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藤
原
登
子
に
つ
い
て

一

藤
原
登
子
は
、
藤
原
師
輔
ど
藤
原
盛
子
の
間
に
二
女
と
し
て
誕
生
し
た
。

師
輔
は
二
人
の
内
親
王
を
妻
と
し
た
が
、
盛
子
は
受
領
階
級
出
身
で
あ
っ

た

（
軍

量

際

し

。

師
輔
が
盛
子
を
妻
と
し
た
の
は
、

「少
日
之
旧
契
」

（
「願
文
集
」
）

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
の
若
い
頃
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
、
こ
れ
が
師
輔
の
最

初
の
結
婚
で
あ
ろ
う
。
盛
子
所
生
の
伊
ヂ
が
師
輔
の
十
七
歳
の
と
き
に
生

ま
れ
て
い
る
。
伊
ヂ
の
他
に
盛
子
所
生
は
、

「尊
卑
分
脈
」
に
よ
る
と
、

兼
通

・
兼
家

・
忠
君

。
安
子

・
登
子

上
二
女
源
高
明
室
で
あ
る
。

「大
鏡

裏
書
」
で
は
、
慰
子
も
盛
子
所
生
と
し
て
い
る
。
盛
子
五
七
日
の
願
文
に

は
四
男
五
女

（
「願
文
集
」
）
と
あ
る
か
ら
、
女
子

一
人
が
不
明
で
あ
る
。

コ
塁
早
盆
脈
」
に
は
、
六
女
ど
七
女
に
母
を
記
し
て
い
な
い
。
六
女

（繁

子
）
は
甥
の
道
兼
室
に
な
っ
て
い
る
。
彼
女
が
盛
子
所
生
だ
と
す
る
と
、

彼
女
は
盛
子
発
去
の
天
慶
六
年
以
前
に
生
ま
れ
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
彼
女
は
夫
の
道
兼
（１
）よ
り
十
八
歳
以
上
の
年

島

田

　

と

よ

子

長
に
な
る
の
で
、
六
女
が
盛
子
所
生
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
で
は
、

七
女
で
あ
る
が
、

「尊
卑
分
脈
」
の
藤
原
氏
系
図
で
は
重
信
の
妻
に
な
っ

て
道
方
を
生
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
源
氏
系
図
の
道
方
の
母
を
見

る
と
、
師
輔
女
と
高
明
女
の
両
説
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

「公
卿
補
任
」

は
高
明
女
を
道
方
の
母
と
す
る
。
或
は
、
高
明
女
が
母
を
師
輔
三
女
と
す

る
こ
と
か
ら
混
同
し
、
誤
写
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
、

「九
暦
抄
」
の
天
徳
元
年
十

一
月
二
十
七
日
の
条
に
、
師
輔
の
五
人
の
息

子
達
が
臨
時
祭
の
舞
人
に
選
ば
れ
て
い
な
が
ら
と
り
や
め
に
な
っ
た
理
由

と
し
て
、

「依
妹
喪
」
と
し
て
い
る
、
こ
の

「妹
」
が
盛
子
所
生
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
う
。
こ
の
人
は
、

「大
鏡
」
に

「四
の
君
は
と
く
う
せ
た

ま
ひ
に
き
」
と
記
さ
れ
る
人
と
同
人
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「尊
卑
分

脈
」
で
は
急
子
を
四
女
に
掲
げ
る
が
、

「大
鏡
」
で
は

「六
の
君
、
冷
泉

院
の
東
宮
に
お
は
し
ま
し
し
に
、
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ひ
」
と
、
急
子
を
六
女

と
す
る
。
重
信
室
道
方
母
に
は
疑
間
が
残
る
が
、

「尊
卑
分
脈
」
で
は
天

徳
元
年
卒
去
の
娘
を
落
を
し
て
い
る
か
ら
、
師
輔
の
娘
の
数
を
も
う

一
人

増
や
す
必
要
が
あ
る
。
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登
子
の
異
母
兄
弟
姉
妹
も
掲
げ
る
と
、
遠
量
（母
右
大
臣
顕
忠
）

。
遠

度

（母
常
陸
介
公
葛
女
）

。
遠
基

（母
同
遠
量
）

。
高
光

（母
雅
子
内
親

王
）

。
為
光

（母
同
高
光
）

。
公
季

（母
康
子
内
親
王
）

・
尋
禅

（母
同

高
光
）

・
深
覚

（母
同
公
季
）

・
愛
宮

（母
同
高
光
）
で
あ
る
。
六

・
七

女
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。

盛
子
は
天
慶
六
年
春
か
ら
重
態
に
お
ち
い
り
、
九
月
十
二
日
に
莞
し
た

（
「願
文
集
」
）
。
亨
年
は
未
詳
。
と
き
に
、
登
子
は
十
歳
位
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
彼
女
は
生
涯
の
中
に
肉
親
の
多
く
と
死
別
す
る
と
い
う
不

幸
に
遭

っ
て
い
る
が
、
多
感
な
少
女
期
の
母
の
死
は
登
子
の
人
格
形
成
に

必
ず
陰
を
落
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

二

登
子
と
重
明
親
王
の
結
婚
は
、
親
王
が

「吏
部
王
記
」
に
記
し
て
い
る
。

夜
詣
右
丞
相
坊
門
家
、
嬰
公
中
女

（天
暦
二

・
十

一
二

一十
一
）

結
婚
は
、
重
明
親
王
が
師
輔
の
九
条
坊
門
家
に
登
子
を
訪
い
、
二
十
四

日
に
は
三
日
の
祝
儀
が
催
さ
れ
、
成
立
し
て
い
る
。
祝
儀
に
は
師
輔
の
同

母
弟
師
ヂ

（と
き
に
従
三
位
権
中
納
言
柔
左
兵
衛
督
）

。
師
氏

（と
き
に

従
四
位
上
参
議
兼
右
衛
門
督
）
、
嫡
男
伊
ヂ

（と
き
に
従
五
位
上
左
少
菫
じ

等
が
列
席
ｔ
て
い
る

（
「吏
部
王
記
」
）
。

重
明
親
王
は
醍
醐
天
皇
の
第
四
皇
子
で
、
母
は
大
納
〓
源
昇
の
娘
で
あ

る
。
親
王
は
登
子
と
結
婚
し
た
天
暦
二
年
、
四
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
師
輔

よ
り
二
歳
上
に
な
る
。
登
子
は
、
時
に
、
十
四
、
五
歳
で
あ
っ
た
ろ
う
と

推
測
さ
れ
る
が
、
親
よ
り
年
上
の
重
明
親
王
と
結
婚
し
た
こ
と
の
裏
に
は

師
輔
の
計
算
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
猶
、
登
子
の
年
齢
は
、
安
子
の
結
婚

年
齢
、
当
時
の
適
齢
期
、
そ
し
て
重
明
親
王
室
寛
子
卒
（２
）後
四
年
程
し

て
登
子
が
後
妻
に
入
っ
て
い
る
等
を
考
慮
し
て
推
測
し
た
も
の
で
あ
る
。

親
王
前
室
寛
子
は
藤
原
忠
平
の
次
女
で
、
親
王
と
は
同
年
で
あ
っ
た
。

忠
平
が
親
王
を
娘
婿
に
え
ら
ん
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
親
王
は
醍
醐
皇
子

の
中
で
も
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
し
、
又
、
忠
平
の
婿
に
な

っ
て
一
層
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
崩
御
の
間
際
、

醍
醐
上
皇
は
忠
平
、
代
明
親
王
、
そ
し
て
重
明
親
王
に

「不
可
上
彗
貫

及
以
左
大
臣
為
太
政
大
臣
、
醍
醐
寺
施
入
供
米
宛
年
分
度
者
之
由
」
を
遺

詔
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
重
明
親
王
が
醍
醐
上
皇
の
ご
信
任
を
得

て
い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う

（史
料
纂
集

「吏
部
王
記
」
解
説
）
。

登
子
が
重
明
親
王
の
後
妻
に
入

っ
た
時
、
親
王
は
三
品
中
務
卿
で
あ
っ

た
。
翌
翌
天
暦
四
年
に
は
式
部
卿
に
就
任
し
て
い
る
。
中
務
卿
就
任
は
承

平
七
年
、
朱
雀
天
皇
の
御
世
の
こ
と
で
、
式
部
卿
就
任
は
村
上
天
皇
の
御

世
の
こ
と
で
あ
る
。
両
天
皇
と
は
異
腹
で
は
あ
る
が
、
生
存
す
る
最
年
長

の
兄
と
し
て
厚
遇
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
師
輔
は
醍
醐
天
皇
の
皇
子
女
と
の
関
係
が
強
い
。
前
述
じ

た
よ
う
に
、
二
人
の
内
親
王

企
型
十
・
雅
子

・
康
子
）
を
妻
に
し
て
い
る
。

又
、
長
男
伊
ヂ
に
代
明
狙
上
の
娘

（恵
子
女
王
）
を
、
次
男
兼
通
に
有
明

親
上
の
娘

（能
子
女
王
）
を
、
長
女
安
子
に
成
明
親
王

（村
上
天
皇
）
を
、

登
子
に
重
明
親
王
を
、
三
女
に
源
高
明
を
合
せ
て
い
る
。
師
輔
は
天
皇
の



姉
や
兄
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
と
の
結
び
付
き
を
強
め
、
世

間
的
に
は
格
上
げ
の
効
果
を
狙

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

結
婚
後
の
登
子
に
つ
い
て
は
、

「九
暦
逸
文
」
に
憲
平
親
王

（冷
泉
院
）

三
七
日
夜
の
贈
物
を
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
三
七
日
夜
と
い

う
と
、
結
婚
後

一
年
半
に
な
る
。
憲
平
親
王
の
ご
誕
生
は
九
条
家
の
将
来

の
栄
華
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
娘
に
当
た
る
登
子
に
も
非
常

に
め
で
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
が
現
存
す
る
師
輔
の
日

記
に
登
子
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
唯

一
の
例
で
あ
る
。

新
婚
の
頃
か
と
思
わ
れ
る
興
味
あ
る
事
件
が

「斎
宮
女
御
集
」
に
記
さ

れ
て
い
る
。ち

ゝ
宮
の
お
は
じ
け
る
時
に
、
は
ゝ
う
え
の
御
か
た
ち
な
と
を
、

い
ま
の
き
た
の
か
た
に
か
た
り
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
御
く
し
の

め
て
た
か
り
し
は
ま
た
あ
ら
む
や
と
て
、
と
り
に
た
て
ま
つ
り

た
ま
へ
り
け
れ
は

か
ら
も
な
く
な
く
な
り
に
し
き
き
み
か
た
ま
か
つ
ら
か
け
も
や
す
る

と
お
き
つ
ヽ
も
み
む

と
て
、
た
て
ま
つ
ら
せ
給
は
す

重
明
親
王
が
登
子
に
亡
き
寛
子
の
容
貌
な
ど
を
話
し
、
髪
の
素
晴
ら
し

さ
は
抜
群
で
あ
っ
た
と
一言
っ
て
、
徽
子
女
王
の
も
と
に
形
見
の
髪
を
取
り

に
遣
ら
せ
た
が
、
女
王
は
そ
れ
を
断
わ
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
斎

宮
女
御
と
称
さ
れ
た
徽
子
女
王
は
重
明
親
王
と
寛
子
の
間
に
長
女
と
し
て

誕
生
し
た

（
「本
朝
皇
胤
紹
運
録
」

「本
朝
世
紀
」
天
慶

西
午
。
九

・
十

五
）
。
従

っ
て
、
女
王
に
と

っ
て
登
子
は
義
母
に
な
る
。

「
こ
の
歌
は
、

単
に
母
の
形
見
の
髪
を
手
放
し
て
損
な
わ
れ
る
の
を
恐
れ
た
だ
け
で
は
な

く
、
今
の
北
の
方
に
亡
き
母
の
髪
を
見
せ
た
く
な
い
、
娘
の
義
母
に
対
す

る
気
持
を
詠
ん
だ
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
」

（
「斎
宮
女
御
集
注
釈
」
）

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
継
娘
と
義
母
の
微
妙
な
関
係
が
露
呈
し
て
い
る
。

最
も
、
徽
子
女
王
は
重
明
親
王
と
登
子
の
結
婚
よ
り
一
月
遅
れ
て
村
上
天

皇
の
許
へ
入
っ
て
い
る

（
「吏
部
王
記
」
天
暦
二
・
十
二
二
二
十
）
の
で
、

登
子
と
徽
子
女
王
が
家
庭
生
活
の
場
で
深
く
関
わ
り
合
う
と
い
う
こ
と
は

な
か
っ
た
ろ
う
。
の
ち
に
、
こ
の
義
理
の
母
子
は
村
上
天
皇
を
挟
み
、
男

女
間
の
こ
と
で
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
重
明
親
王
か
ら
亡
き
寛
子
の
容
貌
、
抜
群
の
髪
の
こ
と
を

聞
か
さ
れ
、
そ
の
髪
を
見
せ
よ
う
と
ま
で
言
わ
れ
て
登
子
は
ど
う
思
っ
た

ろ
う
か
。
旧
妻
に
対
す
る
新
妻
の
気
持
も
又
、
微
妙
で
あ
ろ
う
。
夫
か
ら

旧
妻
の
美
点
を
聞
か
さ
れ
る
の
は
気
持
の
よ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

ち
な
み
に
、

「枕
草
子
」

（に
く
き
も
の
）
に

「我
が
知
る
人
に
て
あ
る

ほ
ど
の
、
は
や
う
見
し
女
の
こ
と
、
ほ
め
出
だ
し
な
ど
す
る
も
過
ぎ
て
ほ

ど
経
に
た
れ
ど
な
ほ
に
く
し
」
と
あ
る
。
重
明
親
王
は
ど
う
い
う
つ
も
り

で
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
寛
子
が
登
子
の
伯
母

に
当
た
る

か
ら
だ
ろ
う
か
。
何
か
、
親
王
が
登
子
を
ひ
ど
ぐ
子
供
扱
い
に
し
た
よ
う

な
態
度
に
感
じ
る
。
前
に
登
子
の
年
齢
を
十
四
、
五
歳
と
推
測
し
た
が
、

こ
の
話
か
ら
も
そ
う
思
え
る
。

重
明
親
王
は
天
暦
八
年
九
月
十
二
日
に
四
十
九
歳
で
莞
じ
た

（
「扶
桑

崚喰
記
」
）
。

「書
管
昇
患
型
果
」
に
、

み
し
人
の
く
も
と
な
り
に
し
そ
ら
わ
け
て
ふ
る
ゆ
き
さ
へ
も
め
つ
ら
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し
き
か
な

と
、
登
子
が
親
王
の
莞
去
を
悼
む
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

親
王
の
莞
去
に
よ
っ
て
六
年
間
の
短
い
結
婚
生
活
に
終
止
符
が
打
た
れ
、

登
子
は
若
く
し
て
未
亡
人
と
な
っ
た
。
二
十
歳
か
二
十

一
歳
か
で
あ
っ
た

ろ
う
。
親
王
と
の
間
に
二
女
を
設
け
て
い
る
。

三

登
子
が
村
上
天
皇
の
寵
妃
と
な
る
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
は
、
彼
女
の

同
母
姉
安
子
が
女
御
と
し
て
入
内
し
て
い
た
の
で
、
宮
中
の
珍
し
い
物
見

に
参
内
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
村
上
天
皇
の
目
に
止
ま
っ
た
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
安
子
黙
認
の
下
に
二
人
は
通
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
迄

の
叙
述
は
大
体
ヽ

「栄
華
物
語
」
も

「大
鏡
」
も
同
様
で
あ
る
が
、
こ
の

後
、
安
子
崩
後
に
登
子
が
入
内
す
る
ま
で
の
間
、
二
人
の
関
係
は

「栄
華

物
語
」
で
は
安
子
が
不
快
を
示
し
た
の
で
中
断
が
あ
る
と
す
る
が
、

「大

鏡
」
で
は
連
続
し
て
い
た
よ
う
な
叙
述
（３
）
で
、
両
者
に
相
違
が
見
ら
れ

２つ
。登

子
の
異
母
弟
高
光
の
出
家
を
描
く

「多
武
峯
少
辮
物
語
」
に
、

式
武
卿
の
北
の
方
ヽ
ひ
と
り
お
は
す
れ
ば
、
こ
と
な
る
こ
と
お
は
せ

ね
ど
、
人
の
も
の
し
給
ふ
に
思
ひ
し
り
て
も
あ
ら
ね
ど
、
ふ
す
ま
た

て
ま
つ
り
給
ふ

と
、
登
子
は
ひ
と
り
住
み
の
身
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
、

登
子
が
横
川
山
中
に
籠
る
高
光
に
夜
具
を
贈
る
と
こ
ろ
で
、
彼
が
出
家
し

た
翌
年
、
応
和
二
年
五
月
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
応
和
二
年
五
月
と
言
う

と
、
安
子
崩
御
の
二
年
前
に
な
り
、
こ
の
時
、
登
子
が
ひ
と
り
住
み
の
身

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
女
と
村
上
天
皇
の
間
に
交
渉
が
無
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
よ
う
で
、　
コ
金
脇
黎
巴

の
叙
述
に
叶
う
が
、
登
子
と
村

上
天
皇
の
関
係
が
あ
っ
て
も
密
通
と
一一言
つ
も
の
で
あ
れ
ば
、
登
子
を
ひ
と

り
住
み
の
身
と
言
う
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。

「斎
宮
女
御
集
」
に
重
明
親
王
莞
後
の
登
子
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
が

あ
る
。

ち
ゝ
宮
う
せ
給
て
、
さ
と
に
お
は
す
る
内
侍
の
か
み
の
御
こ
ゝ

ろ
の
お
も
は
す
な
り
け
る
を

い
か
に
し
て
は
る
の
か
す
み
に
な
り
に
し
か
お
も
は
ぬ
や
ま
に
か
ゝ

る
わ
さ
せ
し

詞
書
の

「御
こ
ゝ
ろ
の
お
も
は
す
な
り
け
る
」
、
又
、
歌
句
の

「
は
る

の
か
す
み
」

「お
も
は
ぬ
や
ま
に
か
ヽ
る
」
と
は
、
登
子
が
村
上
天
皇
と

関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
言

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（４
）。
一削

述
し
た
よ
う
に
徽
子
女
王
に
は
村
上
天
皇
は
夫
で
あ
り
、
登
子
は
義
母
で

あ
っ
た
か
ら
、
村
上
天
皇
と
登
子
の
関
係
は
こ
と
に
不
愉
快
で
あ
っ
た
ろ

う
。
こ
れ
を

「天
暦
九
年
春
か
」

（
「斎
宮
女
御
集
注
釈
」
）
と
推
測
さ

れ
て
い
る
。
だ
と
す
る
と
、
重
明
親
王
莞
去
の
時
、

「
み
か
ど
人
知
れ
ず

今
だ
に
と
嬉
し
う
お
ぼ
じ
め
せ
ど
、
み
や
に
ぞ
憚
り
き
こ
え
さ
せ
給
け
る
」

と
、
村
上
天
皇
は
こ
の
機
会
に
登
子
に
逢
い
た
い
と
思
わ
れ
た
が
、
再
び

断
念
さ
れ
た
と
い
う

コ
蚕
帯
物
語
」
の
叙
述
は
誤
り
だ
と
言
う
こ
と
に
な
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る
。
又
、
登
子
の
同
母
兄
伊
ア
の
歌
集
で
あ
る

「
一
条
摂
政
御
集
」
に
、

彼
が
参
議
に
な
っ
た
時
、
登
子
に
贈
っ
た
歌
を
載
せ
て
い
る
。

さ
い
さ
う
に
な
り
た
ま
て
、
な
い
し
の
か
ん
の
と
の
に
、
御
い

も

う

と

お
り
き
つ
る
く
も
の
う
へ
の
み
こ
ひ
し
く
て
あ
ま
つ
そ
ら
な
る
心
地

こ
そ
す
れ

「お
り
き
つ
る
く
も
の
う
へ
」
と
は
、
蔵
人
頭
を
辞
し
た
こ
と
を
言
う
。

伊
テ
は
参
議
就
任
と
同
時
に
蔵
人
頭
を
辞
し
た
の
で
、
清
涼
殿
に
出
仕
す

る
機
会
も
少
な
く
な
っ
て
、
登
子
に
会
い
に
く
く
な
る
。
こ
の
こ
と
を
詠

ん
だ
も
の
で
、　
一
首
の
意
は

「下
り
て
き
た
雲
の
上
、
即
ち
、
宮
中
ば
か

り
が
恋
し
く
て
、
貴
女
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
も
出
来
ず
に
、
心
は
う
わ

の
空
で
す
。
」
と
な
ろ
う
か
。
す
る
と
、
こ
の
時
、
登
子
は
宮
中
に
い
た
、

と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
伊
ア
の
参
議
就
任
は
天
徳
四
年
八
月
二
十
二

日

（
「公
卿
職
輝
Ｌ

）
。
安
子
崩
葡
ゐ
四
猛
連
立則
の
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
安
子
崩
御
ま
で
村
上
天
皇
と
登
子
の
関
係
が
絶
た
れ
て
い
た

と
す
る

「栄
華
物
語
」
の
叙
述
は
誤
り
だ
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
猶
、

「
本
境
裏
書
」
や

「
一
代
要
記
」
で
は
登
子
入
内
を

「重
明
親
王
莞
後
。

入
液
庭
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
微
子
女
王
の

「
い
か
に
し
て
」
や
伊

ヂ
の

「お
り
き
つ
る
」
の
歌
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
応
和
二
年
五
月
に
登
子
を

「
ひ
と
り
お
は
す
れ
ば
」

（
「多
武
峯
少
賂
物
語
」
）
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
伊
ヂ
参
議
就
任
の
時

に
登
子
が
宮
中
に
い
た
の
は
、
公
然
と
で
は
な
く
密
か
に
に
参
内
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
登
子
は

「蜻
蛉
日
記
」
に

「貞
観
殿
の
御
方
」
と
称
さ

れ
て
い
る
の
で
、
入
内
後
、
貞
観
殿
を
住
居
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

「西
宮
記
」
に
よ
っ
て
典
侍
潅
子
が
、
天
徳
四
年
十

一
月
四
日
、
貞
観
殿

の
異
称
で
あ
る
、
御
匝
殿
別
当
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
、
伊
テ
参
議

就
任
頃
、
登
子
が
液
庭
に
入
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
猶
、
詞
書

の

「な
い
し
の
か
ん
の
と
の
」
は
、
登
子
を
の
ち
の
官
職
で
称
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

登
子
と
村
上
天
皇
の
関
係
は
、

「大
鏡
」
に
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
安

子
の
寛
容
に
よ
っ
て
密
か
に
続
け
ら
れ
、
安
子
崩
後
、
登
子
は
入
内
し
て

貞
観
殿
に
住
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
猶
ヽ
重
明
親
王
が
没
後
十
年
の
康
保

元
年
十

一
月
二
十
日
に
度
者
を
二
人
賜
っ
て
い
る

（
「西
宮
記
」
）
。
こ

の
こ
と
は
、
あ
る
い
は
、
登
子
入
内
と
関
係
な
い
か
と
想
像
し
た
く
な
る
。

入
内
後
、
登
子
が
村
上
天
皇
に
ど
ん
な
に
愛
さ
れ
た
か
は

「栄
華
物
語
」

に
詳
細
に
描
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、　
一
部
を
引
く
と

「御
方
ゝ
た
ま

さ
か
に
ぞ
御
宿
直
も
あ
る
。
登
華
殿
の
君
参
り
給
ひ
て
は
、
つ
と
め
て
の

御
朝
寝

・
昼
寝
な
ど
あ
さ
ま
し
き
ま
で
世
も
知
ら
せ
給
は
ず
御
殿
籠
れ
ば
」

と
、
天
皇
は
登
子
以
外
の
妃
達
、
そ
れ
に
政
治
ま
で
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ

る
程
の
の
ぼ
せ
ぶ
り
で
、
世
間
の
非
難
を
買
ゎ
れ
た
、
と
あ
る
。

「大
鏡
」

に
は
、

「
い
み
じ
う
と
き
め
か
せ
た
ま
ひ
て
、
貞
観
殿
の
尚
侍
と
ぞ
、
申

し
し
か
し
。
世
に
な
く
覚
え
お
は
し
て
、
こ
と
女
御
、
御
息
所
そ
ね
み
た

ま
ひ
し
か
ど
も
、
か
ひ
な
か
り
け
り
。
こ
れ
に
つ
け
て
も
、

『九
条
殿
の

御
幸
ひ
と
ぞ
、
人
申
し
け
る
』
」
と
、　
コ
金
需
裂
巴

に
比
べ
て
簡
略
だ

し
、
天
皇
に
対
す
る
、
世
間
や
実
頼
の
非
難
は
見
え
ず
、

「九
条
殿
の
御

幸
ひ
」
と
、
九
条
家
側
か
ら
視
点
を
あ
て
て
い
る
の
は
お
も
し
ろ
い
。
猶
ヽ



登
子
の
住
居
は

「大
鏡
」
に
記
し
て
い
る

「貞
観
殿
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

次
に
引
く

「蜻
蛉
日
記
」
の
記
述
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

「蜻
蛉
日
記
」
に
、

陵
や
な
に
や
と
聞
く
に
、
時
め
き
た
ま
へ
る
人
々
い
か
に
と
思
ひ
や

り
き
こ
ゆ
る
に
、
あ
は
れ
な
り
。
や
う
や
う
日
ご
ろ
に
な
り
て
、
貞

観
殿
の
御
方
に

「
い
か
に
」
な
ど
き
こ
え
け
る
つ
い
で
に
、

と
あ
る
叙
述
が
、
貞
観
殿
の
御
方
登
子
を
村
上
天
皇
寵
妃
と
認
め
る
こ
と

の
出
来
る
確
実
な
資
料
と
言
え
る
。

康
保
四
年
五
月
二
十
五
日
、
村
上
天
皇
は
御
年
四
十
二
歳
で
崩
御
せ
ら

れ
た
。
登
子
が
入
内
し
て
か
ら
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
は
か

な
い
液
庭
生
活
で
あ
っ
た
。

お
く
れ
じ
と
う
き
み
さ
ゝ
ぎ
に
思
ひ
い
る
心
は
死
出
の
山
に
や
あ
る

ら
む

理
口
玲
日
記
」
の
作
者
が
贈

っ
た
弔
間
の
歌
に
登
子
が
返
し
た
歌
で
あ

る
が
、
こ
の
歌
に

「
い
と
悲
し
げ
に
て
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
登
子

の
深
い
悲
し
み
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

四

村
上
天
皇
の
液
庭
に
は
才
媛
が
揃

っ
て
い
た
。
芳
子
の
古
今
集
暗
唱
の

件
は
、
後
世
、
定
子
皇
后
の
話
題
に
上
る
程
有
名
で
あ
る

（
「枕
草
子
」
）

。
徽
子
女
王
は

「斎
宮
女
御
集
」
を
残
し
て
い
る
。
安
子
、
徽
子
女
王
、

荘
子
女
王
、
芳
子
、
修
子
と
言

っ
た
、
妃
達
主
催
の
歌
合
も
行
わ
れ
て
い

る
。
歌
合
と
言
う
と
、
史
上
有
名
な
天
徳
四
年
二
月
二
十
日
の
内
裏
歌
合

が
思
い
出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は

「女
房
歌
〈
こ

で
、
更
衣
修
子
、
有
序
を

左
右
の
頭
に
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
又
、
源
計
子
の
勧
め
で
天
皇
は
梨
壺

の
五
人
に
万
葉
集
の
訓
釈
を
命
じ
ら
れ
た
と
言
う

（
「十
訓
抄
」
）
。

こ
の
よ
う
に
、
校
庭
に
才
媛
が
揃

っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
村
上
天
皇
ご

自
身
の
資
質
に
関
係
す
る
よ
う
で
あ
る
。
天
皇
が
芳
子
に
古
今
集
の
暗
唱

試
験
を
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
妃
達
に

「逢
坂
も
は
て
は
往
来

の
関
も
ゐ
ず
尋
ね
て
訪
ひ
こ
来
な
ば
帰
さ
じ
」
の
歌
を
送
り
、
彼
女
達
の

教
養
を
試
験
し
て
い
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
更
衣
源
計
子
が
薫
物
を
返
し
、

御
意
に
叶

っ
た
が
、
折
句
と
は
気
付
か
ず
、

「
い
み
じ
く
し
た
て
て
」
参

上
し
た
妃
に
、

「な
こ
そ
の
関
も
あ
ら
ま
ほ
し
く
」

（来
な
い
で
欲
し
い
）

と
、
天
皇
は
幻
滅
さ
れ
て
い
る

（
「栄
華
物
語
」
）
。
又
、
村
上
天
皇
は
、

月
夜
、
雪
を
盛

っ
た
用
器
に
梅
の
花
を
さ
し
て
兵
衛
の
蔵
人
に
送
り
、
彼

女
に
詠
歌
を
所
望
し
て
い
ら
れ
る
。
こ
れ
に
、
兵
衛
の
蔵
人
は
、　
コ
冒
月

花
の
時
」
と
返
奏
し
て
、
天
皇
の
賞
賛
を
浴
び
て
い
る
。
こ
の
時
の
一大
皇

の
お
一一一【彙
を
見
て
み
よ
う
。

歌
な
ど
よ
む
は
世
の
常
な
り
。
か
く
を
り
に
あ
ひ
た
る
こ
と
な
ん
い

ひ
が
た
き

（
コ
基
号
十
」
）

天
皇
は
兵
衛
の
蔵
人
の
当
意
即
妙
の
返
し
が
気
に
い
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
天
皇
の
嗜
好
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
液
庭
に
入
っ
て
、
登
子
が
寵
妃
と
な
り
得
た
こ
と
は
、
彼
女

の
教
養
も
か
な
り
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

「栄
華
物
語
」
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に
は
、
彼
女
に
つ
い
て
、

「御
か
た
ち
も
心
も
お
か
し
う
今
め
か
し
う
お

は
じ
け
る
」
と
、
容
貌
、
人
柄
と
も
に
優
れ
て
い
た
、
と
あ
る
。
続
い
て
、

「色
め
か
し
う
さ
へ
お
は
じ
け
れ
ば
、
か
ゝ
る
事
は
あ
る
な
る
べ
し
」
と
、

「色
め
か
し
い
」
性
質
を
追
加
し
て
、
こ
れ
が
村
上
天
皇
と
の
密
通
事
件

を
引
き
起
こ
し
た
原
因
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。
登
子
と
言
う
と
、
村

上
天
皇
と
の
密
通
事
件
で
世
に
有
名
で
あ
っ
て
、
追
加
さ
れ
た

「色
め
か

し
い
」
性
質
が
彼
女
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
強
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、　
コ
奎
罵
裂
巴

や

「大
鏡
」
を
見
て
も
、
登
子
そ
の
人
を
生
き

た
人
間
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
う
言
っ
た
意
味
で
、　
コ
瑚

蛉
日
記
」
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

「蜻
蛉
日
記
」

の
作
者
は
登
子
の
同
母
兄
兼
家
室
で
あ
る
。

登
子
は
康
保
四
年
十
二
月
か
ら
翌
二
月
迄
、
宮
中
か
ら
兼
家
邸
に
移
住

し
て
い
る
が
、
こ
の
間
の
彼
女
と

「蜻
蛉
日
記
」
作
者

（以
後
、
作
者
と

だ
け
一言
つ
こ
と
に
す
る
）
の
交
流
を
見
て
み
よ
う
。
猶
、
作
者
は
登
子
が

移
住
す
る

一
月
前
か
ら
兼
家
邸
に
住
ん
で
い
た
。

あ
る
者
、
手
ま
さ
ぐ
り
に
、
か
い
ｏ
く
り
を
編
み
立
て
て
、
費
に
し

て
、
こ
ゐ
つ
き
た
る
に
、
に
な
は
せ
て
、
持
て
出
で
た
る
を
、
取
り

よ
せ
て
、
あ
る
色
紙
の
は
し
を
胆
に
を
し
つ
け
て
、
そ
れ
に
書
き
つ

け
て
、
あ
の
御
方
に
た
て
ま
つ
る
。

か
た
こ
ひ
や
苦
し
か
る
ら
む
山
が
つ
の
あ
ふ
こ
な
し
と
は
見
え

ぬ
も
の
か
ら

と
、
き
こ
え
た
れ
ば
、
海
松
の
引
き
干
し
の
、
み
じ
か
く
ち
ぎ
り
た

る
を
、
結
ひ
集
め
て
、
木
の
先
に
荷
な
ひ
か
へ
さ
せ
て
、
ほ
そ
か
り

つ
る
か
た
の
足
に
も
、
こ
と
の
こ
ゐ
を
も
削
り
つ
け
て
、
も
と
の
よ

り
も
大
き
に
て
、
返
し
た
ま
へ
り
。
見
れ
ば
、

や
ま
が
つ
の
あ
ふ
こ
待
ち
い
で
て
く
ら
ぶ
れ
ば
こ
ひ
ま
さ
り
け

る
か
た
も
あ
り
け
り

正
垣
九
日
に
行
わ
れ
た
最
初
の
交
流
は
、
木
彫
り
の
人
形
に
趣
向
を
こ

ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
人
の
間
に
機
知
の
応
酬
が
行
わ
れ
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
作
者
は
康
保
四
年
二
月
末
に
東
宮

公
督
沓
じ

妃
慰
子
に
か

り
の
卵
を
十
重
ね
て
贈

っ
て
い
る
が
、
慰
子
か
ら
は

「か
ず
知
ら
ず
お
も

ふ
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
十
か
さ
ぬ
る
も
も
の
と
や
は
見
る
」
の
歌
が
返
さ
れ

た
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
は
子
の
仕
方
と
登
子
の
仕
方
と
を
比
べ
た
と
き
、

二
人
は
同
母
姉
妹
で
は
あ
る
が
、
性
格
の
違
い
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
、

登
子
の
方
が
機
知
に
富
ん
だ
応
答
の
出
来
る
人
で
あ

っ
た
と
見
受
け
ら
れ

２つ
。次

に
、
兼
家
か
ら
登
子
に
遣

っ
た
手
紙
を
誤
っ
て
作
者
の
許
に
届
け
る

と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
手
紙
を
見
た
作
者
は
そ
れ
に
細
か
い
字

で

「松
山
の
さ
し
越
え
て
し
も
あ
ら
し
世
を
わ
れ
に
よ
そ
へ
て
さ
わ
ぐ
波

か
な
」
と
書
き
添
え
、
登
子
に
お
く
っ
た
。
す
る
と
、

「見
た
ま
ひ
て
け

れ
ば
、
す
な
は
ち
御
か
へ
り
あ
り
」
と
、
登
子
は
す
ぐ
に
返
歌
し
て
い
る
。

登
子
の
歌
才
の
程
が
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
安
和
元
年
七
月
の
条
に
、

登
子
か
ら
作
者
に
歌
が
贈
ら
れ
て
き
た
の
に
始
ま
っ
て
、
夜
通
し
で
合
わ

せ
て
三
度
の
贈
答
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
作
者
が

「
こ
と
た
ゆ

る
う
つ
ヽ
や
な
に
ぞ
な
か
な
か
に
夢
は
か
よ
ひ
ぢ
あ
り
と
い
ふ
も
の
を
」

と
詠
ん
だ
の
に
対
し
て
、
登
子
か
ら

「
『
こ
と
た
ゆ
る
』
は
な
に
ご
と
ぞ
。
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あ
な
ま
が
ま
が
し
」
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。
登
子
は
身
分
的
に
は
受
領
層

出
の
作
者
の
比
で
は
な
く
、
こ
れ
が
影
響
し
て
い
る
の
か
、
歌
作
の
領
域

で
も
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
登
子
の
方
が
優
位
に
立
つ
よ
う
な
雰
囲
気
す
ら

あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
で
は
、
前
に
戻
り
、
兼
家
の
手
紙
に
書
き
添
え
た

作
者
の
歌
に
対
す
る
登
子
の
返
歌
を
見
て
み
よ
う
。

松
島
の
風
に
し
た
が
ふ
波
な
れ
ば
よ
る
か
た
に
こ
そ
た
ち
ま
さ
り
け

れ「道
綱
母
の
歌
の
こ
と
ば
を
機
敏
に
と
ら
え
て
詠
み
な
が
ら
、
歌
の
内

容
は
巧
み
に
そ
ら
せ
て
、
兄
の
兼
家
を
や
さ
し
く
弁
護
し
、
道
綱
母
に
も

暖
が
い
登
子
の
歌
と
い
え
ま
し
ょ
う
」

（
「形
成
」
昭
和
五
十
四
年
九
月

号
所
収
　
篠
塚
純
子
氏

「か
け
ろ
ふ
日
記
ノ
ー
ト
ー７
」
と
述
べ
ら
れ
る
通

り
で
あ
る
。

こ
の
事
件
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
安
和
二
年
七
月
頃
の
、
愛
宮
か
ら

作
者
に
返
し
た
歌
を
時
姫
が
受
げ
取
る
と
一言
つ
事
件
で
あ
る
。
こ
の
時
、

時
姫
は
、

「と
り
入
れ
て
、
は
た
、
あ
や
し
と
も
や
思
は
ず
あ
り
け
む
、

返
り
ご
と
な
ど
き
こ
え
て
け
り
」
と
、
愛
宮
か
ら
の
歌
が
作
者
に
贈
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
ず
、
愛
宮
に
返
事
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

前
述
の
自
分
の
態
度
と
こ
の
時
姫
の
鈍
感
な
態
度
を
比
べ
て
み
よ
、
と
言

わ
ん
ば
か
り
の
様
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
そ
の
後
の
愛
宮

と
作
者
の
交
流
を
み
よ
う
。

時
姫
か
ら
返
事
を
貰
っ
た
愛
宮
は
、

「所
た
が
へ
て
け
り
、
い
ふ
か
ひ

な
き
こ
と
を
、
ま
た
お
な
じ
こ
と
を
も
物
し
た
ら
ば
、
伝
え
て
も
聞
く
ら

む
に
、
い
と
ね
じ
け
た
る
べ
し
、
い
か
に
心
も
な
く
思
ふ
ら
む
と
な
む
、

さ
わ
が
る
ゝ
」
と
、
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
る
。
そ
れ
を
知

っ
た
作
者
は
、

「を
か
し
け
れ
ば
、
か
く
て
は
や
ま
じ
と
思
ひ
て
」
自
分
の
方
か
ら
愛
宮

に
歌
を
贈
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
愛
宮
が
臨
機
応
変
に
処
置
出
来
な
い
で

い
る
の
を
作
者
の
方
か
ら
救
い
の
手
を
差
し
出
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
愛
宮
の
返
歌
は

「
ほ
ど
へ
て
」
作
者
に
届
け
ら
れ
て
い
る
。

間
違
い
の
起
き
な
い
よ
う
に
慎
重
な
態
度
を
と
っ
た
結
果
で
は
あ
る
が
、

や
は
り
興
が
な
い
。
愛
宮
の
返
歌
に
対
し
て
、
作
者
は

い
と
き
な
き
手

と
、
評
し
て
い
る
。
が
、
愛
宮
は
既
に
高
明
室
で
、
年
齢
も
二
十
七
歳
よ

り
上
の
筈
で
あ
る
（５
）
の
で
、
筆
跡
の
幼
さ
は
年
少
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
。

「枕
草
子
」
に
、　
コ

に
は
御
手
を
習
い
た
ま
へ
云
云
」
と
あ
る
、

師
ア
の
女
子
教
育
を
引
く
ま
で
も
な
く
、

「手
」
は
最
も
重
視
さ
れ
た
も

の
で
、
そ
の
人
の
教
養
を
表
す
も
の
に
な
る
。

愛
宮
は
、
母
が
雅
子
内
親
王
で
、
登
子
の
異
母
妹
に
な
る
。
作
者
が
こ

の
愛
宮
を
相
手
に
し
た
時
と
登
子
を
相
手
に
し
た
時
と
を
く
ら
べ
る
と
、

愛
宮
は
作
者
に
完
全
に
り
―
ド
さ
れ
て
い
る
が
、
登
子
は
作
者
に
優
る
と

も
劣
る
と
は
言
え
な
い
応
答
を
し
て
い
る
。

作
者
が
参
内
間
際
の
登
子
を
訪
問
し
た
時
の
話
は
お
も
し
ろ
い
。
こ
の

時
丁
度
、
兼
家
が
作
者
を
訪
う
て
い
る
。
早
速
、
登
子
は
作
者
に
帰
宅
を

勧
め
る
。
が
、
作
者
は
そ
れ
を
承
諾
し
な
い
。
す
る
と
、

「よ
ひ
ま
ど
ひ

し
給
ふ
や
う
に
聞
ゆ
る
を
、
論
な
う
む
つ
か
ら
れ
給
は
ば
や
」
と
、
ユ
ー

モ
ア
に
溢
れ
る
即
妙
の
言
を
登
子
が
発
し
た
の
で
あ
る
。

「乳
母
な
く
と

も
」
と
作
者
が
答
え
る
。
呼
吸
の
合

っ
た
巧
み
な
応
酬
と
な
っ
て
い
る
。

-8-



天
禄
二
年
六
月
に
、
登
子
が
上
書
き
に

「東
の
大
里
よ
り
」
と
書
い
て
い

る
の
も
、
作
者
が

「西
山
よ
り
」
と
書
い
た
の
を
う
け
て
か
い
た
洒
落
で

あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
登
子
は
歌
才
が
あ
り
、
当
意
即
妙
の
機
知
に
も
富

む
社
交
上
手
の
女
性
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
う
い
う
面
は
村
上
天
皇
の

嗜
好
に
よ
く
叶
っ
て
い
て
、
寵
妃
に
な
り
得
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ

２つ
。登

子
は
作
者
の
不
幸
に
も
真
実
の
同
情
を
よ
せ
て
い
る
。

夫
兼
家
の
途
絶
え
に
悩
み
、
山
籠
り
し
た
作
者
が
兼
家
に
強
引
に
連
れ

戻
さ
れ
た
直
後
、
登
子
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

な
ど
か
は
、
さ
繁
さ
ま
さ
る
す
さ
び
を
も
し
給
ふ
ら
む
。
さ
れ
ど
、

そ
れ
に
も
障
り
た
ま
は
ぬ
人
も
あ
り
と
聞
く
物
を
、
も
て
は
な
れ
た

る
さ
ま
に
の
み
い
ひ
な
し
た
ま
ふ
め
れ
ば
、
い
か
な
る
ぞ
と
、
お
ぼ

つ
か
な
き
に
つ
け
て
も
、

妹
背
川
む
か
し
な
が
ら
の
な
か
な
ら
ば
人
の
ゆ
き
き
の
影
は
み

て
ま
し

こ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
作
者
は
、

「
い
と
あ
は
れ
な
る
さ
ま
に
の
た

ま
へ
り
」
と
、
ひ
ど
く
感
動
し
て
い
る
。

「も
て
は
な
れ
た
る
さ
ま
に
の

み
い
ひ
な
し
た
ま
ふ
め
れ
ば
」
と
あ
る
の
で
、
作
者
は
登
子
に
夫
婦
仲
の

悩
み
を
訴
え
て
い
た
ら
し
い

（
「蜻
蛉
日
記
全
注
釈
」
）
。
こ
れ
は
義
妹

と
い
う
親
し
み
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
文
面
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
登
子
は

作
者
の
不
幸
を
心
か
ら
心
配
し
て
く
れ
る
、
思
い
や
り
の
深
さ
を
持
っ
た

人
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

こ
れ
が
天
禄
二
年
七
月
の
こ
と
だ
か
ら
、
九
年
前
に
な
る
が
、
高
光
出

家
に
よ
っ
て
、
悲
嘆
に
く
れ
る
彼
の
同
母
妹
愛
宮
や
妻
に
登
子
が
慰
め
の

手
紙
を
遣
っ
て
い
る
の
を

「多
武
峯
少
賂
物
語
」
に
記
し
て
い
る
。

誰
も
誰
も
御
は
ら
か
ら
の
君
た
ち
、
こ
の
愛
宮
の
泣
き
悲
し
び
給
ふ

を
聞
き
給
ひ
て
、
あ
は
れ
が
り
き
こ
え
給
ふ
も
、
物
を
聞
え
で
お
は

じ
ふ
る
。
と
き
ど
き
故
式
部
卿
の
北
の
方
は
、
と
き
ど
き
と
ぶ
ら
ひ

き
こ
え
給
ひ
け
る
。

泣
き
悲
じ
ん
で
い
る
愛
宮
に
手
紙
を
遣
っ
た
の
は
姉
妹
の
中
で
登
子

一

人
で
あ
っ
た
。
他
の
姉
妹
は
気
の
毒
に
は
思

っ
た
も
の
の
、
手
紙
を
遣
り

ま
で
は
し
な
か
っ
た
。
又
、
登
子
は
高
光
室
に
も
、

「か
く
常
に
間
は
せ

給
ふ
こ
と
な
む
、
つ
き
せ
ぬ
こ
と
に
は
」
と
、
常
に
手
紙
を
出
し
て
い
た

こ
と
が
高
光
室
の
返
事
か
ら
知
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
登
子
が
人
の
悲
し
み
に
深
い
同
情
を
寄
せ
る
人
で

あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

か
た
ら
は
ぬ
さ
き
よ
り
な
き
つ
ほ
と
と
ぎ
す
も
の
の
あ
は
れ
を
知
れ

り
と
思
へ
ば

こ
れ
は
登
子
の
歌

「あ
は
れ
な
る
こ
と
か
た
ら
ひ
て
ほ
と
と
ぎ
す
も
ろ

ご
ゑ
に
こ
そ
な
か
ま
ほ
し
け
れ
」
に
対
す
る
高
光
室
の
返
歌
で
あ
る
が
、

登
子
が

「も
の
の
あ
は
れ
を
知
れ
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
せ

ら
れ
る
。

登
子
は
、
母
盛
子
を
最
初
に
亡
く
し
て
以
来
、
夫
重
明
親
王
、
妹

（四

女
）
、
父
師
輔
ヽ
姉
安
子
、
夫
村
上
天
皇
、
妹
高
明
室

（三
女
）
、
兄
弟

忠
君
、
兄
伊
ヂ
の
九
人
に
次
々
に
先
立
た
れ
て
い
る
。
多
く
の
肉
親
と
の
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死
別
は
登
子
の
人
と
な
り
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

登
子
は

理
町
蛉
日
記
」
の
作
者
も

一
日
置
く
程
に
歌
才
が
あ
り
、
機
知

に
も
富
み
、
思
い
や
り
の
深
さ
を
合
わ
せ
も
っ
て
い
た
人
で
あ
っ
た
と
見

る
こ
と
が
出
来
る
。

五

ま
こ
と
に
は
か
な
い
登
子
の
液
庭
生
活
で
あ
っ
た
が
、
彼
女
が
村
上
天

皇
最
晩
年
の
寵
妃
で
あ
っ
た
こ
と
は
じ
っ
か
り
お
さ
え
て
お
ぐ
べ
き
だ
ろ

う
。
　
登
子
は
、

「大
鏡
裏
書
」
に
よ
る
と
、

「安
和
二
年
十
月
十
日
任

尚
侍
“
同
九
月
叙
従
四
位
上
。
天
禄
元
年
十

一
月
叙
従
三
位
。
天
延
元
年

正
月
叙
従
二
位
。
同
三
年
二
月
二
十
九
日
莞
」
と
、
円
融
院
時
代
に
尚
侍

と
な
っ
て
、
位
も
順
調
に
進
ん
で
お
り
、
厚
遇
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

最
初
の
記
述
の
従
四
位
上
、
そ
の
直
後
の
尚
侍
就
任
は
、
そ
の
直
一興

安

和
二
年
九
月
二
十
二
日
に
円
融
院
の
即
位
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。　
コ
翌
「
日
記
」
の
、
登
子
が
康
保
四
年
十
二

月
下
旬
に
宮
革
を
退
出
し
て
翌
二
月
頃
ま
で
作
者
の
住
む
兼
家
邸
に
滞
在

し
た
と
き
の
叙
述
の
中
に
、

こ
の
御
方
、
東
宮
の
御
お
や
の
ご
と
し
て
、
候
ひ
給
へ
ば
、
ま
ゐ
り

給
ひ
ぬ
べ
し

と
、
登
子
が
東
宮
守
平
親
王

（円
融
院
）
に
母
代
と
し
て
付
添
っ
て
い
た

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
円
融
院
即
位
直
後
の
、
登
子
の

官
位
昇
進
の
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
登
子
は
安
子

の
同
母
妹
で
あ
る
か
ら
、
母
后
を
亡
く
し
た
守
平
親
王
に
は

一
番
親
し
み

を
覚
え
る
人
で
あ
っ
た
ろ
う
。
立
坊
の
時
、
守
平
親
王
は
九
歳
で
あ
っ
た

か
ら
、
ま
だ
母
親
の
い
る
年
齢
で
あ
っ
た
。
再
び
未
亡
人
と
な
っ
た
登
子

が
慣
れ
た
宮
中
で
宝
光
親
王
に
母
代
と
し
て
付
き
添
う
こ
と
は
適
切
な
こ

と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
が
、
守
平
親
王
の
立
坊
が
、
同
母
兄
為
平
親
王
を
越

え
て
行
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
き
、
登
子
が
村
上

天
皇
最
晩
年
の
寵
妃
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

私
は
、
守
平
親
王
立
坊
に
登
子
が

一
役
買

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

，ｎ′。兼
家
が
守
平
親
王
立
坊
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
は

「大
鏡
」
に
述
べ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
は
、
守
平
親
王
が
立
坊
す
る
と
、
東
宮
権
亮

（
「公

卿
補
任
」
）
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
親
王
家
別
当

（
「九
暦
抄
」

「村
上
天
皇
御
記
」
）
と
し
て
早
く
か
ら
親
王
と
は
親
し
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
か
ら
、
守
平
親
王
の
立
坊
に
関
与
し
た
人
物
と
し
て
揚
げ
ら
れ
て
当

然
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
登
子
は
康
保
四
年
十
二
月
下
旬
か
ら

三
ヶ
月
程
、
宮
中
か
ら
兼
家
邸
に
移
住
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
登
子
と
兼

家
の
親
密
な
関
係
が
推
察
さ
れ
る
。
最
も
、
二
人
は
同
母
の
兄
妹
で
あ
る

し
、
ま
た
、
東
宮
権
亮
で
あ
る
兼
家
が
東
宮
の
母
代
で
あ
る
登
子
を
受
け

入
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
や
は
り
、

「蜻
蛉
日
記
」

の
安
和
元
年
二
月
の
条
に
、

「年
ご
ろ
見
給
ひ
馴
れ
に
た
れ
ば
」
と
、
長

年
、
登
子
が
兼
家
に
親
し
く
し
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
思

う
に
、
守
平
親
王
立
坊
計
画
を
抱
く
兼
家
を
助
け
て
、
寵
妃
の
登
子
が
村
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上
天
皇
に
守
平
親
王
立
坊
を
勧
め
た
可
能
性
は
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。

話
は
前
に
戻
る
が
、
登
子
入
内
の
時
の
様
子
を

コ
金
需
裂
巴

に
は
、

入
内
を
躊
躇
す
る
彼
女
に
村
上
天
皇
の
命
を
受
け
た
兄
達
が
入
内
を
勧
め

る
の
に

「今
は
じ
め
た
る
御
事
に
も
あ
ら
ぎ
な
る
を
」
と
、
登
子
の
身
に

な
る
と
い
う
こ
と
な
ど
ま
る
で
な
く
、
自
分
達
だ
け
の
利
害
を
考
え
て
い

る
よ
う
な
こ
と
ば
を
発
し
て
い
る
。
安
子
亡
き
後
、
登
子
が
兄
伊
ヂ
・
兼

通

・
兼
家
に
と
っ
て
後
宮
政
策
上
、
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
登
子
と
兄
達
の
関
係
を
み
て
み
よ
う
。

伊
ヂ
は
、
登
子
に
は
一
番
上
の
同
母
兄
で
、
十
歳
ぐ
ら
い
年
上
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
登
子
の
結
婚
三
日
の
祝
議
に
伊

ヂ
が
出
席
し
て
い
る
こ
と
や
、
彼
が
参
議
に
な
っ
た
時
、
登
子
に
歌
を
贈

っ
て
い
る
こ
と
が
資
料
か
ら
知
ら
れ
る
。

伊
ヂ
は
康
保
四
年
正
月
二
十
日
に
六
年
五
ヶ
月
ぶ
り
に
参
議
か
ら
権
中

納
言
に
昇
進
し
た

（
「公
卿
補
任
」
）
。
が
、
前
年
十

一
月
二
十
五
日
に

右
大
臣
源
高
明
が
娘
を
為
平
親
王
に
入
れ
て
お
り

（
「村
上
天
皇
御
記
」
）

、
甥
の
東
宮

（冷
泉
院
）
は

「皇
太
子
始
悩
心
。
非
尋
常
。
自
今
日
及
四

月
」

（
「日
本
紀
略
」
康
保
四

。
二
・
十
七
）
と
、
精
神
病
が
起
こ
り
、

こ
れ
が
村
上
天
皇
崩
御
直
前
の
状
況
で
あ
っ
た
か
ら
、
危
機
感
を
抱
い
て

い
た
に
違
い
な
い
。
次
期
東
宮
に
守
平
親
王
を
決
め
て
お
け
ば
安
心
す
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
兼
家
と
心
を
合
わ
せ
て
、
登
子
を
利
用
し
た

と
思
わ
れ
る
。

兼
通
は
、
伊
ヂ
よ
り
一
歳
下
の
同
母
兄
で
あ
る
。
彼
と
登
子
の
関
係
で

注
目
さ
れ
る
の
は
、
兼
通
の
息
子
朝
光
と
登
子
の
娘
と
が
結
婚
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
二
人
の
間
に
は
、
朝
経

。
相
任

・
登
明

・
姫
子

（銚
子
と

も
）
が
う
ま
れ
て
い
る

（
「尊
卑
分
脈
」
）
。
生
年
は
、
朝
経
が
天
延
元

年
（６
）、
姫
子
が
天
禄
二
年
（７
）
で
あ
り
、
他
の
二
人
は
不
明
０
こ
れ
に

よ
っ
て
、
朝
光
と
登
子
の
娘
の
結
婚
は
天
禄
二
年
以
前
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
猶
、
天
禄
二
年
、
朝
光
は
二
十

一
歳
（８
）、
登
子
の
娘
は
十
七
か

ら
二
十
三
歳
（９
）
で
あ
る
か
ら
、
結
婚
は
天
禄
二
年
よ
り
数
年
早
い
と
み

た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

「蜻
蛉
日
記
」
の
天
曇

匹
玉
ハ
月
の
条
に
、

「き
る
ま
じ
き
御
中
の
た

が
ひ
に
た
れ
ば
、
こ
こ
を
も
気
疎
く
お
ぼ
す
に
や
あ
ら
む
」
と
、
兼
家
と

登
子
の
仲
た
が
い
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
仲
た
が
い
の
原
因
は
、

登
子
が
兼
家
と
犬
猿
の
仲
で
あ
る
兼
通
の
息
子
朝
光
を
婿
に
し
た
こ
と
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

兼
通
が
伊
ア
の
後
を
継
い
で
政
権
担
当
者
に
な
れ
た
こ
と
に
就
い
て
は
、

外
戚
で
あ
る
こ
と
と
安
子
の
遺
命
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る

（
「親
信
卿
記
」
）
。
私
は
、
円
融
院
の
母
代
で
あ
る
尚
侍
登
子
の
援
助

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
登
子
は
天
禄
四
年
正
月
八
日
、

従
二
位
に
叙
せ
ら
れ
た
（１０
）が
、
前
年
十

一
月
二
十
七
日
に
兼
通
が
内
大

臣
と
な
っ
て
、
政
権
を
掌
握
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
え

る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
朝
光
は
の
ち
に
延
光
未
亡
人
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
、
登

子
の
娘
を
捨
て
る
。
そ
の
理
由
を

「大
鏡
」
に
登
子
の
娘
が

「不
合
」
で

あ
る
か
ら
と
し
て
い
る
。
朝
光
が
延
光
未
亡
人
に
通
う
よ
う
に
な
る
の
は
、

延
光
の
売
し
た
天
延
四
年
六
月
十
七
日
よ
り
以
後
の
こ
と
“
延
光
の
莞
Ｕ



た
翌
墓

西

一年
十

一
月
八
日
に
兼
通
が
莞
じ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
後

で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
登
子
は
天
延
三
年
二
月
二
十
九
日
に
莞
じ
て
い
る

か
ら
、
父
重
明
親
王
も
早
く
、
天
暦
八
年
に
莞
じ
て
い
て
、
誰
も
登
子
の

娘
を
後
見
す
る
人
が
い
な
い
。
彼
女
が
経
済
的
困
難
に
至
っ
た
事
情
が
こ

こ
に
あ
る
。
彼
女
が
朝
光
と
の
間
に
設
け
た
姫
子
は
、
永
観
二
年
十
二
月

五
日
、
花
山
院
の
液
庭
に
入
り
、　
一
月
程
、
寵
華
を
受
け
た
が
、
そ
の
後
、

全
く
顧
み
ら
れ
ず
退
出
し

（
「栄
華
物
語
」
）
、
五
年
後
、
永
詐
元
年
五

月
二
十
九
日
、
十
九
歳
の
若
さ
で
卒
去
し
た

（
「小
右
記
」
）
。

天
延
三
年
二
月
二
十
九
日
、
登
子
は
莞
じ
た
。
四
十

一
、
二
歳
で
あ
っ

た
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
彼
女
に
は
贈
位
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、

尚
侍
藤
原
貴
子
は
従
二
位
か
ら
従

一
位
を
お
く
ら
れ
て
い
る

（
「
日
本
紀

略
」
）
。
貴
子
の
贈
位
の
理
由
は

「貴
子
延
喜
年
中
入
太
子
宮
“
太
子
発

螢

員

節
。
基

２

間
父
和
国

死
。
執
重

爆

篭

働
壁

雪

時
穆

坊

労
之
人
。
為
美
莫
節
操
所
贈
也
。
」

（
「村
上
天
皇
御
記
」
）
と
あ
る
。

こ
の
理
由
を
見
て
思
う
に
、
登
子
の
場
合
、

「当
時
親
戚
功
労
之
人
」
に

該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
。
彼
女
は
円
融
院
の
母
代
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

資
料
が
少
な
い
の
で
円
融
院
と
の
関
係
が
も
う

一
つ
分
か
ら
な
い
。
猶
、

「村
上
天
皇
御
集
」
に
も
だ
が

「円
融
院
御
集
」
に
登
子
は
登
場
し
な
い
。

注
（１
）関
自
右
大
臣
正
三
位
藤
原
朝
臣
道
兼
莞
。
年
二
十
五
。

（
「日
本

紀
略
」
”量
唇
九
・
五

・
八
）
か
ら
逆
算
す
る
と
、
応
和
元
年
生
に
な

２
つ
。

（２
）室
正
五
位
下
藤
原
朝
臣
寛
子
卒
、
年
四
十
、
太
政
大
臣
第
二
女

（
「吏
部
王
記
」
天
慶
八

・
正

。
十
八
）

（３
）さ
て
後
、

（天
皇
は
登
子
と
）
御
心
は
通
は
せ
た
ま
ひ
け
る
御
け

し
き
な
れ
ど
、
さ
の
み
は
い
か
が
と
や
思
し
召
し
け
む
、
后
さ
ら
ぬ

こ
と
だ
に
、
こ
の
方
ざ
ま
は
、
な
だ
ら
か
に
も
え
つ
ぐ
り
あ
へ
さ
せ

た
ま
は
ざ
め
る
中
に
、
ま
し
て
こ
れ
は
よ
そ
の
こ
と
よ
り
は
、
心
づ

き
な
う
も
思
し
召
す
べ
け
れ
ど
、
御
あ
た
り
を
ひ
ろ
う
か
へ
り
み
た

ま
ふ
御
心
深
さ
に
、
人
の
御
た
め
聞
き
に
く
く
う
た
て
あ
れ
ば
、
な

だ
ら
か
に
色
に
も
出
で
ず
、
過
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
こ
そ
、
い
と
か
た

じ
け
な
う
か
な
し
き
こ
と
な
れ
な
。
さ
て
后
の
宮
う
せ
お
は
し
ま
し

て
後
に
、
召
じ
と
り
て
、
い
み
じ
う
と
き
め
か
せ
た
ま
ひ
て
、
貞
観

殿
の
尚
侍
と
ぞ
、
申
し
し
か
し

（
「大
鏡
」
）

（４
）
「御
こ
こ
ろ
の
お
も
は
ず
な
り
け
る
―
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と

を
指
す
の
か
、
分
ら
な
い
が

（略
）
村
上
帝
と
の
間
柄
を
指
す
の
か

も
し
れ
な
い
」

（
「斎
宮
女
御
集
注
釈
」
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
歌

の
内
容
は
男
女
間
の
こ
と
を
言
っ
た
と
解
さ
れ
、
登
子
と
天
皇
以
外

の
男
性
と
の
関
係
は
伝
え
ら
れ
な
い
の
で
、
天
皇
と
登
子
の
こ
と
と

取
り
た
い
。

（５
）五
女
愛
宮
は
六
女
慰
子
の
母
盛
子
の
卒
去
し
た
天
慶
六
年
よ
り
以

前
の
生
年
と
な
り
、
こ
れ
に
加
算
し
た
。

（６
）前
中
納
言
正
三
位
藤
原
朝
臣
朝
経
出
家
　
年
五
十
七
。

（
「
日
本

繹

巴

長

翌

・
七

二

一）
か
鳳

賃

。

（７
）左
大
将
女
御
午
時
許
逝
去

さ
ム
、
千
時
年
＋
九
、

（
「小
右
記
」
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本ヽ
書
九
・
五

。
二
十
九
）
か
ら
逆
算
。
猶
、
左
大
将
は
朝
光

（
「公

□
薔
荏

」
）
。

（８
）正
三
位
大
納
言
藤
原
朝
臣
朝
光
莞
”
年
四
十
五
。

（
「
日
本
紀
略
」

長
堡
九
二
一丁
二
十
）
か
ら
逆
算
。

（９
）登
子
の
娘
は
、
重
明
親
王
と
登
子
が
結
婚
し
た
翌
天
暦
三
年
か
ら

親
王
莞
去
の
翌
天
暦
九
年
の
誕
生
と
考
え
て
、
こ
れ
に
加
算
し
た
。

（１０
）
「大
鏡
裏
書
」
で
は

「天
延
元
年
正
月
」
と
す
る
だ
け
だ
が
、

「
日
本
紀
略
」
の
天
延
元
年
正
月
八
日
の
条
に

「女
叙
位
」
と
記
さ

れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
日
の
叙
位
と
考
え
ら
れ
る
。

（
本
合
玄
子
大
学
助
手
）

伊
重
冨
霧

国

語

教

師

の

パ

ソ

コ

ン

パ
ソ
コ
ン
ヘ
の
招
待

第

一
章

教
育
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

第
二
章

国
語
教
師
の
ワ
ー
プ
ロ

第
二
章
　
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
し
た
国
語
教
育

第
四
章

奥
の
細
道
と
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

第
五
章

一学
習
指
導
の
た
め
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

壺

貧

里

霧

帥
喜

ヱ

糞

Ａ
５
版
　
一二
一
五
頁
ヽ

エ
デ
ュ
カ

（株
）
三
、
八
〇
〇
円

＋
口
生
率
ｈ
明
一督
界
粗
管
佳
禾
計
跳

（全
六
巻
）

巻

一　
勅
撰
集
上

（古
今
集
〉
　

既
刊

巻
二
　
勅
撰
集
下

（後
撰
集
―
新
続
古
今
集
）

巻
三
　
私
撰
葉

・
朗
詠
集

巻
四

一私
家
集

巻
五
　
一散
文

・
歌
合

・
詠
草
類

巻
六
　
一補
遺

・
索
引

Ａ
５
版
　
各
巻
約
四
五
〇
頁
　
　
　
平
均
八
、
○
○
○
円

年
二
回
配
本
　
思
文
閣
出
版
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