
平安後期物語から見る大津皇子の物語の展開

折
口
信
夫
は
「
死
者
の
書
』
の
中
で
、
死
者
と
し
て
姉
の
歌
を
聰
く
大

津
皇
子
を
描
い
た
。

を
、
さ
う
だ
。
伊
勢
の
国
に
居
ら
れ
る
貴
い
巫
女
ｌ
お
れ
の
姉
御
。

あ
の
お
人
が
、
お
れ
を
呼
び
活
け
に
来
て
ゐ
る
。
（
中
略
）

う
つ
そ
み
の
人
な
る
我
や
。
明
日
よ
り
は
、
二
上
山
を
愛
兄
弟
と

思
は
む

諌
歌
が
聞
え
て
来
た
の
だ
。
姉
御
が
あ
き
ら
め
な
い
で
、
も
一
つ
つ

ぎ
足
し
て
、
歌
っ
て
く
れ
た
の
だ
。
其
で
知
っ
た
の
は
、
お
れ
の
墓

と
言
ふ
も
の
が
、
二
上
山
の
上
に
あ
る
、
と
言
ふ
こ
と
だ
。
／
よ
い

（１）

姉
御
だ
っ
た
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
大
津
皇
子
は
『
日
本
書
紀
』
や
「
古
今
和
歌
集
』

真
名
序
の
言
説
を
通
じ
、
日
本
の
詩
賦
の
始
祖
と
し
て
古
代
社
会
の
中
に

存
在
を
留
め
て
い
た
。
更
に
、
『
万
葉
集
』
の
中
に
も
、
詠
み
手
と
し
て
、

ま
た
題
材
と
し
て
大
津
皇
子
は
存
在
し
て
い
る
。
石
川
郎
女
を
め
ぐ
る
草

壁
皇
子
と
の
三
角
関
係
や
大
津
皇
子
の
死
を
悼
む
人
々
の
思
い
は
歌
と
し

（２）

て
『
万
葉
集
』
に
遺
さ
れ
、
悲
運
の
皇
子
の
物
語
を
形
作
っ
て
き
た
。
中

平
安
後
期
物
語
か
ら
見
る
大
津
皇
子
の
物
語
の
展
開

は
じ
め
に

で
も
、
大
津
皇
子
の
姉
・
大
伯
皇
女
の
歌
は
、
伊
勢
神
宮
へ
の
奉
仕
者
と

い
う
立
場
な
が
ら
、
弟
と
の
深
い
結
び
つ
き
と
哀
し
み
が
詠
ま
れ
、
当
人

の
歌
以
上
に
大
津
皇
子
の
苦
悩
を
喚
起
さ
せ
る
。

本
稿
で
試
み
た
い
の
は
、
こ
の
大
津
皇
子
を
め
ぐ
る
物
語
的
想
像
力
に
、

ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
大
津
皇
子

に
関
わ
る
一
連
の
歌
や
言
説
は
、
大
津
皇
子
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
欲
望
、
あ
る
い
は
必
要
に
迫
ら
れ
て
お
り
、
現
代
の
我
々
も
ま

（３）

た
折
口
と
同
じ
よ
う
に
大
津
皇
子
の
物
語
を
想
像
し
続
け
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
平
安
時
代
に
語
ら
れ
た
大
津
皇
子
の
物
語
の
断
片
を
手
掛
か
り
に
、

特
に
同
母
姉
・
大
伯
皇
女
と
の
関
係
を
中
心
に
検
討
す
る
。
平
安
の
仮
名

文
学
の
空
間
か
ら
視
線
を
投
げ
か
け
、
大
津
皇
子
を
め
ぐ
る
物
語
の
可
能

性
を
探
っ
て
み
た
い
。

一
、
平
安
後
期
物
語
に
見
る
「
大
津
の
王
子
」

平
安
時
代
の
人
々
が
、
大
津
皇
子
に
つ
い
て
何
を
語
り
、
物
語
化
し
た

か
は
明
ら
か
で
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
『
日
本
書
紀
」
を
は
じ
め
と
す
る
い

く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
Ｉ
そ
れ
ら
は
平
安
時
代
に
お
い
て
極
め
て
信
頼
度

の
高
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
ｌ
に
よ
っ
て
、
大
津
皇
子
が
知
ら
れ
て
い
た

本
橋
裕
美
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平安後期物語から見る大津皇子の物語の展開

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
歴
史
の
一
端
と
し
て
の
人
物
評

を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
大
津
皇
子
を
め
ぐ
る
物
語
が
作
ら
れ
、
享
受
さ
れ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
『
狭
衣
物
語
」
の
一
節
を
引
用
す
る
。

よ

お
ぼ

い
と
か
ば
か
り
の
心
な
ら
ば
、
世
に
あ
る
く
う
も
思
え
ぬ
を
、
我
な

な

ぐ

さ

わ

お

は

か

がら慰め侘び給て、①獅獣『伽到靴洲判側叫邨をさへ推し量

あ
き
つ
き

か
み
つ
き

ほ
ど

な
ぐ
き

り
給
て
、
②
秋
の
月
（
ま
た
は
「
神
の
調
」
）
は
、
程
な
く
こ
そ
慰

い
の
ち
か
ぎ

い

め
給
つ
れ
、
こ
れ
は
、
御
命
の
限
り
に
さ
へ
あ
れ
ば
、
「
生
け
る
我

い

が

ほ

ゆ

く

す

ゑ

た

め

し

身
の
」
と
言
ひ
顔
な
る
行
末
は
、
例
だ
に
な
き
に
思
こ
が
れ
給
は
む
。（４）

（
巻
二
一
九
八
）

『
狭
衣
物
語
」
の
主
人
公
・
狭
衣
大
将
は
、
慕
い
続
け
る
従
妹
の
源
氏

の
宮
が
斎
院
と
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
「
大
津
の
王
子
の
心
の
中
」
と
比

較
し
な
が
ら
自
身
の
恋
の
行
く
末
を
蟇
う
。
こ
の
「
お
ほ
っ
の
王
し
」
（
以

下
、
物
語
名
と
し
て
「
大
津
の
王
子
」
を
用
い
る
）
に
つ
い
て
、
「
日
本

古
典
文
学
集
成
狭
衣
物
語
』
（
新
潮
社
）
の
頭
注
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
大
津
の
皇
子
」
は
、
散
逸
物
語
の
名
で
あ
り
、
主
人
公
の
名
で
も

あ
ろ
う
。
悲
劇
の
皇
子
大
津
の
皇
子
の
短
い
生
涯
を
物
語
化
し
た
も

の
か
。
皇
子
は
、
天
武
帝
の
御
子
、
帝
の
崩
御
の
後
、
謀
反
の
罪
で

死
を
賜
っ
た
が
、
一
目
姉
の
大
伯
皇
女
に
逢
い
た
い
と
伊
勢
に
下
り
、

姉
斎
宮
と
再
会
、
涙
の
別
れ
を
し
た
こ
と
は
『
万
葉
集
』
の
贈
答
で

名
高
い
。
そ
の
場
面
が
『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
に
関
連
す
る
ら
し
い
。

「
秋
の
月
」
は
不
詳
だ
が
、
あ
る
い
は
大
津
の
皇
子
が
秋
の
月
を
仰

い
で
姉
斎
宮
を
恋
う
る
場
面
な
ど
が
「
大
津
の
皇
子
物
語
』
に
あ
っ

たものか。

平
安
時
代
に
作
ら
れ
、
散
逸
し
た
物
語
は
多
い
。
こ
こ
で
の
「
大
津
の

王
子
」
も
ま
た
、
歳
月
の
中
で
失
わ
れ
た
物
語
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
『
古

今
和
歌
集
』
真
名
序
は
大
津
皇
子
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

自
大
津
皇
子
之
。
初
作
詩
賦
。
詞
人
才
子
。
慕
風
継
塵
。
移
彼
漢
家

之
字
。
化
我
日
域
之
俗
。
民
業
一
改
。
和
歌
漸
衰
。
（
大
津
皇
子
の

初
め
て
詩
賦
を
作
り
し
よ
り
、
詞
人
才
子
、
風
を
慕
ひ
塵
に
継
ぐ
。

か
の
漢
家
の
字
を
移
し
て
我
が
日
域
の
俗
と
化
す
。
民
業
一
た
び
改

り
て
、
和
歌
漸
く
衰
へ
た
り
。
）

こ
う
し
た
伝
承
が
読
ま
れ
て
い
た
時
代
に
、
『
狭
衣
物
語
』
に
引
か
れ

た
「
大
津
の
王
子
」
が
、
歴
史
上
の
大
津
皇
子
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は

考
え
が
た
い
。
「
狭
衣
物
語
』
に
先
行
す
る
時
期
に
、
大
津
皇
子
に
関
す

る
仮
名
の
物
語
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
大
津
の
王
子
」
物
語
の
内
容
の
検
討
の
前
に
、
同
じ
く
平
安
後
期
物

語
で
あ
る
『
浜
松
中
納
言
物
語
」
に
も
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
こ
と
を

示
し
て
お
く
。

かみ

木
丁
を
し
や
り
給
へ
れ
ば
、
（
中
略
）
か
か
れ
る
髪
の
か
ん
ざ
し
よ

い

か

ぎ

き
よ

り
し
て
、
言
ふ
限
り
な
ふ
清
げ
に
か
ほ
る
ば
か
り
に
、
に
ほ
ひ
の
い

み
じ
う
う
つ
く
し
げ
な
る
ほ
ど
、
「
お
ほ
え
の
皇
子
の
む
す
め
の
王

制捌訓訓別判別倒渕剃創訓引刈州則削剛刈鯏刎。判到渕川馴刷」と、

た
を
た
を
と
や
は
ら
か
に
、
な
ま
め
か
し
は
し
き
も
て
な
し
な
ど
、

み

さ
ま
ざ
ま
め
で
た
し
と
見
え
つ
る
御
有
さ
ま
ど
も
に
も
を
と
ら
ず
、

め

い
み
じ
う
目
も
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
を
、
（
略
）
（
巻
四
三
七
○
）

（５）

本
文
に
大
き
な
揺
れ
が
あ
る
が
、
石
川
徹
氏
が
「
ま
ず
間
違
い
な
く
、

（６）

「
大
津
の
王
子
物
語
』
の
同
一
場
面
を
さ
す
」
と
し
、
ま
た
小
島
雪
子
氏

が
「
大
津
の
姉
で
あ
り
、
伊
勢
の
斎
宮
で
も
あ
る
大
伯
皇
女
と
の
、
ま
た

は
大
津
と
恋
の
歌
を
交
わ
し
な
が
ら
草
壁
皇
子
が
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
石
川
郎
女
を
も
併
せ
た
よ
う
な
女
性
と
の
恋
の
物
語
で
あ
っ
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平安後期物語から見る大津皇子の物語の展開

改
め
て
、
『
狭
衣
物
語
」
が
「
大
津
の
王
子
」
を
用
い
て
思
い
を
述
べ

る
場
面
を
分
析
し
た
い
。
先
掲
の
引
用
箇
所
は
、
狭
衣
大
将
に
寄
り
添
っ

て
、
斎
院
に
な
っ
た
源
氏
の
宮
へ
の
断
ち
が
た
い
恋
情
を
語
っ
て
い
る
。

「
大
津
の
王
子
」
で
は
、
王
子
の
心
は
「
程
な
く
こ
そ
慰
め
」
ら
れ
る
が
、

対
す
る
狭
衣
大
将
の
恋
（
「
こ
れ
は
」
と
比
較
的
に
焦
点
化
さ
れ
る
）
は
、
「
御

命
の
限
り
に
さ
へ
あ
れ
ば
」
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
苦
し
む
と
い
う
文
脈

（９）

で
あ
る
。
妹
背
の
よ
う
に
育
ち
、
今
は
斎
院
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
源
氏
の

宮
へ
の
恋
情
と
対
比
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
「
大
津
の
王
子
」

も
ま
た
何
ら
か
の
叶
わ
な
い
恋
に
悩
ん
で
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
、
更
に

狭
衣
大
将
が
ど
こ
ま
で
も
恋
の
叶
わ
な
さ
に
苦
し
む
の
に
対
し
、
「
大
津

（７）

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
想
定
す
る
よ
う
に
、
「
狭
衣
物
語
』
に
登
場
し

た
「
大
津
の
王
子
」
と
同
様
の
物
語
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場

面
は
、
主
人
公
で
あ
る
中
納
言
が
、
唐
后
の
異
母
妹
で
あ
る
吉
野
姫
を
見

て
そ
の
美
し
さ
を
評
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
『
狭
衣
物
語
』
と
「
秋
の

月
」
と
い
う
表
現
が
一
致
す
る
。
後
述
す
る
が
、
女
性
を
「
秋
の
月
に
よ

そ
へ
」
る
例
は
、
平
安
時
代
の
物
語
文
学
を
見
渡
し
て
も
珍
し
い
。
だ
か

ら
こ
そ
、
同
時
代
の
読
み
手
が
共
有
で
き
る
著
名
な
場
面
で
あ
っ
た
こ
と

（８）

が
窺
え
る
。

平
安
後
期
物
語
の
世
界
で
一
定
の
評
価
を
得
な
が
ら
消
え
て
し
ま
っ
た

「
大
津
の
王
子
」
は
ど
の
よ
う
な
物
語
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
平

安
の
人
々
に
と
っ
て
も
歴
史
的
人
物
で
あ
り
、
謀
反
と
い
う
重
大
事
を
背

景
に
持
つ
大
津
皇
子
は
、
ど
の
よ
う
な
物
語
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

二
、
狭
衣
大
将
の
恋

の
王
子
」
の
恋
は
「
慰
め
」
を
得
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
「
秋
の

月
は
、
程
な
く
こ
そ
慰
め
給
つ
れ
」
の
本
文
を
採
る
と
す
れ
ば
、
『
浜
松

中
納
言
物
語
』
で
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
「
秋
の
月
」
は
女
の
職
で
あ
ろ
う
。

「
秋
の
月
（
に
よ
そ
え
ら
れ
る
女
）
は
、
程
な
く
（
大
津
の
王
子
の
心
を
）

お
慰
め
に
な
っ
た
が
」
と
解
せ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
「
（
大
津
の
王

子
の
）
秋
の
月
（
へ
の
恋
）
は
、
程
な
く
（
王
子
が
自
分
で
）
慰
め
な
さ
っ

た
が
」
と
い
う
解
釈
も
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
「
程
な
く
」
慰
め
ら
れ
る
恋

と
、
「
命
の
限
り
」
慰
む
こ
と
の
な
い
恋
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事

実
で
、
狭
衣
大
将
に
諦
め
る
と
い
う
選
択
肢
が
あ
る
な
ら
ば
想
定
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
時
間
的
制
限
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
大
津
の
王
子
の
心

、

、

の
中
さ
へ
」
と
い
う
言
い
回
し
か
ら
も
、
大
津
の
王
子
の
恋
が
軽
い
も
の

で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
狭
衣
大
将
の
恋
心
に
匹
敵
す
る
辛
い
恋
で

あ
り
、
し
か
も
諦
め
で
な
い
か
た
ち
で
慰
め
を
得
た
物
語
で
あ
っ
た
と
解

す
べ
き
だ
ろ
う
。

狭
衣
大
将
と
源
氏
の
宮
の
関
係
は
、
本
来
、
恋
愛
に
支
障
の
な
い
従
兄

妹
で
あ
る
が
、
両
親
を
始
め
と
す
る
周
囲
の
人
々
に
「
一
つ
妹
背
」
と
規

定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
狭
衣
大
将
は
彼
女
に
強
引
に
迫
る
こ
と
が
で

き
な
い
で
い
る
。
恋
情
を
灰
め
か
す
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
源
氏
の
宮
に

入
内
の
話
が
持
ち
上
が
っ
て
も
手
を
拱
い
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
賀
茂
神
の

託
宣
に
よ
る
斎
院
卜
定
が
決
ま
り
、
入
内
回
避
に
安
堵
し
つ
つ
、
新
た
な

障
害
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
葛
藤
し
て
い
る
の
が
当
場
面
で
あ
る
。
斎
院
と

妹
背
と
い
う
二
つ
な
が
ら
の
障
害
が
「
大
津
の
王
子
」
の
連
想
を
引
き
寄

せ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
登
場
す
べ
き
ヒ
ロ
イ
ン
も
ま
た
神
域
と
妹
背
と
、

二
つ
の
禁
忌
を
抱
え
て
い
よ
う
。
「
秋
の
月
」
に
よ
そ
え
ら
れ
た
女
性
は
、

や
は
り
大
伯
皇
女
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
造
型
さ
れ
た
、
王
子
の
姉
妹
（
あ
る
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平安後期物語から見る大津皇子の物語の展開

源
氏
の
宮
の
保
護
者
で
あ
る
堀
川
の
大
殿
（
狭
衣
大
将
の
父
）
の
夢
に
、

源
氏
の
宮
を
斎
院
と
し
て
奉
る
よ
う
要
求
す
る
賀
茂
の
神
の
歌
が
届
く
。

こ
の
話
を
聞
い
た
狭
衣
大
将
は
、
内
心
、
傍
線
部
「
な
か
な
か
心
安
う
」

と
受
け
止
め
る
。
源
氏
の
宮
が
入
内
し
て
し
ま
う
事
態
よ
り
も
、
斎
院
と

し
て
囲
い
込
ま
れ
る
方
が
都
合
が
良
い
と
彼
は
思
う
の
で
あ
る
。
源
氏
の

宮
自
身
に
も
、
次
の
よ
う
に
今
ま
で
抑
制
し
て
き
た
自
分
を
主
張
す
る
。

過
ぎ
に
し
方
、
悔
し
き
を
も
、
え
忍
び
給
は
で
、

「
挟
衣
楜
園
判
淵
坦
荊
引
釧
鯏
句
剰
閉
制
洞
細
劃
削
刑
洲
引
捌
副
醐
伽
瑞
回

「
さ
り
と
も
、
思
し
召
し
知
る
ら
ん
」
と
こ
そ
思
つ
る
を
。
浅
ま
し

か
り
け
る
御
心
ば
へ
に
こ
そ
、
身
も
い
た
づ
ら
に
な
り
侍
り
ぬ
く
け

れ
」
と
て
、
せ
き
も
や
ら
ぬ
涙
に
、
「
何
故
か
、
い
た
づ
ら
に
も
な

（旧）

い
は
姉
妹
相
当
）
に
し
て
神
域
に
あ
る
女
性
と
見
た
い
。
大
津
皇
子
の
恋

は
こ
の
女
性
に
よ
っ
て
慰
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

狭
衣
大
将
の
恋
の
様
相
を
も
う
少
し
確
認
し
て
い
き
た
い
。
新
た
に
生

じ
た
障
害
で
あ
る
源
氏
の
宮
の
斎
院
卜
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
賀
茂
の
神
自

身
の
意
向
が
強
く
働
い
て
い
る
。

殿
の
御
夢
に
も
、
賀
茂
よ
り
と
て
、
禰
宜
と
思
し
き
人
参
り
て
、
榊

に
さ
し
た
る
文
を
源
氏
の
宮
の
御
方
に
参
ら
す
る
を
、
我
も
あ
け
て

御
覧
ず
れ
ば
、

「
賀
茂
神
神
代
よ
り
標
引
き
結
ひ
し
榊
葉
を
我
よ
り
前
に
誰
か
折
る
べ

きよ
し
心
見
よ
。
さ
て
は
い
と
便
な
か
り
な
」
と
、
た
し
か
に
書
か
れ

た
り
と
、
見
給
ひ
て
、
驚
き
給
へ
る
心
地
、
い
と
恐
ろ
し
う
思
さ
れ
て
、

母
宮
・
大
将
な
ど
に
語
り
聞
え
さ
せ
給
へ
ば
、
聞
き
給
心
地
、
な
か

な
か
心
安
う
ぞ
な
り
給
ぬ
る

０

（一九四）

か
く
の
み
思
え
ん
は
、
我
身
は
か
ば
か
し
き
こ
と
あ
ら
じ
か
し
」
と
、

身
づ
か
ら
だ
に
こ
と
は
り
に
思
さ
れ
て
、
い
と
物
恐
ろ
し
。

（二○二’二○三）

二
人
の
間
に
は
神
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
狭
衣
大
将
は
意
識
す
る
。

神
に
憧
っ
て
世
を
懐
む
こ
と
も
あ
れ
ば
、
こ
う
し
て
恋
情
が
抑
え
き
れ
な

い
状
況
も
ま
た
神
の
意
向
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
直
す
。
源
氏
の
宮
を
め

ぐ
っ
て
起
き
る
矛
盾
し
た
思
い
や
行
動
を
神
に
預
け
て
し
ま
う
認
識
で
は

（Ⅲ）

あ
ろ
う
。 り

給
は
ん
・
い
と
ど
恐
ろ
し
う
わ
り
な
し
」
と
、
思
し
て
、
う
ち
泣

き
給
へ
る
け
わ
ひ
な
ど
の
近
ま
さ
り
す
る
、
い
と
ど
、
来
し
方
・
行

末
の
た
ど
り
も
失
せ
て
、
（
一
九
七
’
一
九
八
）

傍
線
部
の
歌
が
吐
露
し
て
い
る
よ
う
に
、
狭
衣
大
将
に
と
っ
て
、
源
氏

の
宮
は
本
来
い
つ
で
も
自
分
の
も
の
に
な
っ
た
存
在
で
あ
る
。
決
し
て
結

ば
れ
な
い
と
自
己
規
定
し
つ
つ
、
一
方
で
常
に
所
有
可
能
で
あ
っ
た
と
い

う
矛
盾
は
、
狭
衣
大
将
自
身
の
意
志
を
超
え
た
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。

当
場
面
周
辺
に
は
、
斎
院
を
決
定
す
る
確
か
な
夢
告
げ
の
ほ
か
に
も
神
の

意
向
に
関
す
る
言
葉
が
散
見
さ
れ
、
特
に
狭
衣
大
将
は
、
自
分
の
行
動
を

見
る
神
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

の
御
心
の
中
、
こ
と
は
り
也
。
（
一
九
九
’
二
○
○
）

や
が
て
、
げ
に
、
楜
刎
１
測
罰
判
以
絢
口
判
、
思
ひ
も
あ
え
ず
、
暗
き

紛
れ
に
、
あ
ま
た
立
て
た
る
几
帳
に
紛
れ
寄
り
て
、
御
衣
の
裾
を
引

き
と
ど
め
給
へ
り
。
（
二
○
○
）

ヨ か
が
、
見
放
ち
聞
へ
さ
せ
給
は
ん

「
光
る
と
は
こ
れ
を
言
ふ
に
や
」
と
、
見
え
さ
せ
給
も
、
「
神
は
、
い

つ
ら
う
、
く
ち
を
し
き
心
の
中
を
ば
、
神
い
か
に
御
覧
ず
ら
ん

」
と
見
ゆ
れ
ば
、
ま
い
て
、
大
将０
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狭
衣
大
将
と
大
津
皇
子
を
繋
ぐ
も
の
を
、
妹
背
と
神
域
と
い
う
二
重
の

禁
忌
へ
の
恋
と
仮
定
し
た
時
、
問
題
と
な
る
の
は
や
は
り
大
津
皇
子
が
そ

の
禁
忌
を
乗
り
越
え
て
「
慰
め
」
を
得
た
と
い
う
点
だ
ろ
う
。
狭
衣
大
将

に
は
乗
り
越
え
ら
れ
ず
、
大
津
皇
子
だ
け
が
禁
忌
の
先
に
歩
を
進
め
た
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
原
動
力
は
何
だ
ろ
う
か
。
先
に
結
論
め
い
た
こ
と
を

述
べ
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
に
は
「
秋
の
月
」
が
大
津
の
王
子
を
「
慰
め
給
」

と
い
う
主
体
的
な
行
為
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
意
志
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

大
津
皇
子
と
関
わ
っ
た
女
性
と
し
て
、
大
伯
皇
女
の
ほ
か
、
石
川
郎
女

（帽）

や
妻
で
あ
っ
た
山
辺
皇
女
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
石
川
郎
女
に
つ
い
て
は
、

草
壁
皇
子
と
の
確
執
が
謀
反
の
原
因
と
な
っ
た
と
も
読
め
る
よ
う
な
歌
が

（旧）

載
せ
ら
れ
て
お
り
、
十
分
に
物
語
性
を
有
す
る
。
一
方
の
大
伯
皇
女
は
、

大
津
皇
子
と
の
贈
答
が
な
い
。

対
潮
皇
荊
、
窺
か
に
伊
勢
神
宮
に
下
り
て
上
り
来
る
時
に
、
大
伯

皇
女
の
作
ら
す
歌
二
首

吾
が
せ
こ
を
倭
へ
遣
る
と
さ
夜
ふ
け
て
鶏
鳴
露
に
吾
が
立

ち
ぬ
れ
し

斎
院
ト
定
か
ら
渡
御
を
描
く
当
場
面
で
、
神
に
譲
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
思
い
と
、
神
の
意
向
が
あ
っ
た
か
ら
結
ば
れ
な
か
っ
た
と
い
う
思
い
と
、

狭
衣
大
将
は
二
方
面
に
葛
藤
し
て
い
る
。
．
つ
妹
背
」
で
あ
る
か
ら
手

が
出
せ
な
い
と
い
う
物
語
冒
頭
以
来
の
葛
藤
は
、
神
域
と
い
う
新
た
な
禁

忌
を
加
え
て
複
雑
に
展
開
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
妹

背
と
神
域
の
禁
忌
が
「
大
津
の
王
子
」
と
狭
衣
大
将
を
隣
接
さ
せ
た
の
で

坐（》ブ（》０
三
、
大
伯
皇
女
と
兄
妹
婚

二
人
行
け
ど
去
き
過
ぎ
難
き
秋
山
を
い
か
に
か
君
が
独
り

越
ゆ
ら
む
（
『
万
葉
集
』
巻
二
一
○
五
’
一
○
六
）

対
潮
望
荊
の
莞
ぜ
し
後
に
、
大
伯
皇
女
、
伊
勢
の
斎
宮
よ
り
京
に

上
る
時
に
作
ら
す
歌
二
首

神
風
の
伊
勢
の
国
に
も
あ
ら
ま
し
を
な
に
し
か
来
け
む
君

も
あ
ら
な
く
に

見
ま
く
欲
り
吾
が
す
る
君
も
あ
ら
な
く
に
な
に
し
か
来
け
む

馬
疲
る
る
に
含
万
葉
集
』
巻
二
一
六
三
’
一
六
四
）

対
潮
ヨ
刊
の
屍
を
葛
城
の
二
上
山
に
移
し
葬
る
時
に
、
大
伯
皇
女

の
哀
傷
し
て
作
ら
す
歌
二
首

う
つ
そ
み
の
人
な
る
吾
や
明
日
よ
り
は
二
上
山
を
弟
と
吾

が
見
む

磯
の
う
へ
に
生
ふ
る
あ
し
ぴ
を
手
折
ら
め
ど
視
す
べ
き
君
が

在
り
と
い
は
な
く
に

右
の
一
首
は
、
今
案
ふ
る
に
、
移
し
葬
る
歌
に
似
ず
。
け
だ

し
疑
は
く
は
、
伊
勢
神
宮
よ
り
京
に
還
る
時
に
、
路
の
上
に

花
を
見
て
、
感
傷
哀
咽
し
て
、
こ
の
歌
を
作
れ
る
か
。

（
『
万
葉
集
』
巻
二
一
六
五
’
一
六
六
）

右
の
三
歌
群
六
首
が
大
伯
皇
女
の
全
作
歌
で
あ
る
が
、
全
て
の
題
詞
が

「
大
津
皇
子
」
で
始
ま
り
、
テ
ー
マ
も
思
い
も
一
貫
し
て
い
る
。
多
用
さ

れ
る
「
吾
」
と
「
君
」
が
、
姉
弟
の
結
び
つ
き
の
強
さ
を
表
し
て
い
よ
う
。

大
伯
皇
女
の
歌
は
、
大
津
皇
子
自
身
の
歌
よ
り
も
如
実
に
彼
の
無
念
の
生

涯
を
映
し
出
す
の
で
あ
る
。
題
詞
は
「
伊
勢
神
宮
」
「
伊
勢
の
斎
宮
」
と

い
う
大
伯
皇
女
の
立
場
も
主
張
す
る
。
最
後
の
歌
群
の
左
注
が
「
伊
勢
神

宮
よ
り
京
に
還
る
時
」
の
大
伯
皇
女
を
幻
視
す
る
よ
う
に
、
姉
斎
宮
が
悲
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運
の
弟
皇
子
を
恋
う
姿
は
既
に
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
て
い
る
。
個
々
の
歌

で
は
な
く
立
ち
上
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
大
伯
皇
女
は
「
弟
の
た
め
に
詠

う
斎
宮
」
な
の
だ
。
大
伯
皇
女
が
「
大
津
の
王
子
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
女
が
「
万
葉
集
』
の
中
で
主
体
的
に
語
り
、
思
い

を
表
明
し
た
人
物
と
し
て
存
在
し
、
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に
依

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大
伯
皇
女
の
歌
を
解
す
る
上
で
見
え
隠
れ
す
る
兄
妹
婚
に
つ
い
て
は
、

古
代
文
学
の
中
で
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
同
母
兄
妹
の
強
い
結
び
つ
き

（脚）

と
し
て
の
狭
穂
彦
と
そ
の
妹
皇
后
の
物
語
や
、
罪
と
認
識
し
な
が
ら
同
母

（旧）

妹
を
妻
と
し
た
軽
皇
子
と
そ
の
妹
軽
大
娘
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

平
安
時
代
の
物
語
に
つ
い
て
は
、
兄
妹
婚
は
倒
錯
的
に
し
か
登
場
し
な
い
。

「
狭
衣
物
語
』
が
ま
さ
に
兄
妹
婚
の
変
形
で
あ
り
、
本
来
は
従
妹
で
あ
る

の
に
、
兄
妹
の
よ
う
に
育
て
ら
れ
た
か
ら
婚
姻
は
結
べ
な
い
と
考
え
る
の

（脂）

で
あ
る
。
平
安
時
代
の
物
語
で
兄
妹
婚
の
禁
忌
を
犯
す
と
こ
ろ
ま
で
描
い

た
の
は
、
「
篁
物
語
』
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。

『
篁
物
語
』
で
は
、
同
母
兄
妹
で
こ
そ
な
い
が
、
兄
と
妹
の
恋
が
語
ら

れ
る
。
異
母
兄
妹
の
恋
が
ど
こ
ま
で
禁
忌
で
あ
っ
た
か
と
い
う
社
会
的
位

置
づ
け
は
断
定
し
が
た
い
が
、
遅
く
と
も
平
安
中
期
に
は
禁
じ
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
「
篁
物
語
』
の
主
人
公
・
小
野
篁
は
、
宮
仕
え
の
た
め
に

習
い
事
を
す
る
異
母
妹
に
、
書
を
教
え
る
よ
う
に
頼
ま
れ
、
親
し
く
な
る

う
ち
に
恋
心
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
妹
の
反
応
は
、
始
め
こ
そ
次
の
よ
う

に
つ
れ
な
く
返
し
て
い
る
が
、
徐
々
に
変
化
し
て
い
く
。

篦
な
か
に
ゆ
く
吉
野
の
河
は
あ
せ
な
な
ん
塊
習
剛
刎
山
を
越
ゑ
て
見

る
べ
く

と
あ
り
け
れ
ば
、
「
か
か
り
け
る
」
と
心
づ
か
い
し
け
れ
ど
、
「
な
さ

を
知
れ

思
ひ
く
さ
な
や
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
少
し
心
ゆ
き
て
、

篦
い
と
ど
し
く
君
が
嘆
き
の
こ
が
る
れ
ば
や
ら
ぬ
思
ひ
も
燃
え
ま

さ

り

け

り

（

三

○

’

三

一

）

こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、
妹
が
、
篁
に
対
し
て
き
ち
ん
と
応
答
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
成
就
し
な
い
兄
妹
婚
の
代
表
で
あ
る
「
う
つ
ほ
物
語
」

の
あ
て
宮
求
婚
證
に
お
け
る
仲
澄
侍
従
な
ど
は
、
妹
・
あ
て
宮
か
ら
返
信

（Ⅳ）

を
も
ら
う
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
。
『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
源
氏
の

（旧）

宮
も
、
狭
衣
大
将
の
恋
情
に
は
沈
黙
で
応
え
る
こ
と
が
多
く
、
恋
す
る
兄

に
拒
否
す
る
妹
と
い
う
関
わ
り
方
が
読
み
取
れ
る
。
内
容
が
拒
否
で
あ
っ

て
も
、
歌
を
返
し
て
し
ま
う
こ
と
自
体
が
危
険
を
伴
っ
て
お
り
、
妹
た
ち

は
不
幸
し
か
待
っ
て
い
な
い
禁
忌
に
参
加
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
詠
み
手
に

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（旧）

平
安
後
期
物
語
の
段
階
で
、
兄
妹
婚
は
禁
忌
と
し
て
は
残
っ
て
い
る
も

け
な
く
や
は
」
と
て
、

撚
鯏
笥
叫
か
げ
だ
に
見
え
で
や
み
ぬ
く
く
吉
野
の
河
は
濁
れ
と
ぞ

思

ふ

（

二

五

）

歌
と
し
て
は
拒
否
の
か
た
ち
を
取
る
が
、
男
女
関
係
に
も
反
転
し
う
る

「
妹
背
」
と
い
う
言
葉
を
す
で
に
用
い
て
お
り
、
以
後
も
贈
答
が
続
く
。

二
人
の
関
係
は
な
か
な
か
進
展
し
な
い
が
、
結
局
、
親
の
目
を
盗
み
、
篁

は
妹
と
結
び
つ
く
。
関
係
を
持
つ
直
前
の
詠
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

箆
目
に
近
く
見
る
か
い
も
な
く
思
ふ
と
も
心
を
ほ
か
に
や
ら
ば
つ

ら
し
な

と
言
ひ
け
れ
ば
、
「
人
の
御
心
も
知
ら
ず
や
。

妹
あ
は
れ
と
は
君
ば
か
り
を
ぞ
思
ふ
ら
ん
や
る
か
た
も
な
き
心
と
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の
の
、
乗
り
越
え
る
可
能
性
の
極
め
て
低
い
も
の
で
し
か
な
く
、
む
し
ろ

兄
妹
に
見
立
て
ら
れ
た
男
女
の
間
に
こ
そ
緊
張
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
は
許
さ
れ
て
い
た
異
母
兄
妹
の
婚
姻

が
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
代
背
景
も
あ
ろ
う
が
、
兄
妹
婚
の
禁
忌
が

犯
し
た
者
た
ち
の
死
に
よ
っ
て
清
算
さ
れ
る
、
過
剰
な
も
の
と
し
て
描
か

れ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
は
な
い
か
。
狭
穂
彦
や
軽
皇
子
は
妹
と
と
も

に
死
に
、
篁
の
妹
は
兄
の
子
を
宿
し
た
ま
ま
死
ぬ
。
あ
て
宮
以
後
の
、
兄

を
拒
否
す
る
妹
た
ち
は
、
そ
う
し
た
兄
妹
婚
の
不
幸
を
な
ぞ
ら
な
い
。
仲

澄
だ
け
が
独
り
恋
死
す
る
。
兄
妹
婚
の
場
合
、
不
本
意
な
結
び
つ
き
が
顕

れ
な
い
の
も
特
徴
だ
ろ
う
。
兄
妹
婚
の
禁
忌
を
犯
す
の
は
二
人
の
問
題
で

あ
り
、
一
方
だ
け
が
恋
情
を
募
ら
せ
る
よ
う
な
関
わ
り
方
は
恋
と
し
て
成

就
し
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
て
宮
も
源
氏
の
宮
も
拒
否
に
よ
っ
て
片
恋

で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

兄
妹
婚
の
禁
忌
は
、
い
く
つ
か
の
悲
恋
を
抱
え
込
み
な
が
ら
、
乗
り
越

え
得
な
い
も
の
と
し
て
平
安
後
期
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
大
津
の
王

子
」
が
そ
う
し
た
物
語
の
潮
流
を
乗
り
越
え
る
と
す
れ
ば
、
歌
を
詠
む
と

い
う
行
為
を
通
じ
て
主
体
的
に
弟
と
関
わ
る
「
万
葉
集
」
の
大
伯
皇
女
の

姿
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。
そ
し
て
、
大
伯
皇
女
の
面
影
を

背
負
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
背
景
を
も
（
平
安
の
人
々
に
と
っ
て
の
）

古
代
へ
と
遡
ら
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
大
津
の
王
子
を
「
慰
め
給
」
ヒ
ロ

イ
ン
で
あ
る
「
秋
の
月
」
は
、
王
子
の
恋
情
を
受
け
容
れ
る
意
志
と
、
そ

れ
が
起
き
て
も
許
さ
れ
る
時
代
性
を
背
負
っ
て
物
語
を
展
開
さ
せ
た
と
考

えられる。四
、
「
秋
の
月
」
と
大
伯
皇
女

こ
こ
ま
で
、
大
伯
皇
女
の
歌
に
見
ら
れ
る
愛
着
か
ら
、
兄
妹
婚
の
禁
忌

を
犯
す
足
が
か
り
と
し
て
の
、
女
の
在
り
方
を
確
認
し
た
。
以
下
、
ま
と

め
て
お
き
た
い
。
平
安
中
期
以
後
の
物
語
に
お
い
て
、
兄
妹
婚
は
女
が
反

（釦）

応
し
な
い
こ
と
で
戯
れ
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
片
恋
の
ま
ま
終
わ
る
。
数
少

な
い
肉
体
的
に
結
ば
れ
た
兄
妹
婚
の
例
と
し
て
『
篁
物
語
』
が
挙
げ
ら
れ

る
が
、
『
篁
物
語
』
は
兄
と
妹
の
間
に
十
分
な
交
流
が
行
わ
れ
て
お
り
、

女
が
拒
否
す
る
と
い
う
他
の
物
語
の
在
り
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
妹
の

死
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
禁
忌
は
清
算
さ
れ
る
が
、
死
ん
だ
の
ち
も
妹
は
魂

と
な
っ
て
篁
に
思
い
を
伝
え
る
の
で
あ
り
、
兄
妹
婚
が
男
に
よ
る
一
方
的（副）

な
犯
し
で
は
な
く
、
二
人
の
も
の
と
し
て
顕
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
兄
妹
婚
の
系
譜
か
ら
い
え
ば
、
大
伯
皇
女
の
歌
は
常
に
大
津
皇

子
に
向
け
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
二
人
の
関
係
を
ど
こ
ま
で
密
通
と
し
て
読

（望）

め
る
か
と
い
う
点
を
差
し
引
い
て
も
、
二
人
の
物
語
と
し
て
成
立
す
る
素

地
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。

し
か
し
、
「
大
津
の
王
子
」
に
お
け
る
禁
忌
は
、
妹
背
だ
け
で
な
く
、

神
域
の
問
題
も
含
ん
で
い
た
。
兄
妹
婚
の
物
語
が
喚
起
さ
れ
る
大
伯
皇
女

の
詠
い
ぶ
り
に
加
え
て
、
彼
女
が
斎
宮
で
あ
る
と
い
う
点
も
考
え
て
い
き

た
い
。
こ
こ
で
も
、
主
体
的
に
関
わ
る
女
の
在
り
方
は
有
効
な
よ
う
に
思

われる。
斎
宮
の
恋
を
作
り
上
げ
、
人
口
に
謄
炎
さ
せ
た
の
は
、
や
は
り
『
伊
勢

物
語
』
狩
の
使
章
段
で
あ
る
。
「
古
今
和
歌
集
』
に
も
類
歌
の
載
る
次
の
（銅）

段
は
、
伊
勢
在
任
中
の
斎
宮
と
密
通
し
た
点
で
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
伊
勢
の
国
に
狩
の
使
に
い
き
け

る
に
、
か
の
伊
勢
の
斎
宮
な
り
け
る
人
の
親
、
「
つ
れ
の
使
よ
り
は
、

こ
の
人
よ
く
い
た
は
れ
」
と
い
ひ
や
れ
り
け
れ
ば
、
親
の
言
な
り
け
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略
）
明
け
は
な
れ
て
し
ば
し
あ
る
に
、
女
の
も
と
よ
り
、
詞
は
な
く
て
、

君
や
来
し
わ
れ
や
ゆ
き
け
む
お
も
ほ
え
ず
夢
か
う
つ
つ
か
寝
て
か

さ
め
て
か

男
、
い
と
い
た
う
泣
き
て
よ
め
る
、

か
き
く
ら
す
心
の
や
み
に
ま
ど
ひ
に
き
夢
う
つ
つ
と
は
今
宵
さ
だ

めよ
と
よ
み
て
や
り
て
、
狩
に
い
で
ぬ
。
（
中
略
）
取
り
て
見
れ
ば
、

か
ち
人
の
渡
れ
ど
濡
れ
ぬ
え
に
し
あ
れ
ば

と
書
き
て
末
は
な
し
。
そ
の
盃
の
さ
ら
に
続
松
の
炭
し
て
、
歌
の
末

を
書
き
つ
ぐ
。

ま
た
あ
ふ
坂
の
関
は
こ
え
な
む

と
て
、
明
く
れ
ば
尾
張
の
国
へ
こ
え
に
け
り
。
斎
宮
は
水
の
尾
の
御

時
、
文
徳
天
皇
の
御
女
、
惟
喬
の
親
王
の
妹
。

（
『
伊
勢
物
語
」
六
九
段
一
七
二
’
一
七
四
）

こ
こ
で
の
斎
宮
は
、
男
と
逢
う
こ
と
を
自
ら
選
択
し
、
自
ら
や
っ
て
く

る
。
逢
瀬
は
一
夜
限
り
で
あ
る
が
、
歌
を
詠
み
か
け
る
の
も
斎
宮
で
あ
り
、

男
が
自
由
に
動
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
斎
宮
と
密
通
に
つ
い
て
は
、
「
日

本
書
紀
』
に
い
く
つ
か
の
記
事
が
散
見
さ
れ
、
侵
犯
さ
れ
る
可
能
性
を
抱

（副）

え
た
禁
忌
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
が
、
狩
の
使
章
段
で
は
、
周
囲
に
憧
る

と
い
う
点
で
禁
忌
と
し
て
の
認
識
は
あ
る
が
、
一
方
で
傍
線
部
「
い
と
あ

男
、
わ
れ
て
「
あ
は
む
」
と
い
ふ
。
女
も
は
た
、
い
と
あ
は
じ
と
も

剛
剣
馴
副
詞
。
さ
れ
ど
、
人
目
し
げ
け
れ
ば
、
え
あ
は
ず
。
使
ざ
ね
と

あ
る
人
な
れ
ば
、
遠
く
も
宿
さ
ず
。
女
の
ね
や
近
く
あ
り
け
れ
ば
、
創
引

人
を
し
づ
め
て
、
子
一
つ
ば
か
り
に
、
男

れ
ぱ
、
い
と
ね
む
ご
ろ
に
い
た
は
り
け
り
。
（
中
略
）
二
日
と
い
ふ
夜
、

の
も
と
に
来
た
り
け
り
。
（
中

は
じ
と
も
思
へ
ら
ず
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
斎
宮
自
身
は
そ
の
禁
忌
を

乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
密
通
は
、
男
が
去
っ
て
行
く

と
い
う
以
上
の
悲
恋
を
描
か
な
い
。
『
日
本
書
紀
」
で
語
ら
れ
て
き
た
よ

う
な
密
通
者
へ
の
処
罰
や
、
死
や
出
家
を
伴
う
よ
う
な
不
幸
を
呼
び
込
ま

な
い
。
歌
語
り
で
あ
る
「
伊
勢
物
語
』
の
性
質
に
よ
る
面
も
大
き
い
が
、

狩
の
使
と
い
う
役
職
を
離
れ
ら
れ
な
い
男
で
は
、
斎
宮
の
禁
忌
に
真
に
触

れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
。

改
め
て
、
「
日
本
書
紀
』
の
斎
宮
の
密
通
記
事
を
見
て
み
た
い
。

三
年
の
夏
四
月
に
、
阿
閉
臣
国
見
、
更
の
名
は
磯
特
牛
。
褐
幡
劃
刻

ｌ

る
。
（
中
略
）
次
に
堅
塩
媛
の
同
母
弟
は
小
姉
君
と
日
ふ
。
四
男
一

大
神
に
侍
へ
祀
る
。
後
に
皇
子
茨
城
に
軒
さ
れ
た
る
に
坐
り
て
解
か

と
回
？
△
里
腫
城
部
連
武
彦
と
を
譜
ぢ
て
曰
く
、
「
武
彦
、
皇
女
を
汗

し
ま
つ
り
て
、
任
身
し
め
た
り
」
と
い
ふ
。
湯
人
、
此
に
は
爽
衛
と

い
ふ
。
武
彦
が
父
枳
筥
嶮
、
此
の
流
言
を
聞
き
て
、
禍
の
身
に
及
ら

む
こ
と
を
恐
り
、
武
彦
を
臓
城
河
に
誘
へ
率
て
、
偽
き
て
使
鶴
鵜
没

水
捕
魚
し
て
、
因
り
て
其
の
不
意
に
打
ち
殺
し
つ
。
（
中
略
）
虹
の

起
て
る
処
を
掘
り
て
、
神
鏡
を
獲
、
移
行
く
こ
と
遠
か
ら
ず
し
て
、

皇
女
の
屍
を
得
た
り
。
割
き
て
観
る
に
、
腹
中
に
物
有
り
て
水
の
如

く
、
水
中
に
石
有
り
。
枳
筥
瞼
、
斯
に
由
り
て
、
子
の
罪
を
雪
む
る

こと得たり。
含
日
本
書
紀
一
巻
第
一
四
雄
略
天
皇
②
一
五
七
’
一
五
九
）

二
年
の
春
三
月
に
、
五
妃
を
納
れ
た
ま
ふ
。
（
中
略
）
次
に
蘇
我
大

臣
稲
目
宿
禰
が
女
は
堅
塩
媛
と
日
ふ
。
堅
塩
、
此
に
は
岐
施
志
と
云
・

七
男
六
女
を
生
む
。
其
の
一
を
大
兄
皇
子
と
日
し
、
是
は
橘
豊
日
尊

と
す
。
創
列
斗
副
刷
笥
隅
割
訊
剣
司
剴
別
Ｊ
渕
渕
倒
割
割
判
剖
剛
倒
例
勢
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女
を
生
む
。
其
の
一
を
茨
城
皇
子
と
日
し
、
其
の
二
を
葛
城
皇
子
と

日
し
、
其
の
三
を
塑
部
穴
穂
部
皇
女
と
日
し
、
其
の
四
を
塑
部
穴
穂

部
皇
子
と
日
し
、
更
の
名
は
天
香
子
皇
子
。

亀
日
本
書
紀
」
巻
第
一
九
欽
明
天
皇
②
三
六
三
’
三
六
七
）

七
年
の
春
三
月
の
戊
辰
の
朔
に
し
て
壬
申
に
、
菟
道
皇
女
を
以
ち
て
、

伊
勢
の
祠
に
侍
ら
し
む
。
即
ち
池
辺
ヨ
コ
制
口
矧
剖
刺
刺
。
事
顕
れ
て

解
く
。
（
『
日
本
書
紀
」
巻
第
二
○
敏
達
天
皇
②
四
七
七
）

雄
略
朝
の
密
通
事
件
は
冤
罪
で
あ
り
、
ま
た
相
手
も
湯
人
と
い
う
低
い

身
分
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
欽
明
朝
と
敏
達
朝
の
斎
宮
が
そ
れ
ぞ
れ
「
皇

子
」
と
呼
ば
れ
る
相
手
に
密
通
さ
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
斎
宮
の

密
通
の
危
険
性
は
、
臣
下
の
男
で
は
な
く
、
天
皇
に
代
わ
っ
て
神
の
恩
恵

を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
皇
子
が
相
手
で
あ
る
か
ら
こ
そ
高
ま
る
。

「
大
津
の
王
子
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
斎
宮
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
秋
の
月
」

と
い
う
呼
称
に
よ
り
深
い
意
味
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
歌
語
と

し
て
の
「
秋
の
月
」
に
つ
い
て
渡
部
泰
明
氏
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い

フ（》０

「
古
今
集
』
で
は
、
「
白
雲
に
は
ね
う
ち
か
は
し
飛
ぶ
雁
の
数
さ
へ
見

ゆ
る
秋
の
夜
の
月
」
（
秋
上
・
一
九
一
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
な
ど
、

秋
の
月
は
格
段
に
明
る
い
も
の
と
な
り
、
（
中
略
）
『
拾
遺
集
』
で
は
、

月
歌
は
い
っ
そ
う
秋
部
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
り
、
月
を
見
る
な
ら

秋
だ
、
と
い
う
観
念
が
定
着
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
「
新
勅
撰
集
」

に
藤
原
定
家
が
自
撰
し
た
、
「
天
の
原
思
へ
ば
変
は
る
色
も
な
し
秋

こ
そ
月
の
光
な
り
け
れ
」
（
秋
上
・
二
五
六
）
は
、
秋
こ
そ
が
月
を

輝
か
せ
る
と
い
う
、
秋
の
月
の
歌
の
本
意
を
つ
き
つ
め
た
よ
う
な
一

（語）

首
で
あ
る
。

歌
語
と
し
て
の
「
秋
の
月
」
は
ま
ず
景
と
し
て
の
役
割
が
第
一
で
あ
る
。

し
か
し
、
秋
の
月
の
鮮
や
か
に
光
り
輝
く
さ
ま
は
、
や
は
り
象
徴
と
し
て

も
展
開
す
る
。

延
喜
御
時
、
八
月
十
五
夜
蔵
人
所
の
男
ど
も
月
の
宴
し
侍
け
る
に

藤
原
経
臣

こ
、
に
だ
に
光
さ
や
け
き
秋
の
月
雲
の
上
こ
そ
思
ひ
や
ら
る
れ

（
拾
遺
集
・
秋
・
一
七
五
）

秋
の
月
の
強
い
光
は
宮
中
を
照
ら
し
、
天
皇
の
権
威
と
も
結
び
つ
く
。

「
秋
の
月
」
に
よ
そ
え
ら
れ
る
女
君
は
、
単
に
輝
く
よ
う
な
美
し
さ
を
言

う
に
留
ま
ら
ず
、
帝
の
権
威
と
響
き
合
う
も
の
、
あ
る
い
は
宮
中
を
外
側

か
ら
照
ら
し
て
し
ま
う
よ
う
な
危
険
な
光
を
湛
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろうか。
狭
衣
大
将
と
源
氏
の
宮
を
め
ぐ
っ
て
も
、
秋
の
月
は
特
別
な
意
味
を
持

つ
。
巻
四
、
狭
衣
大
将
は
天
照
神
の
託
宣
に
よ
っ
て
帝
位
に
即
き
、
狭
衣

帝
と
な
る
が
、
結
ば
れ
る
こ
と
の
な
い
帝
と
斎
院
と
な
っ
た
二
人
の
間
で

秋
の
月
を
め
ぐ
る
贈
答
が
交
わ
さ
れ
る
。

月
の
い
と
明
き
夜
、
端
つ
方
に
お
は
し
ま
す
に
、
隈
な
う
さ
し
入
た

る
を
御
覧
ず
る
に
も
、
か
の
、
「
夜
な
夜
な
袖
に
」
と
、
の
給
は
せ

し
御
け
は
ひ
、
ま
づ
思
し
出
ら
れ
さ
せ
給
て
、
い
み
じ
う
恋
し
う
思

へ
さ
せ
給
に
、
さ
や
か
な
り
つ
る
月
影
も
、
や
が
て
か
き
曇
る
、
御

覧
ぜ
さ
せ
給
て
、
い
と
ど
心
も
空
に
な
り
ぬ
。

狭
衣
恋
ひ
て
泣
く
涙
に
く
も
る
月
影
は
宿
る
袖
も
や
濡
る
る
顔
な

る（中略）

人
づ
て
に
聞
え
さ
え
給
は
ん
も
、
あ
る
ま
じ
き
事
な
れ
ば
、

斎
院
あ
は
れ
添
ふ
秋
の
月
影
袖
馴
れ
て
お
ほ
か
た
と
の
み
な
が
め
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散
逸
物
語
で
あ
る
「
大
津
の
王
子
」
と
、
「
狭
衣
物
語
』
狭
衣
大
将
と

源
氏
の
宮
と
の
恋
を
結
び
合
わ
せ
な
が
ら
論
じ
た
。
狭
衣
大
将
は
、
大
津

の
王
子
が
選
ん
だ
で
あ
ろ
う
禁
忌
侵
犯
の
道
で
は
な
く
、
侵
犯
し
な
い
こ

と
で
王
権
へ
と
辿
り
着
く
物
語
を
生
き
た
の
で
あ
る
。

大
津
皇
子
は
、
平
安
時
代
に
お
い
て
も
決
し
て
忘
れ
ら
れ
た
人
物
で
は

な
い
。
『
懐
風
藻
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
真
名
序
が
優
れ
た
皇
子
の
姿
を

伝
え
て
い
る
。
だ
が
、
仮
名
文
学
と
し
て
、
恋
物
語
の
中
の
大
津
皇
子
が

伝
え
ら
れ
た
時
、
そ
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
大
伯
皇
女
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

や

は

す

る

（

四

三

三

）

宮
中
と
神
域
に
隔
て
ら
れ
た
二
人
を
共
通
に
照
ら
す
も
の
と
し
て
秋
の

月
は
詠
ま
れ
て
い
く
が
、
狭
衣
帝
が
王
権
の
座
に
着
き
、
そ
れ
を
支
え
る

神
域
に
妹
と
し
て
源
氏
の
宮
が
い
る
と
い
う
構
図
は
興
味
深
い
。
二
人
が

眺
め
る
秋
の
月
は
、
互
い
の
光
な
の
で
あ
る
。

「
大
津
の
王
子
」
の
心
を
慰
め
た
「
秋
の
月
」
は
、
王
子
の
姉
妹
で
あ
り
、

ま
た
神
域
に
あ
る
女
性
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
秋
の
月
」
に
よ
そ
え
ら
れ

る
権
威
も
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
王
子
」
は
や
は
り
帝
位
に
は
な
い

者
の
称
で
あ
っ
て
、
狭
衣
帝
と
源
氏
の
宮
の
よ
う
な
一
対
に
な
れ
た
可
能

性
は
低
い
。
立
ち
上
が
っ
て
く
る
物
語
は
む
し
ろ
、
歴
史
上
の
大
津
皇
子

が
辿
っ
た
の
と
同
様
の
、
王
権
へ
の
挑
戦
と
敗
北
だ
ろ
う
。
二
重
の
禁
忌

を
越
え
て
「
秋
の
月
」
に
慰
め
ら
れ
た
王
子
は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
王
権

を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
禁
忌
を
越
え
る
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
狭
衣
が
、
王
権
を
手
に
し
て
、
手
に
入
ら
な
か
っ
た
妹
と
と
も
に

秋
の
月
と
し
て
輝
き
合
う
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

は
古
い
が
ゆ
え
に
新
し
い
物
語
を
築
い
た
と
い
え
る
。
『
狭
衣
物
語
』
は

ま
た
、
禁
忌
は
そ
の
ま
ま
に
神
と
共
闘
す
る
こ
と
で
王
権
の
側
へ
身
を
置

く
結
末
に
至
っ
た
。
「
伊
勢
物
語
』
狩
の
使
章
段
は
、
確
か
に
斎
宮
侵
犯

の
物
語
で
は
あ
る
が
、
こ
の
侵
犯
は
た
だ
行
わ
れ
た
の
み
で
、
禁
忌
が
禁

忌
で
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
へ
の
挑
戦
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
だ
が
、
「
大

津
の
王
子
」
で
、
妹
で
あ
り
、
神
域
に
あ
っ
た
「
秋
の
月
」
は
王
子
を
受

け
入
れ
て
と
も
に
侵
犯
の
道
を
歩
ん
だ
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
狩
の
使
章

段
で
は
、
二
人
の
逢
瀬
は
一
夜
限
り
の
も
の
で
、
男
が
一
人
尾
張
国
へ
と

（記）

向
か
う
こ
と
で
関
係
は
終
わ
る
。
し
か
し
、
王
子
と
秋
の
月
が
妹
背
と
い

え
る
よ
う
な
関
係
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
関
係
が
た
と
え
一
夜
だ
と
し

て
も
、
そ
の
ま
ま
終
わ
る
こ
と
は
な
い
。
『
篁
物
語
』
は
女
の
死
を
描
き
、

狭
穂
彦
や
軽
皇
子
は
王
権
を
追
わ
れ
て
世
を
去
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
結
末

で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
弟
の
死
に
対
し
て
何
も
で
き
な
か
っ
た
悲
し
み

を
詠
む
大
伯
皇
女
の
一
連
の
作
歌
と
は
異
な
る
道
を
示
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
検
討
し
て
み
る
と
、
「
大
津
の
王
子
」
の
物

語
は
、
大
津
皇
子
で
は
な
く
、
大
伯
皇
女
の
た
め
に
こ
そ
あ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
て
く
る
。

妹
背
と
神
域
と
は
、
重
要
な
禁
忌
の
物
語
を
築
い
て
き
た
モ
チ
ー
フ
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
禁
忌
は
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
も
の
で
あ
り
、
乗
り
越
え

る
に
は
女
の
応
答
が
不
可
欠
だ
っ
た
。
大
伯
皇
女
は
、
「
万
葉
集
』
に
お

い
て
大
津
皇
子
を
恋
う
歌
を
詠
み
は
す
る
が
、
そ
の
返
歌
は
な
く
、
声
は

届
い
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
大
津
の
王
子
」
の
「
秋
の
月
」
が
、

物
語
の
中
で
王
子
を
慰
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
大
伯
皇
女
の

届
か
な
か
っ
た
声
が
時
を
経
て
届
け
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

『
狭
衣
物
語
』
は
賀
茂
神
を
は
じ
め
と
し
て
、
神
々
の
声
を
描
く
。
そ
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の
中
に
、
天
照
神
の
声
を
朝
廷
に
届
け
る
斎
宮
も
登
場
す
る
。
こ
の
背
景

（訂）

に
は
、
長
元
四
年
の
託
宣
事
件
が
あ
り
、
伊
勢
に
大
人
し
く
過
ご
し
て
き

た
斎
宮
た
ち
の
躍
動
が
見
ら
れ
る
の
が
、
平
安
後
期
物
語
の
時
代
で
あ
る
。

こ
の
躍
動
の
中
で
、
王
権
に
向
か
っ
て
、
あ
る
い
は
執
着
す
る
近
親
に
向

か
っ
て
呼
び
か
け
る
斎
宮
と
し
て
、
大
伯
皇
女
が
焦
点
化
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
。
冒
頭
で
掲
げ
た
『
死
者
の
書
』
と
同
様
に
、
大
津
皇
子
を
愛
し

た
女
性
た
ち
や
そ
の
物
語
を
読
む
人
々
の
期
待
の
中
に
、
「
大
津
の
王
子
」

の
物
語
は
立
ち
現
れ
た
と
見
て
、
本
稿
を
閉
じ
た
い
。

注
（
１
）
中
公
文
庫
、
一
九
七
四
。

（
２
）
石
川
郎
女
に
つ
い
て
論
じ
る
紙
幅
は
な
い
が
、
『
万
葉
集
」
巻
二
、

大
伯
皇
女
の
一
○
五
、
一
○
六
番
歌
に
続
い
て
石
川
郎
女
と
大
津
皇

※
『
日
本
書
紀
」
『
古
事
記
」
「
伊
勢
物
語
」
『
源
氏
物
語
」
の
引
用
は
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
っ
た
。
『
懐
風
藻
」
の
本

文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
（
以
下
、
旧
大
系
）
に
よ
っ

た
が
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
ま
た
江
口
孝
夫
『
全
訳
注
懐
風

藻
」
（
講
談
社
）
や
辰
巳
正
明
『
懐
風
藻
全
注
釈
」
（
笠
間
書
院
）
に

よ
っ
て
改
め
た
。
『
狭
衣
物
語
』
の
引
用
は
旧
大
系
に
よ
り
、
旧
字

体
お
よ
び
踊
り
字
は
私
に
改
め
た
。
ふ
り
が
な
を
附
し
た
部
分
は
、

底
本
（
内
閣
文
庫
本
）
で
は
仮
名
書
き
で
あ
る
。
『
浜
松
中
納
言
物

語
」
の
引
用
は
旧
大
系
に
よ
り
、
旧
字
体
お
よ
び
踊
り
字
は
私
に
改

め
た
。
ふ
り
が
な
を
附
し
た
部
分
は
、
底
本
（
国
会
図
書
館
蔵
榊
原

芳
野
旧
蔵
本
）
で
は
仮
名
書
き
で
あ
る
。
『
篁
物
語
」
の
引
用
は
旧

大
系
、
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た
が
、
『
万
葉
集
』

に
つ
い
て
は
表
記
を
私
に
改
め
て
い
る
。

子
の
贈
答
、
草
壁
皇
子
と
石
川
女
郎
（
郎
女
と
同
一
人
物
と
解
し
た

い
）
一
○
七
か
ら
二
○
番
歌
が
続
く
構
成
は
、
不
自
然
な
ほ
ど
我
々

に
物
語
を
「
読
ま
せ
る
」
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
都
倉
義
孝
「
大
津
皇
子
と
そ
の
周
辺
」
二
萬
葉
集
講
座
第
五
巻
』

有
精
堂
一
九
七
三
）
、
千
葉
宣
枝
「
大
津
皇
子
歌
物
語
」
（
『
米
沢

国
語
国
文
』
一
○
一
九
八
三
・
九
）
、
多
田
一
臣
「
大
津
皇
子
物
語

を
め
ぐ
っ
て
」
含
古
代
国
家
の
文
学
」
三
弥
井
書
店
一
九
八
八
）
、

土
佐
朋
子
「
巻
八
大
津
皇
子
歌
の
表
現
」
（
『
古
代
研
究
」
三
八
号

二
○
○
五
・
二
）
な
ど
、
大
津
皇
子
を
め
ぐ
る
一
連
の
歌
や
詩
か
ら

広
く
「
大
津
皇
子
物
語
」
を
探
ろ
う
と
す
る
論
考
は
多
い
。

（
４
）
校
異
①
蓮
空
本
「
お
ほ
く
」
、
竹
田
本
「
お
ほ
へ
」
、
為
家
本
・
為

明
本
「
大
津
の
皇
子
の
大
納
言
の
心
の
内
」
。
校
異
②
諸
本
「
秋
の
月
」
、

新
編
全
集
（
深
川
本
）
は
「
神
の
月
」
を
あ
て
、
神
事
の
月
の
間
は

大
津
皇
子
の
存
在
が
狭
衣
の
心
を
慰
め
た
と
訳
す
。
旧
大
系
（
内
閣

文
庫
本
）
で
は
「
神
の
調
」
と
し
て
解
す
る
。

（
５
）
そ
の
他
、
丹
鶴
本
「
お
ほ
く
の
わ
う
し
」
、
東
北
大
本
「
お
ほ
く

の
わ
り
し
」
。
底
本
は
「
お
ほ
え
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
院
政
期
の
『
五

代
集
歌
枕
」
二
八
一
に
大
伯
皇
女
の
歌
の
載
録
が
あ
り
、
左
注
に
「
移

葬
対
網
ヨ
引
於
葛
城
二
上
山
之
時
、
対
調
副
詞
劇
馴
」
と
呼
称
に
つ

い
て
大
き
な
混
乱
が
あ
る
。
同
じ
く
謀
反
を
起
こ
し
た
大
伴
（
Ⅱ
友
）

皇
子
と
の
混
同
も
興
味
深
い
が
、
「
大
来
皇
子
、
大
来
皇
女
」
と
し

て
呼
称
的
に
も
一
対
と
な
る
理
解
が
あ
っ
た
可
能
性
が
見
え
る
こ
と

を
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
６
）
石
川
徹
（
松
村
博
司
・
石
川
徹
校
註
、
日
本
古
典
全
書
「
狭
衣
物

語
」
補
註
）
。
な
お
、
『
和
歌
色
葉
集
」
（
寛
文
版
本
）
に
「
大
津
の

わ
れ
」
と
い
う
物
語
名
が
見
え
る
が
、
松
尾
聡
『
日
本
古
典
文
学
大

辞
典
」
は
「
散
逸
物
語
」
項
で
後
世
の
増
補
と
す
る
。
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の
つ
き
初
め
て
」
（
巻
一
三
○
）
。

（
皿
）
先
掲
の
『
浜
松
中
納
言
物
語
」
は
「
お
ほ
え
の
皇
子
の
む
す
め
の

王
女
」
と
し
て
い
る
。
誤
写
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
「
お
ほ
え
の
皇
子
」

は
「
大
兄
皇
子
」
す
な
わ
ち
天
智
天
皇
を
当
て
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

何
ら
か
の
物
語
的
な
組
み
替
え
が
起
き
て
大
伯
皇
女
が
天
智
天
皇
の

娘
、
大
津
皇
子
が
天
武
天
皇
の
子
と
い
う
従
姉
弟
間
の
恋
と
な
っ
た

こ
と
も
想
定
し
て
み
た
い
。

（
ｕ
）
な
お
、
源
氏
の
宮
も
ま
た
神
の
存
在
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。
狭

衣
大
将
に
よ
っ
て
迫
ら
れ
る
際
に
神
に
助
け
を
乞
う
こ
と
で
救
わ
れ

る
の
は
、
渡
御
の
場
面
で
複
数
回
描
か
れ
て
い
る
。
狭
衣
大
将
と
賀

茂
神
と
の
関
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
源
氏
の
宮
は
明
ら
か
に
賀

（
７
）
弓
源
氏
物
語
」
と
〈
大
津
皇
子
物
語
〉
」
含
文
芸
研
究
」
一
二
六

一九九一・一）。

（
８
）
吉
野
姫
の
美
し
さ
の
質
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
が
、

姉
で
あ
る
唐
后
に
は
「
光
」
を
用
い
た
表
現
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い

る
。
異
な
る
美
し
さ
と
評
さ
れ
は
す
る
が
（
「
唐
国
の
后
は
又
か
か

る
御
光
に
は
あ
ら
ず
」
巻
五
四
三
五
な
ど
）
、
今
後
、
東
宮
妃
と

し
て
時
め
く
姿
を
想
定
す
れ
ば
、
唐
后
と
同
様
の
王
権
の
隣
で
輝
く

未
来
を
予
見
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
秋
に
限

定
せ
ず
「
月
」
に
託
し
て
評
さ
れ
る
女
君
と
し
て
は
『
源
氏
物
語
」

朧
月
夜
や
『
い
は
で
し
の
ぶ
」
一
品
宮
が
い
る
。
特
に
一
品
宮
の
美

は
王
権
の
光
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
三
田
村
雅
子
「
い
は
で
し
の
ぶ

の
物
語
」
（
三
谷
栄
一
編
『
体
系
物
語
文
学
史
第
四
巻
」
有
精
堂

一
九
八
九
）
参
照
。

（
９
）
「
た
だ
双
葉
よ
り
、
露
の
隔
て
な
く
て
、
生
ひ
立
ち
給
へ
る
に
、

親
達
を
始
め
た
て
ま
つ
り
て
、
よ
そ
人
も
、
御
門
・
東
宮
な
ど
も
、

つ
妹
背
と
田
徒
給
る
Ｉ

「われは我」

東
宮
な
ど
も
、

と
、
か
か
る
心

茂
神
の
庇
護
下
に
あ
る
。

（
吃
）
「
庚
午
に
、
皇
子
大
津
を
訳
語
田
の
舎
に
賜
死
む
。
時
に
年

二
十
四
な
り
。
妃
皇
女
山
辺
、
被
髪
し
徒
跣
に
し
て
、
奔
赴
き
て
殉

る
。
見
る
者
皆
欧
赦
く
。
」
二
日
本
書
紀
」
巻
第
三
○
持
統
天
皇

③四七五）。

（
Ｂ
）
注
２
。
こ
の
ほ
か
『
懐
風
藻
』
は
大
津
皇
子
に
つ
い
て
、
「
時
有

新
羅
僧
行
心
。
解
天
文
卜
笠
。
詔
皇
子
日
。
太
子
骨
法
不
是
人
臣
之

相
。
以
此
久
下
位
。
恐
不
全
身
。
因
進
逆
謀
。
迷
此
詮
誤
。
遂
図
不
軌
。

鳴
呼
惜
哉
。
慈
彼
良
才
。
不
以
忠
孝
保
身
。
近
此
軒
竪
。
卒
以
裁
辱

自
終
。
古
人
慎
交
遊
之
意
。
固
以
深
哉
。
」
と
、
新
羅
僧
の
嘘
に
よ
っ

て
短
命
で
終
わ
っ
た
こ
と
を
嘆
く
。
大
津
皇
子
の
謀
反
の
物
語
は
幾

重
に
も
可
能
性
が
広
が
っ
て
い
る
。

（
Ｍ
）
「
四
年
の
秋
九
月
の
丙
戌
の
朔
に
し
て
戊
申
に
、
皇
后
の
母
兄
狭

穂
彦
王
、
謀
反
り
て
社
穆
を
危
め
む
と
欲
ふ
。
因
り
て
皇
后
の
燕
居

ま
し
ま
す
を
伺
ひ
て
、
語
り
て
曰
く
、
「
汝
、
兄
と
夫
と
執
か
愛
し
き
」

と
い
ふ
。
是
に
皇
后
、
問
へ
る
意
趣
を
知
ら
ず
し
て
、
諏
ち
対
へ
て

曰
く
、
「
兄
ぞ
愛
し
き
」
と
い
ふ
・
」
（
「
日
本
書
紀
』
巻
第
六
垂
仁

天
皇
①
三
○
七
）
。
兄
を
選
ん
だ
皇
后
は
、
結
局
天
皇
を
殺
す
こ
と

も
で
き
ず
に
兄
と
と
も
に
死
を
選
ぶ
。

（
喝
）
「
二
十
三
年
の
春
三
月
の
甲
午
の
朔
に
し
て
庚
子
に
、
木
梨
軽
皇

子
を
立
て
て
太
子
と
し
た
ま
ふ
。
容
姿
佳
麗
し
く
し
て
、
見
る
者
、

自
づ
か
ら
に
感
づ
。
同
母
妹
軽
大
娘
皇
女
、
亦
艶
妙
な
り
。
太
子
、

恒
に
大
娘
皇
女
に
合
せ
む
と
念
し
、
罪
有
ら
む
こ
と
を
畏
り
て
、
黙

し
た
ま
ふ
。
然
る
に
、
感
情
既
に
盛
に
し
て
、
殆
に
死
す
る
に
至

り
ま
さ
む
と
す
。
髪
に
以
為
さ
く
、
「
徒
空
に
死
せ
む
よ
り
は
、
罪

有
り
と
錐
も
、
何
ぞ
忍
ぶ
る
こ
と
得
む
や
」
と
お
も
ほ
し
、
遂
に
窃

に
通
け
、
即
ち
憎
懐
少
し
く
息
み
た
ま
ふ
・
」
（
『
日
本
書
紀
』
巻
第
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一
三
允
恭
天
皇
②
一
二
五
）
。
軽
皇
子
は
皇
太
子
で
あ
っ
た
た
め

に
、
近
親
相
姦
の
罪
で
追
い
や
ら
れ
た
の
は
軽
大
娘
の
方
で
あ
っ
た

が
、
結
局
、
人
臣
の
信
頼
を
失
っ
て
死
ぬ
こ
と
に
な
る
。
「
古
事
記
』

で
は
軽
皇
子
の
死
に
軽
大
娘
も
殉
ず
る
。

（
略
）
『
浜
松
中
納
言
物
語
」
の
吉
野
姫
も
、
中
納
言
に
よ
っ
て
妹
と
し

て
迎
え
取
ら
れ
る
。
近
す
ぎ
る
婚
姻
が
忌
避
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
中

で
、
「
兄
妹
」
と
い
う
規
定
は
彼
ら
を
束
縛
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
Ⅳ
）
「
か
く
て
、
あ
て
宮
春
宮
に
参
り
給
ふ
こ
と
、
十
月
五
日
と
定
ま

り
ぬ
。
聞
こ
え
給
ふ
人
々
、
惑
ひ
給
ふ
こ
と
限
り
な
し
。
そ
の
中

に
も
、
源
宰
相
、
御
兄
の
侍
従
は
、
伏
し
沈
み
て
、
「
た
だ
死
ぬ
べ

し
」
と
惑
ひ
焦
ら
れ
て
、
い
み
じ
う
悲
し
き
こ
と
ど
も
書
き
連
ね
て
、

日
々
に
書
き
尽
く
し
聞
こ
え
給
へ
り
。
御
返
り
な
し
。
」
（
あ
て
宮

三
五
三
）
。
あ
て
宮
は
死
を
訴
え
か
け
る
兄
に
対
し
て
も
返
歌
が
少

ない。

（
肥
）
。
つ
心
な
る
人
に
向
ひ
た
る
心
地
し
て
、
目
と
ど
ま
る
所
に
、

忍
び
も
あ
へ
で
、
「
こ
れ
は
、
い
か
が
御
覧
ず
る
」
と
て
、
さ
し
よ

せ
給
ふ
ま
ま
に
、
／
よ
し
さ
ら
ば
昔
の
跡
を
尋
ね
見
よ
我
の
み
迷
ふ

恋
の
道
か
は
／
と
言
ひ
や
ら
ず
、
涙
の
ほ
ろ
ほ
る
と
こ
ぼ
る
る
を
だ

に
、
「
怪
し
」
と
、
お
ぼ
す
に
、
御
手
を
と
ら
へ
て
、
袖
の
し
が
ら

み
堰
き
や
ら
ぬ
気
色
な
る
を
、
宮
、
い
と
恐
ろ
し
う
な
り
給
て
、
（
中

略
）
宮
は
、
い
と
あ
さ
ま
し
き
に
動
か
れ
給
は
ず
、
同
じ
様
に
て
伏

し
給
へ
る
を
、
」
（
巻
一
五
五
’
五
七
）
。
源
氏
の
宮
は
、
狭
衣
大

将
の
訴
え
か
け
に
困
惑
し
、
伏
し
て
し
ま
う
。
二
人
の
間
に
十
分
な

交
流
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
狭
衣
即
位
以
後
と
い
え
よ
う
。

（
四
）
『
篁
物
語
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
成
立
が
い
つ
で
あ

る
に
せ
よ
、
異
母
兄
妹
の
恋
さ
え
禁
忌
と
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る

こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
遠
藤
嘉
基
『
篁
物
語
』
解
説
亀
日
本
古
典

文
学
大
系
』
七
七
）
、
久
保
崇
明
編
『
篁
物
語
・
校
本
及
び
総
索
引
』

二
笠
間
索
引
叢
刊
」
二
）
、
石
原
昭
平
・
根
本
敬
三
・
津
本
信
博
『
篁

物
語
新
講
」
（
「
武
蔵
野
注
釈
叢
書
弓
等
参
照
し
た
。

（
別
）
戯
れ
の
ま
ま
終
わ
る
例
と
し
て
は
、
『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
で
匂

宮
が
姉
女
一
の
宮
に
「
若
草
の
ね
み
む
も
の
と
は
思
は
ね
ど
む
す

ぼ
ほ
れ
た
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
の
歌
を
詠
み
か
け
、
対
す
る
女
一

の
宮
が
「
う
た
て
あ
や
し
と
思
せ
ば
、
も
の
も
の
た
ま
は
ず
」
（
⑤

三
○
五
）
と
反
応
す
る
場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。
匂
宮
が
引
く
『
伊
勢

物
語
」
四
十
九
段
は
、
「
む
か
し
、
男
、
妹
の
い
と
を
か
し
げ
な
る

を
見
を
り
て
、
／
う
ら
若
み
寝
よ
げ
に
見
ゆ
る
若
草
を
人
の
む
す
ば

む
こ
と
を
し
ぞ
思
ふ
／
と
聞
こ
え
け
り
。
返
し
、
／
初
草
の
な
ど
め

づ
ら
し
き
言
の
葉
ぞ
う
ら
な
く
も
の
を
思
ひ
け
る
か
な
」
と
女
の
返

歌
が
あ
る
が
、
そ
の
先
は
語
ら
れ
な
い
。

（
凪
）
妹
の
死
後
、
二
人
は
「
重
泣
き
流
す
涙
の
上
に
あ
り
し
に
も
さ
ら

ぬ
あ
は
の
山
か
へ
る
（
マ
マ
ご
、
「
妹
常
に
寄
る
し
ば
し
ば
か
り
は
泡

な
れ
ば
つ
い
に
溶
け
な
ん
こ
と
ぞ
悲
し
き
」
と
贈
答
を
交
わ
す
。

（
躯
）
大
伯
皇
女
と
大
津
皇
子
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
論
考
が

あ
る
。
多
田
一
臣
『
万
葉
集
全
解
１
」
二
○
○
九
「
勅
許
な
く
伊
勢

神
宮
に
赴
く
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
題
詞
の
「
窃
」
は
、
集
中
、

多
く
密
通
な
ど
に
使
用
。
こ
こ
も
、
禁
忌
の
冒
し
を
意
識
す
る
。
」
、

柳
本
紗
由
美
ヨ
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
大
津
皇
子
物
語
」
’
二
つ

の
「
霜
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
玉
藻
」
四
七
号
）
弓
窺
」
字
に
男
女

の
関
係
を
あ
ら
わ
す
語
が
下
接
し
て
は
じ
め
て
密
通
の
意
味
が
生
じ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
①
歌
（
大
伯
皇
女
歌
）
題
詞
「
輯
」
は
、

密
通
や
近
親
相
姦
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
の
「
窺
」
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
な
ど
。
大
津
皇
子
・
大
伯
皇
女
の
姉
弟
恋

と
い
う
禁
忌
は
、
「
頚
」
を
過
剰
に
読
み
解
い
て
い
け
ば
窺
え
る
が
、
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（
別
）
斎
宮
と
密
通
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
古
代
日
本
に
お
け
る

祭
祀
と
王
権
ｌ
斎
宮
制
度
の
展
開
と
王
権
」
含
ア
ジ
ア
遊
学
東
ア

ジ
ア
の
王
権
と
宗
教
』
勉
誠
出
版
二
○
一
二
・
三
）
参
照
。

（
妬
）
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
（
角
川
書
店
）
。
「
秋
の
月
」
の
歌
語
と

し
て
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
上
簡
単
に
ま
と
め
た
。

（
恥
）
本
稿
で
は
扱
え
な
か
っ
た
が
、
『
伊
勢
物
語
」
狩
の
使
章
段
が
描

く
業
平
と
斎
宮
の
関
係
は
、
そ
の
裏
側
に
惟
喬
親
王
と
妹
の
恋
に
な

る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
皇
子
が
斎
宮
と
結
び
つ

く
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
ヨ
伊
勢
物
語
」
狩
の
使
章
段
と
日

本
武
尊
ｌ
「
斎
宮
と
密
通
」
の
モ
チ
ー
フ
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
古
代

中
世
文
学
論
考
』
第
二
四
集
新
典
社
二
○
一
○
）
参
照
。

（
〃
）
拙
稿
「
狭
衣
物
語
の
〈
斎
王
〉
」
（
『
狭
衣
物
語
空
間
／
移
動
」
翰

林
書
房
二
○
二
）
参
照
。

表
現
上
は
否
定
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
。
あ
く
ま
で
読
み
取
れ
る
と

い
う
範
囲
に
留
ま
る
語
で
あ
る
。
だ
が
、
現
在
の
我
々
が
読
み
取
る

以
上
、
同
様
の
享
受
が
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
。

（
路
）
斎
宮
の
密
通
に
つ
い
て
は
、
歴
史
上
確
か
な
例
は
多
く
な
い
。
む

し
ろ
『
大
鏡
」
や
『
栄
花
物
語
』
が
語
る
当
子
内
親
王
の
密
通
の
よ

う
に
、
斎
宮
経
験
者
が
退
任
後
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
例
の
方
が

※
本
稿
は
平
成
二
十
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励

費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
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