
堤
中
納
言
物
語
『
は
な
だ
の
女
御
』
　
の
象
徴
世
界

は
じ
め
に

堤
中
納
言
物
語
r
は
な
だ
の
女
御
」
は
、
藤
原
顕
光
・
延
子
父
子
の
鎮
魂
を

目
的
の
一
つ
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
物
語
中
の

草
花
を
基
に
し
た
比
喩
と
、
作
中
人
物
の
モ
デ
ル
と
の
関
係
に
着
目
し
つ
つ
、

（1）

先
に
述
べ
た
。
そ
の
際
、
問
題
と
な
る
延
子
及
び
そ
の
同
母
姉
の
元
子
、
そ
し

て
顕
光
の
権
力
掌
握
の
前
の
大
き
な
壁
と
な
っ
て
立
ち
ふ
さ
が
っ
た
、
藤
原
道

長
の
娘
で
あ
る
彰
子
・
好
子
の
み
を
特
に
と
り
あ
げ
て
考
察
し
た
た
め
、
物
語

全
体
に
お
け
る
草
花
と
モ
デ
ル
の
女
性
た
ち
と
の
対
応
の
妙
に
つ
い
て
は
、
詳

し
く
触
れ
る
余
和
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
的
を
絞
り
、

紋
述
し
て
み
た
い
。

は
じ
め
に
、
作
品
r
は
な
だ
の
女
御
」
の
中
に
登
場
す
る
女
房
た
ち
の
会
話

米
　
田
　
新
　
子

の
最
初
に
で
て
く
る
女
院
・
内
親
王
・
后
な
ど
、
そ
の
当
時
の
墾
‥
間
の
身
分
の

女
性
た
ち
に
関
す
る
記
述
を
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
命
婦
の
君
に
よ
っ
て
、
「
女
院
」
が
「
は
ち
す
の
花
」
に
喩
え
ら
れ
て

い
る
。
以
下
の
引
用
は
、
ひ
と
と
お
り
花
の
喩
え
を
終
わ
っ
た
女
た
ち
が
、
再

度
歌
に
託
し
て
括
り
は
じ
め
る
場
面
で
あ
る
。
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命
婦
の
君
は
「
は
ち
す
の
わ
た
り
も
、
こ
の
脚
か
た
ち
も
、
r
こ
の
御
方
」

な
ど
、
い
づ
れ
ま
さ
り
て
思
ひ
き
こ
え
は
ペ
ら
む
。
に
く
き
枝
お
は
せ
じ

か
し
。

は
ち
す
葉
の
心
ひ
ろ
さ
の
忠
ひ
に
は
い
づ
れ
と
わ
か
ず
露
ば
か
り
に

（2）

も
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
は
な
だ
の
女
御
」
）

こ
う
し
た
叙
述
か
ら
、
「
女
院
」
像
と
し
て
、
他
の
女
性
た
ち
の
上
位
に
位
置
し
、

お
そ
ら
く
は
帝
寵
争
い
を
外
か
ら
公
平
に
眺
め
る
立
場
に
あ
る
女
性
の
姿
が
思

い
浮
べ
ら
れ
る
。
こ
の
「
女
院
」
の
モ
デ
ル
は
、
藤
原
詮
子
（
兼
家
女
）
で
あ

（3）る
。
彼
女
は
史
上
初
の
女
院
で
、
長
保
三
年
（
一
〇
〇
二
　
に
四
十
歳
で
崩
御



す
る
ま
で
、
一
条
天
皇
の
母
后
と
し
て
多
大
な
権
力
を
扱
っ
て
い
た
。
r
は
な
だ

の
女
御
」
に
お
い
て
、
彼
女
が
他
の
女
性
た
ち
よ
り
も
一
段
上
に
い
る
よ
う
に

取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
r
栄

花
物
語
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

内
わ
た
り
今
め
か
し
う
な
り
ぬ
。
女
院
、
「
誰
な
り
と
も
た
だ
御
子
の
出
で

〔
き
〕
給
は
ん
方
を
こ
そ
は
思
ひ
き
こ
え
め
」
と
宣
は
す
。

（4）

（
「
栄
花
物
語
」
巻
第
囲
み
は
て
ぬ
ゆ
め
）

「
内
わ
た
り
今
め
か
し
う
な
り
ぬ
」
と
は
、
藤
原
元
子
・
義
子
が
入
内
し
寵
を

軍
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
華
や
か
に
な
っ
た
一
条
帝
の
後
宮
を
描
写
し
た
こ
と
ば

で
あ
る
。
詮
子
は
、
そ
の
有
様
を
公
平
に
眺
め
て
い
た
（
実
際
は
ど
う
だ
っ
た

の
か
よ
く
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
r
栄
花
物
語
L
で
は
こ
う
記
述
さ

れ
て
い
る
）
。
こ
う
し
た
彼
女
の
姿
が
、
「
は
な
だ
の
女
卸
し
の
当
該
箇
所
に
投
影

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
は
ち
す
の
花
」
の
比
喩
の
選
択
に
は
、
出

家
の
身
で
あ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
大
岩
が
「
一
品
の
宮
」
を
「
下
草
の
龍
掴
」
に
喩
え
て
い
る
。

大
君
「
下
草
の
龍
胆
は
、
さ
す
が
な
ん
め
り
。
一
r
l
m
の
宮
と
間
こ
え
む
」
、

（
F
は
な
だ
の
女
御
』
）

こ
の
「
下
草
の
龍
胆
」
と
い
う
喩
え
は
、
諸
注
釈
書
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、

r
枕
草
子
」
や
r
源
氏
物
語
」
等
の
表
現
に
代
表
さ
れ
る
、
平
安
時
代
の
人
々

の
こ
の
草
花
に
対
す
る
認
識
を
根
底
に
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

・
龍
櫓
は
、
枝
ざ
L
を
ど
も
む
つ
か
し
け
れ
ど
、
こ
と
花
ど
も
の
み
な
霜
枯

れ
た
る
に
、
い
と
は
な
や
か
な
る
色
あ
ひ
に
て
さ
し
出
で
た
る
、
い
と
を

（

5

一

か
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
r
枕
草
子
」
第
六
十
七
段
）

・
草
む
ら
の
虫
の
み
ぞ
よ
り
ど
こ
ろ
な
げ
に
鳴
き
弱
り
て
、
枯
れ
た
る
草
の

下
よ
り
龍
胆
の
わ
れ
独
り
の
み
心
長
う
は
ひ
山
で
て

（6）

（
r
源
氏
物
語
」
夕
霧
巻
）

こ
れ
ら
は
、
秋
の
果
て
に
他
の
草
花
が
枯
れ
て
し
ま
っ
た
中
で
、
「
龍
胆
」
の
み

が
華
や
か
に
生
え
て
い
る
情
栄
を
叙
し
て
い
る
。
「
龍
胆
」
は
、
他
の
も
の
が
滅

び
て
し
ま
っ
て
も
、
お
の
れ
ひ
と
り
命
長
く
存
在
し
て
い
る
と
い
っ
た
イ
メ
ー

ジ
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
「
龍
胆
」
の
「
二
品
の
宮
」
の
モ
デ
ル

は
、
村
上
天
皇
の
女
九
の
宮
資
子
内
規
王
で
あ
る
。
彼
女
は
円
融
天
皇
や
遺
子

内
親
王
と
同
腹
の
兄
弟
で
あ
り
、
母
は
藤
原
師
輔
女
安
子
で
あ
る
。
「
栄
花
物

語
」
　
に
は
、

内
に
は
、
一
つ
御
腹
　
（
の
）
　
女
九
の
宮
、
先
帝
い
み
じ
う
思
ひ
き
こ
え
給

へ
り
L
を
、
こ
の
今
の
上
も
い
み
じ
う
思
ひ
か
は
し
き
こ
え
さ
せ
捨
て
、

一
品
に
な
し
奉
り
給
へ
り
。
内
の
い
と
さ
う
ざ
う
し
き
に
、
を
か
し
く
て

お
は
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
r
栄
花
物
語
」
巻
第
一
月
の
宴
）

と
あ
り
、
彼
女
が
、
父
村
上
天
真
に
鍾
愛
さ
れ
、
同
胞
で
あ
る
円
融
天
皇
と
仲

睦
ま
じ
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
資
子
は
美
し
い
人
で
あ
り
、
宮
中
の
寂
し
げ

な
さ
ま
に
彩
り
を
添
え
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
彼
女
は
天
暦
九

年
（
九
五
五
）
　
に
誕
生
し
、
亮
和
二
年
（
九
八
六
）
正
目
に
落
飾
し
た
。
そ
の

生
涯
は
長
く
、
菜
去
は
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
四
月
、
六
十
一
歳
で
あ
っ
た
。
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以
上
示
し
た
、
彼
女
の
宮
廷
に
お
け
る
位
置
お
よ
び
長
命
で
あ
る
と
い
う
属
性

が
、
「
兢
胆
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
よ
く
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

続
い
て
、
中
の
君
が
「
だ
い
わ
う
の
宮
」
を
「
ぎ
ぼ
う
し
」
に
喩
え
て
い
る
。

中
の
君
「
ぎ
ぼ
う
L
は
、
だ
い
わ
う
の
宮
に
も
な
ど
か
」
、

（
「
は
な
だ
の
女
御
」
）

r
は
な
だ
の
女
御
」
の
時
代
よ
り
は
る
か
に
降
る
と
は
言
え
、
r
饅
頭
屋
本
節

用
集
」
　
に
は
、

間
］
恥
群

と
あ
り
、
こ
の
名
前
の
植
物
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
、

平
安
文
学
の
中
で
、
こ
の
「
ぎ
ぼ
う
し
」
の
用
例
を
探
し
え
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
「
ぎ
ぼ
う
し
」
は
、
平
安
時
代
に
お
い
て
文
学
の
世
界
と
は
隔
た
っ

た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た
植
物
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
植

物
名
に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
、
「
ぎ
ぽ
う
し
」
と
い
う
言
葉
は
以
下
の
意
味
も
持

っ
て
い
る
。

Q
i
b
賢
i
．
華
莞
尋
で
　
（
脾
詳
寄
）

C
a
t
a
c
h
i
n
O
 
a
r
a
q
e
n
a
i
㌫
x
i
．
（
欝
3
割
；
舟
r
）
駐
軍

誘
＞
3
奴
J
触
．
腑
汁
琵
∵
謡
≠
砕
「
ベ
二
や
画
面

G
u
i
b
か
x
i
．
地
境
寸
ヾ
　
転
出
弟
）

華
甲
慧
芸
竃
吾
鼓
受
望
〓
〔
べ
耳
〒
ご
芸
道
鹿
骨
懲
悪
雷

3
畢
弾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
r
邦
訳
日
葡
辞
書
」
）

「
悦
目
抄
J
　
に
は
、

り
や
う
ぜ
ん
に
花
を
た
む
く
る
封
甥
U
の
経
よ
む
声
は
た
ふ
と
か
り
け

（7）り

と
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
き
ほ
う
し
」
は
、
一
首
の
意
か
ら
、
r
日
葡
辞
書
」
に

意
味
項
目
と
し
て
出
て
い
る
「
生
法
師
」
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

「
り
や
う
ぜ
ん
（
霊
山
）
」
と
の
関
連
か
ら
「
擬
宝
珠
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
内
包

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
「
だ
い
わ
う
の
宮
」
の
モ
デ
ル
は
藤
原
遺

子
（
頼
息
女
）
で
あ
る
。
彼
女
は
、
天
元
元
年
（
九
七
八
）
入
内
し
、
円
融
天

皇
の
女
御
と
な
っ
た
。
同
五
年
（
九
八
二
）
中
宮
、
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
皇

后
宮
と
な
り
、
長
埠
二
年
（
九
九
七
）
に
出
家
し
て
、
長
保
二
年
二
〇
〇
〇
）

皇
太
后
富
と
な
っ
た
。
こ
の
道
子
に
関
す
る
r
大
蛇
」
の
記
述
を
み
て
み
よ
う
。

紋
中
務
脚
代
明
親
王
御
女
の
は
ら
に
、
御
女
二
人
・
男
子
一
人
お
は
し
ま

し
て
、
大
ひ
め
君
は
、
円
融
院
の
御
時
の
女
御
に
て
、
天
元
五
年
三
月
十

一
日
に
后
に
た
ち
拾
、
中
宮
と
申
き
、
脚
年
廿
六
。
み
こ
お
は
せ
ず
。
四
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条
の
宮
と
ぞ
申
め
り
し
。
い
み
じ
き
有
心
老
・
有
識
に
ぞ
い
は
れ
拾
し
。

功
徳
も
御
い
の
り
も
、
如
法
に
を
こ
な
は
せ
拾
し
。
毎
年
の
李
脚
読
経
な

ど
も
、
常
の
こ
と
・
も
お
ぼ
し
め
し
た
ら
ず
、
四
日
が
ほ
ど
、
廿
人
の
憎

を
、
房
の
か
ぎ
り
め
で
た
く
て
か
し
づ
き
す
ゑ
さ
せ
拾
ひ
、
ゆ
あ
む
し
、

時
な
ど
か
ぎ
り
な
く
如
法
に
供
養
せ
さ
せ
拾
ひ
、
御
前
よ
り
も
と
り
わ
き

さ
る
べ
き
も
の
ど
も
い
だ
さ
せ
拾
。
御
み
づ
か
ら
も
、
き
よ
き
御
ぞ
た
て

ま
つ
り
、
か
ぎ
り
な
く
き
よ
ま
望
ら
せ
拾
て
、
憎
に
た
ぶ
も
の
ど
も
は
、

先
御
前
に
と
り
す
ゑ
さ
せ
て
を
か
せ
給
て
の
ち
に
つ
か
は
し
け
る
。
恵
心



の
佃
郡
の
、
頭
陀
行
せ
ら
れ
け
る
お
り
に
、
京
中
こ
ぞ
り
て
い
み
じ
き
御

時
を
ま
う
け
つ
・
ま
い
り
L
に
、
こ
の
み
や
に
は
、
う
る
は
し
く
か
ね
の

御
器
ど
も
う
た
せ
給
へ
り
し
か
ば
、
「
か
く
て
あ
ま
り
み
ぐ
る
し
」
と
て
、

（8）

僧
都
は
乞
食
と
㌔
め
捨
て
き
。
　
　
　
　
（
r
大
鏡
」
　
軍
一
巻
頼
忠
伝
）

こ
う
し
た
連
子
の
仏
道
修
行
へ
の
熱
心
さ
が
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
記
事
は
、
他

（9）

の
作
品
に
も
散
見
す
る
。
よ
っ
て
、
遺
子
を
仏
教
の
熱
烈
な
信
奉
者
と
み
る
意

識
が
、
当
時
の
人
々
の
あ
い
だ
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
連
子
の
人
柄
を
考
え
る
と
、
「
ぎ
ぼ
う
し
」
と
い
う
比
喩
は
、
そ
の
詳

し
い
内
実
は
用
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
か
ら
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
「
生
法
師
」

や
「
擬
宝
珠
」
と
音
が
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
で

連
子
と
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
連
子
の
仏
道
へ
の
熱
心
さ
が
「
ぎ

ぼ
う
し
」
と
い
う
喩
え
に
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
、
三
の
君
が
「
皇
后
宮
」
を
「
紫
苑
」
に
喩
え
て
い
る
。

三
の
君
「
紫
苑
の
、
は
な
や
か
な
れ
ば
、
皇
后
宮
の
御
さ
ま
に
も
が
な
」
、

（
「
は
な
だ
の
女
御
』
）

捕
物
と
し
て
の
　
「
紫
苑
」
に
「
は
な
や
か
」
さ
を
み
た
例
を
、
私
は
い
ま
だ
み

い
だ
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
色
名
の
「
紫
苑
」
に
は
以
下
の
よ
う
な

用
例
が
存
在
す
る
。

・
わ
ざ
と
色
色
し
き
御
衣
な
ど
は
奉
ら
ず
、
紫
苑
、
吾
木
香
な
ど
や
う
の

こ
と
に
華
や
か
な
ら
ぬ
L
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
r
在
明
の
別
」
）

・
し
お
ん
、
わ
れ
も
か
う
の
は
そ
な
が
、
い
と
す
さ
ま
じ
か
り
ぬ
べ
き
色
な

へ
‖
）

れ
ど
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
r
苔
の
衣
〇

・
う
す
き
く
れ
な
ゐ
十
五
ば
か
り
に
、
L
を
ん
色
の
脚
ぞ
、
萩
が
さ
ね
の
こ

う
ち
き
、
ゑ
び
ぞ
め
の
か
ら
き
ぬ
な
ど
、
花
や
か
な
る
あ
は
ひ
に
き
給
へ

（12）

る
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
r
小
夜
衣
」
）

「
源
氏
物
語
J
の
例
は
、
「
紫
苑
」
と
「
は
な
や
か
」
さ
が
結
び
つ
い
て
い
て
注

目
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
．
そ
の
次
に
掲
げ
た
r
在
明
の
別
〓
苔
の
衣
」
で
は
、

「
華
や
か
な
ら
ぬ
L
も
」
「
い
と
す
さ
ま
じ
か
り
ぬ
べ
き
色
」
と
あ
り
、
最
初
に
一

あ
げ
た
「
源
氏
物
語
」
の
用
例
と
は
正
反
対
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
わ
　
5
1

れ

も

か

う

」

は

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

】

・
同
じ
色
の
わ
れ
も
か
う
の
織
物
の
重
な
り
た
る
な
ど
も
、
人
の
着
た
ら
ん

（13）

は
す
さ
ま
じ
か
り
ぬ
べ
き
を
、
　
　
　
　
　
　
（
「
狭
衣
物
語
」
巻
二
）

・
杏
染
の
御
衣
ど
も
に
、
青
き
が
、
濃
き
薄
き
、
わ
れ
も
か
う
の
織
物
た
て

・
惟
子
一
重
を
う
ち
掛
け
て
、
紫
苑
色
の
は
な
や
か
な
る
に
、
女
郎
花
の
織

物
と
見
ゆ
る
重
な
り
て
、
袖
口
さ
し
出
で
た
り
。

（
「
源
氏
物
語
」
東
屋
巻
）

ま
つ
り
た
る
、
い
と
J
匂
ひ
な
く
、
す
さ
ま
じ
き
心
地
し
た
る
も
、

（
r
狭
衣
物
語
」
巻
三
）

等
の
用
例
が
示
す
よ
う
に
、
も
の
寂
し
い
地
味
な
色
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の

「
わ
れ
も
か
う
」
と
取
り
合
せ
た
の
で
、
「
紫
苑
」
に
つ
い
て
前
掲
の
評
価
が
で

て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
掲
げ
た
r
小
夜
衣
」
で
は
、
「
花
や
か

な
る
あ
は
ひ
」
を
構
成
す
る
色
目
の
一
つ
と
し
て
「
紫
苑
」
が
登
場
し
て
い
る
。



以
上
の
用
例
か
ら
、
r
は
な
だ
の
女
御
」
に
お
い
て
「
紫
苑
」
に
「
は
な
や
か
」

さ
を
託
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
お
お
む
ね
妥
当
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
「
は
な
や
か
」
な
「
紫
苑
」
に
擬
さ
れ
て
い
る
「
皇
后
宮
」
の
モ
デ
ル
が
、

藤
懸
正
子
（
遺
隆
女
）
で
あ
る
。
清
少
納
言
等
が
活
躍
し
た
明
る
い
定
子
後
宮

を
「
は
な
や
か
」
な
「
紫
苑
」
で
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
次
に
、
四
の
君
に
よ
っ
て
「
中
宮
」
が
「
桔
梗
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。

「
桔
梗
」
に
「
無
封
義
経
」
の
「
義
経
」
が
掛
け
て
あ
り
、
諸
注
に
も
指
摘
が

あ
る
よ
う
に
、
モ
デ
ル
で
あ
る
藤
原
彰
子
の
父
道
長
の
祈
り
が
ち
な
姿
と
こ
の

比
喩
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
評
し
く
は
前
稿
に
お
い
て
述
べ
た
の
で
、
こ

こ
で
は
省
略
し
た
い
。

二

今
度
は
、
前
項
で
取
り
上
げ
た
人
々
に
続
い
て
生
揚
す
る
、
女
御
グ
ラ
ス
の

女
性
た
ち
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
五
の
君
が
「
四
条
の
宮
の
女
御
」
を
「
露
草
」
に
喩
え
る
。

も
こ
の
世
を
去
っ
た
。
r
古
今
和
歌
集
」
等
の
歌
を
参
考
と
し
て
あ
げ
つ
つ
、
諸

注
に
よ
っ
て
課
子
の
寵
愛
薄
い
様
子
と
物
語
に
お
け
る
比
喩
と
を
結
び
つ
け
る

指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
私
も
、
お
お
む
ね
そ
う
し
た
解
釈
に
賛
成
で
あ
る
。

た
だ
し
、
物
語
の
「
露
草
」
と
い
う
比
喩
は
、
天
火
出
家
後
の
張
子
の
辿
っ
た

修
げ
な
生
を
も
包
含
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
付
け

加
え
て
お
き
た
い
。

つ
い
で
、
六
の
君
が
「
承
香
殿
」
を
「
撫
子
」
に
、
七
の
君
が
「
弘
徴
殿
」

を
「
刈
莞
」
に
喩
え
て
い
る
。
「
承
香
殿
」
は
藤
原
元
子
（
顕
光
女
）
を
、
「
弘

徽
殿
」
は
藤
原
義
子
（
公
季
女
）
を
そ
れ
ぞ
れ
モ
デ
ル
と
し
て
お
り
、
ど
ち
ら

も
一
条
天
真
の
女
御
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
両
者
は
物
語
の
中
に
お
い
て
、

ラ
イ
バ
ル
同
士
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

六
の
君
、
は
や
り
か
な
る
声
に
て
、
「
撫
子
を
常
夏
に
お
は
し
ま
す
と
言
ふ

こ
そ
う
れ
し
け
れ
。

常
夏
に
思
ひ
し
げ
L
と
み
な
人
は
言
ふ
な
で
し
こ
と
人
は
知
ら
な
む
」

と
の
た
ま
へ
ば
、
七
の
君
「
し
た
り
顔
に
も
、
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五
の
君
「
四
条
の
宮
の
女
御
r
露
草
の
露
に
う
つ
ろ
ふ
」
と
か
や
、
明
け

暮
れ
の
た
ま
は
せ
し
こ
そ
、
誠
に
見
え
し
か
」
、
（
「
は
な
だ
の
女
御
j
）

こ
の
「
四
条
の
宮
の
女
御
」
の
モ
デ
ル
は
、
藤
原
諜
子
（
頼
忠
二
女
）
で
あ
る
。

彼
女
は
、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
花
山
天
皇
の
女
御
と
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の

寵
は
薄
く
、
し
か
も
入
内
し
て
僅
か
二
年
足
ら
ず
で
天
皇
出
家
と
い
う
事
態
に

直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
三
年
後
、
頼
り
に
し
て
い
た
父
頼
忠

刈
萱
の
な
ま
め
か
し
さ
の
姿
に
は
そ
の
な
で
し
こ
も
劣
る
と
ぞ
聞
く
」

と
の
た
ま
へ
ば
、
み
な
人
々
も
笑
ふ
。
　
　
　
（
r
は
な
だ
の
女
御
」
）

こ
れ
は
、
史
実
に
お
け
る
二
人
の
関
係
を
反
映
し
た
表
現
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
元
子
と
義
子
と
は
、
ほ
ぼ
近
い
時
期
に
入
内
し
て
お
り
、
そ
の
競
い

あ
う
さ
ま
が
r
栄
花
物
語
」
よ
り
う
か
が
え
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
贋
帽
の
姫
君
参
り
拾
て
、
承
杏
殿
に
住
み
拾
ふ
。
世
の
お
ぼ
え
、
「
い



で
や
、
異
し
う
は
あ
ら
む
。
あ
な
古
体
」
と
聞
ゆ
め
れ
ど
、
さ
し
も
あ
ら

す
め
や
す
く
お
ぼ
し
め
し
た
り
。
か
ひ
あ
る
事
な
り
。
公
季
中
納
言
、
「
な

ど
か
劣
ら
ん
」
と
お
ぼ
し
て
、
さ
し
続
き
参
ら
せ
奉
り
給
ふ
。
弘
徴
殿
に

ぞ
住
み
拾
ふ
。
こ
れ
は
何
事
に
も
い
ま
一
際
は
今
め
か
し
う
さ
ま
ざ
ま
に

し
奉
る
事
さ
ら
な
り
。
た
だ
、
「
女
御
の
脚
お
ぼ
え
ぞ
、
の
ど
や
か
に
見
え

給
へ
る
。
承
香
殿
ぞ
思
は
ず
に
わ
は
す
め
る
」
と
、
世
の
人
中
し
た
め
る
。

内
わ
た
り
今
め
か
し
う
な
り
ぬ
。
（
中
略
）
女
御
の
御
お
ぼ
え
、
承
香
殿
は

勝
り
給
ふ
や
う
に
て
、
は
か
奪
っ
月
日
も
過
ぎ
も
て
ゆ
く
。

（
r
栄
花
物
語
」
巻
第
四
み
は
て
ぬ
ゆ
め
）

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
天
皇
の
寵
愛
は
元
子
の
ほ
う
が
勝
っ
て
い
た
。
r
は
な
だ

の
女
御
J
に
お
い
て
、
「
承
香
殿
」
方
の
は
う
が
そ
の
寓
の
あ
っ
さ
を
自
慢
し
、

「
弘
徽
殿
」
方
が
「
な
ま
め
か
し
さ
の
姿
」
を
「
承
香
殿
」
に
対
抗
す
る
よ
う

に
主
張
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
義
子
の
「
今
め
か
し
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
が
、
r
は
な
だ
の
女
御
」
の
「
な

ま
め
か
し
さ
」
に
通
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ

う
に
、
「
は
な
だ
の
女
御
」
で
は
、
「
刈
萱
」
に
対
し
て
「
な
ま
め
か
し
」
と
い

う
属
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
「
刈
萱
」
に
「
な
ま
め
か
し
」
さ
を
み
た
例
を
、

私
は
こ
の
時
代
の
他
の
文
学
作
品
の
中
で
い
ま
だ
み
い
だ
し
て
い
な
い
。
二
つ

を
組
み
合
わ
せ
た
r
は
な
だ
の
女
御
」
　
の
比
喩
の
特
異
性
に
つ
い
て
他
の
例
を

も
取
り
出
し
な
が
ら
述
べ
て
み
た
い
の
だ
が
、
今
は
詳
述
す
る
余
相
が
な
い
の
で
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
後
日
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
、
「
承
杏

殿
」
の
「
撫
子
」
の
比
喩
は
、
皇
后
定
子
中
宮
彰
子
を
別
格
の
存
在
と
し
て
み

る
と
、
元
子
が
一
条
天
息
の
女
御
た
ち
の
中
で
最
も
時
め
い
て
い
た
こ
と
を
反

映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
、
八
の
君
・
九
の
君
・
十
の
君
が
登
場
す
る
。
こ
の
三
人
が
取
り
上

げ
て
花
の
喩
え
を
お
こ
な
う
女
性
た
ち
の
モ
デ
ル
は
、
い
ず
れ
も
東
宮
居
貞
親

王
　
（
の
ち
の
三
条
天
皇
）
　
の
妃
た
ち
で
あ
る
。

・
八
の
君
「
宣
耀
殿
は
、
矧
と
聞
え
さ
せ
む
。
宮
の
御
お
ぼ
え
な
る
べ
き
な

め
り
」
、
「
陀
東
殿
は
、
材
矧
と
見
え
た
ま
ふ
御
さ
ま
ぞ
か
し
」
九
の
君
と

言
へ
ば
、
十
の
君
「
淑
景
合
は
『
朝
顔
の
昨
日
の
花
」
と
な
げ
か
せ
た
ま

ひ
し
こ
そ
、
こ
と
わ
り
と
見
た
て
ま
つ
り
し
か
」
、
（
r
は
な
だ
の
女
御
」
）

・
「
ま
ろ
が
菊
の
御
方
こ
そ
、
と
も
か
く
も
人
に
言
は
れ
た
ま
は
ね
。
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楯
ゑ
L
よ
り
し
げ
り
ま
L
に
し
菊
の
花
人
に
お
と
ら
で
咲
き
ぬ
べ
き

か
な
」

と
あ
れ
ば
、
九
の
君
「
う
ら
や
ま
し
く
も
仰
す
な
る
か
な
。

秋
の
野
の
み
だ
れ
て
ま
ね
く
花
す
す
き
思
は
む
か
た
に
な
び
か
ざ
ら

叫
刊
」

十
の
君
「
ま
ろ
が
御
前
こ
そ
、
あ
や
し
き
こ
と
に
て
、
く
ら
さ
れ
て
。
な

ど
、
い
と
は
か
な
く
て
。

朝
顔
の
と
く
し
ぼ
み
ぬ
る
花
な
れ
ど
あ
す
も
咲
く
は
と
た
の
ま
る
る

か
な
」

と
の
た
ま
ふ
に
、

（
r
は
な
だ
の
女
御
」
）



「
宣
耀
殿
」
が
藤
原
賊
子
（
済
時
女
）
、
「
配
兼
殿
」
が
藤
原
接
子
（
兼
家
三
女
）
、

「
淑
葺
合
」
が
藤
原
原
子
（
遺
隆
二
女
）
を
そ
れ
ぞ
れ
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。

ま
ず
、
「
植
ゑ
L
よ
り
し
げ
り
ま
L
に
し
菊
の
花
」
と
い
う
比
喩
と
娘
子
と
の
関

連
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
喩
え
は
、

彼
女
が
居
貞
親
王
か
ら
非
常
に
愛
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
加
え
て
、
「
し
げ
り
ま
L
に
し
」
と
い
う
表
現
に
は
、
彼
女
が
子
宝
に
恵
ま

れ
て
い
た
こ
と
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
次
に
、
「
花
薄
」
の
按
子
に

関
し
て
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
も
す
で
に
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
「
み
だ
れ
て
ま

ね
く
花
す
す
き
思
は
む
か
た
に
な
び
か
ざ
ら
め
や
」
に
、
源
頼
定
と
の
密
通
事

件
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
花
薄
」
に
は
、
和
歌

の
世
界
で
よ
く
秋
風
と
関
連
し
て
「
ま
ね
く
」
「
な
び
く
」
と
い
う
属
性
が
与
え

ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
ち
な
み
に
、
居
貞
親
王
の
綬
子
へ
の
愛
情
は
淡
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

最
後
に
、
「
朝
顔
」
と
原
子
に
関
し
て
述
べ
よ
う
。
こ
の
比
喩
に
つ
い
て
も
、
原

子
と
関
連
づ
け
た
解
が
諸
注
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
一
門
が
失
脚
し
た
の

ち
、
失
意
の
う
ち
に
吐
血
し
急
死
し
た
原
子
の
姿
を
「
朝
顔
」
の
惨
さ
に
み
て

い
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
次
に
掲
げ
た
歌
が
示
す
よ
う
な
、
「
朝
顔
」
の
華
や
か

さ
と
そ
の
盛
り
の
と
き
の
短
さ
と
が
、
時
の
権
力
者
遺
隆
の
娘
と
し
て
華
準
し

く
入
内
し
た
も
の
の
、
幸
せ
な
日
々
も
束
の
間
に
し
て
、
悲
し
み
に
沈
ん
だ
ま

ま
亡
く
な
っ
た
原
子
の
生
涯
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、

付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

雄
花
や
か
な
る
、
人
に
や
る
と
て

至
ハ
今
の
圭
の
朝
が
ほ
を
み
よ
か
か
れ
ど
も
た
だ
こ
の
花
は
よ
の
中
ぞ
か

（15）

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
和
泉
式
部
続
集
」
）

今
度
は
、
こ
れ
ら
の
後
に
で
て
く
る
五
節
の
君
の
お
こ
な
う
比
喩
に
関
し
て

み
て
み
よ
う
。

五
節
の
君
「
御
匝
殿
は
、
野
辺
の
秋
萩
と
も
聞
え
つ
ペ
か
ん
め
り
」
、

（
r
は
な
だ
の
女
御
J
）

こ
の
「
御
匝
殿
」
の
モ
デ
ル
は
、
藤
原
尊
子
（
遺
兼
女
）
で
あ
る
。
「
野
辺
の
秋

萩
」
と
い
う
比
喩
は
、
「
拾
遺
和
歌
集
」
の

超
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

会
九
し
め
ゆ
は
ぬ
の
ペ
の
秋
は
ぎ
風
ふ
け
ば
と
ふ
し
か
く
ふ
し
物
を
こ
そ

矧
　
　
　
　
　
　
　
　
（
r
拾
迫
和
歌
集
」
巻
第
十
三
琴
二
）

を
下
敷
き
に
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
「
の
べ
の
秋
は
ぎ
」
が
風
に
吹
か
れ
て
靡
き

伏
す
さ
ま
に
、
恋
の
物
思
い
に
耽
る
状
態
を
託
し
て
い
る
。
寺
子
は
一
条
天
皇

の
も
と
へ
入
内
し
た
も
の
の
、
並
み
居
る
妃
た
ち
の
中
で
は
寵
愛
薄
い
存
在
で

（16）

あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
た
め
に
思
い
煩
う
こ
と
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
草
子
の
あ
り
さ
ま
が
、
「
野
辺
の
秋
萩
」
と
い
う
比
喩
に
反
映
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
帝
や
東
宮
の
妃
に
つ
い
て
、
そ
の
比
喩
の
考
察
を
試
み
た
。
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三

さ
ら
に
、
大
臣
の
子
女
・
斎
院
斎
宮
・
親
王
妃
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
東
の
御
方
が
「
淑
景
合
の
御
方
と
と
の
三
の
君
」
を
「
萱
草
」
に
喩

え
て
い
る
。

束
の
御
方
「
淑
紫
合
の
御
お
と
と
の
三
の
君
、
あ
や
ま
り
た
る
こ
と
は
な

け
れ
ど
、
萱
草
に
ぞ
似
さ
せ
た
ま
へ
る
」
、
　
　
（
「
は
な
だ
の
女
御
」
）

「
萱
草
」
の
部
分
は
、
ほ
と
ん
ど
の
本
が
「
大
さ
う
」
と
な
っ
て
い
て
、
「
く
わ

さ
う
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
神
宮
本
・
刈
谷
二
冊
本
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
二
つ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
の
本
文
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な

（17）

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
松
尾
聴
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

朝
鮮
茄
の
異
名
「
大
さ
う
」
は
、
「
た
い
そ
う
」
と
よ
む
ら
し
い
か
ら
、
も

し
「
た
い
さ
う
」
な
ら
「
お
は
ぎ
う
（
大
ざ
っ
ぱ
）
」
に
か
け
た
と
み
る
の

は
困
難
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
「
く
わ
ざ
う
」
の
本
文
は
善
本
と
お
ぼ
し
き

神
宮
本
が
そ
う
な
っ
て
い
る
か
ら
、
後
人
の
意
改
本
文
と
も
み
が
た
く
、

信
ず
る
に
足
る
か
も
知
れ
な
い
。
従
っ
て
し
ば
ら
く
「
く
わ
ぎ
う
」
の
本

文
を
と
り
た
い
。

私
も
、
こ
の
意
見
に
賛
成
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
文
を
「
萱
草
」
と
定
め

て
以
下
考
察
を
お
こ
な
い
た
い
。
「
三
軍
」
は
、
「
忘
草
」
の
別
名
で
あ
る
。
「
忘

草
」
は
、
そ
件
名
の
通
り
「
忘
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
象
徴
す
る
草
花
と
し
て

登
場
す
る
。

寛
平
脚
時
御
屏
風
に
歌
か
か
せ
拾
ひ
け
る
時
、
よ
み
て
か
き
け

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
せ
い
法
し

八
〇
二
忘
草
な
に
を
か
た
ね
と
思
ひ
し
は
つ
れ
な
き
人
の
心
な
り
け
り

（
r
古
今
和
歌
集
」
巻
第
十
五
恋
歌
五
）

よ
っ
て
、
「
萱
草
」
に
喩
え
ら
れ
た
「
淑
景
合
の
御
お
と
と
の
三
の
君
」
は
、
人

を
忘
れ
や
す
い
女
性
　
（
薄
情
な
女
性
）
　
か
、
ま
た
は
人
か
ら
忘
れ
ら
れ
や
す
い

女
性
か
の
ど
ち
ら
か
だ
ろ
う
と
推
測
が
つ
く
。
こ
の
「
淑
景
合
の
御
お
と
と
の

三
の
君
」
の
モ
デ
ル
は
、
先
に
と
り
あ
げ
た
定
子
や
原
子
の
妹
（
追
随
三
女
）

で
あ
る
。
彼
女
は
、
敦
道
親
王
と
結
婚
し
た
も
の
の
、
親
王
か
ら
の
愛
情
が
薄

か
っ
た
こ
と
が
「
大
鏡
」
の
記
述
か
ら
う
か
が
え
る
。

ま
こ
と
に
や
、
御
心
ば
へ
な
ど
の
い
と
お
ち
ゐ
ず
お
は
し
け
れ
ば
、
か
つ
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は
宮
も
う
と
み
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
り
け
る
と
か
や
。
（
中
略
）
二
位
の
新

発
の
御
な
が
れ
に
て
、
こ
の
脚
ぞ
う
は
、
女
も
み
な
ぎ
え
の
お
は
し
た
る

引
。
母
上
は
高
内
侍
ぞ
か
し
。
　
　
（
r
大
鋭
」
第
四
巻
道
隆
伝
）

二
人
の
仲
は
、
あ
ま
り
長
く
は
続
か
ず
、
長
徳
の
変
の
の
ち
に
は
離
婚
状
態
に

（18）

あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
う
し
た
、
彼
女
の
親
王
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
た
様
子
が
、
「
忘

草
」
の
別
名
で
あ
る
「
萱
草
」
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
r
枕

草
子
」
で
は
、
「
萱
草
」
が
唐
風
の
場
所
に
似
合
う
草
花
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
と
め
て
、
見
れ
ば
、
屋
の
さ
ま
い
と
ひ
ら
に
み
じ
か
く
、
瓦
ぶ
き
に
て
、

唐
め
き
、
さ
ま
こ
と
な
り
。
（
中
略
）
前
栽
に
萱
草
と
い
ふ
革
を
、
ま
せ
結

ひ
て
い
と
お
は
く
植
ゑ
た
り
け
る
。
花
の
き
は
や
か
に
ふ
さ
な
り
て
咲
き



た
る
、
む
べ
む
べ
し
き
所
の
前
栽
に
は
い
と
よ
し
。

（
『
枕
草
子
し
　
〓
ハ
一
段
）

漠
学
好
き
で
あ
っ
た
彼
女
に
は
、
そ
の
点
で
も
適
切
な
比
喩
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
こ
の
「
三
の
岩
」
の
妹
の
「
四
の
岩
」
が
登
場
す
る
。

い
と
こ
の
岩
ぞ
「
そ
の
御
わ
と
と
の
四
の
君
は
、
く
さ
の
か
う
と
、
い
ざ

聞
え
む
」
、
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
F
は
な
だ
の
女
御
」
）

ま
ず
、
「
く
さ
の
か
う
」
の
属
性
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

①
　
　
　
式
部
掴
正
の
前
栽
あ
は
せ
に

草
の
か
う

八
八
　
草
の
か
う
い
ろ
か
は
り
ぬ
る
し
ら
つ
ゆ
は
こ
こ
ろ
お
き
て
も
わ
も
ふ

べ
き
か
な

く
さ
の
香

（
「
伊
勢
集
』
。
F
古
今
和
歌
六
帖
」
　
に
も
載
る
）

石
一
白
露
の
い
か
に
そ
む
れ
ば
く
さ
の
か
う
お
く
た
び
ご
と
に
い
ろ
の
ま

す
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
元
結
集
」
）

く
さ
の
か
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門
君

九
　
と
こ
な
つ
の
つ
ゆ
う
ち
は
ら
ふ
よ
ひ
ご
と
に
草
の
か
う
つ
る
我
が
た

も
と
か
な

み
な
も
と
の
た
め
の
り

①
か
ら
は
、
「
草
の
か
う
」
が
「
し
ら
つ
ゆ
」
に
よ
っ
て
変
色
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、
一
首
の
中
で
は
「
し
ら
つ
ゆ
」
の
方
が
「
い
ろ

か
は
り
ぬ
る
」
と
い
う
状
態
に
在
っ
た
も
の
か
と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
け

れ
ど
も
、
こ
の
歌
が
詞
書
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
前
栽
合
の
と
き
の
詠
で
あ

る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
草
花
の
方
を
主
に
し
て
詠
み
込
む
は
ず
で
あ
る

か
ら
、
こ
う
解
釈
し
て
間
題
な
い
と
思
う
。
こ
う
し
た
「
く
さ
の
か
う
」
の
性

質
は
、
②
の
歌
を
み
る
と
一
層
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
②
で
は
変
色
に
対
し

て
「
い
ろ
の
ま
す
ら
ん
」
と
し
、
プ
ラ
ス
評
価
を
与
え
て
い
る
。
③
は
、
「
く
さ

の
か
う
」
を
物
名
的
に
詠
み
込
ん
だ
例
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
草
の
香
が
移
る

と
い
う
意
の
部
分
に
「
く
さ
の
か
う
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
く
さ
の
か
う
」
か
ら
は
、
香
が
移
る
と
い
う
連
想
も
働
き
や
す
い
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
こ
う
し
た
性
肺
H
を
石
す
る
「
く
さ
の
か

う
」
に
喩
与
ら
れ
て
い
る
「
そ
の
御
わ
と
と
の
四
の
君
」
の
モ
デ
ル
が
、
藤
原

遺
隆
囲
女
で
あ
る
。
彼
女
は
、
姉
の
定
子
皇
后
亡
き
後
、
生
前
の
定
子
の
望
み

通
り
、
敦
康
親
王
の
母
親
代
わ
り
と
な
っ
た
。

故
関
白
殿
の
四
の
御
方
は
、
御
虹
殿
と
こ
そ
は
閉
ゆ
る
を
、
こ
の
一
の
宮

の
御
事
を
故
宮
よ
ろ
づ
に
聞
え
つ
け
さ
せ
拾
ひ
し
か
ば
、
た
だ
こ
の
宮
の

御
母
代
に
よ
ろ
づ
後
見
き
こ
え
さ
せ
拾
ふ
と
て
、
上
な
ど
も
繁
う
渡
ら
せ

拾
ふ
に
、
お
の
づ
か
ら
は
の
見
奉
り
な
ど
せ
さ
せ
拾
け
る
程
に
、
そ
の
程
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一
口
　
の
べ
ご
と
に
花
を
し
つ
め
ば
く
さ
ぐ
さ
の
か
う
つ
る
そ
で
ぞ
つ
ゆ
け

を
い
か
が
あ
り
け
ん
、
畦
じ
げ
に
お
は
し
ま
す
な
ど
い
ふ
事
、
お
の
づ
か

か
り
け
る

（
「
規
子
内
親
王
前
栽
歌
合
と

ら
渥
り
闘
え
ぬ
。
（
中
略
）
上
も
い
と
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め
し
た
る
ベ



し
。
脚
匝
殿
も
よ
ろ
づ
峯
の
朝
霧
に
、
又
か
く
思
ほ
し
歎
か
る
べ
し
。

（
r
栄
花
物
語
」
巻
第
八
は
つ
は
な
）

帝
は
、
自
然
と
、
四
の
君
を
見
か
け
る
機
会
が
多
く
な
っ
て
、
い
つ
し
か
彼
女

を
愛
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
四
の
君
は
一
条
天
皇
の
御
子
を
身
籠
っ

た
。

か
く
て
あ
り
渡
る
程
に
、
か
の
御
匝
殿
は
た
だ
に
も
あ
ら
ず
お
は
し
て
、

（
「
栄
花
物
語
」
巻
第
八
は
つ
は
な
）

そ
し
て
、
彼
女
は
不
運
に
も
、
苦
し
み
ぬ
い
た
末
、
年
若
い
身
で
亡
く
な
る
。

俄
に
御
心
地
重
り
て
、
五
六
日
あ
り
て
う
せ
給
ひ
ぬ
。
卯
年
十
七
八
ば
か

り
に
や
お
は
し
ま
し
つ
ら
ん
。
　
（
r
栄
花
物
語
」
巻
第
八
は
つ
は
皇

国
の
君
の
生
涯
を
こ
う
し
て
辿
っ
て
み
る
と
、
先
に
③
で
掲
げ
た
「
と
こ
な
つ

の
」
の
歌
と
の
関
連
性
を
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
も
う
一
度
、
こ
の
歌
を

分
析
し
て
み
よ
う
。
上
の
句
の
「
と
こ
な
つ
の
つ
ゆ
う
ち
は
ら
ふ
よ
ひ
ご
と

か
ら
は
、
一
人
寝
の
柁
し
い
床
で
涙
が
ち
に
夜
を
過
ご
す
人
物
が
想
起
さ
れ
る遠に

0　）　　」

モ
デ
ル
に
引
き
つ
け
て
考
え
る
と
、
そ
こ
に
、
定
子
没
後
、
亡
き
定
子
思
慕
に

（20）

沈
ん
で
い
る
天
虫
自
身
を
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

下
の
句
「
草
の
か
う
つ
る
我
が
た
も
と
か
な
」
か
ら
は
、
四
の
君
へ
一
条
天
皇

の
愛
情
が
移
っ
て
い
く
状
態
を
連
想
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
私
は
、

「
く
さ
の
か
う
」
と
い
う
比
喩
に
は
「
と
こ
な
つ
の
」
の
歌
が
大
き
く
関
わ
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
と
こ
な
つ
の
」
の
歌
の
世

界
に
四
の
君
と
一
条
天
皇
の
恋
愛
を
重
ね
て
、
r
は
な
だ
の
女
御
」
作
者
は
「
く

さ
の
か
う
」
の
喩
え
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
先
に
指
摘
し
た
、
露
が

お
く
こ
と
に
よ
っ
て
変
色
す
る
と
い
う
「
く
さ
の
か
う
」
の
性
質
は
、
四
の
君

が
天
皇
の
愛
惜
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
妊
娠
し
亡
く
な
っ
た
こ
と
と

対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
露
が
貴
人
の
愛
情
・
情
け
を
意
味
す
る
こ
と
が

（21）

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
く
さ
の
か
う
」
の
性
質
を
関
連
づ
け
て
考

え
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
比
喩
に
託
し
た
r
は
な
だ
の
女
御
」
作
者
の
意
図
が

少
し
は
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

続
い
て
、
「
右
大
臣
殿
の
中
の
君
」
と
「
左
大
臣
殿
の
姫
君
」
と
い
う
大
臣
の

子
女
が
花
の
準
え
の
中
に
登
場
す
る
。
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
、
藤
原
顕
光
二

女
の
延
子
と
藤
原
遺
長
二
女
の
好
子
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
前
に
論
じ

た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
結
論
の
み
を
記
す
こ
と
と
す
る
。
延
子
は
「
女
郎
花
」

に
喩
え
ら
れ
、
こ
の
物
語
の
中
で
最
も
賞
揚
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
頼
子
は
「
わ

れ
も
か
う
に
劣
ら
じ
顔
に
ぞ
お
は
し
ま
す
」
と
評
さ
れ
、
植
物
名
「
わ
れ
も
か

ぅ
」
に
「
我
も
此
う
」
が
掛
け
ら
れ
て
そ
の
勝
気
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
「
わ

れ
も
か
う
」
は
地
味
な
草
花
で
あ
り
、
そ
れ
に
派
手
好
き
な
こ
と
で
有
名
で
あ

っ
た
頼
子
が
振
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
な
に
か
皮
肉
な
も
の
が
感
じ
ら
れ

る
。
両
老
に
対
す
る
「
は
な
だ
の
女
御
」
作
者
の
態
度
の
違
い
は
明
ら
か
で
、

そ
こ
に
作
品
執
筆
の
一
契
機
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

次
に
、
「
斎
院
」
「
斎
宮
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
五
葉
」
「
軒
端
の
山
背
」
に
準
え

ら
れ
て
い
る
。
「
斎
院
」
の
モ
デ
ル
は
選
子
内
親
王
（
村
上
帝
第
十
息
女
）
で
、

彼
女
は
五
代
の
天
皇
に
仕
え
た
「
斎
院
」
で
あ
っ
た
。
「
五
葉
」
に
「
五
代
」
の
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意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
み
る
指
摘
が
あ
る
。
「
斎
宮
」
の
モ
デ
ル
は
、
恭
子
女

王
（
式
部
脚
為
平
親
王
女
）
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
山
菅
」
を
素
材
と
し
た
歌
を
み

て
み
よ
う
。

（
趨
し
ら
ず
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
よ
み
人
し
ら
ず
）

宍
ロ
あ
し
ひ
き
の
山
の
山
す
げ
や
ま
ず
の
み
見
ね
ば
こ
ひ
し
き
き
み
に
も

あ
る
か
な

（
r
拾
迫
和
歌
集
J
巻
第
十
三
恋
三
）

（
と
し
へ
て
い
ふ
）

云
畠
や
ま
す
げ
の
み
だ
れ
こ
ひ
の
み
せ
さ
せ
つ
つ
い
は
ぬ
い
も
か
も
と
し

は
へ
つ
つ
も
　
　
　
　
　
　
（
r
古
今
和
歌
六
帖
」
第
五
経
思
）

前
者
は
、
相
手
を
ひ
た
す
ら
に
恋
革
う
こ
こ
ろ
を
詠
ん
で
お
り
、
「
や
ま
ず
」
を

引
き
出
す
序
詞
の
「
あ
し
ひ
き
の
山
の
山
す
げ
」
の
中
に
「
山
す
げ
」
が
で
て

く
る
。
後
者
も
ま
た
、
狂
お
し
い
程
の
恋
心
を
表
現
し
た
歌
で
あ
り
、
「
み
だ
れ

こ
ひ
」
を
導
く
も
の
と
し
て
「
や
ま
す
げ
」
が
で
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
山

背
」
は
、
激
し
い
恋
心
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
r
は
な
だ
の
女
御
」
で
は
、
「
山
菅
」
に
「
軒
端
の
」
が
加
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
軒
端
の
山
背
」
と
い
う
表
現
を
、
私
は
い
ま
だ
み
い
だ

し
え
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
軒
端
の
」
に
つ
い
て
は
、
r
は
な
だ
の
女

御
」
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
時
代
よ
り
少
し
降
る
も
の
の
、
以
下
に
掲
げ

た
用
法
が
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。

題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず

二
望
尋
ぬ
べ
き
人
は
軒
ば
の
古
郷
に
そ
れ
か
と
か
を
る
に
は
の
た
ち
ば
な

（
r
新
古
今
和
歌
集
」
巻
箪
二
夏
歌
）

「
軒
ば
」
に
「
退
き
」
を
掛
け
て
い
る
。
r
は
な
だ
の
女
御
」
の
「
軒
端
の
」
に

も
「
退
き
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
「
軒
端
の
山
菅
」
に
、
激
し
い
恋

の
世
界
か
ら
退
い
て
い
る
人
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
解
す
る
と
、
「
斎
宮
」
の
準
え
と
し
て
非
常
に
似
付
か

わ
し
い
気
が
す
る
。

最
後
に
、
親
王
妃
が
二
人
、
比
喩
の
中
に
登
場
す
る
。
ま
ず
、
「
帥
の
富
の

上」。
ま
こ
と
や
、
ま
ろ
が
見
た
て
ま
つ
る
帥
の
宮
の
上
を
ば
、
芭
蕉
葉
と
聞
え

む
」
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
r
は
な
だ
の
女
御
」
）

こ
の
人
物
の
モ
デ
ル
は
、
藤
原
済
時
二
女
で
あ
る
。
彼
女
は
、
敦
迫
親
王
と
結

婚
し
た
も
の
の
、
年
月
が
た
つ
に
つ
れ
て
親
王
の
愛
惜
が
薄
く
な
っ
て
い
き
、

有
名
な
和
泉
式
部
の
一
件
も
あ
っ
て
、
小
一
条
の
祖
母
北
の
方
の
許
へ
帰
っ
た
。

姉
の
娘
子
と
は
正
反
対
の
心
細
い
状
態
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
晩
年
の
彼
女
の
経

済
的
に
不
如
意
だ
っ
た
よ
う
す
が
、
r
大
鏡
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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い
ま
一
所
の
女
君
こ
そ
は
、
い
と
は
な
は
だ
し
く
心
う
き
御
着
さ
ま
に
て

お
は
す
め
れ
。

父
大
将
の
と
ら
せ
給
へ
り
け
る
虞
分
の
領
所
、
あ
ふ
み
に

有
け
る
を
、
人
に
と
ら
れ
け
れ
ば
、
す
べ
き
や
う
な
く
て
、
か
ば
か
り
に

・
も

な
り
ぬ
れ
ば
、
も
の
、
は
づ
か
し
さ
。
し
ら
れ
ず
や
わ
も
は
れ
け
ん
、
よ

る
、
か
ち
よ
り
、
御
堂
に
ま
い
り
て
、
う
れ
へ
申
給
L
は
と
よ
。

（
「
大
鏡
」
第
二
巻
師
ヂ
伝
）



父
済
時
の
退
産
分
け
の
領
地
を
人
に
と
ら
れ
、
恥
も
外
聞
も
な
く
、
夜
徒
歩
で

み
ず
か
ら
道
長
の
許
へ
、
祈
る
よ
う
な
気
持
ち
で
嘆
願
に
赴
い
た
彼
女
の
姿
が
、

印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
芭
蕉
糞
」
は
、
仏
教
思
想
に
お
い
て
人
身
の
惨
さ

を
喩
え
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
う
し
た
仏
典
の
世
界
を
拠
り
所
と
し
て
、
次

の
西
行
の
歌
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

萱
天
か
ぜ
ふ
け
ば
あ
だ
に
や
れ
行
く
ば
せ
家
ば
の
あ
れ
ば
と
身
を
も
た
の

む
べ
き
か
は
　
　
　
（
「
山
家
集
」
。
r
西
行
法
師
家
集
」
　
に
も
載
る
）

秋
風
が
吹
く
こ
と
に
よ
っ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
破
れ
て
い
く
「
芭
蕉
葉
」
。
そ
れ
は
、

済
時
二
女
の
零
落
し
て
い
っ
た
、
世
の
無
常
を
体
現
し
た
生
を
象
徴
し
た
も
の

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
「
中
務
の
宮
の
上
」
を
み
て
み
よ
う
。

よ
め
の
君
「
中
務
の
宮
の
上
を
ば
、
招
く
尾
花
と
聞
え
む
」
な
ど
聞
え
お

は
さ
う
ず
る
ほ
ど
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
r
は
な
だ
の
女
御
」
）

こ
の
モ
デ
ル
は
、
為
平
脚
女
で
あ
る
。

六
条
の
中
務
の
宮
と
聞
え
さ
す
る
は
、
紋
村
上
の
先
帝
の
脚
七
の
宮
に
お

は
し
ま
す
、
把
景
殿
の
女
御
の
御
旗
の
宮
な
り
、
北
の
方
は
や
が
て
村
上

の
四
の
宮
為
平
の
式
部
卿
の
宮
の
御
中
姫
君
な
り
、
母
上
は
故
源
帥
の
む

と
ど
の
脚
女
の
腹
な
り
。
　
　
　
（
r
栄
花
物
語
」
巻
第
八
は
つ
は
な
）

た
だ
し
、
こ
の
記
事
以
上
の
彼
女
に
つ
い
て
の
情
報
を
、
私
は
得
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
比
喩
の
妥
当
性
と
い
う
点
に
関
し
て
は
保
留
に
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

以
上
、
r
は
な
だ
の
女
御
J
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
花
の
準
え
と
モ
デ
ル
と
の

対
応
の
妙
に
つ
い
て
、
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
選
択
さ
れ
た
草
花
は
、
人
物
を

象
徴
す
る
た
め
に
、
非
常
に
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
多
少
な

り
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

比
喩
の
場
面
で
は
、
草
花
に
よ
る
象
徴
世
界
が
見
事
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
際
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
の
頃
に
物
語
の
季
節
を
設
定
し
た
こ
と
が
、
こ

の
象
徴
世
界
を
よ
り
和
巧
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
秋
へ
と
季
節

が
推
移
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
秋
風
」
が
吹
き
「
露
」
が
置
く
と
い
う
自
然
現

象
が
現
わ
れ
る
。
象
徴
世
界
の
中
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
人
か
ら
「
飽
き
」
ら

れ
る
こ
と
や
そ
の
た
め
の
「
涙
」
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
選
ば
れ

た
植
物
を
み
て
み
よ
う
。
一
で
分
析
し
た
女
院
・
内
親
王
・
后
ク
ラ
ス
の
女
性

た
ち
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
植
物
は
、
こ
の
「
秋
風
」
や
「
露
」
の
自
然
現
象

に
代
表
さ
れ
る
秋
と
い
う
季
節
の
影
響
を
、
ま
と
も
に
受
け
な
い
草
花
た
ち
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
「
秋
風
」
が
吹
い
た
り
「
露
」
が
お
い
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
種
物
そ
の
も
の
の
状
態
が
変
化
し
た
り
し
な
い
。
そ
れ
は
、
モ
デ
ル
の
女

性
た
ち
の
安
定
し
た
地
位
と
照
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
彼
女

た
ち
は
、
女
院
の
「
は
ち
す
の
花
」
を
除
い
て
、
す
べ
て
み
な
漢
語
を
使
っ
た

花
名
で
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
の
重
々
し
い
身
分
と
そ
れ
に
付
随
す
る
い

か
め
し
さ
を
、
作
者
は
漢
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
で
取
り
扱
っ
た
女
御
ク
ラ
ス
の
女
性
た
ち
や
三
で
扱

っ
た
大
臣
の
子
女
・
親
王
妃
（
斎
院
斎
宮
は
同
レ
ベ
ル
で
は
捉
冬
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
）
　
に
な
る
と
、
季
節
の
影
響
を
良
く
も
悪
く
も
も
ろ
に
受
け
る
植
物
た
ち

が
配
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
世
界
に
わ
い
て
、
「
秋
風
」
や
「
露
」
と
と
も
に
詠
ま

れ
、
あ
る
イ
メ
ー
∴
ン
世
界
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
植
物
た
ち
が
、
多
く
誉
場

す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
「
秋
風
」
や
「
露
」
が
今
は
背
後
に
生
じ
て
い
な
い

状
態
で
あ
っ
て
も
、
本
格
的
な
秋
の
季
節
が
到
来
し
た
と
き
に
は
、
あ
り
さ
ま

が
一
変
す
る
だ
ろ
う
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
女
性

た
ち
の
不
安
定
な
立
場
と
よ
く
対
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
例
え
ば
「
女
郎
花
の
御
方
」
が
暑
さ
を
強
調

し
た
以
下
の
場
面
に
、
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

女
郎
花
の
御
方
「
い
た
く
暑
く
こ
そ
あ
れ
」
と
て
、
扇
を
使
ふ
。

「
い
か
に
と
て
参
り
な
む
。
恋
し
く
こ
そ
お
は
し
ま
せ
。

み
な
人
も
あ
か
ぬ
に
は
ひ
を
女
郎
花
よ
そ
に
て
い
と
ど
な
げ
か
る
る

か
な
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
r
は
な
だ
の
女
御
」
）

今
を
盛
り
と
す
る
「
女
郎
花
」
に
は
、
ま
だ
冷
た
い
「
秋
（
飽
き
）
風
」
が
吹

い
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。

〔注〕
T
）
拙
稿
「
堤
中
納
言
物
語
r
は
な
だ
の
女
御
」
の
執
筆
意
図
　
－
　
モ
デ
ル

探
求
及
び
葦
花
に
よ
る
比
喩
の
検
討
を
通
し
て
　
－
　
」
（
「
国
文
学
致
」

第
一
三
四
号
、
一
九
九
二
年
六
月
）
。
以
下
、
本
文
の
中
で
「
拙
稿
」
「
前

稿
」
と
記
す
も
の
は
、
す
べ
て
こ
の
論
文
の
こ
と
で
あ
る
。

（
2
）
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
盛
よ
り
引
用
。
以
下
、
r
は
な
だ
の
女
御
」
の

引
用
は
同
書
に
拠
る
。

一
3
）
　
モ
デ
ル
設
定
に
関
し
て
は
、
一
1
）
で
示
し
た
拙
稿
に
私
見
を
提
示
し
た
。

一
4
一
栄
花
物
語
全
注
釈
よ
り
引
用
。
以
下
、
r
栄
花
物
語
」
の
引
用
は
同
余
日
に

拠
る
。

（
5
）
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
よ
り
引
用
。
以
下
、
r
枕
草
子
」
の
引
用
は
同

書
に
拠
る
。

（
6
）
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
よ
り
引
用
。
以
下
、
r
源
氏
物
語
」
の
引
用

は
同
書
に
拠
る
。

（
7
）
　
日
本
歌
学
大
系
よ
り
引
用
。

（
8
）
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
よ
り
引
用
。
以
下
、
「
大
鏡
」
の
引
用
は
同
書

に
拠
る
。

（
9
）
　
r
今
昔
物
語
集
」
そ
の
他
に
、
逸
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
大
槻
修
氏
「
在
明
の
別
の
研
究
」
二
九
六
九
年
、
桜
楓
社
）
よ
り
引
用
。

（
1
1
）
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
よ
り
引
用
。

（
ほ
）
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
よ
り
引
用
。

（
1
3
）
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
よ
り
引
用
。
以
下
、
r
狭
衣
物
語
』
の
引
用
は

同
湘
U
に
拠
る
。

（
1
4
）
史
実
で
は
、
義
子
の
あ
と
に
元
子
が
入
内
し
て
い
る
。
事
実
と
は
反
す

60



る
記
述
で
あ
っ
て
も
、
二
人
が
張
り
合
っ
て
い
た
こ
と
を
当
時
の
人
々

が
認
識
し
て
い
た
例
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
、
引
用
し

た
。

（
懸
新
編
団
歌
大
観
よ
り
引
用
。
以
下
、
和
歌
の
引
用
は
同
書
に
拠
る
。

（
1
6
）
　
当
時
、
一
条
天
皇
の
後
宮
に
は
、
定
子
・
彰
子
二
九
子
・
義
子
が
お
り
、

后
で
あ
る
定
子
・
彰
子
は
別
格
と
し
て
、
女
御
の
中
で
は
、
元
子
が
寵

愛
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
寵
薄
か
っ
た
で
あ
ろ
う
尊
子

の
あ
り
さ
ま
と
い
う
の
は
、
お
お
よ
そ
想
像
が
つ
く
。

一
1
7
）
松
尾
聴
氏
r
堤
中
納
言
物
語
全
釈
」
（
一
九
七
一
年
、
笠
間
書
院
）

（
1
8
）
藤
原
遺
隆
三
女
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
小
松
登
美
氏
「
藤
原
道
隆
三
の

君
と
敦
道
親
王
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
第
六
〇
輯
、
一
九
七
八
年
二

月
）
　
に
詳
し
い
。

（
1
9
）
　
う
ち
払
ふ
袖
も
露
け
き
と
こ
な
つ
に
嵐
吹
き
そ
ふ
秋
も
未
に
け
り

（
「
源
氏
物
語
』
苗
木
巻
）

君
な
く
て
脾
積
り
ぬ
る
と
こ
な
つ
の
露
う
ち
払
ひ
い
く
夜
寝
ぬ
ら
む

（
「
源
氏
物
語
し
英
巻
）

（
州
こ
も
ち
ろ
ん
当
時
は
、
寵
愛
す
る
中
宮
彰
子
が
い
た
の
で
、
一
条
天
皇
は

完
全
に
寂
し
い
毎
日
を
送
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

愛
す
る
定
子
を
亡
く
し
た
と
い
う
側
面
に
立
っ
て
み
れ
ば
、
柁
し
い
日

々
を
過
ご
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
2
1
）
　
山
が
つ
の
垣
は
荒
る
と
も
を
り
を
り
に
あ
は
れ
は
か
け
よ
撫
子
の
露

（
r
源
氏
物
語
」
苗
木
巻
）

－
　
　
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
－
1
－
－

（
会
員
近
著
紹
介
）

『
日
本
古
代
の
伝
承
文
学
』

守
　
屋
　
俊
　
彦
　
著

本
書
は
I
、
Ⅲ
の
二
部
か
ら
成
る
論
文
集
で
あ
る
。

I
に
は
新
稿
四
編
を
含
む
最
近
の
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

「
天
の
香
具
山
－
そ
の
山
の
土
－
」
「
鵜
発
が
伴
　
今
助
け
に
釆
ね
」
「
狭
井
河

の
ほ
と
り
ー
神
武
天
皇
の
聖
婚
歌
－
」
「
建
波
邁
安
王
の
反
逆
伝
承
」
「
筈
墓
伝

承
私
考
」
「
多
遅
摩
毛
理
の
物
語
」
「
褒
船
に
乗
る
息
子
」
「
r
こ
の
蟹
や
　
何
処

の
蟹
」
私
考
」
と
い
う
も
の
で
、
古
事
記
を
中
心
に
万
葉
基
、
日
本
書
紀
を
通

し
て
古
代
の
伝
承
、
ま
た
歌
謡
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

Ⅲ
は
記
紀
、
風
土
記
、
日
本
霊
異
記
を
扱
い
、
神
話
体
系
の
成
立
、
そ
し
て

神
話
か
ら
説
話
へ
と
続
Y
流
れ
を
探
る
と
い
っ
た
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
の

集
大
成
と
も
い
う
べ
き
内
容
で
あ
る
。
「
記
紀
神
話
体
系
の
成
立
」
「
大
匡
主
神

の
性
格
」
「
神
話
・
物
語
・
説
話
－
宗
教
と
の
蕾
藤
－
」
「
風
土
記
の
神
々
」
「
氏

文
と
縁
起
－
神
話
文
学
へ
の
展
開
－
」
「
日
本
霊
異
記
上
巻
第
n
u
相
中
考
－
比
蘇

寺
縁
起
と
の
交
渉
－
」
「
力
女
諮
」
「
説
話
文
学
の
誕
生
－
神
か
ら
人
へ
ー
」
、
と

い
っ
た
昭
和
四
十
一
年
以
降
に
発
表
さ
れ
た
論
考
を
収
め
て
い
る
。

あ
と
が
き
に
「
私
も
研
究
生
活
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
し
た
」
と
あ
る
。

多
く
の
業
績
を
残
し
て
こ
ら
れ
た
研
究
生
活
の
締
め
括
り
に
ふ
さ
わ
し
い
、
賞

重
な
一
余
日
で
あ
る
。

（
A
5
版
　
三
五
四
頁
一
九
九
三
年
二
月
　
和
泉
書
院
刊
　
九
二
七
〇
円
）
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