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は
じ
め
に

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
、
東
宮
と
い
う
存
在
は
、
東
宮
と
な
っ
た
時
点

で
帝
位
に
就
く
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
物

語
登
場
時
か
ら
「
東
宮
」
と
し
て
登
場
す
る
人
物
は
、
順
当
に
「
今
上
帝
」
と

な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
東
宮
の
父
親
で
あ
る
朱
雀
帝
に
は
、
東
宮
（
一

の
宮
）
を
含
め
、
男
宮
だ
け
で
も
十
名
の
男
子
が
い
る
。
朱
雀
帝
の
、
名
前
が

確
認
で
き
る
男
宮
の
数
は
、
同
様
に
男
宮
を
多
数
持
つ
『
源
氏
物
語
』
の
桐
壺

帝
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
な
の
だ
が
）
1
（

、
こ
の
「
帝
に
な
ら
な
い
」
あ
る
い
は
「
帝
に

な
れ
な
い
」
宮
た
ち
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
如
何
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
か
、
ま
た
、
如
何
に
「
帝
に
な
る
」
以
外
の
方
法
で
そ
の
存
在
感
を

示
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
朱
雀
帝
の
東
宮
以
外
の
男
宮
た
ち
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
中
で
も
突
出
し
て
登
場
の
機
会
が
多
い
上
に
、
二
人
で
膝
枕
を
す
る
よ
う

な
様
子
さ
え
描
か
れ
る
、
弾
正
の
宮
（
三
の
宮
）
と
五
の
宮
を
中
心
に
、
様
々

登
場
す
る
宮
た
ち
の
様
子
を
検
討
し
、
考
察
す
る
。

こ
れ
ま
で
、
仲
忠
を
中
心
と
し
た
琴き
ん

の
家
の
物
語
を
軸
に
論
が
展
開
さ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
あ
る
が
、
稿
者
は
物
語
に
登
場
す
る
嵯

峨
帝
、
朱
雀
帝
、
そ
し
て
今
上
帝
と
い
う
三
人
の
帝
の
あ
り
方
を
示
す
、「
帝

の
物
語
」
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
作
品
で
あ
る
と
も
考
え
て
お
り
、
本
稿
で
は

あ
え
て
「
帝
に
な
ら
な
い
」
宮
た
ち
の
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
う

つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
「
帝
」
あ
る
い
は
「
お
ほ
や
け
」
と
い
っ
た
も
の
の
あ

り
方
や
役
割
を
よ
り
深
く
追
究
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
）
2
（

。

一
、
朱
雀
帝
の
男
宮
た
ち
と
先
行
研
究

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
朱
雀
帝
に
は
男
宮
だ
け
で
も
一
〜
十
の
宮
ま
で
の
子

が
い
る
の
だ
が
、
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
を
ひ
と
ま
ず
整
理
し
て
み
る
。
そ
れ
が
次

の
一
覧
で
あ
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
男
宮
た
ち

│
│
弾
正
の
宮
と
五
の
宮
を
中
心
に
│
│

小
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・
一
の
宮
（
東
宮
）
后
の
宮
腹
。
あ
て
宮
や
嵯
峨
の
院
の
小
宮
、
梨
壺
ら
を

後
宮
に
。
行
政
に
琵
琶
、
仲
頼
に
笛
を
習
い
、
仲
忠
の
手
本
を
も

と
に
筆
を
学
ぶ
。

・
二
の
宮

后
の
宮
腹
。
行
政
に
箏
、
仲
忠
に
琵
琶
を
習
う
。
病
弱
で
、「
国

譲
下
」
巻
で
出
家
し
西
山
へ
。

・
三
の
宮
（
弾
正
の
宮
）
仁
寿
殿
女
御
腹
。
あ
て
宮
の
求
婚
者
の
一
人
で
、

独
身
を
貫
く
。

・
四
の
宮
（
帥
の
宮
）
仁
寿
殿
女
御
腹
。
本
文
か
ら
母
親
を
特
定
し
辛
い
息

子
を
一
人
持
つ
。

・
五
の
宮

后
の
宮
腹
。
仲
忠
に
よ
る
書
物
の
進
講
に
朱
雀
帝
、
東
宮
と
彼

が
参
加
す
る
。

・
六
の
宮
（
常
陸
の
宮
）
仁
寿
殿
女
御
腹
。
源
実
正
の
大
君
と
結
婚
。

・
七
の
宮

式
部
卿
の
宮
の
女
御
腹
。

・
八
の
宮

仁
寿
殿
女
御
腹
。
源
祐
澄
の
娘
と
結
婚
。

・
九
の
宮

詳
細
不
明
の
更
衣
腹
。「
国
譲
下
」
巻
時
点
で
童
で
あ
り
、
花

の
宴
に
参
加
し
な
い
。

・
十
の
宮

仁
寿
殿
女
御
腹
。
女
御
は
「
嵯
峨
の
院
」
巻
な
ど
で
懐
妊
中
と

語
ら
れ
て
い
た
。

以
上
、
母
親
と
最
低
限
の
情
報
を
並
べ
た
の
み
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
東
宮

と
同
腹
で
あ
る
、
二
の
宮
と
五
の
宮
は
優
遇
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
二
の
宮
は

東
宮
と
同
じ
よ
う
に
、
楽
器
の
名
手
た
ち
を
師
と
し
て
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
お

り
、
五
の
宮
は
物
語
上
重
要
な
場
面
で
あ
る
と
言
え
る
、
俊
蔭
由
来
の
書
を
仲

忠
が
進
講
す
る
場
に
、
朱
雀
帝
、
東
宮
と
と
も
に
参
加
し
、
さ
ら
に
俊
蔭
の
集

を
「
い
と
面
白
」
く
誦
む
様
子
も
描
か
れ
て
い
る
（「
蔵
開
・
中
」
五
四
二
）。

一
方
、
こ
の
場
面
で
東
宮
は
集
を
誦
ま
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
に
関
し
て
武
藤
那

賀
子
氏
）
3
（

は
、「「
誦
む
」
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
た
だ
一
人
そ
れ
を
し
な
い
春

宮
は
、
一
見
す
る
と
皇
統
か
ら
外
れ
た
人
物
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
一
方
で
、

「
と
も
か
く
も
の
た
ま
は
で
」
誦
ん
だ
五
の
宮
が
、
春
宮
を
押
し
退
け
て
皇
統

に
入
り
込
む
可
能
性
も
浮
上
し
て
く
る
の
だ
。
こ
こ
に
は
、
次
期
天
皇
の
座
を

め
ぐ
る
人
間
模
様
が
仄
見
え
て
い
る
。」
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
東

宮
が
「
今
上
帝
」
と
な
る
こ
と
は
既
定
路
線
で
あ
り
、
皇
統
に
入
り
込
む
と
ま

で
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
病
弱
で
あ
っ
た
二
の
宮
に
代
わ
り
、
五
の

宮
が
東
宮
の
次
に
、「
お
ほ
や
け
」
を
牽
引
し
て
ゆ
く
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
ろ
う
。
数
多
く
存
在
す
る
男
宮
の
中
で
も
、
五
の
宮
は
独
自
の
存
在

感
を
放
っ
て
お
り
、「
国
譲
」
三
巻
で
は
異
母
き
ょ
う
だ
い
の
女
二
の
宮
を
狙

う
こ
と
と
な
る
。

一
方
、
五
の
宮
と
並
ぶ
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
朱
雀
帝
の
男
宮
の
中
で
登

場
す
る
場
面
が
多
い
の
が
、
弾
正
の
宮
と
呼
ば
れ
る
、
朱
雀
帝
の
三
の
宮
で
あ

る
。
弾
正
の
宮
は
、
東
宮
た
ち
と
違
っ
て
仁
寿
殿
女
御
腹
で
あ
る
が
、「
あ
て

宮
の
求
婚
者
」
と
し
て
、
ま
た
別
の
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
る
。
五
の
宮
を
中

心
に
と
り
あ
げ
た
論
は
管
見
の
限
り
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
弾
正
の
宮
に

つ
い
て
は
、
原
田
芳
起
氏
）
4
（

が
、
あ
て
宮
へ
の
懸
想
に
関
し
て
、「
三
の
宮
の
そ

れ
は
、
三
の
宮
み
ず
か
ら
母
女
御
や
祖
母
大
宮
と
語
り
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
い
か
え
る
な
ら
ば
自
力
で
、
諦
念
に
よ
っ
て
心
の
明
る
さ
を
取
り
も
ど
し
た
。
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（
中
略
）
和
歌
の
題
に
寄
せ
て
評
す
る
な
ら
ば
「
忍
ぶ
恋
」
で
あ
る
。」
と
評
し

て
い
る
。
弾
正
の
宮
の
恋
心
は
「
諦
念
」
に
至
り
、
和
歌
の
題
で
言
え
ば
「
忍

ぶ
恋
」
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
が
、
本
当
に
「
諦
念
」
と
ま
で
言
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
鈴
木
温
子
氏
）
5
（

は
、
史
実
と
の
対
応
と
、
東
宮

に
男
御
子
の
誕
生
が
な
い
こ
と
に
注
目
し
て
、「
も
し
弾
正
の
宮
と
正
頼
の
娘

の
間
に
男
子
が
産
ま
れ
て
い
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
、
菅
原
道
真
│
齋
世
親
王
の
場

合
の
よ
う
に
、
政
治
的
に
危
険
な
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。」
と
い
う

よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
政
治
的
な
状
況
か
ら
、
東
宮
と
弾
正
の
宮
と
の
対
立
を

避
け
る
た
め
、
弾
正
の
宮
に
正
頼
家
の
娘
を
結
ば
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ

た
と
い
う
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
留
意
す
べ
き
論
点
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、

求
婚
者
時
代
の
弾
正
の
宮
に
特
に
注
目
し
た
論
で
あ
り
、「
国
譲
」
三
巻
の
様

子
お
よ
び
、
弾
正
の
宮
と
五
の
宮
と
の
関
係
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。ま

た
、
こ
こ
ま
で
紹
介
し
た
名
前
の
あ
る
宮
の
他
に
も
、「
親
王
た
ち
」
と

い
っ
た
か
た
ち
で
、
名
前
が
与
え
ら
れ
な
い
親
王
が
ま
と
め
て
登
場
す
る
場
面

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
勝
亦
志
織
氏
）
6
（

は
、「
個

別
の
存
在
は
別
と
し
て
、
物
語
内
に
多
く
描
か
れ
る
宴
に
必
要
不
可
欠
の
存
在

と
し
て
登
場
し
て
い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
の
網
羅
的
な
記
述
の
中
に
お
い
て

「
親
王
」
は
そ
こ
に
い
る
べ
き
存
在
で
あ
り
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
利
用
さ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。」
と
ま
と
め
て
い
る
。
名
前
の
な
い
「
親
王
」
が
「
親

王
た
ち
」
と
し
て
、
主
に
宴
で
酒
を
酌
む
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
た
論
で
あ
る
が
、
稿
者
も
こ
れ
に
同
意
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
勝

亦
氏
は
「
個
別
の
存
在
は
別
と
し
て
」
と
し
て
い
る
が
、
名
前
が
あ
る
男
宮
た

ち
も
、「
親
王
た
ち
」
と
同
じ
よ
う
に
ま
と
め
て
宴
に
登
場
す
る
場
面
が
描
か

れ
て
い
て
、
例
え
ば
「
国
譲
下
」
巻
の
嵯
峨
の
院
に
お
け
る
花
の
宴
に
は
、

東
宮
、
弾
正
の
宮
、
四
の
宮
、
五
の
宮
、
六
の
宮
、
八
の
宮
た
ち
に
加
え
、
嵯

峨
の
院
の
宮
三
人
が
参
加
し
て
お
り
、「
楼
の
上
下
」
巻
の
仲
忠
た
ち
の
秘
琴

披
露
の
場
に
お
い
て
も
、
さ
が
の
の
孫
で
あ
る
技
芸
の
才
を
持
っ
た
童
四
人
を
、

五
の
宮
、
六
の
宮
、
七
の
宮
、
八
の
宮
が
、
そ
れ
ぞ
れ
奪
い
合
う
よ
う
な
場
面

が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
を
一
旦
ま
と
め
て
み
る
と
、
朱
雀
帝
は
十
名
も
の
名
前
が
紹
介
さ

れ
る
男
宮
を
持
つ
も
の
の
、
そ
の
活
躍
具
合
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、「
親
王
た

ち
」
と
ひ
と
ま
と
め
に
宴
で
酒
を
酌
む
者
た
ち
と
、
存
在
感
と
し
て
は
そ
こ
ま

で
変
わ
ら
な
い
者
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
弾
正
の
宮
と
五

の
宮
の
二
人
は
、
他
の
兄
弟
に
比
べ
て
登
場
場
面
が
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多

く
、
ま
さ
に
「
個
別
の
存
在
」
と
し
て
物
語
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

こ
の
二
人
は
、
他
の
宮
た
ち
と
如
何
な
る
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
か

ら
、
彼
ら
二
人
に
注
目
し
て
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
。

二
、
弾
正
の
宮
と
五
の
宮

朱
雀
帝
の
男
宮
の
中
で
、
弾
正
の
宮
と
五
の
宮
に
は
、
異
母
兄
弟
と
い
う
以

外
の
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
弾
正
の
宮
が
母
方
の
叔
母
に
あ
た
る
あ
て
宮

に
、
五
の
宮
が
異
母
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
女
二
の
宮
に
恋
を
し
、
そ
し
て
敗
れ
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る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
両
者
と
も
に
「
求
婚
」
に
破
れ
た
宮
で
あ
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
が
、
更
に
言
う
な
ら
ば
、
弾
正
の
宮
は
東
宮
に
と
っ
て
あ
て
宮

を
め
ぐ
る
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
五
の
宮
は
前
節
で
確
認
し
た
よ
う

に
、
仲
忠
が
書
を
進
講
す
る
場
面
で
は
、
東
宮
以
上
の
才
覚
を
発
揮
し
て
い
る
。

ま
た
、
異
母
き
ょ
う
だ
い
で
あ
り
、
自
ら
と
同
様
皇
統
に
連
な
る
女
二
の
宮
を

狙
お
う
と
す
る
積
極
性
に
も
、
東
宮
を
凌
ぐ
よ
う
な
面
が
う
か
が
え
よ
う
。

朱
雀
帝
の
男
宮
と
言
え
ど
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
宴
の
権
威
付
け
や
賑
や
か
し

以
外
で
活
躍
し
な
い
状
況
に
お
い
て
、
弾
正
の
宮
は
東
宮
と
同
じ
く
「
あ
て
宮

の
求
婚
者
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
五
の
宮
は
、
東
宮
に
対
抗
し
得
る
要
素

を
持
つ
こ
と
で
、
物
語
に
お
い
て
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
本

稿
で
は
特
に
、
先
行
論
で
は
詳
し
く
取
り
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
二
人
の
宮

が
語
り
合
う
次
の
場
面
に
注
目
し
た
い
。

①
か
く
て
、
五
の
宮
、
弾
正
の
宮
の
膝
を
枕
に
し
て
、
夜
一
夜
、
泣
く
泣
く

物
語
し
て
、「
ま
ろ
を
ば
、
い
か
に
せ
よ
、
と
て
、
こ
の
宮
〔
女
二
の
宮
〕

を
ば
、
ま
か
で
さ
せ
奉
り
給
へ
る
ぞ
。
か
か
る
心
あ
り
、
と
て
、
宮
〔
后

の
宮
〕
も
、
月
ご
ろ
は
見
給
は
ず
、
上
〔
朱
雀
院
〕
も
、
よ
か
ら
ず
思
し
た

れ
ど
、
そ
れ
も
思
は
ず
。
宮
〔
弾
正
の
宮
〕
の
、
我
を
子
に
し
て
、
助
け

給
へ
」
な
ど
の
た
ま
ひ
明
か
し
て
、
…
…

（「
国
譲
・
下
」
八
〇
七
）

「
弾
正
の
宮
の
膝
を
枕
に
」、
五
の
宮
が
、
女
二
の
宮
を
得
る
た
め
の
協
力
を

求
め
る
場
面
で
あ
る
。
成
人
男
性
で
あ
る
五
の
宮
が
、
同
じ
く
男
性
で
あ
り
、

し
か
も
先
に
述
べ
た
よ
う
な
共
通
点
を
持
つ
弾
正
の
宮
の
膝
を
枕
に
し
て
語
り

合
う
こ
の
場
面
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
意
識
を
端
緒
と
し
な
が
ら
、
二
人
の
宮
の
様
子
を
追
っ
て
い
く
。

先
行
論
）
7
（

で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
弾
正
の
宮
は
「
御
妻め

な
し
」
と
紹
介
さ

れ
て
か
ら
、
一
貫
し
て
妻
の
い
な
い
男
宮
と
し
て
描
か
れ
る
。
主
に
あ
て
宮
へ

の
思
い
を
断
ち
切
れ
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
あ
て

宮
の
入
内
後
、
彼
女
の
筆
跡
を
見
て
、
母
で
あ
る
仁
寿
殿
の
女
御
と
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。

②
三
の
宮
取
り
給
ひ
て
、「
よ
の
御
手
や
。
そ
こ
〔
仁
寿
殿
の
女
御
〕
の
御
手

を
こ
そ
よ
し
と
、
世
人
も
思
ひ
た
め
れ
。
こ
れ
、
は
た
、
こ
よ
な
か
め
り
。

か
か
る
折
な
ら
で
は
、
心
と
、
え
見
ず
な
り
に
し
は
や
。
人
に
の
た
ま
は

す
と
見
ま
し
か
ば
、
つ
ら
く
も
あ
ら
ま
し
」。
女
御
の
君
、「
か
か
る
な
ら

ひ
の
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ば
に
こ
そ
あ
り
け
め
」。
宮
、「
さ
て
や
、
小

宮
は
東
宮
に
お
は
せ
ぬ
。
お
も
と
こ
そ
つ
ら
く
お
は
す
れ
。
ま
ろ
を
幸
ひ

な
く
生
み
出
で
、
も
の
を
思
は
せ
給
ふ
」。

（「
蔵
開
・
上
」
四
九
三
〜
四
九
四
）

あ
て
宮
の
書
を
称
賛
す
る
弾
正
の
宮
に
対
し
て
、
仁
寿
殿
の
女
御
は
、「
か

か
る
な
ら
ひ
の
あ
る
ま
じ
き
こ
と
」
と
い
う
よ
う
に
言
う
。
叔
母
と
甥
と
の
男

女
関
係
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
と
い
う
意
味
と
推
測
さ
れ
る
が
、
弾
正

の
宮
は
、
同
様
に
叔
母
と
甥
の
関
係
で
あ
る
小
宮
と
東
宮
の
例
を
挙
げ
て
反
論

す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
で
は
次
の
よ
う
な
頭

注
を
つ
け
て
い
る
）
8
（

。

確
か
に
、
藤
壺
の
求
婚
者
の
な
か
で
同
腹
の
兄
仲
澄
と
弾
正
の
宮
は
、

近
親
ゆ
え
に
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
弾
正
の
宮
が
反
証
と
し
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て
提
出
し
た
東
宮
と
小
宮
の
関
係
は
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ

に
価
値
観
の
矛
盾
が
存
在
す
る
。（
中
略
）
近
親
婚
の
禁
忌
の
ほ
う
が
非

現
実
的
で
あ
る
事
実
に
直
面
し
た
ゆ
え
の
矛
盾
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

当
時
の
貴
族
た
ち
の
倫
理
観
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
近
親
婚
を
禁
忌
と
す
る

ほ
う
が
む
し
ろ
矛
盾
で
あ
り
、
こ
れ
を
物
語
構
成
上
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い

る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
弾
正
の
宮
が
東
宮
を
引
き
合
い
に
出
し
て

い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
朱
雀
帝
の
女
二
の
宮
を
狙
う
源
近
澄
と
い
う
人
物

も
、
女
一
の
宮
を
妻
と
し
た
仲
忠
の
例
を
引
き
合
い
に
、
自
身
の
行
為
を
正
当

化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
）
9
（

、
弾
正
の
宮
の
こ
の
発
言
か
ら
も
、
東
宮
に
対

す
る
不
平
感
や
対
抗
意
識
を
感
じ
さ
せ
る
。

こ
の
後
も
、弾
正
の
宮
は
内
心
あ
て
宮
の
こ
と
を
諦
め
る
こ
と
は
な
く
、「
国

譲
中
」
巻
で
は
、
同
腹
の
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
女
一
の
宮
に
対
し
て
、
次
の

よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。

③
〔
弾
正
の
宮
〕「
か
ひ
な
の
こ
と
や
。
あ
ま
り
あ
な
づ
ら
れ
て
は
、
過
ち
せ

ら
れ
給
は
む
に
。
誰
も
誰
も
、
何
わ
ざ
か
し
給
は
む
。
幼
か
り
け
れ
ば
こ

そ
、
さ
り
ぬ
べ
き
折
あ
り
け
れ
ど
、
人
々
の
心
を
慎
み
つ
つ
。
今
な
ら
ま

し
か
ば
、
か
く
ね
た
き
心
地
せ
ま
し
や
」。

（「
国
譲
・
中
」
七
〇
六
）

弾
正
の
宮
は
、
あ
て
宮
の
求
婚
者
で
あ
っ
た
時
代
を
振
り
返
り
、
求
婚
者
た

ち
が
様
々
な
手
段
を
使
っ
た
が
、
自
身
は
「
幼
か
っ
た
の
で
、
そ
う
し
た
（
あ

て
宮
に
迫
る
）
機
会
が
あ
っ
た
も
の
の
、
周
囲
の
人
々
の
心
を
慮
っ
た
。
今
で

あ
れ
ば
、
あ
の
と
き
の
よ
う
な
悔
し
い
思
い
は
し
な
い
の
に
（
今
だ
っ
た
ら
押

し
入
っ
て
し
ま
う
）」
と
い
う
よ
う
に
言
う
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
、
こ

の
よ
う
な
表
明
を
す
る
人
物
は
複
数
い
て
、「
目
の
前
の
女
性
に
手
を
出
す
か

出
さ
な
い
か
」
と
い
う
点
で
、
明
確
に
線
引
が
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
例

え
ば
仲
忠
や
実
忠
と
い
っ
た
人
物
は
手
を
出
さ
な
い
と
言
い
、
実
際
に
そ
の
信

念
に
基
づ
き
行
動
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
兼
雅
や
祐
澄
と
い
っ
た
人
々
は
、
む

し
ろ
積
極
的
に
手
を
出
し
て
い
く
べ
き
だ
、
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
）
10
（

。

後
者
の
グ
ル
ー
プ
の
人
物
た
ち
の
う
ち
、
兼
雅
は
「
蔵
開
」
三
巻
で
の
俊
蔭
の

娘
以
外
の
妻
た
ち
と
の
関
係
の
修
復
に
迫
ら
れ
、
祐
澄
は
「
国
譲
下
」
巻
で

女
二
の
宮
を
盗
み
出
そ
う
と
す
る
な
ど
、
女
性
に
関
す
る
問
題
が
度
々
話
題
に

な
っ
て
お
り
、
弾
正
の
宮
の
本
文
③
の
発
言
か
ら
も
、
新
た
な
事
件
を
予
感
さ

せ
る
。

こ
の
他
に
、
あ
て
宮
か
ら
女
一
の
宮
へ
の
手
紙
に
、
自
身
の
思
い
を
乗
せ
て

勝
手
に
返
事
を
書
い
て
し
ま
う
、
と
い
う
よ
う
な
場
面
も
描
か
れ
る
。「
国
譲
」

三
巻
の
彼
の
様
子
を
見
る
と
、
原
田
氏
が
言
う
よ
う
な
「
諦
念
」
の
域
ま
で
は

至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
11
（

。

弾
正
の
宮
は
、
結
果
的
に
は
最
後
ま
で
あ
て
宮
に
対
し
て
直
接
手
は
出
さ
な

か
っ
た
も
の
の
、
次
の
場
面
を
見
る
と
、
彼
の
思
い
が
五
の
宮
に
継
承
さ
れ
て

い
る
か
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
弾
正
の
宮
の
、「
こ
こ
に
こ
そ
、
人
に
憎
ま
れ
て
、
一
人
の
み
侍
れ
」。
五

の
宮
、「
あ
な
痴
れ
や
。
同
じ
所
な
り
け
む
人
を
、
何
に
慎
み
て
。
た
だ

に
は
あ
ら
じ
ぞ
。
わ
り
な
く
て
も
、
物
を
だ
に
言
ひ
そ
め
つ
れ
ば
。
人
こ

そ
、
我
を
、
い
か
で
、
と
思
ひ
た
れ
。
い
づ
れ
の
男
か
、
人
を
思
ひ
か
け

て
、
そ
れ
に
鬱う

じ
て
、
一
人
は
あ
る
。
…
…
」（「
国
譲
・
下
」
八
〇
七
）
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右
に
引
い
た
の
は
、
①
で
膝
枕
を
し
た
後
、
そ
の
ま
ま
会
話
を
し
て
い
る
場
面

で
あ
る
。
弾
正
の
宮
の
あ
て
宮
に
対
す
る
思
い
を
知
る
五
の
宮
は
、
弾
正
の
宮

に
対
し
て
助
言
や
協
力
を
求
め
て
い
る
の
だ
が
、「
同
じ
所
に
い
た
人
な
の
に
、

何
に
遠
慮
し
て
い
た
の
か
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
言
葉
を
投
げ
か
け
る
。
ま
さ

に
、
③
で
確
認
し
た
よ
う
な
女
性
に
迫
っ
て
い
く
態
度
を
積
極
的
に
肯
定
す
る

の
が
五
の
宮
で
あ
り
、
叔
母
で
あ
る
あ
て
宮
に
恋
を
す
る
弾
正
の
宮
の
思
い
を
、

さ
ら
に
過
激
に
し
た
か
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
弾
正
の
宮
自

身
が
反
省
し
て
い
る
よ
う
な
か
つ
て
の
彼
の
態
度
を
、
五
の
宮
は
明
確
に
否
定

し
、
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
。
彼
は
実
際
に
、「
国
譲
下
」
巻
で
は
、
父
で
あ

る
朱
雀
帝
に
女
二
の
宮
の
盗
み
出
し
を
阻
ま
れ
て
な
お
諦
め
ず
、
し
つ
こ
く
彼

女
に
迫
ろ
う
と
す
る
人
物
な
の
で
あ
る
。
弾
正
の
宮
、
ま
た
は
五
の
宮
に
つ
い

て
考
察
す
る
際
に
、
も
う
一
方
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
ま
で
、
弾
正
の
宮
と
五
の
宮
の
共
通
点
や
関
係
性
を
探
っ
て
き
た
が
、

次
節
で
は
①
に
あ
っ
た
膝
枕
の
場
面
を
中
心
に
、
詳
し
く
検
討
し
て
ゆ
く
。

三
、「
膝
を
枕
に
」
す
る
と
い
う
こ
と

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
な
二
人
の
宮
の
関
係
性
を
踏
ま
え
る
と
、
膝
を
枕
に

語
り
合
う
場
面
か
ら
は
、
よ
り
重
要
な
意
味
が
見
い
だ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
本
文

の
検
討
に
入
る
前
に
、「
膝
を
枕
に
」
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
古
典
作
品
に
お

い
て
如
何
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
見
て
ゆ
く
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
確
認
し
て
み
る
と
、「
ひ
ざ
を
枕
に
す
る
」
が
立
項

さ
れ
て
お
り
、「
他
人
の
膝
を
枕
代
わ
り
に
す
る
）
12
（

」
と
い
う
説
明
が
つ
け
ら
れ

て
い
る
。
例
文
に
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
実
は

そ
れ
以
前
に
、『
万
葉
集
』
で
「
膝
ま
く
」
と
い
う
語
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
が
次
の
歌
で
あ
る
。

宇
知
日
佐
須
美
夜
能
和
我
世
波
夜
麻
登
女
乃
比
射
麻
久
其
登
尓
安
乎

和
須
良
須
奈

う
ち
ひ
さ
す

宮
の
我
が
背
は

大
和
女
の

膝
ま
く
ご
と
に

我
を
忘

ら
す
な

（『
万
葉
集
』
十
四
・
相
聞
・
三
四
五
七
）

現
代
語
訳
を
し
て
み
る
と
、「（
う
ち
ひ
さ
す
）
宮
仕
え
に
出
て
い
る
私
の
夫
よ
、

大
和
女
の
膝
枕
を
す
る
た
び
に
、
わ
た
し
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。」

と
い
う
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
膝
ま
く
」
と
い
う
語
か
ら
は
男
女
の

性
愛
関
係
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
平
安
時
代
の
物
語
作
品
に
は
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、「
膝
を
枕
に
」
す
る
と
い
う
例
自
体
、管
見
の
限
り
『
う
つ
ほ
物
語
』

以
外
で
は
平
安
時
代
中
期
ま
で
の
文
学
作
品
で
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
以
降
の
作
品
と
な
る
と
、『
今
昔
物
語
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
次
に
引
く
の
は
、『
今
昔
物
語
集
』
の
巻
一
二
、「
神

名
睿
実
持
経
者
語
第
三
十
五
」
の
一
部
で
あ
る
。

三さ
む

位ゐ

ノ
中ち
う

将じ
や
う

殿ど
の

ノ
臥ふ
し

給た
ま

ヘ
ル
頸く
び

ニ
聖
し
や
う

人に
ん

ノ
手て

ヲ
入い

レ
給た
ま
ひ、
膝ひ

ざ

ニ
枕ま

く
らヲ

セ

サ
セ
テ
、
寿じ
ゆ

量り
や
う

品ぼ
む

ヲ
打う
ち

出い
だ

シ
テ
読よ

ム
音こ
ゑ

、
世よ

ニ
ハ
然さ

ハ
カ
ク
尊た
ふ
とキ
人ひ
と

モ

有あ
り

ケ
リ
ト
思
お
ぼ
ゆ

□
。

三
位
中
将
公
季
が
重
い
病
気
と
な
り
、
評
判
高
い
持
経
者
で
あ
る
睿
実
の
も
と



『うつほ物語』の男宮たち

（159）952

に
行
く
と
い
う
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
睿
実
が
膝
を
枕
に
さ
せ
て
い
る
。

公
季
は
首
に
手
も
入
れ
さ
せ
て
お
り
、
自
身
の
命
運
を
委
託
す
る
よ
う
な
姿
勢

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。「
膝
ま
く
」
は
男
女
関
係
が
想
起
さ
れ
る
よ
う
な
場
面

で
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
ち
ら
の
膝
枕
は
、
信
頼
関
係
の
よ
う
な
も
の
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
膝
を
枕
に
し
て
い
る
例
は
、

弾
正
の
宮
と
五
の
宮
の
今
回
取
り
上
げ
た
場
面
以
外
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ

た
。
こ
の
他
の
例
と
な
る
と
、
膝
枕
の
例
と
は
異
な
る
が
、
子
供
を
膝
に
据
え

る
と
い
う
場
面
を
十
一
例
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
引
く
の
は
、
仲
忠

が
娘
の
い
ぬ
宮
を
膝
の
上
に
の
せ
て
か
わ
い
が
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

⑤
〔
典
侍
〕「
…
…
お
と
ど
の
君
は
、
と
み
の
こ
と
あ
れ
ど
、
率
て
遊
ば
せ
給

ひ
つ
つ
、
放
ち
給
は
ず
。
夜
昼
、
膝
に
ぞ
据
ゑ
奉
り
給
へ
る
。
げ
に
、
い

と
う
つ
く
し
き
や
」。

（「
国
譲
・
中
」
六
九
五
〜
六
九
六
）

こ
の
他
の
例
も
確
認
し
て
み
た
と
こ
ろ
、「
膝
に
据
ゑ
」
る
の
は
大
人
が
子
供

に
対
し
て
す
る
例
の
み
で
あ
っ
た
。

日
本
の
古
典
作
品
で
は
限
ら
れ
た
例
し
か
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

一
方
で
、
漢
籍
の
方
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、『
史
記
』
や
『
三
国
志
』
と
い
っ

た
作
品
で
、
男
性
同
士
の
膝
枕
の
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
例
え
ば
、

『
史
記
』
に
は
、「
王
因
枕w

其
股q

而
臥
。
鋗
人
又
以p

土
自
代
逃
去
。
王
覺
而

弗p

見
、
遂
飢
、
弗p

能p

起
。」（
巻
四
〇
楚
世
家
第
十
）
と
い
う
一
節
が
見
い

だ
せ
る
。
弟
の
反
逆
に
よ
り
追
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
霊
王
が
、
か
つ
て
自
身

の
も
と
で
働
い
て
い
た
鋗
人
の
「
股
を
枕
に
」
眠
っ
て
し
ま
い
、
処
罰
を
恐
れ

た
鋗
人
が
代
わ
り
に
土
枕
を
作
っ
て
逃
げ
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、

結
果
的
に
は
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
王
が
鋗
人
の
股
（
実
際
に
は
い

わ
ゆ
る
膝
枕
と
同
じ
く
太
も
も
の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
）
を
枕
に
眠
る
と
い
う
行

為
か
ら
は
、
全
幅
の
信
頼
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に

漢
籍
由
来
の
要
素
が
様
々
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
、
各
注
釈
書
で
も
多
く
言
及

さ
れ
て
い
る
が
、
男
性
同
士
で
膝
枕
を
す
る
と
い
う
要
素
も
、
例
の
一
つ
と
し

て
数
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
ま
で
の
例
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
改
め
て
①
の
場
面
を
見
て
み
る
と
、
次

の
傍
線
部
に
留
意
さ
れ
る
。

①
（
再
掲
）
か
く
て
、
五
の
宮
、
弾
正
の
宮
の
膝
を
枕
に
し
て
、
夜
一
夜
、

泣
く
泣
く
物
語
し
て
、「
ま
ろ
を
ば
、
い
か
に
せ
よ
、
と
て
、
こ
の
宮
〔
女

二
の
宮
〕
を
ば
、
ま
か
で
さ
せ
奉
り
給
へ
る
ぞ
。
か
か
る
心
あ
り
、
と
て
、

宮
〔
后
の
宮
〕
も
、
月
ご
ろ
は
見
給
は
ず
、
上
〔
朱
雀
院
〕
も
、
よ
か
ら
ず

思
し
た
れ
ど
、
そ
れ
も
思
は
ず
。
宮
〔
弾
正
の
宮
〕
の
、
我
を
子
に
し
て
、

助
け
給
へ
」
な
ど
の
た
ま
ひ
明
か
し
て
、
…
…（「

国
譲
・
下
」
八
〇
七
）

五
の
宮
が
、
弾
正
の
宮
に
対
し
て
、「
私
を
子
に
し
て
お
助
け
く
だ
さ
い
」
と

い
う
よ
う
な
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
代
に
用
い
ら
れ
た
「
膝

ま
く
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
性
愛
関
係
が
想
起
さ
れ
得
る
が
、
こ
れ
を
、
意

味
合
い
は
違
う
が
「
膝
に
据
え
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
目
を
向
け
、
ま
た
漢

籍
の
例
も
含
め
て
膝
枕
と
い
う
行
為
を
検
討
し
て
み
る
と
、
強
い
信
頼
関
係
や
、

擬
似
的
な
親
子
関
係
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
母
違
い
の
兄
で
あ
る
弾
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正
の
宮
の
膝
を
枕
に
す
る
五
の
宮
の
様
子
か
ら
は
、
ど
こ
か
親
子
の
よ
う
な
雰

囲
気
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
ま
さ
に
「
我
を
子
に
し
て
、
助
け
給
へ
」
と
い
う

言
葉
と
対
応
し
て
い
る
。

膝
枕
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、
擬
似
的
な
親
子
関
係
を
結
ぶ
弾
正
の
宮
と
五

の
宮
で
あ
る
が
、
実
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
彼
ら
の
他
に
、
親
子
の
関
係

を
結
ぼ
う
と
す
る
人
々
を
複
数
確
認
す
る
事
が
で
き
る
。
そ
れ
が
次
に
引
く
二

組
の
例
で
あ
る
。

⑥
君
〔
藤
壺
〕、「
い
で
や
、
い
み
じ
く
恥
ぢ
隠
し
給
ひ
し
を
、
人
に
聞
こ
ゆ
る
、

と
、
亡
き
影
に
て
も
こ
そ
見
給
へ
」。〔
祐
澄
〕「
祐
澄
を
ば
、
あ
ま
た
あ
れ

ど
も
、
そ
が
中
に
親
子
の
契
り
な
し
た
り
し
か
ば
、
さ
も
お
は
せ
じ
」。

（「
蔵
開
・
上
」
五
一
四
）

⑦
〔
実
頼
〕「
実
頼
は
、
殿
隠
れ
給
ひ
て
後
、
夜
昼
、
悲
し
き
こ
と
を
思
ひ
給

へ
嘆
き
つ
る
に
、
今
日
な
む
、
そ
の
心
も
忘
れ
て
、
う
れ
し
う
思
ひ
給
ふ

る
。
な
ほ
、
か
く
て
経
給
は
ば
、
す
べ
て
、
同
じ
き
は
ら
か
ら
と
聞
こ
ゆ

と
も
、
親
、
君
と
仕
う
ま
つ
ら
む
」
と
て
、
二
所
な
が
ら
こ
こ
に
も
の
し

給
ひ
、
か
し
づ
き
仕
う
ま
つ
り
給
ひ
つ
つ
、
…
…
」

（「
国
譲
・
中
」
七
三
〇
）

⑥
で
は
、
同
腹
の
あ
て
宮
に
恋
を
し
、
亡
く
な
っ
た
仲
澄
と
、
仲
澄
の
兄
に
あ

た
る
祐
澄
が
「
親
子
の
契
り
」
な
る
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て

い
る
。
仲
澄
は
事
実
上
、
正
頼
家
で
の
一
番
の
出
世
頭
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
彼

が
亡
く
な
っ
た
後
は
、
こ
の
契
り
を
結
ん
で
い
た
と
い
う
祐
澄
が
、
仲
澄
の
役

目
も
担
う
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
⑦
の
方
で
も
、
季
明
の
息
子
で
あ
る
実
頼
が
、
弟
の
実
忠
に
対
し
て
、

「
親
や
君
主
と
（
思
っ
て
）
仕
え
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。

実
際
に
こ
の
あ
と
、
長
男
の
実
正
と
、
次
男
の
実
頼
、
そ
し
て
あ
て
宮
た
ち
の

尽
力
に
よ
っ
て
、
三
男
の
実
忠
が
政
界
に
復
帰
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

⑥
、
⑦
の
例
で
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
実
の
兄
弟
が
、
親
と

子
と
い
う
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
固
な
繋
が
り
を
築
い
て
ゆ
く
、

と
い
う
点
で
あ
る
が
、
仮
に
、
朱
雀
帝
の
息
子
で
あ
る
二
人
も
、
擬
似
的
な
親

子
と
し
て
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
り
結
束
を
強
め
、

女
二
の
宮
に
狙
い
を
す
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
。
す
で
に
立
坊
争
い
は

ほ
と
ん
ど
決
着
が
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
五
の
宮
が
女
二
の
宮
と
結
ば
れ
、

こ
の
二
人
の
間
に
息
子
が
生
ま
れ
た
場
合
、「
お
ほ
や
け
」
の
血
を
色
濃
く
受

け
継
い
だ
、
き
わ
め
て
高
貴
な
男
子
が
東
宮
の
子
世
代
の
中
に
位
置
す
る
こ
と

と
な
る
。
宴
の
添
え
物
以
上
の
活
躍
の
場
面
が
な
い
男
宮
た
ち
と
異
な
り
、
五

の
宮
は
、
東
宮
に
匹
敵
す
る
と
ま
で
は
ま
だ
言
え
な
い
も
の
の
、
東
宮
に
対
抗

す
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
の
要
所
で
存
在
感
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

結
果
的
に
女
二
の
宮
の
盗
み
出
し
は
仲
忠
、
朱
雀
帝
、
そ
し
て
女
一
の
宮
に

よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
）
13
（

、
こ
の
二
人
の
結
び
つ
き
は
、
東
宮
側
の
人

間
か
ら
す
る
と
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
の
節
で
は
、
女
二
の
宮
を
狙

う
こ
と
以
外
に
も
、
具
体
的
に
東
宮
や
仲
忠
た
ち
の
障
壁
と
な
る
、
二
人
の
様

子
を
追
っ
て
ゆ
く
。
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四
、
二
人
の
宮
の
あ
が
き

こ
こ
ま
で
、
東
宮
に
対
抗
す
る
こ
と
で
存
在
感
を
示
し
た
二
人
の
宮
と
、
そ

の
結
び
つ
き
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
先
に
上
げ
た
共
通
点
以
外
に
も
、
こ
の

二
人
に
は
、
東
宮
、
お
よ
び
仲
忠
に
関
わ
る
重
要
な
秘
密
を
暴
露
す
る
、
と
い

う
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
引
く
の
は
、
弾
正
の
宮
が
、
仲
忠

と
女
一
の
宮
が
い
る
目
の
前
で
、
仁
寿
殿
の
女
御
に
か
つ
て
の
仲
忠
の
恋
を
語

る
場
面
で
あ
る
、

⑧
〔
弾
正
の
宮
〕「
多
く
も
聞
こ
し
召
し
残
し
た
り
け
る
か
な
。
い
と
い
み
じ

き
こ
と
ど
も
、
多
く
侍
り
し
も
の
を
。
ま
づ
は
、
か
し
こ
ぞ
」。
と
て
、

中
納
言
〔
仲
忠
〕
を
見
や
り
給
ひ
て
、「
こ
こ
に
こ
そ
、
同
じ
所
に
て
、
よ

く
は
知
り
給
へ
ら
め
。
し
か
の
た
と
ひ
な
る
こ
と
も
や
、
思
し
合
は
す
る

こ
と
も
侍
ら
む
か
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
宮
〔
女
一
の
宮
〕、
を
か
し
と
思
す
。

中
納
言
、
苦
し
と
思
す
。

（「
蔵
開
・
上
」
五
二
一
）

「
お
ほ
や
け
」
に
連
な
る
女
性
を
娶
り
、
後
に
は
娘
の
い
ぬ
宮
の
入
内
を
も
予

感
さ
せ
る
仲
忠
で
あ
る
が
、
彼
の
あ
て
宮
に
対
す
る
思
い
を
、
弾
正
の
宮
は
暴

露
す
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
五
の
宮
の
方
も
、
重
要
な
秘
密
を
あ
ら
わ
に

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

⑨
上
〔
朱
雀
帝
〕、「
い
づ
く
に
も
の
せ
ら
る
る
に
か
あ
ら
む
」。〔
五
の
宮
〕「
藤

壺
な
ら
で
は
、い
づ
く
に
か
は
。異
人
を
知
り
給
は
ば
こ
そ
あ
ら
め
」。「
皇

女
を
、
い
か
に
し
奉
る
ら
む
」。
宮
、「
そ
れ
は
、
今
年
、
い
ま
だ
対
面
し

給
は
ざ
な
り
。
す
べ
て
、
誰
も
、
見
奉
る
こ
と
難
し
。
い
か
な
ら
む
暇
に

か
侍
り
つ
ら
む
、
こ
の
御
妹
〔
梨
壺
〕
こ
そ
、
時
々
見
奉
り
て
、
妊
じ
て

侍
る
な
り
」。

（「
蔵
開
・
中
」
五
三
九
）

五
の
宮
が
、
東
宮
の
あ
て
宮
偏
愛
や
、
梨
壺
の
懐
妊
を
朱
雀
帝
に
告
げ
て
い
る
。

東
宮
に
対
す
る
周
囲
の
不
信
感
を
強
め
、
ま
た
梨
壺
の
懐
妊
と
い
う
の
ち
の
立

坊
争
い
の
要
因
を
い
ち
早
く
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
五
の
宮
な
の
で
あ
る
。

結
局
、
立
坊
争
い
は
藤
壺
方
の
勝
利
と
な
り
、
女
二
の
宮
を
盗
み
出
す
こ
と

に
も
失
敗
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
独
身
を
貫
き
、
正
頼
家
の
一
員
と
な
れ

な
か
っ
た
弾
正
の
宮
と
、
東
宮
に
次
ぐ
二
番
手
と
い
う
役
目
を
放
棄
し
、
盗
み

に
よ
っ
て
女
二
の
宮
を
得
よ
う
と
し
た
五
の
宮
か
ら
は
、
正
頼
流
の
権
威
と
、

東
宮
の
権
威
、
何
れ
に
も
与
さ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
姿
勢
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
彼
の
秘
密
の
暴
露
か
ら
は
、
正
頼
や
東
宮
、
そ
し
て
彼
ら
と
非
常
に

強
く
結
び
つ
く
仲
忠
に
よ
っ
て
、
安
定
に
む
か
っ
て
ゆ
く
世
界
を
、
か
き
乱
し

て
や
ろ
う
と
い
う
気
概
、
あ
る
い
は
あ
が
き
の
よ
う
な
も
の
す
ら
感
じ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
五
の
宮
の
他
に
、
女
二
の
宮
を
盗
み
出
そ
う
と
し
た
祐
澄
、
近
澄

と
い
っ
た
人
物
は
、
盗
み
に
失
敗
す
る
と
身
を
潜
め
て
し
ま
う
の
だ
が
、
五
の

宮
は
二
度
盗
み
出
そ
う
と
し
、
失
敗
し
て
も
な
お
、
物
語
に
登
場
し
続
け
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
最
後
に
五
の
宮
が
登
場
す
る
の
が
、
次
の
場
面
で

あ
る
。

⑩
四
人
な
が
ら
、
い
と
を
か
し
う
、
吹
か
ぬ
笛
な
く
吹
き
立
て
て
、
ま
だ
小

さ
き
も
、
顔
か
た
ち
、
愛あ
い

敬ぎ
や
うを
か
し
げ
に
て
、
か
か
る
才
を
い
と
う
つ
く
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し
く
す
れ
ば
、
院
〔
朱
雀
〕
の
宮
た
ち
、
我
も
我
も
、
と
得
む
と
し
給
へ
ば
、

…
…

（「
楼
の
上
・
下
」
九
二
四
〜
九
二
五
）

か
つ
て
仲
忠
の
母
で
あ
る
俊
蔭
の
娘
の
世
話
を
し
た
、
さ
が
の
と
い
う
人
物
の

孫
を
、
朱
雀
院
の
宮
た
ち
が
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
さ
が
の
の
孫
た
ち
四
人
は
、

そ
れ
ぞ
れ
技
芸
の
才
能
に
秀
で
て
い
て
、
東
宮
が
仲
忠
を
は
じ
め
と
し
た
才
覚

あ
ふ
れ
る
男
君
達
を
重
用
し
、
自
身
も
仲
忠
の
書
を
学
ぶ
な
ど
し
て
成
長
を
遂

げ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
さ
が
の
の
孫
た
ち
は
、
さ
ら
に
次
の
世
代
の
男
君
と

し
て
、
五
の
宮
た
ち
朱
雀
院
の
宮
、
お
よ
び
彼
ら
の
子
と
の
関
係
を
結
ぶ
可
能

性
が
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

以
上
、
弾
正
の
宮
と
五
の
宮
を
中
心
に
、
朱
雀
帝
の
男
宮
た
ち
に
つ
い
て
論

じ
て
き
た
。
朱
雀
帝
に
は
名
前
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
十
名
も
の
男
子
が
い

た
わ
け
だ
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、「
親
王
た
ち
」
と
名
無
し
で
宴
の
賑
や
か

し
に
登
場
す
る
者
た
ち
と
同
程
度
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
後
に
帝
と
な
る
東
宮
以
外
で
は
、
弾
正
の
宮
と
五
の

宮
が
抜
き
ん
出
て
登
場
し
て
い
た
。
彼
ら
二
人
の
う
ち
、
特
に
五
の
宮
は
、
東

宮
に
対
抗
し
う
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、「
お
ほ
や
け
」
の
権
威
と
も
、

正
頼
の
権
威
と
も
ま
た
異
な
る
方
法
で
、
存
在
感
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
二
人
を
比
較
し
て
み
る
と
、
弾
正
の
宮
よ
り
五
の
宮
の
ほ
う
が
、

血
縁
的
に
近
い
人
物
に
恋
を
し
て
い
た
り
、
実
際
に
盗
み
の
計
画
を
立
て
た
り

と
、
よ
り
過
激
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
同
腹
の
き
ょ
う
だ
い
に
恋
を

し
た
仲
澄
と
比
較
し
て
も
、
五
の
宮
は
よ
り
し
た
た
か
で
、
ま
た
具
体
的
な
行

動
を
何
度
も
起
こ
そ
う
と
し
、
し
か
も
自
死
な
ど
に
は
全
く
至
ろ
う
と
し
な
い
、

と
い
う
相
違
点
が
あ
る
。

帝
以
外
の
「
お
ほ
や
け
」
の
権
威
が
、
正
頼
に
代
表
さ
れ
る
摂
関
政
治
的
な

権
威
の
前
に
う
ま
く
発
揮
さ
れ
な
い
中
、
弾
正
の
宮
の
意
志
を
継
承
し
た
五
の

宮
は
、
東
宮
お
よ
び
仲
忠
に
よ
る
世
界
を
か
き
乱
し
、
独
自
の
方
法
で
、
そ
の

権
威
を
伸
長
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
女
二
の

宮
を
一
度
は
諦
め
た
五
の
宮
で
あ
る
が
、
仲
忠
た
ち
よ
り
更
に
次
の
世
代
の
、

才
覚
を
持
っ
た
男
君
と
な
り
得
る
童
た
ち
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
興
味
深

い
。
作
品
内
で
は
こ
れ
以
上
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
も
の
の
、
東
宮
や
仲
忠
一

家
の
秘
密
を
暴
露
し
得
る
人
物
で
あ
り
、
そ
し
て
弾
正
の
宮
以
上
の
不
穏
分
子

と
し
て
存
在
し
続
け
る
五
の
宮
は
、
不
気
味
に
存
在
感
を
放
ち
続
け
る
。

「
お
ほ
や
け
」
や
正
頼
一
族
、
そ
し
て
琴
を
は
じ
め
と
し
た
技
芸
の
才
能
と
、

様
々
な
権
威
や
力
が
浮
き
沈
み
し
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
度
々
入
れ
替
わ
る
『
う

つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
、
男
君
た
ち
は
、
婚
姻
以
外
に
も
、
友
人
関
係
や
擬
似

的
な
親
子
関
係
な
ど
、
様
々
な
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
、
存
在
感
を
示
そ
う
と
す

る
。
と
も
す
れ
ば
宴
の
添
え
物
と
な
っ
て
し
ま
う
男
宮
た
ち
も
ま
た
同
様
で
あ

り
、
弾
正
の
宮
と
五
の
宮
の
「
膝
枕
」
か
ら
は
、
そ
の
方
法
の
一
端
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

※
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
本
文
は
、
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語
全

改
訂
版
』（
お
う



『うつほ物語』の男宮たち

（163）948

ふ
う
、
二
〇
〇
一
）
に
拠
り
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。
ま
た
、『
う
つ
ほ
物
語
』
以
外

の
日
本
古
典
文
学
作
品
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
り
、『
史
記
』

の
引
用
は
『
新
釈
漢
文
大
系
』
に
拠
る
が
、
旧
字
を
新
字
に
改
め
て
い
る
。

注

（
１

）
『
源
氏
物
語
』
の
「
橋
姫
」
巻
で
は
、（
実
際
に
は
源
氏
の
子
で
は
あ
る
が
）
冷
泉
院

が
「
十
の
み
こ
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
２

）
「
お
ほ
や
け
」
の
権
威
に
関
し
て
、
三
代
の
帝
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
る
論
考
も
、

現
在
執
筆
中
で
あ
る
。

（
３

）
武
藤
那
賀
子
「
清
原
家
の
家
集
進
講
」（『
う
つ
ほ
物
語
論
物
語
文
学
と
「
書
く
こ

と
」』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
七
）

（
４

）
原
田
芳
起
「
弾
正
の
宮
の
恋
│
│
物
語
構
想
の
進
展
│
│
」（『
宇
津
保
物
語
研
究
考

説
編
』
風
間
書
房
、
一
九
九
七

※
初
出
は
一
九
七
九
・
一
一
）

（
５

）
鈴
木
温
子
「
齊
世
親
王
と
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
弾
正
の
宮--

春
宮
の
異
母
兄
弟
・
三

の
宮
・「
御
妻
な
し
」
を
視
座
と
し
た
人
物
造
型
」（『
駒
澤
国
文
』
四
六
、
駒
澤
大
学

文
学
部
国
文
学
研
究
室
、
二
〇
〇
九
・
二
）

（
６

）
勝
亦
志
織
「
親
王
・
皇
女
」（
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
四
）

（
７

）
注（
５

）の
鈴
木
論
文
。

（
８

）
中
野
幸
一
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

う
つ
ほ
物
語
』
②
（
小
学
館
、

二
〇
〇
一
）
三
七
五
頁

（
９

）
近
澄
は
、
正
頼
か
ら
女
二
の
宮
を
狙
っ
て
い
る
こ
と
を
咎
め
ら
れ
て
、「
さ
て
、
仲

忠
侍
ら
ず
や
」
と
返
し
た
が
、「
そ
れ
は
、
不
意
に
賜
へ
ば
こ
そ
あ
れ
。
き
ん
ぢ
は
、

い
か
な
る
道
、
何
に
よ
り
て
」（「
蔵
開
・
下
」
六
〇
〇
）
と
諌
め
ら
れ
た
。

（
10
）
例
え
ば
兼
雅
は
、
仲
忠
に
対
し
て
、「
…
…
ま
か
で
て
も
の
せ
ら
れ
む
時
、
空
酔
ひ

を
し
て
、
た
だ
入
り
に
入
る
べ
き
ぞ
か
し
。
人
も
騒
が
ば
、
い
た
く
酔
ひ
に
け
り
や
。

こ
こ
は
い
づ
く
ぞ
。
中
の
お
と
ど
に
は
あ
ら
ず
や
、
と
、
た
だ
酔
ひ
に
酔
ふ
ば
か
り
ぞ

か
し
」（「
蔵
開
・
中
」
五
七
〇
）
と
い
う
よ
う
に
、
仲
忠
と
、
さ
ら
に
妻
で
あ
る
俊
蔭

の
娘
の
前
で
、「
酔
っ
払
っ
た
ふ
り
を
し
て
、
女
性
の
も
と
に
押
し
入
っ
て
し
ま
う
の

が
良
い
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
、
こ
の
後
二
人
に
諌
め
ら
れ
て
い
る
。

（
11
）
注（
４

）の
原
田
論
文
。

（
12
）
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
〜
二
〇
〇
二
）

（
13
）
女
二
の
宮
を
盗
み
出
そ
う
と
す
る
男
た
ち
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「『
う
つ
ほ
物
語
』

の
「
盗
ま
れ
な
い
」
女
二
の
宮
を
め
ぐ
っ
て
│
│
「
挿
話
」
に
示
さ
れ
る
人
々
の
関
係

性
│
│
」（『
国
文
学
研
究
』
一
九
二
、
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
、
二
〇
二
〇
・
一
〇
）

で
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
。




