
本
居
宣
長
が
、
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
五
の
巻
に
、
「
う
る
は
し
」
を
と
い
て
、

俗
言
に
、
き
っ
と
し
て
か
た
い
と
い
ふ
意
、
み
だ
れ
ず
正
し
き
意
に
い
へ

句
、
ソ
、

と
の
べ
て
ゐ
る
の
は
周
知
の
事
で
あ
り
、
卓
説
た
る
を
失
は
い
が
、
以
後
、
平

安
朝
期
の
「
う
る
は
し
」
を
、
と
も
す
れ
ぱ
か
う
し
た
端
正
端
麗
の
意
を
も
っ

て
概
括
し
よ
う
と
す
る
、
一
般
の
趨
勢
を
み
ち
び
く
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

わ
た
く
し
自
身
、
そ
の
必
ず
し
も
妥
当
な
ら
ぬ
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
の
で

（
一
）

あ
る
が
、
近
時
、
中
西
良
一
氏
も
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
平
安
朝
文
学
作
品

に
お
け
る
「
う
る
は
し
」
の
用
例
を
再
検
討
し
た
上
、

「
う
る
は
し
一
は
主
観
的
な
愛
の
心
情
を
源
流
と
し
、
平
安
朝
初
頭
以
来
、

客
観
的
傾
向
を
強
く
し
て
華
麗
美
麗
乃
至
は
汎
語
的
美
を
表
示
し
、
更
に

漸
次
分
化
し
て
端
麗
端
正
を
主
調
と
す
る
に
至
っ
て
対
朧
的
に
そ
の
価
値

を
低
め
ら
れ
、
其
後
一
面
に
於
い
て
は
初
頭
の
汎
語
的
性
格
を
復
活
し
つ

つ
、
積
極
的
に
概
念
的
一
般
的
美
誼
表
示
す
る
傾
向
を
持
つ
に
至
っ
た
の

が
、
そ
の
当
代
を
通
じ
て
辿
っ
た
過
程
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

平
安
朝
に
お
け
る
「
う
ろ
ば
し
」
の
展
開

（
一
『
）

と
の
結
論
を
下
さ
れ
た
。
し
か
し
氏
の
論
述
は
か
な
り
事
実
を
ゆ
が
め
て
ゐ
る

と
こ
ろ
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
し
、
そ
の
後
出
た
前
田
妙
子
氏
の
考
察
に
し

て
も
、
「
う
る
は
し
‐
一
と
「
う
つ
く
し
」
が
混
同
さ
れ
、
「
う
る
は
し
」
自
体
の
追

（
一
二
）

究
に
は
な
つ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
以
下
、
平
安
時
代
に
お
け
る
「
う
る
は

し
」
の
展
開
を
た
ど
り
、
あ
ら
た
め
て
、
そ
の
意
味
を
追
究
し
な
ほ
し
て
み
よ

う
と
す
る
次
第
で
あ
る
。

枕
草
子
・
讃
岐
典
侍
日
記
は
岩
波
女
庫
本
、
源
氏
物
語
は
吉
沢
博
士
対
校

源
氏
物
語
新
釈
本
、
平
中
日
記
・
篁
日
記
・
成
尋
母
日
記
は
宮
田
氏
王
朝

三
日
記
新
釈
本
、
栄
華
物
語
は
日
本
文
学
大
系
本
、
大
鏡
は
改
造
文
庫
本

に
よ
っ
た
外
は
、
す
べ
て
有
朋
堂
文
庫
本
に
よ
り
し
ら
べ
た
。
以
下
、
各

用
例
の
所
在
は
こ
れ
ら
の
頁
数
に
よ
っ
て
示
す
。

「
う
る
は
し
」
の
用
例
は
多
く
の
作
品
に
見
出
さ
れ
、
な
か
ん
づ
く
、
宇
津
保

・
源
氏
・
栄
華
な
ど
に
お
び
た
だ
し
い
用
例
を
数
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
、

以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
こ
の
三
者
に
焦
点
が
集
ま
る
こ
と
と
な
ら
う
。
こ
れ

よ
り
、
順
次
、
各
作
品
の
用
例
に
あ
た
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

犬
塚
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ま
づ
、
伊
勢
物
語
に
は
二
例
へ
叱
昧
、
一
見
ら
れ
る
が
、
一
は
恋
情
を
、
一
は

／
｜
ノ
匹
、
（
ｇ

友
情
を
内
容
と
し
、
あ
き
ら
か
に
万
葉
的
用
法
に
し
た
が
ふ
も
の
と
い
は
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
平
安
朝
に
至
っ
て
、
左
ほ
か
う
し
た
用
例
の
見
ら
れ
る
こ
と

は
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
ば
は
竹
取
物
語
で
は
、
直
接
親
愛

の
情
を
さ
す
こ
と
か
ら
、
さ
う
し
た
愛
情
を
も
っ
て
把
握
さ
れ
る
、
対
象
の
感

覚
的
属
性
を
さ
す
用
法
に
、
承
っ
て
来
て
ゐ
る
口
即
ち
、
瑠
璃
の
箱
や
姿
、
家
屋
、

木
（
匿
わ
）
句
山
の
様
、
あ
る
い
は
月
の
都
の
使
の
姿
の
美
し
さ
と
い
っ
た
も
の

を
さ
し
て
「
う
る
は
し
」
と
い
ふ
に
至
っ
て
ゐ
る
。
｜
う
る
は
し
き
」
歪
を
「
金

の
光
輝
き
た
り
」
「
清
ら
な
る
事
比
な
し
」
と
い
ひ
、
月
の
都
の
人
の
こ
と
を

「
い
と
け
う
ら
に
て
」
と
も
い
っ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
、
一
‐
う
る
は
し
」
は
「
光
り

輝
‐
｜
く
や
う
な
「
け
う
ら
」
宏
美
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
け
う
ら
」
は
別

へ
五
）
、

塙
に
明
か
に
し
て
お
い
た
ご
と
く
、
や
は
り
光
る
や
う
な
華
麗
美
を
意
味
す
る

こ
と
を
思
へ
ぱ
、
も
っ
て
「
う
る
は
し
」
の
光
華
的
性
格
は
も
は
や
明
ら
か
と

い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
日
本
書
紀
に
「
光
華
明
彩
」
や
「
光
彩
’
一
を
「
ヒ
ヵ
リ

ウ
ル
ハ
シ
」
と
訓
じ
て
ゐ
る
こ
と
が
思
ひ
起
さ
れ
る
し
、
竹
取
に
お
け
る
「
う

る
は
し
」
が
目
も
さ
め
る
や
う
な
絢
燗
た
る
美
し
さ
の
傾
向
を
帯
び
て
ゐ
る
こ

と
は
や
は
り
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
ま
た
月
の
都
の
人
の
姿
莚
「

う
る
は
し
」
で
形
容
し
、
「
そ
の
山
の
様
高
く
う
る
は
し
」
と
い
っ
て
ゐ
る
用
法

な
ど
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
、
あ
る
崇
高
さ
と
い
っ
た
も
の
‐
近
づ
き
が
た
い
や

う
な
高
さ
と
い
っ
た
傾
向
も
う
か
が
へ
な
く
も
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
而
し

て
、
「
う
る
は
し
き
」
護
を
、
「
げ
に
宝
と
見
え
」
と
い
ひ
、
玉
の
枝
の
こ
と
を
、

「
う
る
は
し
く
め
で
た
き
」
と
い
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
「
う
る
は
し
」
の
高
い
価

値
性
を
思
は
し
め
よ
う
。
土
佐
日
記
で
は
浜
辺
の
貝
石
の
美
し
さ
を
い
っ
て
を

り
、
竹
取
物
語
的
用
法
の
系
統
下
に
あ
る
も
の
と
い
へ
よ
う
が
、
表
現
少
く
、

平
安
朝
に
お
け
る
「
う
る
は
し
」
の
展
開

意
味
解
明
の
て
が
か
り
に
乏
し
い
。
蜻
蛉
日
一
記
で
は
二
例
見
え
、
う
ち
、

う
る
は
し
う
昼
装
束
に
先
駈
あ
ま
た
引
き
つ
れ
、
お
ど
る
ノ
ー
、
し
う
追
ひ

散
ら
し
て
来
る
（
一
七
五
）

左
る
用
例
が
あ
っ
て
、
竹
取
的
系
列
に
属
し
つ
つ
、
も
の
も
の
し
い
、
近
よ
り

が
た
い
威
風
を
思
は
せ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
「
う
る
は
し
」
の
個
性
は
や
う
や

く
あ
ざ
や
か
に
見
え
出
す
の
を
感
じ
る
。

つ
い
で
、
宇
津
保
に
な
る
と
、
四
十
六
例
か
ら
の
用
例
を
数
へ
え
て
、
こ
の

語
の
意
味
性
格
を
考
へ
る
て
が
か
り
を
多
、
ぺ
あ
た
へ
て
く
れ
る
。
人
物
で
は
、

仲
忠
・
一
院
（
》
）
に
用
ゐ
ら
れ
、
》
て
の
他
、
髪
四
、
よ
そ
ひ
三
、
装
束
三
、
日

の
装
束
、
裳
唐
衣
、
か
い
ね
り
の
衣
、
衣
、
絹
、
綾
、
綿
、
錦
の
袋
、
葵
か
づ

ら
、
あ
る
い
は
、
峡
賛
、
屏
風
か
ら
、
殿
舎
、
対
舎
、
さ
ら
に
、
砂
に
も
用
ゐ

ら
れ
、
臨
物
、
く
だ
し
物
、
贈
物
、
か
づ
け
物
等
為
と
い
つ
《
た
も
の
に
ま
で
わ

た
っ
て
ゐ
る
。
多
く
、
感
覚
的
視
覚
的
な
対
象
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
う
ち
に
あ

っ
て
、
琴
の
音
と
い
っ
た
聴
覚
に
関
す
る
も
の
の
一
例
（
評
季
）
見
え
る
こ
と
は

注
目
さ
れ
る
。
宇
津
保
に
は
な
ほ
、
万
葉
的
用
法
と
み
る
べ
き
も
の
も
見
ら
れ

る
。
（
圭
沈
馳
丑
性
一
四
）
「
う
る
は
し
」
は
か
く
の
ご
と
く
広
汎
左
領
域
に
わ

た
っ
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
活
陳
ぶ
り
を
想
察
す
る
に
足
る

で
あ
ら
う
。
「
清
ら
に
う
る
は
し
」
四
「
う
る
は
し
く
を
か
し
げ
に
清
ら
な
る
」

「
う
る
は
し
く
清
ら
に
」
各
一
な
ど
と
、
「
清
ら
」
と
相
伴
っ
て
用
ゐ
ら
れ
る
こ

と
多
く
、
「
う
る
は
し
く
情
げ
な
り
」
「
夕
映
し
て
、
い
と
い
み
じ
く
色
う
る
は

し
う
、
花
や
か
に
情
げ
に
」
と
も
、
「
あ
ざ
や
か
に
う
る
は
し
き
」
な
ど
と
も
見

え
、
こ
の
語
の
あ
ら
は
れ
る
あ
た
り
が
、
光
り
輝
く
明
る
い
ふ
ん
ゐ
き
を
帯
び

て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
看
取
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
輝
く
華
麗

性
を
や
は
り
認
め
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
つ
ぎ
に
、
「
長
高
く
う
る
は
し
」
二
「
う



詞

る
は
し
く
高
琶
」
「
清
ら
に
う
る
は
し
く
そ
ぴ
や
か
に
」
「
い
か
め
し
う
う
る
は

し
」
「
い
つ
く
し
う
う
る
は
し
」
各
一
、
な
ど
の
例
は
、
竹
取
に
す
で
に
萌
芽
の
見

ら
れ
た
、
高
さ
、
崇
高
さ
と
い
っ
た
塾
〉
の
、
蜻
蛉
に
至
っ
て
顕
著
に
な
っ
て
来

た
威
厳
と
い
っ
た
性
格
の
や
は
り
存
す
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
か
に
見
え
る
。

「
い
と
い
か
め
し
う
分
ち
」
「
う
る
は
し
う
て
」
奉
ら
せ
給
ふ
の
と
笥
な
ま
め
か

し
き
様
に
て
、
も
の
奉
り
給
ふ
」
と
が
、
対
照
的
態
度
と
し
て
ゑ
が
か
れ
て
ゐ

る
（
手
砧
）
の
に
よ
っ
て
も
、
「
う
る
は
し
」
の
性
格
は
察
せ
ら
れ
る
し
、
炭
・
米

・
絹
お
よ
び
「
い
み
じ
く
う
る
は
し
き
綿
」
な
ど
と
い
っ
た
節
料
に
対
し
て
、

一
づ
し
や
か
な
る
節
料
も
賜
へ
る
か
、
な
」
と
い
っ
て
ゐ
る
（
孝
二
）
の
も
、
参
考
と

な
ら
う
。
い
か
め
し
く
よ
そ
ひ
、
も
の
も
の
し
く
衣
冠
束
帯
を
正
し
た
さ
ま
を
、

こ
の
「
う
る
は
し
」
を
も
っ
て
し
ば
し
ば
形
容
し
て
ゐ
る
の
も
（
埜
廻
垂
酷

秤
耗
割
一
二
不
仁
押
蕊
ハ
）
、
有
力
な
傍
証
を
あ
た
へ
る
で
あ
ら
う
。
》
て
の
公
的
性

格
、
端
厳
の
お
も
む
き
あ
る
は
も
は
や
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
と
い
へ
よ
う
か
。

な
ほ
、
「
う
る
は
し
く
う
つ
し
げ
な
る
」
と
い
ふ
用
法
が
見
え
（
牡
五
）
、
か
た

ぶ
か
れ
る
も
の
な
し
と
し
な
い
が
、
こ
れ
は
俊
蔭
の
巻
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
場
合
、
愛
情
と
光
輝
と
が
そ
の
美
的
契
機
を
な
し
て
ゐ
る
時
代
の
用

法
が
こ
こ
に
ひ
き
つ
が
れ
て
ゐ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
と
老
へ

る
。
字
津
保
に
あ
っ
て
は
、
な
ほ
万
葉
的
用
法
な
い
し
竹
販
的
用
法
の
あ
と
を

と
ど
め
つ
つ
も
、
万
葉
的
用
法
は
き
は
め
て
蓼
《
々
た
る
も
の
で
あ
り
、
竹
取
的

用
法
を
う
け
つ
つ
、
さ
ら
に
蜻
蛉
に
見
ら
れ
た
方
向
を
つ
よ
く
う
ち
出
し
、
端

正
な
、
き
ち
つ
と
し
て
み
だ
れ
ぬ
相
貌
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
、
《
こ
の
方
向
こ
そ
が
主
導
的
と
、
な
り
つ
つ
あ
る
趨
勢
を
う
か
が
ふ
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

落
窪
物
語
の
例
（
拙
五
）
は
、
生
活
状
態
に
関
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
点
、
対

こ
と
で
、
源
氏
物
語
に
目
を
転
じ
よ
う
。
用
例
七
十
一
・
よ
そ
ひ
、
装
束
二
、

法
服
二
、
紫
の
綾
の
覆
ひ
、
袋
二
、
包
み
、
雲
ね
の
袖
口
、
小
桂
、
椅
子
の
立

て
方
、
部
屋
の
飾
付
、
し
っ
ら
ひ
、
裳
著
設
倣
、
御
座
、
調
度
品
三
、
紙
、
書
、

膳
、
御
馳
走
、
す
ま
ひ
二
（
峠
、
搾
河
）
、
ひ
ん
が
し
の
対
な
ど
に
対
し
て
用
ゐ
ら

れ
て
ゐ
る
ほ
か
、
和
琴
の
掻
き
あ
は
せ
と
い
っ
た
聴
覚
的
対
象
、
お
前
の
演
奏
、

あ
る
い
は
主
上
の
御
前
、
ぎ
し
き
、
さ
ら
に
、
髪
、
み
づ
ら
な
ど
と
い
っ
た
も

の
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
仏
の
心
も
あ
る
し
、
心
ぱ
へ
、
折
ふ
し
な
ど
も
見
ら

れ
る
。
人
と
人
と
の
中
ら
ひ
一
回
、
御
中
二
回
で
あ
る
。
人
物
に
関
し
て
用
ゐ

ら
れ
て
ゐ
る
の
は
三
十
例
ほ
ど
あ
る
．
も
っ
と
も
多
い
の
は
夕
霧
に
関
す
る
も

の
で
、
「
う
る
は
し
だ
ち
」
と
い
ふ
の
が
三
回
あ
り
、
夕
霧
の
あ
た
り
と
い
ふ
の

も
あ
る
が
、
「
う
る
は
し
」
に
は
、
時
と
場
所
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
ま
っ
て
、
さ

う
い
ふ
態
度
を
と
る
と
い
ふ
用
法
が
間
々
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
夕
霧
の
ぱ
あ

ひ
は
、
ま
さ
し
く
、
か
れ
の
容
姿
・
性
質
自
身
を
示
す
も
の
と
し
て
用
ゐ
ら
れ

て
ゐ
る
。
葵
上
四
回
、
頭
中
将
二
回
、
六
君
一
回
（
討
手
咋
君
）
、
夕
霧
息
一
回

と
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
ら
、
頭
中
将
の
血
統
に
つ
な
が
る
者
の
ば
あ
ひ
、

た
ぶ
ん
に
生
具
的
性
絡
的
の
や
う
に
恩
は
れ
る
の
で
あ
る
。
末
摘
花
に
も
三
回

（
辨
燕
諏
嫡
本
）
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
が
こ
れ
も
吉
た
深
く
そ
の
性
柊
を
な
す
も
の

象
上
は
新
し
い
例
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
い
へ
ぱ
、
竹
取
。
宇
津
保
の
そ
れ
に

準
じ
て
老
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
枕
草
子
の
例
も
、
上
来
の
考
察
の
結
果

に
し
た
が
っ
て
と
く
こ
と
を
う
る
も
の
ば
か
り
と
思
は
れ
る
。
用
例
二
十
一
例

の
う
ち
、
診
九
例
ま
で
頭
髪
に
関
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
を
り
、
清
少
納
言
は
「
う
る

は
し
」
の
語
を
と
く
に
頭
髪
の
形
容
に
愛
用
し
た
こ
と
を
知
り
う
る
。

三
四

'



と
見
ら
れ
る
。
源
氏
の
ぱ
あ
ひ
五
回
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
う
ち
一
は
河
内
本

の
み
に
見
え
る
も
の
で
あ
り
、
一
は
頭
叩
将
と
共
に
、
一
は
兵
部
卿
宮
と
共
に

用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
、
｜
う
る
は
し
だ
ち
」
と
い
ふ
の
が
二
回
で
あ
る
。
時
所
に
応
じ

て
さ
う
い
ふ
態
度
を
と
る
と
い
ふ
趣
が
つ
よ
い
。
河
内
本
の
ぱ
あ
ひ
も
「
う
る

は
し
う
さ
う
ぞ
き
て
」
と
い
ふ
の
で
、
む
し
ろ
、
し
や
う
ぞ
く
に
関
す
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
か
れ
は
朱
椎
院
熱
述
懐
に
も
見
え
る
ご
と
く
（
罐
蝉
唾
一
一
一
）
、

や
は
り
、
さ
う
し
た
面
も
そ
、
な
へ
て
ゐ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、

「
な
ま
め
か
し
」
な
ど
の
方
が
ず
っ
と
つ
よ
い
人
物
と
し
て
ゑ
が
か
れ
て
ゐ
る
こ

と
ば
見
の
が
せ
な
い
・
外
に
は
、
秋
好
斎
宮
、
帯
泉
院
、
兵
部
卿
宮
（
率
唾
と
）
、

八
宮
、
匂
宮
、
浮
舟
各
一
と
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
秋
好
の
ぱ
あ
ひ
は
「
い
と

う
つ
く
し
う
お
は
ず
る
さ
ま
を
、
う
る
は
し
う
仕
立
て
奉
」
る
と
い
ふ
の
で
あ

り
、
冷
泉
院
の
は
、
赤
色
の
御
衣
を
き
た
時
の
も
の
で
あ
り
、
兵
部
卿
宮
の
は

「
う
る
は
し
だ
ち
給
へ
る
」
と
い
ふ
の
で
一
時
的
仮
現
的
な
の
で
あ
り
、
匂
宮

〃

の
は
「
う
る
は
し
く
引
き
つ
ぐ
ろ
ひ
給
へ
る
」
と
い
へ
る
も
の
。
浮
舟
の
ぱ
あ

ひ
は
、
州
都
の
詞
の
中
に
見
え
る
も
の
で
、
「
か
た
ち
は
い
と
う
る
は
し
う
け
う

ら
に
て
」
と
あ
り
、
か
う
し
た
、
「
う
る
は
し
う
清
ら
」
と
い
ふ
ふ
う
に
「
う
る

は
し
」
と
「
清
ら
」
が
直
接
併
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
三
回
だ
け
で
あ
り
、
う

ち
、
浮
舟
に
二
回
、
夕
霧
に
一
回
で
あ
る
。
夕
霧
の
ぱ
あ
ひ
は
む
し
ろ
血
統
的

必
然
性
の
印
象
莚
あ
た
へ
る
し
、
浮
舟
の
ぱ
あ
ひ
は
、
老
尼
お
よ
び
僧
都
の
詞

の
中
に
見
え
る
も
の
で
、
い
づ
れ
も
特
殊
な
人
・
べ
の
用
語
と
し
て
、
む
し
ろ
「

う
る
は
し
」
の
古
い
使
ひ
方
に
従
は
せ
た
も
の
と
見
た
い
こ
と
、
別
稿
「
清
ら

・
清
げ
私
見
」
で
の
べ
て
お
い
た
こ
と
故
、
い
ま
は
と
く
に
ふ
れ
な
い
。
八
宮

の
ば
あ
ひ
は
‐
「
古
代
の
御
う
る
は
し
さ
に
」
と
。
あ
っ
て
、
か
れ
自
身
に
性
格
的

の
も
の
と
う
け
と
れ
る
。
以
上
、
ま
づ
、
「
う
る
は
し
」
の
代
表
的
人
物
は
、
夕

平
喪
朝
に
お
け
る
「
う
る
は
し
」
の
展
開

少

霧
、
葵
上
、
そ
し
て
未
摘
花
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
が
、
夕
霧
は
他
の
属
性
も

（
《
〈
）

多
く
、
ま
さ
し
く
源
氏
と
葵
上
と
の
子
と
い
っ
た
多
面
性
を
帯
び
て
ゐ
る
し
、

「
う
る
は
し
」
的
人
物
の
典
型
は
、
一
方
に
葵
上
型
と
し
て
、
他
方
に
末
摘
花
型

と
し
て
、
そ
の
雌
点
を
く
っ
き
り
と
む
す
ん
で
く
る
と
い
ふ
こ
と
が
い
へ
は
す

ま
い
か
。

さ
て
、
「
う
る
は
し
」
の
意
味
構
造
を
老
へ
る
ぱ
あ
ひ
、
ま
づ
な
ん
と
い
っ
て

も
、
桐
壺
の
巻
の
、

太
液
の
芙
葬
、
未
央
の
柳
も
、
げ
に
通
ひ
た
り
し
か
た
ち
を
、
か
ら
め
い

た
る
よ
そ
ひ
は
う
る
は
し
う
こ
そ
あ
り
け
め
、
な
つ
か
し
う
ら
う
↓
た
げ
な

り
し
を
お
ぽ
し
い
づ
る
に
（
一
七
）

の
一
文
が
、
蛾
的
に
そ
の
性
格
を
あ
か
一
し
す
る
で
あ
ら
う
。
異
国
風
で
あ
り
、

「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り
」
と
は
対
照
的
な
も
の
と
し
て
う
け
と
ら
れ
る

が
、
こ
の
こ
と
を
助
証
す
る
用
例
は
一
為
あ
げ
る
の
煩
に
た
へ
ぬ
ほ
ど
見
出
さ

（
〃
］
）

れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
「
な
ま
め
か
し
老
」
を
参
照
い
た
だ
く
こ
と
と
し

て
、
こ
こ
に
は
く
り
か
へ
さ
な
い
。
｜
・
う
る
は
し
」
が
「
な
ま
め
か
し
」
‐
系
の

こ
と
ば
と
対
し
つ
つ
、
そ
の
、
乱
れ
打
ち
と
け
る
こ
と
の
な
い
端
厳
さ
を
示
す

こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
公
的
な
儀
式
ば
っ

た
所
せ
き
性
格
を
示
す
用
例
も
し
ば
し
ば
見
え
る
。
（
謡
甦
一
神
翠
賀
少
竺
一

河
、
総
角
一
五
三
や

紅
葉
賀
三
○
五
な
些
例
の
葵
上
は
、
「
た
だ
絵
に
か
き
た
る
、
物
の
姫
君
の
や

う
に
し
す
ゑ
ら
れ
て
、
う
ち
み
じ
ろ
き
船
ふ
事
も
難
く
」
〈
錯
檸
一
）
「
け
ざ
や

河
（
づ
し
や
か
に
）

か
に
け
だ
か
く
、
乱
れ
た
為
所
ま
じ
ら
ず
。
。
。
・
・
…
…
解
け
が
た
く
恥
か

し
げ
に
の
み
思
ひ
し
づ
ま
り
給
へ
る
」
一
瞬
沐
一
う
る
は
し
き
人
物
で
あ
っ
た
。

〆
｜
’
／
Ｉ
、
、
、

「
う
る
は
し
」
は
ま
さ
に
こ
の
葵
上
に
こ
そ
、
そ
の
代
表
的
な
る
人
物
形
象
化
を

え
て
ゐ
る
と
評
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
一
方
、
｜
古
代
な
る
御
う
る
は
し
さ
」
と

三
五
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か
、
「
古
代
に
な
れ
た
る
が
、
昔
や
う
に
て
う
る
は
し
き
」
な
ど
の
用
例
も
見
え

（
八
）

る
ご
と
く
、
｜
う
る
は
し
」
は
と
も
す
れ
ば
「
古
代
」
と
い
ふ
性
格
を
帯
び
が
ち

で
あ
っ
た
。
さ
う
し
た
古
代
で
、
型
に
と
ら
は
れ
融
通
の
き
か
ぬ
「
う
る
は
し
」

莚
人
物
形
象
化
し
た
の
が
末
摘
花
で
あ
っ
た
と
い
へ
る
の
で
あ
っ
て
、
炎
上
の

端
厳
さ
と
末
摘
花
の
古
代
さ
と
が
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
う
る
は
し
」
の
代

表
的
性
格
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
以
上
、
源
氏
物
語

に
お
け
る
「
う
る
は
し
」
は
端
正
端
厳
と
い
っ
た
面
が
全
域
を
お
ほ
ひ
、
竹
収

的
用
法
と
見
ら
れ
る
も
の
は
、
わ
づ
か
に
そ
の
余
喘
を
保
っ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
、
な

い
柵
が
あ
る
。
し
か
し
、
光
り
輝
く
美
し
さ
の
面
の
う
か
が
は
れ
る
用
例
も
や

り
見
う
け
ら
れ
、
「
清
ら
‐
｜
な
ど
の
華
麗
美
を
あ
ら
は
ナ
こ
と
ば
と
相
伴
っ
て
あ

ら
は
れ
て
来
た
り
し
て
、
は
な
や
か
な
ふ
ん
ゐ
き
の
う
ち
に
現
象
し
て
ゐ
る
も

ｂ

の
も
い
く
ら
か
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
万
葉
的
用
法
に
し
た
が
ふ
か
と
見

ら
れ
る
も
の
も
四
例
ほ
ど
存
す
る
。
〈
霊
蓉
疵
一
一
一
弐
』
ハ
細
銅
三
毛
桂
、
）
し
か
し
、

い
づ
れ
に
し
て
も
、
光
華
美
な
い
し
親
愛
を
あ
ら
は
す
か
と
見
ら
れ
る
の
は
蓼

々
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
用
例
全
体
を
見
わ
た
す
時
、
源
氏
物
語
の
「
う
る
は

し
」
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く
、
か
の
宣
長
の
解
釈
の
、
を
は
め
て
適
切
に
妥
当
す

る
も
の
な
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

端
麗
こ
そ
が
、
ま
さ
に
、
源
氏
物
語
の
「
う
る
は
し
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
と
断
じ
て
差
支
へ
な
い
と
恩
は
れ
る
。
紫
式
部
日
記
に
お
け
る
七
例
ま

た
、
こ
の
源
氏
的
用
法
に
し
た
が
ふ
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

源
氏
物
語
以
後
、
「
う
る
は
し
」
は
ど
の
や
う
な
展
開
を
た
ど
っ
た
で
あ
ら
う

か
。
更
級
日
記
二
例
、
狭
衣
物
語
六
例
、
篁
日
記
・
成
尋
母
日
一
記
各
一
例
、
讃

四

島

》

岐
典
侍
日
一
記
三
例
が
管
見
に
入
っ
て
ゐ
る
が
、
成
尋
母
日
記
の
が
竹
取
的
な
光

華
、
あ
る
い
は
荘
厳
を
意
味
し
て
ゐ
る
や
う
に
恩
は
れ
る
外
は
、
す
べ
て
源
氏

的
用
法
に
し
た
が
ふ
も
の
と
い
へ
よ
う
か
。

さ
て
、
源
氏
以
後
の
作
品
で
は
主
と
し
て
栄
華
物
語
。
大
鏡
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
づ
栄
華
物
語
で
は
、
「
う
る
は
し
」
は
ど
の
や
う
に
用

ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
す
べ
て
、
五
十
七
例
・
人
物
で
は
円
融
帝
や
一
条

帝
や
三
条
帝
や
後
朱
崔
帝
や
研
子
の
御
心
、
道
隆
の
心
ざ
ま
、
寛
子
の
顔
色
、
東

宮
〈
蓉
二
）
、
小
法
師
の
顔
色
な
ど
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
各
人
物
の
本
有

的
属
性
と
見
得
る
や
う
で
あ
る
が
、
永
平
親
王
、
定
頼
な
ど
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ

る
の
は
、
時
所
に
よ
っ
て
あ
ら
た
ま
っ
た
態
度
を
と
っ
た
一
時
的
現
象
の
例
と

見
る
べ
き
か
と
思
は
れ
る
。
髪
に
関
し
て
二
回
、
童
一
、
髪
上
げ
姿
二
、
装
束

に
は
五
回
、
「
う
る
は
し
く
さ
う
ぞ
き
」
と
い
ふ
の
が
七
回
、
法
服
三
、
唐
衣
一
、

よ
そ
ひ
三
、
し
つ
ら
ひ
二
、
衣
装
の
色
合
模
様
な
ど
四
、
歩
み
方
、
し
た
て
方
、

あ
る
い
は
、
大
嘗
会
、
儀
式
、
五
節
、
大
饗
、
捧
物
、
箱
、
害
、
船
な
ど
で
あ

り
、
燈
籠
を
と
も
す
こ
と
に
つ
い
て
も
い
は
れ
、
春
宮
た
る
こ
と
を
「
う
る
は

し
き
」
有
様
と
い
っ
て
ゐ
る
の
も
あ
る
。
人
物
の
ぱ
あ
ひ
、
心
に
関
し
て
し
ば

し
ば
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
「
う
る
は
し
き
‐
」
心
と
は
ど
の
や
う
、
な
心
か
と
い
ふ

Ｌ
」
、

御
門
の
御
心
い
と
う
る
は
し
う
め
で
た
う
坐
せ
ど
、
を
当
し
き
や
、
坐
さ

ざ
ら
む
と
ぞ
、
世
の
人
申
し
思
ひ
た
る
（
花
山
五
○
）

よ
き
人
と
申
し
な
が
ら
も
、
浅
ま
し
う
心
う
る
は
し
う
物
む
つ
か
り
な
ど

、
せ
さ
せ
給
は
ざ
り
つ
れ
ば
（
玉
の
か
ざ
り
五
七
八
）

さ
る
は
御
心
は
う
る
は
し
く
、
あ
だ
な
ら
ず
ぞ
坐
し
け
る
。
（
晩
待
星
六

一
《
一
五
）

三
三
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な
ど
に
見
て
も
察
せ
ら
れ
る
ご
と
く
、
そ
れ
は
あ
だ
な
ら
ぬ
心
で
あ
り
、
気
む

づ
か
し
い
と
こ
ろ
の
な
い
温
厚
さ
、
几
帳
面
さ
と
い
っ
た
も
の
を
思
は
せ
、
「
を

島
し
」
さ
と
い
っ
た
も
の
は
必
ず
し
も
必
喪
と
し
な
い
と
い
へ
よ
う
か
。
す
く

よ
か
な
ま
じ
め
な
心
を
い
ふ
の
で
あ
ら
う
。
で
は
か
う
し
た
一
‐
う
る
は
し
」
は

他
の
分
野
で
は
ど
の
や
う
に
用
ゐ
ら
一
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
ま
づ
い
ち
じ
る

し
い
の
は
源
氏
物
語
的
用
法
に
し
た
が
ふ
と
見
ら
れ
る
も
の
ど
も
で
あ
る
。
異

同
的
、
公
的
、
儀
式
的
な
対
象
に
川
ゐ
ら
れ
る
こ
と
が
き
は
め
て
多
い
の
で
あ

》
わ
。

龍
酬
鶴
首
の
生
け
る
か
た
ち
、
恩
ひ
造
ら
れ
て
あ
ざ
や
か
に
う
る
は
し
。

（
は
っ
花
二
○
六
）

少
し
引
上
げ
て
内
侍
二
人
出
づ
。
髪
あ
げ
、
う
る
は
し
き
姿
ど
も
、
た
耳

唐
絵
か
、
若
し
ぱ
天
人
の
天
降
り
一
た
る
か
と
見
え
た
り
。
（
は
っ
花
二
○

一
ハ
）

赤
色
の
唐
の
御
衣
に
、
地
擢
の
御
裳
、
う
る
は
し
く
さ
う
ぞ
き
て
坐
す
も
、

哀
れ
に
恭
し
。
（
は
っ
花
二
○
九
）

そ
れ
も
唐
衣
う
る
は
し
う
箸
た
る
が
上
に
、
叉
藤
の
衣
を
き
て
、
（
楚
王
の

夢
五
○
九
）

な
ど
、
そ
の
唐
風
底
、
異
国
的
な
性
格
を
有
力
に
も
の
が
た
つ
て
ゐ
よ
う
。

御
輿
な
ど
新
し
く
せ
さ
せ
締
ひ
て
、
い
と
あ
る
べ
き
限
り
う
る
は
し
く
し

た
て
て
参
り
給
ふ
程
も
、
一
夜
の
御
ま
か
で
に
こ
を
似
ね
ど
も
、
儀
式
有

様
は
同
じ
事
な
り
。
（
Ｈ
か
げ
の
か
つ
ら
二
六
五
）

す
べ
て
御
供
の
男
女
、
い
と
う
る
は
し
き
装
束
ど
も
の
上
に
、
え
も
い
は

い
物
共
を
ぞ
署
た
る
。
大
か
た
の
儀
式
有
様
、
言
は
む
方
な
く
お
ど
る

７
１
、
し
う
、
（
月
要
二
○
）

平
安
朝
に
お
け
る
「
う
る
は
し
」
の
展
開

巴

う
る
は
し
き
儀
式
も
な
く
て
、
（
玉
の
村
菊
二
九
九
）

な
ど
、
そ
の
儀
礼
的
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
小
一
条
院
が
、

な
ほ
身
の
宿
世
の
悪
き
に
や
侍
る
ら
む
、
か
ぐ
う
る
は
し
き
有
様
こ
そ
い

と
む
つ
か
し
け
れ
。
い
か
で
お
り
侍
り
て
一
院
と
い
ば
れ
て
侍
ら
む
（
木

綿
四
手
三
一
○
）

と
、
春
宮
た
る
こ
と
を
、
「
う
る
は
し
き
有
様
」
と
い
っ
て
を
ら
れ
る
の
も
、
そ

の
所
せ
き
公
的
性
絡
の
故
で
あ
る
こ
と
申
す
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
か
く
て
、
栄

華
物
語
に
あ
っ
て
も
、
以
下
の
ご
と
く
、
「
う
る
は
し
」
は
「
な
ま
め
か
し
」
系

の
こ
と
ば
と
対
照
的
に
し
ば
し
ば
用
ゐ
ら
れ
亡
ゐ
る
。

昨
日
は
う
る
は
し
き
御
よ
そ
ひ
、
な
り
し
に
、
今
日
は
殿
原
君
達
皆
直
衣
に

て
参
り
給
へ
り
。
昨
日
よ
り
は
今
日
の
御
有
様
、
い
み
じ
う
な
ま
め
か
し

う
を
か
し
き
に
、
（
音
楽
四
○
○
）

色
め
か
し
く
あ
だ
に
坐
す
も
、
芳
き
折
に
さ
物
せ
さ
せ
給
は
い
人
や
は
あ

る
。
さ
れ
ば
こ
そ
を
か
し
ぐ
、
な
ま
め
か
し
き
事
も
い
で
く
れ
。
い
と
う
る

は
し
き
は
す
さ
ま
じ
く
、
す
く
よ
か
な
り
か
し
。
（
根
合
六
九
七
）

こ
れ
い
み
じ
う
剛
ひ
乱
れ
給
へ
る
に
、
し
ど
け
な
く
ひ
き
被
き
っ
坐
、
さ

う
ど
き
締
ふ
御
有
様
、
昨
円
う
る
は
し
か
り
し
事
共
に
も
ま
さ
り
、
今
め

か
し
う
見
え
た
る
に
、
（
音
楽
四
○
二
）

此
の
度
は
姫
宮
の
御
方
し
つ
ら
は
せ
給
へ
り
。
…
…
御
帳
い
と
さ
上
や
か

に
を
か
し
げ
な
り
。
何
事
も
い
と
う
つ
く
し
。
大
宮
の
御
方
は
、
寝
殿
の

東
の
方
な
り
。
そ
れ
は
い
と
う
る
は
し
う
し
つ
ら
は
せ
給
へ
り
。
（
本
の

し
づ
く
三
八
四
）

僧
ど
も
の
法
服
例
の
う
る
は
し
き
様
に
あ
ら
ず
、
夜
の
装
束
共
を
ぞ
せ
さ

せ
給
へ
る
。
（
こ
ま
く
ら
べ
四
六
三
）

4
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ﾛ

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
「
う
る
は
し
」
が
、
「
、
な
ま
め
か
し
」
系
に
対
す
る
性
格
を

帯
び
て
ゐ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
り
、
も
は
や
賛
言
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら

う
。
「
う
る
は
し
」
の
如
上
の
性
絡
よ
り
し
て
、

才
な
ど
あ
り
て
、
う
る
は
し
く
ぞ
も
の
し
給
ひ
け
る
。
文
つ
く
り
歌
よ
み

な
ど
、
古
の
人
に
恥
ぢ
ず
ぞ
も
の
し
給
ひ
け
る
。
（
歌
合
六
二
三
）

こ
れ
は
い
と
う
る
は
し
く
、
御
か
た
ち
も
い
と
情
げ
に
、
才
坐
い
て
、
よ

き
み
か
ど
に
坐
し
け
り
。
（
仰
待
星
六
六
六
）

東
宮
は
う
る
は
し
く
き
び
し
き
や
う
に
坐
せ
ど
、
才
坐
し
歌
の
上
手
に
坐

す
。
（
根
合
六
九
八
）

な
ど
の
ご
と
く
用
ゐ
ら
て
ゐ
る
の
も
う
な
づ
け
よ
う
か
。
最
後
の
例
、
「
う
る

は
し
く
き
び
し
き
や
う
に
坐
せ
ど
」
は
、
「
歌
の
上
手
に
坐
す
」
に
か
か
る
と
見

る
べ
き
で
、
「
才
坐
し
」
は
「
う
る
は
し
く
」
坐
す
と
排
濟
し
あ
ふ
も
の
と
見
る

べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ
、
「
う
る
は
し
く
」
坐
す
こ
と
に
伴
ひ
が
ち
の
状
態
を
示

す
も
の
と
と
る
べ
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
こ
れ
ら
の
用
例
は
、
．
「
う
る
は
し
」
と

一
‐
才
あ
る
」
と
が
親
し
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
を
り
、
｜
う
る
は
し
‐
｜
の

嚥
風
な
、
公
的
、
儀
礼
的
性
格
に
必
然
的
に
伴
は
れ
や
す
い
知
的
漣
学
的
性
格

を
示
唆
す
る
も
の
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、

色
紙
形
に
侍
従
大
納
言
、
そ
の
・
誕
共
を
真
に
う
ろ
ば
し
う
書
き
船
へ
り
。

（
御
裳
著
四
二
○
）

の
ご
と
き
用
法
に
直
ち
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
で
あ
ら
う
。
な
ほ
、
一
公
的
儀
礼
的

性
格
と
い
ふ
も
の
が
、
と
も
す
れ
ば
、
こ
と
ご
と
し
い
仰
山
、
承
感
じ
を
い
だ
か

れ
や
す
い
の
に
対
し
、
「
う
る
は
し
」
の
ぱ
あ
ひ
、

所
々
の
御
捧
物
も
列
の
こ
と
人
、
し
か
ら
ず
、
う
る
は
し
き
様
に
と
思
し

宣
は
す
。
（
玉
の
か
ざ
り
五
七
つ

と
も
見
え
て
ゐ
る
ご
と
く
、
「
こ
と
ど
と
し
」
は
そ
の
必
須
の
要
件
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
と
ご
と
し
く
あ
る
こ
と
は
「
う
る
は
し
」
に
と
っ
て
、
必
ず
し
も

そ
の
本
有
的
契
機
を
表
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
端
正
、
な
、
「
物
狂
ほ
し
く

様
あ
し
き
事
な
く
」
（
諾
確
四
）
、
す
く
よ
か
な
、
ま
じ
め
な
、
さ
う
い
っ
た
性

格
こ
そ
が
、
「
う
る
は
し
」
の
も
の
で
あ
っ
て
、
宣
長
の
「
き
っ
と
し
て
か
た
い
」

「
み
だ
れ
ず
正
し
き
」
と
す
る
解
釈
は
、
栄
華
物
語
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
ま
ま

あ
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
源
氏
物
語
的
朋
法
の
あ
と
を
お
そ
ふ
も

の
と
い
は
な
く
て
は
な
ら
意
い
。
な
ほ
、
栄
華
物
語
に
あ
っ
て
も
、

御
色
の
白
く
う
る
は
し
く
ひ
か
り
か
に
樅
す
。
（
横
の
月
四
八
八
）

日
頃
の
御
し
つ
ら
ひ
の
ら
う
が
は
し
く
、
さ
ま
こ
と
な
り
つ
る
を
、
押
し

か
へ
し
う
る
ば
し
う
か
耳
や
か
し
粭
ふ
。
（
は
っ
花
二
○
八
）

あ
る
い
は
、
「
う
る
は
し
く
情
げ
な
り
」
一
煙
の
後
一
「
こ
と
う
る
は
し
く
情
げ
に

一
七
一
二
、

ぜ
さ
せ
給
へ
り
」
（
鍛
伊
ユ
ー
ニ
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
が
、
色
う
る
は
し
う
愛

敬
づ
き
た
る
」
（
罎
鐸
三
）
な
ど
、
竹
取
的
用
法
を
想
起
せ
し
め
る
や
う
な
、
光

り
輝
く
美
、
あ
る
い
は
感
覚
的
な
華
麗
さ
を
恩
は
せ
る
用
例
も
わ
づ
か
な
が
ら

見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
と
く
に
色
あ
ひ
に
関
し
て
い
は
れ
『
た
ぱ
あ
ひ
、
つ
や

つ
や
と
か
が
や
く
や
う
な
美
を
い
っ
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
、
そ

の
大
半
が
、
き
っ
と
し
て
み
だ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
端
正
端
麗
な
美
し
さ
を
あ

ら
は
し
て
ゐ
る
こ
と
ば
、
上
来
の
考
察
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
証
し
え
た
も
の
と
老

へ
る
が
い
か
が
で
あ
ら
う
か
。

最
後
に
大
鏡
の
用
例
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
人
物

で
は
、
仲
平
・
雅
信
各
二
回
（
た
だ
し
二
人
と
も
一
は
心
に
つ
い
て
い
は
れ
て

ゐ
る
も
の
）
、
実
頼
や
師
輔
や
道
降
な
ど
の
心
に
各
一
回
、
か
た
ち
め
で
た
く
、

用
意
な
ど
の
優
に
、
き
は
め
た
る
道
心
者
で
あ
っ
た
義
孝
に
一
回
用
ゐ
ら
れ
て

三
八



ゐ
る
。
そ
の
他
、
器
、
金
の
器
、
簾
、
書
、
法
服
、
作
法
、
冷
泉
院
の
大
嘗
会

の
御
腰
に
わ
た
ら
れ
る
さ
ま
、
鉋
の
か
げ
方
、
魚
袋
の
松
の
枝
へ
の
つ
け
方
な

ど
に
用
ゐ
ら
れ
、
春
宮
で
あ
る
こ
と
を
、
「
う
る
は
し
き
御
有
様
」
と
い
っ
て
ゐ

る
の
が
や
は
り
あ
る
。
い
づ
れ
も
、
源
氏
。
栄
華
の
用
法
を
も
っ
て
、
お
ぼ
ひ

う
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

宮
た
ち
と
申
し
皇
を
り
、
よ
る
づ
に
あ
そ
び
、
な
ら
は
せ
給
ひ
て
、
う
る
は

し
き
御
有
様
、
い
と
く
る
し
く
、
い
か
で
か
か
く
て
も
あ
ら
じ
ば
や
と
、

↓
込
一
、

お
ぽ
し
な
れ
、
二
一
四
）

わ
ざ
と
御
消
息
聞
え
さ
せ
給
ふ
ほ
ど
、
酒
坏
あ
ま
た
ふ
び
に
な
り
て
、
人

々
み
だ
れ
給
ひ
て
、
も
お
し
候
は
る
島
に
、
こ
の
中
納
言
ま
ゐ
り
給
ひ
て

け
れ
ば
、
う
る
は
し
く
な
り
て
、
ゐ
な
ほ
り
な
ど
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
（
二

一
二
一
一
）

イ
多

兄
殿
は
い
と
あ
ま
り
う
る
ほ
し
く
、
公
事
よ
り
外
の
事
、
作
分
に
は
申
さ

せ
給
は
で
、
ゆ
る
ぎ
た
る
所
の
お
は
し
ま
さ
ざ
り
し
な
り
。
弟
殿
は
、
み

そ
か
ご
と
は
、
げ
に
ぞ
お
は
し
ま
し
皇
か
ど
、
、
わ
か
ら
か
に
、
あ
い
ぎ
や

う
づ
き
、
な
つ
か
し
き
か
た
は
ま
さ
ら
せ
給
ひ
し
か
ば
、
（
三
二
○
）

れ
い
の
こ
の
殿
は
、
骨
の
漆
ば
か
り
、
を
か
し
げ
に
ぬ
り
て
、
黄
な
る
か

ら
か
み
の
、
し
た
絵
、
ほ
の
か
に
を
か
し
き
ほ
ど
な
る
に
、
お
も
て
の
か

た
に
は
、
楽
府
を
う
る
は
し
く
真
に
か
き
、
裏
に
は
、
御
筆
と
野
め
て
草

に
め
で
た
く
か
き
て
、
た
て
ま
つ
り
け
れ
ば
、
（
一
七
六
）

み
だ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
か
た
い
、
公
的
『
な
、
あ
ら
た
ま
っ
た
も
の
を
、
そ
こ

に
う
け
と
る
の
で
あ
る
。
心
に
つ
い
て
い
は
れ
て
ゐ
る
の
も
、

さ
る
は
御
心
い
と
う
る
は
し
く
て
、
世
の
ま
つ
り
ご
と
も
、
か
し
こ
く
せ

一
術
力

さ
せ
給
ふ
う
つ
く
か
り
し
か
ぱ
、
（
一
五
七
）

平
安
朝
に
お
け
る
「
う
る
は
し
」
の
展
開

わ
れ
わ
れ
は
、
平
安
朝
に
お
け
る
「
ら
る
は
し
」
の
展
開
を
、
つ
と
め
て
忠

実
に
資
料
に
よ
り
つ
つ
、
た
ど
っ
て
来
た
わ
け
で
あ
る
が
、
愛
に
発
す
る
こ
の

語
が
、
竹
収
に
至
っ
て
光
華
の
美
を
成
し
、
蜻
蛉
あ
た
り
か
ら
端
厳
の
お
も
む

き
を
と
っ
て
、
宇
津
保
で
は
こ
れ
ら
愛
。
光
華
・
端
正
の
三
契
機
が
交
錯
し
つ

つ
、
や
う
や
く
端
正
美
に
そ
の
主
導
的
地
位
を
わ
た
す
に
至
り
、
や
が
て
、
源

氏
に
至
っ
て
、
端
正
端
厳
が
こ
の
語
の
織
成
要
素
中
、
完
全
に
そ
の
王
座
を
し

め
て
、
ほ
と
ん
ど
全
用
例
に
光
被
す
る
に
至
り
、
こ
こ
に
、
「
う
る
は
し
」
の
端

麗
美
と
し
て
の
意
味
を
決
定
づ
け
た
観
が
あ
る
。
以
後
、
平
安
朝
末
期
に
至
る

ま
で
、
こ
の
趨
勢
は
ゆ
る
が
な
い
。
栄
華
物
語
・
大
鏡
を
は
じ
め
、
こ
こ
に
と

り
あ
げ
た
資
料
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
源
氏
物
語
の
影
響
下
に
立
つ
も
の

と
断
じ
て
さ
し
っ
か
へ
な
い
と
思
は
れ
る
。
中
西
氏
は
、

何
事
も
有
職
に
、
御
心
う
る
は
し
く
お
は
し
ま
、
す
事
は
、
（
九
五
）

こ
上
ろ
う
る
は
し
く
、
す
な
ぼ
に
て
（
三
三
四
）

な
ど
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
そ
の
内
容
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
「
う

よ
う
が
ん

る
は
し
く
」
あ
っ
た
義
孝
を
も
ど
い
て
、
兄
挙
賢
は
、
｜
す
こ
し
勇
桿
に
あ
し
き

人
に
て
ぞ
お
は
せ
し
」
（
一
六
九
）
と
見
え
て
ゐ
る
こ
と
は
、
興
味
ぶ
か
い
。
な

ぼ
、

中
々
う
る
は
し
か
ら
ん
事
の
作
法
よ
り
も
、
め
で
た
く
侍
り
し
物
か
な

（
三
二
四
）

な
ど
の
い
ひ
方
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
な
概
観
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ひ
と
ま
づ
、
以
上
を
も
っ
て
、
大
鏡
の
項
を
終
へ
る
こ
と

と
す
る
。

五

二二

九



栄
華
物
語
に
於
け
る
「
う
る
は
し
」
の
特
質
を
要
約
す
れ
ば
、
源
氏
物
語

よ
り
も
綜
合
的
一
般
的
概
念
的
な
美
或
は
「
よ
さ
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る

か
、
或
は
感
覚
的
要
素
の
多
い
美
麗
と
し
て
用
い
ら
れ
、
い
ず
れ
も
高
次

の
価
値
を
荷
わ
さ
れ
て
い
る
点
が
、
源
氏
物
語
と
趣
を
異
に
す
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
二
四
、
初
期
物
語
の
用
法
に
再
び
た
ち
帰
っ
た
点
も
認
め
ら
れ

る
。
と
も
あ
れ
、
「
う
る
は
し
」
に
対
し
、
端
麗
端
正
の
意
味
を
以
っ
て
概

括
す
る
こ
と
は
、
源
氏
物
語
に
於
い
て
最
も
妥
当
性
が
高
く
、
其
後
栄
華

物
語
等
に
於
い
て
は
、
再
び
そ
の
妥
当
性
を
減
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
明
ら

（
九
）

か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
い
っ
て
を
ら
れ
る
が
、
こ
の
や
う
、
な
い
ひ
方
は
事
実
に
も
と
る
の
で
あ
っ
て
、

し
た
が
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。
氏
は
、
さ
ら
に
、

か
く
し
て
、
「
う
る
は
し
」
き
も
の
を
、
外
面
的
形
式
的
な
も
の
と
し
て
、

美
意
識
の
上
か
ら
何
ら
か
の
批
判
性
の
見
ら
れ
る
の
は
、
源
氏
物
語
に
於

い
て
最
も
顕
著
な
事
柄
で
あ
っ
て
、
栄
華
物
語
、
大
鏡
等
の
爾
余
の
作
品

に
於
い
て
は
、
そ
の
意
味
を
一
般
化
す
る
と
共
に
、
全
面
的
に
肯
定
す
る

（
一
○
）

傾
向
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

と
し
、
栄
華
物
語
等
に
お
い
て
、
す
で
に
一
般
的
な
美
を
表
示
す
る
汎
語
的
性

格
の
傾
向
を
示
し
は
じ
め
て
ゐ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
た
り
、
、
な

ほ
大
い
に
批
判
の
余
地
を
の
こ
す
も
の
と
い
は
ざ
る
を
え
な
い
。
栄
華
物
語
や

大
鏡
も
全
面
的
に
肯
定
す
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

「
う
る
は
し
」
と
他
の
美
的
語
詞
と
の
関
係
、
そ
の
、
王
朝
美
意
識
展
開
史
上

に
し
め
る
地
位
等
に
つ
い
て
は
、
稿
韮
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
と

（
一
一
）

思
ふ
。
源
氏
物
語
あ
た
り
を
中
心
に
、
・
一
部
、
私
見
を
発
表
し
た
も
の
も
あ
り
、

参
照
れ
が
へ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
な
ほ
、
先
人
の
業
續
に
対
し
、
非
礼
に
わ
た

宇
巳

る
言
辞
を
あ
へ
て
呈
し
た
が
、
も
と
よ
り
他
意
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
切
に
御

寛
恕
を
こ
ふ
と
共
に
、
大
方
博
雅
の
厳
正
な
る
御
批
判
を
お
れ
が
ひ
し
て
や
ま

な
い
次
第
で
あ
る
。
（
聴
和
唾
一
一
↓
一
一
恋
畦
癖
）

．
註
、
、

円
拙
稲
「
源
氏
物
語
の
『
う
つ
く
し
』
と
『
ら
う
た
し
」
」
（
平
安
文
学

研
究
第
十
一
輯
）
。

侭
中
西
良
一
比
「
平
安
朝
文
芸
に
お
け
る
『
う
る
は
し
』
」
（
和
鍬
山
大

学
学
芸
学
部
紀
要
人
文
科
学
Ⅳ
）
四
一
頁
。

㈲
前
田
妙
子
氏
「
歌
論
に
お
け
る
『
麗
』
の
本
質
」
（
人
文
論
究
第
六

巻
第
二
号
）
。

倒
沢
漁
久
孝
博
士
「
万
葉
集
講
話
三
」
（
万
葉
第
三
号
）
。

同
拙
稿
「
清
ら
・
清
げ
私
見
」
（
芸
林
第
六
巻
第
四
号
）
。

㈲
拙
稿
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
理
想
美
の
問
題
ｌ
『
め
で
た
し
』
を
め

ぐ
っ
て
ｌ
」
（
芸
林
第
五
巻
第
二
易
）
参
照
。

㈲
拙
稲
「
な
ま
め
か
し
考
」
（
芸
林
第
三
巻
第
三
号
）
。

㈹
拙
稿
「
今
め
か
し
考
」
（
国
語
国
文
第
一
千
巻
第
三
号
）
参
照
。

㈱
・
前
掲
中
西
氏
論
文
四
○
頁
。

⑤
同
右
四
一
頁
。

口
註
六
の
拙
稲
。

訳
Ｉ

四
○


