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は
じ
め
に

鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
苔
の
衣
』
は
、『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』
の
影
響
を
大
き

く
受
け
て
お
り
、
数
々
の
模
倣
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
物
語
は
、
直
系
の
女
三
代
の
物

語
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
男
性
主
人
公
の
視
点
か
ら
、
苔
衣
大
将
、
兵
部
卿
宮
と
い
う
二
人
で
前
編

と
後
編
に
分
か
れ
る
と
い
う
見
方
、
苔
衣
大
将
と
い
う
男
性
の
一
代
記
と
し
て
の
見
方
な
ど
、
多
面

的
な
読
み
方
を
可
能
と
し
て
い
る
）
1
（

。

と
こ
ろ
で
、
冬
巻
か
ら
中
心
に
描
か
れ
る
兵
部
卿
宮
の
物
語
は
、
物
語
に
春
夏
秋
冬
と
一
貫
し
て

登
場
し
活
躍
す
る
苔
衣
大
将
の
物
語
に
対
す
る
反
復
と
い
う
観
点
か
ら
、
安
達
敬
子
氏
が
、「
も
う

一
つ
の
西
院
の
姫
君
と
右
大
将
の
恋
の
、
あ
り
え
た
か
も
し
れ
ぬ
不
幸
な
か
た
ち
」
と
し
て
論
じ
て

い
る
）
2
（

よ
う
に
、
苔
衣
大
将
が
歩
み
え
た
、
も
う
一
つ
の
、
よ
り
不
幸
な
人
生
を
描
い
た
も
の
と
し
て

の
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
苔
衣
大
将
は
、
愛
す
る
妻
を
失
っ
た
悲
し
み
か
ら
、
仏
道
の
世
界
に
入
り
、
娘
の
危
機

に
は
、
仏
の
許
し
を
得
な
が
ら
救
出
に
向
か
う
と
い
う
ヒ
ー
ロ
ー
性
を
も
っ
た
人
物
で
あ
る
。
対
し

て
、
兵
部
卿
宮
は
、
苔
衣
大
将
の
姫
君
（
苔
衣
中
宮
）
に
密
通
し
て
、
そ
の
結
果
産
ま
れ
た
若
宮
と

苔
衣
中
宮
へ
の
妄
執
の
あ
ま
り
死
亡
す
る
。
さ
ら
に
、
悪
霊
と
な
っ
て
苔
衣
中
宮
に
と
り
つ
き
、
苔

衣
大
将
に
調
伏
さ
れ
た
と
い
う
結
末
か
ら
、
真
の
主
人
公
と
は
い
い
が
た
い
人
物
で
あ
る
。

し
か
し
、
兵
部
卿
宮
の
壮
絶
な
最
期
や
、
苔
衣
大
将
の
再
登
場
に
注
目
す
る
あ
ま
り
、
兵
部
卿
宮

の
密
通
に
よ
る
子
供
が
、
春
宮
に
定
め
ら
れ
た
ま
ま
物
語
が
閉
じ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し

て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
そ
の
結
末
に
注
目
し
、『
苔
の
衣
』
が
、
苔
衣
大
将
の
一

生
を
描
く
枠
組
を
持
ち
な
が
ら
、
冬
巻
に
お
い
て
、
兵
部
卿
宮
を
描
く
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

[

本
文
引
用
は
、
今
井
源
衛
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
７
苔
の
衣
』（
笠
間
書
院
、
平
成
八
年
）
に
拠
る
。

引
用
し
た
文
の
後
に
、
ペ
ー
ジ
番
号
を
記
し
た
。]

『
苔
の
衣
』
の
兵
部
卿
宮

―

中
世
王
朝
物
語
に
お
い
て
登
場
人
物
の
子
孫
が
帝
位
に
即
く
こ
と―

岩＊　

佐　

理　

恵

一
、
皇
位
を
継
ぐ
不
義
の
子

こ
れ
ま
で
、
兵
部
卿
宮
の
、
苔
衣
大
将
の
「
も
う
一
つ
の
西
院
の
姫
君
と
右
大
将
の
恋
の
、
あ
り

え
た
か
も
し
れ
な
い
不
幸
な
か
た
ち
」
と
し
て
、
苔
衣
大
将
に
比
べ
、
登
場
人
物
と
し
て
の
劣
っ
た

面
ば
か
り
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
兵
部
卿
宮
の
、
苔
衣
大
将
に
対
し
て
優
越
し
た
点
を
指
摘
す
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
恋
の
物
語
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苔
衣
大
将
の
代
わ
り
に
兵
部

卿
宮
が
成
し
遂
げ
た
こ
と
は
、「
息
子
を
帝
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

物
語
に
お
い
て
、
女
主
人
公
は
、
妃
と
な
り
、
息
子
を
帝
と
す
る
可
能
性
を
ど
こ
ま
で
も
秘
め
て

い
る
。
し
か
し
、
男
主
人
公
は
、
帝
の
息
子
、
し
か
も
春
宮
で
な
け
れ
ば
、
密
通
を
し
な
い
限
り
、

自
ら
が
帝
位
に
即
き
、
息
子
を
帝
位
に
即
か
せ
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。
し
か
も
、
苔
衣
大
将
の
場

合
、
愛
し
た
女
性
は
、
内
大
臣
の
娘
で
あ
り
、
帝
の
父
親
と
な
る
こ
と
は
完
全
に
不
可
能
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
の
が
、
兵
部
卿
宮
の
物
語
な
の
で
あ
る
。

密
通
に
よ
っ
て
、
男
主
人
公
の
子
が
、
図
ら
ず
も
帝
と
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
文
脈
は
、
さ
か

の
ぼ
る
と
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
藤
壺
と
光
源
氏
の
間
に
生
ま
れ
た
冷
泉
帝
で
あ
る
。

冷
泉
帝
の
存
在
は
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
。

そ
も
そ
も
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
冷
泉
帝
の
存
在
と
は
、
一
つ
に
は
、
王
権
の
侵
犯
に
よ
っ

て
源
氏
の
超
人
性
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
物
語
内
で
冷
泉
帝
が
、
本
当
の
父
親
の

存
在
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
準
太
上
天
皇
に
光
源
氏
が
上
り
詰
め
る
、
と
い
う
光
源
氏
と
い
う
主

人
公
の
現
実
の
地
位
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
）
3
（

。

『
苔
の
衣
』
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
、『
狭
衣
物
語
』
に
お
い
て
も
、
狭
衣
大
将
は
、
結
婚
を
勧

め
ら
れ
て
い
た
女
二
の
宮
と
関
係
を
持
ち
、
そ
の
結
果
、
女
二
の
宮
で
は
な
く
、
母
皇
太
后
が
、
帝

の
子
を
妊
娠
し
た
と
偽
装
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
息
子
が
皇
子
と
な
り
、
そ
の
後
、
春
宮
に
な
り

[

キ
ー
ワ
ー
ド] 
苔
の
衣
／
子
孫
／
兵
部
卿
宮
／
結
末
／
帝
位

＊
平
成
十
八
年
度
生　
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『
苔
の
衣
』
の
兵
部
卿
宮

そ
う
な
筋
運
び
と
な
る
。
し
か
し
、
天
照
大
御
神
の
託
宣
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
。

大
将
は
、
顔
か
た
ち
、
身
の
才
よ
り
は
じ
め
、
こ
の
世
に
は
過
ぎ
て
、
た
だ
人
に
て
あ
る
、
か

た
じ
け
な
き
宿
世
・
あ
り
さ
ま
な
め
る
を
、
お
ほ
や
け
の
知
り
た
ま
は
で
あ
れ
ば
、
世
は
悪
し

き
な
り
。
若
宮
は
、
そ
の
御
次
々
に
て
、
行
く
末
を
こ
そ
。
親
を
た
だ
人
に
て
、
帝
に
居
た
ま

は
ん
こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
。
さ
て
は
、
お
ほ
や
け
の
御
た
め
に
、
い
と
悪
し
か
り
な

ん
。
や
が
て
、
一
度
に
位
を
譲
り
た
ま
ひ
て
は
、
御
命
も
長
く
な
り
た
ま
ひ
な
ん
。
こ
の
よ
し

を
、
夢
の
中
に
も
、
た
び
た
び
知
ら
せ
た
て
ま
つ
れ
ど
、
御
心
得
た
ま
は
ぬ
に
や
（
巻
四
343
）

こ
の
託
宣
で
、
狭
衣
大
将
の
素
晴
ら
し
さ
が
語
ら
れ
る
と
と
も
に
、
若
宮
を
帝
位
に
就
け
る
の
な

ら
ば
、
先
に
、
狭
衣
大
将
を
帝
位
に
即
け
な
さ
い
、
と
告
げ
ら
れ
、
狭
衣
大
将
は
帝
と
な
る
。
よ
っ

て
、
若
宮
が
帝
位
を
継
ぐ
こ
と
は
血
脈
の
乱
れ
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
場
合
も
ま
た
、
若
宮
の
存
在

は
、
狭
衣
大
将
自
身
の
地
位
の
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
話
を
戻
そ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
冷
泉
帝
の
在
位
中
に
は
、
子
供

が
産
ま
れ
な
い
こ
と
が
、『
源
氏
物
語
』
に
は
語
ら
れ
て
い
る
。

六
条
院
は
、
お
り
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
る
冷
泉
院
の
御
嗣
お
は
し
ま
さ
ぬ
を
飽
か
ず
御
心
の
中
に
思

す
。
同
じ
筋
な
れ
ど
、
思
ひ
悩
ま
し
き
御
事
な
う
て
過
ぐ
し
た
ま
へ
る
ば
か
り
に
、
罪
は
隠
れ

て
、
末
の
世
ま
で
は
え
伝
ふ
ま
じ
か
り
け
る
御
宿
世
、
口
惜
し
く
さ
う
ざ
う
し
く
思
せ
ど
、
人

に
の
た
ま
ひ
あ
は
せ
ぬ
こ
と
な
れ
ば
い
ぶ
せ
く
な
む
。（
若
菜
下
165
〜
166
）

こ
の
場
面
の
時
点
で
、
源
氏
の
娘
、
明
石
姫
君
腹
の
子
が
春
宮
に
定
ま
っ
て
お
り
、
源
氏
の
血
が

皇
室
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
決
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
源
氏
は
、
息
子
冷
泉
帝
の
皇
統
が

続
か
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
藤
壺
の
血
統
が
続
か
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
）
4
（

と
と
も

に
、
自
分
の
男
系
の
血
脈
が
皇
室
に
受
け
継
が
れ
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
譲
位
後
、
源
氏
の
死
後
に
な
っ
て
、
冷
泉
帝
の
子
供
が
生
ま
れ
る
。
そ
こ
で
も
、
そ
の

子
供
が
、
皇
統
を
継
ぐ
こ
と
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

帝
は
、
ま
し
て
限
り
な
く
め
づ
ら
し
と
、
こ
の
今
宮
を
ば
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
。
お
り
ゐ
た

ま
は
ぬ
世
な
ら
ま
し
か
ば
、
い
か
に
か
ひ
あ
ら
ま
し
、
今
は
何
ご
と
も
は
え
な
き
世
を
、
い
と

口
惜
し
と
な
ん
思
し
け
る
。（
竹
河
104
〜
105
）

『
源
氏
物
語
』
内
に
お
い
て
、
源
氏
の
皇
統
が
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
は
、
確
定
事
項
で
あ
り
、
皇
統
問
題
は
終
結
し
て
い
る
。
源
氏
の
血
は
、
藤
原
氏
と
同
じ
よ
う

に
、
外
戚
と
し
て
し
か
皇
室
に
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
作
者
は
、
乱
れ

た
皇
統
が
そ
の
ま
ま
続
い
て
し
ま
う
こ
と
を
よ
し
と
し
な
か
っ
た
。

密
通
は
、
密
通
し
た
本
人
の
超
人
性
を
物
語
り
、
そ
れ
に
よ
る
現
実
的
な
栄
華
も
ま
た
、
物
語
内

で
本
人
に
返
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
実
在
す
る
皇
室
へ
の
配
慮
か
ら
か
、
皇
統
の
血
の
乱

れ
は
致
命
的
な
乱
れ
に
は
至
ら
な
い
。
乱
れ
た
場
合
に
も
、
き
ち
ん
と
物
語
内
で
、
そ
の
血
の
乱
れ

は
正
さ
れ
た
り
、
辻
褄
の
合
う
形
に
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
主
人
公
に
利
益
を
も
た
ら
す

た
め
だ
け
に
機
能
す
る
も
の
と
も
い
え
る
。

　

『
苔
の
衣
』
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
物
語
の
結
末
に
お
い
て
、
不
義
の
子
は
春
宮
の
地
位
を
保

ち
、
帝
と
な
る
予
定
を
覆
さ
な
い
ま
ま
、
そ
の
皇
統
が
正
さ
れ
る
予
兆
す
ら
描
か
れ
な
い
。
こ
の
不

義
の
子
は
、
兵
部
卿
宮
自
身
に
は
ど
の
よ
う
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
の
か
。

自
分
の
子
が
帝
に
な
る
前
に
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
兵
部
卿
宮
は
、
む
し
ろ
子
の
存
在
に
苦
悩
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
身
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
最
期
は
、
光
源
氏
の
妻
女
三
宮
に
密

通
し
た
柏
木
を
彷
彿
と
さ
せ
る
が
、
こ
の
密
通
は
、『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
に
、
妻
を
犯
さ
れ
た
主

人
公
光
源
氏
の
苦
悩
を
描
く
装
置
と
も
な
り
え
な
け
れ
ば
、
さ
ら
な
る
続
編
で
、
不
義
の
子
の
苦
悩

が
描
か
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。

神
野
藤
昭
夫
氏
は
、
こ
の
兵
部
卿
宮
の
密
通
を
、
狭
衣
と
女
二
の
宮
の
密
通
に
重
な
る
も
の
と
し
、

「
先
行
の
物
語
を
模
倣
し
て
作
品
の
形
象
化
を
図
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
読
者
に
よ
り
積
極
的
に

先
行
の
物
語
と
の
読
み
の
同
化
と
差
異
を
ふ
た
つ
な
が
ら
も
と
め
て
い
る
物
語
で
あ
る
と
い
う
評
価

を
与
え
る
こ
と
が
適
切
な
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
、
兵
部
卿
宮
の
死
が
、「
彼
と
東
宮
妃
と
の
間

の
秘
密
の
皇
子
を
東
宮
に
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
も
の
」
で
あ
り
、

兵
部
卿
宮
は
あ
く
ま
で
「
種
ま
き
し
人
」（
冬
二
十
六
頁
↓
執
筆
者
注
、
中
世
王
朝
物
語
全
集
で

は
228
頁
）
で
あ
っ
て
、｢

雲
井
ま
で
生
ひ
の
ぼ
る
べ
き｣

栄
華
は
、
女
の
側
が
担
う
物
語
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
述
べ
た
上
で
、
こ
の
物
語
を
「
そ
の
娘
の
代
の
悲
劇
と
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
子
孫
は
栄

華
の
位
置
を
獲
得
し
え
て
し
ま
う
物
語
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
）
5
（

。

確
か
に
、
苔
衣
中
宮
の
産
ん
だ
子
供
が
、
密
通
さ
れ
て
妊
娠
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
な
が
ら
も

な
お
、
春
宮
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
苔
衣
中
宮
側
の
栄
華
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
栄
華
は
春
宮

妃
と
な
っ
た
時
点
で
、
す
で
に
密
通
さ
れ
る
前
よ
り
保
証
さ
れ
て
い
た
。
春
宮
と
の
間
に
で
き
た
子

供
で
は
な
く
、
密
通
に
よ
っ
て
兵
部
卿
宮
と
の
間
に
で
き
た
子
が
、
春
宮
に
定
ま
る
こ
と
の
説
明
に

は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
兵
部
卿
宮
と
中
宮
の
子
が
春
宮
に
定
ま
り
、
こ
れ
か
ら
帝
と
な
る

こ
と
を
予
感
さ
せ
て
終
わ
る
結
末
に
は
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
の
か
。

３－２
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文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
三
巻　

二
〇
一
〇
年

二
、
兵
部
卿
宮
の
血
が
受
け
継
が
れ
る
意
味

さ
て
、
兵
部
卿
宮
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
。
兵
部
卿
宮
は
、
三
条
帝
と
苔
衣
大
将
の
姉
、

藤
壺
と
の
間
に
、
二
の
宮
と
し
て
誕
生
す
る
こ
と
に
よ
り
、
夏
巻
に
登
場
し
た
。

男
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
苔
衣
大
将
が
出
奔
し
た
物
語
世
界
を
描
く
、
冬
の
巻
か
ら
で

あ
る
。
第
二
世
代
と
第
三
世
代
に
当
た
る
、
苔
衣
大
将
と
兵
部
卿
宮
は
、
叔
父
と
甥
の
関
係
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
の
間
に
は
実
の
親
子
ほ
ど
に
そ
の
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。

御
叔
父
の
中
納
言
殿
に
い
と
よ
く
お
ぼ
え
給
へ
る
。（
83
）

　

容
姿
だ
け
で
は
な
く
、
行
動
、
出
来
事
に
お
い
て
も
類
似
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
既
に
指

摘
が
あ
る
）
6
（

。
こ
の
よ
う
に
、
兵
部
卿
宮
は
苔
衣
大
将
の
分
身
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
り
、
男
君
の

系
譜
に
並
ぶ
人
物
で
あ
る
。
な
ぜ
、
親
子
ほ
ど
に
、
類
似
性
が
強
調
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。

　

山
田
利
博
氏
は
、

俗
に
第
三
世
代
と
呼
ば
れ
る
兵
部
卿
宮
と
苔
衣
の
姫
君
の
恋
も
、
実
は
そ
の
前
の
右
大
将
と
西

院
の
姫
君
と
の
そ
れ
の
繰
り
返
し
な
の
で
あ
り
、
た
だ
一
つ
だ
け
異
な
る
点
は
、
今
度
は
死
ぬ

の
が
女
君
で
は
な
く
男
の
方
だ
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
苔
衣
の
入
道
は
、
い

わ
ば
自
分
の
妄
執
の
化
身
で
あ
る
兵
部
卿
宮
の
霊
を
祓
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
と
こ
ろ
で
彼
は
完
璧
な
悟
り
を
開
い
た
こ
と
に
な
り
、
物
語
は
完
結
す
る

の
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
）
7
（

。
確
か
に
、
苔
衣
大
将
を
中
心
に
見
た
場
合
、
兵
部
卿
宮
と
の
関
係
は
そ
の
よ
う
に

読
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
若
宮
の
父
親
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
、
兵
部
卿
宮

が
苔
衣
大
将
の
素
質
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ち
な
み
に
、
苔
衣
中
宮
に
と
っ
て
、
兄
春
宮
と
兵
部
卿
宮
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ

た
か
。

兵
部
卿
宮
に
言
い
寄
ら
れ
た
後
、
中
宮
の
、
次
の
よ
う
な
心
中
が
描
か
れ
る
。

月
日
に
添
へ
て
も
の
疎
く
の
み
も
て
な
し
き
こ
え
給
ふ
に
、
あ
や
に
く
な
る
御
心
遣
ひ
の
ま
さ

る
に
、
姫
君
も
い
と
苦
し
う
わ
び
し
う
思
さ
れ
て
、
さ
し
も
思
ひ
給
は
ざ
り
し
春
宮
の
御
事
も

い
そ
が
は
し
く
な
ん
思
ひ
給
ふ
。「
い
づ
れ
も
同
じ
御
事
な
れ
ど
、
さ
る
べ
き
さ
ま
に
宮
・
上

も
思
し
掟
て
給
へ
る
に
、
か
や
う
の
こ
と
も
漏
り
聞
こ
え
て
は
、
い
か
に
思
は
ず
に
心
得
ず
思

さ
れ
ん
」（
212
）

苔
衣
中
宮
は
、
夫
の
兄
春
宮
に
対
し
て
格
別
の
愛
情
を
抱
い
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
、
兵

部
卿
宮
も
兄
春
宮
も
、
異
性
と
し
て
あ
ま
り
違
い
は
な
い
と
し
て
い
る
。
春
宮
妃
と
い
う
栄
華
に
充

足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
親
代
わ
り
の
藤
壺
と
三
条
帝
の
意
向
に
従
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ

る
。し

か
し
、
物
語
内
で
は
、
両
者
は
鮮
明
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
兵
部
卿
宮
と
、
兄
春
宮
の
違
い
は
、

先
ほ
ど
も
述
べ
た
、
苔
衣
大
将
の
素
質
を
受
け
継
い
で
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

神
野
藤
氏
は
、「
ひ
か
る
」
と
い
う
言
葉
が
、
苔
衣
大
将
、
石
山
の
姫
君
、
苔
衣
中
宮
、
兵
部
卿

宮
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
）
8
（

。
兵
部
卿
宮
誕
生
の
際
に
、
次
の
よ
う
な
描
写
が
見
ら
れ

る
。

ま
た
男
皇
子
に
て
さ
し
出
で
給
へ
る
御
光
を
誰
も
誰
も
い
か
で
か
お
ろ
か
に
思
さ
ん
。（
82
）

内
裏
に
は
「
と
く
入
ら
せ
給
へ
」
と
の
み
申
さ
せ
給
へ
ば
、
十
月
に
ぞ
中
宮
参
ら
せ
給
ふ
。
い

ま
ひ
と
し
ほ
の
御
光
を
殿
・
上
も
思
ふ
さ
ま
に
見
奉
り
給
ふ
。（
83
〜
84
）

こ
の
場
面
は
、
母
藤
壺
が
時
め
く
様
子
に
も
読
め
る
が
、
兄
春
宮
誕
生
の
際
に
は
、
使
用
さ
れ
な

か
っ
た
「
光
」
と
い
う
語
が
、
兵
部
卿
宮
誕
生
の
際
に
は
使
用
さ
れ
て
い
る
。
兵
部
卿
宮
に
対
し
て
、

「
光
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
誕
生
の
時
の
み
で
あ
る
が
、
確
か
に
苔
衣
大
将
の
素
質

が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
辛
島
正
雄
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
）
9
（

よ
う
に
、
元
服
の
際
に
は
、

御
上
げ
優
り
は
こ
よ
な
く
愛
敬
づ
き
、
見
ま
ほ
し
き
御
有
様
譬
へ
ん
か
た
な
し
。
春
宮
は
あ
ま

り
な
ま
め
か
し
う
う
る
は
し
き
御
有
様
な
る
に
、
こ
れ
は
様
変
は
り
て
、
御
心
よ
り
は
じ
め
た

だ
す
ず
ろ
に
見
ま
ほ
し
き
気
色
ぞ
し
給
へ
る
。（
207
〜
208
）

と
あ
る
よ
う
に
、
人
々
の
視
線
を
捕
ら
え
て
離
さ
な
い
様
子
も
、
元
服
時
の
苔
衣
大
将
と
共
通
し

て
い
る
。

御
顔
は
ふ
く
ら
か
に
愛
敬
づ
き
た
る
も
の
か
ら
あ
て
に
な
ま
め
か
し
く
、
見
奉
る
人
も
す
ず
ろ

に
見
ま
ほ
し
き
心
地
す
る
に
、（
35
）

　

ち
な
み
に
、
苔
衣
中
宮
に
つ
い
て
も
、
母
石
山
の
姫
君
と
の
相
似
が
幾
度
も
強
調
さ
れ
る
。

た
だ
故
母
上
の
御
顔
を
写
し
と
り
た
る
や
う
に
お
は
す
れ
ば
、
御
門
も
中
宮
も
い
み
じ
き
光
と

思
し
つ
つ
、
心
殊
に
も
て
な
し
か
し
づ
き
給
ふ
。（
208
）

父
苔
衣
大
将
で
は
な
く
、
母
石
山
の
姫
君
と
の
同
一
性
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

辛
島
氏
は
、
こ
の
兵
部
卿
宮
と
、
苔
衣
中
宮
に
つ
い
て
、
苔
衣
大
将
と
石
山
の
姫
君
の
「
苔
の
衣

の
御
仲
ら
ひ
」
に
対
す
る
、「
〈
い
ま
ひ
と
つ
の
「
苔
の
衣
の
御
仲
ら
ひ
」
〉
の
物
語
」
が
展
開
し
て

い
る
と
す
る
）
10
（

。

　

こ
の
反
復
に
よ
っ
て
、
兵
部
卿
宮
は
、
苔
衣
大
将
か
ら
続
く
素
質
を
受
け
継
ぎ
、
さ
ら
に
、
密
通

に
よ
っ
て
苔
衣
中
宮
と
の
間
に
子
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
統
に
つ
な
い
だ
の
だ
と
い
え
る
。

そ
も
そ
も
第
二
世
代
の
苔
衣
大
将
は
、
皇
統
と
い
う
も
の
を
潜
在
的
に
意
識
し
た
物
語
を
辿
っ
て

３－３
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『
苔
の
衣
』
の
兵
部
卿
宮

い
る
。
妻
と
な
っ
た
石
山
の
姫
君
は
、
も
と
も
と
は
帝
の
妃
に
な
る
予
定
を
覆
し
て
契
っ
た
相
手
で

あ
り
、
結
婚
後
、
三
条
帝
か
ら
院
の
姫
君
の
降
嫁
の
話
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妻
を
失
う

こ
と
に
な
る
。
苔
衣
大
将
は
、
王
権
と
い
う
も
の
を
あ
る
一
面
で
は
超
越
し
、
結
局
は
翻
弄
さ
れ
て

宮
中
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
。

臣
下
と
い
う
立
場
で
、
内
大
臣
の
娘
を
娶
っ
た
苔
衣
大
将
の
物
語
で
は
、
大
将
自
身
は
帝
に
は
な

れ
な
い
し
、
息
子
を
帝
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
「
光
」
を
受
け
継
ぐ
存
在
と
し
て
、
兵

部
卿
宮
が
次
世
代
の
男
主
人
公
と
し
て
登
場
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
苔
衣
大
将
の
父
関
白
が
、
石
山
の
姫
君
と
の
結
婚
を
と
り
つ
け
た
時
、
苔
衣
大
将
に

対
し
て
、

御
門
へ
参
ら
せ
給
は
ぬ
と
て
も
劣
り
や
は
す
べ
き
。
我
が
身
の
今
日
明
日
た
だ
人
に
な
り
た
る

と
い
ふ
ば
か
り
こ
そ
（
93
）

と
言
い
、
父
関
白
は
、
皇
統
に
近
い
血
筋
の
源
氏
で
あ
り
、
結
婚
相
手
と
し
て
、
帝
と
苔
衣
大
将
で

は
、
血
筋
の
上
で
も
全
く
ひ
け
を
と
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
苔
衣
大

将
と
王
権
の
接
近
を
、
物
語
自
体
が
表
出
し
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
潜
在
性
を
秘
め
て
い
た
苔
衣
大
将
と
、
妃
に
な
る
べ
き
「
光
」
を
備
え
た
石
山
姫
君

と
い
う
男
女
の
組
み
合
わ
せ
を
、
皇
統
に
残
す
べ
く
再
現
し
た
の
が
、
苔
衣
中
宮
と
、
兵
部
卿
宮
で

あ
り
、
仲
睦
ま
じ
い
夫
婦
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
将
来
の
帝
と
な
る
べ
き
男

子
は
残
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
春
宮
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
宮
崎
裕
子
氏
は
、

結
局
、
兵
部
卿
宮
は
若
宮
に
真
実
を
伝
え
る
す
べ
も
な
く
死
去
し
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
罪
を
背

負
わ
さ
れ
た
若
宮
を
東
宮
に
据
え
た
『
苔
の
衣
』
の
物
語
は
、
次
世
代
に
波
乱
の
火
種
を
内
包

し
つ
つ
、
大
団
円
無
き
終
幕
を
迎
え
る
。

と
述
べ
て
い
る
）
11
（

が
、
物
語
は
、
未
来
を
否
定
的
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
で
も
、
冷
泉
帝
が
、
父
で
あ
る
光
源
氏
を
、
自
分
の
臣
下
と
し
て
い
る
た
め
に
、

天
変
地
異
が
起
こ
る
と
し
て
、
僧
都
に
よ
っ
て
秘
密
は
漏
ら
さ
れ
る
。

「
天
変
頻
り
に
さ
と
し
、
世
の
中
静
か
な
ら
ぬ
は
こ
の
け
な
り
。
い
と
き
な
く
も
の
の
心
知
ろ

し
め
す
ま
じ
か
り
つ
る
ほ
ど
こ
そ
は
べ
り
つ
れ
、
や
う
や
う
御
齢
足
り
お
は
し
ま
し
て
、
何
ご

と
も
わ
き
ま
へ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
時
に
い
た
り
て
咎
を
も
示
す
な
り
。
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
親
の

御
世
よ
り
は
じ
ま
る
に
こ
そ
は
べ
る
な
れ
。」（
薄
雲
452
）

　

『
狭
衣
物
語
』
に
つ
い
て
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
帝
が
父
親
の
存
在
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
臣
下
と

し
て
扱
う
こ
と
に
対
し
て
、
天
変
地
異
が
起
こ
る
と
し
て
い
る
。
天
変
地
異
を
起
こ
す
の
は
神
々
で

あ
ろ
う
。

　

こ
の
物
語
に
お
い
て
は
、
夢
告
が
何
回
も
登
場
し
て
い
る
。
石
山
の
姫
君
が
生
ま
れ
る
時
も
、
兵

部
卿
宮
に
、
住
吉
の
姫
君
と
の
子
の
存
在
を
知
ら
せ
る
時
も
登
場
し
た
。
苔
衣
大
将
が
苔
衣
中
宮
の

危
機
を
知
ら
さ
れ
た
時
も
、
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
豊
島
秀
範
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
物
語

に
お
い
て
な
さ
れ
る
神
仏
に
よ
る
予
告
は
、
重
要
な
出
来
事
に
関
す
る
も
の
と
い
え
る
）
12
（

。
こ
の
三
代

に
わ
た
る
物
語
は
、
神
仏
こ
そ
が
、
常
に
見
守
り
、
把
握
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

兵
部
卿
宮
が
、
苔
衣
中
宮
に
密
通
し
た
晩
に
見
た
夢
の
中
で
、
二
人
の
間
に
子
が
産
ま
れ
る
こ
と

は
、
告
げ
ら
れ
て
い
た
。

さ
ば
か
り
心
騒
ぎ
な
る
中
に
も
つ
ゆ
ま
ど
ろ
み
給
へ
る
に
や
、
御
夢
に
、
め
で
た
く
う
る
は
し

く
装
束
き
た
る
童
の｢

こ
れ
な
ん
奉
る
べ
き
物｣

と
て
、
こ
の
世
の
物
と
も
見
え
ず
光
り
輝
く
玉

を
桂
の
枝
に
付
け
て
奉
る
を
、「
い
と
め
で
た
し
」
と
思
し
て
持
ち
給
へ
る
に
、
こ
の
女
御
の

君
側
よ
り
あ
へ
な
く
取
り
て
お
は
し
ぬ
る
を
、「
い
と
あ
さ
ま
し
き
こ
と
か
な
。
東
宮
の
御
物

に
こ
そ
は
な
ら
ん
ず
ら
ん
。
何
し
に
取
ら
れ
奉
り
ぬ
ら
ん
」
と
、
い
と
ね
た
し
と
思
ひ
て
見
果

て
給
ひ
て
う
ち
お
ど
ろ
き
給
へ
る
に
、（
219
）

本
人
達
に
し
て
み
れ
ば
、
妊
娠
し
た
か
ど
う
か
知
る
よ
し
も
な
い
段
階
か
ら
、
若
宮
の
誕
生
は
、

神
仏
に
よ
っ
て
す
で
に
決
め
ら
れ
、
あ
た
か
も
、
望
ま
れ
て
い
た
出
来
事
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、

こ
れ
か
ら
の
処
遇
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
夢
の
中
で
、
若
宮
は
「
光
り
輝
く
玉
」
と
描
写
さ
れ
、
第

二
世
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
光
」
は
若
宮
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

加
藤
奈
保
子
氏
が
、
狭
衣
物
語
と
の
類
似
を
指
摘
し
た
上
で
、

狭
衣
と
女
二
の
宮
、
飛
鳥
井
女
君
の
関
係
を
摂
取
す
る
こ
と
で
、
第
三
世
代
と
第
四
世
代
を
つ

な
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
男
女
の
関
係
や
第
二
世
代
・
第
三
世
代
の
親
子
の
枠
組

み
を
、『
狭
衣
物
語
』
の
摂
取
で
補
強
し
な
が
ら
、
第
三
世
代
と
第
四
世
代
の
親
子
の
骨
格
を

与
え
、
物
語
で
は
描
か
れ
る
こ
と
の
な
い
第
四
世
代
の
存
在
を
、
物
語
の
中
核
を
な
す
三
世
代

の
親
子
の
枠
組
み
に
組
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
）
13
（

よ
う
に
、
描
か
れ
な
い
第
四
世
代
と
の
つ
な
が
り
が
、
物
語
内
に
お
い
て
、
示
唆
さ

れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
第
四
世
代
は
、
苔
衣
大
将
の
子
孫
達
と
と
も
に
、
住
吉
姫
君
と
兵
部
卿
宮
の
息
子
が
、

母
藤
壺
に
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
臣
下
と
し
て
の
施
政
者
に
上
り
詰
め
、
兵
部
卿
宮
と
中
宮

と
の
間
に
産
ま
れ
た
「
光
」
を
受
け
継
い
だ
帝
と
と
も
に
、
施
政
を
行
う
世
の
中
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。

兵
部
卿
宮
の
物
語
は
、
自
身
の
人
生
を
悲
劇
と
し
て
犠
牲
に
し
な
が
ら
も
、
三
代
に
わ
た
っ
て
き

３－４
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二
〇
一
〇
年

た
物
語
の
そ
の
後
の
物
語
世
界
の
頂
点
に
、
苔
衣
大
将
の
「
光
」
を
受
け
継
ぐ
物
語
な
の
で
あ
る
。

三
、
苔
衣
大
将
の
救
出

　

前
章
の
よ
う
に
、
夢
告
を
神
仏
が
望
ん
だ
結
果
だ
と
考
え
た
場
合
、
苔
衣
大
将
の
中
宮
救
出
は
、

単
な
る
親
子
と
し
て
の
情
か
ら
出
た
行
動
と
し
て
だ
け
で
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
苔
衣
大
将
は
、
出

家
し
て
都
か
ら
離
れ
て
い
た
が
、
神
仏
の
よ
う
な
存
在
に
よ
っ
て
、
中
宮
の
危
機
を
知
ら
さ
れ
、
助

け
る
よ
う
告
げ
ら
れ
る
。

夢
と
も
な
く
い
と
尊
げ
な
る
僧
傍
ら
に
立
ち
て
、「
こ
の
人
汝
な
ら
で
は
助
く
べ
き
人
な
し
。

親
子
の
契
り
は
な
ほ
深
き
も
の
な
り
。
こ
の
度
の
命
生
け
給
へ
」
と
の
た
ま
ふ
を
、
い
と
心
得

ず
思
す
ほ
ど
に
、（
273
）

こ
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
、
苔
衣
大
将
は
中
宮
を
助
け
に
行
く
。
こ
の
様
子
か
ら
、
豊
島
氏
は
、
本

作
品
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
）
14
（

。

い
わ
ば
無
常
な
世
の
中
に
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
断
ち
難
い
も
の
と
し
て
、
親
子
の
絆
が
あ
る
の

だ
と
い
う
主
張
、
そ
れ
は
仏
も
許
す
も
の
と
し
て
、
三
位
中
将
を
通
し
て
描
く
こ
と
に
『
苔
の

衣
』
の
主
題
は
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

確
か
に
苔
衣
大
将
の
視
点
で
は
、
娘
を
思
う
気
持
ち
か
ら
出
た
、
自
発
的
な
行
為
と
考
え
ら
れ
る
。

物
語
全
体
を
通
し
て
の
最
大
の
主
人
公
の
再
登
場
に
よ
っ
て
、
親
子
の
恩
愛
の
物
語
を
し
め
や
か
に

閉
じ
る
に
も
ふ
さ
わ
し
い
出
来
事
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
あ
え
て
こ
こ
で
、
苔
衣
中
宮
の
迎
え
て
い
る
危
機
を
中
心
に
考
え
、
も
し
も
苔
衣
大
将

が
救
出
し
な
か
っ
た
場
合
、
ど
う
な
る
の
か
を
考
え
た
い
。
そ
の
場
合
考
え
ら
れ
る
の
は
、
兵
部
卿

宮
の
霊
が
、
苔
衣
中
宮
と
の
関
係
や
、
若
宮
の
本
当
の
父
親
に
つ
い
て
告
白
し
た
り
、
苔
衣
中
宮
が

死
亡
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
宮
の
帝
へ
の
即
位
が
危
う
く
な
る
事
態
で
あ
ろ
う
。　
　

つ
ま
り
、
苔
衣
大
将
の
救
出
に
よ
っ
て
、
若
宮
の
乱
れ
た
皇
統
は
そ
の
ま
ま
続
行
さ
れ
る
こ
と
が

と
り
あ
え
ず
保
証
さ
れ
、
肯
定
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
苔
衣
大
将
は
、
苔
衣
中
宮
の
瀕
死
の
状
態
を
救
っ
た
が
、
密
通
さ
れ
、
不
義
の
子
を
産

ん
だ
と
い
う
事
情
を
知
ら
な
い
。
兵
部
卿
宮
の
悪
霊
の
告
白
に
よ
っ
て
、
苔
衣
中
宮
へ
の
思
い
を

知
っ
た
兵
部
卿
宮
の
母
藤
壺
も
、
若
宮
の
本
当
の
父
親
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。苔

衣
中
宮
の
瀕
死
の
事
態
は
、
苔
衣
大
将
の
そ
の
後
の
姿
を
描
き
、
親
子
の
恩
愛
を
描
く
た
め
に

必
要
と
な
っ
た
出
来
事
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
結
局
、
苔
衣
大
将
は
、
苔
衣
中
宮
の
全
て
の
苦
悩
を

理
解
し
て
救
出
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
表
面
的
な
応
急
処
置
を
施
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
全
て
を
知
っ

た
上
で
夢
告
を
し
て
く
る
神
々
の
真
意
を
知
ら
ぬ
ま
ま
、
使
い
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
だ
け
と

も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

本
物
語
の
展
開
に
は
夢
告
や
お
告
げ
を
し
て
く
る
見
え
な
い
神
の
存
在
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
こ

の
苔
衣
大
将
へ
の
お
告
げ
に
至
る
ま
で
、
三
代
に
わ
た
っ
て
、
苔
衣
大
将
と
石
山
姫
君
の
「
光
」
を

受
け
継
ぐ
子
供
が
帝
位
に
即
く
よ
う
に
、
導
く
存
在
の
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

宮
崎
氏
の
述
べ
て
い
る
通
り
、
若
宮
の
御
代
に
な
っ
て
天
変
地
異
が
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も

し
か
し
た
ら
、『
源
氏
物
語
』
の
冷
泉
帝
の
よ
う
に
、
成
人
し
て
か
ら
、
事
情
を
知
る
者
に
よ
っ
て
、

真
実
を
告
げ
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
物
語
内
に
お
い
て
、
秘
密
を
露
見
す
る
機
会
は
、
神
仏

の
手
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
神
々
が
物
語
世
界
の
将
来
を
幸
福
に
導
く
の
か
、
そ
の
逆
な

の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、「
光
」
が
受
け
継
が
れ
る
よ
う
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
中
世
王
朝
物
語
の
子
孫
達

平
安
期
の
物
語
の
男
主
人
公
の
皇
妃
へ
の
密
通
が
、
主
人
公
そ
の
も
の
の
、
超
人
性
を
提
示
し
、

さ
ら
に
息
子
を
帝
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
威
を
強
め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、『
苔
の
衣
』

に
お
け
る
兵
部
卿
宮
の
皇
妃
へ
の
密
通
は
、
親
の
世
代
の
幸
福
を
犠
牲
に
し
て
、
親
の
「
光
」
を
受

け
継
ぐ
不
義
の
子
が
、
物
語
の
そ
の
後
の
帝
と
し
て
即
位
し
、
施
政
を
担
う
予
兆
を
み
せ
る
こ
と
に
、

意
義
を
見
出
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
中
世
王
朝
物
語
全
体
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
院
政
期
に
成
立
し
た
『
有
明
の
別
れ
』
に

お
い
て
、
女
右
大
将
は
、
男
装
に
よ
っ
て
、
跡
継
ぎ
を
産
む
妊
娠
中
の
女
性
を
獲
得
し
た
の
ち
、
中

宮
と
な
っ
て
帝
と
東
宮
の
母
と
な
る
。
こ
の
男
装
も
ま
た
、
跡
継
ぎ
獲
得
の
た
め
女
右
大
将
の
手
段

で
あ
る
と
同
時
に
、
臣
下
で
あ
る
男
主
人
公
（
女
右
大
将
）
が
、
息
子
を
帝
に
す
る
と
い
う
物
語
を

描
く
た
め
の
手
段
の
一
つ
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
女
右
大
将
の
素
質
を
受
け
継
ぐ
二
の
宮
が
、
同
腹
の
兄
帝
の
子
孫
を
待
た
ず
に
、
春
宮

と
な
っ
て
い
る
時
点
で
物
語
が
終
結
し
て
い
る
。
こ
れ
は
女
右
大
将
の
「
家
」
の
繁
栄
と
い
う
問
題

を
超
え
て
、
女
右
大
将
の
「
素
質
」
を
受
け
継
い
だ
方
の
子
孫
に
、
施
政
者
と
し
て
、
未
来
を
託
し

て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

『
石
清
水
物
語
』
で
は
、
武
士
で
あ
る
伊
予
守
が
密
通
し
た
後
、
木
幡
の
姫
君
が
産
ん
だ
一
宮
は
、

父
親
が
誰
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
特
に
言
及
さ
れ
て
な
い
。
す
で
に
井
真
弓
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
な
、
密
通
に
よ
る
不
義
の
子
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
武
士
の
血
が
皇
統
に
混
ざ
る
と
い

３－５



岩
佐　

『
苔
の
衣
』
の
兵
部
卿
宮

う
こ
と
を
あ
か
ら
さ
ま
に
書
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
15
（

。

し
か
し
、
神
々
に
守
ら
れ
た
武
神
の
よ
う
な
伊
予
守
と
、
木
幡
の
姫
君
の
不
義
の
子
が
、
帝
と

な
っ
て
世
を
治
め
る
、
と
い
う
可
能
性
を
、
暗
黙
の
う
ち
に
内
包
し
た
ま
ま
閉
じ
て
い
る
も
の
と
し

て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、『
苔
の
衣
』
の
、
皇
位
を
継
ぐ
不
義
の
子
の
存
在
に
注
目
し
、
そ
の
父
で
あ
る
兵
部

卿
宮
の
物
語
を
「
光
」
を
帝
位
に
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
捉
え
直
し
た
。
こ
こ
で
、
未
来
を
担
う

存
在
と
し
て
子
供
に
焦
点
を
当
て
て
み
る
と
、
男
性
が
出
家
遁
世
し
、
女
性
が
栄
華
を
極
め
る
い
わ

ゆ
る
「
し
の
び
ね
」
型
で
は
、
残
さ
れ
た
子
供
達
は
臣
下
で
あ
る
男
の
家
に
お
さ
ま
り
な
が
ら
も
、

未
来
の
施
政
者
と
し
て
期
待
さ
れ
る
位
置
に
い
る
こ
と
が
い
え
る
）
16
（

。

桑
原
博
史
氏
は
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
後
の
、
女
君
を
帝
に
召
さ
れ
た
男
主
人
公
の
生
き
方
を
描

く
物
語
と
し
て
、『
海
女
の
刈
藻
』『
し
の
び
ね
』『
む
ぐ
ら
』『
石
清
水
』
の
男
君
の
出
家
に
つ
い
て
、

そ
こ
で
は
出
家
後
の
主
人
公
の
幸
福
な
境
涯
と
し
て
、
極
楽
往
生
と
い
う
主
人
公
自
身
の
も
の

の
ほ
か
に
、
子
孫
の
繁
栄
と
い
う
方
向
が
強
く
保
証
さ
れ
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
）
17
（

。
さ
ら
に
、
中
島
泰
貴
氏
は
、
男
君
方
の
地
位
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
す
る
子
供
を

も
た
ら
す
女
君
の
属
性
に
つ
い
て
言
及
し
、「
し
の
び
ね
」
型
を
、「
女
（
妻
）
を
帝
に
一
方
的
に
奪

わ
れ
て
し
ま
っ
た
男
（
夫
）
に
、
そ
の
女
を
介
し
て
結
果
的
に
幸
い
が
も
た
ら
さ
れ
、
帝
と
の
絆
が

深
ま
る
話
」
と
し
、
妻
を
帝
に
差
し
出
し
、
出
世
す
る
男
君
を
描
い
た
「
な
よ
竹
物
語
」
の
男
君
を
、

読
者
の
共
感
を
得
る
た
め
に
出
家
遁
世
さ
せ
、「
女
を
共
有
す
る
臣
下
と
帝
と
に
よ
る
君
臣
和
合
の

理
想
」
の
王
朝
を
再
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
す
る
）
18
（

。

男
君
の
家
に
引
き
取
ら
れ
た
子
供
が
、
施
政
者
の
座
に
納
ま
る
こ
と
は
、
男
君
の
子
孫
、
つ
ま
り

家
の
繁
栄
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
誰
が
施
政
者
に
な
る
か
と
い
う
問

題
は
、
物
語
世
界
全
体
の
今
後
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
し
の
び
ね
』
で
は
、
帝
に
女
君
が
奪
わ
れ
る
前
に
生
ま
れ
た
子
供
は
、
父
親
方
の
実
家
に
引
き

取
ら
れ
、
臣
下
と
し
て
権
力
を
振
る
う
施
政
者
と
な
る
こ
と
、
女
君
と
帝
の
子
供
が
帝
と
な
る
こ
と

が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
繁
栄
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
物
語
世

界
の
今
後
を
示
唆
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
密
通
や
、
帝
の
妻
と
な
る
女
性
と
の
悲
恋
は
、
理
想
の
貴
公
子
と
姫
君
の
悲
恋
に
よ
っ

て
で
き
た
子
供
達
を
、
そ
れ
ぞ
れ
施
政
の
中
心
に
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
想
の
政
治
を
未
来
に

託
す
た
め
の
方
策
と
し
て
の
機
能
も
果
た
し
て
い
る
。

『
海
人
の
刈
藻
』
は
、
密
通
に
よ
っ
て
、
中
宮
と
の
間
に
子
を
な
し
た
権
大
納
言
の
即
身
成
仏
を

描
い
て
い
る
「
帝
の
妻
を
あ
や
ま
つ
」
型
で
あ
る
が
、
中
宮
が
そ
の
ま
ま
宮
廷
で
の
栄
華
を
極
め
、

不
義
の
子
の
新
中
納
言
が
出
家
し
た
父
方
に
育
て
ら
れ
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。
密
通
後
、
女
御
の

懐
妊
が
発
覚
し
た
後
、
初
瀬
で
権
大
納
言
は
夢
を
見
る
。

明
日
出
で
給
は
ん
と
て
、
う
つ
く
し
き
御
僧
の
、
う
し
ろ
の
障
子
押
し
開
け
て
、「
か
な
ふ
ま

じ
き
こ
と
を
思
し
嘆
く
が
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
後
の
世
は
助
け
聞
こ
え
ん
。
そ
の
ほ
ど
の
慰
め

に
、
こ
れ
を
だ
に
奉
る
」
と
て
押
し
出
で
給
ふ
も
の
を
見
れ
ば
、
う
つ
く
し
き
女
の
、
黄
金
の

枝
に
『
史
記
』
と
い
ふ
書
を
一
巻
付
け
て
持
給
へ
る
を
、
受
け
取
り
給
ひ
て
見
れ
ば
、
心
尽
く

し
聞
こ
ゆ
る
人
な
り
け
り
。
い
と
あ
さ
ま
し
う
嬉
し
き
に
、
大
将
お
は
し
て
、「
い
み
じ
き
も

の
の
さ
ま
か
な
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
そ
れ
に
置
か
せ
給
へ
」
と
て
、
差
し
奉
り
給
ふ
と
御
覧

じ
て
、
夢
さ
め
ぬ
。（
126
〜
127
）　

そ
の
後
、
即
身
成
仏
し
た
権
大
納
言
は
、
成
長
し
、
自
ら
の
出
生
に
嘆
く
新
中
納
言
の
夢
の
中
に

現
れ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

い
た
く
な
嘆
き
給
ひ
そ
。
昔
の
契
り
な
れ
ば
、
か
か
る
心
苦
し
き
こ
と
し
ば
し
侍
り
き
。
さ
れ

ば
君
を
残
し
置
き
、
世
の
固
め
と
も
な
し
、
ま
た
後
の
世
の
光
と
も
な
り
給
ふ
べ
き
ゆ
ゑ
な
り
。

長
谷
の
観
音
の
計
ら
ひ
給
ふ
こ
と
な
り
。
中
宮
に
こ
そ
よ
く
宮
仕
へ
給
ふ
べ
け
れ
。
我
は
い
と

涼
し
き
道
に
侍
り
。
く
は
、
見
給
へ
。（
203
）

新
中
納
言
を
、「
世
の
固
め
」
と
し
、
自
分
の
後
世
の
闇
の
光
明
と
す
る
。
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
も
「
長

谷
の
観
音
」
が
取
り
は
か
ら
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
子
の
将
来
に
焦
点
を
当
て
て
み
る
と
、
男
君
女
君
の
悲
恋
が
、
物
語
の
そ
の
後
の

た
め
の
物
語
と
も
捉
え
直
す
こ
と
も
可
能
と
な
る
。「
し
の
び
ね
」
型
の
物
語
に
つ
い
て
、
男
君
の

出
家
遁
世
に
対
し
て
、
栄
華
を
得
る
女
君
、
と
い
う
結
末
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
悲
恋
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
供
に
将
来
が
託
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

女
性
達
の
栄
華
は
、
多
く
は
表
面
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
内
面
に
お
い
て
は
愛
す
る
男
君
を
失

う
と
い
う
苦
痛
を
伴
う
場
合
が
多
い
。
女
君
の
栄
華
は
、「
家
」
の
繁
栄
に
も
大
き
く
貢
献
す
る
と

同
時
に
、
次
世
代
の
世
の
中
全
体
の
た
め
の
犠
牲
と
も
と
れ
る
栄
華
な
の
で
あ
る
。
皇
統
に
は
女
君

の
血
筋
（
素
質
）、
臣
下
に
は
男
君
と
女
君
の
血
筋
（
素
質
）
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次

世
代
の
施
政
の
中
心
を
登
場
人
物
の
子
孫
達
が
担
う
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

中
世
王
朝
物
語
に
お
い
て
は
、
王
権
の
権
力
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
作
者
達
貴
族
が
お
か
れ

て
い
る
激
動
の
時
代
に
お
い
て
も
、
宮
中
に
お
け
る
絶
対
的
な
権
力
を
持
つ
こ
と
が
世
界
を
変
え
る

近
道
と
な
る
。
物
語
の
主
人
公
達
は
、
結
局
、
皇
統
と
い
う
権
威
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
を
拒
め

な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
も
『
苔
の
衣
』
は
、
そ
の
背
後
に
、
神
の
姿
が
感
じ
ら
れ
、
未
来
に
理
想
の
施
政
者
に
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人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
三
巻　

二
〇
一
〇
年

治
め
ら
れ
る
世
界
を
創
造
し
よ
う
と
し
て
い
る
可
能
性
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
中
世
王
朝
物
語
の
、
物

語
の
そ
の
後
、
つ
ま
り
未
来
に
、
人
間
の
盛
者
必
衰
を
見
て
き
た
作
者
に
は
書
き
得
な
い
よ
う
な
、

未
曾
有
の
聖
代
の
到
来
を
物
語
世
界
に
約
束
す
る
、
方
法
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

注

（
1
）　

『
中
世
王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』（
勉
誠
出
版
、
平
成
十
四
年
）
に
よ
る
と
、
三
代
三
部
の
主
題
の
集
合

と
い
う
見
方
と
し
て
、
森
岡
常
夫｢

『
苔
の
衣
』
に
あ
ら
は
れ
た
る
愛
情｣

（
「
文
化
」
昭
和
九
年
十
月
）、
佐
々
木

八
郎
「
『
中
世
文
学
の
構
想
』」（
明
治
書
院
、
昭
和
五
六
年
）、
右
大
将
夫
妻
の
物
語
と
兵
部
卿
宮
の
物
語
で
前
編

と
後
編
に
分
け
る
と
い
う
見
方
と
し
て
、『
増
補
改
訂
日
本
文
学
大
辞
典
』（
新
潮
社
、
昭
和
二
五
年
）
の
「
苔
の

衣
」
の
項
（
大
野
木
克
豊
氏
担
当
）、『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
九
年
）｢

苔
の
衣｣

の
項
（
小

木
喬
担
当
）、
そ
れ
に
対
し
神
野
藤
昭
夫
氏
（
「
『
苔
の
衣
』
の
方
法
と
特
質
」『
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史
』

若
草
書
房
、
平
成
十
年
）
は
女
系
三
代
の
物
語
が
、
悲
劇
の
の
ち
に
、
栄
華
を
獲
得
し
て
し
ま
う
物
語
と
し
て
、

豊
島
秀
範
氏
（
「
第
四
章　

物
語
の
変
奏―

中
世
物
語
論―

」「
第
一
節
〈
衣
〉
の
系
譜―

狭
衣
・
小
夜
衣
・
苔
の

衣―

」「
第
三
節
『
苔
の
衣
』
主
題
論
」『
物
語
史
研
究
』、
お
う
ふ
う
、
平
成
六
年
）
は
親
と
子
の
別
れ
に
よ
る

悲
哀
の
物
語
と
し
て
、
統
一
的
把
握
で
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
足
立
繭
子
氏
（
「
『
苔
の
衣
』
論―

母
系
物

語
と
し
て
の
意
味―

」
）（
『
年
刊
日
本
の
文
学
３
』、
有
精
堂
、
平
成
六
年
）、『
中
央
王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』

（
山
田
利
博
氏
担
当
）
も
、
統
一
的
把
握
で
あ
る
。

（
２
）　

「
源
氏
物
語
と
い
う
拘
束―

『
苔
の
衣
』・『
木
幡
の
時
雨
』
の
場
合―

」（
『
源
氏
世
界
の
文
学
』
清
文
堂
出
版
、

平
成
十
七
年
）

（
３
）　

日
向
一
雅
氏
は
、
予
言
さ
れ
た
光
源
氏
の
帝
王
の
相
は
、「
現
実
的
に
は
不
義
の
皇
子
冷
泉
帝
の
即
位
に
よ
っ

て
天
皇
の
父
に
な
る
と
い
う
形
で
実
現
す
る
」
と
し
、「
源
氏
は
「
神
の
妻
」
で
あ
る
藤
壺
と
の
「
聖
婚
」
に
よ
っ

て
王
た
る
資
格
を
獲
得
し
、
神
の
子
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
」
と
述
べ
た
。（
「
第
四
章
光
源
氏
の
王
権
と
「
家
」」『
源
氏
物
語
の
準
拠
と
話
型
』
至
文
堂
、
平
成
十
一
年
）

（
４
）　

藤
本
勝
義
氏
「
冷
泉
帝
退
位
と
光
源
氏―

若
菜
下
巻
の
構
造
を
め
ぐ
っ
て―

」（
「
日
本
文
学
」
昭
和
五
十
五
年

一
月
）

（
５
）　

前
掲
（
１
）
神
野
藤
氏
論
文

（
６
）　

前
掲
（
２
）
安
達
氏
論
文
、
辛
島
正
雄
氏
「
「
苔
の
衣
の
御
仲
ら
ひ
」
再
考―

『
苔
の
衣
』
読
解
の
た
め
の
覚

書―

」（
『
中
世
王
朝
物
語
の
新
研
究　

物
語
の
変
容
を
考
え
る
』
新
典
社
、
平
成
十
九
年
）、
足
立
繭
子
氏
「
転

倒
し
た
『
狭
衣
物
語
』―

鎌
倉
物
語
『
苔
の
衣
』
と
《
始
原
》
な
る
も
の
へ
の
指
向
」（
吉
井
美
弥
子
編
『
〈
み
や
び
〉

異
説―

『
源
氏
物
語
』
と
い
う
文
化
』（
平
成
九
年
、
森
話
社
）、
加
藤
奈
保
子
氏
「
『
苔
の
衣
』
の
人
物
形
成―

『
狭

衣
物
語
』
摂
取
の
方
法―

」「
大
妻
国
文
」
平
成
十
一
年
三
月
）

（
７
）　

前
掲
（
１
）
山
田
氏
論
文

（
８
）　

前
掲
（
１
）
神
野
藤
氏
論
文

（
９
）　

前
掲
（
６
）
辛
島
氏
論
文

（
10
）　

前
掲
（
６
）
辛
島
氏
論
文

（
11
）　

「
不
義
の
子
の
罪―

『
苔
の
衣
』
冬
巻
「
い
と
罪
深
き
こ
と
に
て
あ
ん
な
る
も
の
を
」
考―

」（
「
文
献
探
究
」

平
成
二
十
年
三
月
）

宮
崎
氏
は
、
兵
部
卿
宮
が
病
臥
中
に
言
っ
た
、「
さ
す
が
に
浅
か
ら
ぬ
契
り
に
は
あ
り
な
が
ら
、
春
宮
の
若
宮

な
ど
を
ば
よ
そ
の
人
に
見
な
し
き
こ
え
て
、
折
節
に
つ
け
て
は
恋
し
く
思
ひ
き
こ
ゆ
れ
ど
見
奉
る
こ
と
な
く
、

せ
め
て
は
今
し
ば
し
だ
に
長
ら
へ
て
、
そ
ら
恐
し
き
こ
と
な
れ
ど
あ
の
御
心
一
つ
に
だ
に
言
ひ
知
ら
せ
奉
ら
ん
。

い
と
罪
深
き
こ
と
に
て
あ
ん
な
る
も
の
を
」（
261
）
の
箇
所
を
、
女
御
に
自
身
の
心
情
を
訴
え
た
い
と
言
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
若
宮
に
だ
け
で
も
自
分
が
父
親
だ
と
真
実
を
知
ら
せ
な
い
と
、
若
宮
に
と
っ
て
罪
深
い
こ
と

に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

（
12
）　

前
掲
（
１
）
豊
島
氏
論
文
「
第
三
節
『
苔
の
衣
』
主
題
論
」

（
13
）　

前
掲
（
６
）
加
藤
氏
論
文

（
14
）　

前
掲
（
12
）
豊
島
氏
論
文

（
15
）　

「
『
石
清
水
物
語
』
の
後
日
談
に
示
さ
れ
る
「
不
義
の
子
」
の
可
能
性
と
そ
の
意
義
」（
「
詞
林
」
平
成
十
六
年
四
月
）

（
16
）　

『
あ
き
ぎ
り
』『
む
ぐ
ら
』
で
は
、
男
君
と
、
妃
と
な
る
女
君
の
間
に
生
ま
れ
る
の
は
姫
君
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、

入
内
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
帝
と
妃
の
間
に
は
春
宮
が
生
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　

『
む
ぐ
ら
』
で
は
男
君
の
死
後
の
記
述
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

「
母
女
御
の
め
で
た
さ
に
、
大
将
は
亡
せ
給
ひ
に
し
な
り
け
り
」、
い
づ
く
に
も
、「
大
将
殿
の
上
の
か
か
る

幸
ひ
」
と
世
の
人
言
ひ
の
の
し
る
、
こ
と
わ
り
な
り
。（
211
）

こ
れ
は
世
間
の
評
価
を
も
と
に
し
た
語
り
手
の
言
で
あ
る
が
、
女
君
の
家
系
の
栄
華
を
重
点
的
に
描
い
て
い

る
。
し
か
し
、
物
語
の
最
終
段
階
に
お
い
て
、
帝
と
女
君
の
若
宮
が
即
位
し
た
時
定
め
ら
れ
た
春
宮
は
、
帝
の

弟
の
子
で
あ
り
、
女
御
と
し
て
輿
入
れ
し
た
の
は
、
女
君
と
男
君
の
間
に
産
ま
れ
た
姫
君
で
あ
る
。
帝
と
弟
で
、

交
互
に
春
宮
の
地
位
を
譲
り
合
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
男
君
か
ら
女
君
を
奪
っ
た
帝
の
皇
統
は
継
承
さ
れ
な
い

可
能
性
を
残
し
て
い
る
。

（
17
）　

「
第
四
章
作
り
物
語
に
お
け
る
出
家
遁
世
譚
の
一
考
察
」（
『
中
世
物
語
の
基
礎
的
研
究　

資
料
と
史
的
考
察
』

風
間
書
房
、
昭
和
四
十
四
年
）

（
18
）　

「
「
し
の
び
ね
型
」
試
論
」（
「
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
」
平
成
十
五
年
十
二
月
↓
『
中
世
王
朝
物
語
の
引
用

と
話
型
』
ひ
つ
じ
書
房
、
平
成
二
二
年
）

※
『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
は
「
新
編
日
本
文
学
全
集
」、『
む
ぐ
ら
』『
海
人
の
刈
藻
』
の
本
文
は
、「
中
世

王
朝
物
語
全
集
」
に
拠
っ
た
。
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『
苔
の
衣
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の
兵
部
卿
宮
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HYOUBUKYOU-NO-MIYA of “KOKE-NO-KOROMO”

―The significance of a descendant of the main characters ascending the 
throne in the court literature of the Medieval Period―

IWASA Rie

abstract

This paper points out the peculiarity of “KOKE-NO-KOROMO” that ends with the decision that the 

child, who was born as a result of an adulterous affair of the Crown Princess, succeeds the throne. 

The hero who committed the adultery was HYOUBUKYOU-NO-MIYA. He was a tragic hero who 

lived a life of agony and became an evil spirit after his death. He was also considered inferior to the 

main hero KOKEGOROMO-NO-TAISHO, who had become a priest. The paper shows the significance 

of HYOUBUKYOU-NO-MIYA's son succeeding the throne.

Moreover, this paper examines a role of the descendant of the hero and heroine in the stories placed 
“SHINOBINEGATA” which describes how the hero becomes a priest and the heroine becomes an 

empress.  

Keywords：KOKE-NO-KOROMO, the descendant, HYOUBUKYOU-NO-MIYA, the ending, the throne


