
『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
「
水
鳥
の
唱
和
」
考

宇
治
の
物
語
の
〈
始
発
〉
と
し
て

磯
部

一

美

序

　
『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
世
界
は
、
「
そ
の
こ
ろ
、
世
に
数
ま
へ
ら
れ
た
ま
は
ぬ
古
宮
お
は
し
け
り
」
と
、
故
・
桐
壷
帝
の
第
八
皇
子
の

存
在
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
幕
を
開
け
る
。
そ
し
て
、
そ
の
始
発
の
巻
で
あ
る
橋
姫
巻
冒
頭
は
、
都
に
お
け
る
八
の
宮
家
の
様
子
を
縷
述
す
る

こ
と
で
、
今
後
の
物
語
展
開
を
予
告
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
橋
姫
巻
に
お
い
て
は
、
八
の
宮
の
生
い
立
ち
、
二
人
の
姫
君
の
出
生
、
成
長
の
様
子
が
、
〈
時
間
〉
の
進
行
に
沿
っ
て
語
ら
れ

て
い
る
の
だ
が
、
今
回
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
「
水
鳥
の
唱
和
」
の
場
面
は
、
そ
の
〈
時
間
〉
の
流
れ
が
急
に
停
滞
し
、
突
如
と
し
て
あ
ら
わ

れ
る
特
異
な
場
面
で
あ
る
。
既
に
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
〈
都
〉
に
お
け
る
三
人
の
在
り
方
を
象
徴
す
る
と
と
も
に
、
宇
治
隠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

棲
後
、
薫
と
の
交
流
が
始
ま
る
ま
で
の
、
語
ら
れ
な
い
〈
宇
治
〉
で
の
暮
ら
し
を
包
括
す
る
、
と
い
う
意
義
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
別
の
視
点
か
ら
こ
の
場
面
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
「
水
鳥
の
唱
和
」
の
場
面
を
、
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（
2
）

（
A
1
）
　
春
の
場
面
〔
橋
姫
一
二
二
頁
五
行
目
～
九
行
目
〕
、
（
A
2
）
八
の
宮
の
和
歌
〔
同
一
二
二
頁
九
行
目
～
一
；
二
頁
三
行
目
〕

（
B
）
　
　
大
君
の
和
歌
〔
同
一
二
三
頁
四
行
目
～
一
〇
行
目
〕

（
C
1
）
　
中
の
君
の
和
歌
〔
同
一
二
三
頁
一
〇
行
目
～
一
二
四
頁
三
行
目
〕
、
（
C
2
）
そ
の
後
の
展
開
〔
同
一
二
四
頁
三
行
目
～
五
行
目
〕

　
と
い
う
三
つ
の
部
分
に
分
け
、
詳
細
に
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
で
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
場
面
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、

こ
の
「
水
鳥
の
唱
和
」
の
場
面
が
、
物
語
の
展
開
上
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
及
ぼ
し
て
い
き
た
い
。

八
の
宮
の
執
心

　
八
の
宮
は
、
光
源
氏
と
右
大
臣
一
派
と
の
政
権
闘
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
結
果
、
そ
の
敗
北
者
側
の
一
員
と
し
て
世
間
か
ら
は
打
ち
捨
て
ら
れ

た
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
唯
一
の
慰
め
と
寄
り
添
っ
て
き
た
妻
・
北
の
方
に
も
二
女
を
出
産
し
た
直
後
に
先
立
た
れ
る
。
強
い
厭
世
感
と
、

す
べ
て
の
不
幸
が
自
ら
の
意
志
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
と
こ
ろ
で
起
こ
っ
て
く
る
と
い
う
絶
望
感
の
中
で
、
し
か
し
後
に
残
さ
れ
た
幼
い
娘

た
ち
を
見
捨
て
る
こ
と
も
で
き
ず
、
仏
道
修
行
の
傍
ら
、
姫
君
た
ち
の
養
育
に
日
々
を
過
ご
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
よ
う
な
日
常
の
一
風
景

と
し
て
、
こ
の
場
面
は
語
り
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

（
A
1
）
　
春
の
う
ら
ら
か
な
る
日
影
に
、
池
の
水
鳥
ど
も
の
翼
う
ち
か
は
し
つ
つ
お
の
が
じ
し
噂
る
声
な
ど
を
、
常
は
は
か
な
き
こ
と
と
見

　
　
　
　
　
た
ま
ひ
し
か
ど
も
、
つ
が
ひ
離
れ
ぬ
を
う
ら
や
ま
し
く
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
君
た
ち
に
御
琴
ど
も
教
へ
き
こ
え
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
橋
姫
一
二
二
頁
〕

　
〈
春
〉
は
、
そ
の
後
文
に
「
春
の
夜
も
い
と
明
か
し
が
た
き
を
」
〔
橋
姫
一
七
二
頁
〕
「
春
の
つ
れ
づ
れ
は
、
い
と
ど
暮
ら
し
が
た
く
な
が
め

た
ま
ふ
」
〔
同
一
七
六
頁
〕
な
ど
と
描
か
れ
る
よ
う
に
、
八
の
宮
に
と
っ
て
は
何
よ
り
慰
め
が
た
い
季
節
で
あ
っ
た
。
〈
春
〉
の
持
つ
、
命
が
芽

吹
く
躍
動
的
な
季
節
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
自
ら
の
〈
つ
が
ひ
〉
で
あ
る
北
の
方
を
永
遠
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
八
の
宮
の
、
深
い
孤
独
と
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憂
愁
を
逆
に
強
く
照
ら
し
出
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
〈
春
〉
は
四
季
の
始
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
〈
歳
〉
の
始
め
で
も
あ
る
。

〈
歳
〉
の
始
め
に
、
人
は
過
去
を
振
り
返
り
、
遠
く
未
来
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
面
を
規
定
す
る
〈
春
〉
は
、
現
在
を
起
点

と
し
て
、
北
の
方
と
の
死
別
以
後
の
日
々
（
過
去
）
と
今
後
（
将
来
）
を
同
時
に
抱
え
込
む
こ
と
で
、
八
の
宮
の
孤
独
と
憂
愁
が
そ
の
歳
月
に

癒
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
反
復
・
継
続
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
八
の
宮
の

思
い
の
延
長
と
し
て
、
〈
琴
〉
は
登
場
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
北
の
方
を
追
慕
す
る
心
情
の
延
長
線
上
に
、
何
よ
り
こ
こ
に
〈
琴
〉
が
選
ば
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
こ
に
、
自
分
と
在
り
し
日
の
妻
の

合
奏
の
記
憶
が
懐
か
し
く
呼
び
起
こ
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
そ
れ
ら
の
楽
器
「
御
琴
ど
も
」
は
、
八
の
宮
と
そ
の
北
の

方
に
よ
っ
て
日
常
的
に
奏
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
娘
た
ち
に
手
ほ
ど
き
す
る
楽
器
の
選
択
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
等
を

考
慮
し
て
八
の
宮
が
与
え
た
も
の
に
違
い
な
く
、
そ
れ
が
姉
姫
の
「
琵
琶
」
で
あ
り
、
妹
姫
の
「
箏
の
御
琴
」
で
あ
っ
た
（
C
2
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
こ
こ
に
見
え
る
「
御
琴
ど
も
」
と
い
う
敬
語
表
現
は
、
そ
れ
が
あ
る
特
定
の
楽
器
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
楽
器

は
単
に
「
琴
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
揮
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
、
引
用
（
C
2
）
に
見
え
る
妹
姫
の
弾
く
「
箏
の
御
琴
」
に
他
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
特
別
に
重
々
し
く
扱
わ
れ
て
い
る
楽
器
だ
け
が
妹
姫
に
与
え
ら
れ
、
姉
姫
に
は
ご
く
平
凡
な
楽
器
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と

は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
箏
の
御
琴
」
と
同
等
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
別
の
、
何
ら
か
の
意
味
を
も
っ
た
楽
器
が
、
姉
姫
に

は
与
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
も
し
「
箏
の
御
琴
」
が
、
八
の
宮
家
を
象
徴
す
る
名
器
と
し
て
の
意

味
合
い
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
名
器
と
し
て
、
大
君
の
「
琵
琶
」
は
、
北
の
方
（
大
臣
家
）
を
象
徴
す
る
も
の
、

あ
る
い
は
北
の
方
自
身
が
日
常
使
用
し
て
い
た
遺
愛
の
品
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
八
の
宮
の
故
・
北
の
方
へ
の
愛
執
と
そ
の
持
続
は
、
〈
琴
〉
を
媒
介
に
、
そ
の
二
人
の
形
見
の
姫
君
へ
と
引
き
継
が
れ
て

い
く
も
の
で
あ
っ
た
。

（
A
2
）
　
い
と
を
か
し
げ
に
、
小
さ
き
御
ほ
ど
に
、
（
a
）
と
り
ど
り
掻
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
物
の
音
ど
も
あ
は
れ
に
を
か
し
く
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
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涙
を
浮
け
た
ま
ひ
て
、

　
（
b
）
「
う
ち
棄
て
て
つ
が
ひ
さ
り
に
し
水
鳥
の
か
り
の
こ
の
世
に
た
ち
お
く
れ
け
ん

心
づ
く
し
な
り
や
」
と
目
を
お
し
拭
ひ
た
ま
ふ
。
（
c
）
容
貌
い
と
き
よ
げ
に
お
は
し
ま
す
宮
な
り
、
年
ご
ろ
の
御
行
ひ
に
痩
せ

　
　
　
　
さ
る
べ
き
に
こ
そ
は
あ
り
け
め
と
、
今
は
と
見
え
し
ま
で
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
う
し
ろ
め
た
げ
に
の
た
ま
ひ
し
を
と
思
し
出
で
つ

　
　
っ
：
：
：
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
橋
姫
一
一
九
頁
〕

　
「
あ
は
れ
」
は
、
単
に
し
み
じ
み
と
し
た
風
情
を
あ
ら
わ
す
だ
け
で
は
な
く
、
八
の
宮
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
北
の
方
と
共
有
し
、
取
り
交
わ

さ
れ
て
き
た
情
感
で
あ
っ
た
。
姫
君
た
ち
の
「
と
り
ど
り
掻
き
鳴
ら
」
す
、
そ
の
「
音
ど
も
」
は
、
か
つ
て
自
分
と
北
の
方
が
同
様
に
合
奏
し

　
　
　
　
　
細
り
た
ま
ひ
に
た
れ
ど
、
さ
て
し
も
あ
て
に
な
ま
め
き
て
、
君
た
ち
を
か
し
づ
き
た
ま
ふ
御
心
ば
へ
に
、
直
衣
の
萎
え
ば
め
る
を

　
　
　
　
　
着
た
ま
ひ
て
、
し
ど
け
な
き
御
さ
ま
い
と
恥
つ
か
し
げ
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
橋
姫
一
二
二
～
一
二
三
頁
〕

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
傍
線
部
（
a
）
に
あ
る
よ
う
に
、
八
の
宮
の
涙
が
、
〈
琴
〉
を
奏
す
る
姫
君
た
ち
の
姿
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ

奏
さ
れ
る
そ
の
〈
音
色
〉
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
文
に
「
雅
楽
寮
の
物
の
師
ど
も
な
ど
や
う
の
す
ぐ

れ
た
る
を
召
し
寄
せ
つ
つ
、
は
か
な
き
遊
び
に
心
を
入
れ
て
生
ひ
出
で
た
ま
へ
れ
ば
、
そ
の
方
は
い
と
を
か
し
う
す
ぐ
れ
た
ま
へ
り
」
〔
橋
姫

一
二
四
～
一
二
五
頁
〕
と
あ
る
よ
う
に
、
八
の
宮
は
琴
の
名
手
で
あ
っ
た
。
そ
の
八
の
宮
が
、
幼
い
二
人
の
姫
君
の
琴
の
音
色
を
「
あ
は
れ
に

を
か
し
」
く
感
じ
る
と
い
う
の
は
、
単
に
親
の
贔
屓
目
と
か
二
人
の
腕
前
が
確
か
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
思
い

出
さ
れ
る
の
が
、
橋
姫
巻
冒
頭
に
多
用
さ
れ
る
「
あ
は
れ
」
で
あ
る
。

　
　
め
づ
ら
し
く
女
君
の
い
と
う
つ
く
し
げ
な
る
生
ま
れ
た
ま
へ
り
。
こ
れ
を
限
り
な
く
あ
は
れ
と
思
ひ
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ふ
に
…
…
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
橋
姫
一
一
八
頁
〕

　
　
限
り
の
さ
ま
に
て
、
何
ご
と
も
思
し
わ
か
ざ
り
し
ほ
ど
な
が
ら
、
こ
れ
を
い
と
心
苦
し
と
思
ひ
て
、
「
た
だ
、
こ
の
君
を
ば
形
見
に
見
た

　
　
ま
ひ
て
、
あ
は
れ
と
思
せ
」
と
ば
か
り
、
た
だ
一
言
な
ん
宮
に
聞
こ
え
お
き
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
先
の
世
の
契
り
も
つ
ら
き
を
り
ふ
し
な
れ

　
　
ど
、
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た
ひ
と
と
き
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
繰
り
返
す
が
、
妻
を
思
い
起
こ
す
〈
よ
す
が
〉
は
、
子
供
た
ち
の
姿
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
〈
音
〉
な
の

で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
「
あ
は
れ
」
で
あ
り
「
を
か
し
」
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
八
の
宮
の
意
識
が
亡
き
北
の
方
へ
の
追
慕
の
情
で
完
結

せ
ず
、
姫
君
た
ち
へ
と
向
か
っ
て
切
り
開
か
れ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
八
の
宮
の
和
歌
（
b
）
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
八
の
宮
の
和
歌
は
通
説
で
は
、
こ
の
世
に
と
り
取
り
残
さ
れ
た
子
供
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
境
涯
を
嘆
い
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
そ
の
こ
と
に
何
ら
異
論
は
な
い
。
し
か
し
一
気
に
そ
の
よ
う
な
深
読
み
に
は
及
ば

ず
、
表
面
を
す
く
っ
て
考
え
て
み
た
場
合
、
こ
の
和
歌
は
む
し
ろ
、
八
の
宮
の
自
分
自
身
の
境
涯
を
嘆
い
た
歌
と
し
て
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
私
に
口
語
訳
す
る
と
、

　
　
う
ち
捨
て
て
、
つ
が
い
が
去
っ
て
し
ま
っ
た
水
鳥
の
か
た
わ
れ
（
で
あ
る
自
分
）
は
、
ど
う
し
て
か
り
そ
め
の
こ
の
世
に
（
そ
の
子
供
た

　
　
ち
と
と
も
）
に
と
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
ど
ち
ら
に
よ
り
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
諸
注
の
引
く
「
か
り
の
こ
」
の
懸
詞

を
無
視
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
「
つ
が
ひ
」
は
〈
母
〉
で
は
な
く
＜
妻
〉
で
あ
る
。
ま
た
、
「
う
ち
棄
て
」
ら
れ
た
の
は
八
の

宮
自
身
で
あ
り
、
こ
の
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
意
識
の
中
に
は
、
我
が
身
か
ら
す
べ
て
の
も
の
を
奪
っ
て
い
く
＜
運
命
＞
1
世
の
無
情
ー
へ
の
恨

み
と
、
自
ら
の
意
志
で
捨
て
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
自
ら
断
ち
切
っ
た
思
い
で
は
な
い
と
い
う
未
練
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
幼
い
姫
君
た
ち

は
、
ま
だ
「
か
り
の
こ
」
H
〈
卵
〉
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
八
の
宮
の
孤
独
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
こ
こ
に
は
、
後
の
こ
と

に
な
る
が
、
宮
邸
焼
亡
の
後
の
独
詠
「
見
し
人
も
宿
も
煙
に
な
り
に
し
を
な
に
と
て
わ
が
身
消
え
残
り
け
ん
」
〔
橋
姫
一
二
六
頁
〕
を
思
い
合

わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
点
を
勘
考
し
て
も
、
や
は
り
こ
の
歌
は
「
立
ち
遅
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
（
ま
ず
）
自
分
で
あ
り
、

（
次
に
）
そ
の
子
供
た
ち
で
も
あ
っ
た
の
だ
」
と
解
釈
す
る
方
が
、
よ
り
自
然
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
八
の
宮
の
こ
の
よ
う
な
姿
は
、
当
然
な
が
ら
印
象
的
な
父
親
の
像
を
結
ば
な
い
。
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
後
に
続
い
て
語
ら
れ

る
八
の
宮
の
風
貌
（
c
）
は
象
徴
的
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
姫
君
た
ち
へ
の
愛
情
が
、
父
親
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
北
の
方
へ
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の
追
慕
の
情
の
延
長
線
上
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
よ
り
主
体
的
、
具
体
的
な
八
の
宮
の
父
親
像
は
希
薄
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の

は
、
手
ず
か
ら
姫
君
た
ち
を
育
て
る
と
い
う
常
識
を
越
え
た
と
こ
ろ
の
父
親
と
し
て
の
八
の
宮
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
ん
な
中
に
あ
り
な
が
ら

際
立
っ
た
気
品
と
高
貴
さ
に
支
え
ら
れ
た
親
王
と
し
て
の
八
の
宮
の
姿
な
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
八
の
宮
の
和
歌
は
、
北
の
方
へ
の
追
慕
の
情
を
基
盤
に
、
自
分
自
身
の
嘆
き
や
姫
君
た
ち
へ
の
憐
欄
と
い
っ
た
も

の
を
取
り
込
ん
だ
、
い
わ
ば
自
ら
の
〈
思
い
〉
を
凝
縮
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
和
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
の
突
き
つ
め
ら
れ
た
心

情
を
〈
言
葉
〉
と
し
て
外
に
発
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
〈
思
い
〉
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
姫
君
た
ち
に
受

け
止
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
そ
れ
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
八
の
宮
の
養
育
の
有
様
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

二
　
八
の
宮
の
愛
育

　
八
の
宮
に
よ
っ
て
姫
君
た
ち
の
様
子
が
語
ら
れ
る
の
は
、
「
水
鳥
の
唱
和
」
の
場
面
ま
で
に
四
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
以
下
、
場
面
に
即
し
て

見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

①
め
づ
ら
し
く
、
女
君
の
い
と
う
つ
く
し
げ
な
る
生
ま
れ
た
ま
へ
り
。
こ
れ
を
限
り
な
く
あ
は
れ
と
思
ひ
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ふ
に
、
ま

　
　
た
さ
し
つ
づ
き
け
し
き
ば
み
た
ま
ひ
て
、
こ
の
た
び
は
男
に
て
も
な
ど
思
し
た
る
に
、
同
じ
さ
ま
に
て
た
ひ
ら
か
に
は
し
た
ま
ひ
な
が
ら
、

　
　
い
と
い
た
く
わ
づ
ら
ひ
て
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
宮
、
あ
さ
ま
し
と
思
し
ま
ど
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
橋
姫
一
一
八
頁
〕

　
長
年
、
北
の
方
と
寄
り
添
う
よ
う
に
暮
ら
し
て
き
た
八
の
宮
で
は
あ
っ
た
が
、
や
が
て
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
し
き
れ
な
く
な
り
、
わ
が
子
の

誕
生
を
望
む
よ
う
に
な
る
。
大
君
は
そ
う
し
た
な
か
、
ま
さ
に
待
望
の
初
子
と
し
て
誕
生
し
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
中
の
君
は
、
「
こ
の
た
び

は
男
に
て
も
」
と
期
待
さ
れ
な
が
ら
、
さ
ら
に
は
最
愛
の
北
の
方
の
死
の
原
因
と
も
な
り
、
そ
の
誕
生
は
決
し
て
手
放
し
で
喜
び
、
迎
え
ら
れ

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
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②
年
月
も
経
れ
ば
、
お
の
お
の
お
よ
す
け
ま
さ
り
た
ま
ふ
さ
ま
容
貌
の
う
つ
く
し
う
あ
ら
ま
ほ
し
き
を
、
明
け
暮
れ
の
御
慰
め
に
て
、
お
の

　
　
つ
か
ら
ぞ
過
ぐ
し
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
橋
姫
＝
九
頁
〕

　
姫
君
た
ち
を
手
ず
か
ら
育
て
る
の
は
皇
族
と
い
う
身
分
・
立
場
上
、
世
間
体
が
悪
い
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
後
見
の
あ
て
の
な
い

姫
君
た
ち
を
見
捨
て
て
出
家
し
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
年
月
の
流
れ
は
、
そ
の
ま
ま
姫
君
た
ち
を
い
と
お
し
み
、
育
ん
だ
時
間
で
も
あ

る
。
八
の
宮
の
愛
育
通
り
、
姫
君
た
ち
は
理
想
ど
お
り
の
成
長
を
遂
げ
て
い
く
。
そ
の
姿
を
「
明
け
暮
れ
」
の
慰
め
に
し
て
い
る
う
ち
に
、
自

然
と
月
日
は
過
ぎ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

③
後
に
生
ま
れ
た
ま
ひ
し
君
を
ば
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
、
「
い
で
や
、
を
り
ふ
し
心
憂
く
」
な
ど
う
ち
つ
ぶ
や
き
て
、
心
に
入
れ
て
も
あ
つ

　
　
か
ひ
き
こ
え
ざ
り
け
れ
ど
、
限
り
の
さ
ま
に
て
、
何
ご
と
も
思
し
わ
か
ざ
り
し
ほ
ど
な
が
ら
、
こ
れ
を
い
と
心
苦
し
と
思
ひ
て
、
「
た
だ
、

　
　
こ
の
君
を
ば
形
見
に
見
た
ま
ひ
て
、
あ
は
れ
と
思
せ
」
と
ば
か
り
、
た
だ
一
言
な
ん
宮
に
聞
こ
え
お
き
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
前
の
世
の
契
り

　
　
も
つ
ら
き
を
り
ふ
し
な
れ
ど
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
は
あ
り
け
め
と
、
今
は
と
見
え
し
ま
で
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
う
し
ろ
め
た
げ
に
の
た

ま
ひ
し
を
と
思
し
出
で
つ
つ
、
こ
の
君
を
し
も
い
と
か
な
し
う
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
容
貌
な
む
ま
こ
と
に
い
と
う
つ
く
し
う
、
ゆ
ゆ

し
き
ま
で
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
。
姫
君
は
、
心
ば
せ
静
か
に
よ
し
あ
る
方
に
て
、
見
る
目
も
て
な
し
も
気
高
く
心
に
く
き
さ
ま
そ
し
た
ま

　
　
へ
る
、
い
た
は
し
く
や
む
ご
と
な
き
筋
は
ま
さ
り
て
、
い
つ
れ
を
も
さ
ま
ざ
ま
に
思
ひ
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
か
な
は
ぬ
こ
と
多

　
　
く
、
年
月
に
そ
へ
て
宮
の
内
も
の
さ
び
し
く
の
み
な
り
ま
さ
る
。
さ
ぶ
ら
ひ
し
人
も
、
た
づ
き
な
き
心
地
す
る
に
え
忍
び
あ
へ
ず
、
次
々

　
　
に
、
従
ひ
て
ま
か
で
散
り
つ
つ
、
若
君
の
御
乳
母
も
、
さ
る
騒
ぎ
に
は
か
ば
か
し
き
人
を
し
も
選
り
あ
へ
た
ま
は
ざ
り
け
れ
ば
、
ほ
ど
に

　
　
つ
け
た
る
心
浅
さ
に
て
、
幼
き
ほ
ど
を
見
棄
て
た
て
ま
つ
り
に
け
れ
ば
、
た
だ
宮
ぞ
は
ぐ
く
み
た
ま
ふ
。
　
〔
橋
姫
一
一
九
～
一
二
〇
頁
〕

　
母
親
の
死
と
引
き
換
え
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
き
た
中
の
君
を
、
仕
え
る
女
房
た
ち
は
「
を
り
ふ
し
心
憂
く
」
と
親
身
に
な
っ
て
世
話
を

し
よ
う
と
し
な
い
。
女
房
た
ち
の
こ
れ
ら
の
態
度
は
、
一
方
で
八
の
宮
自
身
が
、
最
愛
の
妻
の
命
を
奪
っ
た
娘
と
し
て
忌
み
嫌
う
こ
と
も
で
き

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
八
の
宮
は
、
女
房
た
ち
の
こ
う
し
た
言
葉
を
片
耳
に
聞
き
な
が
ら
・
「
た
だ
・
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こ
の
君
を
ば
形
見
に
見
た
ま
ひ
て
、
あ
は
れ
と
思
せ
」
と
い
う
北
の
方
の
遺
三
口
を
思
い
、
「
こ
の
君
を
し
も
い
と
か
な
し
う
し
た
て
ま
つ
り
た

ま
ふ
」
と
、
中
の
君
を
殊
更
に
い
と
お
し
む
。
「
か
な
し
」
と
は
、
「
対
象
に
対
す
る
感
情
が
痛
切
に
迫
っ
て
心
の
か
き
立
て
ら
れ
る
さ
ま
を
表

す
霞
で
あ
る
・
思
う
に
・
八
の
宮
の
・
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
単
な
る
遺
言
の
順
守
と
い
う
譲
に
は
お
さ
ま
ら
な
い
、
む
し
ろ
〈
ゆ
か
り
〉

で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
自
身
へ
の
愛
着
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
北
の
方
へ
の
こ
だ
わ
り
、
愛
情
1
1
愛
執
と
は
、
個

人
的
情
愛
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
共
に
辛
酸
を
な
め
続
け
て
き
た
運
命
共
同
体
的
存
在
と
し
て
北
の
方
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
初
め
て
二
人
の
姫
君
が
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
く
る
。
中
の
君
は
「
容
貌
な
む
ま
こ
と
に
い
と
う
つ
く

し
う
、
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
」
と
そ
の
容
貌
が
、
大
君
は
「
心
ば
せ
静
か
に
よ
し
あ
る
方
に
て
、
見
る
目
も
て
な
し
も
気
高
く

心
に
く
き
さ
ま
そ
し
た
ま
へ
る
、
い
た
は
し
く
や
む
ご
と
な
き
筋
は
ま
さ
り
て
」
と
、
そ
の
内
面
が
称
賛
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
美
質
は

今
後
の
二
人
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
両
者
の
美
質
が
、
八
の
宮
の
愛
育
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時

に
、
そ
う
し
た
表
現
が
、
八
の
宮
の
姫
君
た
ち
を
見
る
〈
視
線
〉
に
直
結
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
お
そ
ら
く
そ

れ
ら
の
美
質
は
、
そ
の
ま
ま
八
の
宮
の
愛
情
の
〈
質
〉
の
問
題
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
母
親
も
乳
母
も
い
な
い
状
況
で
「
た
だ
宮
ぞ
は
ぐ
く
み
た
ま
ふ
」
の
が
中
の
君
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
面
に
は
、
中
の
君
を
囲
む
厳
し
い
状
況

が
全
方
位
的
に
繰
り
返
し
描
か
れ
て
お
り
、
中
の
君
が
八
の
宮
の
愛
情
以
外
に
は
ま
っ
た
く
頼
る
も
の
の
な
い
孤
絶
し
た
状
態
で
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
こ
の
こ
と
は
八
の
宮
の
視
線
が
、
関
心
が
、
よ
り
中
の
君
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
八
の
宮
の
愛

情
が
、
中
の
君
を
「
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
」
よ
う
に
見
せ
、
一
方
で
大
君
を
「
気
高
く
心
に
く
き
さ
ま
」
に
見
せ
て
も
い
る
の

で
あ
る
。
大
君
の
そ
れ
は
、
八
の
宮
が
そ
の
人
格
を
認
め
、
少
し
距
離
を
置
い
た
視
線
を
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
大
君
へ
の
心
的
距
離
で
も
あ
ろ
う
。
二
人
の
養
育
は
「
い
つ
れ
を
も
さ
ま
ざ
ま
に
」
な
の
で
あ
り
、
決
し
て
同
一
に
行
わ
れ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
で
は
な
い
。
八
の
宮
の
養
育
の
差
異
は
、
今
後
、
直
接
的
に
二
人
に
影
響
を
与
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
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理
性
で
愛
す
る
大
君
、
感
情
で
愛
す
る
中
の
君
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
、
「
心
ば
へ
」
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の

が
次
の
場
面
で
あ
ろ
う
。

④
御
念
諦
の
隙
々
に
は
、
こ
の
君
た
ち
を
も
て
あ
そ
び
、
や
う
や
う
お
よ
す
け
た
ま
へ
ば
、
琴
な
ら
は
し
、
碁
打
ち
、
偏
つ
ぎ
な
ど
は
か
な

　
　
き
　
は
か
な
き
戯
れ
ご
と
の
中
に
も
う
つ
く
し
き
筋
を
し
出
で
た
ま
へ
ば
、
思
し
放
ち
た
る
年
月
こ
そ
、
た
だ
さ
る
方
の
ら
う
た
さ
の
み

　
　
は
あ
り
つ
れ
、
忍
び
が
た
く
な
り
て
、
心
苦
し
け
れ
ど
、
い
か
が
あ
り
け
む
、
人
の
け
ち
め
見
た
て
ま
つ
り
分
く
べ
き
御
仲
に
も
あ
ら
ぬ

　
　
に
、
男
君
は
と
く
起
き
た
ま
ひ
て
、
女
君
は
さ
ら
に
起
き
た
ま
は
ぬ
朝
あ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
葵
七
〇
頁
〕

　
葵
の
上
の
喪
が
明
け
て
、
久
し
ぶ
り
に
二
条
院
に
戻
っ
た
光
源
氏
が
、
碁
打
ち
、
偏
つ
ぎ
と
い
っ
た
遊
び
ご
と
の
な
か
に
成
長
し
た
紫
の
上

を
実
感
し
、
新
枕
を
交
わ
す
場
面
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
見
な
い
間
に
美
し
く
成
長
し
た
そ
の
様
子
に
、
源
氏
は
そ
ろ
そ
ろ
結
婚
を
と
ほ
の
め
か

す
が
、
し
か
し
紫
の
上
は
幼
く
、
ま
っ
た
く
理
解
し
た
様
子
が
な
い
。
源
氏
は
そ
ん
な
紫
の
上
を
た
だ
見
守
る
が
、
あ
る
日
、
碁
打
ち
、
偏
つ

ぎ
を
す
る
そ
の
才
気
あ
ふ
れ
る
様
子
に
と
う
と
う
堪
え
切
れ
な
く
な
り
、
強
硬
手
段
に
出
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
人
さ
え
も
気
付
か
ぬ
「
心
ば

へ
」
を
顕
在
化
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
男
女
の
場
合
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
欲
望
を
も
か
き
立
て
る
の
が
、
「
は
か
な
き
御
遊
び
わ
ざ
」
な
の
で

　
　
き
御
遊
び
わ
ざ
に
つ
け
て
も
、
心
ば
へ
ど
も
を
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
姫
君
は
、
ら
う
ら
う
じ
く
、
深
く
重
り
か
に
見
え
た
ま
ふ
。

　
　
若
君
は
、
お
ほ
ど
か
に
ら
う
た
げ
な
る
さ
ま
し
て
、
も
の
つ
つ
み
し
た
る
け
は
ひ
に
い
と
う
つ
く
し
う
、
さ
ま
ざ
ま
に
お
は
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
橋
姫
一
二
一
～
一
二
二
頁
〕

　
八
の
宮
は
、
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
る
娘
た
ち
に
対
し
て
琴
、
碁
打
ち
、
偏
つ
ぎ
な
ど
と
い
っ
た
、
貴
族
の
嗜
み
を
手
ほ
ど
き
す
る
。
つ
れ
づ

れ
の
慰
み
ご
と
と
は
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
神
野
藤
昭
夫
氏
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
ま
さ
に
王
族
と
し
て
の
誇
り
を
つ
た
え
る
べ
き
〈
み

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ヱ

や
び
わ
ざ
〉
」
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
「
心
ば
へ
」
は
注
目
さ
れ
、
重
要
視
も
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、

正
編
に
お
け
る
光
源
氏
と
紫
の
上
の
様
子
と
も
似
通
っ
て
い
る
の
で
、
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

　
　
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
た
だ
こ
な
た
に
て
碁
打
ち
、
偏
つ
ぎ
な
ど
し
つ
つ
日
を
暮
ら
し
た
ま
ふ
に
、
心
ば
へ
の
ら
う
ら
う
じ
く
愛
敬
づ
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あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
と
き
の
紫
の
上
の
様
子
は
「
ら
う
ら
う
じ
く
愛
敬
づ
き
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
君
の
「
ら
う
ら
う
じ
く
、
深
く

重
り
か
」
と
い
っ
た
姿
と
も
照
応
す
る
。
新
枕
直
前
の
紫
の
上
と
、
大
君
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
そ
れ
が
大
君
の
精
神
的

成
長
を
、
ひ
い
て
は
恋
物
語
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
大
君
の
内
面
は
す
で
に
一
人
前
の
女
性
と
し
て
、
そ
の
恋
が

語
ら
れ
て
も
何
ら
お
か
し
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
場
面
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
大
君
の
成
長

　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
（
B
）
大
君
の
和
歌
の
場
面
を
見
て
い
き
た
い
。

　
眼
前
の
水
鳥
に
、
己
れ
と
子
供
た
ち
の
姿
を
見
て
、
思
わ
ず
口
ず
さ
ん
だ
八
の
宮
の
和
歌
に
対
し
、
そ
の
意
味
を
素
早
く
理
解
し
、
応
答
し

た
の
が
大
君
で
あ
っ
た
。
大
君
は
「
つ
が
ひ
」
「
水
鳥
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
父
親
の
憂
愁
を
敏
感
に
感
じ
取
り
、
自
分
の
立
場
か
ら
そ
の
心

情
を
和
歌
に
詠
む
。

（
B
）
　
姫
君
、
御
硯
を
や
を
ら
引
き
寄
せ
て
、
手
習
の
や
う
に
書
き
ま
ぜ
た
ま
ふ
を
、
「
こ
れ
に
書
き
た
ま
へ
。
硯
に
は
書
き
つ
け
ざ
な
り
」

　
　
　
　
と
て
紙
奉
り
た
ま
へ
ば
、
恥
ぢ
ら
ひ
て
書
き
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
（
d
）
い
か
で
か
く
巣
立
ち
け
る
ぞ
と
思
ふ
に
も
う
き
水
鳥
の
ち
ぎ
り
を
ぞ
知
る

　
　
　
　
（
e
）
よ
か
ら
ね
ど
、
そ
の
を
り
は
い
と
あ
は
れ
な
り
け
り
。
（
f
）
手
は
、
生
ひ
先
見
え
て
、
（
9
）
ま
だ
よ
く
も
つ
づ
け
た
ま
は

　
　
　
　
ぬ
ほ
ど
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
橋
姫
一
二
三
頁
〕

　
と
こ
ろ
で
、
大
君
の
和
歌
を
形
成
す
る
重
要
な
語
句
で
あ
る
「
う
き
（
身
）
」
「
ち
ぎ
り
」
と
い
う
言
葉
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き

た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
橋
姫
巻
に
お
け
る
〈
憂
し
〉
〈
契
り
〉
と
い
っ
た
言
葉
が
、
始
源
的
に
ど
こ
ま
で
潮
る
こ
と
が
で
き
る
の
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か
考
え
て
み
た
と
き
、
生
前
の
母
親
の
以
下
の
よ
う
な
感
慨
が
思
い
出
さ
れ
て
く
る
。

　
　
北
の
方
も
、
昔
の
大
臣
の
御
む
す
め
な
り
け
る
、
あ
は
れ
に
心
細
く
、
親
た
ち
の
思
し
お
き
て
た
り
し
さ
ま
な
ど
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
に
た

　
　
と
し
へ
な
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
深
き
御
契
り
の
二
つ
な
き
ば
か
り
を
う
き
世
の
慰
め
に
て
、
か
た
み
に
ま
た
な
く
頼
み
か
は
し
た
ま
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
橋
姫
一
一
七
頁
〕

　
わ
ず
か
数
え
年
三
つ
で
母
を
亡
く
し
た
大
君
に
母
親
の
こ
の
感
慨
を
重
ね
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
暴
力
的
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
言
葉
を
発
す
る
発
し
な
い
と
い
っ
た
次
元
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
思
い
が
そ
の
娘
で
あ
る
大
君
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
母
親
の
こ
の
思
い
の
延
長
線
上
に
大
君
の
言
葉
は
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
八
の
宮
と
北
の
方
の
、
お
互
い
の
み
を
生
き
る
術
と
す
る
し
か
な
か
っ
た
二
人
の
姿
と
も
重
な
り
あ
う
の
で
あ
っ

た
。
「
深
き
御
契
り
」
だ
け
が
「
う
き
世
の
慰
め
」
で
あ
る
と
す
る
母
親
と
、
そ
の
両
親
の
「
ち
ぎ
り
」
こ
そ
が
「
う
き
（
身
）
」
で
あ
る
こ
と

を
認
識
さ
せ
ら
れ
る
と
す
る
大
君
の
発
想
は
、
〈
夫
婦
〉
と
い
う
縁
の
な
か
に
、
〈
親
子
〉
と
い
う
縁
を
抱
え
込
む
と
い
う
意
味
で
も
、
母
親
の

言
葉
を
継
い
だ
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
大
君
の
い
う
「
契
り
」
に
は
、
〈
つ
が
ひ
＞
H
〈
母
〉
を
失
っ
た
〈
水
鳥
＞
H
〈
父
親
〉

の
姿
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
順
番
が
逆
に
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
上
の
句
の
「
巣
立
ち
」
は
「
水
鳥
」
‖
父
親
に

よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
水
鳥
」
に
よ
っ
て
こ
ん
な
に
も
巣
立
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
は
、
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
や

は
り
、
父
親
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
歌
（
d
）
の
解
釈
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も
一
人
前
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
に
つ
け
て
も
、
そ
れ
は
お
父
様
が
一
人
で
育
ん
で
く
だ
さ
っ
た
お
か
げ
と
感

　
　
謝
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
思
う
ゆ
え
に
、
お
母
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
こ
の
状
況
が
つ
く
づ
く
辛
く
思
い
知
ら
さ

　
　
れ
る
こ
と
で
す
。

　
前
節
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
大
君
は
す
で
に
単
な
る
〈
子
ど
も
〉
で
は
な
い
。
大
君
の
精
神
的
成
長
は
「
巣
立
ち
け
る
ぞ
」
と
い
う
言
葉
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
大
君
自
身
が
既
に
大
人
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
こ
の
歌
は
、
父
親
と
同
等
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の
や
り
取
り
を
す
べ
く
、
母
親
の
存
在
を
念
頭
に
お
い
て
観
念
的
に
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
和
歌
に
対
し
て
語
り
手
は
（
f
）
「
手
は
生
ひ
先
見
え
」
る
も
の
の
、
（
9
）
「
ま
だ
よ
く
も
つ
づ
け
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
」
未

熟
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
詠
ん
だ
大
君
の
歌
を
（
e
）
「
よ
か
ら
ね
ど
」
と
非
難
す
る
。
従
来
の
注
釈
書
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

い
な
い
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
三
谷
邦
明
氏
は
こ
こ
が
自
由
間
接
言
説
で
あ
り
「
語
り
手
の
認
知
だ
と
理
解
で
き
る
と
同
時
に
、
宇
治
の
八
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

宮
の
認
識
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
今
ま
で
の
解
釈
の
大
半
は
こ
の
部
分
を
草
子
地
、
つ
ま
り
語
り
手
の
評
言
と
と

ら
え
、
そ
こ
に
何
の
疑
問
も
抱
か
な
い
で
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
や
は
り
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
箇
所
で
あ
ろ
う
。
三
谷
氏
同
様
、
こ
こ

で
は
語
り
手
と
八
の
宮
の
心
情
が
交
錯
す
る
場
面
と
し
て
、
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。

　
さ
て
、
で
は
な
ぜ
八
の
宮
は
「
よ
か
ら
ね
ど
、
あ
は
れ
」
と
感
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
繰
り

返
し
に
な
る
が
、
「
あ
は
れ
」
と
は
八
の
宮
と
北
の
方
の
間
で
繰
り
返
し
交
わ
さ
れ
て
き
た
情
感
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
が
「
あ
は
れ
」
を
誘
う

と
い
う
こ
と
は
、
大
君
が
八
の
宮
と
「
あ
は
れ
」
を
共
有
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
情
感
を
共
有
で

き
る
ほ
ど
に
こ
の
歌
は
優
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
君
の
歌
は
、
何
が
よ
く
な
い
か
は
別
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
折
に
は
「
あ
は
れ
」
を
誘
う

も
の
で
あ
る
と
、
否
定
と
い
う
よ
り
は
肯
定
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
続
い
て
そ
の
後
文
を
見
る
と
「
手
は
、
生
ひ
先
見
え
て
、
ま
だ
よ
く
も
つ
づ
け
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
な
り
」
と
、
そ
の
手
蹟
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ

て
い
る
。
大
君
の
手
蹟
は
今
後
の
成
長
が
忍
ば
れ
る
も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
未
熟
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
歌
は
、
ま
だ
文
字
も
一
人
前
に
書

け
な
い
の
に
「
あ
は
れ
」
だ
け
は
一
人
前
で
あ
る
と
い
う
、
大
君
の
早
熟
さ
（
観
念
的
な
憂
き
身
意
識
の
発
露
）
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
言
葉
を
変
え
る
な
ら
ば
、
大
君
の
分
不
相
応
な
詠
み
ぶ
り
へ
の
批
判
と
も
い
え
よ
う
。
で
は
、
八
の
宮
の
こ
の
よ
う
な
感
情
は
い
っ
た

い
何
に
由
来
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
八
の
宮
の
子
供
た
ち
へ
の
意
識
の
中
に
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

水
鳥
の
和
歌
（
b
）
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
。

　
　
う
ち
棄
て
て
つ
が
ひ
さ
り
に
し
水
鳥
の
か
り
の
こ
の
世
に
た
ち
お
く
れ
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
橋
姫
一
二
二
頁
〕
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八
の
宮
に
と
っ
て
、
大
君
は
い
く
ら
成
長
は
な
は
だ
し
い
と
は
い
え
、
や
は
り
「
か
り
の
こ
」
‖
〈
卵
〉
な
の
で
あ
る
。
大
君
が
八
の
宮
の

意
図
を
越
え
て
、
自
ら
成
長
し
、
巣
立
つ
姿
は
、
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
決
し
て
快
く
は
思
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
か
。
「
よ
か
ら
ね
ど
」
の
真
意
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
大
君
は
八
の
宮
の
独
詠
の
意
味
を
理
解
し
、
そ
の
気
持
ち
に
添
っ
た
和
歌
を
即
興
的
に
詠
ん
だ
。
即
興
に
は
そ
の
人
物
の
人
柄
が
そ
の
ま
ま

あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
よ
か
ら
ね
ど
、
そ
の
を
り
は
い
と
あ
は
れ
な
り
け
り
」
（
あ
ま
り
感
心
で
き
な
い
が
、
し
か
し
折
に
あ
っ
て
大
変

し
み
じ
み
と
感
じ
ら
れ
る
）
と
い
う
こ
の
一
文
に
は
、
八
の
宮
の
以
上
の
よ
う
な
心
境
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
方
で
、
大
君
が
母
を

継
承
し
て
い
く
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
八
の
宮
は
そ
の
深
層
部
で
拒
否
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。

四
　
中
の
君
の
境
涯

　
大
君
が
八
の
宮
の
和
歌
に
即
座
に
対
応
し
た
の
に
対
し
、
中
の
君
は
父
宮
に
勧
め
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
筆
を
と
る
。
大
君
と
は
対
照
的
な
中

の
君
の
こ
の
よ
う
な
受
け
身
の
姿
勢
は
、
年
少
ゆ
え
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
〈
ま
ね
ぶ
〉
こ
と
が
日
常
化
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
て
「
久
し
く
」
か
か
っ
て
書
き
出
し
た
の
が
、
次
の
和
歌
で
あ
っ
た
。

「
若
君
も
書
き
た
ま
へ
」
と
あ
れ
ば
、
い
ま
す
こ
し
幼
げ
に
、
久
し
く
書
き
出
で
た
ま
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
（
h
）
泣
く
泣
く
も
は
ね
う
ち
着
す
る
君
な
く
は
わ
れ
ぞ
巣
守
り
に
な
る
べ
か
り
け
る

御
衣
ど
も
な
ど
萎
え
ば
み
て
、
御
前
に
ま
た
人
も
な
く
、
い
と
さ
び
し
く
つ
れ
づ
れ
げ
な
る
に
、
（
i
）
さ
ま
ざ
ま
い
と
ら
う
た

げ
に
て
も
の
し
た
ま
ふ
を
あ
は
れ
に
心
苦
し
う
、
い
か
が
思
さ
ざ
ら
ん
、
経
を
片
手
に
持
た
ま
う
て
、
か
つ
読
み
つ
つ
唱
歌
も
し

た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
橋
姫
一
二
三
～
一
二
四
頁
〕
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（
C
1
）

生
ま
れ
て
す
ぐ
に
母
を
失
っ
た
中
の
君
は
、
女
親
と
い
う
も
の
を
ま
っ
た
く
知
ら
ず
に
育
っ
た
。
し
た
が
っ
て
父
や
姉
の
よ
う
に
、
亡
き
母



を
忍
ん
で
和
歌
を
詠
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
八
の
宮
が
再
婚
す
れ
ば
、
経
済
的
に
豊
か
に
な
り
、
せ
め
て
優
れ
た
女
房
を
身
近
に
仕
え
さ

せ
る
こ
と
は
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
八
の
宮
は
ー
子
供
た
ち
の
立
場
に
立
て
ば
ー
妻
‖
継
母
を
作
る
こ
と
を
拒
み
続
け
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
継
子
い
じ
め
へ
の
危
惧
だ
っ
た
の
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
し
か
し
結
果
的
に
は
、
中
の
君
は
周
囲
か
ら
は
孤
絶
し
た
状
態
で
、

た
だ
父
親
の
愛
情
だ
け
を
受
け
て
育
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
彼
女
の
和
歌
は
、
父
親
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
に
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

に
は
、
受
動
的
生
き
方
の
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
和
歌
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
し
か
し
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
大
君
と
の
差
異
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
中
の
君
の
生
き
方
を
そ
の
和
歌
の
中
に
読
み
取
っ
て
い
き
た
い
。

　
そ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
、
父
親
の
姿
を
そ
の
ま
ま
詠
ん
だ
「
泣
く
泣
く
も
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
大
君
が
父
親
の

辛
い
胸
の
内
を
読
み
取
っ
た
の
に
対
し
、
眼
前
の
父
親
の
姿
を
描
き
取
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
八
の
宮
の
外
面
と
内
面
を
照
ら
し
出
し
て
い

て
、
ま
さ
に
好
一
対
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
立
ち
返
っ
て
み
る
と
、
こ
れ
を
た
だ
単
に
眼
前
の
八
の
宮
の
姿
と
す
る
に
は
、
こ
の
言
葉
は
あ

ま
り
に
重
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
を
育
て
て
く
れ
る
そ
の
人
は
今
、
眼
前
で
悲
し
み
の
涙
を
流
し
て
い
る
（
あ
る
い
は

い
た
と
い
う
べ
き
か
）
の
で
あ
る
。
も
し
中
の
君
が
、
た
だ
単
に
受
動
的
な
性
格
で
、
父
宮
の
愛
情
に
包
ま
れ
、
安
穏
と
日
々
を
過
ご
し
て
い

る
だ
け
の
姫
君
で
あ
っ
た
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
冷
静
な
自
己
観
察
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
大
君
の
「
巣
立
ち
」

に
対
す
る
「
巣
守
り
」
と
い
う
言
葉
に
も
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
中
の
君
は
、
姉
君
の
和
歌
同
様
〈
巣
立
っ
た
自
分
〉
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
、
そ
れ
を
反
転
さ
せ
「
わ
れ
ぞ
巣
守
り
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
自
分
が
姉
君
と
は
違
う
、
父
親
だ
け
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
境
遇
で
あ

る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
孤
絶
し
た
環
境
に
あ
り
な
が
ら
、
中
の
君
に
は
大
君
の
よ
う
な
〈
憂
き
身
〉
意
識
は
な
い
。
厳
し
い
現
実
と
対
峙
し

な
が
ら
も
、
そ
れ
で
も
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
否
定
せ
ず
、
そ
の
く
生
V
を
引
き
受
け
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
大
君
の
そ
れ
と
は

対
照
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
歌
は
、
八
の
宮
の
悲
し
み
を
理
解
し
、
自
ら
の
境
遇
を
正
し
く
認
識
し
、
生
き
て
い
る
自
分
を
肯
定
し
て
い
る

中
の
君
の
生
き
方
そ
の
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
歌
な
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
歌
に
対
し
て
、
八
の
宮
は
ど
の
よ
う
な
感
慨
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
八
の
宮
の
目
に
映
る
中
の
君
は
、
大
君

よ
り
も
「
い
ま
す
こ
し
幼
げ
」
な
様
子
で
あ
る
。
「
久
し
く
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、
懸
命
に
和
歌
に
取
り
組
も
う
と
す
る
中
の
君
を
見
つ

め
る
、
八
の
宮
の
慈
愛
に
満
ち
た
優
し
い
眼
差
し
が
あ
る
。
こ
の
場
面
も
や
は
り
正
編
に
お
け
る
光
源
氏
の
紫
の
上
へ
の
手
習
い
に
類
似
性
が

見
ら
れ
る
の
で
、
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

　
　
「
武
蔵
野
と
い
へ
ば
か
こ
た
れ
ぬ
」
と
紫
の
紙
に
書
い
た
ま
へ
る
、
墨
つ
き
の
い
と
こ
と
な
る
を
取
り
て
見
ゐ
た
ま
へ
り
。
す
こ
し
小
さ

　
　
く
て
、

　
　
　
ね
は
見
ね
ど
あ
は
れ
と
そ
思
ふ
武
蔵
野
の
露
わ
け
わ
ぶ
る
草
の
ゆ
か
り
を

と
あ
り
。
「
い
で
君
も
書
き
た
ま
へ
」
と
あ
れ
ば
、
「
ま
だ
よ
う
は
書
か
ず
」
と
て
、
見
上
げ
た
ま
へ
る
が
何
心
な
く
う
つ
く
し
げ
な
れ
ば
、

う
ち
ほ
ほ
笑
み
て
、
「
よ
か
ら
ね
ど
、
む
げ
に
書
か
ぬ
こ
そ
わ
う
け
れ
。
教
へ
き
こ
え
む
か
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
う
ち
そ
ば
み
て
書
い

た
ま
ふ
手
つ
き
、
筆
と
り
た
ま
へ
る
さ
ま
の
幼
げ
な
る
も
、
ら
う
た
う
の
み
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
心
な
が
ら
あ
や
し
と
思
す
。
「
書
き
そ
こ
な

　
　
ひ
つ
L
と
恥
ぢ
て
隠
し
た
ま
ふ
を
、
せ
め
て
見
た
ま
へ
ば
、

　
　
　
か
こ
つ
べ
き
ゆ
ゑ
を
知
ら
ね
ば
お
ぼ
つ
か
な
い
か
な
る
草
の
ゆ
か
り
な
る
ら
ん

　
　
と
い
と
若
け
れ
ど
、
生
ひ
先
見
え
て
ふ
く
よ
か
に
書
い
た
ま
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
若
紫
二
五
八
～
二
五
九
頁
〕

　
光
源
氏
が
、
紫
の
上
を
半
ば
強
引
に
二
条
院
に
引
き
取
り
、
理
想
の
女
性
に
育
て
よ
う
と
愛
育
す
る
、
ま
さ
に
そ
の
最
初
の
場
面
と
し
て
、

こ
の
手
習
い
は
描
か
れ
て
い
る
。
自
ら
進
ん
で
筆
を
と
っ
た
大
君
に
比
べ
、
勧
め
ら
れ
て
筆
を
取
り
、
幼
げ
に
書
く
中
の
君
の
様
子
は
紫
の
上

の
そ
れ
と
似
通
う
。
と
同
時
に
、
そ
の
様
子
を
「
ら
う
た
」
く
感
じ
る
源
氏
の
姿
も
ま
た
、
八
の
宮
の
そ
れ
（
i
）
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
こ
の
場
面
が
、
紫
の
上
が
二
条
院
に
引
き
取
ら
れ
て
間
も
な
い
頃
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
以
前
、
大
君
に

重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
新
枕
を
交
わ
す
直
前
の
紫
の
上
の
姿
で
あ
っ
た
。
今
回
は
同
じ
よ
う
に
重
ね
合
わ
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
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紫
の
上
が
二
条
院
に
引
き
取
ら
れ
た
直
後
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
こ
こ
に
み
え
る
紫
の
上
の
あ
ど
け
な
い
姿
は
、
そ
の
ま
ま
中
の
君
の
幼
さ
に

重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
愛
育
は
、
光
源
氏
の
「
ゆ
か
り
」
へ
の
執
着
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
は
、
そ
れ
が
全
面
に
押

し
出
さ
れ
た
場
面
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
手
習
い
の
場
面
に
お
け
る
八
の
宮
の
中
の
君
へ
の
視
線

が
、
「
ゆ
か
り
」
を
そ
の
基
盤
に
置
い
て
い
る
こ
と
、
中
の
君
が
ま
だ
幼
い
、
い
と
け
な
い
も
の
と
し
て
八
の
宮
の
目
に
は
映
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
　
循
環
す
る
物
語

　
さ
て
、
今
ま
で
三
人
の
唱
和
を
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
の
前
後
に
姫
君
た
ち
の
弾
く
＜
琴
〉
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
最
後
に
確
認

し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
君
た
ち
に
御
琴
ど
も
教
へ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
い
と
を
か
し
げ
に
、
小
さ
き
御
ほ
ど
に
、
と
り
ど
り
掻
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
物
の
音
ど

　
　
　
　
　
も
あ
は
れ
に
を
か
し
く
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
涙
を
浮
け
た
ま
ひ
て
…
…
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
橋
姫
一
二
二
頁
〕

　
　
　
　
　
（
御
衣
ど
も
な
ど
萎
え
ば
み
て
、
御
前
に
ま
た
人
も
な
く
、
い
と
さ
び
し
く
つ
れ
づ
れ
げ
な
る
に
、
さ
ま
ざ
ま
い
と
ら
う
た
げ
に
て

　
　
　
　
　
も
の
し
た
ま
ふ
を
あ
は
れ
に
心
苦
し
う
、
い
か
が
思
さ
ざ
ら
ん
、
経
を
片
手
に
持
た
ま
う
て
、
か
つ
読
み
つ
つ
唱
歌
も
し
た
ま
ふ
。
）

（
C
2
）
　
姫
君
に
琵
琶
、
若
君
に
箏
の
御
琴
を
。
ま
だ
幼
け
れ
ど
、
常
に
合
は
せ
つ
つ
習
ひ
た
ま
へ
ば
、
聞
き
に
く
く
も
あ
ら
で
、
い
と
を

　
　
　
　
　
か
し
く
聞
こ
ゆ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
橋
姫
一
二
四
頁
〕

　
こ
れ
ら
の
文
は
、
明
ら
か
に
照
応
す
る
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
特
徴
を
あ
げ
る
と
、
前
者
で
は
、
二
人
の
姫
君
は
「
君
た
ち
」
（
破
線
部
）

と
一
緒
に
扱
わ
れ
な
が
ら
、
そ
の
音
色
は
「
と
り
ど
り
」
（
波
実
線
部
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
「
姫
君
」
「
若
君
」
（
破
線
部
）
と
個

別
に
扱
わ
れ
な
が
ら
、
そ
の
音
色
は
「
常
に
合
は
せ
つ
つ
」
（
波
実
線
部
）
と
一
緒
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
楽
器
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
前
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者
で
は
「
御
琴
ど
も
」
（
実
線
部
）
で
あ
っ
た
の
が
、
後
者
で
は
「
琵
琶
」
「
箏
の
御
琴
」
（
実
線
部
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
一
見

補
完
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
中
心
に
あ
る
姫
君
た
ち
に
視
点
を
移
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
差
異
が

認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
八
の
宮
の
姫
君
た
ち
を
見
る
〈
視
線
〉
の
変
化
で
あ
る
。

　
あ
る
春
の
日
、
八
の
宮
は
眼
前
で
戯
れ
る
水
鳥
の
様
子
に
、
亡
き
北
の
方
を
思
い
出
す
。
傍
ら
の
姫
君
た
ち
の
様
子
は
「
い
と
を
か
し
げ
に
、

小
さ
」
く
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
掻
き
鳴
ら
す
琴
の
音
色
は
、
「
あ
は
れ
に
を
か
し
く
」
、
涙
を
誘
う
。
こ
こ
で
の
八
の
宮
の
〈
視
線
〉
は
、
そ
の

琴
の
音
も
含
め
て
、
姫
君
た
ち
一
人
一
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
水
鳥
の
唱
和
」
を
挟
ん
だ
そ
の
後
文
で
は
、
姫
君
た
ち
へ
の

関
心
（
括
弧
内
）
と
は
別
に
、
二
人
の
琴
の
音
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
比
で
見
て
い
く
な
ら
ば
、
「
い
と
を
か
し
げ
に
、

小
さ
き
御
ほ
ど
に
」
と
同
等
の
箇
所
で
あ
る
「
幼
け
れ
ど
」
は
、
そ
の
後
の
「
常
に
合
は
せ
つ
つ
習
ひ
た
ま
へ
ば
」
に
か
か
る
の
で
あ
っ
て
、

合
奏
す
る
姫
君
た
ち
を
直
接
に
は
形
容
し
て
い
な
い
。
ま
た
後
者
で
は
さ
ら
に
、
そ
の
音
色
に
対
し
て
も
「
幼
け
れ
ど
」
「
聞
き
に
く
く
も
あ

ら
で
」
と
、
冷
静
な
〈
視
線
〉
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
姫
君
た
ち
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
は
ず
の
琴
の
音
が
、
こ
こ
に
至
っ

て
独
立
し
て
注
目
さ
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
ま
で
「
あ
は
れ
」
に
よ
り
、
主
観
的
に
姫
君
た
ち
を
と
ら
え
て
い
た
八
の
宮
の

〈
視
線
〉
が
、
少
し
ず
つ
そ
の
情
感
か
ら
醒
め
、
客
観
的
に
姫
君
た
ち
を
と
ら
え
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
八
の
宮
に
と
っ
て
〈
琴
の
音
〉
は
、
北
の
方
と
姫
君
と
を
つ
な
ぐ
〈
橋
渡
し
〉
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
い
た
。
北
の
方
か
ら
琴
の
音
、
そ
し
て
娘
た
ち
へ
と
移
っ
た
関
心
は
、
ま
た
琴
の
音
へ
と
戻
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
繰
り
返
し
語
ら

れ
る
〈
琴
の
音
〉
へ
の
執
着
は
、
そ
れ
を
執
拗
に
求
め
続
け
る
八
の
宮
の
潜
在
的
な
、
北
の
方
へ
の
執
着
に
他
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
〈
春
〉
の
一
日
の
冒
頭
と
末
尾
に
置
か
れ
た
〈
琴
の
音
〉
は
、
同
様
の
場
面
が
ま
た
繰
り
返
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
い
と
を
か
し
く
聞
こ
」
え
る
、
そ
の
先
に
は
「
涙
を
浮
け
」
る
八
の
宮
の
姿
が
連
鎖
的
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
場
面
は
、
一
つ
の
循
環
構
造
を
も
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
自
閉
的
に
完
結
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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結

　
「
宇
治
十
帖
」
を
、
正
編
と
は
別
の
一
つ
の
独
立
し
た
世
界
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
八
の
宮
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
過
去
と
現
在
、
そ
し
て

未
来
を
繋
ぐ
重
要
な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
な
か
で
も
そ
の
存
在
の
意
味
が
、
二
人
の
姫
君
を

物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
八
の
宮
の
有
様
、
養
育
態
度
こ
そ
が
、
姫
君
た
ち
の
人
格
を
形

成
す
る
う
え
で
最
も
重
要
で
あ
り
、
描
か
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
言
葉
を
つ
い
で
語
ら
れ
る
八
の
宮
の
〈
生
き

方
〉
は
、
そ
の
ま
ま
裏
に
娘
た
ち
の
〈
生
き
方
〉
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
「
唱
和
」
と
言
い
慣
わ
し
て
き
た
こ
の
「
水
鳥
」
の
場
面
で
あ
る
が
、
新
編
全
集
に
よ
る
と
「
唱
和
」
と
は
「
三
者
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

上
に
よ
っ
て
詠
み
交
わ
さ
れ
る
場
合
」
を
い
う
。
し
か
し
こ
の
場
面
は
、
実
際
に
は
八
の
宮
の
〈
発
せ
ら
れ
た
〉
和
歌
に
対
し
て
、
二
人
の
姫

君
が
〈
書
か
れ
た
〉
和
歌
で
応
答
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
詠
ま
れ
て
い
る
状
況
・
内
容
か
ら
推
し
て
も
、
こ
の
場
面
は
「
唱
和
」
と

い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
大
君
は
は
じ
め
、
「
御
硯
を
や
を
ら
引
き
寄
せ
て
、
手
習
の
や
う
に
書
き
ま
ぜ
」
〔
橋
姫
一
二
一
二
頁
〕
た
の
で
あ
っ
た
。
直
感
的
に

思
い
浮
か
ん
だ
歌
を
硯
上
に
書
き
ま
ぜ
た
大
君
は
、
お
そ
ら
く
積
極
的
に
八
の
宮
の
和
歌
に
応
じ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
そ
れ
は
、
自
分
自
身
の
感
概
の
表
出
と
し
て
「
手
習
の
や
う
」
な
気
安
さ
か
ら
、
詠
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
独
白
的
要
素
を
含
む
大
君
の
和
歌
は
、
中
の
君
と
同
じ
よ
う
に
父
宮
へ
の
感
謝
を
示
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
「
巣
立
」
っ
て
し

ま
っ
た
「
う
き
（
身
）
」
を
実
感
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
人
並
み
以
上
の
格
式
を
持
っ
た
家
に
生
ま
れ
つ
き
な
が
ら
、

人
並
み
以
下
の
境
遇
に
あ
る
我
が
身
は
、
そ
れ
を
〈
知
る
〉
が
ゆ
え
に
「
う
き
（
身
）
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
君
の
意
識
は
、
お
の

ず
と
自
己
を
規
定
し
、
そ
の
〈
生
き
方
〉
を
呪
縛
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
比
べ
、
姉
姫
に
倣
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う
よ
う
に
勧
め
ら
れ
て
筆
を
と
っ
た
中
の
君
は
、
最
初
か
ら
父
宮
に
見
せ
る
こ
と
を
前
提
に
、
言
い
換
え
れ
ば
明
確
な
他
者
意
識
の
も
と
に
詠

ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
大
君
と
は
対
照
を
な
す
。
姉
姫
の
「
巣
立
ち
」
に
対
し
て
、
自
己
の
〈
生
き
方
〉
を
「
巣

守
り
」
と
詠
む
中
の
君
は
、
自
ら
が
他
者
に
よ
っ
て
〈
生
か
さ
れ
て
い
く
〉
存
在
で
あ
る
こ
と
を
白
疋
認
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
意

識
は
、
中
の
君
の
今
後
の
〈
生
き
方
〉
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
橋
姫
巻
冒
頭
部
に
据
え
ら
れ
た
こ
の
「
水
鳥
の
唱
和
」
は
、
第
三
者
（
女
房
た
ち
．
語
り
手
）
の
目
か
ら
と
ら
え
た
三
人

の
様
相
を
、
当
事
者
た
ち
（
八
の
宮
・
大
君
・
中
の
君
）
の
、
（
そ
の
人
物
を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
す
手
段
と
し
て
の
）
〈
和
歌
〉
か
ら
と
ら
え
直

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
立
体
的
・
具
体
的
に
提
示
す
る
こ
と
で
、
そ
の
〈
運
命
〉
を
読
者
に
か
い
ま
見
さ
せ
る
場
面
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
水
鳥
の
唱
和
」
の
場
面
は
、
八
の
宮
家
に
と
っ
て
は
都
に
お
け
る
、
お
そ
ら
く
は
最
も
穏
や
か
で
幸
せ
な
春
の
一
日
だ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
暗
い
影
を
落
と
す
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
は
、
い
わ
ば
、
こ
こ
が
新
し
い
物
語
を
切
り
開
く
出
発
点
で
あ
っ
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
設
定
、
こ
の
状
況
こ
そ
が
宇
治
の
物
語
の
〈
始
発
〉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

　
　
注

大
朝
雄
二
「
源
氏
物
語
・
宇
治
の
女
は
ら
か
ら
論
（
上
）
」
（
文
学
　
昭
6
1
・
3
　
岩
波
書
店
）
↓
（
『
源
氏
物
語
続
篇
の
研
究
』
平
成
3
．
1
0
　
桜

楓
社
）

引
用
本
文
は
す
べ
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
以
下
、
新
編
全
集
）
『
源
氏
物
語
』
（
小
学
館
）
に
拠
る
。
ま
た
、
私
に
適
宜
傍
線
を
付
し
、
下

に
は
巻
名
・
頁
数
を
記
し
た
。

〈
琴
〉
へ
の
着
目
に
関
し
て
は
、
森
野
正
弘
「
宇
治
姉
妹
と
箏
の
琴
ー
物
語
言
語
と
し
て
の
「
御
明
滅
孜
」
ー
L
（
王
朝
文
学
史
稿
　
平
6
．
2

王
朝
文
学
史
研
究
会
）
に
啓
発
さ
れ
る
部
分
が
多
か
っ
た
。

新
編
全
集
『
源
氏
物
語
⑤
』
頭
注
に
は
「
無
常
の
現
世
に
残
さ
れ
た
娘
た
ち
の
不
幸
を
思
い
嘆
く
歌
」
と
あ
る
。
他
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
以

下
、
新
大
系
）
『
源
氏
物
語
四
』
頭
注
（
岩
波
書
店
）
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
以
下
、
集
成
）
『
源
氏
物
語
六
』
頭
注
（
新
潮
社
）
な
ど
に
も
同
様

の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
「
水
鳥
の
唱
和
」
と
し
て
扱
っ
た
も
の
に
、
小
町
谷
照
彦
「
源
氏
物
語
の
唱
和
歌
の
表
現
性
」
（
国
語
と
国
文
学
　
昭
5
9
．
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1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

5
　
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
）
↓
「
唱
和
歌
の
表
現
性
」
（
『
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
』
昭
和
5
9
　
東
京
大
学
出
版
会
）
等
が
あ
る
。

『
古
語
大
辞
典
』
（
平
6
・
1
　
小
学
館
）

曽
根
誠
一
「
大
君
「
憂
き
水
鳥
の
契
り
」
意
識
の
形
成
と
か
ぐ
や
姫
引
用
」
（
古
代
文
学
研
究
第
二
次
　
平
9
・
1
0
　
古
代
文
学
研
究
会
）
、
今
井
久

代
「
宇
治
八
の
宮
の
遺
戒
と
俗
性
」
（
中
古
文
学
　
平
9
・
H
　
中
古
文
学
会
）
等
に
も
指
摘
が
あ
る
。

神
野
藤
昭
夫
「
宇
治
八
の
宮
論
ー
原
点
と
し
て
の
過
去
を
探
る
ー
」
（
『
源
氏
物
語
と
古
代
世
界
』
平
9
・
1
0
　
新
典
社
）

管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
、
古
注
を
含
め
「
よ
か
ら
ね
ど
」
部
分
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

三
谷
邦
明
「
源
氏
物
語
の
言
説
区
分
ー
物
語
文
学
の
言
説
生
成
あ
る
い
は
橋
姫
・
椎
本
巻
の
言
説
分
析
ー
」
（
『
源
氏
物
語
研
究
集
成
第
三
巻
　
源
氏

物
語
の
表
現
と
文
体
上
』
平
1
0
・
H
　
風
間
書
房
）

大
島
本
ま
た
は
明
融
本
を
底
本
と
す
る
『
源
氏
物
語
評
釈
』
（
角
川
書
店
）
、
新
大
系
、
集
成
は
、
結
句
を
「
な
り
は
は
て
ま
し
」
と
す
る
が
、
同
じ

く
明
融
本
を
底
本
と
し
な
が
ら
、
新
編
全
集
は
、
青
表
紙
本
系
諸
本
に
よ
っ
て
「
な
る
べ
か
り
け
る
」
と
校
訂
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
従
う
こ
と

に
す
る
。
．

新
編
全
集
『
源
氏
物
語
⑤
』
頭
注
に
は
「
父
宮
な
し
に
は
生
き
て
い
け
な
い
運
命
を
自
覚
し
た
歌
」
と
あ
る
。
他
、
新
大
系
『
源
氏
物
語
四
』
頭
注
、

集
成
『
源
氏
物
語
六
』
頭
注
等
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

新
編
全
集
『
源
氏
物
語
⑥
』
付
録
「
源
氏
物
語
作
中
和
歌
］
覧
」
鈴
木
日
出
男
編
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
士
前
期
課
程
二
年
）
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