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「
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
の
一
人
・
玉
茎
は
、
母
で
あ
る
タ

顔
の
死
後
、
乳
母
一
族
に
伴
わ
れ
、
筑
紫
へ
下
向
す
る
。
こ
の
流

離
は
、
玉
髪
が
二
十
歳
を
迎
え
る
ま
で
、
お
よ
そ
十
五
年
以
上
に

及
ぶ
。玉

髪
の
流
離
地
と
し
て
筑
紫
が
選
ば
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、

作
者
の
夫
で
あ
る
藤
原
宜
孝
が
筑
前
守
・
大
宰
少
弐
を
務
め
て
お

(
1
)
 

り
、
執
筆
に
際
し
情
報
を
得
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
ま
た

『
紫
式
部
集
』
に
肥
前
へ
下
る
友
人
と
の
贈
答
歌
が
あ
り
、
そ
の

は
じ
め
に

|
「
后
が
ね
」

韮
墨
の
筑
紫
流
離へ

の
道
筋
ー

(
2
)
 

ま
ま
筑
紫
で
亡
く
な
っ
た
友
人
へ
の
鎮
魂
の
意
な
ど
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

一
方
、
物
語
内
に
お
け
る
筑
紫
流
離
の
必
然
性
と
し
て
は
、
松

浦
佐
用
姫
伝
承
に
彩
ら
れ
る
霊
的
・
幻
想
的
な
文
学
風
土
の
地
を

設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
夕
顔
と
玉
霊
の
位
相
（
巫
女
性
）
を
三

輪
山
伝
承
と
「
肥
前
国
風
土
記
』
の
弟
8
姫
子
に
よ
っ
て
結
び
つ

(
3
)
 

け
る
見
解
が
あ
る
。
反
対
に
夕
顔
と
玉
髪
と
の
差
異
に
注
目
す
れ

ば
、
外
来
文
物
の
流
入
地
で
あ
る
大
宰
府
の
先
進
性
を
玉
髪
が
身

に
つ
け
、
後
の
六
条
院
世
界
で
唐
風
文
化
を
背
景
に
演
出
さ
れ
る

(
4
)
 

素
地
を
作
る
と
の
意
見
が
あ
る
。

本
稿
で
も
、
玉
髪
の
筑
紫
へ
の
流
離
は
、
玉
髪
の
人
物
造
型
、

湯

浅

幸

代
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ひ
い
て
は
物
語
の
構
造
に
と
っ
て
必
要
な
道
筋
で
あ
っ
た
と
捉
え

た
い
。玉

茎
は
、
筑
紫
か
ら
上
京
し
て
き
た
際
、
一
時
的
に
留
ま
っ
た

九
条
の
地
に
お
い
て
「
あ
や
し
き
市
女
、
商
人
の
中
に
い
て
」
と

語
ら
れ
る
。
ま
た
、
玉
霊
が
六
条
院
に
迎
え
ら
れ
る
契
機
と
な
る

右
近
と
の
再
会
場
所
は
「
椿
市
」
で
あ
り
、
六
条
院
入
り
の
準
備

の
際
に
は
、
「
市
女
な
ど
や
う
の
も
の
」
が
玉
霊
に
仕
え
る
者
た

ち
の
斡
旋
者
と
し
て
登
場
す
る
。
論
者
は
か
つ
て
、
こ
の
よ
う
な

玉
茎
と
「
市
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
臣
下
か
ら
立
后
し
た
后

(
5
)
 

た
ち
の
伝
承
ー
ー
『
延
暦
僧
録
』
逸
文
の
光
明
子
の
叙
述
や
、
「
文

(
6
)
 

徳
実
録
」
の
橘
嘉
智
子
の
甍
伝
な
ど
に
見
え
る
「
市
」
の
意
味
同

(
7
)
 

様
、
天
皇
と
対
等
な
形
で
「
市
」
を
司
る
こ
と
の
で
き
る
后
と
し

(
8
)
 

て
の
資
質
、
賢
さ
の
強
調
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
、

後
に
玉
望
が
任
じ
ら
れ
る
「
尚
侍
」
（
物
語
で
は
后
位
に
も
匹
敵

(
9
)
 

す
る
地
位
と
し
て
描
か
れ
る
）
と
な
る
べ
き
資
質
を
、
玉
茎
が
備

(10) 

え
て
い
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
の
記
述
で
あ
る
と
し
た
。
本
稿

で
取
り
上
げ
る
玉
髪
の
筑
紫
流
離
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
玉

髪
の
運
命
を
導
く
物
語
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
『
河
海
抄
』
（
四
辻
善
成
著
、
一
三
六

二
年
頃
成
立
）
は
、
玉
髪
に
求
婚
す
る
肥
後
の
土
豪
・
大
夫
監
の

歌
の
注
釈
を
は
じ
め
、
玉
霊
に
関
わ
る
記
述
に
神
功
皇
后
の
伝
承

を
引
く
。
ま
ず
は
物
語
の
話
型
引
用
を
辿
り
つ
つ
、
こ
の
神
功
皇

后
伝
承
と
物
語
と
の
関
わ
り
を
精
査
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
玉
髯

を
「
后
が
ね
」
と
し
て
、
物
語
に
浮
上
さ
せ
る
仕
組
み
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

玉
堂
の
筑
紫
行
き
に
つ
い
て
は
、
五
条
に
い
た
夕
顔
が
行
方
不

明
と
な
り
、
玉
婁
を
西
の
京
で
養
育
し
て
い
た
乳
母
の
夫
が
大
宰

少
弐
に
任
じ
ら
れ
た
後
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

母
君
の
御
行
く
方
を
知
ら
む
と
、
よ
ろ
づ
の
神
仏
に
申
し

て
、
夜
昼
泣
き
恋
ひ
て
、
さ
る
べ
き
所
ど
こ
ろ
を
尋
ね
き
こ

え
け
れ
ど
、
つ
ひ
に
え
聞
き
出
で
ず
。
さ
ら
ば
い
か
が
は
せ

む
、
若
君
を
だ
に
こ
そ
は
、
御
形
見
に
見
た
て
ま
つ
ら
め
、

あ
や
し
き
道
に
添
へ
た
て
ま
つ
り
て
、
遥
か
な
る
ほ
ど
に
お

は
せ
む
こ
と
の
悲
し
き
こ
と
、
な
ほ
父
君
に
ほ
の
め
か
さ

む
、
と
思
ひ
け
れ
ど
、
さ
る
べ
き
た
よ
り
も
な
き
う
ち
に
、

「
母
君
の
お
は
し
け
む
方
も
知
ら
ず
、
尋
ね
問
ひ
た
ま
は
ば
、

筑
紫
下
向
か
ら
肥
前
国
へ

|
『
住
吉
』
『
竹
取
』
引
用
の
意
味
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い
か
が
聞
こ
え
む
」
「
ま
だ
よ
く
も
見
馴
れ
た
ま
は
ぬ
に
、

幼
き
人
を
と
ど
め
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
む
も
、
う
し
ろ
め
た

か
る
べ
し
」
「
知
り
な
が
ら
、
は
た
、
率
て
下
り
ね
と
ゆ
る

し
た
ま
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
な
ど
、
お
の
が
じ
し
語
ら
ひ

あ
は
せ
て
、
い
と
う
つ
く
し
う
、
た
だ
今
か
ら
気
高
く
き
よ

ら
な
る
御
さ
ま
を
、
こ
と
な
る
し
つ
ら
ひ
な
き
舟
に
乗
せ
て

漕
ぎ
出
づ
る
ほ
ど
は
、
い
と
あ
は
れ
に
な
む
お
ぽ
え
け
る
。

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
「
玉
霊
」
八
八
・

八
九
頁
。
以
下
『
源
氏
物
語
」
の
引
用
は
同
書
。
表
記
は
一

部
改
め
た
）

乳
母
は
ま
ず
必
死
で
夕
顔
の
行
方
を
捜
し
た
。
ま
た
昼
夜
を
問

わ
ず
泣
い
て
主
人
を
恋
い
慕
う
乳
母
の
姿
に
は
、
夕
顔
と
の
強
い

絆
が
窺
わ
れ
、
そ
の
絆
は
「
形
見
」
と
し
て
玉
霊
へ
も
引
き
継
が

れ
る
。
さ
ら
に
自
分
た
ち
の
下
向
に
玉
霊
を
同
道
さ
せ
る
こ
と
に

(11) 

つ
い
て
は
、
傍
線
部
「
あ
や
し
き
道
」
「
遥
か
な
る
ほ
ど
」
の
よ

う
に
、
い
っ
た
ん
は
大
臣
の
娘
で
あ
る
高
貴
な
姫
君
が
経
験
す
べ

き
道
行
で
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
し
か
し
馴
染
み
の
な
い
父

方
に
幼
い
玉
霊
を
残
し
て
い
く
こ
と
の
不
安
な
ど
か
ら
、
最
終
的

に
、
乳
母
一
族
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
玉
霊
の
下
向
が
決
定
す

る
。
従
っ
て
こ
の
流
離
は
、
一
見
、
乳
母
側
の
都
合
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
が
、
母
・
タ
顔
へ
の
深
い
想
い
と
父
方
に
よ
る
継
子

(12) 

虐
め
回
避
の
意
味
が
付
さ
れ
る
こ
と
よ
り
、
あ
く
ま
で
玉
髪
の
身

の
上
を
思
い
や
っ
た
決
断
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
こ
に
引
き
寄
せ

ら
れ
る
の
は
、
後
に
玉
霊
自
身
も
自
ら
の
身
の
上
と
比
較
す
る

『
住
吉
物
語
』
の
姫
君
の
流
離
で
あ
り
、
『
住
吉
』
の
姫
君
も
、
継

子
虐
め
か
ら
逃
れ
る
べ
く
、
故
母
君
の
乳
母
を
頼
り
、
父
の
邸
宅

か
ら
住
吉
へ
移
動
す
る
。
玉
髪
物
語
は
、
後
に
長
谷
観
音
へ
参
詣

(13) 

す
る
な
ど
、
『
住
吉
』
と
の
重
な
り
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
の

物
語
に
は
、
最
初
か
ら
継
子
諌
の
話
型
が
底
流
し
て
い
る
こ
と
を

(14) 

確
認
し
て
お
き
た
い
。

一
方
、
実
際
の
道
行
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
東
下
り
を
想
起
さ

せ
る
舟
子
ど
も
の
描
写
と
相
侯
っ
て
、
都
を
離
れ
た
悲
し
み
を
歌

う
在
原
業
平
歌
や
小
野
箆
歌
が
踏
ま
え
ら
れ
つ
つ
、
主
と
し
て
観

(15) 

念
的
に
表
現
さ
れ
る
。

お
も
し
ろ
き
所
ど
こ
ろ
を
見
つ
つ
、
心
若
う
お
は
せ
し
も

の
を
、
か
か
る
道
を
も
見
せ
た
て
ま
つ
る
も
の
に
も
が
な
、

お
は
せ
ま
し
か
ば
、
我
ら
は
下
ら
ざ
ら
ま
し
、
と
京
の
方
を

思
ひ
や
ら
る
る
に
、
返
る
波
も
う
ら
や
ま
し
く
心
細
き
に
、

舟
子
ど
も
の
荒
々
し
き
声
に
て
、
「
う
ら
悲
し
く
も
遠
く
来

に
け
る
か
な
」
と
う
た
ふ
を
聞
く
ま
ま
に
、
二
人
さ
し
向
か

ひ
て
泣
き
け
り
。
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来
し
方
も
行
く
方
も
知
ら
ぬ
沖
に
出
で
て
あ
は
れ
い
づ

く
に
君
を
恋
ふ
ら
む

郡
の
別
れ
に
、
お
の
が
じ
し
心
を
や
り
て
言
ひ
け
る
。

釦
d
~
過
ぎ
て
、
「
我
は
忘
れ
ず
」
な
ど
、
世
と
と
も
の

言
ぐ
さ
に
な
り
て
、
か
し
こ
に
到
り
着
き
て
は
、
ま
い
て
、

遥
か
な
る
ほ
ど
を
思
ひ
や
り
て
恋
ひ
泣
き
て
、
こ
の
君
を
か

し
づ
き
も
の
に
て
明
か
し
暮
ら
す
。（

「
玉
堂
」
八
九
・
九

0
頁）

傍
線
部
の
よ
う
に
「
大
島
」
（
福
岡
県
宗
像
市
の
大
島
か
）
や

「
金
の
岬
」
（
福
岡
県
宗
像
市
鐘
崎
）
と
い
っ
た
具
体
的
な
地
名
も

記
述
は
さ
れ
る
が
、
道
中
そ
の
も
の
の
描
写
は
短
く
、
こ
の
部
分

に
つ
い
て
は
、
乳
母
一
族
の
夕
顔
に
対
す
る
思
い
の
強
さ
と
そ
れ

に
付
随
す
る
望
郷
の
念
を
描
く
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
る
。
た

だ
、
「
金
の
岬
」
に
つ
い
て
は
、
「
我
は
忘
れ
ず
」
（
こ
こ
で
は
タ

顔
を
思
う
意
）
の
言
葉
と
と
も
に
、
万
葉
歌
「
ち
は
や
ぶ
る

ti

(16) 

剛
を
過
ぎ
ぬ
と
も
我
は
忘
れ
じ
志
賀
の
皇
神
」
（
『
万
葉
集
』
・
一

二
三

0
)
が
想
起
さ
れ
、
自
然
、
こ
の
地
に
到
る
こ
と
で
、
万
葉

歌
に
も
謡
わ
れ
る
古
代
世
界
が
物
語
に
滲
出
し
て
く
る
こ
と
を
予

こ
ゆ
る

舟
人
も
誰
を
恋
ふ
と
か
丸
島
の
う
ら
悲
し
げ
に
声
の
聞

感
さ
せ
る
。

し
か
し
、
乳
母
の
夫
が
大
宰
少
弐
と
し
て
過
ご
し
、
一
行
が
筑

前
国
で
滞
在
し
た
期
間
は
、
引
き
続
き
夕
顔
へ
の
思
い
で
占
め
ら

れ
、
こ
の
後
の
記
述
も
、
た
ま
さ
か
夢
に
現
れ
る
夕
顔
の
様
子
か

ら
亡
く
な
っ
た
も
の
と
乳
母
に
知
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
一
族
が
大
宰
府
の
近
く
で
五
年
あ
ま
り
を
過
ご
し
た
後
、

玉
髪
が
二
十
歳
に
な
る
ま
で
の
残
り
十
年
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯

で
肥
前
国
に
落
ち
着
い
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
と
い
う
の

も
、
大
宰
少
弐
は
、
任
期
を
終
え
た
後
、
京
へ
の
ほ
る
だ
け
の
十

分
な
財
力
が
な
く
、
重
病
を
得
て
亡
く
な
り
、
子
供
た
ち
も
少
弐

と
仲
の
良
く
な
か
っ
た
人
た
ち
の
妨
害
を
恐
れ
出
立
で
き
な
い
ま

ま
時
を
過
ご
す
と
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
少
弐
は
子
供
た
ち
へ
玉
茎
上
京
の
こ
と
を
念
入
り
に

頼
む
遺
言
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
遺
言
は
乳
母
一
族
と
夕
顔
と
の

絆
を
改
め
て
確
認
す
る
も
の
と
な
る
が
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
遺

言
は
、
死
者
の
魂
を
鎮
め
る
べ
く
必
ず
果
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

(17) 

な
い
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
る
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
乳
母
に
暗
示

さ
れ
る
夕
顔
の
死
も
、
玉
髪
を
明
確
に
「
継
子
讀
」
の
主
人
公
と

し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
か
ら
、
玉
茎
の
都
へ
の
帰
還
は
、
こ
の
時

点
よ
り
既
定
路
線
と
し
て
物
語
に
定
位
さ
れ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ

、つ
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し
か
し
玉
婁
の
流
離
に
は
、
さ
ら
な
る
話
型
が
呼
び
込
ま
れ

(18) 

る
。
「
竹
取
物
語
』
に
代
表
さ
れ
る
求
婚
讀
の
話
型
で
あ
る
。

…
…
こ
の
君
ね
び
と
と
の
ひ
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
母
君
よ
り
も

ま
さ
り
て
き
よ
ら
に
、
父
大
臣
の
筋
さ
へ
加
は
れ
ば
に
や
、

品
高
く
う
つ
く
し
げ
な
り
。
心
ば
せ
お
ほ
ど
か
に
あ
ら
ま
ほ

し
う
も
の
し
た
ま
ふ
。
聞
き
つ
い
つ
つ
、
す
い
た
る
田
舎
人

ど
も
、
心
か
け
消
息
が
る
い
と
多
か
り
。
ゆ
ゆ
し
く
め
ざ
ま

し
く
お
ぽ
ゆ
れ
ば
、
誰
も
誰
も
聞
き
入
れ
ず
。

（
「
玉
髪
」
九
二
頁
）

『
竹
取
物
語
」
の
主
人
公
・
か
ぐ
や
姫
は
、
「
天
女
」
で
あ
り
な

が
ら
、
「
竹
取
の
翁
の
娘
」
と
し
て
、
「
聖
」
と
「
賤
」
と
の
間
を

た
ゆ
た
い
、
そ
の
美
し
さ
か
ら
多
く
の
求
婚
者
を
惹
き
つ
け
た
。

玉
霊
の
場
合
も
、
都
の
貴
人
で
あ
り
な
が
ら
、
筑
紫
の
田
舎
人
た

ち
の
中
に
住
み
、
多
く
の
求
婚
者
を
得
る
者
と
な
る
。
両
者
は
と

も
に
身
分
違
い
の
「
養
い
親
」
を
持
つ
が
、
か
ぐ
や
姫
に
結
婚
を

勧
め
る
竹
取
の
翁
と
は
異
な
り
、
玉
霊
の
結
婚
は
、
最
初
か
ら
乳

母
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
理

由
は
、
乳
母
一
族
が
玉
霊
の
貴
種
性
を
認
識
し
て
お
り
、
最
終
的

に
は
「
都
に
戻
る
べ
き
人
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
『
竹
取
物
語
』
の
よ
う
な
求
婚
諏
に
よ
っ
て
引
き
寄

せ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
「
求
婚
者
を
拒
否
し
て
本
来
あ
る

べ
き
場
所
へ
帰
還
す
る
」
と
い
う
道
筋
ば
か
り
で
は
な
い
。

二
十
ば
か
り
に
な
り
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
生
ひ
と
と
の
ほ
り

て
、
い
と
あ
た
ら
し
く
め
で
た
し
。
こ
の
住
む
所
は
肥
前
国

と
ぞ
い
ひ
け
る
。
そ
の
わ
た
り
に
も
い
さ
さ
か
よ
し
あ
る
人

は
、
ま
づ
こ
の
少
弐
の
孫
の
あ
り
さ
ま
を
聞
き
伝
へ
て
な
ほ

絶
え
ず
お
と
づ
れ
来
る
も
、
い
と
い
み
じ
う
耳
か
し
が
ま
し

き
ま
で
な
む
。

大
夫
監
と
て
、
肥
後
国
に
族
ひ
ろ
く
て
、
か
し
こ
に
つ
け

て
は
お
ぽ
え
あ
り
、
勢
ひ
い
か
め
し
き
兵
あ
り
け
り
。
む
く

つ
け
き
心
の
中
に
、
い
さ
さ
か
す
き
た
る
心
ま
じ
り
て
、
劉

貌
あ
る
女
を
集
め
て
見
む
と
思
ひ
け
る
。
こ
の
姫
君
を
聞
き

つ
け
て
、
「
い
み
じ
き
か
た
は
あ
り
と
も
、
我
は
見
隠
し
て

持
た
ら
む
」
と
い
と
ね
む
ご
ろ
に
言
ひ
か
か
る
を
、
い
と
む

く
つ
け
く
思
ひ
て
、
「
い
か
で
、
か
か
る
こ
と
を
聞
か
で
、

尼
に
な
り
な
む
と
す
」
と
言
は
せ
た
り
け
れ
ば
、
い
よ
い
よ

あ
や
ふ
が
り
て
、
お
し
て
こ
の
国
に
越
え
来
ぬ
。

（
「
玉
髭
」
九
三
・
九
四
頁
）
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(19) 

こ
こ
で
語
ら
れ
る
求
婚
者
・
大
夫
監
の
あ
り
よ
う
は
、
後
に

夕
暮
れ
時
に
や
っ
て
き
た
の
に
対
し
、
「
懸
想
人
は
夜
に
隠
れ
た

る
を
こ
そ
よ
ば
ひ
と
は
言
ひ
け
れ
、
さ
ま
変
へ
た
る
春
の
夕
暮

な
り
」
と
、
『
竹
取
物
語
」
の
語
源
諏
を
踏
ま
え
て
語
ら
れ
て
お

(20) 
り
、
始
め
か
ら
失
敗
が
予
想
さ
れ
る
求
婚
者
と
し
て
描
か
れ
る
。

し
か
し
国
を
越
え
て
訪
れ
る
ほ
ど
の
勢
力
や
傍
線
部
「
容
貌
あ
る

女
を
集
め
て
見
む
」
と
い
っ
た
大
夫
監
の
様
相
は
、
後
に
「
わ
が

君
（
玉
髪
）
を
ば
、
后
の
位
に
お
と
し
た
て
ま
つ
ら
じ
も
の
を

や
」
と
の
発
言
に
窺
え
る
よ
う
に
、
さ
な
が
ら
「
王
」
の
風
情
で

あ
る
。
後
に
上
京
し
た
玉
盤
の
女
房
・
三
条
が
「
大
弐
の
御
館
の

上
の
、
清
水
の
御
寺
観
世
音
寺
に
参
り
た
ま
ひ
し
勢
ひ
は
、
弼
⑪
＇

籾
幸
に
や
は
劣
れ
る
」
と
言
い
、
同
様
の
北
の
方
の
地
位
を
玉
髯

に
望
ん
だ
発
言
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
か
ぐ
や
姫
の
最
終
的
な
求
婚
者
、
「
帝
」

の
位
相
が
大
夫
監
の
も
の
と
な
り
、
玉
髭
に
「
后
の
位
」
が
よ
そ

え
ら
れ
つ
つ
、
「
都
へ
の
帰
還
」
を
促
す
追
い
風
と
な
る
の
だ
。

ち
な
み
に
紫
式
部
の
伯
父
・
為
頼
の
歌
集
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ

る。

孫
の
、
女
に
て
生
ま
れ
た
る
を
聞
き
て

后
が
ね
も
し
し
か
ら
ず
は
良
き
国
の
若
き
受
領
の
妻
が
ね
か

「
松
浦
な
る
鏡
の
神
」
の
背
景

ー
神
功
皇
后
伝
承
と
の
関
わ
り

も
も
し

（
私
家
集
大
成
『
為
頼
集
』
四

0
、
三
手
文
庫
蔵
、
表
記
は

私
に
改
め
た
）

当
時
か
ら
、
貴
族
の
娘
に
期
待
さ
れ
て
い
た
の
は
、
後
宮
へ
の

出
仕
、
及
び
そ
の
最
た
る
結
果
と
し
て
の
「
后
の
位
」
か
、
そ
れ

が
無
理
な
ら
「
上
国
以
上
の
国
司
の
妻
」
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
前

者
は
女
子
を
持
っ
た
親
の
至
上
の
夢
で
あ
り
、
後
者
は
、
現
実
的

で
、
比
較
的
実
現
可
能
な
希
望
と
な
ろ
う
。
し
か
し
玉
霊
の
場

合
、
『
竹
取
物
語
」
に
よ
っ
て
引
き
寄
せ
ら
れ
た
「
后
の
位
」
と

い
う
位
置
づ
け
は
、
地
方
豪
族
や
国
司
の
妻
に
な
る
可
能
性
を
天

秤
に
か
け
つ
つ
、
次
第
に
物
語
の
中
で
実
現
可
能
な
も
の
と
し
て

浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
っ
と

し
て
、
肥
前
国
へ
の
移
動
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
章

で
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

物
語
に
は
、
①
玉
髪
に
求
婚
す
る
大
夫
監
の
賄
歌
、

乳
母
か
ら
の
返
歌
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

お
よ
び
②
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下
り
て
行
く
際
に
、
歌
詠
ま
ま
ほ
し
か
り
け
れ
ば
、
や
や

久
し
う
思
ひ
め
ぐ
ら
し
て
、

「
①
君
に
も
し
心
た
が
は
は
松
浦
な
る
鏡
の
神
を
か
け

て
誓
は
む

こ
の
和
歌
は
、
仕
う
ま
つ
り
た
り
と
な
む
思
ひ
た
ま
ふ
る
」

と
、
う
ち
笑
み
た
る
も
、
世
づ
か
ず
う
ひ
う
ひ
し
や
。
我
に

も
あ
ら
ね
ば
、
返
し
す
べ
く
も
思
は
ね
ど
、
む
す
め
ど
も
に

詠
ま
す
れ
ど
、
「
ま
ろ
は
、
ま
し
て
も
の
も
お
ぽ
え
ず
」
と

て
ゐ
た
れ
ば
、
い
と
久
し
き
に
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
う
ち
思
ひ

け
る
ま
ま
に
、

②
年
を
経
て
い
の
る
心
の
た
が
ひ
な
ば
鏡
の
神
を
つ
ら

し
と
や
見
む

と
わ
な
な
か
し
出
で
た
る
を
、
「
ま
て
や
、
こ
は
い
か
に
仰

せ
ら
る
る
」
と
、
ゆ
く
り
か
に
寄
り
来
た
る
け
は
ひ
に
、
お

び
え
て
、
お
と
ど
色
も
な
く
な
り
ぬ
。

（
「
玉
髪
」
九
七
・
九
八
頁
）

こ
の
贈
答
に
お
い
て
詠
わ
れ
る
「
鏡
の
神
」
と
は
、
肥
前
国
松

浦
郡
（
現
在
の
佐
賀
県
唐
津
市
）
に
あ
る
鏡
神
社
の
祭
神
で
あ

る
。
現
在
は
、
神
功
皇
后
（
一
の
宮
）
と
藤
原
広
嗣
（
二
の
宮
）

が
祭
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
祭
神
は
松
浦
佐
用
姫
で
あ
っ

(21) 

た
と
い
う
資
料
（
『
古
今
著
聞
集
』
五
、
松
浦
明
神
）
も
あ
り
、

い
つ
か
ら
現
在
の
祭
神
に
な
っ
た
か
定
か
で
は
な
い
。
『
河
海
抄
』

で
は
、
こ
の
「
鏡
の
神
」
の
注
釈
と
し
て
、
神
功
皇
后
や
広
嗣
の

記
事
等
を
載
せ
る
。
神
功
皇
后
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

風
土
記
日
昔
者
気
長
足
姫
尊
在
此
山
遥
覧
国
形
而
勅
祈
云
天

神
地
祇
為
我
助
福
便
用
御
鏡
安
置
此
処
其
鏡
即
化
為
石
見
在

山
中
因
名
日
鏡
山

（
玉
上
琢
禰
編
『
紫
明
抄
河
海
抄
』
角
川
書
店
）

右
記
は
、
神
功
皇
后
（
「
気
長
足
姫
尊
」
）
が
山
上
で
国
見
を
し

た
後
、
新
羅
征
伐
の
戦
勝
を
「
天
神
地
祇
」
に
祈
願
す
べ
く
鏡
を

奉
納
し
、
そ
の
鏡
が
す
ぐ
に
石
化
し
た
こ
と
か
ら
鏡
山
と
名
付
け

ら
れ
た
と
い
う
伝
承
で
あ
る
。
以
上
の
内
容
は
、
物
語
の
地
「
肥

前
」
で
は
な
く
『
豊
前
国
風
土
記
』
（
逸
文
）
の
内
容
で
あ
り
、

い
つ
か
ら
こ
の
鏡
の
伝
承
が
肥
前
国
の
伝
承
と
混
同
さ
れ
た
か
は

不
明
で
あ
る
。
現
在
の
鏡
神
社
（
佐
賀
県
）
は
、
鏡
山
の
山
上
に

あ
り
、
神
功
皇
后
が
戦
勝
祈
願
し
た
山
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

豊
前
国
（
大
分
県
）
の
鏡
山
の
山
上
に
も
鏡
山
神
社
が
あ
り
、
同
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（
八
六
九
）

（
八
六
八
）

様
の
伝
承
を
伝
え
て
い
る
。
た
だ
し
『
万
葉
集
』
に
は
、
「
松
浦

川
に
遊
ぶ
序
」
以
下
、
娘
た
ち
の
鮎
釣
り
を
テ
ー
マ
と
し
た
大
伴

旅
人
の
歌
を
受
け
て
、
山
上
憶
良
が
、
松
浦
佐
用
姫
や
神
功
皇
后

の
鮎
釣
り
伝
承
を
詠
ん
だ
歌
が
見
ら
れ
る
。

た

ら

し

ひ

め

み

こ

と

な

足
姫
神
の
尊
の
魚
釣
ら
す
と
み
立
た
し
せ

り
し
石
を
誰
見
き

（
『
萬
葉
集
全
注
』
巻
第
五
、
有
斐
閣
）

八
六
八
番
歌
は
、
松
浦
佐
用
姫
が
出
兵
す
る
恋
人
を
見
送
る
た

め
に
山
に
の
ぼ
り
領
巾
を
振
っ
た
伝
承
を
、
八
六
九
番
歌
は
、
神

功
皇
后
が
新
羅
征
伐
の
成
否
を
占
う
べ
く
鮎
釣
り
を
し
よ
う
と

立
っ
た
石
（
現
在
も
垂
綸
石
と
し
て
残
る
）
の
伝
承
が
う
た
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
前
に
旅
人
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
娘
た
ち

の
鮎
釣
り
の
風
俗
が
、
神
功
皇
后
の
鮎
釣
り
伝
承
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
大
夫
監
が
歌
う
鏡
の
神

（
鏡
神
社
祭
神
）
は
、
神
功
皇
后
伝
承
の
残
る
松
浦
川
（
皇
后
が

が

た

ひ

れ

松
浦
県
佐
用
姫
の
子
が
領
巾
振
り
し
山
の
名

の
み
や
聞
き
つ
つ
居
ら
む

鮎
釣
り
し
た
川
）
の
近
く
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
松
浦
の
地
に
お
け

る
神
功
皇
后
伝
承
が
、
豊
前
国
の
鏡
に
ま
つ
わ
る
伝
承
と
混
じ
り

合
っ
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
物
語
に
お
い
て
、
玉
髪
へ
の
愛
に
心
変
わ
り
の
な
い

こ
と
を
神
に
誓
う
大
夫
監
の
歌
と
、
再
び
都
に
玉
霊
を
連
れ
て
戻

り
た
い
と
す
る
乳
母
の
歌
と
は
、
双
方
、
愛
情
を
テ
ー
マ
と
し
て

お
り
、
新
羅
か
ら
任
那
を
守
る
た
め
に
出
兵
す
る
恋
人
・
狭
手
彦

と
の
別
れ
を
悲
嘆
し
、
無
事
の
帰
還
（
再
会
）
を
願
い
つ
つ
亡
く

な
る
松
浦
佐
用
姫
に
祈
っ
た
と
す
る
方
が
内
容
と
し
て
は
自
然
で

あ
る
。ま

た
大
夫
監
の
ご
と
き
「
神
に
誓
う
歌
」
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
な
例
が
あ
る
。

よ
ひ
に
女
に
逢
ひ
て
、
「
か
な
ら
ず
後
に
逢
は
ん
」
と

誓
―
―
―
口
を
立
て
さ
せ
て
、
朝
に
つ
か
は
し
け
る

ち
は
や
ぶ
る
神
ひ
き
か
け
て
誓
ひ
て
し
言
も
ゆ
ゆ
し
く
あ
ら

が
ふ
な
ゆ
め

（
『
後
撰
和
歌
集
全
釈
』
恋
三
·
七
八
二
•
藤
原
滋
幹
）

右
の
歌
で
は
「
再
び
逢
う
よ
う
に
」
と
誓
い
を
立
て
さ
せ
ら
れ

た
の
は
女
の
側
で
あ
る
が
、
そ
の
約
束
を
違
え
る
と
神
罰
が
下
っ
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て
怖
い
の
で
、
決
し
て
約
束
を
違
え
な
い
よ
う
に
、
と
男
が
念
押

し
を
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
へ
の
誓
言
と
し
た
た
め
に
、
相
手

が
約
束
を
違
え
、
罰
を
受
け
る
こ
と
を
心
配
す
る
歌
と
し
て
は
、

「
忘
ら
る
る
身
を
ば
思
は
ず
誓
ひ
て
し
人
の
命
の
惜
し
く
も
あ
る

か
な
」
（
『
拾
遺
和
歌
集
」
恋
四
・
八
七

0
・
右
近
）
が
有
名
で
あ

る
が
、
逆
に
、
大
夫
監
の
よ
う
に
、
自
分
の
心
根
の
証
明
と
し
て

神
に
誓
う
歌
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
赤
染
衛
門
の
歌
が
あ
る
。

う
た
が
ふ
を
く
る
し
と
お
も
へ
ば
玉
か
づ
ら
か
み
を
か
け
て

も
ち
か
ふ
ば
か
り
ぞ

（
「
赤
染
衛
門
集
全
釈
』

こ
の
歌
は
、
詞
書
に
よ
れ
ば
、
赤
染
衛
門
が
、
紫
式
部
の
従

兄
•
藤
原
伊
祐
の
妻
が
良
い
霊
（
か
づ
ら
）
を
持
っ
て
い
る
と
聞

き
、
伊
祐
に
髪
を
借
り
て
く
れ
る
よ
う
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
そ
の
妻

が
赤
染
衛
門
と
の
仲
を
疑
っ
て
い
る
と
伊
祐
が
言
う
の
で
、
自
身

の
身
の
裸
白
を
証
明
す
べ
く
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
い
う
。

た
だ
し
「
神
」
と
「
髪
」
を
掛
け
る
言
語
遊
戯
的
な
姿
勢
や
、

神
へ
の
誓
言
な
ど
は
、
本
来
不
要
な
大
仰
さ
を
感
じ
さ
せ
、
赤
染

衛
門
と
し
て
も
、
本
気
で
疑
い
を
晴
ら
す
、
と
い
う
よ
り
は
、
お

か
し
な
こ
と
を
言
う
妻
だ
、
と
い
う
ぐ
ら
い
に
茶
化
し
て
詠
ん
だ

一
六
一
、
風
間
書
房
）

『
紫
式
部
集
」

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
「
伊
祐
の
妻
が
良
い
茎
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
情
報

は
、
赤
染
衛
門
の
親
し
い
友
人
で
あ
る
紫
式
部
か
ら
の
情
報
か
も

し
れ
ず
、
歌
中
に
あ
る
「
玉
か
づ
ら
」
の
言
葉
を
踏
ま
え
て
も
、

玉
雹
物
語
の
発
想
源
と
の
関
わ
り
が
窺
え
て
興
味
深
い
。
大
夫
監

の
歌
は
、
神
へ
の
誓
言
ま
で
持
ち
出
す
大
仰
さ
が
鼻
に
付
く
歌
で

あ
っ
た
も
の
の
、
本
人
が
得
意
気
に
思
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
世

づ
か
ず
う
ひ
う
ひ
し
や
」
（
和
歌
の
贈
答
に
不
慣
れ
な
初
々
し
さ
）

と
語
り
手
に
椰
楡
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
乳
母
の
返
歌
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、

に
見
え
る
次
の
歌
が
参
考
に
な
る
。

筑
紫
に
肥
前
と
い
ふ
所
よ
り
文
お
こ
せ
た
る
を
、

は
る
か
な
る
所
に
て
見
け
り
。
そ
の
返
事
に

①
逢
ひ
見
む
と
思
ふ
心
は
松
浦
な
る
鏡
の
神
や
空
に
見
る
ら

む

一
八
'
-
九
、

い
と

返
し
、
又
の
年
も
て
き
た
り

②
ゆ
き
め
ぐ
り
逢
ふ
を
松
浦
の
鏡
に
は
誰
を
か
け
つ
つ
祈
る

と
か
知
る

（
新
編
国
歌
大
観
『
紫
式
部
集
』

大
学
本
、
表
記
は
私
に
改
め
た
）

実
践
女
子
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「
松
浦
な
る
鏡
の
神
」
を
詠
む
歌
は
、
物
語
以
前
に
は
見
あ
た

ら
ず
、
紫
式
部
が
肥
前
国
へ
下
る
友
人
を
持
ち
、
こ
の
よ
う
な
贈

答
を
交
わ
し
た
こ
と
が
、
玉
霊
物
語
の
展
開
に
大
き
く
寄
与
し
た

こ
と
が
窺
え
る
。
紫
式
部
は
、
国
司
と
な
っ
た
父
の
赴
任
先
・
越

前
国
（
「
い
と
は
る
か
な
る
所
」
）
で
こ
の
友
人
の
歌
を
受
け
取
っ

て
お
り
、
そ
の
返
歌
と
し
て
傍
線
部
①
の
歌
を
詠
む
。
歌
意
は

「
私
が
あ
な
た
に
逢
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
心
は
、
そ
ち
ら
の
鏡

神
社
の
神
様
も
空
か
ら
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
（
望

み
を
叶
え
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
）
。
」
と
い
っ
た
期
待
を
込
め
た
歌

で
あ
る
が
、
そ
の
返
歌
で
あ
る
友
人
の
歌
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
。

友
人
の
答
歌
に
つ
い
て
は
、
「
知
る
」
の
主
語
を
「
紫
式
部
」

と
し
、
「
ゆ
き
め
ぐ
っ
て
あ
な
た
に
逢
う
こ
と
を
待
っ
私
は
、
松

浦
の
鏡
神
社
の
神
様
に
、
誰
の
こ
と
を
心
に
か
け
て
お
祈
り
し
て

い
る
か
知
っ
て
い
ま
す
か
（
他
で
も
な
い
、
あ
な
た
で
す
よ
）
。
」

喧‘

と
解
釈
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
力
主
語
を
「
鏡
の
神
」
と
し
、

「
ゆ
き
め
ぐ
っ
て
あ
な
た
に
逢
う
こ
と
を
待
っ
私
で
す
が
、
松
浦

の
鏡
神
社
の
神
様
は
、
誰
の
こ
と
を
心
に
か
け
て
お
祈
り
し
て
い

る
か
ご
存
じ
な
の
か
。
ご
存
じ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」

(24) 

と
す
る
注
釈
書
も
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
式
部
と
の
再
会
を
願
い

つ
つ
も
そ
れ
が
叶
え
ら
れ
そ
う
に
な
い
現
実
に
対
し
、
神
を
恨
む

内
容
と
な
る
。
実
際
、
こ
の
友
人
は
筑
紫
で
亡
く
な
り
、
式
部
と

の
再
会
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
物
語
に
お
け
る
乳
母
の
歌
が
、
願
い

が
叶
わ
な
け
れ
ば
「
鏡
の
神
を
つ
ら
し
と
や
見
む
」
と
あ
る
の
と

(25) 

通
底
す
る
歌
意
と
な
ろ
う
。

ま
た
『
紫
式
部
集
』
に
見
え
る
贈
答
は
「
逢
ひ
見
む
」
ま
た

「
ゆ
き
め
ぐ
り
逢
ふ
」
こ
と
を
「
ま
つ
（
松
・
待
っ
）
」
こ
と
に
主

題
が
あ
り
、
物
語
の
贈
答
同
様
、
願
を
か
け
て
い
る
祭
神
は
「
松

浦
佐
用
姫
」
と
し
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
玉
髪
の

物
語
は
、
や
は
り
「
松
浦
佐
用
姫
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
神
功
皇

后
」
を
も
視
野
に
入
れ
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
河
海

(26) 

抄
」
が
再
び
神
功
皇
后
の
記
事
を
も
っ
て
注
釈
を
施
す
の
は
、
次

の
本
文
で
あ
る
。

「
神
仏
こ
そ
は
、
さ
る
べ
き
方
に
も
導
き
知
ら
せ
た
て
ま
つ
り

た
ま
は
め
。
近
き
ほ
ど
に
、
八
幡
の
宮
と
申
す
は
、
か
し
こ

に
て
も
参
り
祈
り
申
し
た
ま
ひ
し
松
浦
、
笞
崎
同
じ
社
な

引
。
か
の
国
を
離
れ
た
ま
ふ
と
て
も
、
多
く
の
願
立
て
申
し

た
ま
ひ
き
。
今
都
に
帰
り
て
、
か
く
な
む
御
験
を
得
て
ま
か

り
上
り
た
る
と
、
早
く
申
し
た
ま
へ
」
と
て
、
八
幡
に
詣
で

さ
せ
た
て
ま
つ
る
。

（
「
玉
茎
」

1
0三
頁
）
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後
に
、
大
夫
監
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
都
へ
上
る
玉
髪
一
行
は
、

九
条
の
地
に
い
っ
た
ん
落
ち
着
く
が
、
そ
の
後
、
し
ば
ら
く
手
だ

て
の
な
い
ま
ま
月
日
を
過
ご
し
た
。
乳
母
の
不
安
が
募
る
中
、
そ

の
息
子
・
豊
後
介
が
解
決
策
と
し
て
提
案
し
た
の
が
、
石
清
水
八

幡
宮
へ
の
参
詣
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
八
幡
宮
が
、
筑
紫
の

地
で
祈
り
続
け
て
き
た
「
松
浦
（
鏡
の
神
か
）
」
や
「
笞
崎
」
と

「
同
じ
社
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
八
幡
宮
の
祭
神
は
、
応
神
天
皇

を
主
神
と
し
、
神
功
皇
后
や
比
売
大
神
（
「
玉
依
姫
」
「
仲
哀
天
皇
」

な
ど
の
場
合
も
あ
る
）
な
ど
複
雑
な
様
相
を
見
せ
る
が
、
特
に
神

功
皇
后
は
、
応
神
と
と
も
に
古
く
か
ら
八
幡
宮
の
重
要
な
祭
神
で

（町）

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
現
在
も
八
幡
宮
で
あ
る
「
営

崎
」
の
他
に
、
「
松
浦
」
も
か
つ
て
八
幡
宮
で
あ
っ
た
と
す
る
な

ら
、
既
出
の
「
松
浦
な
る
鏡
の
神
」
に
も
「
神
功
皇
后
」
を
祭
神

と
し
て
含
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
別

の
社
の
神
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
か
の
地
で
「
神
功
皇
后
」
に
参

詣
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
物
語
本
文
に
は
、
大
夫

監
の
追
手
を
退
け
「
早
舟
」
に
よ
っ
て
上
京
す
る
玉
髪
一
行
の
様

子
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

か
く
逃
げ
ぬ
る
よ
し
、
お
の
づ
か
ら
言
ひ
出
で
伝
へ
ば
、

負
け
じ
魂
に
て
追
ひ
来
な
む
と
思
ふ
に
心
も
ま
ど
ひ
て
、
早

舟
と
い
ひ
て
、
さ
ま
こ
と
に
な
む
構
へ
た
り
け
れ
ば
、

II

方
の
風
さ
へ
進
み
て
、
危
き
ま
で
走
り
上
り
ぬ
。
ひ
び
き
の

灘
も
な
だ
ら
か
に
過
ぎ
ぬ
。
「
海
賊
の
舟
に
や
あ
ら
む
、
小

さ
き
舟
の
飛
ぶ
や
う
に
て
来
る
」
な
ど
言
ふ
者
あ
り
。

（
「
玉
髪
」
一

0
0頁）

玉
髪
一
行
の
舟
は
、
順
風
の
助
け
も
あ
っ
て
、
危
う
い
ま
で
に

速
く
都
へ
上
る
こ
と
が
で
き
た
。
海
の
難
所
も
無
事
通
り
過
ぎ

た
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
住
吉
神
の
助
け
に
よ
り
、

や
は
り
舟
を
思
う
よ
う
に
進
め
た
神
功
皇
后
の
伝
承
で
あ
る
。
海

路
の
無
事
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
に
も
、
神
功
皇
后
を
祭
神
と

(28) 

す
る
香
椎
宮
な
ど
に
祈
願
が
行
わ
れ
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

当
時
、
皇
后
が
航
海
の
守
護
神
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は

(29) 

間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
玉
茎
一
行
の
船
旅
が
す
こ
ぶ
る
順
調
で

あ
っ
た
の
は
、
豊
後
介
の
言
葉
に
「
多
く
の
願
立
て
申
し
た
ま
ひ

き
]
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
八
幡
神
ー
ー
主
に
神
功
皇
后
へ
の
祈
願

が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
玉
茎
の
筑
紫
へ
の
流
離
が
、
紫
式
部
の

友
人
の
よ
う
に
、
か
の
地
で
終
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
松

浦
佐
用
姫
だ
け
で
な
く
、
こ
の
八
幡
宮
（
神
功
皇
后
）
へ
の
祈
願

が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
肥
前
国
に
お
い
て
、
大
夫
監
か
ら
求
婚
さ
れ
る
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四

結

語

こ
と
を
契
機
に
浮
上
し
た
玉
霊
の
「
后
が
ね
」
の
可
能
性
は
、
神

功
皇
后
伝
承
の
後
押
し
を
受
け
、
さ
ら
に
九
条
の
地
や
「
椿
市
」

な
ど
、
史
上
の
后
た
ち
の
伝
承
同
様
、
「
市
」
と
の
関
わ
り
を
経

て
、
現
実
的
に
は
冷
泉
帝
の
尚
侍
と
い
う
形
で
実
現
す
る
の
で
あ

る。
玉
髪
が
滞
在
し
た
筑
紫
ー
主
と
し
て
肥
前
国
は
、
紫
式
部
の

親
し
い
友
人
の
下
向
先
で
あ
り
、
『
万
葉
集
』
や
『
風
土
記
』
に

見
え
る
古
代
伝
承
を
含
み
込
む
土
地
で
あ
っ
た
。
玉
髪
物
語
は
、

『
住
吉
」
や
『
竹
取
』
と
い
っ
た
先
行
作
品
の
話
型
に
導
か
れ
な

が
ら
、
「
后
位
」
へ
の
可
能
性
を
仄
め
か
し
つ
つ
、
最
終
的
に
は
、

神
功
皇
后
伝
承
と
、
「
市
」
と
の
関
わ
り
を
経
て
、
新
た
な
「
后

が
ね
」
と
し
て
玉
霊
を
六
条
院
に
迎
え
取
る
。
後
に
玉
髪
が
得
る

こ
と
と
な
る
尚
侍
の
地
位
が
、
住
吉
神
を
神
下
ろ
し
す
る
神
功
皇

后
同
様
に
巫
女
性
を
帯
び
る
こ
と
は
、
諸
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て

(30) 

い
る
が
、
玉
霊
が
冷
泉
帝
の
「
尚
侍
」
（
物
語
で
は
后
位
に
匹
敵

す
る
地
位
）
と
し
て
物
語
に
あ
る
意
味
は
、
光
源
氏
の
王
権
更
新

(31) 

の
可
能
性
を
秘
め
つ
つ
断
念
さ
せ
る
意
味
を
持
つ
。

こ
こ
に
同
じ
く
神
功
皇
后
の
あ
り
よ
う
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

ー

岡
一
男
「
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
・
素
材
・
体
験
」
（
『
源
氏
物
語

の
基
礎
的
研
究
』
東
京
堂
、
一
九
五
四
年
）

〈注》

「
住
吉
大
社
神
代
記
』
に
あ
る
住
吉
神
と
皇
后
と
の
密
通
證
を
、

神
に
擬
せ
ら
れ
た
光
源
氏
と
玉
霊
が
成
し
遂
げ
る
可
能
性
す
ら
浮

上
す
る
。
住
吉
神
と
の
関
わ
り
は
、
主
と
し
て
直
接
祈
り
を
捧
げ

た
明
石
一
族
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
六
条
院

の
も
う
一
人
の
「
后
が
ね
」
で
あ
る
玉
霊
に
も
、
関
連
づ
け
て
語

ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
玉
髪
と
王
権
と
の
関
わ
り
は
、
実
父
・

内
大
臣
の
承
諾
を
得
た
鑽
黒
大
将
に
至
髪
が
強
引
に
奪
わ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
、
玉
霊
は
図
ら
ず
も
継
子
諏
の
流
離
か
ら

(33) 

逃
れ
ら
れ
な
い
運
命
を
生
き
た
。
後
に
、
子
沢
山
の
母
と
し
て
、

鑽
黒
大
臣
家
を
切
り
盛
り
す
る
玉
霊
の
「
家
刀
自
」
と
し
て
の
あ

り
よ
う
は
、
帝
と
並
び
立
つ
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
「
后
」
の
資

質
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
名
残
で
も
あ
ろ
う
。

こ
の
玉
髪
像
の
背
後
に
透
か
し
見
え
る
「
后
」
た
ち
の
あ
り
よ

う
の
一
っ
と
し
て
、
「
神
功
皇
后
」
を
も
お
さ
え
て
お
い
て
よ
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2
 
三
谷
邦
明
「
玉
霊
十
帖
の
方
法
ー
玉
霊
の
流
離
あ
る
い
は
叙
述

と
人
物
造
型
の
構
造
」
（
『
物
語
文
学
の
方
法
Il
』
有
精
堂
、
一
九

八
九
年
）
初
出
一
九
七
九
年

秋
澤
亙
「
松
浦
な
る
玉
髪
＇
~
そ
の
舞
台
設
定
の
意
義
を
め
ぐ
っ

て
」
（
「
源
氏
物
語
の
准
拠
と
諸
相
J

お
う
ふ
う
、
二

0
0
八
年
）

初
出
一
九
九
六
年
、
『
肥
前
国
風
土
記
j

の
弟
日
姫
子
に
つ
い
て

は
、
注
22
参
照
。

塚
原
明
弘
「
唐
の
紙
・
大
津
・
瑠
璃
姫
考
」
（
『
論
叢
源
氏
物
語
2

歴
史
と
の
往
還
』
新
典
社
、
二

0
0
0年）

「
皇
后
、
室
に
在
り
て
父
に
諮
り
、
市
に
入
り
て
諸
の
買
人
に
称

尺
を
用
ふ
こ
と
を
教
ふ
。
時
に
日
本
い
ま
だ
称
尺
を
行
は
ず
。
新

た
に
大
唐
よ
り
称
尺
を
得
た
り
。
所
以
に
皇
后
市
に
入
り
人
に
称

尺
を
用
ふ
こ
と
を
教
ふ
。
」
（
『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
j

所
引
『
延

暦
僧
録
』
「
天
平
仁
政
皇
后
菩
薩
伝
」
国
史
大
系
参
照
）

「
嵯
峨
太
上
天
皇
、
初
め
親
王
為
る
に
后
を
納
れ
、
寵
遇
、
日
に

隆
ん
な
り
。
天
皇
、
詐
に
登
り
、
弘
仁
の
始
、
拝
し
て
夫
人
と
為

す
。
是
よ
り
先
数
日
、
后
夢
に
針
孔
よ
り
出
で
、
左
市
の
中
に
立

つ
。
六
年
秋
七
月
七
日
、
后
亦
夢
に
仏
の
環
洛
を
着
す
。
居
る
こ

と
五
六
日
、
立
ち
て
皇
后
と
為
る
。
」
（
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
」

嘉
祥
三
年
（
八
五

0
)
五
月
五
日
条
国
史
大
系
参
照
）

『
周
礼
』
天
官
家
宰
下
・
内
宰
条
の
記
述
に
「
凡
建
レ
国
、
佐
レ
后

立
レ
市
。
設
二
其
次
一
置
一
一
其
叙
一
、
正
二
其
陣
一
陳
二
其
貨
賄
＿
、
出
ニ

其
度
量
淳
制
一
、
祭
レ
之
以
二
陰
礼
ー
。
」
と
あ
り
、
そ
の
文
章
に
対

し
、
鄭
玄
は
「
王
は
朝
を
建
て
、
后
は
市
を
立
つ
。
陰
陽
相
成
の

義
な
り
。
」
と
注
を
付
し
て
お
り
、
后
が
王
の
朝
政
に
対
し
、
市

を
司
る
役
割
を
持
ち
、
そ
れ
ら
が
陰
陽
の
関
係
に
あ
る
と
述
べ
て
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，
 

8
 

い
る
。
光
明
子
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
が
典
拠
と
見
ら
れ

て
お
り
、
光
明
子
の
后
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
立
后
宣
命
に
見

ら
れ
る
「
後
（
し
り
へ
）
の
政
」
、
「
並
坐
」
の
語
が
、
王
権
内

の
相
互
補
完
、
分
掌
を
示
す
表
現
で
あ
る
こ
と
が
荒
木
敏
夫
氏

（
『
日
本
古
代
王
権
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二

0
0
六
年
）
に
よ

り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

湯
浅
幸
代
「
玉
霊
の
尚
侍
就
任
ー
「
市
と
后
」
を
め
ぐ
る
表
現

か
ら
ー
」
（
『
む
ら
さ
き
』
四
五
輯
、
二

0
0八
年
十
二
月
）

注

8
の
論
文
で
、
玉
堂
の
尚
侍
の
地
位
は
、
先
行
物
語
で
あ
る

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
俊
蔭
の
娘
（
物
語
の
帝
に
「
よ
し
、
行
く
末

ま
で
も
私
の
后
に
思
は
む
か
し
。
」
と
言
わ
れ
、
人
妻
な
が
ら
も

尚
侍
に
任
じ
ら
れ
る
）
同
様
、
「
私
の
后
」
に
匹
敵
す
る
も
の
と

述
べ
た
。
ち
な
み
に
朱
雀
帝
の
寵
妃
・
朧
月
夜
も
尚
侍
と
し
て
描

か
れ
る
。

注
8
に
同
じ
。

「
あ
や
し
き
み
（
身
）
」
と
す
る
写
本
も
あ
る
。

日
向
一
雅
「
玉
茎
物
語
の
流
離
謙
の
構
造
」
（
「
源
氏
物
語
の
準
拠

と
話
型
』
至
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
初
出
一
九
九
三
年

藤
村
潔
「
継
子
物
語
と
し
て
の
玉
饗
物
語
」
（
「
古
代
物
語
研
究

序
説
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
七
年
）
等
。
久
下
裕
利
「
継
子
諌
」

（
『
物
語
の
廻
廊
ー
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
挑
発
」
新
典
社
、
ニ

0
0
0
年
）
に
整
理
が
あ
る
。

注
12
に
同
じ
。

本
文
中
に
あ
る
「
返
る
波
も
う
ら
や
ま
し
く
」
は
、
「
い
と
ど
し

く
過
ぎ
ゆ
く
方
の
恋
し
き
に
う
ら
や
ま
し
く
も
か
へ
る
浪
か
な
」

（
『
伊
勢
物
語
』
七
段
・
『
後
撰
和
歌
集
』
聡
旅
・
一
三
五
二
•
在
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原
業
平
）
を
、
「
郎
の
別
れ
に
」
は
、
「
思
ひ
き
や
郎
の
別
れ
に
お

と
ろ
へ
て
海
人
の
縄
た
き
漁
り
せ
む
と
は
」
（
『
古
今
和
歌
集
』
雑

下
・
九
六
一
・
小
野
菫
）
が
踏
ま
え
ら
れ
た
表
現
。

「
志
賀
の
皇
神
」
は
、
福
岡
市
志
賀
島
の
「
志
加
海
神
社
三
座
類
」

（
『
延
喜
式
』
巻
十
）
を
指
し
、
航
海
の
際
は
、
そ
の
加
護
を
得
る

べ
く
祈
願
が
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

日
向
一
雅
「
怨
み
と
鎮
魂
ー
源
氏
物
語
へ
の
一
視
点
」
（
『
源
氏

物
語
の
主
題
ー
「
家
」
の
遺
志
と
宿
世
の
物
語
の
構
造
」
桜
楓

社
、
一
九
八
三
年
）

秋
山
虔
・
後
藤
祥
子
・
三
田
村
雅
子
・
河
添
房
江
「
共
同
討
議
・

玉
霊
十
帖
を
読
む
」
（
『
国
文
学
』
三
ニ
ー
一
三
、
一
九
八
七
年

十
一
月
）
等
。

大
夫
監
の
造
型
に
つ
い
て
は
、
『
住
吉
』
の
主
計
頭
の
ほ
か
、
高

橋
和
夫
「
源
氏
物
語
玉
髪
巻
と
北
九
州
」
（
『
源
氏
物
語
の
主
題
と

構
想
』
桜
楓
社
、
一
九
六
六
年
）
で
、
肥
後
の
土
豪
・
菊
池
氏
の

面
影
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
安
藤
徹
「
玉
霊
と
筑
紫
〈
う
わ

さ
〉
圏
」
、
（
『
源
氏
物
語
と
物
語
社
会
』
森
話
社
、
二

0
0
六
年
）

の
注
18
に
『
竹
取
物
語
』
引
用
の
視
点
か
ら
、
大
夫
監
を
「
筑
紫

の
帝
」
に
位
置
づ
け
る
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
竹
取
物
語
j

で
は
、
多
く
の
求
婚
者
が
昼
夜
構
わ
ず
か
ぐ
や
姫

の
元
に
や
っ
て
く
る
こ
と
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
「
夜
這
い
」
に

よ
っ
て
、
「
よ
ば
ひ
」
が
求
婚
す
る
意
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と

偽
の
語
源
諏
を
語
る
。

『
古
今
著
聞
集
』
で
は
、
佐
用
姫
の
領
巾
振
り
伝
承
を
記
し
た
後
、

こ
の
領
巾
を
振
っ
た
山
に
つ
い
て
「
此
山
は
肥
前
国
に
あ
り
。
松

浦
明
神
と
て
い
ま
に
お
は
し
ま
す
は
、
か
の
さ
よ
姫
の
な
れ
る
と
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い
ひ
っ
た
へ
た
り
。
」
（
古
典
文
学
大
系
『
古
今
著
聞
集
』
岩
波
書

店
）
と
記
す
。

大
伴
狭
手
彦
。
『
日
本
書
紀
』
宣
化
天
皇
二
年
十
月
条
に
「
天
皇

以
新
羅
冦
於
任
那
。
詔
大
伴
金
村
大
連
。
遣
其
子
磐
興
狭
手
彦
以

助
任
那
。
ー
中
略
ー
狭
手
彦
往
鎮
任
那
。
加
救
百
済
。
」
（
国
史
大

系
）
と
あ
る
。
ま
た
『
肥
前
国
風
土
記
』
（
松
浦
の
郡
）
に
も
、

狭
手
彦
の
記
述
が
見
え
る
が
、
恋
人
は
佐
用
姫
で
は
な
く
「
弟
日

姫
子
」
と
す
る
。
こ
の
『
風
土
記
』
の
狭
手
彦
は
、
出
兵
の
際
、

恋
人
に
鏡
を
渡
す
が
、
そ
の
後
、
弟
日
姫
子
の
元
に
狭
手
彦
に
似

た
男
が
通
い
、
後
に
そ
の
正
体
が
蛇
と
わ
か
っ
て
、
女
が
死
ぬ
、

と
い
う
三
輪
山
伝
承
に
酷
似
し
た
展
開
を
持
つ
。

南
波
浩
『
紫
式
部
集
全
注
釈
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
八
三
年
）
等
。

南
波
氏
は
後
出
（
注
24)
木
船
氏
の
「
鏡
神
社
の
神
」
主
語
説
を

紹
介
し
な
が
ら
も
、
問
題
点
も
あ
る
と
し
て
、
「
紫
式
部
」
主
語

説
で
解
釈
す
る
。

木
船
重
昭
「
『
紫
式
部
集
』
の
解
釈
研
究
（
二
）
」
（
中
京
大
学
『
文

学
部
紀
要
』
＋
五
巻
二
号
、
一
九
八
0
年
十
一
月
、
後
に
「
紫
式

部
集
の
解
釈
と
論
考
』
に
所
収
）
に
、
「
鏡
神
社
の
神
」
主
語
説

を
提
示
し
、
物
語
の
乳
母
の
歌
と
も
相
通
じ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
他
、
同
主
語
説
に
笹
川
博
司
『
紫
式
部
集
全
釈
』
（
風
間
書

房
、
二

0
一
四
年
）
が
あ
る
。

注
24
木
船
論
文

久
保
田
収
「
中
世
に
お
け
る
神
功
皇
后
観
」
（
『
神
道
史
の
研
究

遺
芳
編
』
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
二

0
0
六
年
、
初
出
一
九
七
ニ

年
）
に
、
蒙
古
襲
来
以
降
、
再
び
、
神
功
皇
后
へ
の
注
目
が
集

ま
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
『
河
海
抄
』
に
も
そ
の
よ
う
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な
中
世
の
注
釈
書
と
し
て
の
神
功
皇
后
観
が
あ
る
と
は
思
う
も
の

の
、
論
者
（
湯
浅
）
は
、
物
語
自
体
に
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
要

請
す
る
文
脈
が
あ
る
と
考
え
る
。

西
宮
一
民
「
御
祭
神
と
し
て
の
神
功
皇
后
」
（
神
功
皇
后
論
文
集

刊
行
会
編
「
神
功
皇
后
」
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
一
九
七
二
年
）

飯
田
瑞
穂
「
上
代
に
お
け
る
神
功
皇
后
観
」
（
「
飯
田
瑞
穂
著
作
集

5

日
本
古
代
史
叢
説
」
吉
川
弘
文
館
、
二

0
0
一
年
）
初
出
一

九
七
二
年

注
28
に
同
じ
。

た
と
え
ば
河
添
房
江
「
朱
雀
皇
権
の
〈
巫
女
〉
朧
月
夜
l

(

「
源
氏

物
語
表
現
史
」
翰
林
書
房
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）

で
は
、
尚
侍
が
神
器
を
奉
祭
す
る
内
侍
所
の
長
官
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
実
質
は
キ
サ
キ
の
一
人
で
あ
っ
て
も
、
な
お
〈
巫
女
〉
集
団

の
頭
と
し
て
の
象
徴
的
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
と
述
べ
る
。

日
向
一
雅
「
光
源
氏
の
王
権
と
「
家
」
」
（
「
源
氏
物
語
の
準
拠
と

話
型
」
至
文
堂
、
一
九
九
九
年
）

深
澤
一
＿
一
千
男
「
紫
式
部
の
皇
室
秘
史
幻
想
へ
の
幻
想
ー
皇
祖
神

疑
惑
、
神
功
皇
后
密
通
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
、
后
妃
密
通
物
語
発
想

源
考
l

（
神
戸
商
科
大
学
「
人
文
論
集
」
二
八
ー
ニ
、
一
九
九
三

年
二
月
）

注
12
に
同
じ
。
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