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は
じ
め
に

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
内
侍
の
か
み
巻
に
て
、
俊
蔭
女
は
、
帝
の
御
前

で
の
弾
琴
の
功
に
よ
り
、
尚
侍
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
以
下

引
用
す
る
の
は
、
尚
侍
就
任
直
後
の
朱
雀
帝
の
発
話
で
あ
る
が
、
俊

蔭
女
が
尚
侍
と
な
っ
て
、
後
宮
内
の
格
別
の
立
場
に
置
か
れ
た
こ
と

が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

「
昔
よ
り
か
や
う
な
ら
ま
し
か
ば
、
今
は
、
国
母
と
聞
こ
え
て

ま
し
か
し
。
わ
い
て
も
、
仲
忠
の
朝
臣
ば
か
り
の
親
王
な
か
ら

ま
し
か
し
。
よ
し
、
行
く
末
ま
で
も
、
私
の
后
に
お
も
は
む
か

し
。
時
々
、
な
ほ
参
り
給
へ
。
御
息
所
は
、
願
ひ
に
従
ひ
て
、

清
涼
殿
を
も
譲
り
聞
こ
え
む
。み
づ
か
ら
は
屋
陰
に
住
む
と
も
、

御
願
ひ
の
所
は
も
の
せ
む
。」 

（
内
侍
の
か
み
、
四
三
六
頁
）

朱
雀
帝
は
、
俊
蔭
女
に
つ
い
て
、
本
来
「
国
母
」
に
な
り
得
た
存

在
で
あ
る
と
言
い
、
尚
侍
と
な
っ
た
今
は
、
行
く
末
ま
で
も
「
私
の

后
」
と
し
て
思
お
う
と
述
べ
る
。
俊
蔭
女
の
曹
司
は
、
望
み
ど
お
り

の
場
所
を
用
意
す
る
と
し
て
、清
涼
殿
ま
で
譲
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
俊
蔭
女
の
尚
侍
就
任
は
、
俊
蔭
巻
以
来
の
琴
の
一
族
の
物
語

が
、
一
つ
の
終
着
点
に
至
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
高
橋
亨
氏
は
、
朱
雀
帝
の
発
話
に
お
け
る
「
反
実
仮
想
に

よ
る
「
国
母
」」
は
、「
天
の
掟
あ
ら
ば
、
国
母
・
夫
人
と
も
な
れ
。

掟
な
く
は
、
山
賤
、
民
の
子
と
も
な
れ
」（
俊
蔭
、
二
二
頁
）
と
い
う

俊
蔭
の
予
言
を
想
起
さ
せ
て
い
る
と
説
く
。
尚
侍
と
な
っ
た
俊
蔭
女

の
立
場
は
、「
現
実
の
后
や
帝
さ
え
も
超
え
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い

る
」
と
し
て
、
俊
蔭
の
予
言
の
内
容
が
「
半
ば
実
現
し
た
」
形
で
あ

る
と
論
じ
た⎝
１
⎠。

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
俊
蔭
女
の
尚
侍
就
任
と

王
昭
君
説
話
・
長
恨
歌
・
竹
取
物
語

山
口　

一
樹
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一
方
、
俊
蔭
女
の
尚
侍
就
任
は
、
の
ち
の
物
語
を
新
た
に
導
き
出

す
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
猪
川
優
子
氏
は
、
俊
蔭
女
が
尚
侍

と
な
り
「
後
宮
に
お
け
る
強
大
な
力
」
を
得
た
こ
と
を
確
認
し
な
が

ら
も
、「
兼
雅
妻
・
仲
忠
母
と
い
う
家
の
立
場
」
も
失
っ
て
い
な
い
こ

と
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
俊
蔭
女
の
弾
琴
と
尚
侍
就
任
に
よ
り
、

琴
の
一
族
の
存
在
価
値
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
で
、
次
巻
沖
つ
白
波
巻

に
お
け
る
仲
忠
の
女
一
宮
降
嫁
が
実
現
す
る
と
論
じ
た
。
ま
た
、
尚

侍
に
就
任
し
た
俊
蔭
女
は
、
将
来
の
い
ぬ
宮
入
内
に
向
け
て
、
政
治

的
な
後
ろ
盾
と
し
て
の
役
割
も
担
う
と
説
く⎝
２
⎠。

以
上
の
よ
う
に
、
琴
の
一
族
の
物
語
に
お
い
て
、
俊
蔭
女
の
尚
侍

就
任
が
も
つ
意
義
は
大
き
い
。
そ
れ
は
、
俊
蔭
の
遺
言
に
端
を
発
す

る
俊
蔭
巻
以
来
の
物
語
と
、
政
治
的
な
地
盤
を
固
め
な
が
ら
秘
琴
伝

授
に
至
る
沖
つ
白
波
巻
以
後
の
物
語
と
の
双
方
に
、
密
接
に
か
か
わ

っ
て
語
ら
れ
た
事
態
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、
こ
の
俊
蔭
女
の
尚
侍
就
任
を
実
現
さ
せ
る
物
語
展
開
の

方
法
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
内
侍
の

か
み
巻
に
認
め
ら
れ
る
複
数
の
引
用
に
注
目
す
る
。
俊
蔭
女
が
尚
侍

に
就
任
す
る
過
程
で
は
、
王
昭
君
説
話
・「
長
恨
歌
」・﹃
竹
取
物
語
﹄

が
次
々
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
先
行

研
究
で
も
、
個
別
の
対
象
に
即
し
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
本

稿
で
は
、
先
行
研
究
の
成
果
を
引
き
受
け
、
各
引
用
の
特
徴
に
検
討

を
加
え
な
が
ら
も
、
よ
り
包
括
的
な
視
点
か
ら
考
察
を
お
こ
な
う
。

す
な
わ
ち
、内
侍
の
か
み
巻
に
複
数
の
引
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、

尚
侍
に
就
任
し
た
俊
蔭
女
の
あ
り
方
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る

の
か
、と
い
う
課
題
に
取
り
組
み
た
い
。
尚
侍
と
な
っ
た
俊
蔭
女
は
、

立
場
上
女
官
で
あ
り
な
が
ら
も
、
帝
か
ら
は
后
と
し
て
扱
わ
れ
、
他

后
に
も
優
る
手
厚
い
待
遇
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
女
官
の
域

を
超
え
、
他
后
を
も
圧
倒
す
る
尚
侍
の
造
型
を
、
物
語
は
、
重
層
的

な
引
用
に
よ
り
帝
の
寵
愛
の
重
さ
を
表
現
す
る
こ
と
で
、
成
立
さ
せ

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
複
数
の
引
用
の
効
果
に
注
目
す
る
こ

と
を
通
し
て
、
俊
蔭
女
の
尚
侍
像
を
実
現
さ
せ
る
物
語
の
展
開
方
法

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

（
一
）　

王
昭
君
説
話
引
用

内
侍
の
か
み
巻
の
王
昭
君
説
話
・「
長
恨
歌
」・﹃
竹
取
物
語
﹄
引

用
は
、い
ず
れ
も
朱
雀
帝
の
発
話
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

王
昭
君
説
話
引
用
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

中
国
に
お
い
て
王
昭
君
説
話
は
、﹃
漢
書
﹄﹃
後
漢
書
﹄
の
史
伝
に

は
じ
ま
り
、
脚
色
が
加
え
ら
れ
な
が
ら
、
楽
府
や
詩
な
ど
様
々
な
形

に
派
生
し
て
い
っ
た⎝
３
⎠。
本
朝
に
お
い
て
も
、﹃
懐
風
藻
﹄
を
は
じ
め
、

漢
詩
文
や
物
語
、
和
歌
な
ど
多
方
面
に
受
容
の
跡
が
み
ら
れ
る
が
、

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
は
、
王
昭
君
説
話
を
和
語
で
叙
述
し
た
最
も
早
い
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例
と
さ
れ
る
。
内
侍
の
か
み
巻
に
お
い
て
、
朱
雀
帝
は
、
俊
蔭
女
の

演
奏
し
た
「
胡
筎
の
声
」
に
感
動
し
、
胡
人
の
妻
と
な
っ
た
唐
の
后

の
哀
話
を
語
る
。
こ
の
説
話
に
つ
い
て
、
上
原
作
和
氏
は
、
前
半
部

が
﹃
西
京
雑
記
﹄﹃
世
説
新
語
﹄
な
ど
散
文
の
王
昭
君
説
話
に
よ
り
、

後
半
部
が
﹃
文
選
﹄
所
収
「
王
昭
君
詞
並
序
」
か
ら
派
生
し
た
韻
文

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た⎝
４
⎠。

本
稿
で
は
、
と
く
に
説
話
前
半
部
、
散
文
の
王
昭
君
説
話
と
関
連

す
る
箇
所
に
焦
点
を
あ
て
る
。
前
半
部
に
つ
い
て
は
、
岡
﨑
真
紀
子

氏
が
、
説
話
中
の
王
昭
君
が
「
並
び
な
い
帝
の
寵
愛
を
一
身
に
受
け

る
后
」
と
さ
れ
る
点
な
ど
、
朱
雀
帝
が
俊
蔭
女
に
思
慕
を
語
る
展
開

に
即
し
て
、
説
話
の
内
容
が
改
変
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る⎝
５
⎠。

た
だ
し
、
王
昭
君
を
寵
妃
と
す
る
認
識
は
、﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
成

立
前
の
漢
詩
文
に
も
み
ら
れ
る
。
内
侍
の
か
み
巻
の
王
昭
君
説
話
引

用
は
、
先
行
す
る
日
本
漢
詩
に
み
ら
れ
る
王
昭
君
像
を
踏
襲
す
る
形

で
、お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
下
、﹃
西
京
雑
記
﹄

の
王
昭
君
説
話
を
確
認
し
た
の
ち
、
勅
撰
漢
詩
集
所
収
の
王
昭
君
詩

を
取
り
上
げ
、
内
侍
の
か
み
巻
の
説
話
引
用
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
た
い
。

ま
ず
、﹃
西
京
雑
記
﹄
で
は
、
元
帝
が
王
昭
君
と
対
面
し
た
の
は
、

匈
奴
の
后
と
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
後
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

元
帝
後
宮
既
多
、
不
レ
得
二
常
見
一
。
乃
使
二
画
工
図
一
レ
形
、
案
レ

図
召
幸
之
。
諸
宮
人
皆
賂
二
画
工
一
。
多
者
十
萬
、
少
者
亦
不
レ

減
二
五
萬
一
。
独
王
嬙
不
レ
肯
。
遂
不
レ
得
レ
見
。
匈
奴
入
朝
、
求
二

美
人
一
為
二
閼
氏
一
。
於
レ
是
上
案
レ
図
、
以
二
昭
君
一
行
。
及
レ
去

召
見
、
貌
為
二
後
宮
第
一
一
。
善
二
応
対
一
、
挙
止
閑
雅
。
帝
悔
レ

之
。

（
元
帝
の
後
宮
既
に
多
く
、
常
見
す
る
を
得
ず
。
乃
ち
画
工
を
し
て
形

を
図え
が

か
し
め
、
図
を
案
じ
て
召
幸
す
。
諸
の
宮
人
、
皆
画
工
に
賄ま
い
な

う
。

多
き
者
は
十
萬
、
少
な
き
者
も
亦
五
万
を
減
ぜ
ず
。
独
り
王
嬙
の
み

肯が
え
ん

ず
。
遂
に
見
ゆ
る
を
得
ず
。
匈
奴
入
朝
す
、
美
人
を
求
め
閼
氏
に

為
さ
ん
と
す
。
是
に
於
い
て
上
図
を
案
じ
、
昭
君
を
以
て
行
か
し
む
。

去
る
に
及
び
て
召
見
す
る
に
、
貌
後
宮
第
一
為
り
。
応
対
を
善
く
し
、

挙
止
閑
雅
な
り
。
帝
之
を
悔
む
。）

元
帝
は
、
画
工
に
書
か
せ
た
絵
を
も
と
に
、
宮
女
を
召
し
出
す
こ

と
と
す
る
。
他
の
宮
女
と
異
な
り
、
王
昭
君
は
画
工
に
賄
賂
を
贈
ら

な
か
っ
た
た
め
に
、
元
帝
の
目
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
匈
奴
に
后
と

し
て
差
し
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
去
り
際
、
元
帝
は
、
王
昭
君
の
美
し

い
容
姿
や
気
立
て
の
良
さ
を
知
っ
て
、
胡
国
へ
遣
わ
す
こ
と
を
悔
い

た
と
い
う
。

一
方
、
勅
撰
漢
詩
集
所
収
詩
の
な
か
に
は
、
王
昭
君
に
つ
い
て
、

帝
か
ら
寵
愛
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
と
す
る
も
の
が
見
い
だ
せ
る
。﹃
文

華
秀
麗
集
﹄
所
収
の
嵯
峨
天
皇
周
辺
に
お
け
る
応
制
奉
和
詩
五
首
で
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は
、
藤
原
是
雄
が
「
含
レ
悲
向
二
胡
塞
一
。
辞
レ
寵
別
二
長
安
一
」（
悲
を

含
み
て
胡
塞
に
向
か
ひ
、
寵
を
辞さ

り
て
長
安
に
別
る
）
と
、
胡
国
に
向
か

う
王
昭
君
の
悲
し
み
を
詠
む
な
か
で
、
王
昭
君
は
、
帝
の
寵
愛
を
辞

退
し
長
安
で
別
れ
た
と
し
て
い
る
（
巻
上
・
楽
府
・「
奉
和
王
昭
君
。
一

首
。」）。
似
た
表
現
は
﹃
経
国
集
﹄
に
も
み
え
、
小
野
末
嗣
が
「
一

朝
辞
レ
寵
長
沙
陌
。
萬
里
愁
聞
行
路
難
」（
一
朝
寵
を
辞
す
長
沙
の
陌
、

萬
里
愁
へ
聞
く
行
路
の
難
）
と
、
長
安
を
去
る
王
昭
君
の
悲
し
み
を
、

帝
の
寵
愛
を
辞
退
す
る
こ
と
か
ら
詠
ん
で
い
る
（
巻
第
十
四
・
詩
十
三

・「
七
言
。
奉
試
。
賦
得
王
昭
君
。
一
首
六
韻
為
限
」）。

以
上
の
よ
う
な
、
王
昭
君
は
寵
妃
で
あ
っ
た
と
す
る
認
識
を
、
内

侍
の
か
み
巻
は
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
朱
雀
帝
が
語
っ

た
唐
土
の
后
の
哀
話
を
取
り
上
げ
る
。

「
昔
、
唐
土
の
帝
の
戦
に
負
け
給
ひ
ぬ
べ
か
り
け
る
時
、
胡
の

国
の
人
あ
り
て
、
そ
の
戦
を
静
め
た
り
け
る
時
、
天
皇
、
喜
び

の
極
ま
り
な
き
に
よ
り
て
、
七
の
后
の
中
に
、
願
ひ
申
さ
む
を

と
仰
せ
ら
れ
て
、
七
人
の
后
を
絵
に
描
か
せ
給
ひ
て
、
胡
の
国

の
人
に
選
ば
せ
た
ま
ひ
け
る
中
に
、
す
ぐ
れ
た
る
か
た
ち
あ
り

け
る
、
そ
の
内
に
、
天
皇
思
す
こ
と
盛
り
な
り
け
れ
ば
、
そ
の

身
の
愛
を
頼
み
て
、
こ
く
ば
く
の
国
母
・
夫
人
の
中
に
、
我
一

人
こ
そ
は
、
す
ぐ
れ
た
る
徳
あ
れ
。
さ
り
と
も
、
我
を
武
士
に

賜
ば
む
や
は
の
頼
み
に
、
か
た
ち
描
き
並
ぶ
る
絵
師
に
、
六
人

の
国
母
は
千
両
の
黄
金
を
贈
る
、
す
ぐ
れ
た
る
国
母
は
、
お
の

が
徳
の
あ
る
を
頼
み
て
贈
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
劣
れ
る
六
人
は
、

い
と
よ
く
描
き
落
と
し
て
、
す
ぐ
れ
た
る
一
人
を
ば
、
い
よ
い

よ
描
き
ま
し
て
、
か
の
胡
の
国
の
武
士
に
見
す
る
に
、
こ
の
一

人
の
国
母
を
と
申
す
時
に
、」 

（
内
侍
の
か
み
、
四
二
八
―
九
頁
）

朱
雀
帝
が
語
る
唐
土
の
后
と
帝
は
、
王
昭
君
説
話
に
お
け
る
王
昭

君
と
元
帝
に
相
当
す
る
。
こ
こ
で
は
、「
天
皇
思
す
こ
と
盛
り
な
り
け

れ
ば
」
と
あ
る
と
お
り
、
帝
の
后
に
対
す
る
寵
愛
は
、
か
ね
て
よ
り

深
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
帝
の
愛
情
に
対
す
る
后
の
信
頼
も
、「
そ

の
身
の
愛
を
頼
み
て
」「
我
を
武
士
に
賜
ば
む
や
は
の
頼
み
に
」「
お

の
が
徳
の
あ
る
を
頼
み
て
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
。
后
は
、
帝
の
愛
情

を
頼
っ
て
絵
師
に
賄
賂
を
贈
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
胡
人
か
ら
見
染

め
ら
れ
て
し
ま
う
。﹃
西
京
雑
記
﹄
に
み
え
る
王
昭
君
説
話
の
大
枠

を
な
ぞ
り
な
が
ら
も
、
王
昭
君
は
寵
妃
で
あ
っ
た
と
す
る
認
識
を
踏

ま
え
た
形
に
、説
話
の
筋
が
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、﹃
西
京
雑
記
﹄
と
内
侍
の
か
み
巻
の
間
に
は
、
后
の
人
数
や

帝
が
絵
を
描
か
せ
た
経
緯
に
も
相
違
が
見
い
だ
せ
る
。
帝
が
画
工
に

絵
を
描
か
せ
た
経
緯
に
つ
い
て
、﹃
西
京
雑
記
﹄
で
は
、
後
宮
に
多
く

の
女
性
た
ち
が
迎
え
ら
れ
て
お
り
、帝
が
把
握
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
内
侍
の
か
み
巻
で
は
、
后
の
人
数
は
七
人

と
さ
れ
て
い
る⎝
６
⎠。
帝
が
絵
を
描
か
せ
た
の
も
、
戦
果
に
よ
り
胡
人
に
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后
を
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
さ
れ
て
い
る
。
帝
の
后

に
対
す
る
寵
愛
を
も
と
よ
り
深
か
っ
た
と
す
る
の
に
応
じ
て
、
他
后

の
人
数
は
多
い
も
の
と
さ
れ
ず
、
絵
を
描
か
せ
た
経
緯
に
も
改
変
が

加
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

内
侍
の
か
み
巻
に
お
け
る
説
話
引
用
の
特
徴
は
、
王
昭
君
が
帝
か

ら
深
い
寵
愛
を
受
け
た
と
さ
れ
る
な
か
、
両
者
の
関
係
性
が
俊
蔭
女

と
朱
雀
帝
に
擬
え
ら
れ
て
ゆ
く
点
に
あ
る
。

「
境
越
え
け
む
国
母
に
、
関
入
ら
ぬ
国
王
を
こ
そ
思
し
も
落
と

さ
ざ
ら
め
」。
北
の
方
の
、「
い
か
な
る
関
守
り
か
は
許
し
聞
こ

え
さ
せ
ざ
ら
む
」。
上
、「
近
き
衛
り
の
陣
こ
そ
は
、
固
く
居
た

め
れ
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。 

（
内
侍
の
か
み
、
四
三
〇
頁
）

朱
雀
帝
は
、「
境
越
え
け
む
国
母
」
の
悲
し
み
に
も
「
関
入
ら
ぬ
国

王
」
の
悲
し
み
は
劣
ら
な
い
と
述
べ
、
俊
蔭
女
に
共
感
を
求
め
て
い

る
。
寵
愛
深
い
后
を
手
放
し
た
帝
に
自
身
を
重
ね
な
が
ら
、
右
近
衛

大
将
兼
雅
の
妻
と
な
っ
た
俊
蔭
女
に
、
か
ね
て
よ
り
寄
せ
て
い
た
想

い
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
国
母
」
と
さ
れ
る
王
昭
君
に
、
俊

蔭
女
が
擬
え
ら
れ
て
い
る
点
は
、
は
じ
め
に
引
用
し
た
、
俊
蔭
女
は

本
来
「
国
母
」
に
な
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
と
す
る
発
言
を
導
く
前

提
に
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
物
語
は
、
先
行
す
る
日
本
漢
詩
の
王
昭
君
像
を

踏
襲
す
る
形
で
、
王
昭
君
説
話
を
叙
述
し
、
朱
雀
帝
の
愛
情
の
告
白

を
導
い
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
内
侍
の
か
み
巻
に
お
け
る
王
昭
君
説
話
引
用
は
、
こ
れ
ま
で

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
先
行
文
学
引
用
の
方
法
よ
り
劣
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
き
た⎝
７
⎠。
た
し
か
に
、
先
行
文
学
の
発
想
を
柔
軟
に
取
り
入
れ
、

物
語
を
織
り
な
し
て
ゆ
く
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
比
べ
れ
ば
、
内
侍
の
か

み
巻
の
王
昭
君
説
話
引
用
は
、
直
接
的
で
あ
り
、
未
発
達
な
点
も
あ

る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
内
侍
の
か
み
巻
の
物
語
は
、
王
昭
君
説
話

に
と
ど
ま
ら
ず
、「
長
恨
歌
」
や
﹃
竹
取
物
語
﹄
も
朱
雀
帝
の
発
話
に

引
用
し
て
ゆ
く
。
先
行
す
る
説
話
や
漢
詩
、
物
語
を
貪
婪
に
取
り
入

れ
、
朱
雀
帝
の
愛
情
の
重
さ
を
表
現
し
て
ゆ
く
点
こ
そ
、
内
侍
の
か

み
巻
の
方
法
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
続
い
て
「
長

恨
歌
」
引
用
に
目
を
移
し
た
い
。

（
二
）　
「
長
恨
歌
」
引
用

王
昭
君
説
話
同
様
、
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」（﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
十
二

︹
0556
︺）
も
、
本
朝
の
文
芸
に
広
く
受
容
さ
れ
た
作
品
で
あ
る⎝
８
⎠。
内
侍

の
か
み
巻
で
は
、
俊
蔭
女
を
尚
侍
に
就
け
た
の
ち
の
朱
雀
帝
の
発
話

に
「
長
恨
歌
」
引
用
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
「
長
恨
歌
」
引
用
に
関
し

て
、江
戸
英
雄
氏
は
、「
長
恨
歌
」
の
世
界
が
取
り
込
ま
れ
る
な
か
で
、

「
後
宮
の
人
間
関
係
は
物
語
の
後
景
へ
退
い
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
内
侍
の
か
み
巻
の
「
長
恨
歌
」
に
よ
っ
て
現
実
的
な
人
間
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関
係
を
捨
象
し
て
帝
の
愛
を
描
く
方
法
は
、国
譲
下
巻
に
お
け
る「
長

恨
歌
」
世
界
の
「
負
の
側
面
を
突
い
た
」
引
用
と
と
も
に
、﹃
源
氏
物

語
﹄
桐
壺
巻
の
先
蹤
に
な
っ
て
い
る
と
論
じ
た⎝
９
⎠。

江
戸
氏
の
指
摘
す
る
、
内
侍
の
か
み
巻
の
「
長
恨
歌
」
引
用
の
態

度
は
、
先
の
王
昭
君
説
話
引
用
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
れ
以
前
の
享

受
の
あ
り
方
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
以
前
の
享
受
の
例
と
し
て
、「
長
恨
歌
」
を
踏
ま
え

て
詠
ま
れ
た
和
歌
を
取
り
上
げ
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
「
長
恨
歌
」
引
用

に
も
触
れ
な
が
ら
、
内
侍
の
か
み
巻
に
お
け
る
引
用
の
性
格
に
つ
い

て
検
討
す
る
。

ま
ず
、
著
名
な
﹃
伊
勢
集
﹄
の
長
恨
歌
屏
風
歌
で
は
、
帝
の
寵
愛

の
様
子
を
詠
ん
だ
も
の
に
、「
た
ま
す
だ
れ
あ
く
る
も
知
ら
で
ね
し
も

の
を
夢
に
も
見
じ
と
ゆ
め
お
も
ひ
き
や
」（
五
五
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

上
の
句
は
、「
長
恨
歌
」
に
て
、
楊
貴
妃
に
耽
溺
し
政
務
を
怠
る
ま
で

に
な
っ
た
玄
宗
の
様
子
を
う
た
う
「
春
宵
苦
レ
短
日
高
起　

従
レ
此

君
王
不
二
早
朝
一
」（
春
宵
短
き
に
苦
し
み
日
高
く
し
て
起
き
、
此
よ
り
君

王
早
く
朝
せ
ず
）
を
踏
ま
え
、
下
の
句
は
、
楊
貴
妃
亡
き
後
、
夢
に

す
ら
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
悲
し
み
を
う
た
う
「
悠
々
生
死
別
経
レ

年　

魂
魄
不
二
曾
来
入
一
レ
夢
」（
悠
々
た
る
生
死
別
れ
て
年
を
経
た
り
、

魂
魄
曾
て
来
り
て
夢
に
入
ら
ず
）
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。「
ゆ
め
」

の
同
音
反
復
を
用
い
な
が
ら
、
か
つ
て
楊
貴
妃
と
共
寝
し
た
こ
ろ
に

は
、
夢
に
も
見
な
く
な
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
と
、
玄
宗
に
成
り
代

わ
っ
て
詠
ん
で
い
る
。
生
前
の
楊
貴
妃
に
対
す
る
寵
愛
は
、
世
の
乱

れ
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
死
後
の
哀
惜
を
か
き

た
て
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。ま
た
、﹃
源
道
済
集
﹄

の
長
恨
歌
詠
十
首
に
は
、「
寵
愛
一
身
」
を
句
題
と
す
る
「
も
も
し
き

の
君
が
朝
寝
の
移
り
香
は
し
み
に
け
ら
し
な
妹
が
狭
衣
」（
二
四
三
）

が
見
い
だ
せ
る
。
句
題
は
、「
長
恨
歌
」
に
て
、
玄
宗
の
寵
愛
を
独
占

す
る
楊
貴
妃
を
う
た
っ
た
「
三
千
寵
愛
在
二
一
身
一
」（
三
千
の
寵
愛
一

身
に
在
り
）
に
拠
る
も
の
で
あ
る
が
、
歌
中
に
て
「
朝
寝
」
が
詠
ま

れ
る
の
は
、
先
の
﹃
伊
勢
集
﹄
歌
同
様
、「
春
宵
苦
レ
短
日
高
起　

従
レ

此
君
王
不
二
早
朝
一
」を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

玄
宗
の
寵
愛
ぶ
り
に
つ
い
て
、
そ
の
移
り
香
が
楊
貴
妃
の
衣
服
に
し

み
こ
む
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
寵
愛
が
引
き
起
こ
し
た

世
の
乱
れ
よ
り
も
、
寵
愛
の
大
き
さ
そ
の
も
の
に
関
心
を
寄
せ
て
い

る
こ
と
が
伺
え
る
。

こ
れ
ら
の
「
長
恨
歌
」
享
受
の
例
と
同
様
に
、
内
侍
の
か
み
巻
の

「
長
恨
歌
」
引
用
に
お
い
て
も
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
深
く
結
び
つ
い

た
関
係
の
み
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

「
草
と
な
ら
ば
、
虫
の
声
に
て
も
聞
き
、
山
と
な
ら
ば
、
風
の

音
に
て
も
聞
き
、
海
・
川
と
な
ら
ば
、
波
高
き
音
に
て
も
な
む

聞
か
む
」
と
の
た
ま
ふ
。「
楊
貴
妃
が
、
七
月
七
日
、
長
生
殿
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に
て
聞
こ
え
契
り
け
れ
ば
、
お
も
と
に
は
、
今
宵
、
仁
寿
殿
に

て
を
契
り
聞
こ
え
む
。
さ
ら
に
、
長
生
殿
の
長
き
人
の
契
り
に

思
ほ
し
落
と
す
な
」
と
、
世
の
中
の
あ
は
れ
な
る
こ
と
を
の
た

ま
ひ
て
、 

（
内
侍
の
か
み
、
四
三
三
頁
）

朱
雀
帝
は
、
俊
蔭
女
が
草
木
や
山
川
に
姿
を
変
え
た
と
し
て
も
、

虫
や
風
、
波
の
音
を
琴
の
音
と
し
て
聞
こ
う
と
言
う
。
こ
れ
は
、「
長

恨
歌
」
に
て
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
が
七
月
七
日
長
生
殿
に
て
語
り
あ
っ

た
言
葉
と
さ
れ
る「
在
レ
天
願
作
二
比
翼
鳥
一　

在
レ
地
願
為
二
連
理
枝
一
」

（
天
に
在
り
て
は
願
は
く
は
比
翼
の
鳥
と
作
り
、
地
に
在
り
て
は
願
は
く
は

連
理
の
枝
と
為
ら
ん
）
を
踏
ま
え
た
言
い
回
し
で
あ
る
。
朱
雀
帝
は
、

当
座
の
仁
寿
殿
で
の
契
り
を
長
生
殿
の
契
り
に
擬
え
な
が
ら
、
俊
蔭

女
へ
の
想
い
を
玄
宗
の
楊
貴
妃
に
対
す
る
想
い
に
も
劣
ら
な
い
も
の

と
訴
え
て
い
る
。

一
方
、﹃
源
氏
物
語
﹄
桐
壺
巻
で
は
、「
長
恨
歌
」
引
用
が
お
こ
な
わ

れ
る
な
か
、
帝
の
更
衣
に
対
す
る
寵
愛
ぶ
り
に
批
判
の
目
が
向
け
ら

れ
て
い
る
。

人
の
譏
り
を
も
え
憚
ら
せ
た
ま
は
ず
、
世
の
例
に
も
な
り
ぬ
べ

き
御
も
て
な
し
な
り
。
上
達
部
、
上
人
な
ど
も
あ
い
な
く
目
を

側
め
つ
つ
、
い
と
ま
ば
ゆ
き
人
の
御
お
ぼ
え
な
り
。

 

（
桐
壺
①
一
七
頁
）

﹃
紫
明
抄
﹄
以
来
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、「
上
達
部
、
上
人
な
ど
も

あ
い
な
く
目
を
側
め
つ
つ
」
は
、
陳
鴻
「
長
恨
歌
伝
」
の
「
京
師
長

吏
、
為
レ
之
側
レ
目
」（
京
師
の
長
吏
は
、
之
が
為
に
目
を
側
つ
）
に
拠
る

表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
節
は
、玄
宗
の
寵
愛
を
背
景
と
す
る
、

楊
氏
一
族
の
専
横
へ
の
批
判
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。「
長
恨
歌
伝
」

の
表
現
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
桐
壺
帝
の
寵
愛
は
、
世
の
乱
れ
を
招
く

も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
桐
壺
更
衣
は
、
他
后
妃

か
ら
の
恨
み
を
負
い
、
死
に
至
る
の
で
あ
っ
た
。
内
侍
の
か
み
巻
と

同
様
に
、
桐
壺
巻
に
も
「
長
恨
歌
」
の
比
翼
連
理
の
契
り
を
踏
ま
え

た
場
面
は
み
ら
れ
、
桐
壺
更
衣
の
死
後
、
桐
壺
帝
は
「
朝
夕
の
言
ぐ

さ
に
、
翼
を
な
ら
べ
、
枝
を
か
は
さ
む
と
契
ら
せ
た
ま
ひ
し
に
、
か

な
は
ざ
り
け
る
命
の
ほ
ど
ぞ
尽
き
せ
ず
う
ら
め
し
き
」（
桐
壺
①
三
五

頁
）
と
、
更
衣
の
死
を
悼
ん
で
い
る
。
新
間
一
美
氏
に
よ
れ
ば
、「
長

恨
歌
」
は
、﹃
白
氏
文
集
﹄
中
に
て
直
前
に
配
置
さ
れ
る
「
長
恨
歌
伝
」

を
通
し
て
読
め
ば
、
諷
喩
詩
と
し
て
も
読
み
得
る
作
品
で
あ
る
と
い

う⎠
₁₀
⎝

。
桐
壺
巻
で
は
、「
長
恨
歌
」
の
感
傷
詩
と
し
て
の
側
面
と
、「
長
恨

歌
伝
」
に
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
る
諷
喩
詩
の
側
面
の
両
面
が
受
容
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

内
侍
の
か
み
巻
の
「
長
恨
歌
」
引
用
で
は
、「
長
恨
歌
伝
」
に
あ
ら

わ
れ
る
よ
う
な
諷
喩
の
精
神
ま
で
は
掬
い
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ

の
あ
り
方
は
、﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
成
立
以
前
の
「
長
恨
歌
」
享
受
の
態

度
と
共
通
し
、﹃
源
氏
物
語
﹄
と
の
関
係
で
は
、
前
段
階
的
な
様
相
で
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あ
る
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
内
侍
の
か
み
巻
の
「
長
恨
歌
」
引
用
に
お
い
て
、
玄
宗

と
楊
貴
妃
の
深
く
結
ば
れ
た
関
係
性
の
み
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
俊
蔭
女
が
、
深
い
帝
寵
を
背
景
に
、
破
格
の
待
遇
を
受
け

る
展
開
と
、
表
裏
す
る
事
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

は
じ
め
に
触
れ
た
と
お
り
、
朱
雀
帝
は
、「
御
息
所
は
、
願
ひ
に
従

ひ
て
、
清
涼
殿
を
も
譲
り
聞
こ
え
む
」
と
、
尚
侍
と
な
っ
た
俊
蔭
女

に
清
涼
殿
ま
で
譲
ろ
う
と
言
う
。
尚
侍
に
は
、宮
中
の
曹
司
と
し
て
、

通
常
は
後
宮
殿
舎
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
史
上
の
尚

侍
で
は
、
藤
原
満
子
が
梨
壺
や
藤
壺
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き⎠

₁₁
⎝

、後
代
の
例
で
は
あ
る
が
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
尚
侍
朧
月
夜
も
「
弘

徽
殿
」（
賢
木
②
一
〇
一
頁
）、
玉
鬘
は
「
承
香
殿
の
東
面
」（
真
木
柱

③
三
八
一
頁
）
に
住
ん
で
い
る
。
実
際
に
朱
雀
帝
が
清
涼
殿
を
譲
渡

す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
が
、
い
か
な
る
形
で
も
俊
蔭
女
の

望
み
を
叶
え
よ
う
と
い
う
発
言
か
ら
は
、
他
后
を
超
え
た
待
遇
で
俊

蔭
女
を
も
て
な
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
伺
え
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
朱
雀
帝
が
「
さ
て
候
は
る
と
も
、
人
、

悪
し
と
は
も
の
せ
じ
を
」（
内
侍
の
か
み
、
四
三
六
頁
）
と
、
俊
蔭
女

が
望
む
と
お
り
の
処
遇
を
し
た
と
し
て
も
、
人
か
ら
咎
め
ら
れ
る
よ

う
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
実
際
、
俊
蔭

女
へ
の
厚
遇
に
批
判
の
目
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
。
朱
雀
帝
は
、
俊

蔭
女
に
与
え
る
贈
物
を
左
大
臣
源
季
明
に
準
備
さ
せ
て
も
い
る
が
、

季
明
は
帝
の
指
示
に
従
い
、仁
寿
殿
女
御
や
后
の
宮
も
「
い
か
で
か
、

い
さ
さ
か
な
り
と
も
も
の
せ
む
」（
内
侍
の
か
み
、
四
三
六
頁
）
と
、

同
調
し
て
い
る
。
巻
末
尾
で
は
、
俊
蔭
女
に
贈
ら
れ
た
盛
大
な
品
々

の
様
子
が
書
き
連
ね
ら
れ
て
ゆ
く
。

内
侍
の
か
み
巻
の
世
界
で
は
、
朱
雀
帝
の
俊
蔭
女
へ
の
寵
愛
ぶ
り

に
対
し
、
非
難
や
嫉
妬
は
生
じ
な
い
。
そ
の
な
か
で
、
俊
蔭
女
が
、

帝
か
ら
の
厚
遇
を
受
け
る
様
子
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
長
恨
歌
」

か
ら
諷
喩
の
精
神
が
掬
い
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
と

表
裏
す
る
事
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）　

重
層
的
な
引
用
と
朱
雀
帝
の
寵
愛

内
侍
の
か
み
巻
で
は
、王
昭
君
説
話
・「
長
恨
歌
」
に
加
え
て
、﹃
竹

取
物
語
﹄
の
引
用
も
み
ら
れ
る
。
三
上
満
氏
は
、
内
侍
の
か
み
巻
の

﹃
竹
取
物
語
﹄
引
用
に
つ
い
て
、
仲
忠
母
の
琴
に
よ
る
奇
瑞
が
起
き

な
い
う
ち
に
巻
が
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
か
ら
、「
仲
忠
母
が

霊
琴
を
手
に
し
て
天
上
界
と
交
感
す
る
に
は
、
楼
の
上
巻
上
巻
の
結

末
の
場
面
ま
で
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
く⎠

₁₂
⎝

。
本
稿
で
は
、

楼
の
上
巻
の
物
語
と
の
関
係
は
一
端
留
保
し
、
王
昭
君
説
話
・「
長

恨
歌
」
引
用
と
同
様
に
、﹃
竹
取
物
語
﹄
引
用
も
朱
雀
帝
の
愛
情
の
告

白
を
導
い
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
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尚
侍
就
任
後
、
宮
中
か
ら
退
出
す
る
俊
蔭
女
に
、
朱
雀
帝
は
、
八

月
十
五
夜
の
再
会
を
約
束
す
る
。

「
十
五
夜
に
、
必
ず
御
迎
へ
を
せ
む
。
こ
の
調
べ
を
、
か
か
る

言
の
違
は
ぬ
ほ
ど
に
、
必
ず
、
十
五
夜
に
と
思
ほ
し
た
れ
」。

尚
侍
、「
そ
れ
は
、
か
ぐ
や
姫
こ
そ
候
ふ
べ
か
な
れ
」。
上
、「
こ

こ
に
は
、
玉
の
枝
贈
り
て
候
は
む
か
し
」。
尚
侍
、「
子
安
貝
は
、

近
く
候
は
む
か
し
」。 

（
内
侍
の
か
み
、
四
三
七
頁
）

八
月
十
五
夜
に
迎
え
に
行
こ
う
と
誓
う
朱
雀
帝
に
、
俊
蔭
女
は
、

か
ぐ
や
姫
の
昇
天
の
よ
う
だ
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
、
朱
雀
帝
は
、

自
身
に
重
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
、
月
の
使
者
か
ら
か
ぐ
や
姫
の
求
婚
者

に
転
換
し
て
ゆ
く
。﹃
竹
取
物
語
﹄
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
か
ら
蓬

莱
の
玉
の
枝
を
求
め
ら
れ
た
の
は
、
く
ら
も
ち
の
親
王
で
あ
る
。
朱

雀
帝
は
、
自
身
を
求
婚
者
の
一
人
に
擬
え
る
こ
と
で
、
女
君
へ
の
愛

情
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。
諸
注
指
摘
す
る
と
お
り
、
俊
蔭
女
の
述
べ

る
「
子
安
貝
」
は
、
皇
子
女
を
多
く
生
ん
だ
仁
寿
殿
女
御
を
暗
示
さ

せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
俊
蔭
女
は
、
寵
愛
深
い
他
后
妃
の
存
在

を
あ
て
こ
す
る
こ
と
で
、
帝
の
求
愛
を
切
り
返
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
物
語
は
、
先
行
す
る
説
話
や
漢
詩
、
物
語
に
登

場
す
る
男
性
像
を
、
次
々
と
朱
雀
帝
に
重
ね
合
わ
せ
て
ゆ
く
。
こ
れ

ら
の
引
用
は
、
い
ず
れ
も
直
接
的
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
先
行
す
る

男
君
の
イ
メ
ー
ジ
を
朱
雀
帝
の
う
え
に
累
積
さ
せ
る
こ
と
で
、
俊
蔭

女
に
対
す
る
愛
情
の
重
さ
を
表
し
得
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
複
数
の
引
用
と
並
行
し
て
、
俊
蔭
女
に
寄
せ
る
朱
雀
帝
の

想
い
を
、
何
に
も
譬
え
よ
う
が
な
い
、
と
す
る
叙
述
も
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
。

一　

 「
心
ざ
し
、昔
よ
り
、さ
ら
に
譬
ふ
る
物
な
く
多
か
れ
ば
、な
ほ
、

さ
て
思
ひ
て
あ
れ
ど
、
今
、
は
た
、
な
ほ
、
さ
て
の
み
は
、
え

あ
る
ま
じ
き
を
。 

（
内
侍
の
か
み
、
四
三
七
頁
）

二　

 

上
、
御
覧
ず
る
に
、
譬
ふ
べ
き
人
な
く
、
め
で
た
く
御
覧
ず
る

こ
と
限
り
な
し
。
か
く
て
、
い
ら
へ
給
ふ
、「
年
ご
ろ
の
心
ざ
し

は
、
こ
れ
に
こ
そ
見
ゆ
れ
。」 

（
内
侍
の
か
み
、
四
三
八
頁
）

本
文
一
は
、
先
の
﹃
竹
取
物
語
﹄
引
用
が
み
ら
れ
た
対
話
に
先
立

つ
、
朱
雀
帝
の
発
話
で
あ
る
。
朱
雀
帝
は
、
俊
蔭
女
へ
の
愛
情
に
つ

い
て
、
か
ね
て
よ
り
譬
え
よ
う
の
な
い
ほ
ど
重
く
、
現
在
は
過
往
に

も
ま
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
言
う
。
本
文
二
は
、
続
く
蛍
の
光
で
俊
蔭

女
の
姿
を
見
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
朱
雀
帝
が
蛍
の
光
に
照

ら
さ
れ
た
俊
蔭
女
を
見
て
、
譬
え
よ
う
が
な
い
と
思
う
心
情
を
、
語

り
手
が
捉
え
て
い
る
。
俊
蔭
女
に
魅
せ
ら
れ
た
朱
雀
帝
の
心
情
の
譬

え
よ
う
の
な
さ
が
、
状
況
と
視
点
を
か
え
て
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。

複
数
の
引
用
を
介
し
な
が
ら
、
朱
雀
帝
の
愛
情
は
、
類
を
見
な
い

ほ
ど
強
い
も
の
と
さ
れ
る
。
朱
雀
帝
の
愛
情
に
擬
え
ら
れ
る
男
性
像
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が
一
つ
に
収
斂
せ
ず
、
転
換
し
続
け
て
ゆ
く
こ
と
自
体
、
そ
の
想
い

が
何
に
よ
っ
て
も
譬
え
き
れ
な
い
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
い
え
よ
う

か
。（

四
）　

后
扱
い
を
受
け
る
尚
侍

異
例
の
帝
寵
を
背
景
に
、俊
蔭
女
の
尚
侍
就
任
は
実
現
し
て
ゆ
く
。

尚
侍
と
な
っ
た
俊
蔭
女
の
立
場
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
語
ら

れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

は
じ
め
に
触
れ
た
と
お
り
、
高
橋
亨
氏
や
猪
川
優
子
氏
の
論
考
で

は
、
俊
蔭
女
の
立
場
は
、
他
后
を
超
越
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
と
く
に
朱
雀
帝
が
俊
蔭
女
を
「
私
の
后
」
と
言
う
点
や
、
清
涼

殿
ま
で
譲
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
加

納
重
文
氏
は
、
俊
蔭
女
の
立
場
に
つ
い
て
、
女
官
の
立
場
に
留
ま
る

と
捉
え
て
い
る
。
尚
侍
就
任
の
場
面
に
「
女
官
、
皆
驚
き
て
、
に
は

か
に
、
内
教
坊
よ
り
も
、
い
づ
く
よ
り
も
い
づ
く
よ
り
も
、
髪
上
げ
、

装
束
し
て
ふ
さ
に
出
で
来
て
」（
内
侍
の
か
み
、
四
三
四
頁
）
と
あ
る

こ
と
か
ら
、「
女
官
組
織
の
統
率
的
立
場
」
が
形
式
的
に
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
、
俊
蔭
女
の
立
場
は
、「
令
制
に
規
定
す
る
通
り
、

女
官
組
織
を
統
括
す
る
最
上
級
女
官
」
で
あ
る
と
し
た⎠

₁₃
⎝

。

こ
こ
で
は
、
尚
侍
と
な
っ
た
俊
蔭
女
の
立
場
に
つ
い
て
、
物
語
本

文
を
た
ど
り
な
が
ら
再
検
討
し
た
い
。
俊
蔭
女
が
女
官
の
立
場
に
あ

る
こ
と
を
示
す
叙
述
は
、
加
納
氏
が
指
摘
す
る
他
に
も
見
出
せ
る
。

一
方
で
、
朱
雀
帝
が
、
俊
蔭
女
を
后
と
し
て
扱
う
姿
も
散
見
さ
れ
る
。

俊
蔭
女
の
立
場
は
、
朱
雀
帝
と
の
関
係
に
お
い
て
、
女
官
の
領
分
か

ら
逸
脱
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
下
、
朱

雀
帝
が
、
尚
侍
任
命
を
俊
蔭
女
に
伝
え
る
場
面
を
取
り
上
げ
る
。

「
涼
・
仲
忠
は
、
さ
て
あ
り
、
お
も
と
に
は
、
み
づ
か
ら
を
や

は
得
給
は
ぬ
。
中
将
の
朝
臣
、
紀
伊
国
の
禄
に
は
、
娘
を
こ
そ

は
得
た
れ
」
と
て
、
御
前
な
る
日
給
の
簡
に
、
尚
侍
に
な
す
よ

し
書
か
せ
給
ひ
て
、 

（
内
侍
の
か
み
、
四
三
〇
頁
）

「
涼
・
仲
忠
は
、
さ
て
あ
り
」
と
は
、
吹
上
行
幸
で
の
弾
琴
の
功

に
よ
り
、
涼
と
仲
忠
に
さ
ま
宮
と
あ
て
宮
を
与
え
る
と
し
た
宣
旨
を

指
す
。
あ
て
宮
が
東
宮
に
参
入
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
仲
忠
に

は
女
一
宮
の
降
嫁
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
伺
え
る
。
注
目
さ
れ

る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
結
婚
に
類
す
る
事
態
と
し
て
、
俊
蔭
女
の
尚

侍
就
任
が
言
及
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
朱
雀
帝
の「
お
も
と
に
は
、

み
づ
か
ら
を
や
は
得
給
は
ぬ
」
と
い
う
言
葉
は
、
涼
が
さ
ま
宮
を
、

仲
忠
が
あ
て
宮
を
、
あ
る
い
は
女
一
宮
を
妻
と
す
る
よ
う
に
、
俊
蔭

女
が
帝
の
后
に
な
る
か
の
よ
う
な
言
い
回
し
で
あ
る
と
い
え
る
。

一
方
、
本
場
面
に
お
い
て
朱
雀
帝
は
、「
御
前
な
る
日
給
の
簡
」
に

俊
蔭
女
を
尚
侍
と
す
る
旨
を
書
か
せ
て
も
い
る
。
こ
の
「
御
前
な
る

日
給
の
簡
」
は
、
女
官
の
出
仕
勤
怠
を
記
録
す
る
女
房
簡
で
あ
る
と
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考
え
ら
れ
る⎠

₁₄
⎝

。
後
代
の
書
で
は
あ
る
が
、﹃
禁
秘
抄
﹄
上
巻
「
台
盤
所
」

に
は
「
東
椅
子
其
南
女
房
簡
」
と
あ
り
、
女
房
簡
は
、
清
涼
殿
の
台

盤
所
、御
椅
子
の
南
に
置
か
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
物
語
で
は
、

朱
雀
帝
が
「
人
々
、
こ
れ
に
名
し
て
下
さ
れ
よ
」（
内
侍
の
か
み
、
四

三
〇
頁
）
と
、
左
大
臣
以
下
の
公
卿
た
ち
に
署
名
さ
せ
る
姿
も
み
ら

れ
る⎠

₁₅
⎝

。
こ
れ
ら
の
叙
述
は
、
朱
雀
帝
が
俊
蔭
女
を
女
官
と
し
て
任
用

し
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
朱
雀
帝
は
、
客
観
的
に
は
、
俊
蔭
女
を
女
官
と
し
て

後
宮
に
迎
え
て
い
な
が
ら
も
、
女
君
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
后
と

し
て
扱
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
雀
帝
は
、
尚
侍
と
な
っ
た

俊
蔭
女
を
「
私
の
后
」
と
し
て
思
お
う
と
述
べ
る
。「
私
の
」
后
と

す
る
の
は
、
俊
蔭
女
が
女
官
と
し
て
尚
侍
に
就
任
し
て
お
り
、
公
的

な
宣
下
を
受
け
て
補
せ
ら
れ
る
女
御
な
ど
と
は
異
な
る
立
場
に
あ
る

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
俊
蔭
女
は
、
す
で
に
兼
雅
を
夫
と
し
て
い
る

た
め
、
正
式
な
后
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
的
な

関
係
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
朱
雀
帝
が
俊
蔭
女
を
「
后
」
と
し
て

扱
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
尚
侍
と
な
っ
た
俊
蔭
女
は
、
女
官
で
あ
り
な
が

ら
も
、
帝
か
ら
は
、
后
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
先
に

触
れ
た
と
お
り
、帝
か
ら
清
涼
殿
を
も
譲
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
る
な
ど
、

他
后
に
優
る
処
遇
が
約
束
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
多
数
の
贈
物
が
帝

主
導
の
も
と
準
備
さ
れ
て
も
い
る
。
尚
侍
に
就
い
た
俊
蔭
女
は
、
帝

と
の
関
係
に
お
い
て
女
官
の
域
を
逸
脱
し
、
他
后
を
圧
倒
す
る
立
場

に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
俊
蔭
女
の
立
場
は
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
朱
雀
帝
の
深
い
寵
愛
が
あ
っ
て
こ
そ
実
現
す
る

も
の
で
あ
る
。
尚
侍
就
任
前
後
に
み
ら
れ
る
重
層
的
な
引
用
は
、
朱

雀
帝
の
寵
愛
の
重
さ
を
表
現
す
る
こ
と
で
、
俊
蔭
女
が
女
官
で
あ
り

な
が
ら
他
后
を
超
え
た
存
在
に
な
る
こ
と
を
、
必
然
化
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
俊
蔭
女
の
尚
侍
と
し
て
の
あ
り
方
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
尚

侍
、
朧
月
夜
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
す
で

に
山
中
和
也
氏
は
、
尚
侍
と
な
っ
た
俊
蔭
女
が
帝
か
ら
熱
烈
な
求
愛

を
受
け
て
い
る
点
、
朧
月
夜
の
尚
侍
像
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
に

言
及
し
て
い
る⎠

₁₆
⎝

。
朧
月
夜
も
、
俊
蔭
女
と
同
様
に
、
女
官
で
あ
り
な

が
ら
、
他
后
妃
を
超
え
た
立
場
に
あ
る
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
点
に

注
目
し
た
い
。

御
匣
殿
は
、二
月
に
尚
侍
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。
院
の
御
思
ひ
に
、

や
が
て
尼
に
な
り
た
ま
へ
る
か
は
り
な
り
け
り
。
や
む
ご
と
な

く
も
て
な
し
て
、
人
柄
も
い
と
よ
く
お
は
す
れ
ば
、
あ
ま
た
参

り
集
ま
り
た
ま
ふ
中
に
も
す
ぐ
れ
て
時
め
き
た
ま
ふ
。

 

（
賢
木
②
一
〇
一
頁
）

朧
月
夜
は
、
光
源
氏
と
の
関
係
が
す
で
に
露
顕
し
て
い
る
た
め
、
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正
式
な
后
に
な
る
途
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る⎠

₁₇
⎝

。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
尚
侍

と
な
っ
た
朧
月
夜
は
、
朱
雀
帝
か
ら
他
后
妃
に
も
優
る
寵
愛
を
受
け

て
い
る
の
だ
と
い
う
。
俊
蔭
女
が
弾
琴
の
功
に
よ
っ
て
尚
侍
に
就
任

し
て
い
る
の
に
対
し
、
朧
月
夜
は
、
桐
壺
院
崩
御
に
伴
う
前
尚
侍
の

辞
任
を
補
う
形
で
あ
る
点
、
就
任
の
経
緯
は
異
な
る
。
尚
侍
像
を
象

る
語
彙
表
現
に
共
通
性
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
女

官
で
あ
り
な
が
ら
、
他
后
妃
を
圧
倒
す
る
尚
侍
の
あ
り
方
は
、
俊
蔭

女
に
通
じ
る
一
面
が
あ
る
と
い
え
る
。
女
君
が
、
帝
以
外
の
男
性
と

す
で
に
関
係
を
持
っ
て
い
な
が
ら
も
、
深
い
帝
寵
を
受
け
る
存
在
で

あ
り
、
尚
侍
就
任
に
、
正
式
な
后
の
立
場
の
代
償
と
し
て
の
側
面
が

あ
る
点
も
、
両
作
品
は
共
通
す
る
。

複
数
の
引
用
を
介
し
て
描
き
出
さ
れ
た
俊
蔭
女
の
尚
侍
像
は
、﹃
源

氏
物
語
﹄
の
尚
侍
像
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

以
上
、
俊
蔭
女
の
尚
侍
就
任
を
実
現
さ
せ
る
物
語
展
開
の
方
法
に

つ
い
て
、内
侍
の
か
み
巻
に
認
め
ら
れ
る
複
数
の
引
用
に
注
目
し
て
、

検
討
を
加
え
て
き
た
。

内
侍
の
か
み
巻
の
物
語
は
、
王
昭
君
説
話
の
元
帝
、「
長
恨
歌
」
の

玄
宗
、﹃
竹
取
物
語
﹄
の
か
ぐ
や
姫
の
求
婚
者
と
、
先
行
す
る
男
性
像

を
次
々
と
朱
雀
帝
に
重
ね
合
わ
せ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
俊
蔭
女
に
対
す

る
寵
愛
の
重
さ
を
表
現
し
得
て
い
る
。
尚
侍
と
な
っ
た
俊
蔭
女
は
、

帝
か
ら
后
と
し
て
扱
わ
れ
、
他
后
に
も
優
る
手
厚
い
待
遇
で
も
て
な

さ
れ
て
い
る
。
尚
侍
就
任
前
後
の
重
層
的
な
引
用
は
、
朱
雀
帝
の
寵

愛
深
さ
を
表
わ
す
こ
と
で
、
俊
蔭
女
が
、
女
官
で
あ
り
な
が
ら
他
后

を
超
え
た
存
在
に
な
る
こ
と
を
必
然
化
し
て
い
た
。

内
侍
の
か
み
巻
の
引
用
方
法
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄
よ
り
未
熟
な
も
の

と
評
価
さ
れ
て
も
い
る
が
、
作
中
の
物
語
展
開
に
即
せ
ば
、
俊
蔭
女

の
尚
侍
と
し
て
の
造
型
を
実
現
さ
せ
る
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
尚
侍
像
は
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
尚
侍
像
に
も
影
響
を
与
え
て

ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

※ 

資
料
の
出
典
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
は
﹃
う

つ
ほ
物
語　

全　

改
訂
版
﹄（
お
う
ふ
う
）、﹃
西
京
雑
記
﹄
は
﹃
四

部
叢
刊
﹄（
商
務
印
書
館
）、﹃
文
華
秀
麗
集
﹄
は
﹃
日
本
古
典
文
学

大
系
﹄（
岩
波
書
店
）、﹃
経
国
集
﹄
は
﹃
日
本
文
学
大
系
﹄（
国
民
図

書
株
式
会
社
）、﹃
白
氏
文
集
﹄
は
、﹃
新
釈
漢
文
大
系
﹄（
明
治
書
院
）、

﹃
源
氏
物
語
﹄
は
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄（
小
学
館
）、
和
歌

は
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
、﹃
禁
秘
抄
﹄
は
﹃
群
書
類
従
﹄
に
拠
る
。

和
歌
の
引
用
の
み
、
私
に
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
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︻
注
︼

（
１
）
高
橋
亨
氏
「
長
編
物
語
の
構
成
力
―
―
宇
津
保
物
語
「
初
秋
」
の
位
相
」

（﹃
物
語
と
絵
の
遠
近
法
﹄
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
一
年
、
初
出
一
九

八
七
年
）。
大
井
田
晴
彦
氏
も
「
俊
蔭
の
遺
言
を
特
殊
な
か
た
ち
で
実

現
し
た
も
の
」
と
す
る
（「﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
転
換
点
―
「
内
侍
督
」

の
親
和
力
―
」﹃
う
つ
ほ
物
語
の
世
界
﹄
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、

初
出
一
九
九
九
年
）。

（
２
）
猪
川
優
子
氏
「﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
俊
蔭
女
の
︿
尚
侍
物
語
﹀
―
―
仲
忠

へ
の
女
一
宮
降
嫁
か
ら
い
ぬ
宮
入
内
へ
―
―
」（﹃
国
語
と
国
文
学
﹄

第
八
十
巻
第
六
号
、
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
〇
三
年
七
月
）。

な
お
、
尚
侍
と
な
っ
た
俊
蔭
女
と
朱
雀
帝
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、

松
野
彩
氏
の
論
も
あ
る
。
本
来
問
題
と
な
ら
な
い
兼
雅
の
存
在
を
障

害
と
み
な
す
等
、
心
に
禁
制
を
設
け
る
こ
と
で
、
朱
雀
帝
が
俊
蔭
女

と
の
関
係
を
精
神
的
な
も
の
に
留
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（「「
ま
か
な
ひ
の
女
御
」
の
虚
構
性
―
―
「
内
侍
の
か
み
」
巻
の
恋
愛

模
様
―
―
」﹃
う
つ
ほ
物
語
と
平
安
貴
族
生
活
―
―
史
実
と
虚
構
の
織

り
な
す
世
界
―
―
﹄
新
典
社
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
二
〇
〇
五
年)

。

（
３
）
王
昭
君
説
話
に
つ
い
て
は
、
後
掲
の
上
原
作
和
氏
・
岡
﨑
真
紀
子
氏

の
論
考
の
ほ
か
、
近
藤
春
雄
氏
「
王
昭
君
と
国
文
学
」（﹃
日
本
漢
文

学
大
事
典
﹄
明
治
書
院
、
一
九
八
五
年
）
な
ど
参
照
。

（
４
）
上
原
作
和
氏
「
琴
曲
「
胡
笳
」
と
王
昭
君
説
話
の
複
次
的
統
合
の
方

法
に
つ
い
て
―
―﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄比
較
文
学
論
断
章（
１
）
―
―
」（﹃
光

源
氏
物
語
の
思
想
史
的
変
貌
―
―
︿
琴
﹀
の
ゆ
く
へ
﹄
有
精
堂
、
一

九
九
四
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）。

（
５
）
岡
﨑
真
紀
子
氏
「「
王
昭
君
」
の
平
安
朝
文
学
史
」（﹃
や
ま
と
こ
と
ば

表
現
編
―
源
俊
頼
へ
﹄
笠
間
書
院
、二
〇
〇
八
年
、初
出
一
九
九
五
年
）。

こ
の
ほ
か
、
画
工
に
賄
賂
を
贈
ら
な
か
っ
た
王
昭
君
に
つ
い
て
、﹃
西

京
雑
記
﹄
で
は
、
醜
く
描
か
れ
た
と
す
る
の
に
対
し
、﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄

で
は
、
美
し
く
描
か
れ
た
と
す
る
点
に
注
目
し
て
い
る
。

（
６
）
注
４
上
原
作
和
氏
は
、「「
俊
蔭
」
巻
以
来
の
伝
統
的
な
聖
数
を
以
て
」

改
め
た
も
の
と
指
摘
し
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
。
俊
蔭
巻
で
は
、
俊

蔭
が
秘
琴
を
習
う
仙
人
に
つ
い
て
、「
七
つ
の
山
に
七
つ
の
人
」（
俊
蔭
、

一
五
頁
）
な
ど
と
語
ら
れ
て
い
る
。
話
型
的
な
発
想
を
踏
ま
え
た
も

の
と
捉
え
つ
つ
、
説
話
内
の
展
開
と
の
関
わ
り
に
も
注
目
し
た
い
。

（
７
）
注
４
上
原
作
和
氏
は
、「
直
截
的
」「
摂
取
す
る
伝
承
の
登
場
人
物
を 

﹃
物
語
﹄
の
主
要
人
物
に
擬
定
す
る
こ
と
が
主
」
と
し
、
注
５
岡
﨑
真

紀
子
氏
も
、「
物
語
の
本
筋
を
生
む
た
め
の
発
想
の
下
敷
き
と
し
て
取

り
込
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
」「
文
体
の
上
で
も
、
漢
文
に
近
接
し
て
い

る
」
と
す
る
。

（
８
）「
長
恨
歌
」
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
実
夫
氏
「
長
恨
歌
が
日
本
文

学
に
及
ぼ
し
た
影
響
」（﹃
長
恨
歌
研
究
﹄
建
設
社
、
一
九
三
四
年
）、

近
藤
春
雄
氏
「
我
が
国
に
お
け
る
長
恨
歌
」（﹃
長
恨
歌
・
琵
琶
行
の
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研
究
﹄
明
治
書
院
、
一
九
八
一
年
）、
新
間
一
美
氏
「
白
居
易
の
長
恨

歌
―
―
日
本
に
お
け
る
受
容
に
関
連
し
て
―
―
」（﹃
平
安
朝
文
学
と

漢
詩
文
﹄
和
泉
書
院
、二
〇
〇
三
年
、初
出
一
九
九
三
年
）
な
ど
参
照
。

（
９
）
江
戸
英
雄
氏
「
桐
壺
帝
の
物
語
へ
―
―
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
「
長
恨
歌
」

引
用
か
ら
」（﹃
う
つ
ほ
物
語
の
表
現
形
成
と
享
受
﹄
勉
誠
出
版
、
二

〇
〇
八
年
、
初
出
二
〇
〇
五
年
）。
国
譲
下
巻
で
は
、
あ
て
宮
腹
皇
子

の
立
坊
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
后
の
宮
の
発
話
に
「
王
昭
君
を
胡
の

国
へ
遣
り
給
へ
る
、
楊
貴
妃
を
殺
さ
せ
給
へ
る
帝
、
な
く
や
は
あ
り

け
る
」（
国
譲
下
、
七
五
〇
頁
）
と
あ
る
。

（
10
）
注
８
新
間
論
文
。

（
11
）
山
田
彩
起
子
氏
「
平
安
中
期
以
降
の
尚
侍
を
め
ぐ
る
考
察
」（﹃
古
代

文
化
﹄
第
六
四
巻
第
二
号
、
古
代
学
協
会
、
二
〇
一
二
年
九
月
）
に

指
摘
が
あ
る
。﹃
貞
信
公
記
﹄
延
喜
七
年
（
九
〇
七
）
二
月
八
日
条
に

よ
れ
ば
、
尚
侍
就
任
後
、
梨
壺
に
居
住
し
て
い
る
。﹃
河
海
抄
﹄（
初

音
巻
）
所
引
﹃
醍
醐
天
皇
御
記
﹄
延
喜
十
三
年
（
九
一
三
）
正
月
十

四
日
の
踏
歌
の
記
事
で
は
、
藤
壺
に
居
所
を
移
し
て
い
る
こ
と
が
伺

え
る
。

（
12
）
三
上
満
氏
「
宇
津
保
物
語
・
初
秋
巻
の
方
法
」（﹃
中
古
文
学
論
攷
﹄

第
五
号
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
中
古
文
学
研
究
会
、
一
九
八
四
年
）。

俊
蔭
女
と
﹃
竹
取
物
語
﹄
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に
須
見
明

代
氏
「「
宇
津
保
物
語
」
に
お
け
る
俊
蔭
女
」（﹃
日
本
文
学
﹄
第
三
十

九
号
、
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
研
究
会
、
一
九
七
三
年
三
月
）、
網

谷
厚
子
氏
「
物
語
に
お
け
る
﹃
竹
取
﹄
取
り
―
―
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄

の
現
世
の
異
郷
に
つ
い
て
―
―
」（
物
語
研
究
会
編
﹃
物
語
―
そ
の
転

生
と
再
生　

新　

物
語
研
究　

２
﹄
有
精
堂
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
。

（
13
）
加
納
重
文
氏
「
尚
侍
」（﹃
平
安
文
学
の
環
境
―
―
後
宮
・
俗
信
・
地

理
―
―
﹄
和
泉
書
院
、二
〇
〇
八
年
）。
論
中
に
お
い
て
、史
実
上
「
第

Ⅰ
期
」
と
さ
れ
る
尚
侍
。
俊
蔭
女
に
つ
い
て
、「
外
戚　

勢
力
の
反
映

と
し
て
の
任
官
」
で
な
い
点
、「
壮
年
の
既
婚
婦
人
」
で
あ
る
点
に
も

注
目
す
る
。

（
14
）「
日
給
簡
」（﹃
国
史
大
辞
典
﹄
吉
川
弘
文
館
、
杉
本
一
樹
氏
執
筆
担
当
）

参
照
。

（
15
）
和
歌
の
唱
和
が
お
こ
な
わ
れ
る
な
か
、
左
大
臣
源
季
明
・
右
大
臣
藤

原
忠
雅
・
大
納
言
源
正
頼
・
大
納
言
藤
原
兼
雅
・
中
納
言
藤
原
正
仲

・
中
納
言
正
明
・
中
納
言
源
文
正
が
署
名
す
る
。「
左
大
臣
従
二
位
源

朝
臣
季
明
」（
内
侍
の
か
み
、
四
三
〇
頁
）
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
官
位

姓
名
を
記
し
て
い
る
。

（
16
）
山
中
和
也
氏
「
朧
月
夜
の
尚
侍
就
任
に
よ
る
今
上
妃
と
の
兼
帯
に
つ

い
て
―
賢
木
巻
断
章
の
新
視
座
と
し
て
―
」（﹃
詞
林
﹄
第
三
号
、
大

阪
大
学
古
代
中
世
文
学
研
究
会
、
一
九
八
八
年
）。
俊
蔭
女
の
物
語
の

「
筋
立
て
は
︹
稿
者
注
、
源
氏
物
語
の
︺
作
者
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
か

も
知
れ
な
い
」
と
す
る
。
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（
17
）
賢
木
巻
に
お
い
て
、
右
大
臣
は
、「
か
く
本
意
の
ご
と
く
奉
り
な
が
ら
、

な
ほ
そ
の
憚
り
あ
り
て
、
う
け
ば
り
た
る
女
御
な
ど
も
言
は
せ
は
べ

ら
ぬ
を
だ
に
飽
か
ず
口
惜
し
う
思
ひ
た
ま
ふ
る
に
」（
賢
木
②
一
四
七

頁
）
と
、
尚
侍
と
な
っ
た
朧
月
夜
は
、
女
御
と
は
異
な
る
立
場
に
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
弘
徽
殿
大
后
も
、「
ま
た
こ
の
君
を
も
宮
仕
に
と

心
ざ
し
て
は
べ
り
し
に
︹
略
︺
そ
の
本
意
違
ふ
さ
ま
に
て
こ
そ
は
、

か
く
て
も
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
め
れ
ど
」（
賢
木
②
一
四
八
頁
）
と
、
朧

月
夜
の
尚
侍
出
仕
は
、
本
来
目
指
し
て
い
た
正
式
な
后
妃
と
し
て
の

入
内
と
は
相
違
す
る
と
捉
え
て
い
る
。

﹇
付
記
﹈ 

本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
費
（
Ｄ
Ｃ
２
）
に
よ

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


