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は
じ
め
に

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
国
譲
」
の
巻
々
は
藤
注
１壺

腹
皇
子
と
梨
壺
腹
皇
子

を
中
心
に
お
こ
る
立
坊
争
い
を
え
が
い
た
も
の
で
あ
る
。
后
の
宮
の
過
激

な
ま
で
の
暗
躍
に
よ
っ
て
正
頼
が
塗
籠
に
籠
る
ま
で
の
事
態
に
な
る
が
、

結
果
と
し
て
藤
壺
腹
皇
子
が
立
坊
す
る
。
春
宮
は
藤
壺
を
寵
愛
し
て
お
り
、

藤
壺
腹
皇
子
の
立
坊
は
予
想
で
き
た
結
末
で
あ
注
２る

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
激

化
す
る
立
坊
争
い
の
物
語
に
は
、
人
物
た
ち
の
思
惑
の
す
れ
違
い
に
よ
る

機
能
不
全
の
会
話
や
真
実
を
と
ら
え
て
い
な
い
世
間
の
噂
に
よ
っ
て
「
精

神
的
喧
噪
に
覆
わ
れ
た
闇
の
祝
祭
世
界
」
が
立
ち
現
れ
て
い
る
と
さ
れ
て

い
注
３る
。

　

立
坊
争
い
を
大
き
く
し
て
い
く
も
の
と
し
て
「
国
譲
」
の
巻
々
に
お
け

る
噂
の
機
能
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。「
国
譲
」
の
巻
々
に
は
「
人
々
」

と
い
う
曖
昧
な
表
現
に
よ
る
出
所
不
明
の
噂
が
多
く
え
が
か
れ
、
正
頼
ら

は
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
固
有
名
を
持

ち
、
確
か
な
設
定
を
与
え
ら
れ
た
女
房
や
従
者
と
い
っ
た
脇
役
た
ち
が
媒

介
と
な
っ
て
情
報
を
も
た
ら
す
場
面
も
あ
る
。
特
に
藤
壺
は
彼
ら
を
使
っ

て
情
報
収
集
に
励
ん
で
い
る
。
真
実
を
と
ら
え
て
い
な
い
匿
名
の
人
々
に

よ
る
世
間
の
噂
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
固
有
名
を
持
つ
脇
役
た
ち
が
も
た
ら

す
情
報
が
存
在
す
る
こ
と
。
そ
れ
は
立
坊
争
い
の
物
語
の
中
で
ど
の
よ
う

に
機
能
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
「
蔵
開
」
か
ら
「
国
譲
」
に

か
け
て
の
巻
々
を
、
情
報
の
媒
介
者
た
る
脇
役
た
ち
に
注
目
す
る
こ
と
で
、

立
坊
争
い
を
え
が
き
出
す
『
う
つ
ほ
物
語
』
後
半
部
の
方
法
を
見
い
出
し

て
い
き
た
い
。

一　

靭
負
の
乳
母

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
情
報
の
媒
介
者
と
し
て
重
要
な
働
き
を
見
せ
る

女
房
た
ち
が
い
る
が
、
彼
女
た
ち
は
物
語
の
最
初
か
ら
そ
の
機
能
を
果
た

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
物
語
の
前
半
部
、
い
わ
ゆ
る
あ
て
宮
求
婚
譚

に
お
い
て
は
、
女
房
た
ち
の
活
躍
は
限
定
さ
れ
、
藤
壺
と
求
婚
者
た
ち
の
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つ
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語
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仲
介
の
役
割
に
終
始
し
て
い
た
。
そ
の
徹
底
ぶ
り
た
る
や
、
藤
壺
づ
き
以

外
の
女
房
が
登
場
し
な
い
と
い
う
有
様
で
あ
っ
注
４た
。
し
か
し
、
藤
壺
が
入

内
す
る
と
、
典
侍
の
よ
う
な
内
裏
女
房
を
は
じ
め
と
す
る
、
藤
壺
づ
き
以

外
の
女
房
た
ち
が
多
く
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
役
割
も

男
女
の
仲
介
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
と
な
る
。
特
に
多
く
登
場
し
て
く
る

の
は
乳
母
た
ち
で
あ
る
。
藤
壺
・
女
一
の
宮
と
い
っ
た
主
要
な
女
性
た
ち

が
次
々
と
出
産
し
て
い
く
中
で
乳
母
の
登
場
は
必
然
と
も
い
え
よ
う
が
、

し
か
し
、
生
ま
れ
た
子
供
以
外
の
乳
母
も
多
く
登
場
し
、
重
要
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ひ
と
り
が
、「
蔵
開
・
上
」
巻
に
登
場
す
る

靭
負
の
乳
母
で
あ
る
。

　
「
蔵
開
・
上
」
巻
、
仁
寿
殿
女
御
は
女
一
の
宮
の
出
産
に
際
し
て
里
下

が
り
し
た
。
や
が
て
い
ぬ
宮
が
誕
生
す
る
と
各
所
か
ら
産
養
の
贈
物
が
届

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
以
下
に
引
用
す
る
仁
寿
殿
女
御
の
行
動
に
注

目
し
た
い
。

ま
た
、
女
御
の
君
、
梨
壺
よ
り
奉
れ
給
ひ
し
黄
金
の
瓶
に
供
御
を
入

れ
替
へ
て
、
そ
れ
に
添
へ
た
り
し
鯉
、
小
鳥
・
日
乾
し
、
餌
袋
に
入

れ
な
が
ら
、
藤
壺
よ
り
奉
れ
給
へ
り
し
雉
添
へ
て
、
内
裏
に
奉
れ
給

ふ
と
て
、
心
ざ
し
あ
り
て
仕
う
ま
つ
る
靭
負
の
乳
母
と
い
ふ
が
も
と

に
、
御
文
遣
は
す
。「
日
ご
ろ
、
も
の
騒
が
し
く
て
、
聞
こ
え
ず
な

り
に
け
れ
、
な
ど
か
、
そ
れ
よ
り
も
訪
ひ
給
は
ぬ
。
さ
て
、
こ
れ
は
、

子
持
ち
の
御
残
り
物
な
り
。
い
と
寒
き
頃
な
め
る
を
、『
風
邪
も
遣

ら
ひ
給
へ
』
と
て
な
む
。
こ
の
雉
な
ど
は
、
上
に
参
ら
せ
給
ひ
て
、

交
野
に
も
御
覧
じ
比
べ
さ
せ
給
へ
」
と
て
、
乳
母
の
も
と
に
は
、
沈

の
高
杯
を
五
つ
、
白
銀
の
壺
の
小
さ
き
に
黒
方
入
れ
、
蜜
入
れ
た
る

黄
金
の
蒜
五
つ
ば
か
り
、
沈
の
寄
せ
切
り
た
り
し
、
紙
に
一
包
、
青

き
色
紙
ど
も
に
包
み
て
、
五
葉
に
つ
け
て
奉
り
給
へ
れ
ば
…
…

　

 

（
蔵
開
・
上　

五
〇
五
）

　

こ
の
よ
う
に
仁
寿
殿
女
御
は
梨
壺
と
藤
壺
か
ら
の
贈
物
を
朱
雀
帝
に
献

上
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、「
心
ざ
し
あ
り
て
仕
う
ま
つ
る
靭
負
の
乳
母
」

を
仲
介
に
し
て
、
彼
女
に
も
別
に
贈
物
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
乳
母
」

と
あ
る
が
、
彼
女
は
朱
雀
帝
の
乳
母
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
「
心
ざ
し
あ
り

て
仕
う
ま
つ
る
」
と
語
ら
れ
る
あ
た
り
に
仁
寿
殿
女
御
の
宮
中
に
お
け
る

処
世
術
が
う
か
が
え
る
注
５が
、
こ
れ
は
見
事
に
成
功
す
る
。
先
に
引
用
し
た

箇
所
の
直
後
に
は
、
こ
う
あ
る
の
だ
。

乳
母
た
ち
、
台
盤
所
に
候
ふ
折
に
て
、
見
れ
ば
、
異
命
婦
た
ち
、「
い

づ
こ
よ
り
あ
る
ぞ
。
興
あ
る
物
ど
も
か
な
」
と
言
ひ
騒
ぐ
。
乳
母
、

「
仁
寿
殿
の
女
御
の
、『
女
一
の
宮
の
御
産
屋
の
残
り
物
』
と
て
賜
へ

る
ぞ
や
」
と
て
、
引
き
開
け
つ
つ
見
て
、「
い
と
を
か
し
く
し
た
り

け
る
物
ど
も
か
な
」、「
こ
と
わ
り
ぞ
や
。
左
衛
門
督
の
君
の
御
産
屋

の
物
、
い
か
で
か
は
か
か
ら
ざ
ら
む
」
な
ど
言
ひ
合
へ
り
。

 

（
蔵
開
・
上　

五
〇
五
〜
五
〇
六
）

　

こ
の
よ
う
に
贈
物
は
台
盤
所
に
い
た
内
裏
女
房
た
ち
の
目
に
さ
ら
さ
れ
、

「
興
あ
る
物
」
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
騒
ぎ
は
朱
雀
帝
の

耳
に
も
届
い
て
い
た
よ
う
で
、
靭
負
の
乳
母
が
文
を
届
け
に
来
る
と
、
朱

雀
帝
は
「
靭
負
が
語
り
つ
ら
む
は
、
何
ご
と
ぞ
」（
蔵
開
・
上　

五
〇
六
）

と
台
盤
所
で
の
先
の
会
話
に
興
味
を
示
し
、
靭
負
の
乳
母
は
「
こ
の
、
鰹

を
押
し
寄
せ
て
切
り
て
侍
り
つ
る
物
な
ん
ど
ぞ
、
こ
れ
か
れ
に
賜
ひ
つ

る
」（
蔵
開
・
上　

五
〇
六
）
と
報
告
す
る
。
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こ
こ
に
、
仁
寿
殿
女
御
の
狙
い
が
う
か
が
え
る
。
仁
寿
殿
女
御
は
内
裏

女
房
た
ち
の
世
界
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
後
宮
で
の
生
活
の
中
で
よ
く

知
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
の
た
め
、
朱
雀
帝
宛
の
贈
物
の
ほ
か
に
靭
負
の

乳
母
宛
の
贈
物
も
用
意
す
れ
ば
、
そ
れ
は
台
盤
所
で
他
の
女
房
た
ち
の
目

に
さ
ら
さ
れ
、
分
け
与
え
ら
れ
、
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
見
越
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
。『
う
つ
ほ
物
語
』
の
後
半
部
に
お
い
て
、
女
房
た
ち
は

狭
い
貴
族
社
会
で
噂
を
撒
き
散
ら
し
て
い
く
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
仁
寿
殿
女
御
は
帝
の
乳
母
と
い
う
、
女
房
た
ち
の
な
か
で
も
特

に
地
位
の
高
い
者
を
味
方
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宮
中
で
高
い
評
価

を
得
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
上
、
靭
負
の
乳
母
ら
が
台
盤
所

で
騒
い
だ
こ
と
に
よ
り
、
仁
寿
殿
女
御
が
内
裏
女
房
た
ち
へ
の
配
慮
を
怠

ら
な
か
っ
た
こ
と
が
朱
雀
帝
の
耳
に
ま
で
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
朱
雀
帝

の
「
靭
負
が
語
り
つ
ら
む
は
、
何
ご
と
ぞ
」
と
い
う
問
い
も
、
仁
寿
殿
女

御
の
狙
い
通
り
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。無
論
、「
心

ざ
し
あ
り
て
仕
う
ま
つ
る
」
靭
負
の
乳
母
も
そ
れ
を
承
知
な
の
だ
ろ
う
。

仁
寿
殿
女
御
と
靭
負
の
乳
母
は
あ
る
種
の
共
犯
関
係
に
あ
る
。
靭
負
の
乳

母
は
朱
雀
帝
か
ら
の
返
事
を
仁
寿
殿
女
御
に
送
る
際
、
自
ら
も
文
を
書
き
、

「
賜
は
せ
つ
る
風
邪
薬
な
む
、
欲
し
く
侍
る
べ
き
」（
蔵
開
・
上　

五
〇
六
）

と
贈
物
の
礼
を
伝
え
る
と
と
も
に
「
御
消
息
、『
か
く
な
む
』
と
奏
し
侍

り
つ
れ
ば
、
御
時
よ
く
御
覧
じ
て
、
御
文
侍
り
」（
蔵
開
・
上　

五
〇
六
）

と
朱
雀
帝
の
反
応
を
報
告
す
る
の
だ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
確
か

に
仁
寿
殿
女
御
の
評
価
は
高
い
も
の
と
し
て
内
裏
女
房
た
ち
に
共
有
さ
れ

た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
贈
物
は
「
左
衛
門
督
の
君
の

御
産
屋
の
物
、
い
か
で
か
は
か
か
ら
ざ
ら
む
」
と
仲
忠
の
評
価
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
い
ぬ
宮
の
産
養
の
贈
物
の
再
贈
与
な
の
で
あ
る
か
ら
、
仲

忠
の
評
価
に
つ
な
が
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
。
し
か
し
、
い
ず
れ
お
と
ず

れ
る
立
坊
争
い
を
視
野
に
入
れ
た
と
き
、
娘
婿
で
は
あ
る
が
梨
壺
の
異
母

兄
で
あ
る
仲
忠
の
高
い
評
価
は
、
仁
寿
殿
女
御
（
も
し
く
は
正
頼
一
族
）

に
と
っ
て
諸
刃
の
剣
で
あ
る
。

　

こ
の
場
面
の
時
点
で
は
、
ま
だ
梨
壺
の
懐
妊
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

い
。
し
か
し
、「
蔵
開
・
中
」
巻
に
よ
れ
ば
、
な
ぜ
か
仲
忠
が
知
る
よ
り

先
に
后
腹
の
五
の
皇
子
が
知
っ
て
い
た
。
仁
寿
殿
女
御
が
知
っ
て
い
る
と

い
う
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
そ
れ
で
な
く
と
も
、
こ
こ
に
並
ん
で
い

る
藤
壺
と
梨
壺
か
ら
の
贈
物
は
、
両
者
の
春
宮
を
め
ぐ
る
争
い
を
象
徴
す

る
も
の
と
し
て
読
み
取
れ
注
６る

。
仁
寿
殿
女
御
が
藤
壺
か
ら
の
贈
物
で
あ
っ

た
雉
を
朱
雀
帝
に
献
上
し
て
ほ
し
い
と
し
た
指
示
は
「
藤
氏
へ
の
牽
制
を

込
め
た
贈
り
物
と
し
て
再
編
成
し
、
再
贈
与
し
」
た
も
の
で
あ
る
と
い
注
７う
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
贈
物
が
乳
母
た
ち
に
「
左
衛
門
督
の
君
の
御
産
屋
の
物
、

い
か
で
か
は
か
か
ら
ざ
ら
む
」
と
評
価
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
仁
寿
殿

女
御
の
行
為
が
裏
目
に
出
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
く
「
国
譲
」
の
巻
々
で
藤
壺
が
里
か
ら
様
々
に
春
宮
の
情
報
を
得
よ

う
と
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
先
駆
け
て
、
仁
寿
殿
女
御
に
よ
る

乳
母
を
使
っ
た
情
報
戦
略
が
え
が
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
や
が

て
訪
れ
る
立
坊
争
い
の
構
造
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
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二　

典
侍

　

靭
負
の
乳
母
以
上
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
後
半
部
で
注
目
す
べ
き
女
房
と

い
え
ば
、
典
侍
で
あ
ろ
う
。
伺
候
名
は
示
さ
れ
ず
、「
典
侍
」
と
あ
る
の

み
の
人
物
で
あ
る
。
彼
女
は
、

こ
の
典
侍
は
、
院
の
大
后
の
宮
の
人
、
若
く
よ
り
、
か
く
、
よ
き
人

の
御
子
生
み
に
仕
う
ま
つ
り
給
ふ
人
な
り
。
歳
は
、
六
十
余
ば
か
り

な
り
。 

（
蔵
開
・
上
、
五
〇
七
）

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
蔵
開
・
上
」
巻
は
嵯
峨
院
の
大
后
の
宮
の
六
十

賀
か
ら
五
年
が
経
過
し
て
い
る
の
で
、
典
侍
の
「
六
十
余
ば
か
り
」
と
い

う
年
齢
は
、
嵯
峨
院
の
大
后
の
宮
と
ほ
ぼ
同
世
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

嵯
峨
院
の
大
后
の
宮
の
女
房
で
あ
り
、
若
く
か
ら
多
く
の
出
産
に
立
ち

会
っ
た
と
い
う
が
、
随
所
に
あ
る
典
侍
の
発
言
を
総
合
す
る
と
、
彼
女
は

藤
壺
・
女
一
の
宮
・
師
澄
の
子
・
仁
寿
殿
女
御
の
注
８子
の
出
産
に
立
ち
会
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
大
宮
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
う
か
が
え
る
。
お
そ

ら
く
大
宮
の
出
産
に
も
立
ち
会
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
乳
母
経
験

者
が
典
侍
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
が
慣
例
化
さ
れ
る
の
は
後
一
条
朝
以
降
で

あ
る
が
、
早
い
例
を
求
め
れ
ば
、
円
融
天
皇
の
乳
母
の
良
岑
美
子
が
典
侍

に
な
っ
て
い
る
こ
注
９と
や
、『
枕
草
子
』
に
も
「
御
乳
母
は
、
内
侍
の
す
け
、

三
位
な
ど
に
な
り
ぬ
れ
10
注ば
」（「
位
こ
そ
、
な
ほ
め
で
た
き
も
の
は
あ
れ
」

段　

二
一
八
）
と
あ
る
こ
と
な
ど
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
成
立
時
期
と
近

し
い
こ
の
背
景
を
考
え
る
と
、
こ
の
典
侍
は
朱
雀
帝
の
乳
母
で
あ
っ
た
可

能
性
も
あ
る
。

　

こ
の
典
侍
は
情
報
の
媒
介
者
と
し
て
の
役
割
を
た
び
た
び
果
た
す
。
女

た
ち
の
容
姿
を
比
較
し
て
「
た
だ
今
の
人
は
、
三
条
殿
の
北
の
方
ぞ
一
、

藤
壺
二
、
宮
三
に
こ
そ
お
は
す
め
れ
。
男
は
、
御
前
」（
蔵
開
・
上　

五

〇
九
）
と
言
う
と
こ
ろ
は
、
藤
壺
を
第
一
と
し
て
き
た
物
語
の
転
換
点
と

し
て
従
来
も
注
目
さ
れ
て
い
11
注る
。

　

典
侍
は
仲
忠
に
「
い
み
じ
う
も
、
物
言
ふ
も
の
か
な
」（
蔵
開
・
上　

五
〇
九
）、
女
一
の
宮
に
「
い
と
よ
く
物
言
ふ
姥
」（
蔵
開
・
上　

五
〇
九
）

と
言
わ
れ
る
が
、
非
常
に
重
要
な
情
報
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

宮
、
お
は
し
ま
し
て
、
何
ご
と
に
か
あ
り
け
む
、
聞
こ
え
給
へ
り
し

か
ば
、
う
ち
む
つ
か
り
お
は
し
ま
し
て
、
御
髪
を
繰
り
出
で
て
、
御

座
の
ま
ま
に
う
ち
滑
さ
せ
給
へ
り
し
を
見
奉
り
し
か
ば
、
瑩
し
か
け

た
る
ご
と
し
て
、
筋
も
見
え
ず
、
隙
も
な
く
、
同
じ
や
う
に
見
え
給

ひ
し
か
ば
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
忘
れ
、
齢
延
ば
は
る
心
地
こ
そ
し
侍
り

し
か
。
さ
る
は
、
こ
の
頃
、
御
気
色
に
や
あ
ら
む
、
例
の
や
う
に
も

思
し
た
ら
ざ
め
り
。 

（
蔵
開
・
上　

五
〇
八
）

　

お
そ
ら
く
典
侍
は
藤
壺
の
髪
の
素
晴
ら
し
さ
を
語
り
た
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
藤
壺
が
「
う
ち
む
つ
か
り
」
と
機
嫌
を
損
ね
た
こ
と
を
語
っ
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
典
侍
は
「
御
気
色
に
や
あ
ら
む
」
と
懐
妊
に

よ
る
影
響
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
春
宮
と
の
夫
婦
仲
に
関
し
て
は
、

後
に
藤
壺
自
身
が
祐
澄
に
、「
む
つ
か
し
き
ま
ま
に
、
目
も
見
合
は
せ
奉

り
給
は
ず
む
つ
か
れ
ば
、『
心
よ
か
ら
ず
』
と
は
思
さ
れ
た
め
り
」（
蔵

開
・
上　

五
一
二
）
と
語
っ
て
い
て
、
実
際
に
衝
突
ら
し
い
こ
と
が
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。

　

一
方
、
朱
雀
帝
の
三
の
皇
子
（
仁
寿
殿
女
御
腹
）
は
「
先
つ
頃
、
召
し

あ
り
し
か
ば
、
内
裏
に
侍
り
し
つ
い
で
に
、
か
の
御
局
に
ま
う
で
た
り
し
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に
も
、
い
と
思
ふ
や
う
に
て
お
は
す
め
り
き
」（
蔵
開
・
上　

五
二
一
）

と
証
言
し
て
い
る
。
三
の
皇
子
は
春
宮
と
藤
壺
の
夫
婦
仲
を
理
想
的
と
見

て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
人
物
に
よ
る
認
識
の
違
い
が
描
か
れ
る
の
は
、

会
話
文
を
多
用
す
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
方
法
が
な
し
え
た
こ
と
だ
ろ
12
注う
。

こ
の
場
合
は
、
藤
壺
の
発
言
か
ら
考
え
る
に
、
典
侍
の
方
が
三
の
皇
子
よ

り
も
藤
壺
の
自
覚
し
て
い
る
実
情
に
近
い
認
識
が
で
き
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
藤
壺
の
自
供
だ
け
で
な
く
、
三
の
皇
子
の
誤
認
が
描
か
れ
る
こ
と

で
、
典
侍
の
情
報
は
信
頼
性
が
高
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

典
侍
は
仲
忠
の
も
と
に
の
み
情
報
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
。
忠
雅
の

北
の
方
で
あ
る
正
頼
の
六
の
君
に
い
ぬ
宮
の
こ
と
を
問
わ
れ
る
と
、「
た

だ
、
父
お
と
ど
、
今
少
し
小
さ
く
て
、
気
近
き
に
こ
そ
お
は
す
め
れ
。
日

に
二
度
三
度
は
あ
り
し
御
文
に
、『
人
に
見
せ
奉
り
給
ふ
な
』
と
の
み
あ

り
し
か
ば
こ
そ
侍
り
け
め
。
藤
壺
の
御
方
よ
り
も
、
生
ひ
ま
さ
り
給
ひ
な

む
か
し
」（
蔵
開
・
下　

五
八
四
）
と
答
え
て
い
る
。
し
か
し
、
や
は
り

仲
忠
に
語
る
も
の
と
は
情
報
の
質
も
量
も
違
う
。
正
頼
の
六
の
君
に
対
し

て
は
い
ぬ
宮
の
美
質
し
か
語
ら
な
か
っ
た
典
侍
は
、
仲
忠
の
も
と
に
帰
る

や
、
正
頼
の
六
の
君
・
五
の
君
・
八
の
君
に
つ
い
て
語
り
、
さ
ら
に
、
以

下
の
情
報
を
語
る
。

い
か
な
る
に
か
侍
ら
む
、
大
納
言
殿
、
御
仲
違
ひ
に
て
、
日
ご
ろ
は
、

夜
ご
と
に
お
は
し
て
、
簀
子
に
な
む
居
明
か
し
給
ふ
め
る
。
御
格
子

は
、
と
く
下
ろ
し
て
、
鎖
し
巡
り
、
人
、
物
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
い
み
じ

う
さ
い
な
め
ば
、
た
だ
一
所
な
む
。
一
夜
は
、
い
と
ほ
し
が
り
て
、

中
納
言
の
君
対
面
し
給
へ
り
し
か
ば
、
そ
れ
も
追
ひ
出
で
ら
れ
て
な

む
。 

（
蔵
開
・
下　

五
八
六
）

　

典
侍
は
仲
忠
に
聞
か
れ
て
も
い
な
い
の
に
、
忠
俊
と
八
の
君
の
不
仲
を

語
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
仲
忠
は
、「
こ
の
君
の
御
か
た
ち
は
、

い
か
が
お
は
す
る
」（
蔵
開
・
下　

五
八
六
）
や
、「
さ
て
、
源
中
納
言
殿

は
」（
蔵
開
・
下　

五
八
六
）
と
、
八
の
君
や
さ
ま
宮
と
い
っ
た
女
た
ち

の
容
姿
に
つ
い
て
聞
く
と
と
も
に
「
中
納
言
と
君
と
の
御
仲
は
、
い
か
な

る
ぞ
」（
蔵
開
・
下　

五
八
六
）
と
涼
と
さ
ま
宮
の
夫
婦
仲
に
つ
い
て
も

問
う
て
い
る
。
春
宮
と
藤
壺
、
忠
俊
と
八
の
君
の
夫
婦
仲
を
聞
か
れ
も
し

な
い
の
に
語
っ
て
き
た
典
侍
は
、
他
か
ら
は
聞
き
出
し
え
な
い
夫
婦
仲
に

つ
い
て
の
情
報
を
も
た
ら
す
者
と
し
て
認
め
ら
れ
、
仲
忠
も
そ
れ
を
聞
き

出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
後
半
部
に
お
い
て
夫
婦
仲
は
非
常
に
重
要
な
問
題

と
な
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
忠
俊
と
八
の
君
の
諍
い
は
、
後
に

兼
雅
に
よ
っ
て
、

そ
れ
、
去
年
の
冬
、『
は
か
な
き
人
に
物
言
ひ
触
れ
て
侍
り
』
と
て

ま
か
り
去
り
て
、
親
の
も
と
に
侍
り
け
れ
ば
、
子
の
幼
き
を
取
り
持

て
な
む
、
せ
む
方
な
く
て
も
て
わ
び
給
ひ
け
る
が
、
か
ら
う
し
て
、

こ
の
頃
な
む
、『
あ
か
ら
さ
ま
に
』
な
ど
言
ひ
て
、
渡
り
て
侍
る
な
る
。

 

（
国
譲
・
下　

七
四
七
）

と
語
ら
れ
て
い
る
。
引
用
し
た
の
は
后
の
宮
に
よ
っ
て
藤
原
氏
の
男
た
ち

が
集
め
ら
れ
た
場
面
で
、
梨
壺
腹
皇
子
を
擁
立
し
よ
う
と
画
策
す
る
后
の

宮
に
対
し
て
、
兼
雅
が
男
た
ち
と
正
頼
一
族
と
の
姻
戚
関
係
を
理
由
に
諌

め
よ
う
と
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
忠
俊
と
八
の
君
の
諍

い
は
忠
俊
の
浮
気
が
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
こ
の
「
国
譲
・

下
」
巻
に
至
っ
て
夫
婦
仲
と
い
う
の
は
夫
婦
の
間
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
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な
っ
て
い
る
。
男
た
ち
は
立
坊
争
い
の
影
響
で
妻
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
て

い
る
13
注し
、
后
の
宮
は
梨
壺
腹
皇
子
擁
立
の
た
め
に
男
た
ち
と
正
頼
の
娘
と

を
離
縁
さ
せ
よ
う
と
す
ら
す
る
。
実
際
、
こ
の
後
で
后
の
宮
は
自
分
の
産

ん
だ
女
三
の
宮
と
忠
雅
を
結
婚
さ
せ
よ
う
と
し
、
そ
れ
が
原
因
で
忠
雅
と

正
頼
の
六
の
君
と
の
仲
は
危
機
的
状
況
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
す
れ
ば
、
典
侍
の
も
た
ら
し
た
夫
婦
仲
に
関
す
る
情
報
は
、
き
わ
め

て
政
治
的
に
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

御
方
、「
宮
と
の
御
仲
は
、
い
か
が
あ
る
」
と
。
典
侍
、「
い
か
ば
か

り
め
で
た
き
仲
ぞ
。
そ
は
、
先
つ
頃
、
こ
な
た
に
お
は
し
け
る
に
、

参
り
け
れ
ど
、
物
聞
こ
え
給
は
ざ
り
け
れ
ば
、
五
日
六
日
、
入
り
臥

し
給
ひ
て
こ
そ
は
恨
み
奉
り
給
ひ
し
か
。『
御
遊
び
、
こ
れ
か
れ
し

給
ひ
し
を
立
ち
聞
き
し
か
ば
、
御
方
の
、
琴
の
御
琴
を
こ
の
筋
に
遊

ば
し
し
が
、
い
と
あ
や
し
か
り
し
か
な
。
同
じ
や
う
な
る
物
の
音
と

は
言
ひ
な
が
ら
、
こ
の
族
は
筋
異
な
る
こ
と
の
、
御
前
に
て
仕
ま
つ

り
て
は
』
と
な
む
怖
ぢ
給
ひ
し
」 

（
国
譲
・
中　

六
九
六
）

　

引
用
し
た
の
は
藤
壺
と
典
侍
の
会
話
で
あ
る
。
藤
壺
は
仲
忠
と
女
一
の

宮
の
夫
婦
仲
を
典
侍
に
聞
い
て
い
る
。
こ
の
場
面
の
時
点
で
、
既
に
梨
壺

腹
の
皇
子
は
誕
生
し
て
い
る
。
い
よ
い
よ
立
坊
争
い
が
本
格
化
し
て
く
る

こ
の
段
階
に
お
い
て
、
藤
壺
が
仲
忠
と
女
一
の
宮
の
夫
婦
仲
を
気
に
す
る

の
が
、
単
な
る
興
味
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
藤
壺
は
立
坊
争
い
に
お
け
る

仲
忠
の
立
場
を
さ
ぐ
る
た
め
に
、
典
侍
に
こ
の
よ
う
な
問
い
を
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

立
坊
争
い
の
影
響
を
受
け
る
の
は
、
勿
論
、
正
頼
一
族
の
女
君
と
結
婚

し
た
者
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
の
情
報
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
、
典
侍
に

は
こ
れ
以
上
な
い
人
物
設
定
が
さ
れ
て
い
る
。
朱
雀
帝
の
乳
母
の
可
能
性

が
あ
り
、
大
宮
か
ら
の
信
任
が
厚
い
こ
と
。
正
頼
一
族
の
様
々
な
出
産
に

立
ち
会
い
続
け
た
こ
と
に
よ
り
彼
ら
の
内
部
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ

と
。
現
職
の
典
侍
と
し
て
宮
中
の
事
情
に
も
明
る
い
こ
と
。
さ
ら
に
、
も

と
は
嵯
峨
院
の
大
后
の
宮
の
女
房
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
藤
原
太
政

大
臣
家
と
も
多
少
の
つ
な
が
り
を
残
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
こ

う
し
た
人
物
設
定
に
よ
り
、
典
侍
は
立
坊
争
い
に
か
か
わ
る
人
物
た
ち
の

内
幕
を
知
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
物
語
は
こ
の
よ
う
に
典
侍
と

い
う
人
物
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
関
係
の
中
で
情
報
網
を
は
り

め
ぐ
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　

蔵
人
こ
れ
は
た

　

藤
壺
が
情
報
を
得
よ
う
と
利
用
し
た
人
物
は
、
典
侍
だ
け
で
は
な
い
。

最
も
重
要
な
人
物
は
、
里
邸
に
退
出
し
た
藤
壺
の
文
使
い
と
し
て
登
場
す

る
蔵
人
こ
れ
は
た
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
た
は
、
単
な
る
文
使
い

の
役
割
を
越
え
た
働
き
を
見
せ
て
い
る
。
以
下
、
こ
れ
は
た
に
関
係
す
る

場
面
は
非
常
に
多
い
た
め
、
叙
述
順
に
番
号
を
付
し
て
引
用
し
て
い
く
。

①
か
か
る
ほ
ど
に
、
紫
の
色
紙
に
書
き
て
、
桜
の
花
に
つ
け
た
る
文
、

宮
よ
り
。
御
使
、
蔵
人
。 

（
国
譲
・
上　

六
三
五
）

②
明
く
る
つ
と
め
て
、
宮
よ
り
、
御
文
あ
り
。（
略
）
御
使
、
兵
衛

の
君
の
兄
、
蔵
人
の
、
内
許
さ
れ
た
る
、
御
前
に
参
り
て
、「
今
宵
は
、

た
だ
一
所
御
遊
び
し
給
ひ
つ
つ
、
大
殿
籠
ら
ず
な
り
ぬ
」
と
聞
こ
ゆ

れ
ば
、「
庚
申
に
こ
そ
は
あ
り
つ
ら
め
」。

 

（
国
譲
・
上　

六
三
九
）
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③
「（
略
）
世
の
中
の
は
か
な
き
に
つ
け
て
も
、
よ
ろ
づ
の
思
ひ
給

へ
ら
る
る
」
と
て
、
藤
の
花
に
つ
け
て
、
兵
衛
の
君
の
兄
の
、
童
な

り
し
が
、
今
は
春
宮
の
蔵
人
に
な
し
給
へ
る
を
召
し
て
、「
こ
れ
、

太
政
大
臣
殿
に
持
て
参
り
て
、
人
々
あ
ま
た
も
の
し
給
へ
ら
む
、
源

宰
相
に
定
か
に
奉
れ
」
と
て
賜
へ
ば
、
喜
び
て
持
て
参
る
。
か
の
御

方
の
人
は
、
皆
見
知
り
た
り
。
殿
に
う
ち
は
へ
も
の
し
給
ひ
て
、
兵

衛
の
君
語
ら
ひ
給
ひ
し
時
は
、
こ
れ
を
使
に
て
ぞ
、
御
文
通
は
し
給

へ
る
。 

（
国
譲
・
上　

六
四
四
）

④
「
こ
の
御
使
は
、
誰
ぞ
」
と
問
は
せ
給
へ
ば
、「
童
名
、
こ
れ
は

た
と
召
し
し
が
、
今
は
宮
の
蔵
人
に
侍
る
な
む
、
参
り
来
た
る
」。
君
、

「『
昔
、
む
つ
ま
し
か
り
し
人
』
と
思
し
て
、
賜
へ
る
に
こ
そ
あ
り
け

れ
。『
こ
こ
に
、
忍
び
て
立
ち
寄
れ
』
と
言
へ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、

簀
子
も
な
き
、
蔀
に
懸
か
れ
り
け
る
所
な
れ
ば
、
そ
こ
に
て
、
物
越

し
に
て
の
た
ま
ふ
（
略
） 

（
国
譲
・
上　

六
四
六
）

⑤
民
部
卿
、「
か
う
幸
ひ
の
も
の
し
給
ふ
べ
き
人
な
れ
ば
、
さ
も
し

給
は
ず
な
り
に
た
る
ぞ
」
な
ど
の
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
春
宮
よ
り
、
宮

の
進
を
使
に
て
、
御
文
あ
り
。
喜
び
て
見
給
ひ
て
（
略
）

 

（
国
譲
・
上　

六
四
七
）

⑥
か
く
て
、
藤
壺
の
御
使
は
、
帰
り
参
り
て
、
御
返
り
奉
ら
せ
て
、

人
も
な
き
折
な
り
け
れ
ば
、
侍
り
つ
る
や
う
、
の
た
ま
ひ
つ
る
こ
と

を
、
く
は
し
く
申
し
て
、
あ
り
つ
る
箱
を
見
せ
奉
れ
ば
、
開
け
て
見

給
ひ
、
書
き
つ
け
た
る
物
を
御
覧
じ
て
、「
こ
れ
は
見
つ
や
」
と
て

賜
ふ
。 

（
国
譲
・
上　

六
四
九
）

⑦
春
宮
は
（
略
）「
昨
日
、
一
昨
日
は
、
物
忌
み
に
て
な
む
。
か
の
、

『
訪
は
む
』
と
も
の
せ
ら
れ
し
人
の
も
と
に
遣
り
た
り
し
か
ば
、
か

く
な
む
。
殊
に
心
地
あ
り
げ
な
き
人
も
、
か
う
こ
そ
は
思
ひ
け
れ
。

こ
れ
に
つ
け
て
も
、
院
の
上
な
む
、
い
と
ほ
し
く
、
行
く
先
少
な
げ

に
見
え
給
ふ
を
、『
か
く
て
あ
り
』
と
の
み
聞
こ
し
召
す
ら
む
を
、

『
こ
の
頃
、
も
の
せ
む
』
と
思
へ
ど
、『「
心
あ
り
」
と
も
や
』
と
思

へ
ば
、
慎
ま
し
う
て
な
む
。
の
た
ま
は
む
に
を
。（
略
）」
と
て
、
例

の
蔵
人
し
て
奉
れ
給
ふ
。 

（
国
譲
・
上　

六
四
九
〜
六
五
〇
）

　

①
に
挙
げ
た
の
は
、
退
出
し
た
藤
壺
に
春
宮
か
ら
文
が
送
ら
れ
て
く
る

最
初
の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
蔵
人
」
と
だ
け
あ
り
、
ど
う
い
っ
た

人
物
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
続
く
②
の
場
面
で
、
こ
の
蔵
人
が

兵
衛
の
君
の
兄
弟
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。「
兄
」（
底
本
「
せ
う
と
」）

と
あ
る
が
、
③
・
④
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
か
つ
て
実
忠
と
の
使
い
を
し

て
い
た
と
き
に
童
で
あ
り
「
こ
れ
は
た
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
明
か

さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
時
す
で
に
大
人
の
女
房
で
あ
っ
た
兵
衛
の
君
に

と
っ
て
は
弟
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
①
の
「
蔵
人
」
が
こ
れ
は
た
と
同
一
人

物
で
あ
る
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
以
降
に
文
使
い
と
し
て
登

場
す
る
蔵
人
は
全
て
こ
れ
は
た
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
①
の
蔵
人

も
こ
れ
は
た
と
解
し
て
構
わ
な
い
と
考
え
る
。

　

兵
衛
の
君
は
「
藤
原
の
君
」
巻
か
ら
登
場
す
る
藤
壺
の
最
側
近
の
女
房

で
、
乳
母
子
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
後
に
「
乳
母
子
と
て
」（
国
譲
・

中　

七
四
一
）
と
明
記
さ
れ
る
の
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
た
も
藤

壺
の
乳
母
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
女
君
に
対
し
て
男
の
乳
母
子
が
登
場

す
る
の
は
非
常
に
珍
し
い
こ
と
で
あ
14
注り
、
そ
の
存
在
は
注
目
に
値
す
る
。

　

こ
れ
は
た
の
姉
で
あ
る
兵
衛
の
君
は
、
物
語
前
半
部
の
あ
て
宮
求
婚
譚



8

に
お
い
て
は
実
忠
と
の
仲
介
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
実
忠
が
社
会
復
帰

す
る
「
国
譲
」
の
巻
々
で
再
び
仲
介
役
に
な
る
こ
と
に
な
る
15
注が
、
ま
ず
使

い
に
な
る
の
は
兵
衛
の
君
で
は
な
く
こ
れ
は
た
で
あ
っ
た
。
③
に
挙
げ
た

場
面
で
、
こ
れ
は
た
は
実
忠
宛
の
藤
壺
の
文
を
持
っ
て
い
く
。「
殿
に
う

ち
は
へ
も
の
し
給
ひ
て
、
兵
衛
の
君
語
ら
ひ
給
ひ
し
時
は
、
こ
れ
を
使
に

て
ぞ
、
御
文
通
は
し
給
へ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
求
婚
譚

の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
か
つ
て
の
求
婚
譚
で
は
、
藤
壺
の
い

る
場
所
に
男
た
ち
が
文
を
寄
越
し
て
い
た
た
め
、
藤
壺
周
辺
の
人
物
│
│

実
忠
の
場
合
で
あ
れ
ば
兵
衛
の
君
│
│
を
ひ
と
り
仲
介
と
し
て
登
場
さ
せ

れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
た
の
よ
う
な
人
物
が
登
場
す
る
必
然

性
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
出
す
使
い
は
実
忠
か
ら
藤
壺
で
は
な
く
、

藤
壺
か
ら
実
忠
に
で
あ
る
。
か
つ
て
の
因
縁
を
考
え
れ
ば
兵
衛
の
君
が
最

も
適
任
で
あ
る
が
、
女
の
乳
母
子
で
あ
る
兵
衛
の
君
は
藤
壺
の
そ
ば
近
く

に
い
る
べ
き
で
あ
り
、
使
い
に
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
兵

衛
の
君
と
同
等
で
あ
り
な
が
ら
自
由
に
動
か
す
こ
と
の
で
き
る
人
物
と
し

て
男
の
乳
母
子
で
あ
る
こ
れ
は
た
が
必
要
と
さ
れ
、
過
去
に
も
文
使
い
を

し
て
い
た
と
い
う
設
定
が
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
後
、
実
忠
が
藤
壺
の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
で
は
兵
衛
の
君
が
対
応

す
る
こ
と
に
な
る
。
藤
壺
の
傍
近
く
で
の
対
応
は
兵
衛
の
君
が
、
遠
く
へ

の
工
作
は
こ
れ
は
た
が
と
い
う
よ
う
に
、
姉
弟
で
連
携
し
て
い
る
の
だ
。

実
忠
の
社
会
復
帰
は
立
坊
争
い
の
中
で
の
源
氏
回
復
の
物
語
で
あ
り
、
藤

壺
主
導
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
16
注る
。
姉
弟
の
乳
母
子
の
連
携
と
い
う
特
異

な
設
定
は
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
17
注た
。

　

こ
れ
は
た
が
実
忠
の
い
る
季
明
邸
に
文
を
持
っ
て
い
っ
た
場
面
の
考
察

に
戻
り
た
い
。
④
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
実
忠
と
も
物
越
し
に
対
話
す
る
こ

と
が
で
き
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
⑤
の
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
が

実
忠
と
対
面
し
た
直
後
の
場
面
で
あ
る
が
、
同
じ
季
明
邸
に
春
宮
か
ら
宮

の
君
へ
の
使
い
が
来
て
い
る
の
だ
。
使
い
と
な
っ
た
人
物
は
宮
の
進
で
あ

る
。
実
忠
と
こ
れ
は
た
が
言
葉
を
交
わ
し
て
か
ら
宮
の
進
が
来
る
ま
で
の

間
に
は
、
実
忠
と
実
正
の
わ
ず
か
な
会
話
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
宮
の
進

と
こ
れ
は
た
は
は
ち
合
わ
せ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。
そ
も
そ
も
、
春

宮
か
ら
の
使
い
が
宮
の
進
で
あ
っ
た
の
も
、
こ
れ
は
た
が
藤
壺
の
使
い
の

た
め
に
不
在
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
こ
れ
は
た
に
は
藤
壺
へ

の
使
い
だ
け
で
な
く
梨
壺
や
嵯
峨
院
の
小
宮
と
の
使
い
と
し
て
も
働
い
て

い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
場
面
も
あ
り
、
決
し
て
藤
壺
の
使
い
の
み
を
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
）。
こ
れ
は
た
は
季
明
邸
で
、
春
宮
か
ら
宮
の
君
に

使
い
が
来
た
様
子
を
目
撃
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
⑥
の
場
面

で
、
藤
壺
に
わ
ざ
わ
ざ
「
人
も
な
き
折
」
に
「
く
は
し
く
申
し
」
た
こ
と

の
な
か
に
は
、
そ
の
情
報
も
含
ま
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
た
は
藤
壺
に
報
告
し
た
後
、
春
宮
の
も
と
に
戻
っ
た
。
⑦
に
挙

げ
た
よ
う
に
、
翌
日
に
は
再
び
春
宮
の
使
い
で
藤
壺
の
も
と
を
訪
れ
て
い

る
。
そ
の
と
き
春
宮
の
藤
壺
宛
の
文
の
中
に
は
宮
の
君
か
ら
の
文
が
同
封

さ
れ
て
い
た
。
動
き
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は

た
は
藤
壺
か
ら
の
使
い
で
季
明
邸
に
行
っ
て
実
忠
に
会
っ
た
。
藤
壺
の
も

と
に
戻
っ
て
報
告
を
終
え
る
と
、
春
宮
の
も
と
に
参
上
し
た
。
こ
れ
は
た

と
同
時
か
入
れ
か
わ
り
に
季
明
邸
に
来
た
春
宮
か
ら
の
使
い
の
宮
の
進
は
、

宮
の
君
か
ら
の
返
事
を
受
け
取
る
と
春
宮
の
も
と
に
戻
っ
た
。
そ
し
て
、

春
宮
は
自
分
の
藤
壺
宛
の
文
に
、
宮
の
進
か
ら
受
け
取
っ
た
宮
の
君
の
文
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を
同
封
し
、
こ
れ
は
た
に
預
け
て
藤
壺
の
も
と
に
届
け
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
た
と
宮
の
進
と
い
う
ふ
た
り
の
春
宮
か
ら
の
使
い
が
ニ
ア
ミ
ス
す

る
形
で
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
丁
寧
に
え
が
か
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
れ
は
た
と
宮
の
進
と
の
接
触
も
想
定
で
き
る
。
こ
れ
は
た
は

単
な
る
使
い
と
し
て
の
働
き
だ
け
で
な
く
、
春
宮
を
め
ぐ
る
情
報
を
様
々

に
入
手
で
き
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
た
が
春
宮
の
情
報
を
藤
壺
に
も
た
ら
す
場
面
は
、
こ
れ
以
降
も

た
び
た
び
あ
り
、
立
坊
争
い
の
な
か
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

⑧
か
か
る
ほ
ど
に
、宮
よ
り
、御
文
、（
略
）。上
、問
は
せ
給
ふ
、「
院

の
御
方
へ
は
、
い
つ
か
渡
ら
せ
給
へ
り
し
。
い
く
度
ば
か
り
か
参
上

り
給
ひ
ぬ
る
」。
蔵
人
、「
つ
い
た
ち
、
上
に
な
む
渡
ら
せ
給
へ
り
し
。

さ
て
は
、
夜
、
一
夜
な
む
参
上
り
給
へ
り
し
。
上
は
、
こ
の
頃
は
、

講
師
、
日
々
に
参
り
、
御
書
遊
ば
す
。
夜
は
、
夜
更
く
る
ま
で
、
御

手
習
ひ
せ
さ
せ
給
ひ
な
ど
な
む
」
と
聞
こ
ゆ
。

 

（
国
譲
・
上　

六
五
六
）

⑨
つ
と
め
て
、
春
宮
よ
り
、
例
の
、
蔵
人
し
て
御
文
あ
り
。（
略
）

藤
壺
、
蔵
人
に
、「
何
わ
ざ
か
、
こ
の
頃
は
し
給
ふ
。
誰
々
か
、
参

上
り
給
ふ
。
御
文
な
ど
は
、
人
の
も
と
に
遣
は
す
や
」
と
問
は
せ
給

へ
ば
、「
日
ご
ろ
は
、
昼
は
、
御
書
遊
ば
し
、
夜
は
、
御
手
習
ひ
、

飽
く
ま
で
せ
さ
せ
給
ふ
。
院
の
御
方
な
む
、
こ
の
月
と
な
り
て
、
三

夜
ば
か
り
参
上
り
給
ひ
ぬ
る
。
今
日
は
、
渡
り
給
ひ
て
、
日
一
日
な

む
。
さ
て
は
、
上
り
給
ふ
人
も
な
し
。
御
文
は
、
左
の
大
殿
の
御
方

に
な
む
、
一
度
侍
り
し
。
左
の
大
将
殿
に
な
む
、
こ
の
月
に
三
度
ば

か
り
奉
り
給
へ
る
。
一
夜
は
参
り
侍
り
て
き
。
お
と
ど
、
か
の
御
方

に
お
は
し
ま
す
折
に
て
、
い
と
か
し
こ
く
饗
ぜ
さ
せ
給
ひ
き
」

 

（
国
譲
・
上　

六
六
五
〜
六
六
六
）

⑩
か
か
る
ほ
ど
に
、
御
使
に
は
あ
ら
で
、
蔵
人
ま
か
で
た
り
。
上
、

御
前
に
召
し
て
問
は
せ
給
ふ
、「
梨
壺
に
は
、
御
使
、
い
く
度
か
遣

は
し
し
」。
蔵
人
、「
聞
こ
し
召
さ
ざ
り
し
に
、『
い
た
く
わ
づ
ら
ひ

給
ふ
こ
と
あ
り
』
と
て
、
御
消
息
申
さ
れ
た
る
こ
と
あ
り
し
に
な
む

驚
か
せ
給
ひ
て
、
そ
の
夜
、
さ
て
は
、
今
朝
な
む
参
り
て
侍
る
。『
男

に
お
は
す
る
な
り
』
と
て
、『
人
は
、
さ
こ
そ
言
へ
。
つ
ひ
に
し
給

ひ
つ
め
り
か
し
。
い
か
で
か
、
お
ぼ
え
ぬ
筋
に
は
』
と
な
む
申
し
の

の
し
る
」。 

（
国
譲
・
上　

六
六
九
〜
六
七
〇
）

⑪
宮
よ
り
、
よ
き
ほ
ど
な
る
、
白
銀
・
黄
金
の
橘
一
餌
袋
、
黄
ば
み

た
る
色
紙
一
重
覆
ひ
て
、
龍
胆
の
組
し
て
結
ひ
て
、
八
重
山
吹
の
作

り
花
に
つ
け
て
あ
り
。（
略
）
大
宮
、
御
袋
開
け
て
見
給
へ
ば
、
大

い
な
る
橘
の
皮
を
横
さ
ま
に
切
り
て
、
黄
金
を
実
に
似
せ
て
包
み
つ

つ
、
一
袋
あ
り
。
大
宮
、「
あ
な
わ
づ
ら
は
し
や
。
い
か
で
、
こ
は

せ
さ
せ
給
ひ
し
ぞ
」
と
問
は
せ
給
へ
れ
ば
、
例
の
蔵
人
、「
兵
衛
殿
・

中
納
言
殿
の
、
仰
せ
言
受
け
給
ひ
て
、
御
前
に
て
、
こ
れ
か
れ
な
む

仕
ま
つ
り
給
ひ
し
」。 

（
国
譲
・
中　

六
九
〇
〜
六
九
一
）

⑫
「
こ
の
頃
は
、
誰
々
か
も
の
し
給
ふ
。
い
づ
く
に
か
、
御
使
は
、

か
く
遣
は
す
。
内
裏
わ
た
り
に
は
、
何
ご
と
か
あ
る
」
と
の
た
ま
は

す
れ
ば
、「
こ
の
頃
は
、
例
の
御
書
遊
ば
し
な
ど
は
せ
さ
せ
給
は
で
、

『
御
心
地
悩
ま
し
』
と
て
。
参
上
り
給
ふ
こ
と
は
、
院
の
御
方
こ
そ
は
。

そ
こ
に
候
ふ
、
左
衛
門
と
い
ふ
人
、
忍
び
て
申
し
し
は
、『
五
月
ば

か
り
よ
り
、
御
気
色
あ
り
て
悩
ま
せ
給
ふ
』
と
な
む
申
し
し
。
御
使
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は
、
一
夜
参
り
侍
り
し
か
ど
。
申
す
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ど
、
内
裏
わ

た
り
に
は
、
梨
壺
の
御
方
の
御
勝
事
し
給
へ
る
こ
と
を
な
む
、
や
む

ご
と
な
き
所
々
喜
ば
せ
給
ふ
な
る
。
あ
る
所
に
は
、『
物
の
筋
と
い

ふ
も
の
絶
え
ぬ
と
見
れ
ど
、
つ
ひ
に
は
出
で
来
ぬ
る
も
の
な
り
け
り
。

か
か
る
折
に
、
し
合
は
せ
給
へ
る
こ
と
』
と
て
、
常
に
、
あ
る
所
に

は
、
御
文
通
は
せ
給
ふ
と
な
む
承
る
。
か
の
御
方
も
、『
と
く
参
り

給
へ
』
と
侍
る
な
る
」
と
聞
こ
ゆ
。 

（
国
譲
・
中　

七
〇
三
）

　

こ
れ
は
た
は
藤
壺
の
も
と
に
春
宮
の
文
を
届
け
る
際
、
必
ず
と
い
っ
て

よ
い
ほ
ど
春
宮
の
情
報
を
伝
え
て
い
る
の
18
注だ
。
先
に
引
用
し
た
②
で
も
、

聞
か
れ
も
し
な
い
の
に
春
宮
が
何
を
し
て
い
た
か
を
伝
え
て
い
た
。
⑧
で

は
春
宮
が
嵯
峨
院
の
小
宮
の
も
と
を
い
つ
訪
れ
た
か
と
い
う
藤
壺
の
問
い

に
答
え
る
と
と
も
に
、
や
は
り
聞
か
れ
も
し
な
い
春
宮
の
近
況
を
伝
え
て

い
る
。
⑨
で
は
藤
壺
か
ら
の
問
い
が
よ
り
詳
細
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
対
し
て
や
は
り
詳
細
な
返
事
を
し
、
こ
れ
は
た
自
身
が
梨
壺
の
も

と
に
使
い
に
行
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
後
宮
の
状
況
は
藤
壺
に
と
っ

て
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
た
は
藤
壺
の
求
め
る
以
上
の
情
報

を
得
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
⑪
の
よ
う
に
春
宮
の
命
を
受
け
て
贈
物
の

支
度
を
し
た
人
物
が
誰
で
あ
る
か
も
、
大
宮
に
問
わ
れ
れ
ば
答
え
る
こ
と

が
で
き
て
い
る
。
贈
物
の
支
度
を
し
た
人
物
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
、
誰

が
藤
壺
側
に
つ
い
て
い
る
の
か
を
尋
ね
て
い
る
の
に
等
し
い
。
こ
れ
は
た

は
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
も
確
認
を
怠
ら
な
い
。

　

そ
し
て
、
何
よ
り
重
要
な
の
は
⑩
の
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
は
つ
い

に
春
宮
か
ら
の
使
い
で
は
な
く
、
自
ら
藤
壺
の
も
と
に
情
報
を
も
た
ら
す

の
だ
。
梨
壺
が
男
皇
子
を
出
産
し
た
こ
と
を
報
告
す
る
の
だ
が
、
春
宮
か

ら
の
使
い
が
何
度
あ
っ
た
か
と
い
う
藤
壺
の
問
い
に
も
答
え
る
こ
と
が
で

き
て
い
る
。
な
お
、
梨
壺
が
出
産
し
た
と
き
、
仲
忠
に
も
兼
雅
か
ら
の
使

い
が
あ
っ
た
の
だ
が
、

「
宮
よ
り
、
御
使
は
あ
り
つ
や
」
と
問
は
せ
給
ふ
。「
知
ら
ず
。
え

見
給
へ
ず
な
り
ぬ
」
と
申
し
て
参
り
ぬ
。 

（
国
譲
・
上　

六
六
九
）

と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
使
い
は
仲
忠
か
ら
の
質
問
に
満
足
に
答
え
る
こ
と

が
で
き
て
い
な
い
。
春
宮
か
ら
の
使
い
に
関
す
る
似
た
質
問
が
あ
る
こ
と

で
、
二
人
の
使
い
が
鮮
や
か
に
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
た
が
情
報
を

も
た
ら
す
存
在
と
し
て
い
か
に
優
秀
で
あ
る
か
が
分
か
る
。

　

こ
れ
は
た
か
ら
情
報
を
得
よ
う
と
す
る
藤
壺
や
大
宮
の
姿
勢
も
興
味
深

い
が
、
そ
れ
以
上
に
そ
の
期
待
に
こ
た
え
る
こ
れ
は
た
が
注
目
さ
れ
る
。

⑨
や
⑫
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
た
は
梨
壺
や
嵯
峨
院
の
小
宮
へ
の
使
い

に
も
出
て
い
る
。
⑫
で
は
嵯
峨
院
の
小
宮
の
も
と
で
、
左
衛
門
と
い
う
女

房
か
ら
小
宮
が
懐
妊
し
た
と
い
う
こ
と
を
聞
き
出
し
て
い
る
。「
忍
び
て

申
し
し
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
本
来
は
聞
き
出
し
に
く
い
こ
と
を
聞
き
出

せ
る
だ
け
の
関
係
を
築
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
藤
壺
の
乳
母
子
で
あ
る

こ
れ
は
た
を
、
藤
壺
の
い
わ
ば
政
敵
で
あ
る
梨
壺
や
嵯
峨
院
の
小
宮
へ
の

使
い
に
す
る
春
宮
の
真
意
は
不
明
だ
が
、
こ
れ
は
た
は
そ
の
立
場
を
い
か

し
て
様
々
な
場
所
に
出
入
り
し
、
つ
て
を
作
り
、
情
報
収
集
に
励
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
の
後
の
展
開
に
も
注
目
し
て
い
き
た
い
。

⑬
か
く
て
経
給
ふ
ほ
ど
に
、
春
宮
よ
り
、「
遅
く
参
り
給
ふ
」
と
て
、

あ
る
時
は
あ
は
れ
に
心
苦
し
げ
に
、
あ
る
時
は
憎
げ
に
怨
じ
給
ひ
つ

つ
、
日
に
従
ひ
て
、
御
使
あ
り
。
そ
の
御
使
の
蔵
人
申
す
や
う
、「『
梨
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壺
の
な
む
、
坊
に
は
居
給
ふ
べ
き
』
と
申
し
な
り
に
た
め
り
。
御
前

に
も
、
し
ば
し
ば
参
上
り
給
ふ
。
昼
は
、
殊
に
渡
ら
せ
給
は
ず
。
日

ご
ろ
は
、
殊
に
御
遊
び
も
し
給
は
ず
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
あ
る
時
は

一
行
二
行
と
聞
こ
え
給
ひ
、
あ
る
時
は
聞
こ
え
給
は
ず
。

 

（
国
譲
・
中　

七
二
六
〜
七
二
七
）

⑭
か
く
て
、
春
宮
は
、
藤
壺
の
、
参
り
給
は
ず
、
御
返
り
も
聞
こ
え

給
は
ぬ
を
思
ほ
し
嘆
き
て
、
院
の
御
方
・
梨
壺
な
ど
も
久
し
う
な
む

参
上
ら
せ
給
は
ず
、
御
局
へ
も
渡
ら
せ
給
は
ず
、
つ
れ
づ
れ
と
物
も

聞
こ
し
召
さ
ず
、（
略
）
こ
れ
は
た
の
蔵
人
召
し
て
、
御
文
賜
ひ
て
、

「
こ
れ
、
前
々
の
や
う
に
な
ら
ば
、
さ
ら
に
、
な
参
り
そ
。
候
は
せ
じ
」

と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
い
た
う
嘆
き
て
、
持
て
参
り
て
奉
る
。（
略
）

蔵
人
「『
御
返
り
持
て
参
ら
ず
は
、
簡
削
ら
む
』
と
仰
せ
ら
れ
つ
る

も
の
を
、
特
に
労
り
な
さ
せ
給
ひ
て
、
と
ど
め
ら
れ
侍
り
な
ば
、
い

と
効
な
く
」
な
ど
申
す
。
孫
王
の
君
を
始
め
て
、
兵
衛
、「『
あ
こ
き

を
顧
み
さ
せ
給
ふ
』
と
思
ほ
し
て
、
し
る
し
ば
か
り
聞
こ
え
給
へ
。

こ
れ
が
い
た
づ
ら
に
な
り
な
ば
、
い
と
悲
し
う
」
な
ど
、
集
ま
り
て

申
す
。
君
、「
御
返
り
聞
こ
え
ず
と
て
、
御
使
を
罪
し
給
は
ば
、
わ

が
た
め
に
ぞ
あ
ら
む
。
罪
し
給
は
ば
、『
喜
び
』
と
思
は
む
。
さ
ば

か
り
だ
に
仰
せ
ら
れ
た
ら
ば
、
こ
れ
に
ま
さ
り
た
ら
む
職
に
も
申
し

な
し
て
む
」 

（
国
譲
・
中　

七
四
〇
〜
七
四
一
）

⑮
宮
、「
こ
れ
は
、
乳
母
子
と
て
、
い
と
ら
う
た
く
す
る
者
ぞ
。
こ

れ
を
解
き
捨
て
た
ら
ば
、
こ
れ
が
こ
と
言
ひ
に
、
文
は
お
こ
せ
て
む
」

と
思
ほ
し
て
、
勘
事
に
据
ゑ
給
ひ
つ
。 

（
国
譲
・
中　

七
四
一
）

　

藤
壺
は
、
⑬
に
あ
る
よ
う
に
こ
れ
は
た
の
報
告
を
受
け
て
春
宮
へ
の
返

事
を
減
ら
し
、
そ
の
結
果
、
春
宮
は
⑭
の
よ
う
に
嵯
峨
院
の
小
宮
や
梨
壺

を
相
手
に
し
な
く
な
る
。
こ
れ
は
た
の
報
告
が
、
春
宮
を
藤
壺
に
ま
す
ま

す
執
着
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　

藤
壺
が
春
宮
へ
返
事
を
し
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
は
た
の
身

も
危
な
く
な
っ
た
の
が
⑭
・
⑮
の
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
は
春
宮
に
、

藤
壺
か
ら
の
返
事
が
も
ら
え
な
け
れ
ば
除
籍
す
る
と
脅
さ
れ
る
。
こ
れ
に

は
姉
の
兵
衛
の
君
も
同
じ
側
近
女
房
の
孫
王
の
君
も
動
揺
す
る
が
、
藤
壺

は
除
籍
さ
れ
た
ら
そ
れ
以
上
の
官
職
に
推
挙
し
よ
う
と
言
っ
て
動
じ
な
い
。

こ
こ
に
、
乳
母
子
と
し
て
の
こ
れ
は
た
の
価
値
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
⑮

に
あ
る
よ
う
に
、
春
宮
は
こ
れ
は
た
が
「
乳
母
子
に
て
、
い
と
ら
う
た
く

す
る
者
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
除
籍
す
る
と
い
う
脅
し
を
使
っ
た
。
こ
れ

は
た
が
乳
母
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
互
い
の
切
り
札
と
し
て
利
用

で
き
る
だ
け
の
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
。
藤
壺
も
そ
れ
を
分
か
っ
た
上
で

動
じ
な
い
と
い
う
強
気
の
対
応
を
し
て
い
る
の
19
注だ
。

　

以
上
の
こ
れ
は
た
の
動
き
は
、
彼
が
男
の
乳
母
子
と
し
て
設
定
さ
れ
て

い
る
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
乳
母
子
で
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
藤
壺
の
推
挙
に
よ
っ
て
春
宮
の
蔵
人
に
な
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
春
宮
も
藤
壺
の
乳
母
子
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
重
用
し
た
。
こ
れ
は

た
は
そ
れ
に
よ
り
各
所
に
つ
て
を
つ
く
り
、
情
報
収
集
に
励
む
こ
と
が
で

き
た
。
そ
し
て
何
よ
り
、
乳
母
子
で
も
男
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
藤
壺
の

傍
を
離
れ
て
自
由
に
動
き
回
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
靭
負
の
乳
母
・
典
侍
・
蔵
人
こ
れ
は
た
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と
い
っ
た
脇
役
た
ち
は
立
坊
争
い
の
物
語
の
中
で
情
報
の
媒
介
者
と
し
て

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
役
割
は
、
他
の
人
物

で
も
構
わ
な
い
と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
い
。
靭
負
の
乳
母
で
あ
れ
ば
朱

雀
帝
の
乳
母
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
典
侍
は
正
頼
一
族
に
深
く

か
か
わ
る
現
職
の
典
侍
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
夫
婦
仲
を
知
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
た
は
藤
壺
に
と
っ
て
男
の
乳
母
子
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
後
半
部
は
様
々
な
情
報
が
行
き
交
い
、
そ
れ
ら
に

動
か
さ
れ
て
物
語
が
展
開
す
る
。
媒
介
す
る
脇
役
た
ち
に
は
詳
細
な
設
定

が
付
さ
れ
、
情
報
網
は
き
わ
め
て
効
果
的
に
機
能
し
て
い
る
の
だ
。
本
稿

で
確
認
し
て
き
た
他
に
も
、
物
語
は
様
々
な
情
報
網
を
用
意
し
て
い
る
。

藤
壺
に
仕
え
る
孫
王
の
君
は
物
語
後
半
部
に
至
っ
て
上
野
の
宮
の
娘
だ
っ

た
こ
と
や
妹
た
ち
が
女
一
の
宮
や
さ
ま
宮
に
仕
え
て
い
る
こ
と
が
明
か
さ

れ
、
姉
妹
間
の
交
流
や
上
野
の
宮
と
の
つ
な
が
り
が
想
定
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
后
の
宮
は
自
分
の
産
ん
だ
女
三
の
宮
と
忠
雅
を
結
婚
さ
せ
よ
う

と
し
た
が
、
そ
の
こ
と
は
女
三
の
宮
の
乳
母
か
ら
聞
い
た
こ
と
と
し
て
正

頼
の
七
の
君
の
女
房
た
ち
の
間
で
話
題
に
な
っ
て
い
た
。
祐
澄
は
女
二
の

宮
を
略
奪
し
よ
う
と
し
て
女
二
の
宮
の
乳
母
の
越
後
を
買
収
す
る
が
、
そ

の
こ
と
は
女
一
の
宮
の
乳
母
の
左
近
が
知
り
、
仲
忠
や
女
一
の
宮
に
告
げ

ら
れ
た
。『
う
つ
ほ
物
語
』
の
後
半
部
は
、
情
報
過
多
と
さ
え
い
え
る
世

界
な
の
だ
。

　

し
か
し
、
情
報
過
多
の
世
界
で
あ
る
な
ら
ば
、
求
め
ら
れ
る
の
は
そ
れ

を
使
い
こ
な
す
こ
と
で
あ
る
。
立
坊
争
い
の
中
で
藤
壺
は
さ
か
ん
に
情
報

収
集
に
励
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
は
功
を
奏
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
確
認

し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
た
は
春
宮
に
、
藤
壺
か
ら
の
返
事
が
も
ら
え
な
け

れ
ば
除
籍
す
る
と
脅
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
藤
壺
は
除
籍
さ
れ
た
ら
そ

れ
以
上
の
官
職
に
推
挙
し
よ
う
と
言
っ
て
動
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
朱

雀
帝
譲
位
の
前
日
ま
で
藤
壺
が
何
も
言
っ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
春
宮
は

こ
れ
は
た
の
謹
慎
を
解
い
た
が
、
そ
の
後
の
春
宮
の
藤
壺
へ
の
使
い
は

「
異
蔵
人
」（
国
譲
・
下　

七
五
二
）
が
担
当
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
朱
雀

帝
の
譲
位
後
は
、
次
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
。

帝
は
、
か
か
る
こ
と
を
、
何
と
も
思
さ
で
、
た
だ
、
藤
壺
の
参
り
給

は
ぬ
を
、
夜
昼
思
し
嘆
け
ど
、
御
使
も
久
し
う
奉
り
給
は
ず
、
后
の

宮
の
聞
こ
え
給
ひ
し
こ
と
を
の
み
、「
心
憂
し
」
と
思
し
つ
つ
、
御

つ
れ
づ
れ
と
眺
め
お
は
し
ま
せ
ば
、
御
乳
母
た
ち
、
命
婦
・
蔵
人
な

ど
は
、「
か
か
る
物
の
初
め
に
、
面
白
く
興
あ
る
こ
と
を
こ
そ
。
か
く
、

物
を
の
み
思
ほ
し
嘆
き
、
日
々
に
御
か
た
ち
の
衰
へ
お
は
し
ま
す
こ

と
」
な
ど
言
ふ
。
女
御
・
更
衣
た
ち
、
参
り
集
ま
り
て
、「
身
の
効

な
く
て
、
と
て
も
か
く
て
も
、
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
世
な
り
や
」
な
ど

言
ふ
。 

（
国
譲
・
下　

七
六
二
）

　

春
宮
（
新
帝
）
は
藤
壺
の
参
内
が
な
い
こ
と
を
嘆
き
続
け
て
い
る
。
一

方
の
藤
壺
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

藤
壺
は
、
よ
ろ
づ
に
思
ほ
せ
ど
、
物
も
の
た
ま
は
ず
、「
帝
の
、
御

心
を
誤
り
に
た
れ
ば
こ
そ
は
、
人
は
、
か
く
は
言
ふ
ら
め
。
か
く
言

ふ
も
し
る
く
、
御
返
し
聞
こ
え
ね
ど
、
立
ち
返
り
賜
ひ
し
御
使
も
見

え
ぬ
は
、
い
か
な
る
に
か
あ
ら
む
。
こ
の
こ
と
は
、
げ
に
、
げ
に
、

さ
な
り
て
、
お
と
ど
も
、
の
た
ま
ふ
や
う
に
な
り
給
は
ば
、
我
も
尼

に
な
り
な
む
。
何
か
、
世
に
交
じ
ら
む
」
と
思
ほ
す
。
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（
国
譲
・
下　

七
六
七
〜
七
六
八
）

　

尼
に
な
ろ
う
か
と
い
う
悲
壮
な
思
い
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
梨
壺
腹
皇

子
が
立
坊
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
審
を
抱
く
根
拠
に
「
御
使
も
見

え
ぬ
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
正
頼
も
同
じ
で
、「
内
裏
よ
り
も
、
久
し

く
御
消
息
も
見
え
ね
ば
、
お
と
ど
、「
こ
の
こ
と
実
に
定
ま
り
な
ば
、
ま

た
の
日
法
師
に
な
り
な
む
」」（
国
譲
・
下　

七
六
七
）
と
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
も
そ
も
春
宮
か
ら
の
使
い
が
な
く
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
は
た
の
一

件
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
た
の
謹
慎
が
解
か
れ
た
後
で

も
、
春
宮
が
使
っ
た
の
は
「
異
蔵
人
」
で
あ
り
、
こ
の
蔵
人
は
こ
れ
は
た

の
よ
う
に
春
宮
の
情
報
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
も
し
、
変

わ
ら
ず
こ
れ
は
た
が
使
い
と
し
て
機
能
し
て
い
れ
ば
、
た
と
え
使
い
の
回

数
が
減
っ
た
と
し
て
も
、「
藤
壺
の
参
り
給
は
ぬ
を
、
夜
昼
思
し
嘆
け
ど
」

と
い
う
春
宮
の
状
態
は
報
告
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
藤
壺
や
正
頼
が
こ
こ

ま
で
思
い
つ
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
た
は
藤
壺
に
春
宮
の
情
報
を
も
た
ら
す
と
い
う
極
め
て
重
要
な

働
き
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
藤
壺
は
そ
れ
を
自
ら
断
ち
切
っ
て
し
ま
っ

た
の
だ
。
せ
っ
か
く
存
在
す
る
情
報
網
を
、
自
ら
使
え
な
く
し
て
し
ま
っ

た
。
こ
れ
は
藤
壺
の
失
策
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
た
か
ら
情
報
を
得

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
藤
壺
は
、
だ
か
ら
こ
そ
「
帝
の
、
御
心
を
誤

り
に
た
れ
ば
こ
そ
は
、
人
は
、
か
く
は
言
ふ
ら
め
」（
蔵
開
・
下　

七
六
七
）

と
、
匿
名
の
、
出
所
の
は
っ
き
り
し
な
い
噂
に
惑
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
後
半
部
は
詳
細
な
設
定
を
持
つ
脇
役
た
ち
に
よ
る

情
報
網
が
存
在
し
、
情
報
過
多
と
も
い
え
る
世
界
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
靭
負
の
乳
母
を
使
っ
て
し
た
こ
と
が
裏
目
に
出
た
仁
寿
殿
女
御
の
よ

う
に
、
こ
れ
は
た
を
自
ら
使
え
な
く
し
た
藤
壺
の
よ
う
に
、
立
坊
争
い
の

な
か
で
情
報
網
は
必
ず
し
も
使
い
こ
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ

し
て
、
そ
れ
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
時
に
こ
そ
、
出
所
不
明
の
噂
が
幅
を

き
か
せ
、
正
頼
や
藤
壺
を
疑
心
暗
鬼
に
陥
ら
せ
る
の
20
注だ
。
噂
に
よ
っ
て
混

迷
を
き
わ
め
た
立
坊
争
い
の
物
語
は
、
脇
役
た
ち
の
情
報
網
が
「
使
え
な

い
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
は
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語　

全　

改
訂
版
』

（
お
う
ふ
う　

二
〇
〇
一
）
を
用
い
、
適
宜
傍
線
等
を
付
し
、
括
弧
内
に

は
巻
名
と
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
た
。

注１　

本
稿
で
は
あ
て
宮
の
呼
称
は
入
内
前
の
場
面
で
も
「
藤
壺
」
で
統

一
す
る
（
た
だ
し
「
あ
て
宮
求
婚
譚
」
と
す
る
場
合
は
除
く
）。

２　

室
城
秀
之
「
藤
壺
腹
皇
子
立
坊
決
定
の
論
理
」（『
う
つ
ほ
物
語
の

表
現
と
論
理
』
若
草
書
房　

一
九
九
六
）
は
春
宮
に
と
っ
て
藤
壺

腹
皇
子
立
坊
が
揺
ら
い
だ
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る

と
と
も
に
、
愛
だ
け
で
は
な
い
判
断
で
決
定
し
た
こ
と
を
論
じ
て

い
る
。

３　

伊
藤
禎
子
「
闇
の
祝
祭
」（『『
う
つ
ほ
物
語
』
と
転
倒
さ
せ
る
快

楽
』
森
話
社　

二
〇
一
一
）。
ま
た
、
神
田
龍
身
は
「
祝
祭
の
変

容
と
物
語
の
生
成
」（
学
習
院
大
学
平
安
文
学
研
究
会
編
『
う
つ

ほ
物
語
大
事
典
』
勉
誠
出
版　

二
〇
一
三
）
に
お
い
て
「
国
譲
」

巻
の
「
政
治
世
界
に
お
け
る
男
女
の
役
割
の
転
倒
」
を
指
摘
し
、
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「
個
々
人
の
性
的
ト
ラ
ウ
マ
同
士
の
葛
藤
と
い
う
内
面
的
祝
祭
劇

と
し
て
政
治
世
界
が
構
築
さ
れ
て
い
る
」
と
し
た
。

４　

唯
一
の
例
外
と
し
て
忠
澄
の
乳
母
の
長
門
と
い
う
者
が
登
場
す
る

が
、
彼
女
も
藤
壺
と
の
仲
介
を
期
待
し
て
頼
ま
れ
る
女
房
の
一
人

で
あ
る
。
長
門
は
藤
壺
づ
き
で
は
な
い
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
彼

女
を
頼
っ
た
滋
野
真
菅
が
、
藤
壺
の
側
近
女
房
に
近
づ
け
て
い
な

い
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
婿
候
補
に
は
ほ
ど
遠
い
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、『
う
つ
ほ
物
語
』

に
お
い
て
物
語
の
進
展
と
と
も
に
女
房
の
機
能
が
変
化
し
て
い
く

こ
と
は
拙
稿
「
女
房
論
」（
前
掲
注
３

『
う
つ
ほ
物
語
大
事
典
』

所
収
）
で
指
摘
し
た
。

５　

新
編
全
集
の
頭
注
に
は
「
仁
寿
殿
の
女
御
は
政
治
的
打
算
か
ら
、

こ
れ
ま
で
も
朱
雀
帝
の
乳
母
に
配
慮
し
て
き
た
か
」（
新
編
全
集

②
三
九
五
）
と
あ
る
。

６　

こ
の
贈
物
に
関
し
て
は
小
嶋
菜
温
子
「「
産
ぶ
屋
」
の
賀
歌
（
３

）

│
『
う
つ
ほ
物
語
』
い
ぬ
宮
の
産
養
と
「
鶴
」「
雉
」「
鯉
」」（『
源

氏
物
語
の
性
と
生
誕
│
王
朝
文
化
史
論
』
有
斐
閣　

二
〇
〇
四
）、

西
山
登
喜
「
う
つ
ほ
物
語
〈
モ
ノ
〉
が
見
せ
る
相
関
図
│
「
再
贈

与
」
に
秘
め
ら
れ
た
女
た
ち
の
牽
制
と
闘
争
」（
三
田
村
雅
子
編

『
源
氏
物
語
の
こ
と
ば
と
身
体
』
青

社　

二
〇
一
〇
）
な
ど
の

論
が
あ
る
。

７　

前
掲
注
６

西
山
論
文
。

８　

底
本
「
大
宮
」（
国
譲
・
中　

七
二
〇
）
と
あ
り
「
太
守
宮
」
も

し
く
は
「
弾
正
宮
」
の
誤
り
か
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
文
脈
上
、
仁
寿
殿
女
御
の
子
を
指
す
と
解
し
て
構

わ
な
い
と
考
え
る
。

９　

史
上
の
典
侍
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
角
田
文
衛
『
日
本
の
後

宮
』（
学
燈
社　

一
九
七
三
）、
加
納
重
文
「
典
侍
」（『
平
安
文
学

の
環
境
│
後
宮
・
俗
信
・
地
理
』
和
泉
書
院　

二
〇
〇
八
）
な
ど

が
あ
る
。

10　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』（
小
学
館
）
か
ら
引
用
し
た
。

11　

三
田
村
雅
子
「
物
語
文
学
の
視
線
」（『
源
氏
物
語　

感
覚
の
論
理
』

有
精
堂　

一
九
九
六
）。

12　

室
城
秀
之
「
う
つ
ほ
物
語
の
後
半
の
会
話
文
」（
前
掲
注
２

『
う

つ
ほ
物
語
の
表
現
と
論
理
』
所
収
）
は
藤
壺
腹
皇
子
が
い
ぬ
宮
を

見
た
事
件
を
例
に
「
実
際
の
で
き
ご
と
を
語
ら
ず
に
、
当
事
者
た

ち
の
会
話
を
通
し
て
描
く
こ
と
で
、
一
義
的
で
は
な
い
物
語
の
読

み
の
世
界
へ
の
広
が
り
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

と
す
る
。
こ
こ
も
そ
の
一
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

13　

前
掲
注
３

神
田
論
文
。

14　

吉
海
直
人
「『
宇
津
保
物
語
』
の
乳
母
達
」（『
平
安
朝
の
乳
母
達

│
『
源
氏
物
語
』
へ
の
階
梯
』
和
泉
書
院　

一
九
九
五
）。

15　

な
お
、
兵
衛
の
君
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
は
、
在
原
忠
保
が
親
代

わ
り
で
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
忠
保
は
「
兵
衛
が
親
方
に

て
、
常
に
申
さ
す
れ
ば
」（
国
譲
・
下　

八
〇
一
）
と
い
う
こ
と

で
修
理
大
夫
に
任
官
す
る
。
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語　

全　

改

訂
版
』（
お
う
ふ
う　

二
〇
〇
一
）
の
八
〇
一
頁
注
九
に
は
「
藤

壺
は
、
忠
保
が
兵
衛
の
君
の
親
代
わ
り
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
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て
い
る
が
、
実
際
は
、
自
分
へ
の
恋
の
た
め
に
出
家
し
た
仲
頼
に

対
す
る
贖
罪
の
た
め
で
あ
る
」
と
あ
る
。
兵
衛
の
君
は
乳
母
子
で

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
忠
・
仲
頼
と
い
う
求
婚
譚
で
最
も
悲
惨

な
末
路
を
辿
っ
た
者
た
ち
の
救
済
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

16　

前
掲
注
３

神
田
論
文
。

17　

他
に
男
女
の
乳
母
子
が
登
場
す
る
例
と
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』

の
惟
光
・
少
将
命
婦
・
大
輔
命
婦
（
惟
光
・
少
将
と
は
異
腹
）
が

挙
げ
ら
れ
る
。
吉
海
直
人
「
乳
母
子
考
」（
前
掲
注
14
『
平
安
朝

の
乳
母
達
│
『
源
氏
物
語
』
へ
の
階
梯
』
所
収
）
で
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
交
流
は
え
が
か
れ
な
い
。
し
か
し
、『
源

氏
物
語
』
の
場
合
、
光
源
氏
は
惟
光
に
対
し
て
夕
顔
の
一
件
を
少

将
命
婦
に
も
言
わ
な
い
よ
う
に
指
示
し
て
お
り
、
む
し
ろ
『
う
つ

ほ
物
語
』
と
は
対
照
的
な
あ
り
方
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、『
狭

衣
物
語
』
に
お
い
て
狭
衣
の
乳
母
子
で
あ
る
道
成
・
道
季
兄
弟
が

情
報
交
換
し
な
い
こ
と
に
も
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
。

18　

武
藤
那
賀
子
「
手
紙
論
」（
前
掲
注
３

『
う
つ
ほ
物
語
大
事
典
』

所
収
）
は
、
こ
れ
は
た
の
言
葉
へ
の
信
頼
は
春
宮
か
ら
の
手
紙
の

信
頼
を
上
回
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

19　

前
掲
注
14
吉
海
論
文
は
「
両
者
の
間
に
は
、
真
の
親
密
さ
は
想
定

で
き
な
い
」
と
す
る
が
、
乳
母
子
で
あ
る
か
ら
こ
そ
切
り
札
に
な

る
こ
と
に
、
こ
れ
は
た
の
価
値
を
見
た
い
。

20　

宅
間
弥
生
子
「
噂
論
」（
前
掲
注
３
『
う
つ
ほ
物
語
大
事
典
』
所
収
）

は
正
頼
家
内
部
の
噂
の
解
釈
の
問
題
を
論
じ
、「
藤
壺
腹
皇
子
立

坊
に
悲
観
的
な
噂
を
自
ら
取
り
込
み
、
助
長
さ
せ
、
さ
ら
に
は
、

正
頼
家
の
婚
姻
政
策
に
お
け
る
政
治
的
な
穴
ま
で
を
も
浮
か
び
あ

が
ら
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
ち
の
・
ゆ
う
こ　

博
士
後
期
課
程
）　


