
藤
壺
の
母
呼
称

―
―
母
と
し
て
の
立
場
か
ら
―
―

大
竹

明
香

は
じ
め
に

藤
壺
の
呼
称
の
大
き
な
特
徴
と
い
え
ば
、「
女
」「
女
君
」
と
呼
ば
れ
な
い
こ

と
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
作
中
一
度
も
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の

こ
と
自
体
が
彼
女
の
理
想
性
を
描
出
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が

（
１
）、

で
は
、「
母
」
の
呼
称
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
冷
泉
の
母
で
あ
る
藤
壺
に
は
、
作

中
に
お
い
て
全
六
例
の
母
呼
称
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が

（
２
）、

藤
壺
に
用

い
ら
れ
る
「
母
」
と
の
呼
称
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

藤
壺
の
母
と
し
て
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
に
論
じ
ら
れ
て

き
た

（
３
）。

ま
た
、
わ
が
子
に
つ
い
て
の
思
い
を
源
氏
へ
の
返
歌
に
詠
ん
だ
「
袖
ぬ

る
る
露
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
も
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
や
ま
と
な
で
し
こ
」（
紅
葉

賀
①
三
三
〇
）
の
解
釈
は
未
だ
決
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
源
氏
の
子
を
産
ん
だ
母

と
し
て
の
藤
壺
の
、
そ
の
心
の
内
を
め
ぐ
る
読
み
の
問
題
な
ど
も
あ
る

（
４
）。

こ
の
よ
う
な
藤
壺
の
「
母
」
の
問
題
を
め
ぐ
る
論
考
で
は
、
母
呼
称
に
つ
い

て
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
女
性
た
ち
の
「
母
」

の
呼
称
に
つ
い
て
、
池
田
節
子
氏
に
詳
細
な
論
考
が
あ
る

（
５
）。

池
田
氏
は
、『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
「
母
」
の
呼
称
の
特
徴
と
し
て
、
誰
の
母
で
あ
る
の
か
を

示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
し
、
く
わ
え
て
、
作
中
に
描
か
れ
る

母
に
子
と
の
一
体
感
が
な
い
こ
と
、
ま
た
男
君
た
ち
が
子
を
欲
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
女
君
た
ち
が
子
を
持
つ
こ
と
に
執
着
し
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は

『
源
氏
物
語
』
作
中
の
母
た
ち
の
存
在
感
が
薄
い
こ
と
に
は
、
乳
母
の
存
在
が

大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
母
呼
称
の
多
い
人
物
に
つ

い
て
は
、
浮
舟
の
母
で
あ
る
中
将
の
君
が
突
出
し
て
多
く
、
身
分
が
高
い
人
物

は
母
呼
称
が
少
な
い
と
し
、
た
と
え
ば
、「
藤
壺
五
例
、
六
条
御
息
所
三
例
な

ど
は
、
彼
女
た
ち
の
重
要
性
を
考
え
る
と
、
ほ
と
ん
ど
「
母
」
と
は
呼
ば
れ
て

い
な
い
と
さ
え
い
え
よ
う
」
と
述
べ
る
。

し
か
し
、
池
田
氏
の
論
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
様
々
な
女
性
の
「
母
」

呼
称
一
般
に
つ
い
て
の
論
な
の
で
、
個
々
の
人
物
の
母
呼
称
が
ど
の
よ
う
な
場

面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
検
討
の
余
地
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が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
明
石
の
君
の
母
呼
称
は
、
子

を
養
育
す
る
母
の
役
割
か
ら
疎
外
さ
れ
る
明
石
の
君
に
つ
い
て
語
る
場
面
に
お

い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
な
ど

（
６
）、

作
中
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
母
呼

称
を
用
い
る
場
面
の
特
徴
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一

藤
壺
と
冷
泉
帝

藤
壺
が
冷
泉
帝
と
母
子
と
し
て
交
流
し
て
い
る
様
子
に
つ
い
て
は
、
作
中
さ

ほ
ど
多
く
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
ま
ず
は
賢

木
巻
で
出
家
を
決
意
し
た
藤
壺
が
東
宮
に
会
い
に
行
く
場
面
を
確
認
す
る
。

Ａ

宮
は
い
み
じ
う
う
つ
く
し
う
お
と
な
び
た
ま
ひ
て
、
め
づ
ら
し
う
う
れ

し
と
思
し
て
睦
れ
き
こ
え
た
ま
ふ
を
、
か
な
し
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ

に
も
、
思
し
立
つ
筋
は
い
と
難
け
れ
ど
、
内
裏
わ
た
り
を
見
た
ま
ふ
に
つ

け
て
も
、
世
の
あ
り
さ
ま
あ
は
れ
に
は
か
な
く
、
移
り
変
る
こ
と
の
み
多

か
り
、
大
后
の
御
心
も
い
と
わ
づ
ら
は
し
く
て
、
か
く
出
で
入
り
た
ま
は

む
に
も
は
し
た
な
く
、
事
に
ふ
れ
て
苦
し
け
れ
ば
、
宮
の
御
た
め
に
も
あ

や
ふ
く
ゆ
ゆ
し
う
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
思
ほ
し
乱
れ
て
、（
中
略
）

御
髪
は
ゆ
ら
ゆ
ら
と
き
よ
ら
に
て
、
ま
み
の
な
つ
か
し
げ
に
に
ほ
ひ
た
ま

へ
る
さ
ま
、
お
と
な
び
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
た
だ
か
の
御
顔
を
抜
き
す
べ
た

ま
へ
り
。
御
歯
の
す
こ
し
朽
ち
て
、
口
の
内
黒
み
て
、
笑
み
た
ま
へ
る
か

を
り
う
つ
く
し
き
は
、
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
う
き
よ
ら
な
り
。

い
と
か
う
し
も
お
ぼ
え
た
ま
へ
る
こ
そ
心
憂
け
れ
と
、
玉
の
瑕
に
思
さ
る

る
も
、
世
の
わ
ず
ら
は
し
さ
の
そ
ら
恐
ろ
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
な
り
け
り
。

（
賢
木
②
一
一
四
―
一
一
六
）

東
宮
は
久
方
ぶ
り
の
藤
壺
と
の
対
面
を
嬉
し
く
思
う
が
、
桐
壺
院
亡
き
後
の

情
勢
は
様
変
わ
り
し
て
い
る
こ
と
を
藤
壺
は
感
じ
取
り
、「
宮
の
御
た
め

（
７
）」

に

危
険
な
事
態
、
つ
ま
り
東
宮
が
廃
太
子
に
な
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
。
中
略

し
た
叙
述
で
は
、
藤
壺
が
東
宮
に
対
し
て
久
し
く
会
わ
な
い
間
に
自
分
の
姿
が

変
わ
っ
て
い
た
ら
ど
う
思
う
か
と
尋
ね
、
幼
い
東
宮
は
、
ど
う
し
て
年
老
い
た

女
房
の
よ
う
な
姿
に
変
る
と
い
う
の
か
、
と
返
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
髪
を
下

ろ
し
、
僧
の
よ
う
な
衣
を
纏
う
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
今
よ
り
も
も
っ
と
会
え
な

い
日
々
が
長
く
な
る
の
だ
、
と
藤
壺
は
涙
を
流
し
、
東
宮
も
母
が
恋
し
い
と
涙

す
る
、
母
子
の
心
の
交
流
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
東
宮
の
容
貌
に
つ
い
て
「
た
だ
か
の
御
顔
」、
つ
ま
り
源
氏
の

顔
を
抜
き
す
べ
ら
せ
た
よ
う
に
似
て
い
る
と
あ
り
、
女
に
し
て
拝
し
て
い
た
い

と
思
う
ほ
ど
美
し
い
と
も
あ
る
。
こ
の
「
女
に
て
見
る
」
は
、
源
氏
の
容
貌
を

描
出
す
る
際
に
も
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
二
人
は
似
て
い

る
と
さ
れ
る
。
父
子
の
容
貌
の
酷
似
は
す
な
わ
ち
、
父
母
の
密
事
を
表
出
す
る

（
８
）。

先
に
見
た
、
政
治
情
勢
に
よ
る
「
宮
の
御
た
め
」
と
の
意
識
に
く
わ
え
て
、
こ

こ
で
は
、
不
義
の
露
呈
が
東
宮
の
立
場
を
危
う
く
す
る
要
因
、
つ
ま
り
「
瑕
」

で
あ
る
こ
と
を
、
藤
壺
は
思
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
Ａ
の
藤
壺
と
東
宮
母
子
の
交
流
と

そ
の
心
中
を
語
る
叙
述
に
お
い
て
、
藤
壺
に
「
母
」
と
の
呼
称
が
見
出
せ
な
い

こ
と
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
藤
壺
の
母
呼
称
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
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用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二

藤
壺
の
母
呼
称

藤
壺
の
母
呼
称
に
つ
い
て
は
、
池
田
氏
の
表
に
よ
る
と
五
例
と
あ
る
が
、『
源

氏
物
語
評
釈
』「
人
物
総
覧
」
に
よ
れ
ば
母
呼
称
は
六
例
と
あ
る
。
以
下
に
、

藤
壺
の
母
呼
称
の
全
用
例
を
あ
げ
る
。

①

母
宮
を
だ
に
動
き
な
き
さ
ま
に
し
お
き
た
て
ま
つ
り
て
、
強
り
に
と
思
す

に
な
む
あ
り
け
る
。

（
紅
葉
賀
①
三
四
七
）

②

母
宮
を
だ
に
お
ほ
や
け
方
ざ
ま
に
と
思
し
お
き
て
し
を
、
世
の
う
さ
に
た

へ
ず
か
く
な
り
た
ま
ひ
に
た
れ
ば
、
…
…

（
賢
木
②
一
三
四
）

③

母
宮
は
、
い
み
じ
う
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
に
、
あ
い
な
く
御
心
を
尽
く

し
た
ま
ふ
。

（
澪
標
②
二
八
二
）

④
「
斎
宮
の
女
御
を
こ
そ
は
、
母
宮
も
御
後
見
と
譲
り
き
こ
え
た
ま
ひ
し
か

ば
」
と
、
…
…

（
少
女
③
三
〇
）

⑤

母
后
の
お
は
し
ま
さ
ぬ
御
か
は
り
の
後
見
に
と
こ
と
よ
せ
て
似
つ
か
は
し

か
る
べ
く
と
、
…
…

（
少
女
③
三
一
）

⑥
「
…
…
当
代
の
御
母
后
と
聞
こ
え
し
と
、
こ
の
姫
君
の
御
容
貌
と
を
な
む
、

『
よ
き
人
と
は
こ
れ
を
い
ふ
に
や
あ
ら
む
と
お
ぼ
ゆ
る
』
と
聞
こ
え
た
ま

ふ
。
…
…
」

（
玉
鬘
③
一
一
三
）

こ
れ
ら
藤
壺
の
母
呼
称
に
つ
い
て
の
本
文
に
大
き
な
異
同
は
な
い
。
藤
壺
に

は
じ
め
て
「
母
」
の
呼
称
が
認
め
ら
れ
る
の
は
①
、
紅
葉
賀
巻
の
巻
末
近
く
、

彼
女
の
立
后
を
語
る
叙
述
で
あ
る
。
藤
壺
の
出
産
は
そ
の
年
の
春
で
、
七
月
に

は
立
后
が
な
る
。

な
お
、
池
田
氏
は
「
母
」
の
呼
称
に
つ
い
て
、
宇
治
の
中
の
君
に
「
母
」
の

呼
称
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
例
に
あ
げ
て
、
母
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
子
が
一
定

の
年
齢
に
達
し
た
後
か
ら
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
①
の
紅
葉
賀

巻
の
藤
壺
の
よ
う
に
、
子
が
生
後
数
ヶ
月
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
例
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
必
ず
し
も
子
が
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
後
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

先
に
、
藤
壺
と
冷
泉
東
宮
母
子
の
交
流
と
、
子
の
将
来
を
案
ず
る
母
の
心
情

を
語
る
Ａ
の
場
面
に
お
い
て
母
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た

が
、
こ
の
Ａ
の
場
面
に
類
似
し
た
藤
壺
の
心
内
語
が
語
ら
れ
る
別
の
場
面
に
は
、

た
と
え
ば
、
澪
標
巻
で
冷
泉
帝
が
即
位
す
る
直
前
に
次
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
。

③
あ
く
る
年
の
二
月
に
、
春
宮
の
御
元
服
の
こ
と
あ
り
。
十
一
に
な
り
た
ま

へ
ど
、
ほ
ど
よ
り
大
き
に
お
と
な
し
う
き
よ
ら
に
て
、
た
だ
源
氏
の
大
納

言
の
御
顔
を
二
つ
に
う
つ
し
た
ら
む
や
う
に
見
え
た
ま
ふ
。
い
と
ま
ば
ゆ

き
ま
で
光
り
あ
ひ
た
ま
へ
る
を
、
世
人
め
で
た
き
も
の
に
聞
こ
ゆ
れ
ど
、

母
宮
は
、
い
み
じ
う
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
に
、
あ
い
な
く
御
心
を
尽

く
し
た
ま
ふ
。
内
裏
に
も
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
世
の

中
譲
り
き
こ
え
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
な
ど
、
な
つ
か
し
う
聞
こ
え
知
ら
せ
た

ま
ふ
。

（
澪
標
②
二
八
一
―
二
八
二
）

源
氏
が
帰
京
し
、
東
宮
が
元
服
、
朱
雀
帝
が
譲
位
の
意
向
を
表
わ
す
な
ど
、

新
た
な
世
が
確
実
に
近
づ
い
て
お
り
、人
々
や
朱
雀
帝
は
元
服
し
た
東
宮
を「
め

で
た
し
」
と
評
し
て
い
る
。
先
に
Ａ
で
見
た
賢
木
巻
の
叙
述
に
あ
る
、
源
氏
と
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東
宮
の
容
貌
の
酷
似
に
つ
い
て
の
懸
念
が
、
こ
こ
で
は「
光
り
あ
ひ
た
ま
へ
る
」

と
あ
り
、
人
々
が
東
宮
を
賛
美
す
る
理
由
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
一
人
、
容
貌
の
酷
似
の
理
由
を
知
る
藤
壺
の
心
中
は
穏
や
か
で
は
な
い
の

だ
が
、
こ
の
時
、
藤
壺
は
母
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

Ａ
の
場
面
と
は
異
な
り
、
こ
の
③
の
場
面
は
、
東
宮
の
元
服
を
語
る
公
的
な
も

の
、
政
治
に
つ
い
て
語
る
も
の
で
あ
る
。
藤
壺
が
母
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
こ
の

公
的
な
立
場
や
政
治
的
な
立
場
を
表
わ
す
文
脈
と
深
く
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

三

後
見
役
と
し
て
の
母

こ
こ
か
ら
は
、
藤
壺
の
母
呼
称
の
用
例
を
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
。
ま
ず
は
、

藤
壺
に
初
め
て
母
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
、
立
后
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

①

七
月
に
ぞ
后
ゐ
た
ま
ふ
め
り
し
。
源
氏
の
君
、
宰
相
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。

帝
お
り
ゐ
さ
せ
た
ま
は
む
の
御
心
づ
か
ひ
近
う
な
り
て
、
こ
の
若
宮
を
坊

に
と
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
御
後
見
し
た
ま
ふ
べ
き
人
お
は
せ
ず
、

御
母
方
、
み
な
親
王
た
ち
に
て
、
源
氏
の
公
事
知
り
た
ま
ふ
筋
な
ら
ね
ば
、

母
宮
を
だ
に
動
き
な
き
さ
ま
に
し
お
き
た
て
ま
つ
り
て
、
強
り
に
と
思

す
に
な
む
あ
り
け
る
。
弘
徽
殿
、
い
と
ど
御
心
動
き
た
ま
ふ
。
こ
と
わ
り

な
り
。
さ
れ
ど
、「
春
宮
の
御
世
、
い
と
近
う
な
り
ぬ
れ
ば
、
疑
ひ
な
き

御
位
な
り
。
思
ほ
し
の
ど
め
よ
」
と
ぞ
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。
げ
に
、

春
宮
の
御
母
に
て
二
十
余
年
に
な
り
た
ま
へ
る
女
御
を
お
き
た
て
ま
つ
り

て
は
、
引
き
越
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
が
た
き
こ
と
な
り
し
か
と
、
例
の
、

安
か
ら
ず
世
人
も
聞
こ
え
け
り
。

（
紅
葉
賀
①
三
四
七
―
二
四
八
）

桐
壺
帝
は
若
宮
（
冷
泉
）
を
立
坊
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
後
見
す
る
に
ふ
さ

わ
し
い
外
戚
も
い
な
い
た
め
、
母
で
あ
る
藤
壺
を
立
后
さ
せ
て
強
固
な
後
見
と

す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
。「
母
宮
を
だ
に
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
若
宮
立
坊

に
先
立
っ
て
母
を
立
后
さ
せ
、
母
が
皇
女
で
あ
り
后
で
あ
る
こ
と
を
東
宮
の
正

統
性
を
保
障
す
る
せ
め
て
も
の
理
由
に
し
よ
う
と
す
る
が
、「
御
後
見
し
た
ま

ふ
べ
き
人
お
は
せ
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
実
は
後
見
役
と
な
る
外
戚
の
不

在
な
ど
の
不
安
要
素
を
語
る
叙
述
に
お
い
て

（
９
）、

母
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

ま
た
、
藤
壺
が
弘
徽
殿
の
女
御
を
差
し
置
い
て
「
引
き
越
し
た
て
ま
つ
り
た

ま
ひ
が
た
き
こ
と
な
り
し
か
と
、
例
の
、
安
か
ら
ず
世
人
も
聞
こ
え
け
り
」
と

語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
藤
壺
の
立
后
自
体
に
も
人
々
が
批
判
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

藤
壺
を
立
后
さ
せ
る
決
定
は
、
桐
壺
帝
の
若
宮
立
坊
に
対
す
る
政
治
的
な
判

断
か
ら
で
あ
っ
た
。「
強
り
に
と
思
す
」、
す
な
わ
ち
、
若
宮
は
藤
壺
た
だ
一
人

を
後
ろ
盾
と
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
強
る
」
と
の
語
は
、
藤
壺
と
冷
泉
母
子
に
関
す
る
語
で

あ
る
と
す
る
植
田
恭
代
氏
の
指
摘
が
あ
る

（
１０
）。

藤
壺
の
出
産
場
面
を
、
以
下
に
あ

げ
る
。命

長
く
も
と
思
ほ
す
は
心
憂
け
れ
ど
、
弘
徽
殿
な
ど
の
う
け
は
し
げ
に
の

た
ま
ふ
と
聞
き
し
を
、
空
し
く
聞
き
な
し
た
ま
は
ま
し
か
ば
人
笑
は
れ
に
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や
、
と
思
し
つ
よ
り
て
な
む
、
や
う
や
う
少
し
づ
つ
さ
は
や
い
た
ま
ひ
け

る
。

（
紅
葉
賀
①
三
二
五
）

こ
こ
に
は
、
若
宮
出
産
直
後
の
心
身
と
も
に
弱
っ
て
い
る
藤
壺
の
様
子
と
、

「
人
笑
へ
」
へ
の
懸
念
か
ら
、「
思
し
つ
よ
る
」
へ
と
、
そ
の
心
持
が
し
だ
い

に
変
化
し
て
い
く
様
子
が
語
ら
れ
る
。こ
の
藤
壺
の
心
境
を
描
出
す
る
語
に「
思

し
強
る
」
と
の
語
が
選
び
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
藤
壺
を
め
ぐ
る
言
葉
の
特

徴
を
読
み
取
る
植
田
氏
の
指
摘
に
は
注
目
さ
れ
る
。「
思
し
強
る
」の
語
は
、『
源

氏
物
語
』
に
お
い
て
他
に
は
、
若
菜
上
巻
に
見
え
る
。

院
に
は
い
み
じ
く
待
ち
よ
ろ
こ
び
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
苦
し
き
御

心
地
を
思
し
強
り
て
御
対
面
あ
り
。

（
若
菜
上
④
四
五
）

「
思
し
強
る
」
は
、
藤
壺
の
出
産
場
面
以
外
で
は
、
朱
雀
院
が
女
三
の
宮
の
こ

と
を
源
氏
に
頼
み
た
い
と
望
み
、
思
わ
し
く
な
い
体
調
を
お
し
て
源
氏
と
対
面

す
る
こ
の
場
面
の
一
例
が
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
「
思
し
強
る
」
の

二
例
か
ら
は
、
子
を
想
う
親
の
強
さ
を
表
わ
し
、「
強
る
」
は
若
宮
の
強
固
な

後
ろ
盾
で
あ
る
と
い
う
、
子
に
関
す
る
場
面
で
選
び
取
ら
れ
て
い
る
と
い
う
共

通
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
一
方
で
は
、
若
宮
立
坊
に
際
し
て
頼
み
と
な
る
の
は
藤
壺
の
存
在
と
彼

女
の
出
自
の
み
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
若
宮
は
第
十
皇
子
で
あ
る
か
ら
、
他

に
も
立
太
子
の
候
補
の
存
在
を
考
え
る
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る

（
１１
）。

そ
の
よ
う
な

状
況
に
あ
っ
て
、
せ
め
て
、「
母
宮
」
を
「
強
り
」
と
す
る
と
の
桐
壺
帝
の
判

断
で
あ
る
が
、
藤
壺
の
母
呼
称
は
、
不
安
要
素
を
多
く
孕
む
立
后
と
立
坊
を
語

る
叙
述
に
お
い
て
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
若
宮
の
母
が
后
で

あ
る
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
藤
壺
の
「
母
宮
」
は
社
会
的
立
場
、
冷
泉
帝
の
後
ろ
盾
と
し

て
の
立
場
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
立
場
の
危
う
さ
も
語
る
場
面
に
お
い
て
用

い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
賢
木
巻
で
藤
壺
に
母
呼
称
が
用
い
ら

れ
て
い
る
次
の
場
面
に
お
い
て
、
も
う
一
度
語
ら
れ
て
い
る
。

②

殿
に
て
も
、
わ
が
御
方
に
ひ
と
り
う
ち
臥
し
た
ま
ひ
て
、
御
目
も
あ
は

ず
、
世
の
中
厭
は
し
う
思
さ
る
る
に
も
、
春
宮
の
御
事
の
み
ぞ
心
苦
し
き
。

母
宮
を
だ
に
お
ほ
や
け
方
ざ
ま
に
と
思
し
お
き
て
し
を
、
世
の
う
さ
に

た
へ
ず
か
く
な
り
た
ま
ひ
に
た
れ
ば
、
も
と
の
御
位
に
て
も
え
お
は
せ
じ
、

我
さ
へ
見
た
て
ま
つ
り
棄
て
て
は
、
な
ど
思
し
明
か
す
こ
と
限
り
な
し
。

（
賢
木
②
一
三
三
―
一
三
四
）

桐
壺
帝
が
生
前
、
藤
壺
を
東
宮
の
唯
一
の
支
え
と
し
て
立
后
さ
せ
た
こ
と
を

思
い
返
す
源
氏
の
心
内
語
に
お
い
て
「
母
宮
を
だ
に
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
く

わ
え
て
、
こ
こ
で
は
源
氏
の
心
内
に
お
い
て
「
春
宮
の
御
事
」
と
の
意
識
が
あ

る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
藤
壺
の
心
内
に
見
え
て
い
た
意
識
が
、
藤
壺
の
出
家

を
経
て
、
源
氏
の
心
内
に
も
見
え
る
よ
う
に
な
る

（
１２
）。

こ
れ
ま
で
を
ま
と
め
る
と
、
藤
壺
の
母
呼
称
は
、
Ａ
の
よ
う
な
母
子
の
交
流

が
語
ら
れ
る
場
面
で
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
①
藤
壺
立
后
（
政
治
）、
②
藤

壺
立
后
の
回
想
（
政
治
）、
③
春
宮
元
服
（
政
治
）
と
い
う
、
政
治
的
場
面
で

使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
藤
壺
に
用
い
ら
れ
る
母
呼
称
は
「
冷
泉

の
母
」
と
い
う
、
藤
壺
の
公
の
立
場
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
、
冷
泉
帝
の
後
見

役
と
し
て
、
藤
壺
の
立
場
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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四

母
呼
称
と
後
宮
政
治

こ
れ
ま
で
、
藤
壺
の
母
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
場
面
か
ら
、「
母
」
が
冷
泉
帝

を
政
治
的
に
支
え
る
立
場
に
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
特
徴
と
し
て
確
認
し
た
。
で

は
、
他
の
用
例
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
藤
壺
の
母
呼
称
は
、
藤
壺
が
物
語
を
退
場

し
た
後
も
語
ら
れ
て
い
る
。
用
例
④
⑤
が
語
ら
れ
る
、
立
后
争
い
の
場
面
を
見

て
み
よ
う
。

④
⑤
か
く
て
、
后
ゐ
た
ま
ふ
べ
き
を
、「
斎
宮
の
女
御
を
こ
そ
は
、
母
宮
も
御

後
見
と
譲
り
き
こ
え
た
ま
ひ
し
か
ば
」
と
、
大
臣
も
こ
と
つ
け
た
ま
ふ
。

源
氏
の
う
ち
し
き
り
后
に
ゐ
た
ま
は
む
こ
と
、
世
の
人
ゆ
る
し
き
こ
え
ず
、

弘
徽
殿
の
、
ま
づ
人
よ
り
先
に
参
り
た
ま
ひ
に
し
も
い
か
が
な
ど
、
内
々

に
、
こ
な
た
か
な
た
に
心
寄
せ
き
こ
ゆ
る
人
々
、
お
ぼ
つ
か
な
が
り
き
こ

ゆ
。
兵
部
卿
宮
と
聞
こ
え
し
は
、
今
は
式
部
卿
に
て
、
こ
の
御
時
に
は
ま

し
て
や
む
ご
と
な
き
御
お
ぼ
え
に
て
お
は
す
る
、
御
む
す
め
本
意
あ
り
て

参
り
た
ま
へ
り
。
同
じ
ご
と
王
女
御
に
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
を
、
同
じ
く

は
、
御
母
方
に
て
親
し
く
お
は
す
べ
き
に
こ
そ
、
母
后
の
お
は
し
ま
さ

ぬ
御
か
は
り
の
後
見
に
と
こ
と
よ
せ
て
似
つ
か
は
し
か
る
べ
く
と
、
と
り

ど
り
に
思
し
争
ひ
た
れ
ど
、
な
ほ
梅
壺
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
。
御
幸
ひ
の
、
か
く

ひ
き
か
へ
す
ぐ
れ
た
ま
へ
り
け
る
を
、
世
の
人
驚
き
き
こ
ゆ
。

（
少
女
③
三
〇
―
三
一
）

冷
泉
帝
の
後
宮
の
立
后
争
い
に
お
い
て
、
源
氏
は
斎
宮
の
女
御
（
梅
壺
）
を

推
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
冷
泉
帝
の
「
母
宮
」、
つ
ま
り
藤
壺
が
自
ら
の
後

は
斎
宮
の
女
御
を
後
見
役
に
と
言
っ
て
い
た
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
世
の

人
々
は
、
藤
壺
、
斎
宮
の
女
御
と
、
続
け
て
皇
族
が
立
后
す
る
こ
と
は
好
ま
し

く
な
い
と
す
る
。

一
方
、
藤
壺
の
兄
で
あ
る
兵
部
卿
の
宮
の
娘
、
王
女
御
が
后
に
ふ
さ
わ
し
い

と
す
る
理
由
も
ま
た
、
王
女
御
が
「
母
后
」
の
血
縁
で
あ
り
、
藤
壺
の
代
わ
り

の
後
見
役
に
似
つ
か
わ
し
い
と
あ
る
。

こ
の
立
后
争
い
は
、「
な
ほ
梅
壺
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
み
で
、

い
っ
た
い
何
が
正
当
な
理
由
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
ま
ま

（
１３
）、

結
果
だ
け
が
語
ら
れ
る

（
１４
）。

藤
壺
の
母
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
こ
の
立
后
争
い
は
、
澪
標
巻
で
藤
壺
が
冷
泉

帝
の
後
宮
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
こ
と
と
重
な
る
部
分
が
大
き
い
。

入
道
の
宮
、
兵
部
卿
の
宮
の
、
姫
君
を
い
つ
し
か
と
か
し
づ
き
騒
ぎ
た

ま
ふ
め
る
を
、
大
臣
の

あ
る
仲
に
て
、
い
か
が
も
て
な
し
た
ま
は
む
と

心
苦
し
く
思
す
。
権
中
納
言
の
御
む
す
め
は
、
弘
徽
殿
女
御
と
聞
こ
ゆ
。

大
殿
の
御
子
に
て
、
い
と
よ
そ
ほ
し
う
も
て
か
し
づ
き
た
ま
ふ
。
上
も
よ

き
御
遊
び
が
た
き
に
思
い
た
り
。「
宮
の
中
の
君
も
同
じ
ほ
ど
に
お
は
す

れ
ば
、
う
た
て
雛
遊
び
の
心
地
す
べ
き
を
、
お
と
な
し
き
御
後
見
は
い
と

う
れ
し
か
べ
い
こ
と
」
と
思
し
の
た
ま
ひ
て
、
さ
る
御
気
色
聞
こ
え
た
ま

ひ
つ
つ
、
大
臣
の
よ
ろ
づ
に
思
し
い
た
ら
ぬ
こ
と
な
く
、
公
方
の
御
後
見

は
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
明
け
暮
れ
に
つ
け
て
、
こ
ま
か
な
る
御
心
ば
へ
の

い
と
あ
は
れ
に
見
え
た
ま
ふ
を
、
頼
も
し
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
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て
、
…
…

（
澪
標
②
三
二
一
―
三
二
二
）

は
じ
め
に
入
内
し
た
弘
徽
殿
女
御
と
兵
部
卿
の
宮
の
娘
は
、
と
も
に
冷
泉
帝

と
歳
が
近
く
、
後
見
役
と
し
て
は
頼
り
な
い
が
、
斎
宮
の
女
御
は
冷
泉
帝
と
歳

が
離
れ
て
大
人
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
代
わ
り
に
後
見
役
に
な
っ
て
く
れ
る
、

と
喜
ぶ
藤
壺
の
言
葉
で
あ
る
。
正
式
な
理
由
は
と
も
あ
れ
、
立
后
争
い
は
こ
の

時
の
藤
壺
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
す
で
に
決
し
て
い
た
こ
と
に
な
る

（
１５
）。

こ
の
よ
う
に
、
藤
壺
の
母
呼
称
は
、
帝
の
後
宮
を
め
ぐ
る
文
脈
に
お
い
て
も

用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
次
に
、
藤
壺
の
母
呼
称
が
最
後
に
用
い
ら
れ
る
場

面
を
見
て
み
よ
う
。

⑥
「
…
…
大
臣
の
君
、
父
帝
の
御
時
よ
り
、
そ
こ
ら
の
女
御
、
后
、
そ
れ

よ
り
下
は
残
る
な
く
見
た
て
ま
つ
り
あ
つ
め
た
ま
へ
る
御
目
に
も
、
当
代

の
御
母
后
と
聞
こ
え
し
と
、
こ
の
姫
君
の
御
容
貌
と
を
な
む
、『
よ
き
人

と
は
こ
れ
を
い
ふ
に
や
あ
ら
む
と
お
ぼ
ゆ
る
』
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
見
た

て
ま
つ
り
並
ぶ
る
に
、
か
の
后
の
宮
を
ば
知
り
き
こ
え
ず
、
姫
君
は
き
よ

ら
に
お
は
し
ま
せ
ど
、
ま
だ
片
な
り
に
て
、
生
ひ
先
ぞ
推
し
は
か
ら
れ
た

ま
ふ
。
上
の
御
容
貌
は
、
な
ほ
誰
か
並
び
た
ま
は
む
と
な
む
見
え
た
ま
ふ
。

…
…
」

（
玉
鬘
③
一
一
三
―
一
一
四
）

右
近
が
夕
顔
の
乳
母
に
語
っ
た
会
話
の
中
で
、
源
氏
が
藤
壺
と
明
石
の
姫
君

と
を
、
美
し
い
人
と
評
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
右
近
の
言
葉
に
は
、

「
見
た
て
ま
つ
り
並
ぶ
る
に
」
と
あ
り
、
藤
壺
と
明
石
の
姫
君
を
見
比
べ
て
、

と
の
意
で
あ
る
。
続
く
紫
の
上
の
容
貌
に
つ
い
て
右
近
は
、「
な
ほ
誰
か
並
び

た
ま
は
む
」
と
、
他
に
並
ぶ
人
の
い
な
い
、
と
す
る
。
源
氏
は
な
ぜ
、
藤
壺
と

明
石
の
姫
君
を
並
べ
て
評
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
近
は
明
石
の
姫
君
に
つ
い

て
、「
ま
だ
片
な
り
に
て
」
と
、
姫
君
が
ま
だ
幼
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
源

氏
の
深
意
に
は
、
藤
壺
と
明
石
の
姫
君
と
を
並
べ
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明

石
の
姫
君
の
「
后
が
ね
」
と
し
て
の
将
来
を
確
実
な
も
の
に
し
た
い
と
の
思
い

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。「
御
母
后
」
と
の
呼
称
は
、
源
氏
に
と
っ
て
は
姫
君

の
「
生
ひ
先

（
１６
）」、

つ
ま
り
入
内
、
立
后
に
向
け
て
の
道
筋
を
描
く
意
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、「
母
后
」

の
呼
称
と
そ
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

五

母
宮
と
母
后

冷
泉
帝
の
後
宮
争
い
の
場
面
（
④
⑤
）
か
ら
、
そ
れ
ま
で
「
母
宮
」
と
語
ら

れ
て
い
た
藤
壺
の
母
呼
称
に
、「
母
后
」
と
の
呼
称
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
「
母
宮
」
と
「
母
后
」
の
呼
称
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い

だ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
作
中
に
お
け
る
「
母
宮
」
と
「
母
后
」
の
呼
称
の

用
例
を
、
以
下
に
あ
げ
る
。

❶
…
…
母
宮
、
内
裏
の
ひ
と
つ
后
腹
に
な
む
お
は
し
け
れ
ば
、
…
…

（
桐
壺
①
四
八
）

❷
母
宮
を
だ
に
動
き
な
き
さ
ま
に
し
お
き
た
て
ま
つ
り
て
、
…
…

（
紅
葉
賀
①
三
四
七
）

❸
母
宮
を
だ
に
お
ほ
や
け
方
ざ
ま
に
と
思
し
お
き
て
し
を
、
…
…
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（
賢
木
②
一
三
四
）

❹
母
宮
は
、
い
み
じ
う
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
に
、
あ
い
な
く
御
心
を
尽
く
し

た
ま
ふ
。

（
澪
標
②
二
八
二
）

❺
「
…
…
母
宮
も
御
後
見
と
譲
り
き
こ
え
た
ま
ひ
し
か
ば
」
と
、
…
…

（
少
女
③
三
〇
）

❻
宮
の
若
君
は
、
宮
た
ち
の
御
列
に
は
あ
る
ま
じ
き
ぞ
か
し
と
御
心
の
中
に
思

せ
ど
、
な
か
な
か
そ
の
御
心
ば
へ
を
、
母
宮
の
、
御
心
の
鬼
に
や
思
ひ
よ
せ
た

ま
ふ
ら
ん
と
、
…
…

（
横
笛
④
三
六
四
）

❼
母
宮
は
、
今
は
た
だ
御
行
ひ
を
静
か
に
し
た
ま
ひ
て
、
…
…

（
匂
兵
部
卿
宮
⑤
二
三
）

❽
内
裏
に
も
、
母
宮
の
御
方
ざ
ま
御
心
寄
せ
深
く
て
、
い
と
あ
は
れ
な
る
も
の

に
思
さ
れ
、
…
…

（
匂
兵
部
卿
宮
⑤
二
五
）

❾
「
…
…
幼
く
て
院
に
も
後
れ
た
て
ま
つ
り
、
母
宮
の
し
ど
け
な
う
生
ほ
し
た

て
た
ま
へ
れ
ど
、
…
…
」

（
竹
河
⑤
七
四
）

10
母
宮
の
、
ま
だ
い
と
も
若
く
お
ほ
ど
き
て
し
ど
け
な
き
御
心
に
も
、
…
…

（
宿
木
⑤
四
〇
〇
）

11
母
宮
の
御
方
に
参
り
た
ま
ひ
て
、
…
…

（
宿
木
⑤
四
三
九
）

12
故
院
だ
に
、
朱
雀
院
の
御
末
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
今
は
と
や
つ
し
た
ま
ひ

し
際
に
こ
そ
、
か
の
母
宮
を
得
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
し
か
。（
宿
木
⑤
四
七
五
）

13
母
宮
は
、
い
と
う
れ
し
き
こ
と
に
思
し
た
り
。

（
宿
木
⑤
四
七
六
）

14
母
宮
の
御
も
と
に
御
使
ひ
あ
り
け
る
御
文
に
も
、
た
だ
こ
の
こ
と
を
な
む
聞

こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。

（
宿
木
⑤
四
七
七
）

15
か
の
母
宮
な
ど
の
御
方
に
あ
ら
せ
て
、
時
々
も
見
む
と
は
思
し
も
し
な
ん
、

…
…

（
東
屋
⑥
三
六
）

16
母
宮
に
も
姫
宮
に
も
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

（
東
屋
⑥
九
八
）

17
わ
が
母
宮
も
劣
り
た
ま
ふ
べ
き
人
か
は
、
后
腹
と
聞
こ
ゆ
ば
か
り
の
隔
て
こ

そ
あ
れ
、
…
…

（
蜻
蛉
⑥
二
七
二
）

❶
は
葵
上
の
母
、
大
宮
の
こ
と
で
、
❷
❸
❹
❺
は
藤
壺
で
あ
る
。
❻
か
ら
17

ま
で
は
す
べ
て
女
三
の
宮
に
用
い
ら
れ
た
母
呼
称
で
、
そ
の
多
く
が
第
三
部
に

集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
、「
母
宮
」
と
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て

い
る
の
は
、
内
親
王
が
子
を
産
ん
で
母
と
な
っ
た
人
に
限
定
さ
れ
る
。

⑴
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
、
…
…

（
桐
壺
①
四
一
）

⑵
母
后
、「
あ
な
恐
ろ
し
や
、
春
宮
の
女
御
の
い
と
さ
が
な
く
て
、
…
…
」

（
桐
壺
①
四
二
）

⑶
母
后
、
祖
父
大
臣
と
り
ど
り
に
し
た
ま
ふ
こ
と
は
え
背
か
せ
た
ま
は
ず
…
…

（
賢
木
②
一
〇
四
）

⑷
初
の
日
は
先
帝
の
御
料
、
次
の
日
は
母
后
の
御
た
め
、
…
…（

賢
木
②
一
三
〇
）

⑸
こ
の
入
道
の
宮
の
御
母
后
の
御
世
よ
り
伝
は
り
て
次
々
の
御
祈
禱
の
師
に
て

さ
ぶ
ら
ひ
け
る
僧
都
、
…
…

（
薄
雲
②
四
四
九
）

⑹
母
后
の
お
は
し
ま
さ
ぬ
御
か
は
り
の
後
見
に
と
こ
と
よ
せ
て
似
つ
か
は
し
か
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る
べ
く
と
…
…

（
少
女
③
三
一
）

⑺
当
代
の
御
母
后
と
聞
こ
え
し
と
、
こ
の
姫
君
の
御
容
貌
と
を
な
む
、
…
…

（
玉
鬘
③
一
一
三
）

⑴
⑵
⑷
⑸
は
藤
壺
の
母
で
、
桐
壺
帝
の
先
帝
の
后
の
こ
と
で
あ
る
。
⑶
は
朱

雀
帝
の
母
弘
徽
殿
の
こ
と
で
、
こ
の
時
皇
太
后
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
⑹
⑺
は
藤

壺
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
母
后
」
の
呼
称
は
、
三
后
（
太

皇
太
后
、
皇
太
后
、
皇
后
）
に
立
っ
た
人
で
子
を
産
ん
だ
人
に
用
い
ら
れ
る
呼

称
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

（
１７
）。

藤
壺
は
内
親
王
で
あ
り
、
ま
た
立
后
し
て
い
る
の
で
、「
母
宮
」「
母
后
」
と

二
つ
の
母
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
、
藤
壺
の
母
呼

称
の
特
徴
で
あ
る
。
④
⑤
の
立
后
争
い
の
場
面
で
用
い
ら
れ
た
二
つ
の
母
呼
称

は
、
同
じ
母
呼
称
の
羅
列
を
避
け
る
意
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
う
一
つ
、

王
女
御
を
立
后
さ
せ
た
い
兵
部
卿
の
宮
が
、
自
身
の
母
が
「
母
后
」（
桐
壺
帝

の
先
帝
の
后
）
で
あ
り
、
自
身
の
妹
が
「
母
后
」（
藤
壺
）
で
あ
る
こ
と
を
、

自
信
と
誇
り
を
も
っ
て
意
識
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
史
実
に
お
い
て「
母
后
」と
呼
ば
れ
る
人
物
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ

た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、「
母
后
」
の
政
治
的
な
機
能
に
つ

い
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

「
母
后
」
が
政
治
的
に
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
古

瀬
奈
津
子
氏
の
論
考
が
あ
る

（
１８
）。

古
瀬
氏
は
、
藤
原
詮
子
や
藤
原
彰
子
に
つ
い
て
、

兼
家
の
意
志
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
太
政
大
臣
任
命
が
、「
母
后
命
」
と
『
小
右

記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
威
子
の
立
后
に
つ
い
て
彰
子
が
道
長
に
提
案

し
て
い
る
こ
と
な
ど
、「
母
后
」
は
内
裏
に
お
い
て
、
幼
少
の
天
皇
を
後
見
、

補
佐
す
る
役
割
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
摂
関
と
は
別
の
政
治
機

能
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
服
藤
早
苗
氏
は
、
詮
子
や
彰

子
に
つ
い
て
の
史
料
か
ら
、
国
母
が
政
務
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、

「
人
事
・
儀
式
・
財
産
・
キ
サ
キ
決
定
な
ど
に
発
言
権
」
を
持
っ
て
い
た
と
す

る
（
１９
）。な

お
、
藤
原
氏
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
「
母
后
」
の
政
治
へ
の
関
与

（
２０
）は

、
藤

原
穏
子
が
そ
の
端
緒
と
さ
れ
る
が

（
２１
）、

こ
の
藤
原
穏
子
の
入
内
に
つ
い
て
は
、『
御

産
部
類
記
』
所
収
の
『
九
暦
』
逸
文
（
天
暦
五
年
六
月
十
五
日
条
）
に
、
以
下

の
記
事
が
あ
る

（
２２
）。

﹇
三
﹈

但
延
喜
初
皇
太
子
（
保
明
親
王
）
四
年
十
一
月
晦
日
降
誕
、
至
于
明
年
正

月
公
卿
上
表
也
、
幼
稚
皇
子
雖
無
表
例
、
至
于
此
般
、
頗
有
内
謀
云
々
、

其
故
者
、

①

延
喜
（
醍
醐
）
天
皇
始
加
元
服
之
夜
、
東
院
后
（
班
子
女
王
）

御
女
妃
内
親
王
（
為
子
）
并
今
太
皇
太
后
（
藤
原
穏
子
）
共
欲
参
入
、
而

法
皇
（
宇
多
）
承
母
后
（
班
子
女
王
）
之
命
、
被
停
中
宮
之
参
入
也
、
其

後
彼
妃
内
親
王
不
幾
而
依
産
而
薨
、
其
時
彼
東
院
后
宮
聞
浮
説
云
、
依
中

宮
母
氏
（
人
康
親
王
女
）
之
寃
霊
、
有
此
妖
云
々
、

②

因
之
重
可
被
停
中

宮
之
参
入
云
々
、
而
故
贈
太
政
大
臣
〈
時
平
〉
左
右
廻
令
参
入
也
、

こ
れ
は
藤
原
師
輔
が
村
上
天
皇
に
、
皇
太
子
を
早
々
と
選
定
し
た
先
例
に
つ

い
て
奏
上
し
た
内
容
を
記
し
た
も
の
で
、
傍
線
部
①
に
あ
る
部
分
で
は
、
宇
多

天
皇
の
皇
子
で
あ
る
醍
醐
天
皇
の
元
服
に
際
し
て
、
宇
多
天
皇
の
母
で
あ
る
班
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子
女
王
が
、
わ
が
子
為
子
内
親
王
を
入
内
さ
せ
る
一
方
で
、
藤
原
穏
子
の
入
内

を
停
め
さ
せ
た
と
あ
る
。
そ
の
後
、
為
子
内
親
王
が
出
産
に
よ
っ
て
亡
く
な
り
、

そ
れ
が
穏
子
の
母
の
呪
詛
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
噂
に
班
子
女
王
が
接
し

た
こ
と
か
ら
、
傍
線
部
②
に
あ
る
よ
う
に
、
重
ね
て
穏
子
の
入
内
を
停
め
さ
せ

た
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
班
子
女
王
が
孫
、
醍
醐
天
皇
の
後
宮
の
こ
と
に
介
入

し
て
お
り
、
班
子
女
王
が
入
内
に
関
し
て
発
言
、
命
を
下
し
て
い
た
。『
九
暦
』

は
、
こ
の
よ
う
な
班
子
女
王
を
「
母
后
」
と
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

（
２３
）。

と
こ
ろ
で
、
穏
子
に
つ
い
て
は
、
①
の
紅
葉
賀
巻
の
藤
壺
立
后
の
理
由
を
語

る
文
脈
に
「
強
り
」
と
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
藤
壺
の
立
后
を
穏
子
の
立
后
の

史
実
と
重
ね
る
読
み
の
指
摘
が
福
長
進
氏
に
あ
る

（
２４
）。

『
日
本
紀
略
』
か
ら
、
延
長
元
年
四
月
二
十
六
日
条
の
記
事
を
あ
げ
る

（
２５
）。

廿
六
日
庚
午
。以
女
御
従
三
位
藤
原
朝
臣
穏
子
為
中
宮
。前
皇
太
子
之
母
也
。

穏
子
の
立
后
は
、
孫
で
あ
る
慶
頼
王
の
立
太
子
の
直
前
で
あ
り
、
穏
子
は
慶

頼
王
の
父
で
あ
る
保
明
親
王
の
生
母
と
し
て
中
宮
に
冊
立
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
、

保
明
親
王
を
「
み
な
し
天
皇
」
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
慶
頼
王
立
太
子
の
正
統

性
を
示
す
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う

（
２６
）。

こ
こ
に
、
紅
葉
賀
巻
の
立
后
と
立
坊
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
穏
子
と
藤
壺
が
中
宮
に
立
て
ら
れ
た
意
味
が
「
強
り
」
と
い

う
意
味
を
と
お
し
て
響
き
合
う
と
、
福
長
氏
は
述
べ
る
。
や
は
り
、
藤
壺
が
東

宮
の
母
と
し
て
立
后
し
た
こ
と
は
、
中
宮
と
し
て
後
見
と
な
る
と
の
意
が
大
き

い
と
考
え
ら
れ
る
。

話
し
を
戻
そ
う
。
こ
れ
ま
で
を
ま
と
め
る
と
、「
母
后
」
は
政
治
的
な
発
言

権
を
持
ち
、
入
内
や
立
后
な
ど
に
際
し
て
政
治
的
な
判
断
、
発
言
を
し
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

で
は
、
こ
の
「
母
后
」
の
あ
り
よ
う

（
２７
）と

藤
壺
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
時
、
そ
こ

か
ら
何
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

「
母
后
」
は
入
内
や
立
后
に
つ
い
て
の
判
断
を
下
す
。
藤
壺
を
示
す
⑤
⑥
の

「
母
后
」
は
、
そ
の
背
後
に
立
后
が
関
わ
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
⑤
は
立
后
争
い
を
語
る
描
写
の
中
に
あ
り
、
⑥
は
源
氏
の
意

識
の
中
に
、
明
石
の
姫
君
を
「
后
が
ね
」
と
し
て
養
育
す
る
、
つ
ま
り
立
后
さ

せ
た
い
と
の
思
い
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

兵
部
卿
の
宮
の
娘
王
女
御
は
冷
泉
帝
の
后
候
補
と
し
て
、
冷
泉
帝
の
母
方
と

血
脈
を
同
じ
く
す
る
。
だ
か
ら
、「
母
后
」
に
「
こ
と
よ
せ
」
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
明
石
の
姫
君
は
后
が
ね
と
し
て
育
て
ら
れ
て
お
り
、
母
方
の
「
劣

り
の
血
」
の
不
安
が
あ
る

（
２８
）が

、「
当
代
の
御
母
后
」
と
並
べ
ら
れ
る
こ
と
に
よ

り
、「
生
ひ
先
」、
つ
ま
り
は
入
内
、
そ
し
て
立
后
を
意
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

右
近
が
「
か
の
后
の
宮
を
ば
知
り
き
こ
え
ず
」
と
語
る
の
は
至
極
当
然
だ
が
、

「
見
た
て
ま
つ
り
並
ぶ
る
に
」
と
あ
る
と
お
り
、
不
安
要
素
を
抱
え
る
明
石
の

姫
君
に
と
っ
て
は
、「
母
后
」
と
並
べ
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
藤

壺
に
用
い
ら
れ
た
「
母
后
」
と
の
呼
称
は
、
史
実
に
認
め
ら
れ
る
「
母
后
」
と

同
じ
く
、
社
会
的
地
位
と
政
治
的
な
機
能
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う

（
２９
）。

六

藤
壺
の
変
貌

こ
こ
で
今
一
度
、
③
の
冷
泉
帝
元
服
の
場
面
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
藤
壺
が
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「
母
」
と
呼
ば
れ
る
文
脈
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
藤

壺
に
用
い
ら
れ
る
母
呼
称
に
は
、

・
冷
泉
帝
に
関
わ
る
政
治
的
な
場
面

・
公
の
立
場
に
関
す
る
内
容
が
語
ら
れ
る
場
面

を
、
そ
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
個
別
の
場
面
で
検

討
し
た
よ
う
に
、
冷
泉
帝
の
後
ろ
盾
、
後
見
役
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
れ
は「
母
宮
を
だ
に
」と
あ
る
よ
う
に
、
冷
泉
帝
に
と
っ
て
は
、
藤
壺
が「
母
」

で
あ
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
藤

壺
が
冷
泉
帝
の
母
で
あ
る
こ
と
は
、
源
氏
と
の
関
係
な
く
し
て
は
成
り
立
た
な

い
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

四
月
に
内
裏
へ
参
り
た
ま
ふ
。
ほ
ど
よ
り
は
大
き
に
お
よ
す
け
た
ま
ひ
て
、

や
う
や
う
起
き
か
へ
り
な
ど
し
た
ま
ふ
。
あ
さ
ま
し
き
ま
で
紛
れ
ど
こ
ろ

な
き
御
顔
つ
き
を
、
思
し
よ
ら
ぬ
こ
と
に
し
あ
れ
ば
、
ま
た
並
び
な
き
ど

ち
は
げ
に
通
ひ
た
ま
へ
る
に
こ
そ
は
と
思
ほ
し
け
り
。
い
み
じ
う
思
し
か

し
づ
く
こ
と
限
り
な
し
。
源
氏
の
君
を
限
り
な
き
も
の
に
思
ほ
し
め
し
な

が
ら
、
世
の
人
の
ゆ
る
し
き
こ
ゆ
ま
じ
か
り
し
に
よ
り
て
、
坊
に
も
え
据

ゑ
た
て
ま
つ
ら
ず
な
り
に
し
を
、
あ
か
ず
口
惜
し
う
、
た
だ
人
に
て
か
た

じ
け
な
き
御
あ
り
さ
ま
容
貌
に
ね
び
も
て
お
は
す
る
を
御
覧
ず
る
ま
ま
に
、

心
苦
し
く
思
し
め
す
を
、
か
う
や
む
ご
と
な
き
御
腹
に
、
同
じ
光
に
て
さ

し
出
で
た
ま
へ
れ
ば
、
瑕
な
き
玉
と
思
ほ
し
か
し
づ
く
に
、
宮
は
い
か
な

る
に
つ
け
て
も
、
胸
の

な
く
や
す
か
ら
ず
も
の
を
思
ほ
す
。

（
紅
葉
賀
①
三
二
八
―
三
二
九
）

こ
れ
は
、
冷
泉
が
初
め
て
藤
壺
と
共
に
参
内
し
た
際
の
描
写
で
あ
る
。「
ほ

ど
よ
り
は
大
き
に
」「
光
」
と
、
彼
の
美
質
を
語
る
表
現
が
あ
る
。
こ
の
美
質

は
、
③
の
澪
標
巻
の
元
服
を
語
る
叙
述
に
も
認
め
ら
れ
る
一
方
、
藤
壺
の
心
中

は
休
ま
る
こ
と
が
な
い
と
も
語
ら
れ
て
お
り
、
源
氏
に
似
て
い
る
と
い
う
描
写

は
、た
と
え
ば
Ａ
の
場
面
で
確
認
し
た
よ
う
に
、冷
泉
帝
の
立
場
の
安
泰
に
と
っ

て
の
大
き
な
問
題
と
し
て
、
藤
壺
が
抱
え
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

対
し
て
③
の
元
服
を
語
る
叙
述
は
、
源
氏
と
冷
泉
東
宮
の
酷
似
が
賛
美
さ
れ

る
文
脈
で
、
二
人
の
容
貌
の
酷
似
は
「
光
り
あ
ひ
た
ま
へ
る
」
と
さ
れ
、
ハ
レ

の
場
を
語
る
言
葉
の
中
に
あ
る
。
こ
こ
に
は
冷
泉
東
宮
の
立
場
の
不
安
な
こ
と

は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、「
母
宮
」
だ
け
は
、
源
氏
と
冷
泉

東
宮
の
酷
似
の
理
由
を
知
る
人
物
と
し
て
、「
い
み
じ
う
か
た
は
ら
い
た
き
こ

と
」
と
大
変
に
心
の
痛
い
思
い
を
抱
え
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
藤
壺
の

心
中
を
、
語
り
手
は
傍
線
部
で
「
あ
い
な
し
」
と
評
し
て
い
る
。「
あ
い
な
し
」

は
今
さ
ら
そ
の
心
配
は
な
い
と
す
る
意
で
、
こ
れ
ま
で
の
父
子
の
酷
似
を
心
配

す
る
藤
壺
の
心
中
を
語
る
叙
述
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
藤
壺
一
人
を

後
ろ
盾
と
し
て
何
と
か
持
ち
こ
た
え
て
き
た
不
遇
の
時
代
は
過
ぎ
去
り
、
冷
泉

帝
の
世
の
到
来
が
確
実
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
語
り
手
が
「
あ
い
な
く
御
心
を
尽

く
し
た
ま
ふ
」
と
評
す
と
お
り
、
以
後
、
藤
壺
の
心
内
に
お
い
て
父
子
の
酷
似

や
密
通
の
露
呈
を
心
配
す
る
様
子
は
語
ら
れ
な
い
。
こ
こ
を
境
と
し
て
、
藤
壺

は
政
治
家
と
し
て
の
顔
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
安
を

抱
え
な
が
ら
冷
泉
帝
の
安
泰
を
か
ろ
う
じ
て
守
り
ぬ
く
母
か
ら
、
冷
泉
帝
の
後

宮
を
堂
々
と
動
か
し
て
い
く
母
へ
と
変
貌
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

賢
木
巻
で
冷
泉
東
宮
を
取
り
巻
く
情
勢
が
不
安
定
だ
っ
た
際
、
藤
壺
は
「
宮

の
御
た
め
」、
源
氏
に
は
「
春
宮
の
御
事
」
と
の
意
識
が
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら

わ
か
る
こ
と
は
、
藤
壺
と
源
氏
、
そ
れ
ぞ
れ
が
わ
が
子
へ
の
思
い
を
抱
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
ま
だ
幼
く
、
廃
太
子
の
危
惧
も
あ
っ
た
冷
泉
を
守
り
ぬ

く
と
い
う
こ
の
意
識
は
、
須
磨
巻
ま
で
見
受
け
ら
れ

（
３０
）、

こ
れ
は
藤
壺
と
源
氏
に

共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

（
３１
）。

し
か
し
、
源
氏
の
帰
京
後
、
そ
の
危
惧
は
払
拭
さ

れ
、
藤
壺
と
源
氏
は
、
共
に
冷
泉
帝
の
聖
代
を
支
え
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て

い
く

（
３２
）。

藤
壺
に
用
い
ら
れ
た
母
呼
称
は
、
冷
泉
帝
の
母
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す

と
と
も
に
、
内
親
王
で
あ
り
、
立
后
し
た
母
で
あ
る
と
い
う
、
彼
女
の
社
会
的

地
位
を
表
わ
す
も
の
で
も
あ
る
。
母
と
し
て
の
藤
壺
は
、
源
氏
の
須
磨
、
明
石

へ
の
流
離
を
経
て
、
し
だ
い
に
政
治
家
と
し
て
の
し
た
た
か
な
面
が
語
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
藤
壺
退
場
後
も
、
藤
壺
の
母
呼
称
は
政
治
の
場
で
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
藤
壺
の
母
呼
称
の
特
徴
は
、
作
中
に
お
け
る
藤
壺
の
母
と

し
て
の
役
割
を
語
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
清
水
好
子
『
源
氏
の
女
君
』（
塙
書
房
、
一
九
五
九
年
）。

（
２
）
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
の
「
人
物
総
覧
」
を
参
照
し
た
。

（
３
）
た
と
え
ば
、
わ
が
子
の
た
め
を
思
う
母
と
し
て
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て

は
、
沢
田
正
子
「
源
氏
物
語
の
母
」（『
源
氏
物
語
の
探
求
六
』
風
間
書
房
、

一
九
八
一
年
）
が
、
自
ら
の
出
家
に
よ
り
、
源
氏
の
父
性
愛
の
み
を
強
く

繋
ぎ
と
め
た
と
し
、
今
井
久
代
「「
東
宮
の
御
た
め
」
の
論
理
―
藤
壺
の

運
命
と
桐
壺
帝
」（『
源
氏
物
語
構
造
論
―
作
中
人
物
の
動
態
を
め
ぐ
っ
て
』

風
間
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
九
八
年
）
は
、
桐
壺
帝
の
遺
言
を

守
り
冷
泉
帝
の
即
位
を
果
た
す
こ
と
が
藤
壺
の
贖
罪
で
あ
る
と
述
べ
る
。

さ
ら
に
、
わ
が
子
の
た
め
に
出
家
し
「
祈
る
母
」
と
な
る
藤
壺
に
つ
い
て

は
、
鈴
木
裕
子
「〈
母
〉
の
物
語
の
始
発
」（『『
源
氏
物
語
』
を
〈
母
と
子
〉

か
ら
読
み
解
く
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
が
、
自
ら
の
意
志
で
そ
の

道
を
選
び
取
っ
た
と
述
べ
る
一
方
、
中
村
成
里
「
源
氏
物
語
論
―
藤
壺
と

い
う
「
母
」
の
肖
像
」（『
物
語
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
は
、

母
と
し
て
の
藤
壺
は
犠
牲
的
に
機
能
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
藤
壺
の
母
と
し
て
の
生
き
方
に
関
わ
る
指
摘
で
あ
る
。

（
４
）
当
該
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
池
田
節
子
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る

母
の
存
在
感
―
「
母
」
呼
称
を
中
心
に
―
」（『
源
氏
物
語
の
表
現
と
儀
礼
』

翰
林
書
房
、
二
〇
二
〇
年
、
初
出
二
〇
〇
三
年
）
に
お
い
て
、
完
了
説
と

打
消
説
の
変
遷
に
つ
い
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
鈴
木
裕
子
論
文（
前

掲
注
３
に
同
じ
）
や
中
村
論
文
（
前
掲
注
３
に
同
じ
）
は
、
完
了
説
を
取

る
。当

該
歌
の
解
釈
は
慎
重
を
要
す
る
が
、
た
と
え
ば
、
加
藤
睦
「『
源
氏

物
語
』
の
和
歌
を
読
む
（
一
）」（『
立
教
大
学
大
学
院
論
叢
』
第
九
号
、

二
〇
〇
九
年
八
月
）
が
、
藤
壺
の
返
歌
は
、
源
氏
の
歌
に
あ
る
若
宮
に
対

す
る
思
い
や
、
藤
壺
と
共
有
さ
れ
る
苦
悩
を
詠
ん
だ
も
の
を
、
素
直
に
返

し
て
い
る
、
つ
ま
り
源
氏
の
詠
歌
に
対
し
て
何
か
切
り
返
し
た
り
す
る
必

要
性
は
認
め
に
く
い
と
し
て
打
消
説
と
す
る
。
一
方
で
鈴
木
宏
子
「
源
氏
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物
語
の
和
歌
」（『
新
時
代
へ
の
源
氏
学
５
構
築
さ
れ
る
社
会
・
ゆ
ら
ぐ
言

葉
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
五
年
）
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
「
な
ほ

う
と
ま
れ
ぬ
」
の
用
例
と
の
比
較
か
ら
、
完
了
説
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な

解
釈
の
揺
れ
は
、
藤
壺
所
生
の
若
宮
が
不
義
の
子
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
、
藤
壺

の
母
と
し
て
の
存
在
そ
の
も
の
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
５
）
池
田
論
文
（
前
掲
注
４
に
同
じ
）。

（
６
）
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
明
石
の
君
と
「
母
」
の
空
白
―
海
幸
山
幸
神
話

と
の
比
較
か
ら
」（『
物
語
研
究
』
十
八
号
、
二
〇
一
八
年
三
年
）。

（
７
）
藤
壺
と
源
氏
の
意
識
に
見
え
る
、「
宮
の
御
た
め
」
や
「
春
宮
の
御
事
」

と
の
語
に
つ
い
て
は
、
今
井
久
代
（
前
掲
注
３
に
同
じ
）
に
詳
し
い
。
藤

壺
は
「
東
宮
の
御
た
め
」
の
意
識
を
し
だ
い
に
源
氏
に
も
受
け
入
れ
さ
せ
、

藤
壺
の
み
に
見
え
る
「
御
た
め
」
や
「
御
事
」
の
語
が
、
源
氏
の
心
中
に

も
見
出
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
８
）
源
氏
と
冷
泉
帝
の
容
貌
の
酷
似
が
、
密
通
の
罪
を
示
す
と
の
指
摘
は
、

立
石
和
弘
「
冷
泉
帝
の
顔
―
供
犠
と
玉
鬘
の
視
線
か
ら
―
」（『
中
古
文
学
』

五
七
号
、
一
九
九
六
年
三
月
）
の
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。

（
９
）
篠
原
昭
二「『
源
氏
物
語
』と
歴
史
意
識
―
冷
泉
院
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源

氏
物
語
の
論
理
』東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
九
一
年
）

は
、
冷
泉
帝
の
立
坊
を
史
実
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、『
源
氏
物
語
』
の
時

代
に
お
い
て
は
、
内
親
王
腹
の
皇
子
が
希
少
か
つ
危
な
い
存
在
で
あ
っ
た

と
述
べ
、「
藤
壺
の
中
宮
腹
の
皇
子
が
皇
太
子
に
立
ち
、
や
が
て
即
位
す

る
こ
と
こ
そ
全
く
の
異
例
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。

（
１０
）
植
田
恭
代
「
藤
壺
の
心
と
こ
と
ば
―
『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
の
出
産

場
面
か
ら
―
」（『
源
氏
物
語

煌
め
く
こ
と
ば
の
世
界
』
翰
林
書
房
、
二

〇
一
四
年
）。

（
１１
）
篠
原
論
文
（
前
掲
注
９
に
同
じ
）
は
冷
泉
帝
に
つ
い
て
、
源
氏
や
朱
雀

帝
と
比
べ
る
と
、
物
語
に
直
接
語
ら
れ
る
こ
と
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
を

指
摘
し
、
そ
の
背
景
に
「
語
り
手
の
言
及
を
避
け
た
政
治
の
世
界
が
浮
き

彫
り
に
な
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
小
嶋
菜
温
子

「
語
ら
れ
な
い
産
養
（
２
）
―
〈
罪
〉
の
子
・
冷
泉
帝
の
立
坊
争
い
と
童

舞
」（『
源
氏
物
語
の
性
と
生
誕
』
立
教
大
学
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出

一
九
九
九
年
）
は
、
篠
原
論
文
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
、
冷
泉
帝
立
坊
に

関
す
る
語
り
の
問
題
に
言
及
す
る
。
く
わ
え
て
、
紅
葉
賀
巻
の
童
舞
の
叙

述
か
ら
、
立
坊
の
有
資
格
者
は
桐
壺
帝
の
第
十
皇
子
の
冷
泉
帝
だ
け
で
は

な
い
こ
と
か
ら
、
冷
泉
帝
の
立
坊
は
決
し
て
盤
石
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘

す
る
。
ま
た
立
坊
の
後
も
、
権
勢
家
の
外
戚
の
い
な
い
こ
と
が
く
り
返
し

語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
藤
壺
と
そ
の
皇
子
の
地
位
は
、
立
后
・
立
太
子

の
後
も
、
き
わ
め
て
不
安
定
要
素
を
孕
ん
で
い
た
の
だ
」
と
述
べ
る
。

（
１２
）
今
井
論
文
（
前
掲
注
３
に
同
じ
）。

（
１３
）
小
嶋
菜
温
子
「
語
ら
れ
な
い
産
養
（
３
）
―
明
石
の
姫
君
の
五
十
日
・

袴
着
・
裳
着
、
そ
し
て
立
后
」（『
源
氏
物
語
の
性
と
生
誕
』
立
教
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
九
年
）
は
、
秋
好
中
宮
（
斎
宮
の
女

御
）
の
立
后
に
際
し
て
そ
の
問
題
の
在
り
処
が
語
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
明

石
の
姫
君
の
立
后
の
際
も
ま
た
、
二
代
続
け
て
源
氏
が
入
内
さ
せ
た
人
物

が
立
后
す
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
は
、
本
題

か
ら
ず
ら
し
て
語
る
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
問
題
が
表
面
化
せ
ず

に
立
后
が
実
現
す
る
と
指
摘
す
る
。

（
１４
）
立
后
争
い
の
語
り
の
言
葉
に
注
目
し
て
み
る
と
、
源
氏
の
主
張
は
「
こ

と
つ
く
」
と
語
ら
れ
、
兵
部
卿
の
宮
の
主
張
は
「
こ
と
よ
す
」
と
語
ら
れ

る
。
両
陣
営
は
同
じ
よ
う
に
「
母
」
の
代
わ
り
の
後
見
役
に
と
主
張
し
て

い
る
が
、
類
似
し
た
意
味
を
持
つ
二
つ
の
言
葉
が
そ
れ
ぞ
れ
に
配
さ
れ
て
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い
る
意
味
は
何
だ
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
こ
と
つ
く
」
に
つ
い
て
は
、
蕗
谷
雄
輝
「
葵

巻
の
光
源
氏
と
六
条
御
息
所
―「
こ
と
つ
く
」の
織
り
な
す
関
係
性
」（『
立

教
大
学
日
本
文
学
』
一
一
五
号
、
二
〇
一
六
年
一
月
）
や
、
同
「『
源
氏

物
語
』
に
お
け
る
規
範
の
諸
相
―
「
こ
と
つ
く
」
を
め
ぐ
っ
て
―

」（『
物

語
研
究
』
一
六
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
に
、
そ
の
機
能
や
意
味
に
関
す

る
指
摘
が
あ
る
。
蕗
谷
氏
が
「
こ
と
つ
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
目
的
が
達
成

さ
れ
る
と
い
う
物
語
に
お
け
る
機
能
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
お
り
、

源
氏
方
に
「
こ
と
つ
く
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
源
氏

方
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
１５
）
湯
淺
幸
代
「『
源
氏
物
語
』
の
立
后
と
皇
位
継
承
―
宇
治
十
帖
の
世
界

へ
―
」（『
源
氏
物
語
の
史
的
意
義
と
方
法
』
新
典
社
、
二
〇
一
八
年
、
初

出
二
〇
一
六
年
）
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
立
坊
の
問
題
よ
り

も
立
后
争
い
が
語
ら
れ
て
い
る
と
し
、
冷
泉
帝
の
後
宮
争
い
は
、
藤
壺
の

意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

（
１６
）
青
木
慎
一
「
明
石
姫
君
の
「
生
ひ
先
」
―
「
松
風
」・「
薄
雲
」
巻
に
着

目
し
て
―
」（『
源
氏
物
語
の
表
現
と
絵
画
的
展
開
―
夕
霧
を
中
心
に
』
武

蔵
野
書
院
、
二
〇
一
九
年
、
初
出
二
〇
〇
八
年
）
は
、
明
石
の
姫
君
に
用

い
ら
れ
る
「
生
ひ
先
」
の
語
に
は
、
源
氏
や
明
石
の
君
、
明
石
の
尼
君
な

ど
、
養
育
す
る
人
物
た
ち
の
思
惑
の
中
に
置
か
れ
、
明
石
の
姫
君
の
入
内
、

立
后
へ
と
、
そ
の
意
識
を
向
か
わ
せ
る
意
が
読
み
取
れ
る
と
指
摘
す
る
。

（
１７
）
作
中
で
も
う
一
人
、
立
后
し
て
い
る
の
が
明
石
の
中
宮
で
あ
る
。
し
か

し
、
彼
女
は
「
母
」
と
呼
ば
れ
て
い
な
い
人
物
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
池
田
氏
は
、「
明
石
の
中
宮
が
、
匂
宮
の
母
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

中
宮
と
い
う
地
位
に
あ
る
こ
と
が
、「
母
」
呼
称
の
な
い
理
由
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
」（
前
掲
注
４
論
文
）
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
作
中
に

お
け
る
明
石
の
中
宮
の
主
な
呼
称
に
は
、
后
の
宮
、
宮
、
后
、
大
宮
な
ど

が
あ
り
、「
宮
」
と
も
「
后
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、「
母
」
と
の
呼
称

は
確
認
で
き
な
い
。
宇
治
十
帖
の
世
界
に
お
け
る
、
明
石
の
中
宮
の
特
徴
、

あ
る
い
は
立
場
と
母
呼
称
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
１８
）
古
瀬
奈
津
子「
摂
関
政
治
成
立
の
歴
史
的
意
義
―
摂
関
政
治
と
母
后
―
」

（「『
日
本
史
研
究
』
第
四
六
三
号
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）。
母
后
の
政
治

的
機
能
は
、
藤
原
摂
関
政
治
の
隆
盛
と
関
わ
っ
て
増
大
し
て
い
っ
た
と
述

べ
て
い
る
。

（
１９
）
服
藤
早
苗「
国
母
の
政
治
文
化
―
東
三
条
院
詮
子
と
上
東
門
院
彰
子
―
」

（『
平
安
朝
の
女
性
と
政
治
文
化
―
宮
廷
・
生
活
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
』
明

石
書
店
、
二
〇
一
七
年
）。
詮
子
や
彰
子
に
見
ら
れ
る
国
母
が
政
治
的
な

発
言
権
を
有
し
て
い
た
背
景
に
は
、
貴
族
社
会
に
定
着
し
て
い
た
家
父
長

制
的
父
母
子
秩
序
が
あ
り
、
貴
族
社
会
か
ら
承
認
さ
れ
た
政
治
文
化
だ
っ

た
と
指
摘
す
る
。
な
お
、
服
藤
氏
に
は
、「
王
権
と
国
母
―
王
朝
国
家
の

政
治
と
性
」（『
平
安
王
朝
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
家
・
王
権
・
性
愛
―
』

校
倉
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
一
九
九
八
年
）
に
お
い
て
、
天
皇
の
母

で
あ
る
藤
原
穏
子
や
詮
子
、
彰
子
の
政
治
的
後
見
力
に
つ
い
て
の
指
摘
が

あ
る
。

（
２０
）
朱
雀
天
皇
の
譲
位
は
藤
原
穏
子
の
発
言
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

『
大
鏡
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

三
七
八
―
三
七
九
頁
）
に
見
え

る
。
穏
子
の
国
母
と
し
て
の
影
響
力
に
つ
い
て
は
、
角
田
文
衛
「
太
皇
太

后
穏
子
」（『
紫
式
部
と
そ
の
時
代
』
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
）
や
、
藤

木
邦
彦
「
藤
原
穏
子
と
そ
の
時
代
」（『
平
安
王
朝
の
政
治
と
制
度
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、
初
出
一
九
六
四
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
２１
）
古
瀬
論
文
（
前
掲
注
１８
に
同
じ
）
や
、
同
『
摂
関
政
治
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
一
年
）。
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（
２２
）
引
用
は
、
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録

九
暦
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
四
年
）
に
拠
る
。（

）
内
は
傍
注
を
、〈

〉
は
割
注
を
示
す
。

（
２３
）
『
九
暦
』
の
傍
線
部
①
は
、
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
七
月
三
日
の
こ
と

で
、
こ
の
時
点
で
は
、
班
子
女
王
は
皇
太
夫
人
で
は
あ
る
が
后
で
は
な
く
、

后
に
な
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
一
〇
日
後
の
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
七
月
十

三
日
、
醍
醐
天
皇
の
即
位
に
伴
っ
て
皇
太
后
と
な
っ
た
時
で
あ
る
。
ま
た
、

為
子
内
親
王
が
出
産
に
際
し
て
亡
く
な
っ
た
の
は
、
昌
泰
二
年（
八
九
九
）

の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
傍
線
部
②
の
時
点
で
は
、
班
子
女
王
は
既
に
皇
太

后
と
な
っ
て
い
る
。

皇
太
夫
人
は
、
天
皇
の
生
母
に
与
え
ら
れ
る
称
号
で
あ
っ
た
。
皇
太
夫

人
に
つ
い
て
は
、
春
名
宏
昭
「
皇
太
妃
阿
閇
皇
女
に
つ
い
て
―
令
制
中
宮

の
研
究
―
」（『
日
本
歴
史
』
五
一
四
号
、
一
九
九
一
年
三
月
）
が
、
大
宝

令
に
お
け
る
皇
太
妃
の
規
定
に
つ
い
て
、
皇
太
妃
や
皇
太
夫
人
は
日
本
独

自
の
規
定
で
あ
る
こ
と
や
、
皇
太
夫
人
が
天
皇
の
生
母
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
天
皇
大
権
を
代
行
す
る
機
能
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
、
服
藤
早
苗
「
九
世
紀
の
天
皇
と
国
母
―
女
帝
か
ら
国
母
へ
―
」

（『
物
語
研
究
』
三
号
、
二
〇
〇
三
年
）
は
、
国
母
が
天
皇
を
補
佐
す
る

体
制
を
臣
下
が
認
識
し
て
お
り
、
こ
の
国
母
の
機
能
を
背
景
と
し
て
、
国

母
の
父
や
兄
弟
が
天
皇
権
を
代
行
す
る
摂
関
政
治
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
指

摘
す
る
。

『
九
暦
』
が
傍
線
部
①
で
ま
だ
皇
太
后
に
な
っ
て
い
な
い
班
子
女
王
を

「
母
后
」
と
し
て
い
る
の
は
、
数
日
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
班
子
女
王

が
皇
太
后
と
な
っ
た
の
が
寛
平
九
年
七
月
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
班

子
女
王
が
后
と
同
様
に
天
皇
を
政
治
的
に
補
佐
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
２４
）
福
長
進
「
冷
泉
立
太
子
と
藤
壺
立
后
」（『
文
学
』
第
十
六
巻
第
一
号
、

二
〇
一
五
年
一
月
）
は
、「
強
り
」
の
語
に
着
目
し
、
藤
壺
の
宮
の
立
后

を
、
延
長
元
年
、
慶
頼
王
（
父
は
保
明
親
王
）
の
立
太
子
の
直
前
に
藤
原

穏
子
（
保
明
親
王
の
生
母
）
が
立
后
し
た
史
実
と
重
ね
合
わ
せ
て
検
討
す

る
。

（
２５
）
引
用
は
、
黒
板
勝
美
編
輯
『
新
訂
増
補

国
史
大
系

第
十
一
巻

日

本
紀
略

後
篇

百
鍊
抄
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
拠
る
。

（
２６
）
瀧
浪
貞
子
「
女
御
・
中
宮
・
女
院
―
後
宮
の
再
編
成
―
」（『
論
集
平
安

文
学

第
三
号
』
勉
誠
社
、
一
九
九
五
年
）。

（
２７
）
湯
淺
幸
代
「
朱
雀
朝
の
「
摂
関
政
治
」
―
摂
関
と
母
后
の
位
相
・
関
係

性
か
ら
―
」（
注
１５
に
挙
げ
た
『
源
氏
物
語
の
史
的
意
義
と
方
法
』、
初
出

二
〇
〇
六
年
）
や
、
湯
淺
論
文
（
前
掲
注
１５
に
同
じ
）
は
、
天
皇
を
補
佐

す
る
摂
関
政
治
や
母
后
の
史
上
の
例
と
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
朱
雀

朝
や
冷
泉
朝
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
検
討
す
る
。

（
２８
）
小
嶋
論
文
（
前
掲
注
１３
に
同
じ
）。

（
２９
）
湯
淺
論
文
（
前
掲
注
１５
に
同
じ
）
は
、
秋
好
中
宮
（
斎
宮
の
女
御
）
の

立
后
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
、「
藤
壺
が
自
身
の
代
わ
り
と
な
る
後

見
役
を
期
待
す
る
点
で
は
「
母
后
」
た
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
３０
）
源
氏
と
冷
泉
の
容
貌
の
酷
似
が
描
出
す
る
、
源
氏
と
藤
壺
の
罪
。
こ
れ

は
冷
泉
を
語
る
叙
述
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
「
瑕
」
と
の
語
と
し
て
表
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
冷
泉
を
め
ぐ
る
「
瑕
」
の
語
も
、
源
氏
の

須
磨
・
明
石
流
離
を
経
た
後
は
見
受
け
ら
れ
な
く
な
る
。
代
わ
り
に
、
明

石
の
姫
君
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
母
方
の
血
筋
を
懸
念
す
る
意
と
し
て
の

「
瑕
」
の
語
が
見
出
せ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
冷
泉
の
不
安
要
素

を
表
わ
す
表
現
が
収
斂
さ
れ
る
問
題
と
、
③
の
「
あ
い
な
し
」
と
の
評
は

無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３１
）
今
井
論
文
（
前
掲
注
３
に
同
じ
）。
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（
３２
）
高
橋
麻
織
「
冷
泉
帝
の
元
服
―
摂
政
設
置
と
后
妃
入
内
か
ら
―
」（『
源

氏
物
語
の
政
治
学
―
史
実
・
准
拠
・
歴
史
物
語
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六

年
、
初
出
二
〇
〇
八
年
）
は
、
澪
標
巻
の
冷
泉
帝
元
服
か
ら
、
源
氏
の
政

治
家
と
し
て
の
あ
り
方
に
つ
い
て
言
及
す
る
が
、
藤
壺
の
政
治
家
と
し
て

の
語
ら
れ
方
に
つ
い
て
も
、
澪
標
巻
の
冷
泉
帝
元
服
を
始
発
と
す
る
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

※
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
よ
り
引
用
し
た
。（

）

内
は
、
巻
名
・
巻
数
・
頁
を
示
し
て
い
る
。

（
お
お
た
け
あ
か
り

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
生
）
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