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武
恵
妃
と
桐
壺
更
衣
、
楊
貴
妃
と
藤
壺

―
―

『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
の
准
拠
の
仕
組
み
を
め
ぐ
っ
て
―
―

一

『
源
氏
物
語
』
と
自
河
帝

。
後
鳥
羽
院

鎌
倉
初
期
の
説
話
集

『
古
事
談
』
巻
二

・
臣
節
に
、
次
の
様
な
説
話
配
列

が
あ
る
。

賢
子
中
宮
は
、
寵
愛
他
に
異
な
る
故
に
、
禁
裏
に
お
い
て
莞
じ
給
ふ
也
。

御
悩
危
急
為
り
と
雖
も
、
退
出
を
許
さ
れ
ざ
る
な
り
。
閉
眼
の
時
、
猶

ほ
御
腰
を
抱
き
て
起
ち
避
け
し
め
給
は
ず
、
と
云
々
。
時
に
俊
明
卿
参

入
し
て
申
し
て
云
は
く
、
「帝
者
葬
に
遭
ふ
例
、
未
だ
曾
て
有
ら
ず
候

ふ
。
早
く
行
幸
有
る
べ
し
」
と
云
々
。
仰
せ
て
云
は
く
、
「
例
は
此
れ

よ
り
こ
そ
は
始
ら
め
」
と
云
々
。

待
賢
門
院

【大
納
言
公
実
女
、
母
左
中
弁
隆
方
女
】
は
、
自
川
院
御
猶

子
の
儀
に
て
入
内
せ
し
め
給
ふ
。
其
の
間
、
法
皇
密
通
せ
し
め
給
ふ
。

人
皆
な
之
れ
を
知
る
か
。
崇
徳
院
は
白
河
院
の
御
胤
子
、
と
云
々
。
鳥

羽
院
も
其
の
由
を
知
食
し
て
、
「
叔
父
子
」
と
ぞ
申
さ
じ
め
給
ひ
け
る
。

之
れ
に
依
り
て
大
略
不
快
に
て
止
ま
し
め
給
ひ
畢
ん
ぬ
、
と
云
々
。
鳥

書
ル

木

羽
院
、
最
後
に
も
惟
方

〈時
に
廷
尉
佐
〉
を
召
し
て
、
「
汝
許
り
ぞ
と

思
ひ
て
仰
せ
ら
る
る
也
。
閉
眼
の
後
、
あ
な
賢
こ
、
新
院
に
み
す
な
」

と
仰
せ
事
あ
り
け
り
。
案
の
如
く
新
院
は

「
見
奉
ら
ん
」
と
仰
せ
ら
れ

け
れ
ど
、
「
御
遺
言
の
旨
候
ふ
」
と
て
、
懸
け
廻
ら
し
て
入
れ
奉
ら
ず
、

と
云
々
。
「
古
事
談
』
二

・
五
三
、
五
四
。
原
漢
文
。
新
日
本
古
典
文

学
大
系

『
古
事
談
　
続
古
事
談
』
の
訓
読
に
よ
る
）

一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
二
説
話
配
列
の
横
糸
あ
る
い
は
両
話
の

類
話
性
は
、
重
層
的
で
あ
る
。
明
示
的
な
も
の
を
例
示
す
れ
ば
、
「
閉
眼
の

時
」
「
閉
眼
の
後
」
の
語
を
共
通

・
連
続
さ
せ
、
死
を
め
ぐ
る
帝
の
重
い
言

葉

（先
例
を
め
ぐ
る
、
ま
た
自
ら
の
遺
言
と
し
て
）
が
と
も
に
テ
ー
マ
ら
し

き
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
、
天
皇
の
寵
妃
と
し
て
の
白
河
中
宮
賢
子
と
鳥
羽

皇
后
障
子
の
対
照
的
な
あ
り
か
た
、
し
か
も
そ
の
い
ず
れ
に
も
白
河
の
寵
愛

が
潜
在
す
る
こ
と
、
な
ど
。
後
者
は
、
「
保
元
元
年
七
月
二
日
、
鳥
羽
院
ウ

セ
サ
セ
給
テ
後
、
日
本
国
ノ
乱
逆
卜
云
コ
ト
ハ
ヲ
コ
リ
テ
後
、
ム
サ
ノ
世

ニ

ナ
リ

ニ
ケ
ル
ナ
リ
」
「
愚
管
抄
』
、
古
典
大
系
）
と
評
さ
れ
る
保
元
の
乱
直

浩



前
の
秘
話
を
語
っ
て
、
説
話
を
閉
じ
る
。
自
河
の
寵
愛
の
輻
較
す
る
因
果
こ

そ
が
、
あ
た
か
も
中
世
の
到
来
と
世
の
乱
れ
の
淵
源
で
あ
る
か
の
如
く
、

『古
事
談
』
の
配
列
は
語
ろ
う
と
す
る
。

以
上
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
ま
た
あ
ら
た
め
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
説

話
文
学
上
の
問
題
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
も
う

一
つ
の
説
話
連
想
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
『古
事
談
』
の
表
現
上
に
は
顕
在
し
な
い
、

『源
氏
物
語
』
の
伏
在
に
つ
い
て
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
前
話
五
三
は
、
後
掲
す
る
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
の
帝

が
、
病
み
、
危
篤
と
な
っ
た
桐
壺
更
衣
の
宮
中
退
出
の
際
に
示
し
た
未
練
を

街
彿
と
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
紡
彿
が
、
ま
た
後
話
の

「密
通
」
に
よ
る
皇

統
の
乱
れ
と
世
の
乱
れ
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
層
す
る
と
き
、
『源
氏
物
語
』
の

「世
の
乱
れ
」
（桐
壺
巻
）
の
語
と
、
藤
壺
と
光
源
氏
の
密
通
に
よ
る
、
ね
じ

れ
た
血
統
の
冷
泉
帝
誕
生
と
を
併
せ
想
起
さ
せ
る
、
と
い
う
具
合
に
。

藤
原
定
家
と
同
時
代
の
歌
人
で
も
あ

っ
た

『古
事
談
』
作
者
源
顕
兼

翁
本
朝
書
籍
目
録
し

の

『源
氏
物
語
』
周
知
は
疑
う
余
地
も
な
」
。
ま
た

書
物
の
存
在
が
説
話
配
列
を
支
え
る
、
と
い
う
の
は

『古
事
談
』
が
既
に
採

用
す
る
方
法
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
『古
事
談
』
の
個
々
の
記
述
に
は

『
源

氏
物
語
』
の
直
接
参
照
の
跡
を
窺
わ
せ
る
箇
所
は
表
現
上
は
見
あ
た
ら
ず
、

『古
事
談
』
自
体
が

『源
氏
物
語
』
依
拠
を
ど
こ
ま
で
自
覚
し
て
い
た
か
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
前
話
の
説
話
形
象
に
お
け
る
白
河
の
態
度

は
、
む
し
ろ
影
響
を
否
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
く
ら
い
に
、
『源
氏
物
語
』

と
の
類
似
性
が
高
い
。
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
著
名
な
次
の
場
面
の
こ
と
で

あ
る
。

そ
の
年
の
夏
、
御
息
所
、
は
か
な
き
こ
こ
ち
に
わ
づ
ら
ひ
て
、
劃
力ゝ―

で
な
む
と
し
た
ま
ふ
を
、
暇
さ
ら
に
許
さ
せ
た
ま
は
ず
。
年
ご
ろ
、
常

の
あ

つ
し
さ
に
な
り
た
ま
へ
れ
ば
、
御
目
馴
れ
て
、
「
な
ほ
、
し
ば
し

こ

こ
ろ

み

よ
」

と

の
み

の
た

ま

は

す

る

に
、

日

々

に
お

も

り

た

ま

ひ

て
、

た

だ

五

六

日

の

ほ
ど

に
、

い
と

弱

う

な

れ

ば

、

母

君

泣

く

泣

く

奏

し

て
、

ま

か

で
さ

せ

た

て
ま

つ
り

た

ま

ふ
。

か

か

る
を

り

に
も

、

あ

る

ま

じ

き

恥

も

こ
そ

と

心

づ

か

ひ
し

て
、

御

子

を

ば

と

ゞ
め

た

て
ま

つ
り

て
、

忍

び

て
ぞ

い

で
た

ま

ふ
。

隠
８

郵

昴

都
「
“
部

ｑ

夕

む

ぉ

な

蟷

ａ

Ｏ

封

Ц

電

螢
部
雲
郷
Ｒ
繍
郵
烈
Ｌ
な
麟
ヨ
Ｑ
『
慰
郵
恩
「
「
減
が
ぶ
釧
句
戦
”
口
や
刻
な
瘍
獄
ヽ
日

一『
載
を

ｏ

い
と

に
は
ひ
や
か

に
、

う

つ
く
し
げ

な
る
人

の
、

い
た
う
面

痩

せ

て
、
「
い
と
あ

は
れ
」

と
、
も

の
を
思

ひ
し

み
な
が

ら
、
言

に
い

で
て
も
、
聞

こ
え
や
ら
ず
、
あ

る
か
な
き
か

に
消

え
入

り

つ
つ
も

の
し

た
ま
ふ
を
御
覧
ず

る
に
、
来
し
か
た
行

く
末
、

お
ぼ
じ
め
さ
れ
ず
、

よ

ろ
づ
の
こ
と
を
、
泣
く
泣
く
契
り
の
た
ま
は
す
れ
ど
、
御
い
ら
へ
も
え

聞
え
た
ま
は
ず
、
ま
み
な
ど
も
、
い
と
た
ゆ
げ
に
て
、
い
と
ど
、
な
よ

な
よ
と
、
我
か
の
け
し
き
に
て
臥
し
た
れ
ば
、
い
か
さ
ま
に
か
と
お
ぼ

じ
め
し
ま
ど
は
る
。
禁
車
の
宣
旨
な
ど
の
た
ま
は
せ
て
も
、
ま
た
入
ら

せ
た
ま
ひ
て
、
さ
ら
に
え
許
さ
せ
た
ま
は
ず
。
「限
り
あ
ら
む
道
に
も
、

お
く
れ
先
立
た
じ
」
と
契
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
を
、
さ
り
と
も
う
ち
捨
て

て
は
、
え
行
き
や
ら
じ
」
と
、
の
た
ま
は
す
る
を
、
女
も
い
と
い
み
じ

と
、
見
た
て
ま
つ
り
て
、

「限
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り

い
と
か
く
思
う
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」
と
、
息
も
絶
え
つ
つ
、
聞
え
ま



ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
、
い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
、

か
く
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
な
ら
む
を
、
御
覧
じ
は
て
む
と
思
じ
召
す

に
、
「今
日
始
む
べ
き
祈
り
ど
も
、
さ
る
べ
き
人
々
う
け
た
ま
は
れ
る
、

今
宵
よ
り
」
と
、
聞
こ
え
急
が
せ
ば
、
わ
り
な
く
思
ほ
し
な
が
ら
、
ま

か
で
さ
せ
た
ま
ふ
。
御
胸
の
み
つ
と
ふ
た
が
り
て
、

つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
れ

ず
、
明
か
し
か
ね
さ
せ
た
ま
ふ
。

「
源
氏
物
語
』
桐
壺
。
引
用
は
日
本
古
典
集
成
）

結
局
、
更
衣
の
死
は
、
内
裏
退
出
後
、
帝

へ
の
報
告
と
し
て
叙
述
さ
れ
る

（後
掲
）
。
自
河
の
説
話
は
、
繰
り
返
し
透
巡
す
る
桐
壺
の
、
右
の
傍
線
部
の

類
似
を
ふ
ま
え

つ
つ
、
波
線
部

で
示
さ
れ
た
、
禁
忌
に
従
わ
ざ
る
を
得
な

か

っ
た
桐
壼
帝
の
先
例
の
哀
し
み
を
、
「例
は
こ
れ
よ
り
」
、
と
打
ち
破
る
よ

う
な
、
あ
た
か
も

『
源
氏
物
語
』
当
該
部
と
対
話
す
る
か
の
如
き
記
述
を
な

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
の
自
河
説
話
の
直
接
の
出
典
は
未
詳
で
あ
る
が
、
『古
事
談
』
と
い
う

作
品
は
、
『本
朝
書
籍
目
録
』
が

「雑
抄
部
」
に
部
類
す
る
如
く
、
多
く
古

記
録
な
ど
を
抄
出
す
る
形
で
説
話
を
採
録
す
る
。
そ
う
し
た
和
文
な
ら
ざ
る

描
写
の
中
の
自
河
帝
の
形
象
に

『
源
氏
物
語
』
の
影
響
が
見
ら
れ
る
の
だ
と

す
れ
ば
、
夙
く
特
異
な
例
と
し
て
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

賢
子
の
死
に
際
し
て
、
自
河
は
、
『
源
氏
物
語
』
を
先
例
と
し
て
意
識
し

つ

つ
行
動
し
、
し
か
も
そ
の
上
で
禁
裏
の
先
例
を
打
ち
破
ろ
う
と
し
た
、
と
描

か
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
。

一
見
荒
唐
無
稽
に
見
え
る
そ
の
想
定
は
、
し
か
し
そ
れ
か
ら

一
世
紀
以
上

経
て
ば
、
既
に
む
し
ろ
常
套

へ
と
転
じ

つ
つ
あ

っ
た
。
自
河
の
末
裔
後
鳥
羽

院
は
、
き
わ
め
て
よ
く
似
た
状
況
に
お
い
て
、
も
は
や
明
示
的
に

『源
氏
物

語
』
に
自
ら
を
重
ね
、
そ
の
哀
切
な
哀
傷
を
自
ら
演
じ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

元
久
二
年

（
一
二
〇
五
）
の
初
冬
、
二
十
六
歳
の
院
が
こ
れ
ほ
ど
に
懐

か
し
ん
だ
女
性
は
、
更
衣
尾
張
局
で
あ
る
。
い
ま
洛
南
に
法
界
寺
と
い

う
名
刹
を
残
す
富
強
の
日
野
家
よ
り
出
た
法
眼
顕
清
の
女
子
で
、
宮
仕

え
の
経
緯
は
分
か
ら
な
い
が
並
な
ら
ぬ
寵
愛
を
受
け
、
前
年
の
七
月
皇

子
を
生
ん
だ
。
朝
仁
親
王
、
の
ち
に
慈
円
に
弟
子
入
り
し
天
台
座
主
と

も
な
る
道
覚
法
親
王
で
あ
る
。
し
か
し
尾
張
は
産
後
の
回
復
が
悪
く
、

里
に
下

っ
て
養
生
し
た
い
と
切
に
請
う
た
が
、
血
気
盛
ん
な
院
の
愛
執

は
こ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。
十
月
半
ば
に
病
状
悪
化
し
、
死
磯
を
は
ば

か
っ
て
退
出
し
た
時
に
は
、
院
は
悔
恨
の
余
り

「限
り
あ
る
道

（死
）

に
も
遅
れ
じ
と
思
し
召
し
顔
」
で
あ
っ
た
と
側
近
の
源
家
長
の
手
記
が

伝
え
て
い
徒
。
（目
崎
徳
衛

『史
伝
後
鳥
羽
院
』
三
頁
、
二
〇
〇

一
年
）

後
鳥
羽
は
建
久
九
年

（
一
〇
九
八
）
譲
位
し
て
既
に
院
と
し
て
治
天
の
君

で
は
あ
っ
た
が
、
自
河
に
と
っ
て
の
中
宮
賢
子
と
は
こ
と
な
り
、
失

っ
た
の

は

『
源
氏
物
語
』
と
同
じ
更
衣
で
あ
っ
た
。
源
家
長
の
叙
述
で
は
あ
る
が
、

後
鳥
羽
院
の
哀
傷
の
鋳
型
は
、
「限
り
あ
る
道

（死
）
に
も
遅
れ
じ
と
思
し

召
」
す
と
捉
え
ら
れ
、
素
直
に

『
源
氏
物
語
』
桐
壺
の
表
現

盆
則
掲
破
線

部
）
を
襲
う
。

一一

『
源
氏
物
語
』
依
拠
の
史
実
と

『長
恨
歌
』

た
だ
し
、
後
鳥
羽
の
愛
妃
喪
失
へ
の
嘆
き
は
、
そ
の
死
を
以
て
終
わ
る
こ

と
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
愛
妃
へ
の
想
い
は
昇
華
さ
れ
、
あ
た
か
も

『長
恨



歌
』
の
よ
う
に
、
文
学
的
に
結
晶
し
て
い
く
、
と
も
目
崎
徳
衛
氏
は
論
じ
て

い
る

（前
掲
書
。
な
お
注
１０
参
照
）
。
『
源
氏
物
語
』
に
も
、
更
衣
を
失

っ
た

帝
の
哀
し
み
は
、
帝
の
重
畳
す
る
長
恨
と
し
て
、
前
掲
部
に
続
け
て
重
畳
と

し
て
叙
述
さ
れ
る

（後
掲
）
。
む
し
ろ

『
古
事
談
』
の
自
河
帝
の
賢
子
喪
失

調
の
切
り
取
り
の
方
が
や
や
唐
突
で
あ

っ
た
。
あ
の
逸
話
の
本
来
の
展
開
は
、

賢
子
崩
後
の
白
河
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
哀
傷
、
も
し
く
は
長
恨
に
引
き
継

が
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
多
く
受
け
、
『
古

事
談
』
も
記
述
を
多
く
重
ね
る
と
こ
ろ
の
多

い
同
時
代
の
歴
史
物
語

『
今

鏡
』
は
、
そ
れ
を
次
の
様
に
記
述
し
て
い
る
。

（賢
子
は
）
三
条
の
内
裏
に
て
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
き
。
御
年
二
十
八
と

ぞ
聞
こ
え
給
ひ
し
。
村
上

の
御
母

（穏
子
）
、
梨
壺
に
て
失
せ
給
ひ
て

例
＝
劇
―こ―
「
目
園
劉
綱
劃
割
＝
司
劉
ｄ
劉
司
ｕ
劃
ｕ
引
引
ｏ
（以
下
葬

送
の
こ
と
を
記
す
。
中
略
）
ま
だ
三
十
に
だ
に
た
ら
せ
給
は
ぬ
に
、
多

く
の
宮
た
ち
生
み
お
き
た
て
ま

つ
り
給
ひ
て
、
上
の
御
お
ぼ
え
た
ぐ
ひ

も
お
は
し
ま
さ
ぬ
に
、
は
か
な
く
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
世
の
中

か
き
く
ら
し
た
る
や
う
な
り
。
副
副
洲
ヨ
「
『
＝
側
例
到
町
倒
列
同
＝
囲

酬
月
コ
¶
「
ヨ
副
馴
割
到
ｑ
御
翻
剰
別
側
劇
測
渕
釧
綱
司
湖
「
翻
Ｈ
ｑ
劇
測
渕
引
Ч
「

回
剰
翻
則
御
劇
ｒｌ引
¶
∃
目
回
凩
瓢
∃
利
劇
「
Ｊ
劉
ヨ
矧
潤
到
劇
判
利
劇
湘
副
知
倒
引

同
刻
州
引
ｕ
。
（以
下
帝
の
仏
事
と
哀
し
み
。
下
略
と

（『今
鏡
』
二
、

講
談
社
学
術
文
庫
）。

『扶
桑
略
記
』
が
叙
述
を
賢
子
没
後
の
自
河
の
嘆
き
に
し
ば
っ
て
、
応
徳

元
年

（
一
〇
八
四
）
九
月
二
十
二
日
、
「中
宮
源
賢
子
三
条
内
裡
崩
。
干
時

年
二
十
八
。
主
上
悲
泣
。
数
日
不
レ召
二御
膳
こ
、
二
十
四
日
、
「主
上
悶
絶
。

天
下
騒
動
。
歴
二
数
刻

・後
復
御
二
尋
常
「
毎
月
二
十
二
日
。
丈
六
弥
陀
仏
各

一
体
造
立
。
毎
度
修
二
曼
茶
羅
供
「
為
二
中
宮
職
御
菩
提

・也
。
天
下
之
政
皆

以
廃
務
。
帝
依
レ
含
レ
悲
。
久
絶
二
世
上
風
波
「
誠
是
希
代
事
焉
」
（新
訂
増
補

国
史
大
系
）
と
記
す
異
例
に

『
今
鏡
』
の
関
心
も
向
か
い
、
内
裏
で
の
后
崩

御
の
先
例
を
挙
げ
て

『
古
事
談
』
説
話
が
描
く
時
間
と
故
実
の
衝
撃
を
さ
り

げ
な
く
和
ら
げ
た
上
で
、
そ
の
後
の
嘆
き
を
む
し
ろ
焦
点
化
す
る
。
但
し
注

意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
『
今
鏡
』
が
、
后
に
遅
れ
た
帝
の
嘆
き
の
先
例
を

『
源
氏
物
語
』
で
は
な
く
、
李
夫
人

・
楊
貴
妃
に
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
、
「
長
恨
者
楊
貴
妃
也
」
「
長
恨
歌
序
し
、
愛
妃
喪
失
の
帝
の
嘆

き
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
、　
一
見
、
そ
の
こ
と
に
違
和
感
は
な
い
。
史
実
で

は
な
い

『
源
氏
物
語
』
を
な
ぞ
ら
え
に
用
い
る
よ
り
は
、
ま
た
よ
り
的
確
な

引
証
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
自
河
の
逸
話
に
は
二
つ

の
相
が
あ

っ
た
。
内
裏

で
病
む
愛
妃
を
引
き
留
め
、
死
を
迎
え
る
こ
と

Ｇ
古
事
談
り

と
、
『
今
鏡
』
の
い
う
、
死
後
の
嘆
き
と
。
同
じ
帝
の
嘆
き
と

し
て
、
後
述
す
る
如
く
、
李
夫
人
の
な
ぞ
ら
え
は
ま
さ
に
相
応
し
い
。
し
か

し
、
安
禄
山
の
乱
で
都
を
逃
れ
た
玄
宗
に
具
し
、
馬
鬼
の
地
に
お
い
て
死
を

賜

っ
た
楊
貴
妃
の
こ
と
を
、
内
裏
で
崩
じ
た
后

へ
の
馨
え
と
す
る
の
に
は
、

い
さ
さ
か
の
飛
躍
が
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
が
、
結
句
、
こ
こ
に
楊
貴
妃
が
出
て
違
和
感
が
な
い
の
は
、
明
示
さ
れ

は
し
な
い
も
の
の
、
や
は
り

『
源
氏
物
語
』
の
文
脈

へ
の
理
解
と
定
着
と
が

背
景
に
あ
る
だ
ろ
う
。
先
引
部
に
続
け
て

『
源
氏
物
語
』
は
、
更
衣
の
死
を

次
の
よ
う
に
叙
述
し
、
桐
壺
帝
の
、
あ
た
か
も
白
河
帝
の
如
く
尽
き
せ
ぬ
嘆

き
を
ま
ず
描
い
て
い
た
。



…
御
胸
の
み

つ
と
ふ
た
が
り
て
、

つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
れ
ず
、
明
か
し
か
ね

さ
せ
た
ま
ふ
。
御
使
の
行
き
か
ふ
ほ
ど
も
な
き
に
、
な
ほ
い
ぶ
せ
さ
を

限
り
な
く
の
た
ま
は
せ

つ
る
を
、
「
夜
中
う
ち
過
ぐ
る
ほ
ど
に
な
む
、

絶
え
は
て
た
ま
ひ
ぬ
る
」
と
て
泣
き
騒
げ
ば
、
御
使
も
い
と
あ

へ
な
く

て
帰
り
参
り
ぬ
。
き
こ
し
め
す
御
心
ま
ど
ひ
、
何
ご
と
も
お
ぼ
し
め
し

分
が
あ
な
ノ、
基
Ｔ
Ｐ
ッ
や
は
し
ま
す
。
「
源
氏
物
語
』
桐
壺
）

そ
し
て
そ
れ
よ
り
先
、
ま
た
後
、
『
源
氏
物
語
』
は
、
帝
の
更
衣

へ
の
処

遇
と
想
い
を
、
繰
り
返
し
楊
貴
妃
の
よ
う
だ
、
と
な
ぞ
ら
え
続
け
て
い
た
が
、

朝
夕
の
宮
仕

へ
に
つ
け
て
も
、
人
の
心
を
の
み
動
か
し
、
恨
み
を
負
ふ

積
り
に
や
あ
り
け
む
、
い
と
あ

つ
し
く
な
り
ゆ
き
、
も
の
心
細
げ
に
里

が
ち
な
る
を
、
い
よ
い
よ
あ
か
ず
あ
は
れ
な
る
も
の
に
思
ほ
し
て
、
人

の
そ
し
り
を
も
え
憚
ら
せ
た
ま
は
ず
、
世
の
た
め
し
に
も
な
り
ぬ
べ
き

御
も
て
な
し
な
り
。
上
達
部
、
上
人
な
ど
も
、
あ
い
な
く
目
を
側
め

つ

つ
、
い
と
ま
ば
ゅ
き
人
の
御
お
ぼ
え
な
り
。
唐
土
に
も
、
か
か
る
事
の

起
り
に
こ
そ
、
世
も
乱
れ
、
あ
し
か
り
け
れ
と
、
や
う
や
う
天
の
下
に

も
あ
ぢ
き
な
う
、
人
の
も
て
な
や
み
ぐ
さ
に
な
り
て
、
楊
貴
妃
の
例
も

引
き
出
で
つ

べ
く
な
り
ゆ
く
に
、
い
と
は
し
た
な
き
こ
と
多
か
れ
ど
、

か
た
じ
け
な
き
御
心
ば

へ
の
た
ぐ
ひ
な
き
を
頼
み
に
て
ま
じ
ら
ひ
た
ま

ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（桐
壺
巻
冒
頭
）

（桐
壺
の
没
後
）
命
婦
は
、
ま
だ
大
殿
籠
ら
せ
た
ま
は
ざ
り
け
る
と
、

あ
は
れ
に
見
た
て
ま

つ
る
。
（中
略
）
こ
の
こ
ろ
、
明
け
暮
れ
御
覧
ず

ら３
暑
撃
部
ρ
御
絵
、
亭
子
院
の
書
か
せ
た
ま
ひ
て
、
伊
勢
、
貫
之
に
詠

ま
せ
た
ま

へ
る
、
大
和
言
の
葉
を
も
、
唐
土
の
歌
を
も
、
た
だ
そ
の
筋

ｄ
ｄ
ｌｌ
捌
司
日
「
司
「
引
封
封
。
（中
略
）
い
と
、
か
う
し
も
見
え
じ

と
、
お
ぼ
し
し
づ
む
れ
ど
、
さ
ら
に
え
忍
び
あ
へ
さ
せ
た
ま
は
ず
、
御

覧
じ
は
じ
め
し
年
月
の
こ
と
さ
へ
か
き
集
め
、
よ
ろ
づ
に
お
ぼ
し
つ
づ

け
ら
れ
て
、
時
の
間
も
お
ぼ
つ
か
な
か
り
し
を
、
か
く
て
も
月
日
は
経

に
け
り
と
、
あ
さ
ま
し
う
お
ぼ
し
め
さ
る
。
（中
略
）
か
の
贈
り
物
御

覧
ぜ
さ
す
。
亡
き
人
の
住
処
尋
ね
い
で
た
り
け
む
、
じ
る
し
の
叙
な
ら

ま
し
か
ば
、
と
思
ほ
す
も
、
い
と
か
ひ
な
し
。

劇
馴
引
劉
側
劉
∃
日
「
翻
η
剣
利
例
劃
劃
釧

べ
く

絵
に
か
け
る
楊
貴
妃
の
容
貌
は
、
い
み
じ
き
絵
師
と
い
へ
ど
も
、
筆

悧

馴

別

創

―

コ

ロ

剌

封

「

洲

劉

刻

翻

刻

洲

¶

州

日

朝

例

凶

列

Ｊ

到

日

引

引

劉

嘲

引

馴

到

ｄ

別

刻

∃

判

倒

烈

引

割

刻

引

劉

悧

∃

馴

―こ‐
「
花
鳥
の
色
に
も
音
に
も
よ
そ
ふ
べ
き
か
た
ぞ
な
き
。
朝
夕
の
言
種

に
、
翼
を
な
ら
べ
、
枝
を
か
は
さ
む
と
契
ら
せ
た
ま
ひ
し
に
、
か
な
は

ざ
り
け
る
命
の
ほ
ど
ぞ
、

つ
き
せ
ず
う
ら
め
し
き
。
（桐
壺
巻
）

そ
の
後
の
己
む
こ
と
の
な
い
更
衣
へ
の
想
い
を
描
く
表
現
の
中
に
、
『今
鏡
』

や

『扶
桑
略
記
』
と
見
ま
が
う
、
桐
壺
帝
の
政
事
憚
怠
と
御
膳
否
召
が
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

雲
の
う
へ
も
涙
に
く
る
る
秋
の
月
い
か
で
す
む
ら
ん
浅
茅
生
の
宿

お
ぼ
し
や
り
つ
つ
、
燈
火
を
か
か
げ
尽
く
し
て
起
き
お
は
し
ま
す
。
右

近
の
司
の
宿
直
奏
の
声
聞
こ
ゆ
る
は
、
丑
に
な
り
ぬ
る
な
る
べ
し
。
人

目
を
お
ぼ
し
て
、
夜
の
御
殿
に
入
ら
せ
た
ま
ひ
て
も
、
ま
ど
ろ
ま
せ
た



ま
ふ
こ
と
か
た
し
。
酬
目
訓
「
引
引
判
利
引
利
倒
ｑ
句
ゴ
剛
ｑ
引
倒
剣
引

ｄ
刊
ＬＩ創
「
国
――
測
コ
引
到
ｄ
劇
「
Ｊ
「
国
酬
副
知
引
劉
ｄ
劇
割
「
「
川
劃
測
Ⅶ
矧
Ｎ

洲
脚
悧
「
「
引
洲
剰
「
倒
引
剤
「
刊
Ⅵ
ｑ
剖
割
ノ、‐淵
悧
酬
湖
副
判
Ⅵ
司
劇
州
悧
洲
判
利

測
創
Ⅲ
矧
副
洲
冽
Ｎ
コ
劉
凩
刊
湘
淵
剛
周
創
川
潮
『
「
Ч
川
劇
翻
州
ｑ
糊
洲
刊
ヨ
ｑ
ｕ

ｄ
月
謝
Ч
「
日
日
倒
Ы
引
到
引
劇
翻
側
引
引
測
「
劇
州
測
日
劃
淵
Ш
利
倒
冽
副
劉
「
ｑ

劇
．引
，引
嘲
＝
ｏ
す
べ
て
ヽ
近
う
さ
ぶ
ら
ふ
限
り
は
、
男
女
、
い
と
、
わ

り
な
き
わ
ざ
か
な
と
言
ひ
あ
は
せ
つ
つ
嘆
く
。
さ
る
べ
き
契
り
こ
そ
は

お
は
し
ま
し
け
め
、
そ
こ
ら
の
人
の
そ
し
り
、
恨
み
を
も
憚
ら
せ
た
ま

は
ず
、
こ
の
御
こ
と
に
触
れ
た
る
こ
と
を
ば
、
道
理
を
も
失
は
せ
た
ま

ひ
、
今
は
た
、
か
く
世
の
中
の
こ
と
を
も
、
思
ほ
し
捨
て
た
る
や
う
に

な
り
ゆ
く
は
、
い
と
た
い
だ
い
し
き
わ
ざ
な
り
と
、
川
倒
朝
国
の‐
列
劃

で
引
き
い
で
、
さ
ゝ
め
き
嘆
き
け
り
。

古
典
集
成
頭
注
も
示
唆
す
る
よ
う
に
、
右
の
文
章
の
末
尾
に
、
「
人
の
朝

廷
の
例
ま
で
引
き
い
で
、
さ
ゝ
め
き
嘆
き
け
り
」
と
あ
る
の
は
、
桐
壺
冒
頭

の

「楊
貴
妃
の
例
も
引
き
出
で
つ
べ
く
な
り
ゆ
く
」
と
共
感
す
る
。
同
時
に
、

「
朝
政

（あ
さ
ま

つ
り
ご
と
と

と
い
う
語

の
存
在
も
、
直
接
的
に

『
長
恨

歌
』
を
指
し
示
す
。
『
類
衆
名
義
抄
』
に

「
早
朝
」
を

「
ア
サ
マ
ツ
リ
コ
ト
」

と
訓
み
、
『
河
海
抄
』
が

「奥
入
　
春
宵
苦
短
日
高
起
従
此
君
王
不
早
朝

〈長
恨
歌
と

（山
本
利
達

。
石
田
穣
二
校
訂
、
角
川
書
店
）
と
注
す
る
よ
う

に
、
そ
れ
は
、
早
く
よ
り
知
ら
れ
た
、
『
長
恨
歌
』
冒
頭
の
、
玄
宗
楊
貴
妃

寵
愛
の
日
々
の
象
徴
的
な
文
言
で
あ
り
、
そ
の
古
訓
で
あ

っ
た
。

如
上
、
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
の
表
現
に
依
拠
し
て
、
国
「
鏡
』
が
自
河
の
働

哭
を
楊
貴
妃
に
な
ぞ
ら
え
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
見
え
て
く
る
。
類
似
し
た
方

法
に
よ
る
楊
貴
妃
の
た
と
え
を
、
Ｆ
「
鏡
』
は
別
の
場
所
で
す
で
に
行

っ
て

い
た
。第

一
章

「
す
べ
ら
ぎ
の
上
」
の

「
星
〈
こ

に
、

楊
貴
妃
の
契
り
も
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
星
合
ひ
の
空
い
か
に
眺
め

明
か
さ
せ
給
ひ
け
む
と
、
い
と
哀
れ
に
、
「
尋
ね
行
く
幻
も
が
な
」

と
や
思
し
召
し
け
ん
と
推
測
ら
れ
て
こ
そ
、
伝

へ
聞
き
侍
り
し
か
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
朱
雀
帝
の
寵
愛
を
鍾
め
て
い
た
中
宮

煉
子
が
死
去
し
、
悲
嘆
に
暮
れ
る
天
皇
の
様
子
を
述
べ
て
い
る
所
で
あ

る
。
文
中

「楊
貴
妃
の
契
り
」
は
勿
論
、
自
楽
天
の
長
恨
歌
の

「比
翼

連
理
の
契
り
」
で
あ
り
、
「
尋
ね
行
く
幻
も
が
な
」
は
、
源
氏
物
語

。

巻

一
桐
壺
に
所
出
の

「
尋
ね
行
く
幻
も
が
な

つ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か

を
そ
こ
と
知
る
べ
く
」
を
、
そ
の
侭
用
い
て
い
る
部
分
。
猶
、
こ
こ
も

長
恨
歌
の

「方
術
士
」
の
飛
翔
の

一
文
か
と
も
考
え
ら
れ
、
源
氏
物
語

か
ら
の
引
用
と
同
時
に
長
恨
歌
の
採
用
で
あ
る
と
も
言
え
、
こ
の
種
類

の
両
者
の
融
合
調
和
し
た
形
は
、
今
鏡
に
多
い
手
法
で
あ
る
。
（河
北

騰

「
天
「
鏡
」
に
見
え
る
源
氏
物
語
の
影
響
」
『
中
古
文
学
』
二
五
、　
一

九
八
五
年
五
月
。
『
歴
史
物
語
論
考
』

一
九
八
六
年
に

「
今
鏡
に
見
え

る
源
氏
物
語
」
と
改
題
改
稿
所
収
）

し
か
し
、
「
「
鏡
』
は
、
さ
ら
に
漢
李
夫
人
を
も
重
ね
あ
わ
せ
て
賢
子

ヘ

の
哀
傷
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
『
源
氏
物
語
』
を
基
軸
と
す
る
讐

喩
の
伝
統
に
絡
め
取
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

『
長
恨
歌
』
は
す
で
に

「漢
皇
重
色
思
傾
国
」
と
始
ま
り
、
漢
武
帝
と
李

夫
人
を
共
示
す
る
が
、
『
長
恨
歌
』
を
前
面
に
叙
述
す
る

『
源
氏
物
語
』
桐



壺
に
も
、
李
夫
人
の
影
が
構
造
的
に
色
濃
く
揺
曳
し
て
い
る
。

「
長
恨
歌
伝
」
に
は
楊
貴
妃
の
美
貌
は
、
「
如
漢
武
帝
李
夫
人
」
と
表
現

さ
れ
た
が
、
二
人
の
大
き
な
違
い
は
そ
の
死
に
方
に
あ
る
。
楊
貴
妃
は

安
禄
山
の
乱
の
勃
発

の
た
め
に
玄
宗
と
共

に
西
に
向

い
、
馬
鬼
披

に

至

っ
て
政
治

の
乱
れ
の
責
任
を
問
わ
れ
て
死
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

（中
略
）
こ
の
楊
貴
妃
の
不
慮
の
死
に
対
し
て
、
李
夫
人
は
病
死
す
る

の
で
あ
る
。
桐
壺
更
衣
の
病
死
の
様
は
李
夫
人
の
死
を
参
考
に
し
た
の

で
は
な
い
か
。

自
居
易
の

「李
夫
人
」
の
冒
頭
に
、

漢
武
帝
　
初
喪
李
夫
人
　
夫
人
病
時
不
肯
別

と
あ
り
、
武
帝
は
李
夫
人
が
病
気
の
時
に
そ
の
傍
ら
を
敢
え
て
離
れ
な

か

っ
た
。
桐
壺
帝
が
病
気
の
更
衣
の
退
出
を
な
か
な
か
認
め
ず
、
強
い

て
離
れ
よ
う
と
し
な
か

っ
た
部
分
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。

（新
聞

一
美

『
源
氏
物
語
と
白
居
易
の
文
学
』
第

一
部
Ｉ

「李
夫
人
と

桐
壺
巻
」
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出

一
九
七
七
年
）

右
の
論
文
の
中
で
、
新
聞
氏
は
以
下
、
き
わ
め
て
多
く
の
事
例
を
挙
げ
、

桐
壺
更
衣
の
病
と
死
の
形
象
を
は
じ
め
、　
一
連
の
桐
壺
巻
と
漢
李
夫
人
の
詩

文
世
界
と
の
共
通
性
を
探

っ
て
い
く
。
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
桐
壺
更
衣
は

ま
た
、
『
源
氏
物
語
』
を
通
じ
て
、
漢
李
夫
人
と
も

一
体
化
し
て
い
く
。

こ
う
し
て
、
『
今
鏡
』
に
み
る
よ
う
に
、
ま
た
後
鳥
羽
院
の
行
為
と
詠
歌

が
、
立
場
と
し
て
は
白
河
院
に
、
そ
し
て
記
述
は
多
く

『
源
氏
物
語
』
に
依

拠
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
を
め
ぐ
る
言
述
の
拡

が
り
、
あ
る
い
は

『
源
氏
物
語
』
と
い
う
文
学
史
は
、
楊
貴
妃
と
漢
李
夫
人

の
イ
メ
ー
ジ
を
も
併
せ
ま
と
い
つ
つ
、
も
は
や
先
離
史
実
と
し
て
の
枠
組
み

や
位
置
取
り
さ
え
整
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

〓
一　
桐
壺
巻
准
拠
の
重
層
性

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
如
上
の
分
析
が
明
ら
か
に

す
る
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
楊
貴
妃
説
話
の
ず
れ
と
、
桐
壺
更
衣

へ
の

准
拠
の
二
重
性
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
桐
壺
は
、
そ
の
冒
頭
部

で
、
帝
の
桐
壺
更
衣
寵
愛
を
描
い

て
、
「
楊
貴
妃
の
例
」
の
再
来
を
憂
う
る
人
々
を
描
き
、
「
あ
る
時
に
は
大
殿

籠
り
す
ぐ
し
て
、
や
が
て
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ひ
な
ど
、
あ
な
が
ち
に
御
前
去

ら
ず
も
て
な
さ
せ
た
ま
ひ
し
ほ
ど
に
」
と
の
政
事
憚
怠
の
帝
を
描
い
て
い
た
。

そ
こ
で
は

『
長
恨
歌
』
に
い
う
如
く
、
寵
妃

へ
の
愛
情
の
あ
ま
り
、
「
早
朝
」

し
な
か

っ
た
と
、
文
意
は
出
典
の
文
脈
に
そ

っ
た
描
写
を
し
て
お
き
な
が
ら
、

そ
の
古
訓

「
あ
さ
ま

つ
り
ご
と
」
の
語
そ
の
も
の
は
、
敢
え
て
桐
壺
更
衣
没

後
の
場
面
に
持

っ
て
き
て
、
再
び

「
人
の
朝
廷
」
の
例
を
思
う
世
の
嘆
き
を

描
い
て
み
せ
る
。
こ
の
重
畳
し
た
用
法
も
、
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
楊
貴
妃
の

准
拠
性
の
屈
折
と
重
層
を
示
唆
す
る
。

藤
井
貞
和
氏
は
、
『
源
氏
物
語
』
桐
壺
が
持

つ

「
諸
姫
の
嫉
妬

。
排
斥

・

不
安

。
怨
恨
」
の
要
素
が

『
長
恨
歌
』
・
陳
鴻

『
長
恨
歌
伝
』
に
見
え
ず
、

「女
主
人
公
の
病
臥
、
退
出
が
ち
…
の
要
素
は
片
鱗
も
長
恨
歌
の
う
え
に
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
…
…
帝
が
、
病
め
る
寵
妃
ゆ
え
に
溺
愛
を
示
し
、

他
人
の
議
り
を
も
弁
え
な
か

っ
た
と
い
う
要
素
で
あ
る
が
、
長
恨
歌
の
語
り

口
に
は
、
そ
れ
は
、
す

っ
ぽ
り
と
、
欠
落
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
翁
光
源
氏
物



語
の
端
緒
の
成
立
」
『
源
氏
物
語
の
始
源
と
現
在
』
定
本
版
、　
一
九
八
〇
年
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
桐
壺
更
衣
の
准
拠
の
屈
折
と
二
重
性
の

仕
組
み
の
な
せ
る
し
わ
ざ
で
あ

っ
た
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
あ
き
ら
か
な
李
夫
人
説
話
の
影
響
、
し
か
し
な
が
ら

そ
れ
は
、
物
語
の
場
面
内
的
な
影
響
と
違
う
。
虚
構
の
設
定
、
あ
る
い

は
構
想
そ
の
も
の
に
関
わ
る
仕
方
で
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
も
の
で
あ

る
よ
う
に
想
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は

そ
れ
ゆ
え
に
作
者
は
そ
の
こ
と
を
お
く
び
に
も
出
さ
な
い
。
構
想
の
基

軸
は
あ
き
ら
か
に
李
夫
人
の
た
め
し
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
者

は
ひ
た
隠
し
に
隠
し
た
。
李
夫
人
の
た
め
じ
と
は
言
わ
ず
、
場
面
内
的

に

「楊
貴
妃
の
た
め
し
」
で
あ
る
と
し
た
。
（藤
井
氏
、
前
掲
論
文
）

こ
れ
ほ
ど
自
明
な
構
想
的
な

一
致
に
対
し
て
、
し
か
し
藤
井
氏
は
ま
た

「
む
ろ
ん
桐
壺
の
巻

へ
の
長
恨
歌
の
影
響
と
い
う
事
実
を
軽
視
し
た
り
、
ま

し
て
否
定
し
た
り
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
こ
こ
は
、
や
は
り
、
相
違

の
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
恨
歌
の
主
題
が
喚
起
さ
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ

で
あ
る
の
に
ち
が
い
な
い
」
（同
上
）
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
『
源
氏

物
語
』
の
本
文
に
付
き
従
う
限
り
、
『
長
恨
歌
』
の
影
響
は
決
定
的
で
あ

っ

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
藤
井
氏
が
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
漢
李
夫
人
の
准

拠
に
よ
り
本
質
的
な
も
の
を
見
よ
う
と
し
、
あ
れ
ほ
ど
顕
在
的
な

『
長
恨

歌
』

つ
い
て
は
、
逆
説
的
に

「場
面
内
的
」
と
い
う
い
さ
さ
か
苦
し
い
表
現

を
繰
り
返
し
用
い
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
、
『
源
氏
物
語
』
に
於
け
る
讐
喩
の

様
相
は
ね
じ
れ
、
屈
折
的
で
あ
る
。

ち
り
ば
め
ら
れ
た

『
長
恨
歌
』
の
な
ぞ
ら
え
は
、
む
し
ろ
長
編
構
想
上
、

紫
上
哀
傷
の
光
源
氏
の
歌

（幻
巻
）
に
承
け
ら
れ

（
日
向

一
雅

『
源
氏
物
語

の
世
界
』
第
七
章
５
、
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
四
年
他
）
、
さ
ら
に
最
終
巻
夢

浮
橋
に
於
け
る
薫
と
浮
舟
の
照
応

へ
と
引
き
と
ら
れ
る

（小
穴

（表
）
規
矩

子

「
源
氏
物
語
第
二
部
の
創
造
」
『
国
語
国
文
』
昭
和
三
十
三
年
四
月
号
、

新
間

一
美

「
源
氏
物
語
の
結
末
に
つ
い
て
」
前
掲
載
書
第

一
部
Ⅳ
）
と
さ
れ

る
。
結
局
、
『
長
恨
歌
』
の
な
ぞ
ら
え
は
、
桐
壺
巻

に
於

い
て
は
、
主
人

公

・
光
源
氏
と
藤
壺
の
物
語
と
の
関
連
を
欠
落
し
、
そ
の
親
た
ち

（桐
壺

帝

・
更
衣
）
の
説
明
に
寄
与
す
る
こ
と
に
終
始
し
、
桐
壺
巻
前
半
の
更
衣
の

死
を
画
期
に
、
そ
の
影
響
を
終
え
る
、
と
い
う
風
に
こ
れ
ま
で
は
読
ま
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
如
上
の
屈
折
と
欠
落
が

感
知
さ
れ
る
理
由
、
そ
れ
は
、
同
様
の
ね
じ
れ
と
隠
蔽
の
方
法
が
、
『
長
恨

歌
』
と
楊
貴
妃
に
対
し
て
も
仕
組
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か

っ
た
の
か
。

私
の
旧
稿
は
そ
の
疑
義
に
出
発
す
る
。

「長
恨
歌
を
用
い
て

「桐
壺
」
巻
の
前
半
を
作

っ
た
」
（玉
上
琢
爾

「
桐

壺
巻
と
長
恨
歌
と
伊
勢

の
御
―
源
氏
物
語

の
本
性

（
そ
の
四
）
―
」

「
源
氏
物
語
研
究
』

一
九
六
六
）
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の

『
源
氏
』
桐
壺

の

『
長
恨
歌
』
受
容
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
奇
妙
な
空
白
が
従
来
よ
り
指

摘
さ
れ
て
い
る
…
。

桐
壺
の
…
巻
に
は
三
本
の
虚
構
の
軸
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
桐
壺

更
衣
を
め
ぐ
る
愛
と
死
、
光
源
氏
の
生
誕
と
成
長
、
藤
壺
の
登
場

と
そ
の
ひ
と

へ
寄
せ
る
光
源
氏
の
思
慕
。
こ
の
う
ち
、
第

一
の
、

桐
壺
更
衣
を
め
ぐ
る
愛
と
死
の
虚
構
軸
に
沿

っ
て
の
み
、
い
わ
ゆ

る
長
恨
歌
の
影
響
が
看
ら
れ
、
第
二
、
第
二
の
虚
構
軸
に
そ

っ
て



は
ま
っ
た
く
長
恨
歌
の
影
響
が
看
ら
れ
な
い
、
と
い
う
顕
著
な
本

文
上
の
事
実
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
（藤
井
貞
和
前
掲
論
文
）

新
間

一
美
氏
も
、
「桐
壺
巻
を
大
き
く
三
段
に
分
け
」、
只

一
）
帝
の

更
衣
へ
の
愛
と
光
源
氏
の
誕
生
。
更
衣
の
死
。
公
し

秋
の
夜
の
更
衣

の
里
へ
の
使
い
。
帝
の
秋
の
悲
哀
。
Ｔ
し

光
源
氏
の
成
長
と
藤
壺
の

入
内
。
光
源
氏
の
結
婚
」
と
し
た
う
え
で
、
「
こ
の
う
ち
長
恨
歌
の
物

語
に
関
わ
る
記
事
が
は
っ
き
り
と
現
れ
る
の
は

（
一
）
と

（二
）
で
あ

る
」
と
そ
の
対
応
を
語
る

（新
間

「桐
と
長
恨
歌
と
桐
壺
巻
」、
前
掲

書
、
初
出

一
九
八
三
）。

『
源
氏
物
語
』
の
冒
頭
に
深
く
刻
印
さ
れ
た

『長
恨
歌
』
は
、
し
か

し
肝
心
の
主
人
公
達
の
形
象
に
直
接
的
に
は
相
渉
る
こ
と
な
く
、
古
代

物
語
の
常
套
に
倣
っ
て
、
冒
頭
に
必
ず
記
さ
れ
る
、
主
人
公
の
父
母
達

の
紹
介
に
寄
与
す
る
だ
け
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
空
白
に
、
ほ
ぼ
即
応
す
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
輪
郭
を
描
い
て
き

た
、
も
う

一
つ
の
楊
貴
妃
説
話
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
理

解
で
あ
る
。
し
か
し

『長
恨
歌
』
の
楊
貴
妃
は
、
桐
壺
更
衣
に
直
接
す

る
か
ら
、
こ
こ
に
は
解
釈
も
し
く
は
准
拠
の
変
更
が
存
在
す
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
転
嫁
は
、
「大
か
た
は
つ
く
り
事
な
る
中

に
、
い
さ
さ
か
の
事
を
、
よ
り
所
に
し
て
、
そ
の
さ
ま
を
か
へ
な
ど
し

て
か
け
る
こ
と
あ
り
、
又
か
な
ら
ず

一
人
を

一
人
に
あ
て
て
作
れ
る
に

も
あ
ら
ず
」
と
い
う
宣
長
の
准
拠
論

（『玉
ノ
小
櫛
』
『本
居
宣
長
全

集
し

を
引
く
ま
で
も
な
く

『
源
氏
物
語
』
の
主
人
公
光
源
氏
に
、
あ

ま
た
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
。
し
か
し
こ
こ
は
、
転
用
と
と
る
べ
き
で
は
な

く
、
む
し
ろ
准
拠
に
、
必
然
的
な
連
続
が
あ
る
、
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
連
続
と
は
、
楊
貴
妃
に
准
え
ら
れ
る
桐
壺

「更
衣
に
よ
く
似
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
、
い
わ
ば
更
衣
の
形
代
と
し
て
入
内
し
て
き
た
」

（久
富
木
原
玲

「藤
壺
造
型
の
位
相
―
逆
流
す
る

『伊
勢
物
語
』
前
史

―
」
『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
五
巻
、
二
〇
〇
〇
―
四
）
、
い
わ
ば

も
う

一
人
の
桐
壺
更
衣
た
る
義
母
、
藤
壺
の
存
在
そ
の
も
の
な
の
で
あ

る
。
（拙
稿

「玄
宗

。
楊
貴
妃

。
安
禄
山
と
桐
壺
帝

・
藤
壺

・
光
源
氏

の
寓
意
―
続
古
事
談
か
ら
見
る
源
氏
物
語
―
」
「
詞
林
』
三
六
、
大
阪

大
学
古
代
中
世
文
学
研
究
会
、
二
〇
〇
四
年

一
〇
月
。
以
下
旧
稿
と
呼

ぶ
）

も
う

一
つ
の
楊
貴
妃
説
話
と
は
、
純
愛

・
「美
化
」
「浪
漫

・
神
仙
の
方
向

へ
の
」
『長
恨
歌
』
の
楊
貴
妃

（藤
井
氏
前
掲
論
文
）
に
対
し
、
同
じ
白
居

易
の

「新
楽
府
」
「
源
氏
物
語
』
も
多
く
所
引
す
る
）
な
ど
に
見
え
る

「悪

女
と
し
て
の
楊
貴
妃
像
」
（静
永
健

『白
居
易

「諷
喩
詩
」
の
研
究
』
、
二
〇

〇
〇
年
、
勉
誠
出
版
）
の
分
極
の
謂
い
で
あ
り
、
ま
た
玄
宗
の
子
寿
王
の
妻

で
あ
っ
た
彼
女
が
、
父
玄
宗
に
姿
ら
れ
た
こ
と
、
し
か
も
の
ち
に
そ
の
玄
宗

寵
臣
の
安
禄
山
之
密
通
す
る
、
と
い
う

『森
銀
歌
』
が
避
け
て
描
か
な
か
っ

た
史
実
と
伝
え
を
い
う

（詳
細
は
旧
稿
参
照
）
。

こ
こ
に
も
う

一
つ
の
隠
蔽
の
存
在
が
明
か
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
楊
貴
妃

の
な
ぞ
ら
え
は
、
実
は
藤
壺
に
相
当
す
る
、
と
い
う
こ
と
。
『源
氏
物
語
』

の
表
層
は
、
玄
宗
＝
桐
壺
帝
、
楊
貴
妃
＝
桐
壺
更
衣
、
と
い
う
な
ぞ
ら
え
に

終
始
し
て
い
る
が
、
実
は
、
『源
氏
物
語
』
に
楊
貴
妃
説
話
は
二
層
的
に
働

き
、
桐
壺
＝
玄
宗
、
光
源
氏
＝
安
禄
山
、
藤
壺
＝
楊
貴
妃
と
い
う
三
角
形
の



な
ぞ
ら
え
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
藤
井
氏
が
漢
李
夫
人
に
つ
い
て

述
べ
た
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
如
上
の
三
角
形
が
、
『源
氏
物
語
』
の

「虚
構

の
設
定
、
あ
る
い
は
構
想
そ
の
も
の
に
関
わ
る
仕
方
で
影
響
を
あ
た
え
」
、

し
か
も
そ
の
こ
と
を

「
お
く
び
に
も
出
さ
な
い
」
側
面
を
考
え
て
み
た
の
が

旧
稿
で
あ
っ
た
。

す
で
に

『源
氏
物
語
』
は
、
楊
貴
妃
の
裏
側
に
漢
李
夫
人
の
隠
蔽
を
伏
線

と
し
て

（楊
貴
妃
と
漢
李
夫
人
を
重
ね
る
読
み
自
体
は
、
新
間
氏
が
述
べ
て

い
た
よ
う
に
、
『長
恨
歌
』
と

『長
恨
歌
伝
』
を
参
照
す
る

『
源
氏
物
語
』

読
者
に
は
本
質
的
に
自
明
の
こ
と
で
あ
る
）
、
示
し
て
い
る
。
そ
の
謎
解
き

に
気
づ
い
た
読
者
に
、
楊
貴
妃
が
藤
壺
の
准
拠
で
あ
る
と
い
う
二
重
性
の
謎

解
き
を
仕
掛
け
る
可
能
性
は
、
本
来
、
む
し
ろ
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

し
か
も
そ
の
隠
蔽
は
、
単
な
る
隠
蔽
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
讐
喩
的

・
象

徴
的
意
味
で
、
藤
壺
と
光
源
氏
の
密
通
と
冷
泉
院
誕
生
の
隠
蔽
、
ま
た

『
長

恨
歌
』
に
お
け
る
、
楊
貴
妃
の
負
の
側
面
の
隠
蔽
と
も
象
徴
的
に
照
応
す
る

構
造
な
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
こ
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
楊
貴
妃
↓
桐
壺
更
衣

と
し
て
固
定
さ
れ
て
い
た
作
品
に
再
読
を
促
し
、
藤
壺
の
准
拠
と
し
て
の
楊

貴
妃
と
い
う
視
点
か
ら
、
『源
氏
物
語
』
世
界
を
転
換
さ
せ
る
必
要
を
強
い

る
で
あ
ろ
う
。

四
　
藤
壺
の
准
拠
と
し
て
の
楊
貴
妃

楊
貴
妃
を
藤
壺
の
准
拠
と
し
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
視
界
が
展
け
る
の

か
。
旧
稿
で
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
い
た
。

最
後
に
、
『源
氏
物
語
』
藤
壺
を
め
ぐ
る
も
う

一
つ
の
重
要
な
要
素
と

し
て
、
「桐
壺
と
そ
の
子
光
源
氏
の
両
方
に
愛
さ
れ
る
藤
壺
の
像
が
浮

か
び
上
が

っ
て
く
る
」
（久
富
木
原
玲
前
掲
論
文
）
な
ど
と
さ
れ
る
、

そ
の

「像
」
の
こ
と
に
も
、
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
コ
員
妃
は

も
と
親
王
の
妻
也
。
そ
れ
を
玄
宗
め
し
た
る
な
り
」
と

『続
古
事
談
』

に
も
記
さ
れ
た
、
楊
貴
妃
が
、
玄
宗
と
そ
の
子
両
方
に
愛
さ
れ
る
結
果

と
な
っ
た
逸
話
と
の
対
応
の
こ
と
で
あ
る
。
玄
宗
の
皇
太
子
な
ら
ざ
る

「親
王
」
だ
っ
た
寿
王
の
妻
楊
貴
妃
を
玄
宗
が
奪
い
、
自
ら
の
妃
と
す

る
こ
の
逸
話
は
、
『長
恨
歌
』
に
は
省
か
れ
た
古
い
楊
貴
妃
の
史
実
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
、
『源
氏
物
語
』
の
桐
壺
帝

・
藤
壺
と
、
や
は
り
皇

太
子
な
ら
ざ
る
光
源
氏
と
の
三
角
形
の
構
図
を
、
ま
た
逆
順

（
一
方
は

帝
が
子
の
妻
を
奪
い
、　
一
方
は
子
が
帝
の
妻
を
奪
う
）
に
反
転
し
つ
つ
、

鮮
や
か
に
照
応
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
（荒

木
旧
稿
）

そ
も
そ
も
、
玄
宗
を
桐
壺
帝
に
、
桐
壺
更
衣
を
楊
貴
妃
へ
と
重
ね
あ
わ
せ

よ
う
と
す
る
と
き
、
実
は
世
代
と
年
齢
と
に
、
自
明
の
ず
れ
が
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
に
も
あ
ら
た
め
て
目
が
向
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
桐
壺
帝
と
桐
壺
更

衣
の
年
齢
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
光
源
氏
と
藤
壺
と
は
、
五
歳
の
年
齢
差

が
想
定
さ
れ
る
同
世
代

（葵
上
は
藤
壺
の
一
歳
下
）
で
、
帝
と
更
衣
は
そ
の

親
の
世
代
で
あ
る
。
玄
宗
皇
帝
と
二
十
歳
以
上
の
年
齢
差
が
あ
っ
た
楊
貴
妃

と
の
な
ぞ
ら
え
は
、
そ
も
そ
も
自
ず
と
藤
壺
に
限
定
さ
れ
初
。

『源
氏
物
語
』
の
楊
貴
妃
は
藤
壺
だ
っ
た
、
と
考
え
て
物
語
を
読
む
と
き
、

『
源
氏
物
語
』
桐
壺
の
物
語
は
き
わ
め
て
自
然
に
、
次
の
よ
う
な
語
り
口
と



の
類
似
を
顕
わ
に
す
る
。

昔
、
も
ろ
こ
し
に
、
玄
宗
と
申
す
み
か
ど
お
は
じ
け
り
。
も
と
よ
り
、

色
を
な
む
好
み
給
ひ
け
る
。
后
を
ば
源
憲
皇
后
と
い
ひ
、
女
御
を
ば
、

武
淑
妃
と
な
む
聞
え
け
る
。
い
み
じ
う
、
あ
ひ
お
ぼ
し
け
る
程
に
、
と

り

つ
づ
き
、
二
人
な
が
ら
亡
せ
給
ひ
に
け
り
。
そ
れ
、
お
ぼ
じ
め
じ
嘆

き
て
、
こ
れ
ら
に
似
た
る
人
や
あ
る
と
、
も
と
め
給
ふ
程
に
、
や
う
や

う
、
楊
元
談
と
い
へ
る
人
の
む
す
め
あ
り
け
り
。
容
姿
、
世
に
す
ぐ
れ

て
、
め
で
た
く
な
む
お
は
し
け
る
。
み
か
ど
、
こ
れ
を
聞
こ
し
召
し
て
、

む
か

へ
と
り
て
御
覧
じ
け
る
に
、
は
じ
め
お
は
じ
け
る
女
御
、
后
に
も

ま
さ
り
て
、
め
で
た
く
な
む
お
は
じ
け
る
。
三
千
人
の
寵
愛
、　
一
人
な

む
お
は
じ
け
る
を
、
も
て
あ
そ
び
給
ひ
け
る
ほ
ど
に
、
世
の
中
の
政
治

（
‐４
）

を
も
し
給
は
ず
。
「
俊
頼
髄
脳
』
、
日
本
古
典
文
学
全
集

『歌
論
集
し

む
か
し
、
唐
の
玄
宗
と
申
け
る
み
か
ど
の
御
時
、
世
中
め
で
た
く
お

さ
ま
り
て
、
ふ
く
風
も
枝
を
な
ら
さ
ず
、
ふ
る
雨
も
時
を
た
が

へ
ざ
り

け
れ
ば
、
み
な
人
あ
め
の
し
た
お
だ
し
き
に
ほ
こ
り
て
、
花
を
お
し
み

月
を
も
て
あ
そ
ぶ
よ
り
ほ
か
の
い
と
な
み
な
し
。
御
門
も
、
色
に
め
で
、

か
に
の
み
ふ
け
り
給

へ
る
御
心
の
ひ
ま
な
さ
に
や
、
よ
ろ
づ
を
ば
左
大

臣
と
き
こ
ゆ
る
人
に
ま
か
せ
て
、
や
う
や
く
み
づ
か
ら
の
御
ま

つ
り
ご

と
を
こ
た
ら
せ
給
け
り
。

こ
れ
よ
り
さ
き
に
、
元
献
皇
后
、
武
叔
妃
な
ど
き
こ
え
た
ま
ひ
し
き

さ
き
、
世
に
な
ら
び
な
く
御
こ
こ
ろ
ざ
し
ふ
か
く
お
は
し
ま
し
き
。
そ

れ
は
か
な
く
な
ら
せ
給
ひ
て
の
ち
は
、
あ
ま
た
の
な
か
に
御
心
の
か
な

ひ
た
る
人
お
は
せ
ざ
り
き
。
こ
れ
に
よ
り
、
高
力
士
に
お
ほ
せ
ら
れ
て
、

み
や
こ
の
ほ
か
ま
で
た
づ
ね
も
と
め
さ
せ
給
に
、
楊
家
の
娘
を
え
給
て

け
り
。
…

（以
下
楊
貴
妃

の
美
し
さ
の
描
写
な
ど
。
下
略
）
「
唐
物

語
』
講
談
社
学
術
文
庫
）

右
の
記
述
の
根
拠
は

『
長
恨
歌
伝
』
で
あ
る
。
『
唐
物
語
』
は
同
文
的
に

『
長
恨
歌
伝
』
を
和
解
し
、
『
俊
頼
髄
脳
』
に
つ
い
て
も
、
日
本
古
典
文
学
全

集

『
歌
論
集
』
頭
注
が
言
う
よ
う
に
、
記
述
の
基
本
的
は

『
長
恨
歌
伝
』
に

沿
う
て
い
る

（『
楊
太
真
外
伝
』
等
も
類
同
）
。

…
先
色
疋
、
元
献
皇
后
、
武
淑
妃
皆
有
レ
寵
、
相
次
即
レ
世
。
宮
中
雖
二
良

家
子
千
万
数
ヽ
無
二
可
レ
悦
レ
ロ
者
「
上
心
忽
忽
不
レ
楽
。
時
毎
歳
十
月
、

駕
幸
二
花
清
宮
「
内
外
命
婦
、
燿
燿
景
従
、
浴
日
余
波
、
賜
以
二
湯
沐
「

春
風
霊
液
、
潜
二
蕩
其
間
「
上
心
油
然
若
有
レ
所
レ
遇
、
顧
二
左
右
前
後
ヽ

粉
色
如
レ
土
。
詔
暮
同
力
士
ヽ
潜
捜
二
外
宮
ヽ
得
二
弘
農
楊
玄
淡
女
干
寿

邸
「
既
井
尖
。
…

（あ
た
か
も
そ
の
様
は
）
如
二
漢
武
帝
李
夫
人
「
（近

藤
春
雄

『
長
恨
歌

・
琵
琶
行
の
研
究
』
に
よ
る
）

た
だ
し
、
『俊
頼
髄
脳
』
や

『
唐
物
語
』
な
ど
で
は
、
『
長
恨
歌
伝
』
に
い

う
、
楊
貴
妃
を
最
初
に
得
た
の
が
玄
宗
の
子
寿
王
で
あ
り
、
「
得
…
千
寿
邸

既
舞
尖
」
と
し
て
、
玄
宗
に
見
出
さ
れ
た
と
き
楊
貴
妃
は
成
人
し
て
お
り
、

し
か
も

「
す
で
に
」
玄
宗
の
子

「寿
王
の
妃
で
あ

っ
た
の
を
、
父
の
玄
宗
が

奪

っ
て
宮
中
に
入
れ
た
」
「美
し
く
な
い
」
「
関
係
」
が
あ

っ
た
こ
と
を
省
略

す
る
。
結
果
的
に
、
「
そ
れ
に
は
ふ
れ
ず
、
た
だ
深
窓
の
な
よ
な
よ
し
た
美

女
と
し
て
」
楊
貴
妃
を

「
描
き
出
す
」
（以
上
引
用
は
近
藤
春
雄
前
掲
書
）

『長
恨
歌
』
の
世
界
を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。

如
上
の
語
り
回
は
、
元
献
と
武
恵
妃
と
を
並
列
的
に
、
同
時
期
的
に
描
き
、



記
述
は
楊
貴
妃
の
登
場
の
た
め
に
寄
与
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

『
太
平

記
』
に
お
い
て
よ
り
短
絡
さ
れ
て
い
る
。

昔
唐
ノ
玄
宗
位

二
即
給
ヒ
シ
始
、
四
海
無
事
ナ
リ
シ
カ
バ
、
柴

二
誇
リ

騎
ヲ
ツ
ヽ
シ
マ
セ
給

ハ
ザ
リ
シ
カ
バ
、
ア
ダ
ナ
ル
色
ヲ
ノ
ミ
御
心

ニ
シ

メ
テ
、
五
雲
ノ
車

二
召
レ
、
左
右

ノ
ヲ
モ
ト
人

二
手
ヲ
引
カ
レ
、
殿
上

ヲ
幸
シ
テ
後
宮
三
十
六
宮

ヲ
廻
り
、
三
千
人
ノ
后
ヲ
御
覧
ズ
ル
ニ
、
玄

献
皇
后

・
武
淑
妃
二
人

二
勝
ル
容
色
モ
無
リ
ケ
リ
。
君
無
限
此
二
人
ノ

妃

二
思
食
移
リ
テ
、
春

ノ
花
秋

ノ
月
、
イ
ヅ

レ
ヲ
捨
ベ
シ
ト
モ
思
召

サ
ヾ
リ
シ
ニ
、
色
ア
ル
者

ハ
必
衰

へ
、
光
ア
ル
者

ハ
終

二
消
ヌ
ル
憂
世

ノ
習
ナ
レ
バ
、
此
二
人
ノ
后
無
幾
程
共

二
御
隠
ア
リ
ケ
リ
。
玄
宗
餘
リ

ニ
御
歎
有
テ
、
玉
罷
モ
不
穏
シ
カ
バ
、
大
臣
皆
相
許
テ
、
イ
ゾ
ク
ニ
カ

前
ノ
皇
后

・
淑
妃

二
増
リ
テ
、
君
ノ
御
心
ヲ
モ
慰
メ
進

ス
ベ
キ
美
人
ノ

ア
ル
ト
、
至
ラ
ヌ
隅
モ
ナ
ク
ゾ
尋
ケ
ル
。
愛

二
弘
農
ノ
楊
玄
淡
ガ
女

二
、

楊
貴
妃
云
フ
美
人
ア
リ
。
「
太
平
記
』
三
七
、
旧
大
系
）

し
か
し
次
代
粛
宗

の
母

で
あ
る
元
献
皇
后
は
、
「
開
元
十
七
年
后
莞
」

「
旧
唐
書
』
列
伝
二

・
后
妃
上

・
玄
宗
元
献
皇
后
楊
氏
）
、
開
元
二
十
四

（五
）
年
に
亡
く
な
る
武
恵
妃
よ
り
、
相
当
以
前

に
没
し
て
い
る
。
『
旧
唐

書
』
で
は
、
あ
く
ま
で
武
恵
妃

一
人
の
逸
話
と
し
て
次
の
様
に
語
ら
れ
る
。

玄
宗
楊
貴
妃
、
高
祖
令
本
、
金
州
刺
史
。
父
玄
淡
、
蜀
州
司
戸
。
妃
早

孤
、
養
於
叔
父
河
南
府
士
曹
玄
激
。
開
元
初
、
武
恵
妃
特
承
二
寵
遇
ヽ

ヽ

貫

箋

副

ヾ

繋

裂

謝

套

ａ

鷲

ゴ

●

郭

尋

磐

嬰

書

譜

当

習

ヨ

尋

魁

葛

妻

コ

賀

不
‐

劉

「

置

鼎

譲

電

墨

曇

園

尋

彗

調

弩

ョ

葛

詈

目

到

ヘ

ロ

昴

「
旧
唐
書
』
列
伝

一
。
后
妃
上

・
玄
宗
楊
貴
妃
、
中
華
書
局
刊
）

『
長
恨
歌
伝
』
で
楊
貴
妃
を
漢
李
夫
人
の
如
し
、
と
讐
え
て
い
た
の
が
、

こ
こ
で
は
、
武
恵
妃

の
如
し
、
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
る
。

『
旧
唐
書
』
に
就
け
ば
、
傍
線
部
の
玄
宗
の
武
恵
妃
に
対
す
る
愛
情
は
、
あ

た
か
も
先
に
見
た
、
他
の
夫
人
を
凌
駕
す
る
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
寵
愛
と
死

へ
の
嘆
き
に
相
同
す
る
。
し
か
し
な
に
よ
り
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の

〈形
代
〉
と
し
て
の
楊
貴
妃
の
描
写

（波
線
部
）
が
、
更
衣
の

〈形
代
〉
藤

壺
に
対
す
る
帝
の
愛
情
の
転
調
と
し
て
、
ほ
ぼ

『
源
氏
物
語
』
の
次
の
記
述

に
対
応
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

Ｊ
川
日
剣
冽
Ｎ
翻
日
引
創
劉
日
馴
馴
劇
Ц
司
釧
剣
悧
割
引
ｏ
慰

む
劇
気
壺
射
鳩
蒙
烈
な
郵
裂
撒
斡
罫
ヽ
と
ぉ
■
■
魚
諮
憑
畷
諏

０
●
３
照
「
罵
懇
駁
Ц
料
「
『
琳
β
ョ
崚
■
９
蜜
宏
琳
愚
濠
懺

し
な
り
ぬ
る
に
、
先
帝
の
四
の
宮
の
、
御
容
貌
す
ぐ
れ
た
ま

へ
る
聞
こ

え
、
高
く
お
は
し
ま
す
、
母
后
世
に
な
く
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ふ
を
、

上
に
さ
ぶ
ら
ふ
典
侍
は
、
先
帝
の
御
時
の
人
に
て
、
か
の
宮
に
も
親
し

う
参
り
馴
れ
た
り
け
れ
ば
、
い
は
け
な
く
お
は
し
ま
し
し
時
よ
り
、
見

た
て
ま

つ
り
、
今
も
ほ
の
見
た
て
ま

つ
り
て
、
「
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
御

刷

劉

郷

智

概

Ｊ

尉

驚

貧

ョ

褒

雪

知

ｄ

欄

璽

ａ

電

ゴ

到

ヨ

引

盟

崚

馴

ョ

囲

気

遭

ヨ

ぞ

晨

嶺

税

慧

尉

扇

可

嶺

麟

風

則

嘱

器

Ｊ

績

料

ョ

卿

利

ａ

な
む
」
と
奏
し
け
る
に
、
ま
こ
と
に
や
と
御
心
と
ま
り
て
、
ね
む
ご
ろ



に
聞
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
。
母
后
、
あ
な
お
そ
ろ
し
や
、
春
宮
の
女
御

の
い
と
さ
が
な
く
て
、
楡
都
湖
剖
邦
徽
Ч
３
８
引
嘲
け
嘴
●
樹
ぐ
む
で
電

さ
れ
し
例
も
ゆ
ゆ
し
う
と
、
お
ぼ
し

つ
つ
み
て
、
す
が
す
が
し
う
も
お

ぼ
し
た
た
ざ
り
け
る
ほ
ど
に
、
后
も
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
心
細
き
さ
ま
に

て
お
は
し
ま
す
に
、
「洲
洲
洲
洲
剣
釧
刊
馴
劃
洲
副
馴
列
馴
劇
酬
割
副

え
む
」
と
、
い
と
ね
む
ご
ろ
に
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
、

御
後
見
た
ち
、
御
兄
の
兵
部
卿
の
親
王
な
ど
、
か
く
心
細
く
て
お
は
じ

ま
さ
む
よ
り
は
、
内
裏
住
み
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
御
心
も
慰
む
べ
く
な

ど
お
ぼ
し
な
り
て
、
参
ら
せ
た
て
ま

つ
り
た
ま

へ
り
。
藤
壺
と
き
こ
ゆ
。

戦
―こ―
句
容
邪
み
切
樹
部
ゃ
０

，
い
引
３
■
３
「
り
曇
蜜
憲

，
７

（桐

一霊
）

記
述
は
、
更
衣
の
事
を
忘
れ
ら
れ
な
い
帝

（傍
線
部
）
が
、
そ
の
気
持
ち

の
慰
め
に
な
れ
ば
、
と
様
々
な
御
名
を
求
む
れ
ど
得
ず
、
思
い
屈
ず
る
と
こ

ろ
へ
、
藤
壼
が
見
出
さ
れ
る
。
彼
女
は
不
思
議
な
ほ
ど
更
衣
と
よ
く
似
て
い

た
、
と
い
う

（波
線
部
）
。
彼
女
の
待
遇
は
、
恐
く
は
年
令
か
ら
楊
貴
妃
が

「
娘
子
」
と
呼
ば
れ
、
皇
后
に
準
じ
た
扱
い
を
受
け
た
、
と
さ
れ
る
の
に
対

し
、
帝
の
皇
女
と
同
列
に
扱
お
う

（
二
重
傍
線
部
）
と
遇
さ
れ
る
。
『
旧
唐

書
』
の
当
該
傍
線
部
等
と
の
近
似
は
十
分
に
関
知
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
藤
壼
の

桐
壼
更
衣

へ
の
酷
似
は
、
続
い
て
母
の
面
影
を
求
め
る
光
源
氏
の
思
慕
を
生

む
、
と
物
語
は
叙
述
を
続
け
て
い
き
、
物
語
の
始
ま
り
の
主
要
な
因
果
が

一

揃
い
出
来
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

武
恵
妃
の
人
と
な
り
と
イ
メ
ー
ジ
は
、
純
愛
の
人
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

権
謀
術
策
の
存
在
で
、
そ
の
意
味
で
は
桐
壺
更
衣
と
は
距
離
が
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
玄
宗
の
武
恵
妃
に
対
す
る
寵
愛
故
に
、
そ
の

子
寿
王
が
、
皇
太
子
の
地
位
を
冒
そ
う
と
し
て
い
た
、
と
描
か
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

（開
元
）
二
十
五
年
、
皇
太
子
瑛
得
レ
罪
。
二
十
六
年
六
月
庚
子
、
立

レ
上
為
二
皇
太
子
１
・初
、
太
子
瑛
得
レ
罪
、
上
召
二
李
林
甫

一議
二
立
儲
式
「

時
壽
王
瑠
母
武
恵
妃
方
承
二
恩
寵
「
林
甫
希
Ｌ
日
、
以
レ
瑠
対
。
…

（『
旧

唐
書
』
本
紀

一
〇

・
粛
宗
）

瑛
母
趙
一麗
妃
、
本
伎
人
。
有
二
才
貌
「
善
二
歌
舞
「
玄
宗
在
二
路
州

一得
レ

幸
。
及
豊
京
雲
升
儲

・之
後
、
其
父
元
護
、
兄
常
奴
櫂
為
二
京
職
ヽ
開
元

初
皆
至
二
大
官
「
及
二
武
恵
妃
寵
幸
⊇
麗
妃
恩
乃
漸
弛
、
時
部
王
璃
母
皇

甫
徳
儀
、
光
王
堀
母
劉
才
人
、
皆
玄
宗
在
二
臨
消
邸

・以
二
容
色
・見
レ
顧
、

出
二
子
朗
秀

・而
母
加
レ
愛
焉
。
及
二
恵
妃
承

，
恩
、
部

。
光
之
母
亦
漸
疏

薄
、
恵
妃
之
子
壽
王
唱
、
鍾
愛
非
二
諸
子
所

，
比
。
「
旧
唐
書
』
列
伝
五

十
七

・
玄
宗
諸
子

。
庶
人
瑛
）

武
恵
妃
は
勿
論
妃
で
あ
り
、
皇
后
で
は
な
か

っ
た
が
、
玄
宗
の
糟
糠
の

妻
と
も
い
う
べ
き
王
皇
后
に
子
供
が
な
か

っ
た
の
で
、
そ
の
権
勢
は
初

め
か
ら
王
皇
后
を
凌
ぐ
も
の
が
あ

っ
た
。
し
か
も
開
元
十
二
年
、
王
皇

后
が
兄
の
罪
に
依

っ
て
、
皇
后
の
地
位
を
追
わ
れ
て
庶
民
と
な
り
、
間

も
な
く
失
意
の
中
に
死
す
る
に
到

っ
て
、
武
恵
妃
の
地
位
は
確
固
た
る

も
の
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
玄
宗
に
は
、
現
在
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
て

い
る
亨

（
＝
粛
宗
）
の
母
で
あ
る
楊
氏
や
、
美
貌
を
以
て
知
ら
れ
た
趙

一麗
妃
な
ど
の
女
性
が
あ

っ
た
が
、
い
ず
れ
も
早
く
亡
く
な
り
、
武
恵
妃

ひ
と
り
が
玄
宗
の
寵
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
皇
后
と
同
じ
待
遇
を
受
け
、



一
門
は
顕
職
に
つ
い
て
い
た
。
武
恵
妃
は
自
分
が
生
ん
だ
寿
王
を
皇
太

子
に
立
て
る
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
と
策
謀
を
廻
ら
し
た
。
趙
麗
妃
の
生

ん
だ
皇
太
子
瑛
が
廃
さ
れ
て
死
を
賜

っ
た
の
も
、
そ
の
議
言
に
依
る
も

の
と

一
般
に
は
噂
さ
れ
て
い
た
。
武
恵
妃
は
開
元
二
十
五
年
十
二
月
に

莞
じ
た
が
、
若
し
も
う
少
し
生
き
て
い
た
ら
、
寿
王
は
皇
太
子
の
地
位

に
即
い
た
に
違
い
な
か

っ
た
。
廃
太
子
の
議
が
行
わ
れ
て
か
ら
幾
許
も

な
く
し
て
武
恵
妃
は
歿
し
、
た
め
に
寿
王
の
立
太
子
の
こ
と
も
行
わ
れ

な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
生
前

の
母
武
恵
妃
の
専
横
眼
に
余
る
も
の
が

あ

っ
た
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
い
っ
た
ん
武
恵
妃
が
莞
ず
る
と
、
寿
王
の

立
場
は
頗
る
微
妙
な
も
の
に
な

っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
玄
宗
も
寿
王
を
愛

し
て
い
た
が
、
併
し
、
そ
れ
は
母
武
恵
妃
あ

っ
て
の
こ
と
で
、
武
恵
妃

が
亡
く
な
る
と
、
そ
の
愛
情
に
後
退
を
来
し
て
も
さ
し
て
異
と
す
る
に

当
た
ら
な
か

っ
た
。
（中
略
）
母
武
恵
妃
が
死
す
る
と
共
に
、
そ
の
子

供
も
亦
死
ん
だ
の
で
あ

っ
た
。
（中
略
）
武
恵
妃
が
莞
ず
る
と
共
に
、

そ
の
子
寿
王
も
ま
た
権
力
者
が
特
に
眼
を
か
け
ね
ば
な
ら
ぬ
皇
子
で
は

な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
玄
宗
皇
帝
も
そ
う
思

っ
た
筈
で
あ
り
、
子
の

寿
王
も
ま
た
そ
う
思

っ
た
の
で
あ
る
。
（井
上
靖

『
楊
貴
妃
伝
し
。

そ
の
寿
王
擁
立
の
起
点
が
あ
く
ま
で
玄
宗
の
武
恵
妃
寵
愛
に
あ
る
、
と
説

明
さ
れ
て
い
る
点
は
、
桐
壺
帝

。
桐
壺
更
衣
と
光
源
氏
を
め
ぐ
る
次
の
言
説

と
同
じ
な
の
で
あ
る
。

さ
き
の
世
に
も
、
御
契
り
や
深
か
り
け
む
、
世
に
な
く
き
よ
ら
な
る
玉

の
男
御
子
さ

へ
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
。
い
つ
し
か
と
心
も
と
な
が
ら
せ
た

ま
ひ
て
、
急
ぎ
参
ら
せ
て
御
覧
ず
る
に
、
め
づ
ら
か
な
る
ち
ご
の
御
容

貌
な
り
。　
一
の
御
子
は
、
右
大
臣
の
女
御
の
御
腹
に
て
、
寄
せ
重
く
、

疑
ひ
な
き
儲
け
の
君
と
、
世
に
も
て
か
し
づ
き
き
こ
ゆ
れ
ど
、
こ
の
御

に
ほ
ひ
に
は
並
び
た
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
お
ほ
か
た
の
や

む
ご
と
な
き
御
思
ひ
に
て
、
こ
の
君
を
ば
、
私
物
に
思
ほ
し
か
し
づ
き

た
ま
ふ
こ
と
限
り
な
し
。

は
じ
め
よ
り
お
し
な
べ
て
の
上
宮
仕

へ
し
た
ま
ふ
べ
き
際
に
は
あ
ら

ざ
り
き
。
お
ぼ
え
い
と
や
む
ご
と
な
く
、
上
衆
め
か
し
け
れ
ど
、
わ
り

な
く
ま

つ
は
さ
せ
た
ま
ふ
ぁ
ま
り
に
、
さ
る
べ
き
御
遊
び
の
を
り
を
り
、

何
事
に
も
ゆ
ゑ
あ
る
事
の
ふ
し
ぶ
し
に
は
、
ま
づ
ま
う
の
ぼ
ら
せ
た
ま

ふ
、
あ
る
時
に
は
大
殿
籠
り
す
ぐ
し
て
、
や
が
て
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ひ

な
ど
、
あ
な
が
ち
に
御
前
去
ら
ず
も
て
な
さ
せ
た
ま
ひ
し
ほ
ど
に
、
お

の
づ
か
ら
軽
き
か
た
に
も
見
え
し
を
、
こ
の
御
子
生
ま
れ
た
ま
ひ
て
の

ち
は
、
い
と
心
こ
と
に
思
ほ
し
お
き
て
た
れ
ば
、
坊
に
も
、
よ
う
せ
ず

は
、
こ
の
御
子
の
居
た
ま
ふ
べ
き
な
め
り
と
、　
一
の
御
子
の
女
御
は
お

ぼ
し
疑

へ
り
。
人
よ
り
先
に
参
り
た
ま
ひ
て
、
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ

な
べ
て
な
ら
ず
、
御
子
た
ち
な
ど
も
お
は
し
ま
せ
ば
、
こ
の
御
方
の
御

い
さ
め
を
の
み
ぞ
、
な
ほ
わ
づ
ら
は
じ
う
、
心
苦
し
う
思
ひ
き
こ
え
さ

せ
た
ま
ひ
け
る
。
（桐
壺
）

李
瑛
廃
太
子
の
後
、
「
そ
れ
で
は
皇
太
子
は
寿
王
に
決
ま

っ
た
か
と
い
う

と
、
そ
う
で
は
な
い
。
肝
心
の
武
恵
妃
が
そ
の
前
に
世
を
去

っ
て
し
ま

っ
た

か
ら
で
あ
る
。
（中
略
）
玄
宗
の
武
恵
妃
に
対
す
る
愛
は
最
後
ま
で
衰
え
ず
、

死
後
も
追
慕
の
情
は
つ
の
る
ば
か
り
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
子
の
寿
王
に
対
す

る
気
持
ち
に
は
か
な
り
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
た
。
李
瑛
な
き
の
ち
の
朝



廷
で
、
立
太
子
問
題
は
焦
眉
の
問
題
で
あ

っ
た
が
、
事
は

一
気
に
解
決
し
た
。

皇
太
子
と
な

っ
た
の
は
寿
王
で
は
な
く
忠
王
李
瑛

（
＝
粛
宗
）
で
あ

っ
た
。

擁
立
の
計
画
者
は
張
九
齢
で
も
李
林
甫
で
も
な
い
宮
中
第
二
番
目
の
権
力
者
、

高
力
士
で
あ

っ
た
。
高
力
士
が
忠
王
を
玄
宗
に
推
薦
し
た
の
は
、
李
瑛
が
す

で
に
年
長
者
と
な

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
」
（村
山
吉
廣

『
楊
貴
妃

大
唐
帝
国
の
栄
華
と
暗
転
』
中
公
新
書
、　
一
九
九
七
年
）
。
こ
の
逸
話
と
相

当
す
る
部
分
も

一
応
挙
げ
て
お
こ
う
。

…
人
の
朝
廷
の
例
ま
で
引
き
い
で
、
さ
さ
め
き
嘆
き
け
り
。

月
日
経
て
、
若
宮
参
り
た
ま
ひ
ぬ
。
い
と
ど
こ
の
世
の
物
な
ら
ず
、

き
よ
ら
に
お
よ
す
け
た
ま
へ
れ
ば
、
い
と
、
ゆ
ゆ
し
う
お
ぼ
し
た
り
。

明
く
る
年
の
春
、
坊
さ
だ
ま
り
た
ま
ふ
に
も
、
い
と
引
き
越
さ
ま
ほ
し

う
お
ぼ
せ
ど
、
御
後
見
す
べ
き
人
も
な
く
、
ま
た
世
の
う
け
ひ
く
ま
じ

き
こ
と
な
れ
ば
、
な
か
な
か
危
く
お
ぼ
し
憚
り
て
、
色
に
も
い
だ
さ
せ

た
ま
は
ず
な
り
ぬ
る
を
、
さ
ば
か
り
お
ぼ
し
た
れ
ど
、
限
り
こ
そ
あ
り

け
れ
と
、
世

の
人
も
聞
こ
え
、
女
御
も
御
心
お
ち
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
。
（桐

一空
）

寿
王
は
武
恵
妃
が
玄
宗
と
の
間
に
儲
け
た
子
の
内
、
二
人
の
兄
の
夭
折
を

忌
ん
で
、
光
源
氏
と
は
逆
に

「
あ
え
て
宮
中
で
育
て
ず
、
玄
宗
の
兄
の
寧
王

の
下
で
養
わ
」
れ
た

（村
上
前
掲
著
）
。
し
か
し
玄
宗
の
寵
愛
は
深
か

っ
た
。

一
方
、
武
恵
妃
は
退
け
た
王
子
た
ち
の
霊
に
た
た
ら
れ
て
死
ん
だ
よ
う
に
語

ら
れ
る
。
「
武
恵
妃
数
見
≡

一庶
人
為
レ
祟
」
「
旧
唐
書
』
庶
人
瑛
）
。
「人
の

心
を
の
み
動
か
し
、
恨
み
を

「
負
ふ
積
り
に
や
あ
り
け
む
」
（桐
壺
）
と
の

類
似
が
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
寿
王
は
最
初
楊
貴
妃
を
嬰
る
。
そ
し
て
寿
王
の
皇
太
子
を
阻
ん
だ
形

と
な

っ
た
高
力
士
が
、
楊
貴
妃
を
見
い
だ
し
、
寿
王
の
父
、
玄
宗
が
、
『
源

氏
物
語
』
と
は
逆
転
し
て
、
子
の
妻
を
奪
う
、
と
い
う
物
語
の
因
果
が
生
ま

れ
る
の
で
あ
る
。

五

〈貴
妃
〉
と

〈
妃
〉
と
―
楊
貴
妃
と
藤
壺

如
上
、
藤
壺
が
楊
貴
妃
を
准
拠
と
す
る
、
と
い
う
視
点
は
、
『
源
氏
物
語
』

再
読
に
い
く

つ
か
の
知
見
を
与
え
て
く
れ
る
様
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、

反
転
を
含
む
な
ぞ
ら
え
で
あ
る
。
し
か
し
た
と
え
ば
、
武
恵
妃
の
悪
女
像
が
、

反
転
し
て
弘
徽
殿
の
女
御
の
そ
れ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
、
な
ど
と
論
ず
れ
ば
、

か
え

っ
て
そ
の
確
か
ら
し
さ
を
喪
失
し
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
¨
。

し
か
し
、
先
の

『
旧
唐
書
』
で
見
た
よ
う
に
、
楊
貴
妃
は

「
宮
中
呼
為
ニ

「娘
子
」
ヽ
趙
数
賞
同
Ｌ
三
后

こ

と
語
ら
れ
て
入
内
す
る
。
そ
の

一
端
が

『
源
氏
物
語
』
に
於
け
る

「
た
だ
わ
が
女
御
子
た
ち
の
同
じ
列
に
思
ひ
き
こ

え
む
」
と
い
う
帝
の
言
葉
に
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
後
者
、
楊
貴
妃

が

「
同
皇
后
」
と
し
て
遇
せ
ら
れ
、
そ
の
後
天
宝
初
に

「貴
妃
」
と
な
る
と

い
う
こ
と

（『
旧
唐
書
』
玄
宗
楊
貴
妃
）
が
藤
壺
の
地
位
の
問
題
に
示
唆
的

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

源
氏
物
語
の
中
で
は
、
後
宮
に
お
け
る
藤
壺
の
身
分
に
つ
い
て
、
〈妃
〉

で
あ
る
と
も

「女
御
」
で
あ
る
と
も
必
ず
し
も
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い

の
で
あ
る
が
、
眠
江
入
楚
な
ど
古
註
の
時
代
か
ら
特
別
な
根
拠
も
な
く

女
御
と
し
て
考
え
る
の
が
通
説
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
藤
壺

は

〈妃
〉
で
あ
る
と
す
る
新
説
を
小
松
登
美
氏
が
出
さ
れ
、
そ
の
小
松



説
を
さ
ら
に
詳
細
に
補
強
さ
れ
た
の
が
今
西
氏
説
で
あ
る
。
（増
田
繁

夫

『
源
氏
物
語
と
貴
族
社
会
』
第

一
章

。
三

「藤
壷
は
令
制
の

〈妃
〉

か
」
、
二
〇
〇
二
年
）

柳
た
か
氏
の

「
日
本
古
代
の
後
宮
に
つ
い
て
」
翁
お
茶
の
水
史
学
』

一
三
、

一
九
七
〇
年
九
月
）
に
拠
れ
ば
、
令
制
の

「
妃
」
確
例
の
最
後
は
醍
醐
朝
の

為
子
内
親
王
。
「
嵯
峨
天
皇
の
後
絶
え
て
久
し
か

っ
た

「
妃
」
の
称
号
が
、

醍
醐
天
皇
の
時

一
例
ポ
ツ
ン
と
現
わ
れ
そ
の
後
は
見
ら
れ
」
ず
、　
一
方
為
子

は
、
嵯
峨
朝
の
以
来
の
突
出
的
特
例
で
あ

っ
た
。
嵯
峨
朝
の
後
の

「妃
」
の

消
失
と
歩
調
を
併
せ
、
次
々
代
仁
明
か
ら
宇
多
ま
で
は
皇
后
が
空
位

で
、

「妃
」
の
特
例
の
醍
醐
朝
に
、
中
宮
も
復
活
す
る

（穏
子
）
。

私
に
い
う
藤
壺
の
准
拠
楊
貴
妃
は
、
「貴
妃
」
と
い
う

「
妃
」
に
通
じ
る

称
号
を
有
す
る
が
、
そ
の

「貴
妃
」
と
い
う
称
号
に
つ
い
て
は
、
玄
宗
の
代

に
転
変
が
あ

っ
た
。
唐
に
於
け
る
后
妃
の
制
度
は
、
隋
を
承
け

つ
つ
も
、
皇

后
の
下
の
三
夫
人
を
、
高
祖
の
武
徳
年
間
に
四
妃
に
換
え
、
貴
妃
、
淑
妃
、

徳
妃
、
賢
妃
各

一
人
を
夫
人
に
な
し
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
開
元
の

治
時
代
の
玄
宗
に
よ

っ
て
、
復
古
的
に
、
ま
た
合
理
的
に
、
貴
妃
の
呼
称
を

含
む

一
人
分
を
減
じ
て
、
三
夫
人
に
復
さ
れ
た
、
と
い
う
。

妃
二
人
。
〈正

一
品
。
周
官
三
夫
人
之
位
也
。
隋
依
二
周
制
「
立
三
二
夫

人
「
武
徳
立
二
四
妃
「　
一
貴
妃
、
二
淑
妃
、
三
徳
妃
、
四
賢
妃
、
位
次

后
之
下
。
玄
宗
以
為
、
后
妃
四
星
、
其

一
正
后
、
不
レ
宜
三
更
有
二
四
妃
ヽ

乃
改
二
定
三
妃
之
位
「
恵
妃

一
、
麗
妃
二
、
華
妃
三
…
〉
「
旧
唐
書
』

四
十
四

・
志
二
十
四

。
職
官
三

。
内
官
）

唐
因
二
隋
制
ヽ
皇
后
之
下
、
有
Ｌ
員
妃
、
淑
妃
、
徳
妃
、
賢
妃
各

一
人
「

開
元
中
、
玄
宗
以
Ｌ
三
后
之
下

・立
二
四
妃
ヽ
法
二
帝
響

・也
。
而
后
妃
四

星
、　
一
為
二
正
后
「
今
既
二
正
后
ヽ
復
有
二
四
妃
ヽ
非
二
典
法

・也
．
乃
於
ニ

皇
后
之
下

一立
二
恵
妃
、
麗
妃
、
華
妃
等
三
位
ヽ
以
代
≡

一夫
人
「
「
旧

唐
書
』
列
伝

一
。
后
妃
上
）

玄
宗
は
開
元
の
時
、
后
妃
は
四
人
で
あ
る
べ
き
で
、
后
の
下
に
さ
ら
に
四
妃

が
あ
る
の
は
正
し
く
な
い

（「
以
二
后
下

・復
有
二
四
妃

・非
旨
蛋

『
新
唐
書
』

列
伝

一
。
后
妃
上
、
中
華
書
局
）
と
し
て

「貴
妃
、
淑
妃
、
徳
妃
、
賢
妃
」

を

「恵
妃
、
一麗
妃
、
華
妃
等
三
位
」
と
転
じ
た
は
ず
。
そ
の
玄
宗
が
旧
来
に

復
す
る
特
例
と
し
て
、
貴
妃
を
冊
し
た
こ
と
は
、
瞳
目
す
べ
き
こ
と
で
あ

っ

た
。

秋
八
月
甲
辰
、
冊
二
太
真
妃
楊
氏

・為
二
貴
妃
「
是
月
、
河
南
唯
陽
、
淮

陽
、
諜
等
八
郡
大
水
。
翁
旧
唐
書
』
本
紀
九

・
玄
宗
下
、
天
宝
四
年
）

天
宝
初
、
進
冊
Ｌ
貝
妃
「
「
旧
唐
書
』
后
妃
上

・
楊
貴
妃
伝
）

称
号
の
異
例
と
復
活
は
、
醍
醐
朝
准
拠
の
桐
壺
巻
の
藤
壺
の
呼
称
の
異
例
を

透
か
す
。

『
源
氏
物
語
』
本
文
に
於
い
て
も
、
母
藤
壺
が
亡
く
な

っ
た
あ
と
、
自
ら

の
出
生
の
秘
密
を
知
ろ
う
と
す
る
冷
泉
帝
を
め
ぐ
る
言
述
の
中
で
、
殊
更
に

唐
土

の

「
み
だ
り
が
は
し
」
さ
、
「
よ
こ
ざ
ま
の
み
だ
れ
」
が
言
及
さ
れ
、

「藤
壺
像
に
は
さ
ら
に
、
異
国
の
后
の
投
影
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
」
（後
藤

祥
子
、
注
１７
所
掲
論
文
）
。
興
味
深
い
遇
合
で
あ
る
。

武
淑

（恵
）
妃
は

「女
御
」
と
呼
ば
れ
る

（『
俊
頼
髄
脳
』
冠
「
昔
物
語

集
し
。
淑
妃

（『
長
恨
歌
伝
』
他
）
と
恵
妃

（『
旧
唐
書
』
他
）
の
呼
称
の
揺

れ
も
ま
た
、
玄
宗
の
后
妃
制
度
改
定
と
呼
応
す
る
。
ま
た
楊
貴
妃
は
、
皇
后



に
準
じ
て
礼
せ
ら
れ
た

（『
旧
唐
書
』
前
掲
）
と
も
あ

っ
た
。
当
時
の
中
国

の
后
妃
の
地
位
と
し
て
の
楊
貴
妃
の
貴
妃
を
そ
こ
に
重
ね
る
と
、
あ
た
か
も

藤
壺
の

〈妃
〉
と

〈女
御
〉
の
解
釈
の
揺
れ
と
相
応
す
る
よ
う
に
も
思
う
が

い
か
が
だ
ろ
う
。

エハ
　
准
拠
の
仕
組
み
―
お
わ
り
に
か
え
て

先
行
研
究
が
繰
り
返
し
説
く
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
が
表
立

っ
て
の
な

ぞ
ら
え
の
基
調
と
し
た

『
長
恨
歌
』
に
お
け
る
楊
貴
妃
は
、
純
愛
で
あ
り
、

そ
れ
は

『
旧
唐
書
』
后
妃
伝
に
ま
で
遡
源
し
て
い
る
。

玉
環
が
寿
王
妃
で
あ

っ
た
の
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
后

妃
伝
は
、
そ
れ
に

一
言
も
ふ
れ
ず
、
あ
た
か
も
道
教
の
尼
か
ら
直
接
玄

宗
に
輿
入
れ
し
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
白
楽
天
の
長
恨

（
２０
）

歌
も
真
実
を

ひ
た
隠
し

て
い
る
。
（藤
善
真
澄

『
安
禄
山
と
楊
貴
妃

安
史
の
乱
始
末
記
』
清
水
新
書
、　
一
九
八
四
年
）

そ
れ
は
早
く
、
『
長
恨
歌
序
』
や
そ
れ
と
ふ
か
く
関
わ
る

『
注
好
撰
』
な

ど
の
説
話
形
象
に
よ
り
純
化
さ
れ
、
浦
島
説
話
に
通
じ
る
様
な
、
前
世
か
ら

の
愛
を
も
奏
で
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
楊
貴
妃
が
玄
宗
寵
臣
の
安
禄
山
を
養
子
に
し
た
後
、
二
人
は
密

通
を
果
た
し
た
、
と
の
ほ
の
め
か
し
は
、
す
で
に
自
居
易

『胡
旋
女
』
（新

楽
府
）
に
読
み
取
れ
る
と
さ
れ
、
唐
代
に
は
す
で
に
存
在
す
る
伝
説
で
あ
り
、

そ
れ
は
時
代
を
経

て
よ
り
展
開
し
、
『資
治
通
鑑
』
に
定
着
す
る
。
日
本
で

も

『
続
古
事
談
』
に
明
記
さ
れ
た
伝
承
で
あ

っ
た

（荒
木
旧
稿
参
照
）
。

し
か
し
、
『
長
恨
歌
』
に
つ
く
限
り
、
あ
る
い
は

『
長
恨
歌
』
に
読
者

の

目
を
奪
わ
せ
て
お
く
限
り
、
楊
貴
妃
の
持

つ
悪
女
性
や
密
通
の
危
険
ど
こ
ろ

か
、
楊
貴
妃
が
玄
宗
の
子
寿
王
と
す
で
に
婚
姻
し
た
成
人
女
性
で
あ

っ
た
こ

と
さ
え
、
き
れ
い
に
隠
避
さ
れ
、
表
に
現
れ
よ
う
と
し
な
い
。
そ
れ
は
秘
密

と
な

っ
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
読
者
を
待

つ
。
楊
貴
妃
が
桐
壺
更
衣
で
あ
る

と
い
う
本
文
に
と
ら
わ
れ
た
読
者
は
、
藤
壺
と
楊
貴
妃
と
の
対
応
が
見
え
ず
、

『
長
恨
歌
』
は
玄
宗
と
桐
壺
更
衣
純
愛
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
輝
き
、
も
う

一
人
の
楊
貴
妃
が
、
帝
の
子
と
の
密
通
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
こ
と
を
顕
在

化
し
な
い
。
こ
う
し
て

『
長
恨
歌
』
に
お
け
る
隠
蔽
は
、
物
語
の
登
場
人
物

と
同
様
に
、
藤
壺
と
光
源
氏
の
密
通
と
、
そ
の
不
義
の
子
の
存
在
を
、
い
わ

ば

〈准
拠
の
仕
組
み
〉
と
し
て
覆
い
隠
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

『
源

氏
物
語
』
作
者
に
と

っ
て
、
『
長
恨
歌
』
自
体
の
方
法
を
深
く
解
読
す
れ
ば

あ
る
い
は
自
然
に
得
ら
れ
る
方
法
だ

っ
た
よ
う
に
も
思
う
。
楊
貴
妃
は
漢
李

夫
人
の
如
く
、
ま
た
武
恵
妃
の
如
く
。
『
長
恨
歌
伝
』
は
前
者
を
教
え
、
『
源

氏
物
語
』
の
桐
壺
更
衣
と
楊
貴
妃
の
重
ね
合
わ
せ
を
示
唆
す
る
が
、
そ
の
こ

と
に
導
き
惹
か
れ
る
ベ
ク
ト
ル
は
、
後
者
の
比
定
、
藤
壺
と
楊
貴
妃
の
重
ね

合
わ
せ
を
静
か
に
隠
蔽
し
て
、
物
語
の
構
造
的
な
謎
の
仕
組
み
を
巧
み
に
構

成
す
る
。

『
源
氏
物
語
』
自
体
の
卓
越
さ
と
複
雑
さ
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
以
前
に
分

け
入
り
が
た
く
巨
城
の
よ
う
に
聟
え
る
研
究
史
の
前
に
、
し
ば
し
ば
無
力
感

を
覚
え
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
私
の
よ
う
に
気
ま
ま
な
読
者
に
は
、

旧
稿
と
本
稿
と
で
、
帰
着
ら
し
い
も
の
も
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
藤
壺

に
お
け
る
楊
貴
妃
准
拠
の
視
点
の
発
見
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
主
人
公
た
ち



を
捉
ま
え
る
重
要
性
の
中
に
あ
る
故
に
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
研
究

史
共
有
の
議
論
の
対
象
で
あ
る
と
今
は
考
え
て
い
る
。

注（１
）

諸
本

「御
殿
」。
益
日
本

「御
腰
」、
東
大
国
文
本

「殿
」
に

「腰
イ
」
と

傍
記
す
る
の
に
よ
り
改
訂
。
「腰
」
で
あ
れ
ば
、
冥
界
に
旅
立
た
ん
と
す
る

賢
子
を
引
き
留
め
る
白
河
の
行
為
を
表
現
し
、
ま
た
冥
顕
を
逆
に
し
て
京
極

御
息
所
の
腰
を
抱
い
た
源
融
の
霊

（巻

一
・
七
）
を
思
わ
せ
る
。
金
沢
大
学

本
は

「殿
」
に

「屍
」
を
傍
記
、
同
本
に
よ
る
丹
鶴
本
は

「屍
」
と
改
訂
。

「屍
」
で
あ
れ
ば
、
「殿
」
は
草
体
か
ら
の
誤
写
か
。
大
江
定
基
の
出
家
の
機

と
な
っ
た
妻
の
死

（冠
「昔
』

一
九

・
二
、
『宇
治
拾
遺
』
四
・
七
）
を
思
わ

せ
る
が
、
「閉
眼
の
時
」
と
い
う
時
間
は

「屍
」
の
語
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
『東

斎
随
筆
』
は
、
「既
二
閉
眼
ノ
後
モ
、
猶
抱
給
ヒ
テ
ヲ
キ
サ
リ
給

ハ
ズ
」
と

時
間
相
を
ず
ら
し
て
そ
れ
を
描
く
。

（２
）

鳥
羽
の
死
後
数
日
の
内
に
顕
在
し
、
勃
発
し
、
終
結
し
た
保
元
の
乱
と
こ

の
説
話
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
河
内
祥
輔
氏
に
詳
論
が
あ
る

（『保
元
の

乱

。
平
治
の
乱
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
が
、
い
ま
踏
み
込
ま
な

い
。

（３
）

顕
兼
の
歌
人
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
田
渕
句
美
子

「源
顕
兼
に
関
す
る

一

考
察
―
歌
人
的
側
面
か
ら
―
」
（初
出

『中
世
文
学
』
三
四
号
、　
一
九
八
九

年
五
月
、
『中
世
初
期
歌
人
の
研
究
』
二
〇
〇
三
年
に
再
収
）
他
参
照
。

（４
）

こ
の
こ
ろ
の
歌
人
た
ち
の

『
源
氏
物
語
』
受
容
に
つ
い
て
は
、
定
家
父
俊

成
の
著
名
な
言
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
寺
本
直
彦

『源

氏
物
語
受
容
史
論
考
』
他
参
照
。

（５
）

た
と
え
ば
巻

一
―
三
二
話
に
は
、
『帝
範
』
去
俊
篇
の
句
が
引
か
れ
、
三

四
話
は

『帝
範
』
賞
罰
篇
の
主
題
に
相
応
す
る
例
な
ど
。
新
大
系
脚
注
参
照
。

（６
）

『源
氏
物
語
』
の
准
拠
と
な
っ
た
説
話
は
所
収
し
て
い
る
。
『河
海
抄
』
に

引
く
三
条
の

『古
事
談
』
の
う
ち
、
手
習
巻
の
横
川
僧
都
の
母
と
妹
の
浮
舟

救
出
諄
と

『古
事
談
』
三
―
三
二
の
安
養
尼
蘇
生
諄
は
説
話
と
し
て
も
っ
と

も
関
係
が
深
い
が
、
両
者
の
関
係
を
考
え
る
に
は
い
く
つ
か
の
手
続
き
が
必

要
と
な
る

（拙
稿

「源
信
の
母
、
姉
、
妹
―
源
氏
物
語

「横
川
の
僧
都
」
と

源
信
外
伝
成
立
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
国
語
国
文
』
六
五
巻
四
号
、　
一
九
九
六

年
）。
他
同
手
習
に
引
く
染
殿
后
が
天
狐
に
悩
ま
さ
れ
る
説
話

（三
―

一
五

相
当
）
が
准
拠
と
し
て
引
か
れ
て
い
る

（も
う

一
条
は
花
宴
の

「直
衣
布

袴
」
の
先
例
と
し
て
二
―

一
八
話
を
引
く
）。
ま
た
出
典
名
は

『江
談
』
を

掲
げ
る
が
、
夕
顔
巻
の
も
の
の
け
出
現
に
つ
い
て
、
『古
事
談
』

一
―
七
の

融
の
霊
出
現
諄
相
当
話
が
挙
が
る
例
な
ど
が
あ
る
。
『古
事
談
』
が
そ
の
こ

と
に
ど
の
よ
う
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
は
、
ま
た
考
察
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

（７
）

帝
の
死
機
に
関
わ
る
桐
壺
巻
の

「恥
」
と
禁
忌
の
読
解
に
つ
い
て
は
、
夙

に
益
田
勝
実

「
日
知
り
の
裔
の
物
語
」
「
火
山
列
島
の
思
想
し

に
示
唆
多

い
重
要
な
詳
論
が
あ
り
、
『古
事
談
』
の
白
河
説
話
に
も
言
及
す
る
。
し
か

し
氏
の
関
心
は

『古
事
談
』
説
話
の

『源
氏
物
語
』
と
の
影
響
関
係
で
は
な

く
、
「摂
関
政
治
か
ら
院
政
へ
、
と
い
う
歴
史
過
程
」
に
お
け
る
、
「天
皇
そ

の
も
の
が
禁
縛
か
ら

一
部
解
放
さ
れ
て
神
秘
性
を
失

っ
て
い
く
こ
と
」、
す

な
わ
ち

「院
政
期
の
天
皇
は
、
摂
関
期
の
天
皇
と
は
、
宝
剣
を
離
れ
て
妻
の

も
と
へ
泊
ま
り
に
も
い
く
し
、
死
ん
で
い
く
妻
を
抱
き
し
め
て
看
と
っ
て
も

や
る
、
と
い
う
ふ
う
に
具
体
的
に
違
っ
た
も
の
」
と
な
り
、
「院
政
の
時
代

が
く
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
天
皇
の
神
秘
性
の
希
薄
化
の
意
味
を
も
具

体
的
に
含
」
む
、
と
ま
と
め
、
本
稿
の
視
点
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

（８
）

白
河
の
賢
子
引
き
留
め
に
は
自
身
の
先
例
も
あ
る
。
承
保
元

（
一
〇
七

四
）
年
、
敦
文
親
王
の
生
ま
れ
た
と
き
も
、
白
河
は
賢
子
を
引
き
留
め
、

「
ま
こ
と
や
、
中
宮
は
い
ま
暫
し
と
の
み
惜
し
み
と
ど
め
奉
ら
せ
給
へ
ば
、

え
ま
か
で
や
ら
せ
給
は
で
、
程
近
く
な
り
て
ぞ
出
で
さ
せ
給
ひ
け
る
」
「
栄

花
物
語
』
二
九
）
と
い
う
。
『源
氏
物
語
』
頻
用
語

「
ま
こ
と
や
」
（田
中
仁

「
ま
こ
と
や
」
―
光
源
氏
と
語
り
手
と
―
」
『国
語
国
文
』
五
〇
―
三
、　
一



九
八

一
年
他
）
も
あ
り
、
ま
た

『栄
華
物
語
』
が

一
般
に

『源
氏
物
語
』
に

表
現
を
依
拠
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
は

『栄
華
物
語
』
の

『源
氏
物
語
』
依

拠
を
想
定
す
べ
き
と
こ
ろ
。
但
し
そ
の

『栄
華
物
語
』
に
お
け
る
賢
子
死
去

の
当
該
部
に
は

『古
事
談
』
の
よ
う
な

『源
氏
物
語
』
を
想
定
さ
せ
る
よ
う

な
形
象
は
な
い
。

（９
）

『新
古
今
和
歌
集
』
巻
八
哀
傷

・
八
〇

一
の

「思
ひ
出
づ
る
折
り
焚
く
柴

の
夕
け
ぶ
り
　
む
せ
ぶ
も
う
れ
し
忘
れ
形
見
に
」
（後
鳥
羽
）
な
ど
を
発
端

に
論
じ
る
。

（１０
）

「
こ
の
あ
た
り
の
描
写
は

『源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
の
影
響
が
大
き
い
。
尾

張
局
の
地
位
が
更
衣
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
連
想
を
強
め
る
要
因
と
な
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

１１２
六
～
１１３
二
の
描
写
と

「
ま
か
で
な
む
と
し
給
を
、
暇
さ

ら
に
許
さ
せ
給
は
ず
」
２

３０
頁
）、
「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
、
後
れ
先
だ
ゝ

じ
と
、
契
ら
せ
給
ひ
け
る
を
、
さ
り
と
も
、
う
ち
捨
て
ゝ
は
え
行
き
や
ら

じ
』
と
、
の
給
は
す
る
を
」
２

３‐
頁
）
な
ど
の
桐
壺
更
衣
の
退
出
の
場
面

の
描
写
と
の
類
似
、
以
下
に
続
く
水
無
瀬
御
幸
の
記
事

（１１３
四
～
九
）
と
靭

負
命
婦
の
、
母
北
方
弔
間
の
記
事
の
前
後
の
帝
の
嘆
き
の
描
写
の
雰
囲
気
の

類
似
な
ど
を
指
摘
し
て
お
く
。
後
出
の
、
更
衣
所
生
の
若
宮
の
参
院
の
記
事

（‐‐９
～
‐２‐
）
も
、
光
源
氏
の
参
内
の
記
事
を
念
頭
に
お
き
、
更
に
詳
し
く
描

写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。」
（『源
家
長
日
記
　
校
本

・
研
究

・
総
索
引
』

源
家
長
日
記
研
究
会
）。
『新
古
今
』
八
〇
三
、
「
な
き
人
の
形
見
の
雲
や
し

ぐ
る
ら
む
　
ゆ
ふ
べ
の
雨
に
色
は
見
え
ね
ど
」
の
和
歌
に
つ
い
て
、
目
崎
氏

前
掲
書
に
は

「
…
尽
き
な
い
未
練
を
察
す
る
方
が
院
の
心
に
叶
う
の
で
あ
ろ

う
。
『長
恨
歌
』
に
い
わ
ゆ
る

「此
の
恨
み
綿
綿
と
し
て
尽
く
る
期

（と
き
）

無
し
」
の
玄
宗
皇
帝
さ
な
が
ら
で
あ
る
」
と
論
じ
る
。
「
な
お
、
後
追
い
自

殺
も
し
か
ね
な
い
激
情
は
、
寵
妃
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
寵
童
の
場
合

に
も
見
ら
れ
る
。
建
保
元
年

（
一
二

一
三
）
院
の
母
七
条
院
の
里
方
な
る
坊

門
家
の
信
清
の
息
、
左
中
将
藤
原
輔
平
が
赤
痢
の
た
め
卒
し
た
。
院
は
こ
れ

を
寵
愛
す
る
こ
と

「楊
貴
妃
の
如
く
」
翁
玉
薬
』
建
暦
二

・
四

・
十

一
）
で

あ
っ
た
」
と
の
叙
述
も
。

（Ｈ
）

金
沢
文
庫
本

（『白
氏
文
集
　
金
澤
文
庫
本
』
大
東
急
記
念
文
庫
他
）
や

宣
賢

『長
恨
歌
抄
』
な
ど
。

（‐２
）

「新
楽
府
」
上
陽
人
自
髪
人
を
承
け
て
、
「楊
貴
妃
に
よ
り
目
を
側
め
ら
れ

て
上
陽
宮
に
配
せ
ら
れ
る
と
い
う
そ
の
女
性
が
、
物
語
の
構
想
と
し
て
参
加

し
て
来
る
場
合
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
楊
貴
妃
を
弘
徽
殿
女

御
に
、
上
陽
人
を
桐
壺
更
衣
に
当
て
嵌
め
て
み
る
な
ら
桐
壺
巻
の
構
図
に
近

付
く
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
」
と
い
う

（藤
井
貞
和

「源
氏
物
語
を
中
心

に
」
『白
居
易
研
究
講
座
　
第
四
巻
　
日
本
に
お
け
る
受
容

（散
文
編
と

勉

誠
社
、　
一
九
九
四
年
）。
あ
る
意
味
で
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

（‐３
）

『源
氏
物
語
』
作
中
人
物
の
年
齢
等
は
ひ
と
ま
ず
池
田
亀
鑑

『源
氏
物
語

事
典
』
所
収
の
稲
賀
敬
二
作
成
稿
に
従
っ
た
。
楊
貴
妃
と
玄
宗
皇
帝
の
年
齢

差
は
、
玄
宗
が
寿
王
か
ら
楊
貴
妃
を
奪

っ
た
と
き
、
「楊
貴
妃
は
三
二
歳
、

玄
宗
は
五
六
歳
で
、
そ
の
年
齢
差
は
三
四
歳
で
あ
る
」
（村
山
吉
廣
前
掲

『楊
貴
妃
し

と
さ
れ
る
。
楊
貴
妃
の
生
年
に
つ
い
て
は
、
「開
元
六
年

（七

一
八
）
か
翌
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
の
記
録
も
ほ
と
ん
ど

一
致
し

て
い
る
」
（藤
善
真
澄

『安
禄
山
と
楊
貴
妃
　
安
史
の
乱
始
末
記
』
清
水
新

書
、　
一
九
八
四
）
と
い
う
。

（‐４
）

こ
の
説
話
の
同
文
的
同
話
に

『今
昔
物
語
集
』
巻
十

・
七
が
あ
る
。

（‐５
）

『
旧
唐
書
』
五
十

一
・
列
伝

一
・
后
妃
上

。
玄
宗
楊
貴
妃
で
は
開
元
二
十

四
年
没
と
し
、
同
書

一
〇
七

・
列
伝
五
十
七

・
玄
宗
諸
子
壽
王
増
で
は
二
十

五
年
没
と
す
る
。

（‐６
）

弘
徽
殿
女
御

（大
后
）
に
つ
い
て
は
、
本
文
の
中
に
藤
壺
の
心
内
語
と
し

て

「戚
夫
人
の
見
け
ん
目
の
や
う
に
は
あ
ら
ず
と
も
」
以
下
が
見
え
、
呂
太

后
に
な
ぞ
ら
え
る
文
脈
が
あ
る

（賢
木
巻
）。

（‐７
）

詳
細
は
増
田
氏
の
論
文
参
照
。
こ
の
問
題
に
は
冷
泉
皇
女
尊
子
内
親
王
の

身
分
と
呼
称
が
関
わ
る
が
、
い
ま
関
説
し
な
い
。
柳
た
か
氏
は
尊
子
の

「妃
」
呼
称

（『椒
庭
譜
略
』
『
日
本
紀
略
し

に
つ
い
て
、
令
制
の
妃
で
は
な



く
、
「単
な
る
妻
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
」
と
い
う

（次
掲

「
日
本
古
代
の
後
宮
に
つ
い
て
し

な
お
後
藤
祥
子

「藤
壺
の
宮
の
造
型
」

（森

一
郎
編
著

『源
氏
物
語
作
中
人
物
論
集
―
付

・
源
氏
物
語
作
中
人
物

論

・
主
要
論
文
目
録
―
』
勉
誠
社
、　
一
九
九
二
年
）
に
こ
の
問
題
を
含
め
た

藤
壺
の
人
物
論
に
つ
い
て
の
要
を
得
た
ま
と
め
が
あ
る
。

（‐８
）

こ
の
事
に
つ
い
て
、
私
に

『続
古
事
談
』
に
即
し
た
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
た

（新
日
本
古
典
文
学
大
系

『古
事
談
　
続
古
事
談
』
の

『続
古
事
談
』
注
釈

冒
頭
の
解
題
）。

（・９
）

後
藤
氏
が
挙
げ
る
関
連
論
文
は
、
川
口
久
雄

『西
域
の
虎
』
令
『源
氏
物

語
』
の
世
界
と
外
国
文
学
」、
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
中
国
伝
奇
小
説
の
影
」

な
ど
、
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
四
年
）、
藤
井
貞
和

「源
氏
物
語
と
中
国
文

学
」
（
講
座
日
本
文
学
　
源
氏
物
語
上
』
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
、
至
文
堂
、　
一

九
七
八
年
五
月
）、
鬼
東
隆
昭

「藤
壺
」
「
源
氏
物
語
講
座
』
二
、
勉
誠
社
、

一
九
九

一
年
）。

（２０
）

村
山
吉
廣
氏
前
掲
書
に
も
、
類
似
の
指
摘
が
あ
る
。
な
お
旧
稿
参
照
。

（２‐
）

『注
好
撰
』
上

一
〇

一
は

『長
恨
歌
序
』
の
世
界
に
近
く
、
宿
習
を
遂
げ

ん
が
た
め
に
下
界
で
玄
宗
と
出
会
い
、
死
後
蓬
末
に
居
て
玄
宗
と
の
契
り
を

語
る
楊
貴
妃
を
描
き
、
そ
の
次
話

一
〇
二
で
は
同
様
に
女
が
昔
浦
島
と
契
り
、

願
い
を
遂
げ
ず
し
て
天
仙
と
な
っ
た
が
、
現
世
船
の
上
で
亀
と
変
じ
て
浦
島

に
会
い
、
美
女
に
戻
っ
て
、
本
懐
を
遂
げ
て
共
に
天
仙
と
な
る
こ
と
を
求
め

蓬
末
に
連
れ
て
行
く
プ
ロ
ッ
ト
を
描
く
。
『注
好
撰
』
作
者
に
と
っ
て
、
両

話
は
明
確
な
類
話
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
な
お
上
野
英
二

「岩
崎
文
庫

蔵
絵
巻
物

・
嵯
峨
本
―
源
氏
物
語

。
伊
勢
物
語
を
中
心
に
―
」
（彙
報

。
平

成
十
六
年
度
秋
期
東
洋
学
講
座
講
演
要
旨

『東
洋
學
報
』
八
六
巻
四
号
、
二

〇
〇
三
年
二
月
）
は
論
点
は
異
な
る
が
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
浦
島
説
話
と

『長
恨
歌
』
の
類
似
を
述
べ
、
『
源
氏
物
語
』
考
察
へ
の
寄
与
を
示
唆
す
る
。

※

〔付
記
〕
本
稿
で
論
じ
た
問
題
の
一
端
は
、
大
阪
大
学
文
学
部

。
大
学
院
共
通

講
義

（二
〇
〇
四
年
度
ニ
セ
メ
ス
タ
ー
開
講
）
及
び
大
学
院
演
習

（二
〇
〇

五
年
度
通
年
開
講
）
で
言
及
し
た
。
ま
た

『古
事
談
』
の
読
解
に
つ
い
て
は
、

川
端
善
明
先
生
と
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『古
事
談
　
続
古
事
談
』
（岩

波
書
店
）
注
解
作
業
を
通
じ
て
得
た
知
見
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
付
記

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
受
け
た
啓
発
と
学
恩
に
深
謝
し
た
い
。
二
〇
〇
五
年

九
月
七
日
稿
了
、
十
月
二
十
六
日
補
訂
。

―
本
学
大
学
院
助
教
授
―


