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は
じ
め
に 

  

い
つ
の
世
も
、
親
は
子
よ
り
先
に
死
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
子
を
遺
し
て
死
ぬ
親
の

不
安
や
心
配
も
ま
た
、
い
つ
の
世
に
も
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
平
安
の
世
も
例
外
で

は
な
い
。
現
存
最
古
の
歴
史
物
語
『
栄
花
物
語
』
に
は
、
死
期
を
迎
え
、
妻
子
を
遺

し
て
最
期
を
迎
え
る
父
親
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

中
で
も
、
巻
八
「
は
つ
は
な
」
で
の
、
藤
原
伊
周
の
死
を
前
に
し
た
家
族
へ
の
訓

戒
の
場
面
は
、
一
家
全
体
が
重
苦
し
い
絶
望
の
雰
囲
気
を
ま
と
っ
て
い
る
。
二
人
の

娘
、
息
子
道
雅
、
北
の
方
を
前
に
、
も
う
長
く
な
い
こ
と
を
匂
わ
せ
、
没
落
に
よ
る

苦
労
や
屈
辱
を
予
想
し
、
今
後
の
身
の
振
り
方
、
自
ら
の
後
悔
を
子
供
た
ち
に
懇
々

と
語
り
掛
け
る
体
で
物
語
は
綴
ら
れ
て
い
る
。
二
人
の
娘
は
ま
だ
結
婚
前
の
身
で

あ
る
が
、
そ
の
結
婚
を
世
話
す
る
べ
き
父
で
あ
る
自
分
は
、
今
日
と
も
明
日
と
も
知

れ
ぬ
身
で
あ
る
。
頼
る
べ
き
母
（
伊
周
北
の
方
）
も
、
子
供
の
世
話
役
と
し
て
頼
み

に
で
き
る
よ
う
な
人
で
は
な
い
。
入
内
を
夢
見
て
大
事
に
育
て
た
娘
た
ち
は
今
後

ど
う
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
嘆
き
の
言
葉
に
続
い
て
、
伊
周
が
時
勢
に

つ
い
て
述
べ
た
「
今
の
世
の
こ
と
と
て
、
い
み
じ
き
帝
の
御
女
や
、
太
政
大
臣
の
女

と
い
へ
ど
、
み
な
宮
仕
に
出
で
立
ち
ぬ
め
り
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
「
昨
今
は
、

貴
き
帝
の
御
息
女
や
太
政
大
臣
の
御
息
女
と
い
え
ど
、
み
ん
な
宮
仕
え
に
出
て
し

ま
う
よ
う
だ
。
同
じ
よ
う
に
自
分
の
子
供
た
ち
も
身
を
落
と
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ

う
か
」
、
と
い
う
危
惧
に
加
え
て
、
「
そ
う
な
っ
た
ら
自
分
の
恥
だ
か
ら
何
と
か
踏

み
と
ど
ま
っ
て
く
れ
」
と
い
う
の
が
伊
周
の
最
後
の
願
い
で
あ
っ
た
。 

 

巻
八
「
は
つ
は
な
」
は
、
そ
の
中
関
白
家
没
落
の
仕
上
げ
と
も
い
う
べ
き
伊
周
の

死―
―

道
長
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
最
後
の
相
手
の
死
が
描
か
れ
る
。『
栄
花
物
語
』

を
読
み
解
く
上
で
、
伊
周
の
死
と
そ
の
遺
言
の
描
か
れ
方
を
追
究
す
る
こ
と
は
、
作

品
全
体
を
考
察
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
伊
周
の
遺
言
に
注
目
し
、

伊
周
を
は
じ
め
と
す
る
中
関
白
家
、
及
び
藤
原
為
光
と
そ
の
娘
に
対
し
て
の
『
栄
花

物
語
』
で
の
描
か
れ
方
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

な
お
、
『
栄
花
物
語
』
を
始
め
と
す
る
古
典
作
品
の
引
用
は
特
に
断
り
の
な
い
場

合
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
以
下
、
新
編
全
集
と
略
称
）
に
よ
り
、
冊
数
と
頁

数
を
付
記
し
た
。
引
用
文
中
の
傍
線
等
は
特
に
断
り
の
な
い
場
合
、
引
用
者
に
よ
る
。

旧
字
、
旧
仮
名
遣
い
を
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

 

一
、
伊
周
の
遺
言
場
面 

 
 

伊
周
の
遺
言 
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巻
八
「
は
つ
は
な
」
は
、
『
栄
花
物
語
』
の
中
で
最
も
長
編
で
あ
り
、
そ
の
名
の

通
り
「
栄
花
の
初
花
」
た
る
敦
成
親
王
の
誕
生
を
描
い
た
巻
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、

道
長
と
の
政
争
に
破
れ
た
伊
周
の
最
期
を
描
く
巻
で
も
あ
る
。
松
村
博
司
氏
（
一
）

は

本
巻
を
三
部
構
成
と
見
て
、
第
一
部
は
彰
子
の
懐
妊
ま
で
、
第
二
部
は
敦
成
親
王
誕

生
記
、
そ
し
て
第
三
部
は
、
皇
子
誕
生
に
対
す
る
伊
周
の
嘆
き
か
ら
遺
言
と
死
を
経

て
、
一
条
天
皇
の
譲
位
思
案
で
巻
が
締
め
括
ら
れ
る
ま
で
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
注

目
す
る
伊
周
の
遺
言
は
こ
の
第
三
部
に
当
た
る
。
ま
た
、
松
村
氏
は
第
三
部
の
主
要

記
事
を
「
伊
周
の
晩
年
と
薨
去
」
「
中
宮
彰
子
引
続
き
皇
子
出
産
の
事
」
「
具
平
親

王
女
隆
姫
と
頼
通
の
結
婚
」
「
尚
侍
姸
子
東
宮
御
参
り
」
と
大
別
し
、
伊
周
家
に
関

わ
る
一
連
の
関
連
記
事
は
、
「
巻
八
全
体
の
中
に
お
い
て
は
、
道
長
関
係
記
事
と
明

瞭
な
明
暗
の
対
照
を
見
せ
る
よ
う
な
文
学
的
構
成
が
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
下
、
内
容
で
区
切
り
つ
つ
遺
言
の
内
容
を
紹
介
す
る
。
伊

周
の
遺
言
は
子
供
と
妻
に
語
り
か
け
る
台
詞
の
体
裁
で
書
か
れ
て
い
る
。 

 

年
も
か
へ
り
ぬ
。
寛
弘
七
年
と
ぞ
い
ふ
め
る
。
よ
ろ
づ
の
例
の
有
様
に
て
過
ぎ

も
て
行
く
に
、
帥
殿
は
今
年
と
な
り
て
は
、
い
と
ど
御
心
地
重
り
て
、
今
日
や

今
日
や
と
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
何
ご
と
も
月
ご
ろ
し
つ
く
さ
せ
た
ま
へ
れ
ば
、

今
は
い
か
が
す
べ
き
と
思
し
嘆
き
、
さ
る
は
一
昨
年
よ
り
は
、
御
封
な
ど
も
例

の
大
臣
の
定
に
得
さ
せ
た
ま
へ
ど
、
国
々
の
守
も
、
は
か
ば
か
し
く
す
が
や
か

に
奉
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
、
い
と
い
と
ほ
し
げ
な
り
。
御
心
地
い
み
じ
う
な
ら
せ

た
ま
へ
ば
、
こ
の
姫
君
二
所
、
蔵
人
少
将
と
を
並
め
据
ゑ
て
、
北
の
方
に
聞
え

た
ま
ふ
。
（
1
：
四
四
八
頁
） 

 

『
栄
花
物
語
』
巻
八
「
は
つ
は
な
」
の
後
半
、
時
は
寛
弘
七
年
（1010

）
、
道
長
と

の
政
争
に
破
れ
、
中
関
白
家
の
巻
き
返
し
は
も
は
や
絶
望
的
な
状
況
で
あ
る
。
藤
原

伊
周
の
病
状
は
悪
化
し
、
地
方
か
ら
の
税
収
も
は
か
ば
か
し
く
な
い
。
そ
ん
な
状
況

に
つ
い
て
草
子
地
、
語
り
手
部
分
は
、
傍
線
部
で
「
た
い
そ
う
お
気
の
毒
で
あ
る
」

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
同
情
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
伊
周
は
体
調
も
優
れ
ず
、

自
ら
の
死
を
悟
っ
た
の
か
、
三
人
の
子
供
た
ち
と
妻
を
並
べ
て
遺
言
と
も
訓
戒
と

も
い
え
る
も
の
を
語
る
。 

 

「
己
な
く
な
り
な
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
ど
も
を
か
し
た
ま
は
ん
ず
ら
ん
。

世
の
中
に
は
べ
り
つ
る
か
ぎ
り
は
、
と
あ
り
と
も
か
か
り
と
も
、
女
御
、
后
と

見
た
て
ま
つ
ら
ぬ
や
う
は
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
と
思
ひ
と
り
て
、
か
し
づ
き

た
て
ま
つ
り
つ
る
に
、
命
耐
へ
ず
な
り
ぬ
れ
ば
、
い
か
が
し
た
ま
は
ん
と
す
る
。

今
の
世
の
こ
と
と
て
、
い
み
じ
き
帝
の
御
女
や
、
太
政
大
臣
の
女
と
い
へ
ど
、

み
な
宮
仕
に
出
で
立
ち
ぬ
め
り
。
こ
の
君
達
を
い
か
に
ほ
し
と
思
ふ
人
多
か
ら

ん
と
す
ら
ん
な
。
そ
れ
は
た
だ
異
事
な
ら
ず
、
己
が
た
め
の
末
の
世
の
恥
な
ら

ん
と
思
ひ
て
。
（
1
：
四
四
八
頁
） 

  

伊
周
の
長
い
台
詞
部
分
が
始
ま
る
。
こ
れ
が
本
人
の
言
で
あ
る
か
、
実
際
に
本
人

が
言
っ
た
も
の
と
し
て
も
一
字
一
句
違
わ
な
い
ほ
ど
正
確
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
か

な
ど
は
一
旦
お
く
と
し
て
、
言
っ
て
い
る
内
容
や
そ
の
表
現
に
は
臨
場
感
が
あ
っ

て
非
常
に
写
実
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
二
人
の
姫
君
を
前
に
、
「
今
の
世
は
貴
人

の
娘
た
ち
も
み
ん
な
〈
宮
仕
え
〉
に
出
る
ら
し
い
」
「
娘
た
ち
を
女
房
に
欲
し
い
と

思
う
人
は
多
か
ろ
う
」
と
娘
た
ち
の
将
来
や
結
婚
に
つ
い
て
危
惧
す
る
。
ま
た
、
娘

た
ち
に
不
本
意
な
結
婚
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
世
間
に
は
自
分
の
采
配
と
思
わ
れ

る
だ
ろ
う
」
と
語
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
娘
た
ち
の
将
来
を
心
配
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
一
方
、
自
分
の
不
名
誉
へ
の
心
配
が
伺
え
る
。 

 

こ
こ
で
伊
周
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
で
表
記
し
た
部
分
で
、
「
今
の
世
の
中
で
は
、
高
貴

な
帝
の
娘
や
太
政
大
臣
の
娘
も
み
ん
な
宮
仕
え
に
出
て
行
く
」
と
い
う
内
容
を
述

べ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
宮
仕
え
」
は
、
貴
人
の
家
に
使
用
人
と
し
て
仕
え
る
と
い
う

意
と
思
わ
れ
、
内
親
王
や
大
臣
家
の
女
で
さ
え
も
使
用
人
に
身
を
落
と
す
こ
と
、
自

分
の
娘
た
ち
も
そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が

自
分
の
死
後
の
恥
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

男
に
ま
れ
、
何
の
宮
、
か
の
御
方
よ
り
と
て
、
こ
と
も
よ
う
語
ら
ひ
よ
せ
て
は
、

故
殿
の
何
と
あ
り
し
か
ば
か
か
る
ぞ
か
し
と
、
心
を
遣
ひ
し
か
ば
な
ど
こ
そ

は
、
世
に
も
言
ひ
思
は
め
。
母
と
て
お
は
す
る
人
、
は
た
こ
の
君
達
の
有
様
を

は
か
ば
か
し
う
後
見
も
て
な
し
た
ま
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
な
ど
て
世
に
あ
り

つ
る
を
り
、
神
仏
に
も
、
『
己
が
あ
る
を
り
、
先
に
た
て
た
ま
へ
』
と
、
祈
り

請
は
ざ
り
つ
ら
ん
と
思
ふ
が
悔
し
き
こ
と
。
さ
り
と
て
尼
に
な
し
た
て
ま
つ

ら
ん
と
す
れ
ば
、
人
聞
き
も
の
狂
ほ
し
き
も
の
か
ら
、
あ
や
し
の
法
師
の
具
ど

も
に
な
り
た
ま
は
ん
ず
か
し
。
あ
は
れ
に
悲
し
き
わ
ざ
か
な
。
ま
ろ
が
死
な
ん

後
、
人
笑
は
れ
に
人
の
思
ふ
ば
か
り
の
ふ
る
ま
ひ
有
様
掟
て
た
ま
は
ば
、
か
な

ら
ず
恨
み
き
こ
え
ん
と
す
。
ゆ
め
ゆ
め
ま
ろ
が
な
か
ら
ん
世
の
面
伏
、
ま
ろ
を

人
に
言
ひ
笑
は
せ
た
ま
ふ
な
よ
」
（
1
：
四
四
八
～
四
四
九
頁
） 

 

そ
の
彼
の
懸
念
の
原
因
の
ひ
と
つ
と
思
わ
れ
る
が
、
子
供
た
ち
の
後
見
人
と
し
て

頼
る
べ
き
母
親
（
伊
周
北
の
方
）
が
当
て
に
な
ら
な
い
こ
と
を
嘆
く
。
こ
ん
な
こ
と

な
ら
自
分
の
目
が
届
く
う
ち
に
「
子
供
た
ち
を
先
に
死
な
せ
て
く
れ
」
と
神
仏
に
頼

め
ば
よ
か
っ
た
の
だ
、
と
後
悔
を
語
る
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
娘
を
尼
に
し
た
と
こ

ろ
で
不
安
が
晴
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
伊
周
は
娘
た
ち
に
言
い
聞
か
せ
る
こ
と
し

か
で
き
な
い
。 

 

な
ど
、
泣
く
泣
く
申
し
た
ま
へ
ば
、
大
姫
君
、
小
姫
君
、
涙
を
流
し
た
ま
ふ
も

お
ろ
か
な
り
、
た
だ
あ
き
れ
て
お
は
す
。
北
の
方
も
答
へ
た
ま
は
ん
方
も
な
く
、

た
だ
よ
よ
と
泣
き
た
ま
ふ
。
松
君
の
少
将
な
ど
を
、
「
と
り
わ
き
い
み
じ
き
も

の
に
言
ひ
思
ひ
し
か
ど
、
位
も
か
ば
か
り
な
る
を
見
置
き
て
死
ぬ
る
こ
と
。
わ

れ
に
後
れ
て
い
か
が
せ
む
と
す
る
。
魂
あ
れ
ば
さ
り
と
も
と
は
思
へ
ど
も
、
い

か
に
せ
ん
と
す
ら
ん
な
。
い
で
や
、
世
に
あ
り
わ
づ
ら
ひ
、
官
位
人
よ
り
は
短

し
、
人
と
等
し
く
な
ら
ん
な
ど
思
ひ
て
、
世
に
し
た
が
ひ
、
も
の
お
ぼ
え
ぬ
追

従
を
な
し
、
名
簿
う
ち
し
な
ど
せ
ば
、
世
に
片
時
あ
り
廻
ら
せ
じ
と
す
。
そ
の

定
な
ら
ば
、
た
だ
出
家
し
て
山
林
に
入
り
ぬ
べ
き
ぞ
」
な
ど
、
泣
く
泣
く
言
ひ

つ
づ
け
た
ま
ふ
を
、
い
み
じ
う
悲
し
と
思
ひ
ま
ど
ひ
た
ま
ふ
。
げ
に
こ
と
わ
り

に
悲
し
と
も
お
ろ
か
な
り
。
（
1
：
四
四
九
～
四
五
〇
頁
） 

 

そ
ん
な
伊
周
の
訓
戒
に
対
し
て
、
娘
た
ち
や
北
の
方
も
泣
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

そ
し
て
次
に
「
松
君
の
少
将
」
す
な
わ
ち
息
子
道
雅
に
訓
戒
の
対
象
が
移
る
。
娘
た

ち
に
対
し
て
は
「
結
婚
や
宮
仕
え
で
恥
を
か
か
せ
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
話
が
主
立

っ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
息
子
に
対
し
て
は
、
「
官
位
を
追
い
求
め
る
余
り
、
他
人
に

追
従
を
す
る
な
」
と
い
う
訓
戒
で
あ
る
。
娘
た
ち
に
対
し
て
は
「
尼
に
し
て
も
駄
目

だ
」
と
い
う
結
論
だ
っ
た
が
、
息
子
に
対
し
て
は
「
出
家
し
て
山
に
入
れ
」
と
具
体

的
に
出
家
を
推
奨
し
て
い
る
。 

 
 

伊
周
の
娘
た
ち
の
結
末 

  

伊
周
の
台
詞
は
こ
こ
ま
で
で
、
続
け
て
隆
家
が
伊
周
を
励
ま
す
様
子
や
、
定
子
所

生
の
脩
子
内
親
王
と
敦
康
親
王
が
伯
父
の
容
態
を
心
配
す
る
様
子
、
伊
周
の
妻
子

の
為
人
の
描
写
が
あ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
正
月
二
十
九
日
に
死
去
し
た
と
の
記
事

－12－



な
帝
の
娘
や
太
政
大
臣
の
娘
も
み
ん
な
宮
仕
え
に
出
て
行
く
」
と
い
う
内
容
を
述

べ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
宮
仕
え
」
は
、
貴
人
の
家
に
使
用
人
と
し
て
仕
え
る
と
い
う

意
と
思
わ
れ
、
内
親
王
や
大
臣
家
の
女
で
さ
え
も
使
用
人
に
身
を
落
と
す
こ
と
、
自

分
の
娘
た
ち
も
そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が

自
分
の
死
後
の
恥
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

男
に
ま
れ
、
何
の
宮
、
か
の
御
方
よ
り
と
て
、
こ
と
も
よ
う
語
ら
ひ
よ
せ
て
は
、

故
殿
の
何
と
あ
り
し
か
ば
か
か
る
ぞ
か
し
と
、
心
を
遣
ひ
し
か
ば
な
ど
こ
そ

は
、
世
に
も
言
ひ
思
は
め
。
母
と
て
お
は
す
る
人
、
は
た
こ
の
君
達
の
有
様
を

は
か
ば
か
し
う
後
見
も
て
な
し
た
ま
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
な
ど
て
世
に
あ
り

つ
る
を
り
、
神
仏
に
も
、
『
己
が
あ
る
を
り
、
先
に
た
て
た
ま
へ
』
と
、
祈
り

請
は
ざ
り
つ
ら
ん
と
思
ふ
が
悔
し
き
こ
と
。
さ
り
と
て
尼
に
な
し
た
て
ま
つ

ら
ん
と
す
れ
ば
、
人
聞
き
も
の
狂
ほ
し
き
も
の
か
ら
、
あ
や
し
の
法
師
の
具
ど

も
に
な
り
た
ま
は
ん
ず
か
し
。
あ
は
れ
に
悲
し
き
わ
ざ
か
な
。
ま
ろ
が
死
な
ん

後
、
人
笑
は
れ
に
人
の
思
ふ
ば
か
り
の
ふ
る
ま
ひ
有
様
掟
て
た
ま
は
ば
、
か
な

ら
ず
恨
み
き
こ
え
ん
と
す
。
ゆ
め
ゆ
め
ま
ろ
が
な
か
ら
ん
世
の
面
伏
、
ま
ろ
を

人
に
言
ひ
笑
は
せ
た
ま
ふ
な
よ
」
（
1
：
四
四
八
～
四
四
九
頁
） 

 

そ
の
彼
の
懸
念
の
原
因
の
ひ
と
つ
と
思
わ
れ
る
が
、
子
供
た
ち
の
後
見
人
と
し
て

頼
る
べ
き
母
親
（
伊
周
北
の
方
）
が
当
て
に
な
ら
な
い
こ
と
を
嘆
く
。
こ
ん
な
こ
と

な
ら
自
分
の
目
が
届
く
う
ち
に
「
子
供
た
ち
を
先
に
死
な
せ
て
く
れ
」
と
神
仏
に
頼

め
ば
よ
か
っ
た
の
だ
、
と
後
悔
を
語
る
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
娘
を
尼
に
し
た
と
こ

ろ
で
不
安
が
晴
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
伊
周
は
娘
た
ち
に
言
い
聞
か
せ
る
こ
と
し

か
で
き
な
い
。 

 

な
ど
、
泣
く
泣
く
申
し
た
ま
へ
ば
、
大
姫
君
、
小
姫
君
、
涙
を
流
し
た
ま
ふ
も

お
ろ
か
な
り
、
た
だ
あ
き
れ
て
お
は
す
。
北
の
方
も
答
へ
た
ま
は
ん
方
も
な
く
、

た
だ
よ
よ
と
泣
き
た
ま
ふ
。
松
君
の
少
将
な
ど
を
、
「
と
り
わ
き
い
み
じ
き
も

の
に
言
ひ
思
ひ
し
か
ど
、
位
も
か
ば
か
り
な
る
を
見
置
き
て
死
ぬ
る
こ
と
。
わ

れ
に
後
れ
て
い
か
が
せ
む
と
す
る
。
魂
あ
れ
ば
さ
り
と
も
と
は
思
へ
ど
も
、
い

か
に
せ
ん
と
す
ら
ん
な
。
い
で
や
、
世
に
あ
り
わ
づ
ら
ひ
、
官
位
人
よ
り
は
短

し
、
人
と
等
し
く
な
ら
ん
な
ど
思
ひ
て
、
世
に
し
た
が
ひ
、
も
の
お
ぼ
え
ぬ
追

従
を
な
し
、
名
簿
う
ち
し
な
ど
せ
ば
、
世
に
片
時
あ
り
廻
ら
せ
じ
と
す
。
そ
の

定
な
ら
ば
、
た
だ
出
家
し
て
山
林
に
入
り
ぬ
べ
き
ぞ
」
な
ど
、
泣
く
泣
く
言
ひ

つ
づ
け
た
ま
ふ
を
、
い
み
じ
う
悲
し
と
思
ひ
ま
ど
ひ
た
ま
ふ
。
げ
に
こ
と
わ
り

に
悲
し
と
も
お
ろ
か
な
り
。
（
1
：
四
四
九
～
四
五
〇
頁
） 

 

そ
ん
な
伊
周
の
訓
戒
に
対
し
て
、
娘
た
ち
や
北
の
方
も
泣
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

そ
し
て
次
に
「
松
君
の
少
将
」
す
な
わ
ち
息
子
道
雅
に
訓
戒
の
対
象
が
移
る
。
娘
た

ち
に
対
し
て
は
「
結
婚
や
宮
仕
え
で
恥
を
か
か
せ
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
話
が
主
立

っ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
息
子
に
対
し
て
は
、
「
官
位
を
追
い
求
め
る
余
り
、
他
人
に

追
従
を
す
る
な
」
と
い
う
訓
戒
で
あ
る
。
娘
た
ち
に
対
し
て
は
「
尼
に
し
て
も
駄
目

だ
」
と
い
う
結
論
だ
っ
た
が
、
息
子
に
対
し
て
は
「
出
家
し
て
山
に
入
れ
」
と
具
体

的
に
出
家
を
推
奨
し
て
い
る
。 

 
 

伊
周
の
娘
た
ち
の
結
末 

  

伊
周
の
台
詞
は
こ
こ
ま
で
で
、
続
け
て
隆
家
が
伊
周
を
励
ま
す
様
子
や
、
定
子
所

生
の
脩
子
内
親
王
と
敦
康
親
王
が
伯
父
の
容
態
を
心
配
す
る
様
子
、
伊
周
の
妻
子

の
為
人
の
描
写
が
あ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
正
月
二
十
九
日
に
死
去
し
た
と
の
記
事

－13－



で
、
中
関
白
家
の
話
題
は
一
旦
途
切
れ
る
。
し
か
し
悲
劇
は
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら

ず
、
同
巻
の
終
盤
、
伊
周
が
懸
念
し
て
い
た
こ
と
が
早
々
に
現
実
と
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

か
の
帥
殿
の
大
姫
君
に
は
た
だ
今
の
大
殿
の
高
松
殿
腹
の
三
位
中
将
通
ひ
き

こ
え
た
ま
ふ
と
ぞ
い
ふ
と
、
世
に
聞
え
た
り
。
あ
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
殿

の
思
し
掟
て
し
に
は
違
ひ
た
り
。
中
将
い
み
じ
う
色
め
か
し
う
て
、
よ
ろ
づ
の

人
た
だ
に
過
ぐ
し
た
ま
は
ず
な
ど
し
て
、
御
方
々
の
女
房
に
も
の
の
た
ま
ひ
、

子
を
さ
へ
生
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
に
、
こ
の
御
あ
た
り
に
お
は
し
初
め
て
後
は
、

こ
よ
な
き
御
心
用
ゐ
な
れ
ど
、
な
ほ
を
り
を
り
の
も
の
の
紛
れ
ぞ
、
い
と
心
づ

き
な
う
お
は
し
け
る
。
あ
は
れ
に
心
ざ
し
の
あ
る
ま
ま
に
よ
ろ
づ
に
あ
つ
か

ひ
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
仕
ま
つ
る
人
も
う
ち
泣
き
、
女
君
も
恥
づ
か
し
き
ま
で

思
し
け
り
。
母
北
の
方
、
も
と
よ
り
中
の
君
を
ぞ
い
み
じ
く
思
ひ
き
こ
え
た
ま

へ
り
け
れ
ば
、
よ
ろ
づ
に
こ
の
御
た
め
に
は
お
ろ
か
な
る
さ
ま
に
見
え
た
ま

ひ
け
る
。
（
1
：
四
五
九
頁
） 

 

二
人
の
姫
君
の
う
ち
、
年
長
の
大
姫
君
の
方
に
、
道
長
の
明
子
腹
の
息
子
頼
宗
が
通

い
始
め
た
。
道
長
家
へ
の
配
慮
か
ら
か
、
「
あ
し
か
ら
ぬ
こ
と
」
や
「
こ
よ
な
き
御

心
用
ゐ
」
な
ど
と
肯
定
的
な
見
方
を
す
る
一
方
、
頼
宗
の
好
色
性
を
フ
ォ
ロ
ー
し
切

れ
て
い
な
い
点
や
、
「
伊
周
が
訓
戒
し
て
い
た
こ
と
に
は
背
い
て
し
ま
っ
た
」
と
伊

周
の
立
場
か
ら
見
た
物
言
い
も
さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
伊
周
の

目
算
通
り
と
す
る
意
図
な
の
か
、
「
当
て
に
な
ら
な
い
」
と
心
配
し
て
い
た
母
北
の

方
の
無
策
の
様
に
つ
い
て
も
描
写
が
あ
る
。
加
え
て
、
大
姫
君
に
続
い
て
妹
の
中
の

君
の
そ
の
後
ま
で
、
巻
八
で
完
結
し
て
し
ま
う
。 

 

中
の
君
を
ば
中
宮
よ
り
ぞ
た
び
た
び
御
消
息
聞
え
た
ま
へ
ど
、
昔
の
御
遺
言

の
片
端
よ
り
破
れ
ん
い
み
じ
さ
に
、
た
だ
今
思
し
も
か
け
ざ
め
れ
ど
、
目
や
す

き
ほ
ど
の
御
ふ
る
ま
ひ
な
ら
ば
さ
や
う
に
や
と
、
心
苦
し
う
ぞ
見
え
た
ま
ひ

け
る
。
あ
は
れ
な
る
世
の
中
は
、
寝
る
が
中
の
夢
に
劣
ら
ぬ
さ
ま
な
り
。 

（
1
：
四
六
〇
頁
） 

 

右
の
引
用
か
ら
そ
の
ま
ま
続
い
て
い
る
本
文
で
あ
る
。
妹
に
は
中
宮
彰
子
か
ら
た

び
た
び
「
手
紙
」
が
あ
っ
た
と
い
う
表
現
が
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
女
房
出
仕
の

要
請
で
あ
る
こ
と
は
、
続
く
「
昔
の
御
遺
言
の
片
端
よ
り
破
れ
ん
い
み
じ
さ
」
と
い

う
語
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
御
ふ
る
ま
ひ
」
を
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
と
新
編

全
集
は
「
お
取
り
扱
い
」
「
お
扱
い
」
と
、
彰
子
側
の
待
遇
の
よ
う
に
訳
す
が
、
こ

こ
は
「
難
の
な
い
身
の
振
り
で
あ
る
な
ら
ば
」
と
中
の
君
本
人
の
挙
動
と
解
せ
る
。

遺
言
の
手
前
、
今
の
と
こ
ろ
は
考
え
ら
れ
な
い
と
は
言
い
つ
つ
も
、
話
が
進
み
そ
う

な
様
子
を
見
せ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
伊
周
の
遺
言
に
背
い
て
い
る
こ
と
に
は
重
点

が
置
か
れ
、
世
の
儚
さ
を
思
わ
せ
る
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
心
苦
し
と
「
見
え
な

さ
っ
て
い
る
」
主
体
は
、
前
の
部
分
か
ら
続
い
て
い
る
と
見
れ
ば
中
の
君
本
人
で
は

な
く
、
娘
を
使
用
人
に
落
と
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
北
の
方
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
に
よ
る
と
こ
の
部
分
に
は
異
同
が
あ
り
、
反
映
さ

せ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
重
要
な
部
分
に
傍
線
を
付
し
、
仮
名
遣
い
な
ど
大
意

に
影
響
の
な
い
も
の
は
新
編
全
集
の
校
訂
に
従
い
、
濁
点
な
ど
は
筆
者
が
補
っ
た
。 

 

中
の
君
は
、
中
宮
よ
り
ぞ
た
び
た
び
御
消
息
聞
え
た
ま
へ
ど
、
昔
の
御
遺
言
の

片
端
よ
り
破
れ
ん
が
い
み
じ
さ
に
、
た
だ
今
思
し
か
け
ざ
ん
め
れ
ど
、
や
す
き

ほ
ど
の
御
ふ
る
ま
ひ
な
ら
ば
さ
や
う
に
や
と
、
心
苦
し
う
ぞ
見
き
こ
え
た
ま

ひ
け
る
。
あ
は
れ
な
る
世
中
は
、
寝
る
が
中
の
夢
に
劣
ら
ぬ
さ
ま
な
る
に
、 

 

富
岡
本
で
は
「
夢
の
よ
う
な
世
の
儚
さ
」
の
形
容
か
ら
、
次
の
話
題
（
敦
道
親
王
薨

去
）
に
続
い
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
本
文
で
は
、
「
気
楽
な
程
度
の
身
の
振
り
な
ら
ば

そ
の
よ
う
に
」
と
い
う
条
件
に
な
り
、
「
北
の
方
が
我
が
子
中
の
君
に
対
し
て
」
つ

ら
い
と
感
じ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
富
岡
本
の
方
が
梅
沢
本
よ
り
も
姫
君
本
人

に
対
し
て
の
気
遣
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

二
人
の
姫
君
は
こ
れ
以
降
『
栄
花
物
語
』
に
登
場
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

大
姫
君
は
次
の
巻
九
「
い
は
か
げ
」
で
頼
宗
と
の
子
を
出
産
す
る
場
面
が
あ
る
。
巻

八
「
は
つ
は
な
」
で
頼
宗
が
通
っ
て
来
て
い
た
話
の
後
日
談
で
、
二
人
の
間
に
は
早

く
も
子
が
生
ま
れ
て
い
る
。 

 

か
く
い
ふ
ほ
ど
に
、
故
帥
殿
の
姫
君
に
は
、
高
松
殿
の
二
位
中
将
住
み
た
ま
ひ

け
れ
ば
、
こ
の
ご
ろ
ぞ
御
子
に
生
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
れ
ば
、
い
み
じ
う
う

つ
く
し
き
女
君
に
お
は
す
れ
ば
、
殿
は
后
が
ね
と
抱
き
持
ち
て
、
う
つ
く
し
み

た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
七
日
が
ほ
ど
の
御
有
様
か
ぎ
り
な
く
、
御
方
々
よ
り
も

御
と
ぶ
ら
ひ
ど
も
あ
り
。
殿
の
御
前
は
た
さ
ら
な
り
、
よ
ろ
づ
に
知
り
あ
つ
か

ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
あ
は
れ
、
帥
殿
の
い
み
じ
き
も
の
に
か
し
づ
き
た
ま

ひ
き
を
思
し
出
づ
る
に
も
、
こ
れ
わ
ろ
き
振
舞
に
は
あ
ら
ね
ど
、
世
に
か
ぎ
り

な
き
御
有
様
に
思
し
掟
て
し
も
の
を
と
、
ま
づ
思
ひ
出
で
き
こ
ゆ
る
人
々
多

か
り
。
詳
し
き
御
事
も
、
世
の
騒
が
し
き
営
み
な
れ
ば
、
え
書
き
つ
く
さ
ず
な

り
ぬ
、
推
し
は
か
る
べ
し
。
こ
の
君
生
れ
た
ま
ひ
て
後
は
、
内
裏
、
殿
な
ど
に

参
り
た
ま
ふ
も
、
暇
惜
し
う
思
さ
れ
て
な
ん
。
（
1
：
四
七
九
～
四
八
〇
頁
） 

 

こ
れ
も
巻
八
の
時
と
同
様
に
、
伊
周
家
側
の
無
念
と
道
長
家
側
の
厚
遇
を
混
在
さ

せ
る
書
き
ぶ
り
で
、
「
悪
い
身
の
振
り
で
は
な
い
が
」
と
い
う
よ
う
に
、
母
北
の
方

が
気
に
し
て
い
た
「
ふ
る
ま
ひ
」
と
い
う
観
点
で
大
姫
君
の
結
末
を
語
っ
て
い
る
。 

 

一
方
の
中
の
君
に
い
た
っ
て
は
、
女
房
の
一
人
と
し
て
名
前
が
挙
が
っ
た
り
出

仕
の
待
遇
の
参
考
と
し
て
言
及
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る

姉
妹
の
物
語
は
こ
こ
で
あ
っ
け
な
く
終
わ
っ
て
い
る
。 

 
 

問
題
の
所
在 

  

さ
て
、
注
目
し
た
い
の
が
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
で
あ
る
。
こ
の
「
今

の
世
の
こ
と
と
て
、
い
み
じ
き
帝
の
御
女
や
、
太
政
大
臣
の
女
と
い
へ
ど
、
み
な
宮

仕
に
出
で
立
ち
ぬ
め
り
」
と
い
う
部
分
は
、
「
高
貴
な
女
性
が
使
用
人
と
し
て
家
に

仕
え
る
」
と
い
う
世
相
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
素
直
に
読
め

ば
、
「
最
上
級
の
ク
ラ
ス
の
女
性
た
ち
で
さ
え
宮
仕
え
（
貴
族
の
家
庭
で
使
用
人
と

し
て
働
く
こ
と
）
に
出
て
行
く
ら
し
い
。
道
隆
の
孫
で
あ
り
、
伊
周
の
正
妻
腹
の
娘

で
あ
る
二
人
は
、
教
養
も
た
し
な
み
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
目
的

に
、
自
分
の
死
後
、
娘
た
ち
を
手
に
入
れ
た
が
る
者
が
大
勢
い
る
だ
ろ
う
し
、
二
人

は
そ
れ
に
抗
え
ず
使
用
人
に
身
を
落
と
し
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
」
と
い
っ
た
伊

周
の
危
惧
が
伺
え
る
。 

 

ま
ず
、
こ
こ
で
、
出
で
立
ち
ぬ
「
め
り
」
と
、
伊
周
が
「
推
定
・
婉
曲
」
を
用
い

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
小
田
勝
氏
（
二
）

は
「
推
定
」
に
つ
い
て
、
「
証
拠
性

を
も
っ
て
成
立
し
た
認
識
」
と
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
助
動
詞
「
め
り
」
に
つ
い

て
は
、
「
視
覚
に
よ
っ
て
事
態
を
推
定
す
る
意
を
表
す
」
も
の
で
、
「
話
し
手
の
主

観
的
な
判
断
に
偏
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
人
的
、
主
観
的
な

判
断
で
は
あ
る
が
、
彼
の
中
に
は
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
っ
て
こ
の
よ
う
に
言
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
一
つ
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
伊
周
の
発
言
に
彼
な
り
の
判
断
基
準
が
あ
っ
た

と
し
て
、
そ
れ
は
一
般
的
に
妥
当
な
も
の
で
、
伊
周
の
独
り
よ
が
り
な
的
外
れ
な
心

－14－



富
岡
本
で
は
「
夢
の
よ
う
な
世
の
儚
さ
」
の
形
容
か
ら
、
次
の
話
題
（
敦
道
親
王
薨

去
）
に
続
い
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
本
文
で
は
、
「
気
楽
な
程
度
の
身
の
振
り
な
ら
ば

そ
の
よ
う
に
」
と
い
う
条
件
に
な
り
、
「
北
の
方
が
我
が
子
中
の
君
に
対
し
て
」
つ

ら
い
と
感
じ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
富
岡
本
の
方
が
梅
沢
本
よ
り
も
姫
君
本
人

に
対
し
て
の
気
遣
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

二
人
の
姫
君
は
こ
れ
以
降
『
栄
花
物
語
』
に
登
場
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

大
姫
君
は
次
の
巻
九
「
い
は
か
げ
」
で
頼
宗
と
の
子
を
出
産
す
る
場
面
が
あ
る
。
巻

八
「
は
つ
は
な
」
で
頼
宗
が
通
っ
て
来
て
い
た
話
の
後
日
談
で
、
二
人
の
間
に
は
早

く
も
子
が
生
ま
れ
て
い
る
。 

 

か
く
い
ふ
ほ
ど
に
、
故
帥
殿
の
姫
君
に
は
、
高
松
殿
の
二
位
中
将
住
み
た
ま
ひ

け
れ
ば
、
こ
の
ご
ろ
ぞ
御
子
に
生
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
れ
ば
、
い
み
じ
う
う

つ
く
し
き
女
君
に
お
は
す
れ
ば
、
殿
は
后
が
ね
と
抱
き
持
ち
て
、
う
つ
く
し
み

た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
七
日
が
ほ
ど
の
御
有
様
か
ぎ
り
な
く
、
御
方
々
よ
り
も

御
と
ぶ
ら
ひ
ど
も
あ
り
。
殿
の
御
前
は
た
さ
ら
な
り
、
よ
ろ
づ
に
知
り
あ
つ
か

ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
あ
は
れ
、
帥
殿
の
い
み
じ
き
も
の
に
か
し
づ
き
た
ま

ひ
き
を
思
し
出
づ
る
に
も
、
こ
れ
わ
ろ
き
振
舞
に
は
あ
ら
ね
ど
、
世
に
か
ぎ
り

な
き
御
有
様
に
思
し
掟
て
し
も
の
を
と
、
ま
づ
思
ひ
出
で
き
こ
ゆ
る
人
々
多

か
り
。
詳
し
き
御
事
も
、
世
の
騒
が
し
き
営
み
な
れ
ば
、
え
書
き
つ
く
さ
ず
な

り
ぬ
、
推
し
は
か
る
べ
し
。
こ
の
君
生
れ
た
ま
ひ
て
後
は
、
内
裏
、
殿
な
ど
に

参
り
た
ま
ふ
も
、
暇
惜
し
う
思
さ
れ
て
な
ん
。
（
1
：
四
七
九
～
四
八
〇
頁
） 

 

こ
れ
も
巻
八
の
時
と
同
様
に
、
伊
周
家
側
の
無
念
と
道
長
家
側
の
厚
遇
を
混
在
さ

せ
る
書
き
ぶ
り
で
、
「
悪
い
身
の
振
り
で
は
な
い
が
」
と
い
う
よ
う
に
、
母
北
の
方

が
気
に
し
て
い
た
「
ふ
る
ま
ひ
」
と
い
う
観
点
で
大
姫
君
の
結
末
を
語
っ
て
い
る
。 

 

一
方
の
中
の
君
に
い
た
っ
て
は
、
女
房
の
一
人
と
し
て
名
前
が
挙
が
っ
た
り
出

仕
の
待
遇
の
参
考
と
し
て
言
及
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る

姉
妹
の
物
語
は
こ
こ
で
あ
っ
け
な
く
終
わ
っ
て
い
る
。 

 
 

問
題
の
所
在 

  

さ
て
、
注
目
し
た
い
の
が
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
で
あ
る
。
こ
の
「
今

の
世
の
こ
と
と
て
、
い
み
じ
き
帝
の
御
女
や
、
太
政
大
臣
の
女
と
い
へ
ど
、
み
な
宮

仕
に
出
で
立
ち
ぬ
め
り
」
と
い
う
部
分
は
、
「
高
貴
な
女
性
が
使
用
人
と
し
て
家
に

仕
え
る
」
と
い
う
世
相
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
素
直
に
読
め

ば
、
「
最
上
級
の
ク
ラ
ス
の
女
性
た
ち
で
さ
え
宮
仕
え
（
貴
族
の
家
庭
で
使
用
人
と

し
て
働
く
こ
と
）
に
出
て
行
く
ら
し
い
。
道
隆
の
孫
で
あ
り
、
伊
周
の
正
妻
腹
の
娘

で
あ
る
二
人
は
、
教
養
も
た
し
な
み
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
目
的

に
、
自
分
の
死
後
、
娘
た
ち
を
手
に
入
れ
た
が
る
者
が
大
勢
い
る
だ
ろ
う
し
、
二
人

は
そ
れ
に
抗
え
ず
使
用
人
に
身
を
落
と
し
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
」
と
い
っ
た
伊

周
の
危
惧
が
伺
え
る
。 

 

ま
ず
、
こ
こ
で
、
出
で
立
ち
ぬ
「
め
り
」
と
、
伊
周
が
「
推
定
・
婉
曲
」
を
用
い

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
小
田
勝
氏
（
二
）

は
「
推
定
」
に
つ
い
て
、
「
証
拠
性

を
も
っ
て
成
立
し
た
認
識
」
と
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
助
動
詞
「
め
り
」
に
つ
い

て
は
、
「
視
覚
に
よ
っ
て
事
態
を
推
定
す
る
意
を
表
す
」
も
の
で
、
「
話
し
手
の
主

観
的
な
判
断
に
偏
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
人
的
、
主
観
的
な

判
断
で
は
あ
る
が
、
彼
の
中
に
は
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
っ
て
こ
の
よ
う
に
言
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
一
つ
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
伊
周
の
発
言
に
彼
な
り
の
判
断
基
準
が
あ
っ
た

と
し
て
、
そ
れ
は
一
般
的
に
妥
当
な
も
の
で
、
伊
周
の
独
り
よ
が
り
な
的
外
れ
な
心

－15－



配
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
栄
花
物

語
』
の
失
脚
前
の
伊
周
は
、
そ
の
愚
行
と
も
言
え
る
失
政
を
描
か
れ
て
い
る
。
長
徳

元
年
（995
）
、
巻
四
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
で
、
道
隆
の
死
が
四
月
十
日
と
明
記
さ

れ
た
直
後
に
、
「
人
の
衣
袴
の
丈
、
伸
べ
縮
め
制
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」
の
記
事
が
挟
ま

れ
る
の
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
記
事
は
四
月
二
十
三
日
の
済
時
の
薨

去
な
の
で
、
当
然
ま
だ
道
隆
の
四
十
九
日
す
ら
済
ん
で
い
な
い
時
点
に
据
え
ら
れ

た
記
事
で
あ
る
が
、
実
際
は
、
こ
の
宣
旨
は
こ
の
約
三
か
月
後
、
七
月
に
至
っ
て
か

ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
三
）

の
で
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
作
為
的
な
挿
入
で
あ
る
。

新
編
全
集
は
「
道
長
が
内
覧
と
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
。
こ
の
制
に
伊
周
が
関
与
し
た

か
ど
う
か
は
不
明
」
（
1
：
二
一
一
頁
）
と
さ
え
見
る
。
彼
の
遺
言
は
、
こ
れ
と
同

様
に
、
伊
周
の
愚
か
さ
や
疑
心
暗
鬼
を
示
す
よ
う
な
『
栄
花
物
語
』
の
手
法
で
は
な

い
か
と
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

結
論
か
ら
言
え
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
伊
周
次
女
は
彰
子
の
女
房
に
な
り
、

『
栄
花
物
語
』
内
で
は
他
に
も
「
貴
女
の
宮
仕
え
」
の
例
が
散
見
さ
れ
る
の
で
、
伊

周
の
読
み
そ
の
も
の
は
全
く
正
し
い
も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
う
や
っ
て
「
太
政
大
臣
の
女
」
の
例
は
あ
る
も
の
の
、
「
帝
の
女
」
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
帝
の
孫
な
ら
源
道
方
女
（
醍
醐
帝
孫
／
寛
子
女
房
）
、
敦
平
親

王
女
（
三
条
帝
孫
／
禎
子
女
房
）
な
ど
実
例
が
見
つ
か
る
が
、
内
親
王
が
人
に
仕
え

る
身
分
に
な
る
と
い
う
の
は
『
栄
花
物
語
』
（
四
）

に
一
例
あ
る
も
の
の
他
資
料
で
は

確
認
で
き
ず
、
少
々
言
い
過
ぎ
の
感
が
あ
る
。 

 

「
物
語
」
と
い
う
性
質
上
、
こ
の
台
詞
が
史
実
と
は
異
な
る
「
演
出
」
、
つ
ま
り

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
台
詞
が
伊
周
の
実
際
の

発
言
を
伝
え
て
い
た
と
し
て
も
、
ま
た
は
他
の
誰
か
に
よ
る
脚
色
や
創
作
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
『
栄
花
物
語
』
で
の
伊
周
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
享
受
す
る
上
で
、
こ
の

よ
う
に
「
推
定
」
の
助
動
詞
で
も
っ
て
書
か
れ
た
「
主
観
的
根
拠
」
、
す
な
わ
ち
具

体
例
を
探
る
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
有
力
な
「
根
拠
」
が
実
際
の
史
実
に

お
い
て
発
見
で
き
る
場
合
は
、
『
栄
花
物
語
』
の
作
者
、
及
び
読
者
は
、
そ
れ
に
よ

る
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
彼
の
遺
言
を
受
容
し
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

は
た
し
て
『
栄
花
物
語
』
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
実
際
の
寛
弘
七
年
時

点
の
女
性
た
ち
の
宮
仕
え
事
情
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
節

で
は
、
伊
周
が
遺
言
で
述
べ
る
「
宮
仕
え
す
る
貴
女
」
の
実
際
の
例
が
如
何
な
る
も

の
か
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
古
記
録
の
類
か
ら
「
太
政
大
臣
の
女
」
が
宮
仕
え

に
出
た
例
を
探
し
、
『
栄
花
物
語
』
の
記
述
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
『
栄
花
物
語
』
を

読
む
上
で
の
実
例
と
し
て
想
定
で
き
る
か
否
か
、
考
察
を
進
め
る
。 

  

二
、
太
政
大
臣
の
女 

 
 

藤
原
為
光
と
そ
の
女 

  

本
節
で
は
、
「
太
政
大
臣
の
女
が
宮
仕
え
に
出
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、
史
実
の
例

を
確
認
し
て
い
く
。
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
松
村

博
司
氏
の
先
行
研
究
を
参
照
し
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
人
物
に
つ
い
て
、
古
記
録
の
記

述
、
『
栄
花
物
語
』
で
の
描
か
れ
方
を
参
照
す
る
。 

 

太
政
大
臣―

お
ほ
と
の
大
臣
〔
富
〕
（
『
栄
花
物
語
全
注
釈
二
』
参
照
） 

 
富
岡
本
は
「
お
ほ
と
の
」
と
尊
称
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
人
や
大
臣
な
ど
の
意
。

「
お
ほ
と
の
」
に
太
政
大
臣
を
含
め
る
な
ら
ば
そ
れ
で
も
よ
い
。 

（
『
栄
花
物
語
全
注
釈
二
』 

五
五
九
頁
校
異
考
） 

 

太
政
大
臣
為
光
の
女
五
の
君
は
三
条
后
妍
子
の
女
房
と
な
る
よ
う
な
例
が
あ

る
。
（
『
栄
花
物
語
全
注
釈
二
』 

五
五
九
頁
語
釈
） 

 

取
り
上
げ
た
部
分
に
は
異
同
が
あ
る
が
、
松
村
氏
が
言
う
よ
う
に
、
「
お
ほ
と
の
」

は
太
政
大
臣
の
ほ
か
大
臣
ク
ラ
ス
の
人
間
を
指
し
、
大
意
に
影
響
な
し
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
今
回
は
詳
し
く
扱
わ
な
い
。
そ
し
て
、
松
村
氏
は
「
太
政
大
臣
の
女
」

の
例
と
し
て
、
藤
原
為
光
の
五
女
が
道
長
の
娘
姸
子
の
女
房
に
な
る
例
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

ま
ず
は
父
で
あ
る
藤
原
為
光
に
つ
い
て
、
『
公
卿
補
任
』
（
五
）

の
正
暦
三
年
の
記

事
で
は
、
彼
は
正
暦
三
年
に
死
去
し
、
諡
は
恒
徳
公
、
法
住
寺
の
建
立
に
よ
っ
て
法

住
寺
殿
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
と
あ
る
。
太
政
大
臣
ま
で
の
ぼ
っ
た
人
物
で
、
正
一
位

を
追
贈
さ
れ
て
い
る
。
為
光
は
師
輔
の
九
男
で
、
道
長
た
ち
兄
弟
か
ら
見
る
と
叔
父

に
当
た
る
た
め
、
為
光
女
た
ち
と
道
長
は
従
兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
為
光
女
た

ち
に
つ
い
て
、
『
大
鏡
』
は
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。 

 

御
男
子
七
人
・
女
君
五
人
お
は
し
き
。
女
二
所
は
、
佐
理
の
兵
部
卿
の
御
妹
の

腹
、
い
ま
三
所
は
、
一
条
摂
政
の
御
女
の
腹
に
お
は
し
ま
す
。
男
公
達
の
御
母
、

皆
あ
か
れ
あ
か
れ
に
お
は
し
ま
し
き
。
女
君
一
所
は
、
花
山
院
の
御
時
の
女
御
、

い
み
じ
う
時
に
お
は
せ
し
ほ
ど
に
、
う
せ
た
ま
ひ
に
き
。
い
ま
一
所
も
、
入
道

中
納
言
の
北
の
方
に
て
う
せ
た
ま
ひ
に
き
。
（
中
略
）
ま
こ
と
、
一
条
摂
政
殿

の
御
女
の
腹
の
女
君
達
、
三
・
四
・
五
の
御
方
。
三
の
御
方
は
、
鷹
司
殿
の
上

と
て
、
尼
に
な
り
て
お
は
し
ま
す
。
四
の
御
方
は
、
入
道
殿
の
俗
に
お
は
し
ま

し
し
折
の
御
子
う
み
て
、
う
せ
た
ま
ひ
に
き
。
五
の
君
は
、
今
の
皇
太
后
宮
に

さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
（
『
大
鏡
』
為
光 

二
三
〇
頁
） 

  

『
大
鏡
』
に
よ
る
と
、
五
人
の
娘
の
う
ち
上
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
花
山
天
皇
と
入

道
中
納
言
（
藤
原
義
懐
）
の
妻
と
な
り
、
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
三
、
四
、
五
女
は

同
母
姉
妹
で
あ
り
、
三
女
は
鷹
司
殿
（
源
雅
信
）
の
妻
に
な
り
、
後
に
尼
に
な
っ
た
。

四
女
は
入
道
殿
（
藤
原
道
長
）
の
出
家
前
に
そ
の
子
を
な
し
た
が
亡
く
な
っ
た
。
五

女
は
皇
太
后
宮
、
す
な
わ
ち
三
条
天
皇
中
宮
で
あ
っ
た
姸
子
に
女
房
と
し
て
出
仕

し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
宮
仕
え
を
経
験
し
た
の
は
四
女
と
五
女
で
あ
る
よ

う
だ
。 

 

『
尊
卑
分
脈
』
の
記
述
は
こ
れ
ら
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
概
ね
一
致
し
て
い
る
が
、

系
図
に
書
か
れ
た
五
人
の
女
子
の
う
ち
、
五
番
目
の
女
子
に
は
「
隆
家
卿
室
」
（
六
）

と
傍
記
が
あ
る
。
一
方
、
「
こ
の
外
女
子
二
人
／
一
人
皇
后
宮
女
房
／
一
人
安
木
守

家
平
室
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
、『
大
鏡
』
が
「
五
の
君
」
と
す
る
人
物
は
、

こ
の
系
図
外
の
「
一
人
皇
后
宮
女
房
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
為
光
女
の
う
ち
、
隆
家

や
家
平
の
妻
に
な
っ
た
と
い
う
人
物
は
、
『
栄
花
物
語
』
『
大
鏡
』
と
も
に
見
え
な

い
。 

  

次
に
、
為
光
女
た
ち
を
古
記
録
の
類
で
追
う
と
、
父
為
光
を
失
っ
た
の
ち
の
姉
妹

の
動
向
が
僅
か
な
が
ら
分
か
る
。
そ
の
流
れ
を
表
1
に
ま
と
め
た
。
ま
ず
正
暦
三

年
（992

）
の
父
為
光
の
死
か
ら
三
年
後
、
『
日
本
紀
略
』
長
徳
元
年
（995

）
二
月

七
日
の
記
事
に
は
「
今
夜
。
故
太
政
大
臣
家
焼
亡
」
（
七
）

と
あ
り
、
娘
た
ち
の
居
所

と
思
わ
れ
る
為
光
邸
が
火
災
に
遭
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
『
権
記
』
（
八
）

に
よ
れ
ば
、
長
徳
四
年
（998

）
十
月
二
十
九
日
の
条
に
、
一
条
殿
は
女
院
詮
子
の

手
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
娘
た
ち
の
動
向
は
二
十
年
ほ
ど
不
明

で
あ
る
が
、
長
和
四
年
（1015

）
、
四
女
と
五
女
が
道
長
家
の
「
家
子
」
す
な
わ
ち

「
道
長
家
に
属
す
る
妻
子
及
び
使
用
人
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
『
小
右
記
』
に
よ
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太
政
大
臣
為
光
の
女
五
の
君
は
三
条
后
妍
子
の
女
房
と
な
る
よ
う
な
例
が
あ

る
。
（
『
栄
花
物
語
全
注
釈
二
』 

五
五
九
頁
語
釈
） 

 

取
り
上
げ
た
部
分
に
は
異
同
が
あ
る
が
、
松
村
氏
が
言
う
よ
う
に
、
「
お
ほ
と
の
」

は
太
政
大
臣
の
ほ
か
大
臣
ク
ラ
ス
の
人
間
を
指
し
、
大
意
に
影
響
な
し
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
今
回
は
詳
し
く
扱
わ
な
い
。
そ
し
て
、
松
村
氏
は
「
太
政
大
臣
の
女
」

の
例
と
し
て
、
藤
原
為
光
の
五
女
が
道
長
の
娘
姸
子
の
女
房
に
な
る
例
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

ま
ず
は
父
で
あ
る
藤
原
為
光
に
つ
い
て
、
『
公
卿
補
任
』
（
五
）

の
正
暦
三
年
の
記

事
で
は
、
彼
は
正
暦
三
年
に
死
去
し
、
諡
は
恒
徳
公
、
法
住
寺
の
建
立
に
よ
っ
て
法

住
寺
殿
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
と
あ
る
。
太
政
大
臣
ま
で
の
ぼ
っ
た
人
物
で
、
正
一
位

を
追
贈
さ
れ
て
い
る
。
為
光
は
師
輔
の
九
男
で
、
道
長
た
ち
兄
弟
か
ら
見
る
と
叔
父

に
当
た
る
た
め
、
為
光
女
た
ち
と
道
長
は
従
兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
為
光
女
た

ち
に
つ
い
て
、
『
大
鏡
』
は
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。 

 

御
男
子
七
人
・
女
君
五
人
お
は
し
き
。
女
二
所
は
、
佐
理
の
兵
部
卿
の
御
妹
の

腹
、
い
ま
三
所
は
、
一
条
摂
政
の
御
女
の
腹
に
お
は
し
ま
す
。
男
公
達
の
御
母
、

皆
あ
か
れ
あ
か
れ
に
お
は
し
ま
し
き
。
女
君
一
所
は
、
花
山
院
の
御
時
の
女
御
、

い
み
じ
う
時
に
お
は
せ
し
ほ
ど
に
、
う
せ
た
ま
ひ
に
き
。
い
ま
一
所
も
、
入
道

中
納
言
の
北
の
方
に
て
う
せ
た
ま
ひ
に
き
。
（
中
略
）
ま
こ
と
、
一
条
摂
政
殿

の
御
女
の
腹
の
女
君
達
、
三
・
四
・
五
の
御
方
。
三
の
御
方
は
、
鷹
司
殿
の
上

と
て
、
尼
に
な
り
て
お
は
し
ま
す
。
四
の
御
方
は
、
入
道
殿
の
俗
に
お
は
し
ま

し
し
折
の
御
子
う
み
て
、
う
せ
た
ま
ひ
に
き
。
五
の
君
は
、
今
の
皇
太
后
宮
に

さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
（
『
大
鏡
』
為
光 

二
三
〇
頁
） 

  

『
大
鏡
』
に
よ
る
と
、
五
人
の
娘
の
う
ち
上
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
花
山
天
皇
と
入

道
中
納
言
（
藤
原
義
懐
）
の
妻
と
な
り
、
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
三
、
四
、
五
女
は

同
母
姉
妹
で
あ
り
、
三
女
は
鷹
司
殿
（
源
雅
信
）
の
妻
に
な
り
、
後
に
尼
に
な
っ
た
。

四
女
は
入
道
殿
（
藤
原
道
長
）
の
出
家
前
に
そ
の
子
を
な
し
た
が
亡
く
な
っ
た
。
五

女
は
皇
太
后
宮
、
す
な
わ
ち
三
条
天
皇
中
宮
で
あ
っ
た
姸
子
に
女
房
と
し
て
出
仕

し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
宮
仕
え
を
経
験
し
た
の
は
四
女
と
五
女
で
あ
る
よ

う
だ
。 

 

『
尊
卑
分
脈
』
の
記
述
は
こ
れ
ら
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
概
ね
一
致
し
て
い
る
が
、

系
図
に
書
か
れ
た
五
人
の
女
子
の
う
ち
、
五
番
目
の
女
子
に
は
「
隆
家
卿
室
」
（
六
）

と
傍
記
が
あ
る
。
一
方
、
「
こ
の
外
女
子
二
人
／
一
人
皇
后
宮
女
房
／
一
人
安
木
守

家
平
室
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
、『
大
鏡
』
が
「
五
の
君
」
と
す
る
人
物
は
、

こ
の
系
図
外
の
「
一
人
皇
后
宮
女
房
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
為
光
女
の
う
ち
、
隆
家

や
家
平
の
妻
に
な
っ
た
と
い
う
人
物
は
、
『
栄
花
物
語
』
『
大
鏡
』
と
も
に
見
え
な

い
。 

  

次
に
、
為
光
女
た
ち
を
古
記
録
の
類
で
追
う
と
、
父
為
光
を
失
っ
た
の
ち
の
姉
妹

の
動
向
が
僅
か
な
が
ら
分
か
る
。
そ
の
流
れ
を
表
1
に
ま
と
め
た
。
ま
ず
正
暦
三

年
（992

）
の
父
為
光
の
死
か
ら
三
年
後
、
『
日
本
紀
略
』
長
徳
元
年
（995

）
二
月

七
日
の
記
事
に
は
「
今
夜
。
故
太
政
大
臣
家
焼
亡
」
（
七
）

と
あ
り
、
娘
た
ち
の
居
所

と
思
わ
れ
る
為
光
邸
が
火
災
に
遭
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
『
権
記
』
（
八
）

に
よ
れ
ば
、
長
徳
四
年
（998

）
十
月
二
十
九
日
の
条
に
、
一
条
殿
は
女
院
詮
子
の

手
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
娘
た
ち
の
動
向
は
二
十
年
ほ
ど
不
明

で
あ
る
が
、
長
和
四
年
（1015

）
、
四
女
と
五
女
が
道
長
家
の
「
家
子
」
す
な
わ
ち

「
道
長
家
に
属
す
る
妻
子
及
び
使
用
人
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
『
小
右
記
』
に
よ
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っ
て
分
か
る
。
為
光
女
た
ち
が
道
長
家
に
出
仕
す
る
こ
と
は
『
栄
花
物
語
』
や
『
大

鏡
』
で
も
語
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
為
光
邸
焼
亡
以
降
の
空
白
の
せ
い
で
、
四
女

と
五
女
の
正
確
な
道
長
家
出
仕
の
開
始
時
期
は
不
明
で
あ
る
。 

 

 

そ
し
て
長
和
五
年
（1016

）
正
月
二
十
一
日
、
春
宮
大
夫
斉
信
卿
の
妹
の
死
亡
記

事
が
『
小
右
記
』
（
九
）

に
見
ら
れ
、
更
に
同
日
、
『
御
堂
関
白
記
』
（
一
〇
）

で
は
、
物

忌
の
た
め
に
道
長
が
外
出
せ
ず
に
斎
食
に
努
め
た
と
い
う
旨
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

『
小
右
記
』
で
は
、
参
議
藤
原
公
信
と
同
腹
の
妹
が
懐
胎
中
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う

旨
を
述
べ
て
お
り
、
公
信
の
母
は
伊
尹
女
で
あ
る
か
ら
『
大
鏡
』
に
よ
れ
ば
三
、
四
、

五
女
の
同
母
兄
弟
で
あ
る
。
五
女
は
こ
れ
以
降
も
「
五
君
」
と
い
う
名
前
が
見
え
る

の
で
、
こ
れ
は
三
女
か
四
女
の
死
亡
の
記
述
で
あ
ろ
う
が
、
『
御
堂
関
白
記
』
の
物

忌
を
思
え
ば
、
こ
れ
は
家
子
で
あ
っ
た
四
女
が
家
中
で
死
ん
だ
こ
と
を
受
け
て
、
そ

の
喪
に
服
す
た
め
か
と
考
え
ら
れ
、
四
女
の
死
亡
記
事
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。 

 

ち
な
み
に
、
道
長
の
寵
を
得
た
の
は
四
女
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
『
小

右
記
』
が
「
法
住
寺
太
相
府
女
懐
妊
、
世
号
五
君
（
一
一
）

」
と
、
同
じ
く
道
長
家
に

仕
え
て
い
た
五
女
の
懐
妊
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
様
は
十
六
箇
月
に
及
ぶ
異
常
な

妊
娠
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
道
長
の
子
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
古
記
録
の
類
で
は
彼
女

が
ど
う
な
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
こ
の
後
も
女
房
と
し
て

名
前
だ
け
は
登
場
し
て
い
る
。 

 
 

『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
為
光
女 

  

で
は
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
、
為
光
女
た
ち―

―

特
に
四
女
と
五
女
は
ど
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
巻
四
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
で
、
為
光
の
死
去
に
際

し
て
子
女
に
言
及
さ
れ
た
部
分
で
は
、
ま
ず
四
、
五
女
の
容
貌
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
。 

 
女
君
た
ち
今
三
所
一
つ
御
腹
に
お
は
す
る
を
、
三
の
御
方
を
ば
寝
殿
の
御
方

と
聞
え
て
、
ま
た
な
う
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ふ
。
四
、
五
の
御
方
々
も
お
は

す
れ
ど
、
故
女
御
と
寝
殿
の
御
方
と
を
の
み
ぞ
、
い
み
じ
き
も
の
に
思
ひ
き
こ

え
た
ま
ひ
け
る
。
「
女
子
は
た
だ
容
貌
を
お
も
ふ
な
り
」
と
の
た
ま
は
せ
け
る

表 1 為光女関係年表 

（補：公卿補任、紀：日本紀略、権：権記、小：小右記） 

年 月日 できごと 典拠

992（正暦3） 6月16日 為光薨 補

995（長徳元） 2月7日 為光邸焼亡 紀

998（長徳4） 10月29日 詮子、為光邸を入手 権

1001（長保3） 2月10日 詮子、東三条院に遷御 権

1010（寛弘7） 1月29日 伊周死去（遺言？） 権

1015（長和4） 9月20日 為光女、道長家子として叙位 小

1016（長和5） 1月21日 為光女死去（公信同腹） 小

4月24日 道長、妊娠者により賀茂参詣せず 小

6月15日 道長、妊娠者により祇園参詣せず 小

は
、
四
、
五
の
御
方
い
か
に
と
ぞ
推
し
は
か
ら
れ
け
る
。
（
1
：
一
九
〇
頁
） 

 

三
女
に
比
べ
て
、
四
女
と
五
女
は
父
為
光
か
ら
の
愛
情
は
さ
ほ
ど
深
く
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
、
『
栄
花
物
語
』
は
遠
回
し
に
容
貌
の
せ
い
で
あ
ろ
う

と
推
察
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
『
栄
花
物
語
』
に
は
、
為
光
邸
で
あ
る
一
条
殿
を
相

続
し
た
の
は
、
と
り
わ
け
父
の
鍾
愛
を
受
け
て
い
た
三
女
で
、
そ
れ
故
に
彼
女
は

「
寝
殿
の
上
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
三
女
は
、
巻
四
で
、
藤

原
伊
周
が
通
っ
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。 

 

か
か
る
ほ
ど
に
、
一
条
殿
を
ば
今
は
女
院
こ
そ
は
知
ら
せ
た
ま
へ
、
か
の
殿
の

女
君
た
ち
は
鷹
司
な
る
所
に
ぞ
住
み
た
ま
ふ
に
、
内
大
臣
殿
忍
び
つ
つ
お
は

し
通
ひ
け
り
。
寝
殿
の
上
と
は
三
の
君
を
ぞ
聞
え
け
る
、
御
か
た
ち
も
心
も
や

む
ご
と
な
う
お
は
す
と
て
、
父
大
臣
い
み
じ
う
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
り
た
ま

ひ
き
、
女
子
は
か
た
ち
を
こ
そ
と
い
ふ
こ
と
に
て
ぞ
、
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま

ひ
け
る
、
そ
の
寝
殿
の
御
方
に
内
大
臣
殿
は
通
ひ
た
ま
ひ
け
る
に
な
ん
あ
り

け
る
。 

か
か
る
ほ
ど
に
、
花
山
院
こ
の
四
の
君
の
御
も
と
に
御
文
な
ど
奉
り
た
ま
ひ
、

気
色
だ
た
せ
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
と
て
聞
き
入
れ
た
ま
は
ざ

り
け
れ
ば
、
た
び
た
び
御
み
づ
か
ら
お
は
し
ま
し
つ
つ
、
今
め
か
し
う
も
て
な

さ
せ
た
ま
ひ
け
る
こ
と
を
、
内
大
臣
殿
は
、
よ
も
四
の
君
に
は
あ
ら
じ
、
こ
の

三
の
君
の
こ
と
な
ら
ん
と
推
し
は
か
り
思
い
て
、
…
（
1
：
二
二
八
～
二
二
九

頁
） 

 

三
女
は
詮
子
に
一
条
殿
を
譲
り
、
鷹
司
殿
と
い
う
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
。
そ
こ
へ

伊
周
は
通
っ
て
来
て
い
た
よ
う
な
の
だ
が
、
同
じ
こ
ろ
、
四
の
君
に
は
花
山
院
が
恋

文
を
送
り
、
誘
い
を
か
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
後
、
伊
周
が
起
こ
し
た
花
山

院
放
射
事
件
に
『
栄
花
物
語
』
の
記
述
は
続
く
。
史
実
で
は
ま
だ
一
条
殿
に
居
た
よ

う
で
あ
る
が
、
『
栄
花
物
語
』
で
の
年
次
に
よ
る
と
、
三
女
は
こ
の
時
既
に
鷹
司
殿

に
移
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
だ
結
婚
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
四
女
と
五
女
も
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
同
所
に
身
を
寄
せ
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
て
男
た
ち
の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
た
四
女
は
、
古
記
録
で
は
長
和
四
年

（1015

）
ま
で
動
向
が
不
明
で
あ
っ
た
が
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
も
う
少
し
早
い
段

階
で
消
息
が
語
ら
れ
る
。
伊
周
隆
家
兄
弟
の
左
遷
と
復
帰
の
騒
動
も
過
去
の
も
の

と
な
り
、
彰
子
の
入
内
、
定
子
の
死
去
を
経
て
、
い
よ
い
よ
道
長
の
天
下
が
目
前
に

迫
っ
た
頃
、
物
語
は
巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
至
っ
て
い
る
。
年
次
で
言
う
と
寛
弘
六

年
（1009

）
の
時
点
に
、
道
長
夫
妻
か
ら
四
女
に
出
仕
の
お
呼
び
が
か
か
る
と
い
う

記
述
が
あ
る
。 

 

か
の
花
山
院
の
四
の
御
方
は
、
院
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
鷹
司
殿
に
渡

り
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
殿
聞
し
め
し
て
、
か
れ
を
も
が
な
と
は
思
し
め
し
け
れ

ど
、
思
し
も
た
た
ぬ
ほ
ど
に
、
殿
の
上
ぞ
つ
ね
に
音
な
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ

け
れ
ど
も
、
い
か
な
る
べ
い
こ
と
に
か
、
思
し
立
ち
が
た
か
り
け
り
。
（
1
：

四
三
四
頁
） 

 

恋
人
だ
っ
た
花
山
院
が
亡
く
な
っ
て
頼
る
相
手
が
い
な
か
っ
た
の
か
、
四
女
は
姉

が
住
ん
で
い
る
鷹
司
殿
へ
移
っ
た
。
そ
の
噂
を
聞
き
、
道
長
は
「
か
れ
を
も
が
な
」

と
思
う
。
こ
れ
を
松
村
氏
（
一
二
）

は
「
情
人
に
し
た
い
も
の
だ
の
意
」
と
見
る
が
、

「
殿
の
上
」
す
な
わ
ち
倫
子
が
彼
女
の
獲
得
に
動
い
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る

の
で
、
こ
こ
は
女
房
と
し
て
の
出
仕
を
要
請
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
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は
、
四
、
五
の
御
方
い
か
に
と
ぞ
推
し
は
か
ら
れ
け
る
。
（
1
：
一
九
〇
頁
） 

 

三
女
に
比
べ
て
、
四
女
と
五
女
は
父
為
光
か
ら
の
愛
情
は
さ
ほ
ど
深
く
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
、
『
栄
花
物
語
』
は
遠
回
し
に
容
貌
の
せ
い
で
あ
ろ
う

と
推
察
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
『
栄
花
物
語
』
に
は
、
為
光
邸
で
あ
る
一
条
殿
を
相

続
し
た
の
は
、
と
り
わ
け
父
の
鍾
愛
を
受
け
て
い
た
三
女
で
、
そ
れ
故
に
彼
女
は

「
寝
殿
の
上
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
三
女
は
、
巻
四
で
、
藤

原
伊
周
が
通
っ
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。 

 

か
か
る
ほ
ど
に
、
一
条
殿
を
ば
今
は
女
院
こ
そ
は
知
ら
せ
た
ま
へ
、
か
の
殿
の

女
君
た
ち
は
鷹
司
な
る
所
に
ぞ
住
み
た
ま
ふ
に
、
内
大
臣
殿
忍
び
つ
つ
お
は

し
通
ひ
け
り
。
寝
殿
の
上
と
は
三
の
君
を
ぞ
聞
え
け
る
、
御
か
た
ち
も
心
も
や

む
ご
と
な
う
お
は
す
と
て
、
父
大
臣
い
み
じ
う
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
り
た
ま

ひ
き
、
女
子
は
か
た
ち
を
こ
そ
と
い
ふ
こ
と
に
て
ぞ
、
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま

ひ
け
る
、
そ
の
寝
殿
の
御
方
に
内
大
臣
殿
は
通
ひ
た
ま
ひ
け
る
に
な
ん
あ
り

け
る
。 

か
か
る
ほ
ど
に
、
花
山
院
こ
の
四
の
君
の
御
も
と
に
御
文
な
ど
奉
り
た
ま
ひ
、

気
色
だ
た
せ
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
と
て
聞
き
入
れ
た
ま
は
ざ

り
け
れ
ば
、
た
び
た
び
御
み
づ
か
ら
お
は
し
ま
し
つ
つ
、
今
め
か
し
う
も
て
な

さ
せ
た
ま
ひ
け
る
こ
と
を
、
内
大
臣
殿
は
、
よ
も
四
の
君
に
は
あ
ら
じ
、
こ
の

三
の
君
の
こ
と
な
ら
ん
と
推
し
は
か
り
思
い
て
、
…
（
1
：
二
二
八
～
二
二
九

頁
） 

 

三
女
は
詮
子
に
一
条
殿
を
譲
り
、
鷹
司
殿
と
い
う
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
。
そ
こ
へ

伊
周
は
通
っ
て
来
て
い
た
よ
う
な
の
だ
が
、
同
じ
こ
ろ
、
四
の
君
に
は
花
山
院
が
恋

文
を
送
り
、
誘
い
を
か
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
後
、
伊
周
が
起
こ
し
た
花
山

院
放
射
事
件
に
『
栄
花
物
語
』
の
記
述
は
続
く
。
史
実
で
は
ま
だ
一
条
殿
に
居
た
よ

う
で
あ
る
が
、
『
栄
花
物
語
』
で
の
年
次
に
よ
る
と
、
三
女
は
こ
の
時
既
に
鷹
司
殿

に
移
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
だ
結
婚
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
四
女
と
五
女
も
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
同
所
に
身
を
寄
せ
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
て
男
た
ち
の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
た
四
女
は
、
古
記
録
で
は
長
和
四
年

（1015

）
ま
で
動
向
が
不
明
で
あ
っ
た
が
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
も
う
少
し
早
い
段

階
で
消
息
が
語
ら
れ
る
。
伊
周
隆
家
兄
弟
の
左
遷
と
復
帰
の
騒
動
も
過
去
の
も
の

と
な
り
、
彰
子
の
入
内
、
定
子
の
死
去
を
経
て
、
い
よ
い
よ
道
長
の
天
下
が
目
前
に

迫
っ
た
頃
、
物
語
は
巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
至
っ
て
い
る
。
年
次
で
言
う
と
寛
弘
六

年
（1009

）
の
時
点
に
、
道
長
夫
妻
か
ら
四
女
に
出
仕
の
お
呼
び
が
か
か
る
と
い
う

記
述
が
あ
る
。 

 

か
の
花
山
院
の
四
の
御
方
は
、
院
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
鷹
司
殿
に
渡

り
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
殿
聞
し
め
し
て
、
か
れ
を
も
が
な
と
は
思
し
め
し
け
れ

ど
、
思
し
も
た
た
ぬ
ほ
ど
に
、
殿
の
上
ぞ
つ
ね
に
音
な
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ

け
れ
ど
も
、
い
か
な
る
べ
い
こ
と
に
か
、
思
し
立
ち
が
た
か
り
け
り
。
（
1
：

四
三
四
頁
） 

 
恋
人
だ
っ
た
花
山
院
が
亡
く
な
っ
て
頼
る
相
手
が
い
な
か
っ
た
の
か
、
四
女
は
姉

が
住
ん
で
い
る
鷹
司
殿
へ
移
っ
た
。
そ
の
噂
を
聞
き
、
道
長
は
「
か
れ
を
も
が
な
」

と
思
う
。
こ
れ
を
松
村
氏
（
一
二
）

は
「
情
人
に
し
た
い
も
の
だ
の
意
」
と
見
る
が
、

「
殿
の
上
」
す
な
わ
ち
倫
子
が
彼
女
の
獲
得
に
動
い
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る

の
で
、
こ
こ
は
女
房
と
し
て
の
出
仕
を
要
請
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
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の
部
分
に
つ
い
て
、
新
編
全
集
は
頭
注
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 
こ
の
一
節
は
〔
八
四
〕
で
同
じ
内
容
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
こ
で
、
四
の
御
方
が

道
長
に
寵
愛
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
こ
は
、
こ
の
時
点
に
置
か
れ
る
べ

き
必
然
性
は
乏
し
く
、
予
告
的
な
記
事
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『
栄
花
』
は
道

長
と
四
の
御
方
の
関
係
を
意
外
に
重
視
し
て
い
る
。
（
1
：
四
三
四
頁
頭
注
） 

 

そ
の
〔
八
四
〕
に
当
た
る
の
が
、
次
の
部
分
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
既
に
寛
弘
七
年
に

年
が
替
わ
っ
た
こ
と
が
明
言
さ
れ
た
後
に
位
置
し
て
い
る
が
、
そ
の
す
ぐ
前
に
は

具
平
親
王
の
死
亡
記
事
（
寛
弘
六
年
）
が
書
か
れ
、
年
次
の
錯
綜
が
疑
わ
れ
る
部
分

で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
新
編
全
集
は
「
年
季
不
明
の
記
事
や
時
間
が
限

定
さ
れ
な
い
状
況
記
事
を
巻
末
に
ま
と
め
る
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
」
と
分

析
し
て
い
る
。 

 

ま
こ
と
、
花
山
院
か
く
れ
さ
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
一
条
殿
の
四
の
君
は
、
鷹

司
殿
に
渡
り
た
ま
ひ
に
し
を
、
殿
の
上
の
御
消
息
た
び
た
び
あ
り
て
、
迎
へ
た

て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
姫
君
の
御
具
に
な
し
き
こ
え
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
殿
よ

ろ
づ
に
思
し
掟
て
き
こ
え
た
ま
う
し
ほ
ど
に
、
御
心
ざ
し
い
と
ま
め
や
か
に

思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
家
司
な
ど
も
み
な
定
め
、
ま
こ
と
し
う
も
て
な
し
き
こ

え
た
ま
へ
ば
、
い
と
あ
べ
い
さ
ま
に
、
あ
る
べ
か
し
う
て
過
ぎ
さ
せ
た
ま
ふ
め

れ
ば
、
院
の
御
時
こ
そ
、
御
は
ら
か
ら
た
ち
も
知
り
き
こ
え
た
ま
は
ざ
り
し
か
、

こ
の
た
び
は
い
と
め
で
た
く
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
へ
り
け
り
。
（
1
：
四
五

六
頁
） 

 

こ
の
二
度
目
の
言
及
で
は
、
四
女
は
既
に
道
長
家
に
出
仕
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま

た
、
こ
こ
で
も
「
花
山
院
か
く
れ
さ
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
」
と
い
う
語
が
あ
っ
て
、

出
仕
に
踏
み
切
っ
た
理
由
を
花
山
院
の
死
に
求
め
て
い
る
。
待
遇
や
兄
弟
た
ち
の

評
を
述
べ
、
『
栄
花
物
語
』
は
道
長
の
所
業
に
肯
定
的
な
言
葉
を
並
べ
て
い
る
。
こ

れ
以
降
、
『
栄
花
物
語
』
に
四
女
は
登
場
し
な
い
。
一
方
、
『
大
鏡
』
で
は
道
長
の

子
を
産
ん
だ
後
に
死
亡
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
彼
女
の
そ
の
後
に
つ
い
て
も
言
及

が
あ
っ
た
。
『
大
鏡
』
の
記
述
は
淡
々
と
し
て
い
た
が
、
道
長
に
対
し
て
批
判
的
に

見
る
な
ら
ば
、
彼
女
は
道
長
夫
婦
に
よ
っ
て
使
用
人
の
身
分
に
堕
と
さ
れ
、
手
籠
め

に
さ
れ
て
孕
ま
さ
れ
た
挙
句
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
道
長
と
の
子
供
が
無

事
に
育
っ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
『
大
鏡
』
は
曖
昧
だ
が
、
『
小
右
記
』
長
和
五
年

正
月
二
十
一
日
の
記
事
が
彼
女
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
死
産
の
上
に
母
体

も
助
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

  

一
方
、
松
村
氏
が
「
宮
仕
え
す
る
太
政
大
臣
の
女
」
と
し
て
例
示
し
て
い
た
為
光

の
五
女
の
出
仕
は
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
、
三
条
天
皇
の
皇
女
禎
子
内
親
王
が
誕
生

し
た
折
に
描
か
れ
る
。
巻
は
十
一
「
つ
ぼ
み
花
」
、
年
次
は
長
和
二
年
（1013

）
で

あ
る
。 

 

 

月
ご
ろ
さ
ま
ざ
ま
参
り
集
り
た
る
女
房
の
数
な
ど
多
か
る
べ
し
。
こ
た
み

は
法
住
寺
の
大
臣
の
五
の
君
、
や
が
て
五
の
御
方
と
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
。
故

関
白
殿
の
御
女
、
対
の
御
方
の
腹
の
君
、
こ
の
帝
の
麗
景
殿
の
尚
侍
の
御
は
ら

か
ら
な
る
べ
し
、
ま
た
正
光
の
大
蔵
卿
の
女
、
源
帥
の
御
中
の
君
腹
も
参
り
た

ま
へ
り
。
そ
れ
も
御
匣
殿
に
な
さ
せ
た
ま
へ
り
。
（
2
：
三
四
頁
） 

 

「
こ
た
み
は
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
『
栄
花
物
語
』
は
五
女
の
女
房
出
仕
は
こ
こ
か
ら

で
あ
る
と
す
る
文
脈
が
伺
え
る
。
『
小
右
記
』
で
「
家
子
」
に
な
っ
て
い
る
と
確
認

で
き
る
の
が
長
和
四
年
（1015

）
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
、

五
女
は
そ
の
二
年
前
に
出
仕
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
『
栄
花
物
語
』
で
の
彼
女

は
こ
の
後
、
三
条
天
皇
の
中
宮
と
な
る
道
長
の
次
女
姸
子
と
、
そ
の
娘
で
あ
る
禎
子

内
親
王
の
周
辺
で
宮
仕
え
を
し
て
い
る
。
た
び
た
び
登
場
し
、
続
編
に
入
っ
て
か
ら

も
姿
は
見
え
る
が
、
た
く
さ
ん
い
る
女
房
の
中
の
一
人
と
し
て
名
前
を
挙
げ
ら
れ

る
程
度
に
留
ま
り
、
彼
女
が
大
き
く
ス
ト
ー
リ
ー
に
関
わ
る
よ
う
な
場
面
は
特
に

な
い
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
、
史
実
で
は
な
く
『
栄
花
物
語
』
中
に
限
っ
て
言
う
と
、
松
村
氏

が
「
宮
仕
え
を
す
る
太
政
大
臣
の
女
」
と
し
て
指
摘
し
て
い
た
為
光
五
女
は
、
伊
周

が
想
定
し
て
い
る
「
太
政
大
臣
の
女
」
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
巻
十
一
の
時
点

で
の
姸
子
出
仕
が
彼
女
に
と
っ
て
初
め
て
の
宮
仕
え
で
あ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
た
め
、
『
栄
花
物
語
』
の
中
に
限
っ
て
言
え
ば
、
彼
女
は
ま
だ
読
者
の
念
頭
に
上

っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

 
 

『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
太
政
大
臣
の
女 

  

こ
こ
ま
で
松
村
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
為
光
女
た
ち
の
出
仕
に
つ
い
て
諸
記

録
や
『
栄
花
物
語
』
で
の
記
述
を
確
認
し
て
き
た
が
、
為
光
女
の
他
に
仕
え
人
と
な

っ
た
「
太
政
大
臣
の
女
」
に
は
、
宮
の
宣
旨
（
兼
家
女
？
）
（
一
三
）

、
御
匣
殿
（
道
隆

女
）
（
一
四
）

、
二
条
殿
の
御
方
（
道
兼
女
）
（
一
五
）

な
ど
が
い
る
。
前
者
二
名
は
ほ
ぼ

名
前
だ
け
だ
が
、
道
兼
女
は
一
つ
の
物
語
の
よ
う
に
詳
細
に
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
も
『
栄
花
物
語
』
内
で
の
女
房
出
仕
は
寛
弘
七
年
よ
り
後
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

阿
部
秋
生
氏
（
一
六
）

は
こ
う
し
た
『
栄
花
物
語
』
の
女
房
事
情
に
つ
い
て
、
事
例

や
そ
の
前
後
に
あ
る
作
者
の
意
見
を
参
照
し
、
ま
と
め
て
い
る
。
以
下
そ
の
う
ち
の

関
係
深
い
と
思
わ
れ
る
一
部
を
抜
粋
す
る
。 

 

一 
 

道
長
時
代
以
前
に
も
全
く
な
か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
道
長
時
代
以

後
に
は
、
上
達
部
・
大
臣
の
子
女
の
出
仕
す
る
者
が
非
常
に
多
く
な
つ

た
。 

二 
 

（
中
略
） 

三 
 

（
中
略
） 

四 
 

（
中
略
） 

五 
 

か
う
し
た
現
象
が
起
る
の
は
、
い
は
ゆ
る
受
領
・
諸
大
夫
の
子
女
の
出

仕
希
望
者
が
減
少
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
増
加
の
一
途
を
辿
つ

て
ゐ
た
わ
け
で
、
出
仕
し
た
い
と
望
む
者
の
一
半
を
し
か
採
用
し
な
く

な
つ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
と
は
別
に
、
上
達
部
の
息
女
の
出
仕
を
、

半
ば
強
制
的
に
督
促
し
て
ゐ
る
。 

六 
 

関
白
・
大
臣
の
子
女
の
如
き
は
、
公
的
関
係
に
お
い
て
は
、
為
光
の
五

の
君
・
伊
周
女
周
子
の
場
合
に
明
ら
か
な
や
う
に
、
一
般
女
房
と
何
の

相
違
も
な
か
つ
た
。 

七 
 

⒁
の
「
二
条
殿
の
御
方
」
の
例
に
よ
る
と
、
道
長
の
北
の
方
倫
子
が
、

道
兼
の
姫
君
引
き
出
し
に
一
役
買
つ
て
ゐ
る
。
帥
源
中
納
言
の
姫
君
の

場
合
に
は
道
長
が
か
な
り
強
硬
な
発
言
を
し
て
ゐ
る
。
こ
の
姫
君
達
引

き
出
し
の
一
連
の
動
き
は
、
気
ま
ぐ
れ
な
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
中

心
人
物
に
は
、
道
長
・
倫
子
・
頼
通
を
考
へ
て
然
る
べ
き
で
あ
ら
う
。 

 

こ
れ
に
よ
る
と
、
『
栄
花
物
語
』
は
、
上
達
部
の
子
女
を
女
房
に
招
聘
す
る
こ
と
を

道
長
家
の
施
策
だ
と
見
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
道
長
「
家
」
の
施
策
と
し
た
の
は
、

姫
君
た
ち
を
召
致
し
た
人
物
は
道
長
一
人
で
は
な
く
、
倫
子
や
彰
子
な
ど
道
長
家

の
様
々
な
人
物
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 
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で
き
る
の
が
長
和
四
年
（1015

）
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
、

五
女
は
そ
の
二
年
前
に
出
仕
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
『
栄
花
物
語
』
で
の
彼
女

は
こ
の
後
、
三
条
天
皇
の
中
宮
と
な
る
道
長
の
次
女
姸
子
と
、
そ
の
娘
で
あ
る
禎
子

内
親
王
の
周
辺
で
宮
仕
え
を
し
て
い
る
。
た
び
た
び
登
場
し
、
続
編
に
入
っ
て
か
ら

も
姿
は
見
え
る
が
、
た
く
さ
ん
い
る
女
房
の
中
の
一
人
と
し
て
名
前
を
挙
げ
ら
れ

る
程
度
に
留
ま
り
、
彼
女
が
大
き
く
ス
ト
ー
リ
ー
に
関
わ
る
よ
う
な
場
面
は
特
に

な
い
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
、
史
実
で
は
な
く
『
栄
花
物
語
』
中
に
限
っ
て
言
う
と
、
松
村
氏

が
「
宮
仕
え
を
す
る
太
政
大
臣
の
女
」
と
し
て
指
摘
し
て
い
た
為
光
五
女
は
、
伊
周

が
想
定
し
て
い
る
「
太
政
大
臣
の
女
」
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
巻
十
一
の
時
点

で
の
姸
子
出
仕
が
彼
女
に
と
っ
て
初
め
て
の
宮
仕
え
で
あ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
た
め
、
『
栄
花
物
語
』
の
中
に
限
っ
て
言
え
ば
、
彼
女
は
ま
だ
読
者
の
念
頭
に
上

っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

 
 

『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
太
政
大
臣
の
女 

  

こ
こ
ま
で
松
村
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
為
光
女
た
ち
の
出
仕
に
つ
い
て
諸
記

録
や
『
栄
花
物
語
』
で
の
記
述
を
確
認
し
て
き
た
が
、
為
光
女
の
他
に
仕
え
人
と
な

っ
た
「
太
政
大
臣
の
女
」
に
は
、
宮
の
宣
旨
（
兼
家
女
？
）
（
一
三
）

、
御
匣
殿
（
道
隆

女
）
（
一
四
）

、
二
条
殿
の
御
方
（
道
兼
女
）
（
一
五
）

な
ど
が
い
る
。
前
者
二
名
は
ほ
ぼ

名
前
だ
け
だ
が
、
道
兼
女
は
一
つ
の
物
語
の
よ
う
に
詳
細
に
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
も
『
栄
花
物
語
』
内
で
の
女
房
出
仕
は
寛
弘
七
年
よ
り
後
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

阿
部
秋
生
氏
（
一
六
）

は
こ
う
し
た
『
栄
花
物
語
』
の
女
房
事
情
に
つ
い
て
、
事
例

や
そ
の
前
後
に
あ
る
作
者
の
意
見
を
参
照
し
、
ま
と
め
て
い
る
。
以
下
そ
の
う
ち
の

関
係
深
い
と
思
わ
れ
る
一
部
を
抜
粋
す
る
。 

 

一 
 

道
長
時
代
以
前
に
も
全
く
な
か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
道
長
時
代
以

後
に
は
、
上
達
部
・
大
臣
の
子
女
の
出
仕
す
る
者
が
非
常
に
多
く
な
つ

た
。 

二 
 

（
中
略
） 

三 
 

（
中
略
） 

四 
 

（
中
略
） 

五 
 

か
う
し
た
現
象
が
起
る
の
は
、
い
は
ゆ
る
受
領
・
諸
大
夫
の
子
女
の
出

仕
希
望
者
が
減
少
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
増
加
の
一
途
を
辿
つ

て
ゐ
た
わ
け
で
、
出
仕
し
た
い
と
望
む
者
の
一
半
を
し
か
採
用
し
な
く

な
つ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
と
は
別
に
、
上
達
部
の
息
女
の
出
仕
を
、

半
ば
強
制
的
に
督
促
し
て
ゐ
る
。 

六 
 

関
白
・
大
臣
の
子
女
の
如
き
は
、
公
的
関
係
に
お
い
て
は
、
為
光
の
五

の
君
・
伊
周
女
周
子
の
場
合
に
明
ら
か
な
や
う
に
、
一
般
女
房
と
何
の

相
違
も
な
か
つ
た
。 

七 
 

⒁
の
「
二
条
殿
の
御
方
」
の
例
に
よ
る
と
、
道
長
の
北
の
方
倫
子
が
、

道
兼
の
姫
君
引
き
出
し
に
一
役
買
つ
て
ゐ
る
。
帥
源
中
納
言
の
姫
君
の

場
合
に
は
道
長
が
か
な
り
強
硬
な
発
言
を
し
て
ゐ
る
。
こ
の
姫
君
達
引

き
出
し
の
一
連
の
動
き
は
、
気
ま
ぐ
れ
な
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
中

心
人
物
に
は
、
道
長
・
倫
子
・
頼
通
を
考
へ
て
然
る
べ
き
で
あ
ら
う
。 

 
こ
れ
に
よ
る
と
、
『
栄
花
物
語
』
は
、
上
達
部
の
子
女
を
女
房
に
招
聘
す
る
こ
と
を

道
長
家
の
施
策
だ
と
見
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
道
長
「
家
」
の
施
策
と
し
た
の
は
、

姫
君
た
ち
を
召
致
し
た
人
物
は
道
長
一
人
で
は
な
く
、
倫
子
や
彰
子
な
ど
道
長
家

の
様
々
な
人
物
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 
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こ
う
し
た
出
仕
要
請
を
『
栄
花
物
語
』
は
肯
定
的
に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
否

定
的
に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
伊
周
次
女
の
出
仕
場
面
を
見
る
だ
け
で
も
、
大
臣

家
の
姫
君
が
出
仕
の
要
請
に
応
ず
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
、
本
人
や
家
族
が
喜
ん

で
い
た
と
は
と
て
も
言
い
難
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
為
光
四
女
の
出
仕
場
面
で
は
、

父
に
代
わ
っ
て
後
見
を
務
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
男
兄
弟
た
ち
の
好
意
的
な
反
応
を

描
い
た
り
、
「
御
方
」
と
呼
ば
れ
る
特
別
待
遇
を
強
調
し
た
り
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
な

り
す
ぎ
な
い
よ
う
な
配
慮
も
見
え
、
判
断
は
容
易
で
は
な
い
。
慎
重
な
考
察
が
必
要

と
な
ろ
う
。 

 

さ
て
、
こ
こ
ま
で
「
宮
仕
え
す
る
太
政
大
臣
の
女
」
の
例
を
探
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

『
栄
花
物
語
』
で
の
記
述
を
追
っ
て
き
た
が
、
伊
周
の
遺
言
の
時
点
で
「
宮
仕
え
」

を
連
想
で
き
る
人
物
は
、
強
い
て
い
う
な
ら
為
光
四
女
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
伊
周
の
遺
言
が
具
体
的
な
人
物
と
し
て
為
光
四
女

を
想
起
さ
せ
て
い
る
積
極
的
な
根
拠
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
親
王

や
太
政
大
臣
の
娘
な
ど
と
い
う
の
は
単
に
例
え
で
あ
っ
て
、
特
別
に
思
い
浮
か
べ

て
ほ
し
い
具
体
的
な
人
物
を
設
定
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
考
え

得
る
こ
と
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
為
光
四
女
に
殊
更
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
仕

掛
け
が
あ
る
の
か
ど
う
か
に
加
え
て
、
当
初
の
問
題
で
あ
っ
た
「
具
体
的
な
人
物
を

想
起
さ
せ
る
こ
と
」
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
伊
周
の
遺
言
の
効
果
に
つ
い
て
考
察
す

る
。 

 

三
、
『
栄
花
物
語
』
の
意
図 

 
 

為
光
四
女
に
注
目
さ
せ
る
構
成 

  

前
節
で
は
、
『
栄
花
物
語
』
で
の
伊
周
の
遺
言
に
あ
る
「
太
政
大
臣
の
女
」
は
、

藤
原
為
光
の
四
女
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
本
節
で
は
、

『
栄
花
物
語
』
の
構
成
面
か
ら
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
、
残
っ
て
い
る

疑
問
点
と
し
て
、
四
女
の
出
仕
に
つ
い
て
少
し
離
れ
た
位
置
に
二
度
言
及
が
あ
っ

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
記
述
の
内
容
や
、
二
度
言
及
し
て
い
る
理
由
つ
い
て

も
改
め
て
考
察
し
て
い
く
。 

 

こ
の
為
光
四
女
に
つ
い
て
の
二
度
の
記
述
や
、
伊
周
の
遺
言
の
位
置
関
係
を
把

握
す
る
た
め
、
巻
八
の
巻
末
周
辺
の
章
立
て
を
、
新
編
全
集
か
ら
引
用
し
た
（
図
1
）
。

伊
周
を
は
じ
め
、
中
関
白
家
に
関
わ
る
人
々
の
記
事
は
ゴ
シ
ッ
ク
で
表
記
し
、
為
光

四
女
の
記
事
は
傍
線
を
付
し
た
。 

 

 

巻
八
「
は
つ
は
な
」
は
そ
の
名
の
通
り
、
道
長
の
後
宮
政
策
の
結
実
、
す
な
わ
ち

図 1 伊周の遺言場面前後の章立て

   （新編全集による） 

為
光
四
女
の
伏
線
回
収
の
関
係 

〔66〕伊周の嘆き 
〔67〕寛弘六年年頭 
〔68〕彰子、再び懐妊 
〔69〕彰子、懐妊により、退出 
〔70〕為光女四の君と道長 
〔71〕頼通と具平親王女隆姫の結婚 
〔72〕姸子東宮参入の準備と、娍子の思い 
〔73〕伊周の周辺、敦成親王を呪詛 
〔74〕彰子、敦良親王を生む 
〔75〕伊周の病悩 
〔76〕姸子、東宮に参入 
〔77〕姸子と娍子の調度 
〔78〕東宮、遣使、娍子の有様 
〔79〕伊周の遺言 
〔80〕伊周家の人々 
〔81〕伊周薨去 
〔82〕済時女中の君と敦道親王 
〔83〕具平親王薨去 
〔84〕道長、為光女四の君を愛する 
〔85〕敦平親王の賀茂祭見物と、斎院の歌 
〔86〕敦明親王と顕光女延子の結婚 
〔87〕頼宗、伊周女大姫君と結婚 
〔88〕彰子、伊周女周子を召す 

伊
周
遺
言
の
伏
線
回
収
の
関
係 

彰
子
所
生
の
皇
子
誕
生
が
話
題
の
中
心
と
な
る
。
後
半
は
そ
れ
に
加
え
て
妹
の
姸

子
の
東
宮
入
内
も
加
わ
る
。
そ
う
し
た
道
長
家
に
つ
い
て
書
か
れ
た
メ
イ
ン
ス
ト

ー
リ
ー
部
分
を
削
ぎ
落
し
て
い
く
と
、
伊
周
の
遺
言
場
面
と
薨
去
の
場
面
の
前
後

に
為
光
四
女
の
話
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
予
告
」
と
言
わ
れ
て
い

た
為
光
四
女
の
出
仕
譚
は
、
伊
周
の
遺
言
と
死
を
は
さ
ん
で
、
後
に
そ
の
結
果
が
語

ら
れ
て
お
り
、
伊
周
の
遺
言
に
あ
っ
た
「
太
政
大
臣
の
女
」
と
し
て
ま
さ
し
く
一
致

す
る
人
物
が
、
遺
言
の
前
後
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
周
の
遺
言
は
当
然

そ
の
子
女
に
向
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
構
成
を
踏
ま
え
る
と
、
為
光
四
女

が
こ
の
遺
言
に
無
関
係
で
あ
る
と
は
到
底
思
え
な
い
。 

 

こ
こ
で
、
当
初
の
問
題
で
あ
っ
た
具
体
的
な
人
物
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。
為
光
本
人
は
も
ち
ろ
ん
太
政
大
臣
を
歴
任
し
た
貴
族
だ
が
、
そ

の
子
女
た
ち
は
と
い
う
と
、
女
子
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
男
子
も
四
納
言
に
数

え
ら
れ
た
斉
信
以
外
は
振
る
わ
な
い
。
そ
の
斉
信
の
隆
盛
も
、
言
う
な
れ
ば
道
長
の

傘
下
に
入
っ
た
結
果
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
為
光
家
は
、
伊
周
家
と
全
く
同
じ
運

命
を
た
ど
っ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
伊
周
家
は
後
宮
政
策
の
中
心
だ
っ

た
定
子
と
そ
の
妹
で
あ
る
道
隆
四
女
（
御
匣
殿
）
を
続
け
て
亡
く
し
、
伊
周
の
死
後
、

二
人
の
娘
は
道
長
家
に
妻
と
女
房
と
い
う
形
で
吸
い
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
息
子

道
雅
も
ま
だ
幼
く
、
唯
一
希
望
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
弟
の
隆
家
だ
が
、
彼
は
道
長

に
取
り
入
る
こ
と
で
没
落
を
免
れ
た
の
で
あ
る
。
為
光
家
も
同
様
で
、
有
望
だ
っ
た

花
山
天
皇
女
御
の
忯
子
が
亡
く
な
り
、
残
っ
た
娘
た
ち
は
道
長
家
の
妾
や
女
房
と

な
っ
た
。
斉
信
も
隆
家
と
同
じ
選
択
を
し
た
の
で
あ
る
。 

 

伊
周
の
遺
言
は
、
そ
う
し
た
為
光
家
の
中
で
も
四
女
に
注
目
す
る
形
を
と
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
彼
女
が
早
く
に
伊
周
の
懸
念
す
る
「
使
用
人
に
身
を
落
と
す
こ
と
」

と
「
結
婚
で
失
敗
す
る
こ
と
」
の
両
方
を
経
験
し
て
し
ま
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

妹
の
五
女
も
ゆ
く
ゆ
く
は
同
じ
境
遇
に
な
る
が
、
伊
周
が
遺
言
す
る
時
期
に
持
ち

出
す
に
は
早
す
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
。
為
光
四
女
は
一
人
で
そ
の
両
方
の
境
遇
を
得

て
し
ま
っ
た
上
に
、
前
節
の
考
察
の
通
り
な
ら
ば
、
父
の
政
敵
で
あ
っ
た
道
長
の
子

を
孕
ん
だ
ま
ま
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
『
栄
花
物
語
』
が
そ
の
死
を
描
か

な
い
の
は
、
道
長
の
名
誉
に
配
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
死
亡

時
期
と
思
わ
れ
る
長
和
五
年
正
月
に
三
条
天
皇
が
譲
位
し
、
い
よ
い
よ
「
は
つ
は
な
」

で
あ
る
後
一
条
天
皇
の
御
代
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
時
勢
に
泥
を
塗
ら
な
い
よ

う
配
慮
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
だ
っ
た
ろ
う
か
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
伊
周
の
遺
言
に
あ
る
「
太
政
大
臣
の

女
」
は
為
光
四
女
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
読
者
に
は
、
そ
の
す

ぐ
後
に
、
伊
周
が
心
配
し
て
い
た
自
身
の
娘
た
ち
が
為
光
四
女
と
同
じ
境
遇
に
身

を
落
と
し
た
と
い
う
結
末
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 
 

「
ま
こ
と
」
で
始
ま
る
二
回
目 

  

さ
て
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
『
栄
花
物
語
』
は
何
故
わ
ざ
わ
ざ
二
回
「
為
光

四
女
の
宮
仕
え
」
に
つ
い
て
述
べ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ

て
注
目
し
た
い
の
は
、
二
回
目
の
言
及
が
「
ま
こ
と
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
点
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
松
村
博
司
氏
（
一
七
）

は
二
度
目
の
語
り
始
め
の
「
ま
こ
と
」

を
「
忘
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
書
く
場
合
に
用
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

『
栄
花
物
語
』
が
影
響
を
受
け
て
い
る
と
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
で
も
、
こ
れ
に
類

す
る
「
ま
こ
と
や
」
と
い
う
語
り
始
め
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
小
林
美
和
子

氏
（
一
八
）

は
、
「
ま
こ
と
や
」
に
つ
い
て
「
当
時
日
常
的
に
消
息
文
や
会
話
に
使
わ

れ
て
い
た
形
を
そ
の
ま
ま
模
写
し
て
、
物
語
や
日
記
の
世
界
へ
持
ち
込
ん
だ
文
型

と
、
理
解
さ
れ
る
」
と
分
析
し
、
「
複
線
型
に
分
析
さ
れ
た
叙
述
部
分
の
流
れ
を
整

理
し
な
が
ら
、
主
流
・
傍
流
の
位
置
関
係
を
も
、
明
確
化
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
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彰
子
所
生
の
皇
子
誕
生
が
話
題
の
中
心
と
な
る
。
後
半
は
そ
れ
に
加
え
て
妹
の
姸

子
の
東
宮
入
内
も
加
わ
る
。
そ
う
し
た
道
長
家
に
つ
い
て
書
か
れ
た
メ
イ
ン
ス
ト

ー
リ
ー
部
分
を
削
ぎ
落
し
て
い
く
と
、
伊
周
の
遺
言
場
面
と
薨
去
の
場
面
の
前
後

に
為
光
四
女
の
話
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
予
告
」
と
言
わ
れ
て
い

た
為
光
四
女
の
出
仕
譚
は
、
伊
周
の
遺
言
と
死
を
は
さ
ん
で
、
後
に
そ
の
結
果
が
語

ら
れ
て
お
り
、
伊
周
の
遺
言
に
あ
っ
た
「
太
政
大
臣
の
女
」
と
し
て
ま
さ
し
く
一
致

す
る
人
物
が
、
遺
言
の
前
後
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
周
の
遺
言
は
当
然

そ
の
子
女
に
向
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
構
成
を
踏
ま
え
る
と
、
為
光
四
女

が
こ
の
遺
言
に
無
関
係
で
あ
る
と
は
到
底
思
え
な
い
。 

 

こ
こ
で
、
当
初
の
問
題
で
あ
っ
た
具
体
的
な
人
物
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。
為
光
本
人
は
も
ち
ろ
ん
太
政
大
臣
を
歴
任
し
た
貴
族
だ
が
、
そ

の
子
女
た
ち
は
と
い
う
と
、
女
子
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
男
子
も
四
納
言
に
数

え
ら
れ
た
斉
信
以
外
は
振
る
わ
な
い
。
そ
の
斉
信
の
隆
盛
も
、
言
う
な
れ
ば
道
長
の

傘
下
に
入
っ
た
結
果
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
為
光
家
は
、
伊
周
家
と
全
く
同
じ
運

命
を
た
ど
っ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
伊
周
家
は
後
宮
政
策
の
中
心
だ
っ

た
定
子
と
そ
の
妹
で
あ
る
道
隆
四
女
（
御
匣
殿
）
を
続
け
て
亡
く
し
、
伊
周
の
死
後
、

二
人
の
娘
は
道
長
家
に
妻
と
女
房
と
い
う
形
で
吸
い
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
息
子

道
雅
も
ま
だ
幼
く
、
唯
一
希
望
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
弟
の
隆
家
だ
が
、
彼
は
道
長

に
取
り
入
る
こ
と
で
没
落
を
免
れ
た
の
で
あ
る
。
為
光
家
も
同
様
で
、
有
望
だ
っ
た

花
山
天
皇
女
御
の
忯
子
が
亡
く
な
り
、
残
っ
た
娘
た
ち
は
道
長
家
の
妾
や
女
房
と

な
っ
た
。
斉
信
も
隆
家
と
同
じ
選
択
を
し
た
の
で
あ
る
。 

 

伊
周
の
遺
言
は
、
そ
う
し
た
為
光
家
の
中
で
も
四
女
に
注
目
す
る
形
を
と
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
彼
女
が
早
く
に
伊
周
の
懸
念
す
る
「
使
用
人
に
身
を
落
と
す
こ
と
」

と
「
結
婚
で
失
敗
す
る
こ
と
」
の
両
方
を
経
験
し
て
し
ま
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

妹
の
五
女
も
ゆ
く
ゆ
く
は
同
じ
境
遇
に
な
る
が
、
伊
周
が
遺
言
す
る
時
期
に
持
ち

出
す
に
は
早
す
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
。
為
光
四
女
は
一
人
で
そ
の
両
方
の
境
遇
を
得

て
し
ま
っ
た
上
に
、
前
節
の
考
察
の
通
り
な
ら
ば
、
父
の
政
敵
で
あ
っ
た
道
長
の
子

を
孕
ん
だ
ま
ま
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
『
栄
花
物
語
』
が
そ
の
死
を
描
か

な
い
の
は
、
道
長
の
名
誉
に
配
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
死
亡

時
期
と
思
わ
れ
る
長
和
五
年
正
月
に
三
条
天
皇
が
譲
位
し
、
い
よ
い
よ
「
は
つ
は
な
」

で
あ
る
後
一
条
天
皇
の
御
代
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
時
勢
に
泥
を
塗
ら
な
い
よ

う
配
慮
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
だ
っ
た
ろ
う
か
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
伊
周
の
遺
言
に
あ
る
「
太
政
大
臣
の

女
」
は
為
光
四
女
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
読
者
に
は
、
そ
の
す

ぐ
後
に
、
伊
周
が
心
配
し
て
い
た
自
身
の
娘
た
ち
が
為
光
四
女
と
同
じ
境
遇
に
身

を
落
と
し
た
と
い
う
結
末
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 
 

「
ま
こ
と
」
で
始
ま
る
二
回
目 

  

さ
て
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
『
栄
花
物
語
』
は
何
故
わ
ざ
わ
ざ
二
回
「
為
光

四
女
の
宮
仕
え
」
に
つ
い
て
述
べ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ

て
注
目
し
た
い
の
は
、
二
回
目
の
言
及
が
「
ま
こ
と
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
点
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
松
村
博
司
氏
（
一
七
）

は
二
度
目
の
語
り
始
め
の
「
ま
こ
と
」

を
「
忘
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
書
く
場
合
に
用
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

『
栄
花
物
語
』
が
影
響
を
受
け
て
い
る
と
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
で
も
、
こ
れ
に
類

す
る
「
ま
こ
と
や
」
と
い
う
語
り
始
め
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
小
林
美
和
子

氏
（
一
八
）

は
、
「
ま
こ
と
や
」
に
つ
い
て
「
当
時
日
常
的
に
消
息
文
や
会
話
に
使
わ

れ
て
い
た
形
を
そ
の
ま
ま
模
写
し
て
、
物
語
や
日
記
の
世
界
へ
持
ち
込
ん
だ
文
型

と
、
理
解
さ
れ
る
」
と
分
析
し
、
「
複
線
型
に
分
析
さ
れ
た
叙
述
部
分
の
流
れ
を
整

理
し
な
が
ら
、
主
流
・
傍
流
の
位
置
関
係
を
も
、
明
確
化
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
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る
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
「
ま
こ
と
や
」
で
叙
述
さ
れ
た
部
分
は
、
一
旦
間
を
置

い
た
事
柄
を
再
び
取
り
上
げ
た
り
、
漏
れ
た
事
柄
を
拾
っ
た
り
、
後
日
談
だ
っ
た
り

と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
記
述
で
あ
り
、
想
起
さ
れ
る
人
物
は
物
語
の
傍
流
に
位

置
付
け
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
で
の
用
法
で
あ
る
が
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
新
編
全
集
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
話
題
の
転
換
や
付
け
足
し
な
ど
の
語
り
始
め
で

用
い
ら
れ
て
い
る
「
ま
こ
と
」
及
び
「
ま
こ
と
や
」
は
、
管
見
の
限
り
正
編
で
一
二

例
、
続
編
で
一
三
例
見
ら
れ
る
。
こ
の
割
合
の
差
か
ら
、
正
続
で
は
何
ら
か
の
事
情

で
文
体
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
た
め
、
今
回
は
正
編
の
み
に
注
目
す
る
。

正
編
の
一
二
例
で
「
ま
こ
と
」
「
ま
こ
と
や
」
で
想
起
さ
れ
る
側
の
人
物
を
列
挙
す

る
と
、
祐
姫
（
藤
原
元
方
女
）
、
藤
原
公
季
、
恭
子
斎
宮
、
選
子
大
斎
院
、
藤
原
有

国
、
為
光
四
女
、
藤
原
斉
信
、
藤
原
実
方
、
弁
の
乳
母
の
姪
、
藤
原
公
信
室
、
殿
の

宣
旨
の
女
、
藤
原
師
房
室
、
藤
原
長
家
で
あ
る
。
最
後
の
長
家
以
外
に
は
道
長
の
家

族
は
い
な
い
。
そ
の
長
家
も
道
長
の
息
子
で
は
あ
る
も
の
の
、
明
子
腹
で
あ
り
、
や

は
り
彼
ら
は
物
語
の
中
心
に
な
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
い
。『
源
氏
物
語
』
で
は
「
ま

こ
と
や
」
で
語
ら
れ
る
人
物
は
物
語
の
傍
流
に
位
置
す
る
と
い
う
小
林
氏
の
説
は

『
栄
花
物
語
』
に
も
適
用
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
の
一
人
と
し
て
、「
ま
こ
と
」

で
語
り
出
さ
れ
る
為
光
四
女
も
「
傍
流
」
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

巻
八
は
道
長
・
伊
周
の
両
家
が
交
互
に
話
題
に
上
り
、
そ
の
明
暗
が
描
き
出
さ
れ

る
と
い
う
構
成
（
一
九
）

に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
為
光
や
済

時
、
顕
光
と
い
っ
た
他
の
有
力
貴
族
の
娘
た
ち
も
時
折
話
題
に
上
る
。
特
に
姸
子
の

東
宮
居
貞
親
王
参
入
に
関
わ
る
場
面
で
は
、
十
年
以
上
連
れ
添
っ
て
多
く
の
子
を

成
し
て
い
る
済
時
女
娍
子
が
た
び
た
び
言
及
さ
れ
る
の
だ
が
、
巻
八
全
体
を
見
渡

し
た
と
き
、
や
は
り
伊
周
家
に
比
べ
る
と
注
目
度
は
低
い
。
し
か
し
、
巻
五
「
浦
々

の
別
」
で
伊
周
・
隆
家
兄
弟
の
左
遷
が
物
語
の
中
心
だ
っ
た
こ
ろ
に
比
べ
る
と
、

徐
々
に
そ
の
注
目
度
の
差
は
埋
ま
っ
て
き
て
い
る
。
確
実
に
中
関
白
家
へ
の
注
目

度
は
下
が
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
吉
海
直
人
氏
（
二
〇
）

は
前
掲
の
小
林
氏
の
研
究
を
受
け
て
「
ま
こ
と
や
」

と
六
条
御
息
所
に
注
目
し
、
「
夕
顔
」
の
巻
で
は
夕
顔
が
「
ま
こ
と
や
」
で
想
起
さ

れ
る
傍
流
の
女
性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
六
条
の
わ
た
り
」
が
主
流
の
女
性
と
し

て
想
定
で
き
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
吉
海
氏
は
、
そ
の
よ
う
に
「
夕
顔
」
の

巻
で
は
主
流
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
六
条
御
息
所
だ
が
、
「
葵
」
の
巻
で
は
今
度

は
立
場
が
変
わ
り
、
「
ま
こ
と
や
、
か
の
」
が
使
わ
れ
る
側
に
な
る
こ
と
も
指
摘
し

て
い
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
巻
八
「
は
つ
は
な
」
に
も
こ
の
本
流
傍
流
の
関
係
が
あ
る
と
考

え
た
場
合
、
「
本
流
」
に
相
当
す
る
の
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
『
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語
』
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中
心
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華
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な
」
で
あ
る
皇
子
を
生
ん
だ
彰
子
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
陰
に
は
や

は
り
明
暗
と
し
て
対
に
な
る
中
関
白
家
の
存
在
が
あ
り
、
伊
周
や
そ
の
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無
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す
る
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語
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物
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の
わ

た
り
」
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ほ
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一
対
一
だ
っ
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が
、
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葵
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、
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せ
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物
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、
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に
巻
名
を
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る
こ
と
に
な
る
葵
の
上
だ
け
で
は
な
い
。
若
紫
は
巻

末
に
な
ら
な
い
と
新
枕
を
交
わ
さ
な
い
の
で
「
女
君
」
と
は
呼
ば
れ
な
い
が
、
同
巻

の
端
々
で
溺
愛
さ
れ
て
い
る
様
が
描
か
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
巻
末
に
な
れ
ば
立
派
な

「
主
流
」
の
人
物
の
仲
間
入
り
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
彼
女
は
主
流
の
人

物
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
二
人
は
直
接
対
峙
す
る
こ
と
は
な
い
が
、「
紅
葉
賀
」

の
巻
で
は
源
氏
が
若
紫
を
迎
え
入
れ
た
と
の
噂
を
聞
い
て
葵
の
上
が
思
い
悩
む
様

が
描
か
れ
る
よ
う
に
、
当
初
か
ら
潜
在
的
に
光
源
氏
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
愛
情
を
争

う
関
係
に
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
本
来
、
本
流
の
人
物
た
ち
に
は
本
流
同
士
の
人
間
関
係
が
あ
っ
て
、

そ
も
そ
も
傍
流
な
ど
相
手
に
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
傍
流
な
の
で
あ
る
。
『
栄
花

物
語
』
で
も
、
傍
流
に
位
置
す
る
為
光
親
子
は
、
本
流
の
人
間
関
係
を
構
成
し
て
い

る
道
長
親
子
や
伊
周
親
子
と
比
べ
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
本
来
は
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
伊
周
が
亡
く
な
り
、
そ
の
娘
た
ち
も
伊
周
の
遺
言
の
通
り
に
身
を
落

と
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
大
姫
君
の
結
末
は
「
か
の
」
で
語
り
出
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
「
ま
こ
と
」
で
想
起
さ
れ
る
よ
う
な
傍
流
の
人
物
と
全
く
同
じ
立
場
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
意
識
さ
せ
る
の
が
為
光
四
女
の
二
度
目
の
言
及

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
 

二
度
目
の
言
及
が
も
た
ら
す
も
の 

  

こ
れ
ま
で
、
為
光
四
女
が
二
度
話
題
に
上
る
理
由
は
、
新
編
全
集
で
「
予
告
的
」

と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
一
種
の
伏
線
回
収
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
が
、
逆
に
「
こ

の
話
題
を
出
し
た
い
タ
イ
ミ
ン
グ
が
二
度
あ
っ
た
」
と
考
え
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ

う
。 

 

一
度
目
の
言
及
は
、
伊
周
が
遺
言
で
述
べ
る
懸
念
が
実
際
に
起
こ
り
得
る
こ
と

の
具
体
例
を
先
ん
じ
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
伊
周
の
懸

念
は
誇
大
妄
想
で
は
な
く
実
際
に
起
こ
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
例
が
先
に
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
伊
周
の
遺
言
後
に
、
二
度
目
の
言
及
で
改
め
て
為
光

四
女
の
正
式
な
出
仕
が
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伊
周
の
読
み
は
間
違
っ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
更
に
、
為
光
四
女
の
出
仕
に
さ
ほ
ど
間
を
置
か
ず
に

伊
周
女
た
ち
の
顛
末
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
た
だ
「
伊
周
女
が
没
落
し
た
」
と

い
う
事
実
だ
け
で
は
な
く
、
傍
流
の
人
物
と
し
て
語
り
出
さ
れ
た
為
光
四
女
と
同

じ
境
遇
に
な
っ
た
こ
と
を
読
者
に
印
象
付
け
る
の
で
あ
る
。 

 

『
栄
花
物
語
』
で
の
伊
周
は
、
家
督
を
継
い
だ
道
隆
の
死
の
前
後
で
は
、
政
策
の

迷
走
な
ど
未
熟
な
様
子
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
本
人
の
死
の
直
前
に

至
る
と
、
自
分
の
運
命
を
嘆
き
な
が
ら
も
、
残
し
て
い
く
家
族
の
今
後
を
的
確
に
予

想
し
て
訓
戒
を
残
す
姿
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
当
然
な
が
ら
後
の
祭
り
で
あ
る
し
、

物
語
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
訓
戒
は
破
ら
れ
る
た
め
に
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い
。

『
栄
花
物
語
』
は
、
伊
周
を
「
愚
か
な
人
物
」
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た

一
方
、
そ
の
死
後
、
中
関
白
家
の
子
供
た
ち
を
物
語
の
中
心
か
ら
退
場
さ
せ
、
「
そ

の
他
大
勢
」
と
な
っ
た
事
実
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

  

本
稿
で
は
、
伊
周
の
遺
言
の
内
容
の
一
節
に
注
目
し
、
そ
の
前
後
文
脈
か
ら
、「
宮

仕
え
を
す
る
太
政
大
臣
の
女
」
の
具
体
的
な
人
物
像
と
し
て
為
光
四
女
を
読
者
に

想
定
さ
せ
る
構
造
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
物
語
の
傍
流
の
人
物
を
想
起
さ
せ
る

「
ま
こ
と
」
と
い
う
語
よ
っ
て
、
為
光
四
女
は
『
栄
花
物
語
』
の
文
脈
の
中
で
傍
流

に
位
置
す
る
人
物
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
後
に
続
く
伊
周

女
た
ち
の
顛
末
と
絡
み
合
い
、
伊
周
女
た
ち
は
遺
言
を
破
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な

く
為
光
四
女
と
同
じ
境
遇
に
な
っ
た
、
つ
ま
り
物
語
の
中
心
か
ら
の
退
場
を
印
象

づ
け
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。 

 

巻
八
「
は
つ
は
な
」
は
一
条
天
皇
が
譲
位
を
考
え
る
場
面
で
終
わ
り
、
次
の
巻
九

「
い
は
か
げ
」
は
天
皇
の
病
と
譲
位
で
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
二
巻
の
境
目
は
、
物

語
の
大
き
な
節
目
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
節
目
の
一
つ
と
し
て
、
伊
周
の
遺
言
は
、

彼
自
身
の
物
語
か
ら
の
退
場
だ
け
で
な
く
、
そ
の
子
供
た
ち
や
家
全
体
、
更
に
は
、

同
じ
境
遇
に
あ
る
そ
の
他
の
家
々
の
様
相
に
読
者
の
目
を
誘
導
し
て
い
る
。 
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日本語歴史コーパスなどを利用した。  

 

（きん こうばい・本学大学院博士後期課程）  

 
こ
の
遺
言
は
『
栄
花
物
語
』
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
物
語
を
劇

的
に
す
る
た
め
の
『
栄
花
物
語
』
に
よ
る
創
作
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
事
実
は
小

説
よ
り
奇
な
り
て
、
伊
周
が
実
際
に
言
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
如
何
な
る
方
法
で
伝
わ
り
、
『
栄
花
物
語
』
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
か
。
残
る

疑
問
は
多
々
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
す
る
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松
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花
物
語
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川
書
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八
解
説
五
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五
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小
田
勝
『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
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和
泉
書
院
／
二
〇
一
五 
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大
日
本
古
記
録
『
小
右
記
』
小
記
目
録
下 

第
十
七
禁
制
事
「
長
徳
元
年
七
月
十
五
日
、
御

衣
袖
令
縫
縮
給
事
、
…
」
と
あ
る
。 

四 
 

『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
六
「
根
あ
は
せ
」
で
、
花
山
院
の
乳
母
子
腹
の
内
親
王
が
彰
子
に
宮

仕
え
を
し
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。 

五 
 

新
編
増
補
国
史
大
系
『
公
卿
補
任
』
一
条
天
皇 

正
暦
三
年
（992

） 

六 
 

『
尊
卑
分
脈
』
隆
家
の
子
季
定
は
「
母
恒
徳
公
女
」
と
あ
る
。（
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
尊
卑

分
脈
』
第
一
篇 

吉
川
弘
文
館
／
一
九
五
七
） 
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新
編
増
補
国
史
大
系
『
日
本
紀
略
』
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編
十 

吉
川
弘
文
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九
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五 
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新
編
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補
国
史
大
系
『
権
記
』
長
徳
四
年
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）
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月
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十
九
日 
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大
日
本
古
記
録
『
小
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記
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長
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五
年
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）
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廿
一
日 

一
〇 

大
日
本
古
記
録
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
年
（1016

）
正
月
廿
一
日 

一
一 

大
日
本
古
記
録
『
小
右
記
』
長
和
五
年
（1016

）
六
月
十
五
日 

一
二 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
全
注
釈
二
』
角
川
書
店
／
一
九
七
一 

五
二
五
頁 

一
三 

巻
三
「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」
に
「
殿
の
御
女
と
名
の
り
た
ま
ふ
人
あ
り
け
り
。
殿
の
御

心
地
に
も
、
さ
も
や
と
思
し
け
る
人
、
参
り
た
ま
ひ
て
、
宮
の
宣
旨
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
」（
1
：

一
四
〇
頁
）
と
あ
る
。 

一
四 

巻
十
一
「
つ
ぼ
み
花
」
で
、
禎
子
内
親
王
の
女
房
た
ち
の
中
に
「
故
関
白
殿
の
御
女
」（
2
：

三
四
頁
）
と
あ
っ
た
人
物
。
為
光
五
女
の
同
僚
。 

一
五 

巻
十
四
「
あ
さ
み
ど
り
」
で
、
「
な
に
か
と
思
す
べ
き
に
あ
ら
ず
、
つ
れ
づ
れ
の
慰
め
に
語

ら
ひ
き
こ
え
さ
せ
ん
」（
2
：
一
四
二
頁
）
と
倫
子
か
ら
声
が
掛
か
る
。 

一
六 

阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
東
京
大
学
出
版
会
／
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九
五
九 

四
五
二
～
四
五
三
頁 

一
七 

松
村
博
司
『
栄
花
物
語
全
注
釈
二
』
角
川
書
店
／
一
九
七
一 

五
七
三
頁 

一
八 

小
林
美
和
子
「
複
線
型
叙
述
の
物
語
構
造
に
於
る
効
果
」「
国
語
と
国
文
学
」
五
二‐

一
二
／

一
九
七
五 

一
九 

注
1
参
照
。 

二
〇 

吉
海
直
人
「
六
条
御
息
所
と
「
「
ま
こ
と
や
」
」
『
源
氏
物
語
の
人
物
と
構
造
』
笠
間
書
院
／

一
九
八
二 
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に
の
み
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り
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本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
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