
源
氏
物
語
に
お
け
る
玉
提
の
登
場
の
仕
方
は
哭
色
で
あ
り 、

典
味
深
い
。

少

玉

霊

の

人

物

像

(
4)

笛
に
つ
い
て
は 、
「
：・・・・

大
将
（
夕
森） 、

た
ち
ど
ま
り
給
ひ
て 、

御

子
の
も
ち
給
へ
る
笛
（
横
笛）
を
取
り
て 、
い
み
じ
く
お
も
し
ろ
く 、
吹

き
立
て
た
ま
へ
る
が 、

い
と 、

め
で
た
＜
間
ゆ
れ
ば 、

い ．つ
れ
も
l
\ 、

み
な 、
（
源
氏
の）

御
手
を
離
れ
ぬ 、

も
の
の
伝
へ

l
\ 、

い
と
二
な

く
の
み
あ
る
」
（
若
菜
下
・

国
三
五
四
し

三
五
五） 、

琵
毯
に
つ
い
て
は 、

「
故
六
条
の
院
（
源
氏）
の
御
伝
へ
に
て 、

左
の
お
と
ど
（
夕
霧）

な
む 、

こ
の
頃 、

世
に
残
り
給
へ
る
。」

（
紅
梅
・

国
二
四
0)

。

(
5)

「．．．．．．
 （
紫
上
の）

和
琴
に 、

大
将
（
夕
霧）

も
耳
と
ど
め
給
へ
る
に 、

な
っ
か
し
く
愛
敬 ．
つ
き
た
る
御
爪
音
に 、

ひ
き
返
し
た
る
音
の 、

め ．
つ

ら
し
く
今
め
き
て．．．．．．
 」
（
若
菜
下
・

国

三
四
五）

な
ど
の
記
述。

(
6)

阪
倉
應
義
氏
校
注
・
日
本
古
典
文
学
大
系
「
夜
の
寝
党」
（
昭
47)
．

二
九
七
頁 。

(
7)

r
物
語
序
説
」（
昭
42
．

有
籾
堂）
中
「
源
氏
物
語
序
説」
・

ニ
四
五
頁 。

(
8)

三
谷
栄
一
氏
ほ
か
校
注
・

日
本
古
典
文
学
大
系
「
狭
衣
物
語」
（
昭

48)
•

四
五
四
頁 。

女
咎
末
の
八
月 、

六
条
院
が
落
成
す
る。

彼
岸
の
頃
に
紫
上
を
は
じ
め
と
し

て 、

花
散
里
・

秋
好
が 、

神
無
月
に
は
明
石
上
が
引
き
移
り 、

六
条
院
は
名
実

共
に
完
成
し
た
の
で
あ
る
か
ら 、

作
者
が
こ
こ
を
舞
台
に 、

新
た
な
物
語
世
界

久

岡

和

社i、Cヽ

(
9)

原
田
芳
起
氏
校
注
・

角
川
文
耶
本
「
宇
律
保
物
語」

上
咎
（
昭
44)．

二
六
九
頁。

(
10)

同
右
「
宇
律
保
物
語」

中
巻
・

一
五
0
頁 。

(
11)

注
6
に
同
じ 。

同
む
・

三
六
八
頁 。

(
12)

日
本
古
典
文
学
大
系
77
中
の
松
尾
聡
氏
校
注
「
演
松
中
納
苫
物
語」

（
昭
47)
・

一
九
八
頁 。

(
13)

注
8
に
同
じ
。

同
内
・

一
九
一
頁 。

(
14)

横
竹
巻
の
対
面
以
前
に 、

沿
茉
窮
が
夕
社
へ
示
し
て
い
た
反
応
は 、

柏
木
巻
に
お
い
て 、
「
こ
と
な
ら
ば
な
ら
し
の
枝
に
な
ら
さ
な
ん
業
守

の
神
の
許
し
あ
り
き
と
」
（
回
四
九）
と
い
う
夕
窃
の
懇
想
め
い
た
詠
み

か
け
に
対
し 、

従
姉
妹
で
あ
る
少
将
沿
を
介
し
て 、
「
か
し
は
木
に
媒

守
の
神
は
ま
さ
ず
と
も
人
な
ら
す
ぺ

き
宿
の
し
づ
え
か」
（
四
五
0)

と
い
う
極
め
て
淡
泊
な
返
歌
を
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
だ
っ

た
の
で
あ
る 。

（
岡
山
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）

，



を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
は
朋
白
で
あ
る。
さ
て
次
の
玉
袈
の
な
の
冒
頭

に
は、
「
年
月
癌
た
り
ぬ
れ
ど、
飽
か
ざ
り
し
夕
顔
を、
つ
ゆ
忘
れ
た
ま
は
ず」

（
玉
塁
81)
と
い
う一
文
が
見
え
て
い
る。
そ
し
て
こ
の
「
飽
か
ざ
り
し
夕
顔」

の
ゆ
か
り
と
し
て
玉
媒
が
登
場
す
る。
彼
女
は
裔
木
及
び
夕
顔
の
咎
で
「
幼
き

者」
「
か
の
搬
子」
等
と
描
か
れ
た
の
み
で、

そ
の
後
の
消
息
は
杏
と
し
て
知

れ
ず、
父
頭
中
将
で
さ
え
「
か
の
据
子
は
え
対
ね
知
ら
ぬ」
（
末
摘
花
347)

と

い
う
状
態
で
あ
っ
た。
そ
の
玉
嬰
を
持
ち
出
し
て
来
た
の
は
ど
う
い
う
意
味
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か。

こ
こ
で
六
条
院
を
舞
台
に
新
た
な
物
語
批
界
を
股
開
す
る
に
あ
た
り、
こ
れ

ま
で
の
状
況
を
確
か
め
て
み
よ
う。
須
脳
か
ら
帰
京
後
栄
辻
の
道
を
歩
み
始
め

て
い
る
源
氏
は、
秋
好
を
冷
呆
帝
の
後
宮
に
入
れ、
そ
の
後
見
と
し
て
政
治
的

樅
力
を
批
っ
た。
明
石
姫
君
を
仲
介
に
し
て
紫
上
と
明
石
上
の
対
立
も一
応
和

解
し
て
い
る。
源
氏
の
柑
在
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
藤
磁
は
死
に、

朝
顔
の
斎
院

は
つ
い
に
彼
に
な
び
か
な
か
っ
た。
彼
は
次
第
に
自
ら
の

出見在
の
終
り
を
意
識

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る。
一
方
六
条
院
は
人
々
を
集
め、
き
ち
ん
と
し
た
秩

序
で
醤
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る。
従
っ
て、
介
後
の
問
題
は、
明
石
姫
右
の
将

来
と、
幼
い
恋
を
引
き
裂
か
れ
た
夕
粉
と
雲
井
雁
の
将
来
と
で
あ
る。
そ
し
て

源
氏
は、

常
に
子
供
の
少
な
い
F
を
吸
き、
「
す
き
者
ど
も
の
心
尽
く
さ
す
る

く
さ
は
ひ」
（
玉
媒
116)

に
す
る
よ
う
な
女
の
子
が
ほ
し
い
と
息
っ
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら、
玉
塁
の
登
場
は、
源
氏
の

益女
と
し
て、
六
条
踪
に
お
け
る
炉

た
な
恋
物
語
の
女
主
人
公
た
る
ぺ
＜
慈
図
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
で
辿
い
筑
紫
か
ら
大
夫
監
の
手
を
の
が
れ
て
上
京
し
て
来
た
女
の
子

と
い
う
設
定
は
か
な
り
奇
抜
で
あ
る。
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
か
ら

、
作
者
は
ど
ん
な
女
性
を
用
い
る
事
も
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が、
こ
の
よ
う

な
設
定
で、
他
な
ら
ぬ
玉
提
を
火立
場
さ
せ
た
の
に
は、
そ
れ
な
り
の
必
然
性
が

あ
っ
た
の
だ
と
息
う。

そ
れ
は、
「
さ
る
御
餅」
と
し
て
処
迎
さ
れ
て
来
た
源

氏
の
性
格
の
―
つ
で、
「
ゆ
か
り」
へ
の
執
滸
と
い
う
前
に
圏
係
す
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か。
ゆ
か
り
へ
の
執
沿
と
い
う
下
は
ど
う
い
う
事
で
あ
ろ
う
か。

源
氏
物
語
に
お
い
て
「
似
て
い
る」
と
い
う
井
は
構
成
上
大
変
重
要
で
あ

る。
桐
滋
虹
衣
と
謀心郡
の
他
人
の
空
似
を
は
じ
め
と
し
て、
叔
母
姪
の
藤＂虚
と

紫
上、
媒
股
の
姉
妹
た
る
宇
治
大
店
と
浮
閃、
或
い
は
源
氏
と
そ
の
子
供
の
タ

霧
及
び

冷屎
帝、
柏
木
と
球
な
ど
い
ず
れ
も
軍
要
で
あ
る
が、
こ
こ
で
注
目
し

た
い
れ
は、
似
て
い
る
と
い
う
事
に
執
祁
し
た
桐
磁
帝・
源
氏・
紙
等
男
性
側

に
見
ら
れ
る
意
識
で
あ
る。

彼
ら
は
い
ず
れ
も
自
分
の
愛
の
対
象
を
失
っ
た

時、
或
い
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
時、
そ
の
代
わ
り
に
容
姿
か
ら
性
格
ま
で

そ
っ
く
り
の
女
性
を
求
め
て
い
る。
す
な
わ
ち、
そ
れ
と
全
く
同
烈
の
も
の
を

求
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が、
そ
れ
は
最
も
筒
単
に
は、
親
子
と

か
兄
弟
に
追
伝
的
に
見
ら
れ
る
扱
象
で
あ
り、
こ
の
意
識
が
夏
に
辿
む
防、
諒

氏
の
ゆ
か
り
に
対
す
る
執
抒
と
い
う
性
格
が
出
て
米
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

�
。諒

氏
に
つ
い
て
見
る
と、

彼
は
爪
に
容
姿
の
尖
し
さ
だ
け
で
な
く、
そ
の
女

性
の
心
の
深
さ
を
も
軍
要
な
必
点
と
し
て
泌
め
る
朴
が
で
き、
二
つ
の
既
成
概

念
に
と
ら
わ
れ
な
い
大
き
な
愛
の
心
を
持
っ
た
人
で
あ
る
か
ら、
そ
れ
ぞ
れ
の

女
性
に
何
ら
か
の
価
値
を
謀
め
て、
心
辰
く
批
話
し
よ
う
と
し
て
い
る。
源
氏

は
六
条
院
の
造
常
に
あ
た
っ
て、
若
い
日
か
ら
色
々
な
形
で
交
渉
を
持
っ
て
来

た
女
性
た
ち
を一
堂
に
集
め
て
ー
も
ち
ろ
ん
整
然
と
し
た
が
列
の
も
と
に、
定

位
骰
を
定
め
ら
れ
て
で
あ
る
が
1
源
氏
を
中
心
と
し
た
狸
想
的
な
世
界
を
構
築

し
て
い
る。
こ
こ
で
既
に
Jij
喝お
や
六
条
御
息
所
は
亡
き
人
で
あ
る
が、

彼
女
逹
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は
ほ
と
ん
ど
同
俎
の
価
値
を
持
つ
彼
女
逹
の
ゆ
か
り、
紫
上
と
秋
好
に
よ
っ
て

補
わ
れ
て
い
る。
紫
上
は
藤
磁
の
姪
で
全
く
う
り
二
つ
に
理
想
的
に
描
か
れ
て

い
る。
秋
好
は
六
条
御
息
所
と
そ
っ
く
り
と
い
う
描
写
は
な
い
が、
そ
の
気
配

や
奥
ゆ
か
し
い
態
度、
よ
し
あ
る
性
格、
気
の
お
か
れ
る
あ
り
さ
ま
な
ど、
そ

の
向
貨
さ
は
御
息
所
と
同
阻
の
も
の
と『
2

つ
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い。
こ
の

よ
う
に
し
て
涼
氏
は、

彼
を
中
心
と
し
て
若
き
日
か
ら
次
第
に
作
り
上
げ
て
来

た
円
満
な
女
性
述
の
批
界
を
そ
の
ま
ま
保
持
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が、

源

氏
が
生
存
す
る
限
り
す
ぺ
て
の
女
性
た
ち
が
生
き
て
い
る
事
は
不
可
能
で
あ

り、
不
自
然
で
あ
る。
そ
こ
で
そ
の
一
人
が
欠
け
た
時、

彼
は
そ
れ
と
同
じ
価

値
を
持
つ
ゆ
か
り
に
よ
っ
て
そ
れ
を
補
充
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
る
事
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か。

そ
う
考
え
る
と、
若
き
日
の
源
氏
を
取
り
咎
く
女
性
述
で、
六
条
院
に
入
る

べ
き
価
俯
を
持
ち
な
が
ら、
今
完
全
に
欠
け
て
し
ま
っ
た
の
は
夕
顔
で
あ
る。

幸
い
夕
顔
に
は
ゆ
か
り
と
し
て、
「
か
の
据
子」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら、

こ
こ
に
源
氏
の
淀
女
格
と
し
て
の
玉
盤
登
場
の
必
然
性
が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら

れ
る。実

際
作
者
は
玉
翌
の
務
で
は
周
到
な
用
意
の
も
と
に
玉
疫
の
登
椒
を
は
か

る。
ま
ず
最
初
に
夕
顔
へ
の
気
持
ち
が
「
年
月
限
た
り
ぬ
れ
ど、
飽
か
ざ
り
し

夕
額
を、
つ
ゆ
忘
れ
た
ま
は
ず、
心
々
な
る
人
の
あ
り
さ
ま
ど
も
を、
見
た
ま

ひ
重
ぬ
る
に
つ
け
て
も、
あ
ら
ま
し
か
ば
と、
あ
は
れ
に
口
梢
し
く
の
み
息
し

出
づ」
（
玉
災
81)

と
粛
か
れ
て
い
る。
ま
た
形
見
と
し
て
親
し
く
使
っ
て
い

る
侍
女
の
右
近
の
こ
と
ば
に
よ
る
と
「
大
臣
の
君
の、

尋
ね
た
て
ま
つ
ら
む

の
御
心
ざ
し
深
か
め
る
に」
（
同
106)、
「
「
我
い
か
で
尋
ね
き
こ
え
む
と
息
ふ

を、
llo
き
出
で
た
て
ま
つ
り
た
ら
ば」
と
な
む
の
た
ま
は
す
る」
（
同
109)、
「
世

に
忘
れ
が
た
＜
悲
し
き
こ
と
に
な
む
思
し
て、
「
か
の
御
か
は
り
に
見
た
て
ま

つ
ら
む、
子
も
少
な
き
が
さ
う
ざ
う
し
き
に、
わ
が
子
を
尋
ね
出
で
た
る
と
人

に
は
知
ら
せ
て」
と、
そ
の北日
よ
り
の
た
ま
ふ
な
り。」
（
同）
の
よ
う
に、
源

氏
が
夕
頻
を
失
っ
て
以
米、
玉
歴
を
探
し
出
し
て

捉女
と
し
て
後
見
し
た
い
意

志
を
持
っ
て
い
た
事
が
わ
か
る。

さ
て、
今
は
紫
上
付
き
の
右
近
は、
玉
楳
を
見
つ
け
た
事
を、

源
氏
と

紫上

の
く
つ
ろ
い
で
い
る
所
で
報
告
す
る。
源
氏
が
事
梢
を
知
ら
な
い
紫
上
に
憚
っ

て
右
近
を
制
止
す
る
と、
紫
上
は
「
ね
ぷ
た
き
に」
と
言
っ
て
lr
を
ふ
さ
い
で

し
ま
う。
そ
れ
に
続
く
部
分
は、

「
容
貌
な
ど
は、
か
の
背
の
夕
顔
と
劣
ら
じ
ゃ」
な
ど
の
た
ま
へ
ば、
「
必

ず
さ
し
も
い
か
で
か
も
の
し
た
ま
は
ん
と111心
ひ
た
ま
へ
り
し
を、
こ
よ
な

う
こ
そ
生
ひ
ま
さ
り
て
見
え
た
ま
ひ
し
か」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば、
「
を
か
し

の
こ
と
や。

誰
ば
か
り
と
お
ぼ
ゆ。
こ
の
君
と」
と
の
た
ま
へ
ば、
「
い

か
で
か、

さ
ま
で
は」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば、
「
し
た
り
領
に
こ
そ
m●
ふ
ぺ
け

れ。
我
に
似
た
ら
ば
し
も、
う
し
る
や
す
し
か
し」
と、
親
め
き
て
の
た

ま
ふ。
（
玉
＂茫
115)

と
記
さ
れ
て
い
る。
こ
こ
で
源
氏
は
ま
ず
阻
親
似
か
ど
う
か
を＂守
ね
て
い
る。

紫
上
と
の
比
較
は、
耳
を
ふ
さ
い
で
い
る
紫
上
に
対
す
る
御
機
挑
と
り
で
あ
る

が、

右
近
の
返
事
か
ら
無
難
な
美
人
で
あ
る
と
察
し
て
い
る。
「
我
に
似
た
ら

ば
し
も」
と
は
紫
上
に
実
子
と
息
わ
せ
て
お
く
た
め
の
冗
談
で
あ
る
が、
「
似

る」
と
苫
う
語
は
ゆ
か
り
に
執
沼
す
る
源
氏
ら
し
い
こ
と
ば
で
は
な
い
だ
ろ
う

か。
玉
楳
を
引
き
取
る
事
に
は、
も
ち
ろ
ん
「
い
た
づ
ら
に
過
ぎ
も
の
し
た
ま

ひ
し
か
は
り
に
は、
と
も
か
く
も
ひ
き
助
け
さ
せ
た
ま
は
む
こ
と
こ
そ
は、

罪

軽
ま
せ
た
ま
は
め」
（
歪
箆
llO)

と、
右
近
が
述
ぺ
て
い
る
よ
う
な
因
呆
渕
係
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が
あ
る
の
だ
が 、
源
氏
は
表
向
き
の
目
的
と
し
て 、
若
者
述
の
恋
愛
相
手
に
な

る
女
の
子
が
い
な
い
事
を
あ
げ
て
い
る 。
一
方
木
心
は
「
あ
は
れ
に 、
は
か
な

か
り
け
る
契
り
と
な
む 、
年
ご
ろ
息
ひ
わ
た
る 。
か
く
て
集
へ
る
方
々
の
中
に 、

か
の
を
り
の
心
ざ
し
ば
か
り
息
ひ
と
ど
む
る
人
な
か
り
し
を 、
命
最
く
て 、
わ

が
心
長
さ
を
も
見
は
べ
る
た
ぐ
ひ
多
か
め
る
中
に 、
言
ふ
か
ひ
な
く
て 、
右
近

ば
か
り
を
形
見
に
見
る
は 、
口
惜
し
く
な
む 。
息
ひ
忘
る
る
時
な
き
に ｀
さ
て

も
の
し
た
ま
は
ば 、

い
と
こ
そ
本
窓
か
な
ふ
心
地
す
べ
け
れ」
（
玉
煤
117)

と

述
ぺ
て
い
る
よ
う
に 、

夕顔
に
対
す
る
深
い
愛
故
に 、
妻
妾
の
一
人
と
し
て
タ

額
的
な
女
を
求
め
た
い
の
で
あ
り 、
玉
楳
を
ひ
き
と
れ
ば
そ
の
木
意
が
か
な
う

＇

と
い
う
の
で
あ
る 。
歪
楳
は 、
源
氏
に
と
っ

て 、

単
に
夕
頗
の
娘
と
い
う
だ
け

で
な
く 、

夕
顔
と
ほ
と
ん
ど
岡一
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て

よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。

．

さ
て 、
こ
の
よ
う
に
し
て
登
場
し
た
玉
躯
は 、
紫
上
や
浮
灼
の
よ
う
に
そ
っ

く
り
の
ゆ
か
り
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た 。

ま
ず
作
者
が 、

地
の
文

で 、
あ
る
い
は
源
氏
や
紫
上 、
右
近
の
口
を
偕
り
て 、
玉
嬰
と
父
親 、
母
汲
と

．
比
較
し
た
部
分
を
あ
げ
て
み
よ
う 。

①
こ
の
沿
ね
び
と
と
の
ひ
た
ま
ふ
ま
ま
に 、
舟
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
麻
く
う
つ
く
し
げ
な
り 。

（
歪
塁
86)

®
母
君
は 、
た
だ
い
と
若
や
か
に
お
ほ
ど
か
に
て 、
や
は
や
は
と
ぞ
た
を
や

ぎ
た
ま
へ
り
し 、
こ
れ
は
気
迎
く 、

も
て
な
し
な
ど
恥
づ
か
し
げ
に 、
よ

し
め
き
た
ま
へ
り 。
筑
紫
を
心
に
く
く

息
ひ
な
す
に 、
み
な
見
し
人
は
里

び
に
た
る
に 、
心
得
が
た
く
な
む 。
（
同
lll)

③
げ
に
と
お
ぼ
ゆ
る
御
ま
み
の
恥
づ
か
し
げ
さ
な
り 。
（
同
124)

④
ほ
の
か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
声
ぞ ｀
如
3

人
に
い
と
よ
く
お
ぼ
え
て
若
び
た
り

け
る 。
（
同
g)

⑤
内
の
大
臣
の 、
禅
や
か
に 、
あ
な
き
よ
げ
と
は
見
え
な
が
ら 、
な
ま
め
か

し
う
見
え
た
る
方
の
ま
じ
ら
ぬ
に 、
似
た
る
な
め
り
と 、
げ
に
推
し
は
か

ら
る
る
を 、
（
同
四）

⑥
ひ
と
へ
に 、
う
ち
と
け
頼
み
き
こ
え
た
ま
ふ
心
む
け
な
ど 、
ら
う
た
げ
に

若
や
か
な
り 。
似
る
と
は
な
け
れ
ど 、
な
ほ
伺
布
の
け
は
ひ
に 、
い
と
よ

く
お
ぼ
え
て 、
こ
れ
は
オ
め
い
た
る
と
こ
ろ
ぞ
添
ひ
た
る 。
（
胡
珠
印）

®
か
の
い
に
し
へ
の
は 、
あ
ま
り
は
る
け
ど
こ
ろ
な
く
ぞ
あ
り
し 。
こ
の
罪

は 、
も
の
の
あ
り
さ
ま
も
見
知
り
ぬ
ぺ
く 、
け
近
き
心
ざ
ま
添
ひ
て 、
う

し
ろ
め
た
か
ら
ず
こ
そ
見
ゆ
れ 。
（
同
m)

⑧
な
ご
や
か
な
る
け
は
ひ
の 、
ふ
と北IIIll心
し
出
で
ら
る
る
に
も 、
忍
び
が
た

く
て 、

言兄
そ
め
た
て
ま
つ
り
し
は 、

い
と
か
う
し
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ず

と
息
ひ
し
を 、
あ
や
し
う 、
た
だ
そ
れ
か
と
息
ひ
ま
が
へ
ら
る
る
を
り
を

り
こ
そ
あ
れ 。
（
後
略）」
（
同
m)

こ
れ
に
よ
る
と 、
玉
災
は
①
⑥
の
よ
う
に
ど
ち
ら
か
と令り
え
ば
父
親
似
で
あ
る

が 、
③
の
目
つ
き
や 、
④
の
声 、
⑥
⑧
の
気
杞
は
栂
親
に
似
て
い
る 。
ま
た
②

⑥
⑦
の
よ
う
に 、
性
格
的
な
面
は
母
親
と
は
迩
う
よ
う
で
あ
る 。
特
に
②
は
布

近
の
所
感
で
あ
る
が 、
筑
紫
と
い
う

悶埴
の
せ
い
に
し
て
は
「
心
得
が
た
く
な

む」
と
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る 。
す
な
わ
ち
こ
れ
は 、
父
親
似
に
よ
る
こ
と
を

言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る 。
夏
に
⑧
の
場
合 、

源
氏
自
身
が
気
分
の
商
揚
に
よ

り
歪
災
を
母
夕
頻
に
爪
ね
て
見
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
で
も
あ
る 。
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次
に
玉
湿
の
特
徴
と
な
る
形
容
語
に
つ
い
て
考
え
て
行
く
こ
と
に
す
る。
最

も
印
象
的
な
の
は
「
を
か
し」
「
を
か
し
げ」
で
十
五
同
あ
る。
「
き
よ
ら」
「
き

よ
げ」
は
六
回
で、
「
き
よ
ら」
の
方
は
二
回
あ
り
登
楊
か
ら
六
条
院
に
入
る

前
ま
で
で
あ
る。

ま
た
「
め
で
た
し」
七
回、
「
め
や
す
し」
三
回
で、

こ
の

ニ
語
の
分
布
を
見
る
と、
登
場
し
た
あ
た
り
に
「
め
で
た
し」
五
回、
六
条
院

入
り
前
後
に．「
め
や
す
し」
三
回
で
あ
る。
こ
れ
は
六
条
院
に
入
る
に
ふ
さ
わ

し
い

狡傾
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
「
め
で
た
し」
で
印
象
付
け、
源
氏
の
目
か

ら
見
る
と、
田
舎
か
ら
上
京
し
た
に
し
て
は
「
め
や
す
し」
で
あ
っ
た
の
だ
と

思
わ
れ
る。
さ
ら
に
真
木
柱
以
後
滋
黒
に
と
っ
て
玉
塁
は
「
め
で
た
し」
で
あ

(

2
)
 

っ
た。
こ
の
よ
う
に
最
上
級
の
形
容
語
「
き
よ
ら」
「
め
で
た
し」
が
六
条
院

入
り
以
前
に
集
中
し
て
い
る
の
は
作
者
の
窓
図
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で
は
な

‘.
、
A

0

し
カ続

い
て
「
き
ら
き
ら
し」
「
も
の
も
の
し」
及
び
「
は
な
や
か」
の
三
語
を

見
て
み
よ
う。
「
き
ら
き
ら
し」
と
酋
う
の
は、

源
氏
物
訊
企
体
で
十
五
例、

人
物
に
渕
し
て
は
七
例。
頭
巾
将
四、
顕
中
将
と
夕
姦
の
御
族・
玉
楳
・
太
宰

少
弐
各一
で
あ
る。
よ
っ
て
「
き
ら
き
ら
し」
は
何
と
言
っ
て
も
頭
中
将
の
特

徴
で
あ
り、
こ
の
よ
う
な
語
が
一
回
で
あ
る
が
玉
塁
に
使
わ
れ
て
い
る
事
は
注

意
を
要
す
る。
「
も
の
も
の
し」

は
全
体
で
二
十
九
例
で
待
辿
に
閲
す
る
も
の

が
多
い。
人
物
に
関
す
る
例
は
二
十一
。
頭
中
将・
タ
霧
各
四、

光
源
氏
三、

左

中弁・
大
夫
監・
滋
黒·
柏
木・

紅梅
右
大
臣・
照・
浮
灼
の
父
各一
と
な
っ

て
お
り、
女
性
で
は
軒
端
荻
の
休
つ
き
を
空
畑
に
比
べ
て
「
も
の
も
の
し」
と

酋
っ
て
い
る
他、
頭
中
将
の
子
玉
媒・
タ
砺
の
子
六
君
に
各一
回
川
い
ら
れ
て

い
る。
よ
っ
て
「
も
の
も
の
し」
も
玉
投
や
六叫合
に
因
す
る
場
合、

作
者
が
逍

伝
的
な
面
を
充
分
考
磁
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
「
は

な
や
か」
は
全
体
で
九
十
幽
例。
人
物
に
関
す
る
も
の
で
は
頭
中
将
四、
圭
巽

三、

柏
木・
タ�筋・

紅梅
右
大
臣
各
二、
そ
の
他
は、

軒
端
荻・
似
内
侍・
炎

上・
巾
将
の
君・
タ
粉
子
息

ふ郎・
宇
治
中
君
各一
、
夕
顔
と
姐
黒
北
の
方
に

関
し
て
は

打消
し
と
な
っ
て
い
る。
ま
た
同
じ
系
統
の
こ
と
ば
と
し
て
の
「
は

な
や
か
さ」
三、
「
は
な
や
ぐ」
七、
「
は
な
ば
な」
二
な
ど
を
見
る
と、
人
物
に

関
し
て
は、
碩
中
将
に
「
は
な
や
ぐ」
—-、
宇
治
中
対
に
「
は
な
ば
な」
一
と

な
っ
て
い
る。
つ
ま
り
「
は
な
や
か」
と
い
う
語
は、
頭
中
将
に
特
徴
的
に
見

ら
れ、
l

方
玉
災
の
特
徴
で
も
あ
る
と―
富
う
事
が
で
き
る。
更
に
栂
夕
頻
に
つ

い
て
は
「
は
な
や
か
な
ら
ぬ
姿」
（
夕
頻
231)
と
打
泊
し
て
あ
る
事
か
ら
し
て、

企
く
父
親
該
り
の
炎
で
あ
る
事
が
わ
か
る。

そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
そ
の
均
画
に
お
け
る
頂
要
度
と
い
う
事
も、
考
臥
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
叫
辿
で
は
あ
る
が、
こ
の
よ
う
に
ま
ず
数
批
的
な
点
か
ら
菩
っ

て、
歪
災
は
非
常
に
父
親
似
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
う
事
が
で
き
よ
う。
ま
た

玉
2心
に
愧
す
る
こ
れ
ら
の
研
は、
作
者
が
不
用
意
に
用
い
た
そ
の
場
限
り
の
も

の
で
は
な
く、
他
の
形
容
語
と
の
閲
辿
が
充
分
労
屈
さ
れ
て
お
り、
彼
女
を
特

徴
的
に
表
現
す
る
の
に
効
呆
を
あ
げ
て
い
る。
例
え
ば
「
も
の
も
の
し」
に
つ

い
て
考
え
る
と、

玉
没
と
い
う
人
は、
ー
手
つ
き
の
つ
ぷ
つ
ぶ
と
肥
え
た
ま
へ

る」
（
胡
枕
178)、
「
ほ
の
か
な
れ
ど、

そ
び
や
か
に
臥
し
た
ま
へ
り
つ
る
様
体

の
を
か
し
か
り
つ
る」
（
盈
m)、
「
酸
漿
な
ど
い
ふ
め
る
や
う
に
ふ
く
ら
か
に

て
」
（
野
分
270)

等
と
あ
る
よ
う
に、

ふ
っ
く
ら
と
よ
く
太
っ
て
脊
も
充
分
あ

る
ら
し
い
事
が
わ
か
る。

軒瑞
荻
に
し
る、

六
君
に
し
ろ、
「
様
休
よ
き
ほ
ど

IC」
な
ど
と
描
か
れ
て
お
り、
女
三
宮
な
ど
が
「
さ
さ
や
か
に」
と
評
さ
れ
た

の
に
比
し
て
も
「
も
の
も
の
し」
に
は
そ
れ
な
り
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
の

C
2
)
 

で
あ
る。
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ま
た
「
は
な
や
か」
に
つ
い
て
も、
玉
塁
の
特
徴
で
あ
る

「わ
ら
ら
か」
「
け

ぢ
か
し」

等
の
明
る
さ
と
合
わ
せ
考
え
る
と
よ
い
と
思
う。
「
わ
ら
ら
か」
は

全
体
で
五
例。
王
裂
三、

柏
木
の
琴
の
音一
、
針
黒
に
閲
す
る
打
消
しー
で
あ

る。
歪
煤
に
関
す
る
も
の
を
次
に
掲
げ
て
み
よ
う。

①
人
ざ
ま
の
わ
ら
ら
か
に、
け
近
く
も
の
し
た
ま
へ
ば、
い
た
く
ま
め
だ
ち、

心
し
た
ま
へ
ど、
な
ほ
を
か
し
く
叉
敬
づ
き
た
る
け
は
ひ
の
み
見
え
た
ま

へ
り。
（
盛
188)

®
ま
み
の
あ
ま
り
わ
ら
ら
か
な
る
ぞ、
い
と
し
も
品
邸
く
見
え
ざ
り
け
る。

（
野
分
270)

③
女
は、

わ
ら
ら
か
に
に
ぎ
は
は
し
く
も
て
な
し
給
ふ
水
tt•••
 （
哀
木
柱

310)
 

®
は
天
提
の
在
に
見
え
る
描
写
「
た
だ
今
か
ら
気
科
く
き
よ
ら」
(

83
)、
「
品
窃

く
う
つ
く
し
げ」
（
郎）、
「
こ
れ
は
気
邸
く
」

(

Ill

)

な
ど
と
矛
盾
す
る
が、
先

．
に
「
め
で
た
し」
「
め
や
す
し」
に
つ
い
て
述
ぺ
た
折
に
触
れ
た
よ
う
に
こ
れ

ら
は
ま
ず
六
条
院
に
入
る
た
め
の
条
件
と
し
て
の
「
気
高
さ」
で
あ
っ
た。
従

っ
て
③
は
「
昨
日
見
し
（
紫
上
の）

御
け
は
ひ
に
は、

け
劣
り
た
れ
ど、
見
る

に
笑
ま
る
る
さ
ま
は、

立
ち
も
並
び
ぬ
ぺ
く
見
ゆ
る」
（
野
分
272)

と
い
う
タ

霧
の
感
想
と
合
わ
せ
て
考
え
る
時、

紫
上
と
い
う
最
も
理
想
的
な

女性
の
い
る

六
条
院
に
お
け
る
玉
塁
の
美
の
位
附
付
け
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う。
更
に
父
親

頭
中
将
に
関
す
る
描
写、
「
わ
が
父
大
臣
を、
人
知
れ
ず
目
を
つ
け
た
て
ま
つ

り
た
ま
へ
ど、
き
ら
き
ら
し
う
も
の
き
よ
げ
に、
さ
か
り
に
は
も
の
し
た
ま
へ

ど、
限
り
あ
り
か
し。
い
と
人
に
す
ぐ
れ
た
る
た
だ
人
と
見
え
て」
（
行
幸
283)

．
と
も
比
餃
す
る
な
ら、
玉
投
に
は
藤
原
家
の
姫
君
と
し
て
の
位
骰
が
充
分
考
屈

さ
れ
て
い
る
柑
に
な
る
と
息
う。
次
に
「
け
ぢ
か
し」
は、
い
わ
ゆ
る
距
雌
の

近
さ
が
主
で
あ
る
が、
親
し
み
易
さ
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
性
格
表
現
に
用
い

ら
れ
て
い
る
例
は、
玉
盤
五
回、
夕
頻
・
蘭
月
夜・
近
江
沿
に
各一
回
見
ら
れ

る。
い
ず
れ
も、
こ
ち
ら
が
恥
ず
か
し
く
な
る
よ
う
な
麻
投
さ
に
は
欠
け、
ど

ち
ら
か
と
営
え
ば
現
代
的
で
あ
り、
な
び
き
劫
い、
気
の
お
け
な
い
人
述
で
あ

る
と
言
え
よ
う。

そ
の
他
の
語
で
は
「
け
ざ
や
か」
「
見
ま
ほ
し」
「
今
め
か
し」
「
匂
ひ
や
か
」

「愛
敬
づ
き」
「
う
つ
く
し」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る。
こ
の
よ
う
に
歪
塁
は
大
休

に
お
い
て
父
親
似
で、
性
格
も

容姿
も、
明
る
＜
心半
や
か、
脱
気
で
親
し
み
易

い
感
じ
で、
人
を
ひ
き
つ
け
る
魅
力
が
あ
り、
怪
々
し
く
扱
わ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
が、
こ
ち
ら
が
恥
ず
か
し
く
な
る
よ
う
な
高
設
さ
に
は
や
や
欠
け
て
い
る

人
物
で
あ
る。

と
こ
ろ
で
こ
う
い
っ
た
部
や
か
で
附
気
な
親
し
み
易
さ
は、
「
な
つ
か
し」

と
は
多
少
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
迩
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
父
頭
中
将
は
旅
々
と

し
て、
「
な
っ
か
し」
「
な
ま
め
か
し」
の
而
は
見
ら
れ
な
い
人
で
あ
っ
た。
と

こ
ろ
が
圭
楳
に
は
「
な
っ
か
し」

と
い
う
例
が
七
箇
所
あ
り、
「
な
ま
め
く」

も＿
例
用
い
ら
れ
て
い
る。
「
な
っ
か
し」
は、

〇
む
つ
か
し
と
息
ひ
て
う
つ
ぶ
し
た
ま
へ
る
さ
ま、

い
み
じ
う
な
つ
か
し

う、
（
胡
蝶
178)

〇
う
ち
泣
き
て
（
中
略）
は
か
な
げ

熙皿
こ
え
な
い
た
ま
へ
る
さ
ま、

げ
iC

い
と
な
っ
か
し
く
（
常
反
g)

0
ゃ
う
や
う
な
つ
か
し
う
う
ち
と
け
き
こ
え
た
ま
ふ。
（
笥
火
248
)

0
御
返
り、
お
ほ
ど
か
な
る
も
の
か
ら、
い
と
め
や
す
く
閥
こ
え
な
し
た
ま

ふ
け
は
ひ
の、

ら
う
ら
う
じ
く
な
つ
か
し
き
（
藤
袴
322
)

〇
答
へ
た
ま
は
ん
苫
も
な
く
て、
た
だ
う
ち
映
き
た
ま
へ
る
ほ
ど、
忍
ぴ
や
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か
に
う
つ
く
し
く
い
と
な
つ
か
し
き
に、
（
同）

な
ど
の
よ
う
に、
彼
女
本
来
の
持
ち
味
と
い
う
よ
り
は、
心
理
的
に
し
っ
と
り

さ
せ
る
他
の
要
因
が
加
わ
っ
た
均
合
で
あ
り、
更
に
首
え
ば、
源
氏
や
夕
霧
の

砥
じ
方
に
も一
因
が
あ
る。
つ
ま
り
「
な
っ
か
し」
と
菩
っ
て
も
彼
女
の
持
つ

「
け
ぢ
か
し」
に
意
志
的
な
も
の
が
加
わ
っ
た
た
め
で、

本
来
の
「
な
っ
か
し」

と
は
多
少
の
ず
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
るo
ま
た
「
な
ま
め
く」
は
藤
袴
の

咎
に
次
の
よ
う
な
形
で
見
ら
れ
る。
圭
型
の
処
辿
に
つ
い
て
源
氏
と
夕
霧
が
対

話
し
て
い
る。
夕
霧
か
ら
鋭
く
木
心
を
さ
ぐ
ら
れ
た
源
氏
は、

自
分
を
合
理
化

す
る
よ
う
も
っ
と
も
ら
し
く
説
明
を
つ
け
な
が
ら、
「（
圭
嬰
の）
人
柄
は、
宮

怠
兵
部
卿）
の
御
人
に
て
い
と
よ
か
る
ぺ
し。
今
め
か
し
く、
い
と
な
ま
め

tl
さ
ま
し
て．．．
 」（
珈）

と
述
ぺ
て、

身
の
淑
白
を
主
張
す
る。

夕
霧
は

そ
の
こ
と
ば
に
「
御
気
色
は
け
ざ
や
か
な
れ
ど、
な
ほ
疑
ひ
は
お
か
る」
（
滋
）

と
ま
だ
疑
い
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
描
き
方
を
見
る
と、

源
氏
の
こ

と
ば
が
そ
の
ま
ま
玉
型
の
重
要
な
性
格
を
営
い
あ
て
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の

で
は
な
い
か。
こ
う
考
え
る
と、
や
は
り
玉
媒
も
父
親
同
様
「
な
つ
か
し」
「
な

ま
め
か
し」
を
木
来
の
性
格
と
す
る
人
で
は
な
い
と
言
え
そ
う
で
あ
る。
つ
ま

り
玉
投
は、

生
彩
が
あ
っ
て、

平
安
朝
的
と
い
う
よ
り
は、

万
菜
女
性
の
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
人
で
あ
る
と
苫
え
よ
う。

次
に
玉
媒
の
考
え
方
や
態
度
に
つ
い
て、
史
に
深
く
検
討
し
て
見
る
こ
と
に

し
よ
う。

〇
実
の
親
に
さ
も
知
ら
れ
た
て
ま
つ
り
に
し
が
な
と、

人
知
れ
ぬ
心
に
か
け

た
ま
へ
れ
ど、
さ
や
う
に
も
涸
ら
し
き
こ
え
た
ま
は
ず、
ひ
と
へ
に、
う

ち
と
け
頻
み
き
こ
え
た
ま
ふ
心
む
け
な
ど、
ら
う
た
げ
に
若
や
か
な
り。

（
胡
蝶
101)

0
苦
し
う
て
御
答
へ
間
こ
え
む
と
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ず。
い
と
若
々
し
き
も

う
た
て
お
ぼ
え
て、
（
中
略）

聞
こ
え
た
ま
ふ
さ
ま
の
い
と
お
い
ら
か
な

れ
ば、
（
同
173)

0
も
て
離
れ
て
う
と
う
と
し
き
さ
ま
に
は、
も
て
な
し
た
ま
は
ざ
り
し
な
ら

ひ
に、
今、
あ
ら
ざ
り
け
り
と
て、
こ
よ
な
く
変
ら
む
も
う
た
て
あ
れ
ば、

な
ほ
御
簾
に
几
似
添
へ
た
る
御
対
面
は、
人
づ
て
な
ら
で
あ
り
け
り。

（
蔽
袴
321)

こ
れ
ら
の
叙
述
に
よ
る
と、
玉
裂
は
利
発
で
感
受
性
も
鋭
敏
で
あ
る
が、
そ
う

い
っ
た
本
心
を
そ
の
ま
ま
こ
と
ば
に
出
し
た
り、

行
動
に
移
し
た
り
は
し
な

い。
相
手
の
気
持
ち、
立
如、

状
況
を
索
早
く

考底
の
上、
王
朝
的
な
美
意
識

に
照
ら
し
あ
わ
せ
て、
見
苦
し
く
な
ら
な
い
よ
う
に
取
り
紹
っ
て
い
る。
ま
た

何
小
に
対
し
て
も
常
に
「
つ
つ
ま
し」
＜
感
じ
て
控
え
る
事
を
忘
れ
な
い。
そ

の
様
子
は、
或
い
は
「
ら
う
た
げ」
で
あ
り
「
お
い
ら
か」
で
あ
る。
「
ら
う

た
し」
「
ら
う
た
げ」
は
夕
頻
の
特
徴
で
あ
り、

玉
盤
の、

母
夕
顕
似
の
而
で

あ
る
が、
一
方
特
殊
な
状
況
に
お
か
れ
た
玉
災
の
苦
悩
の
姿
に
見
出
せ
る
も
の

で
も
あ
る。

ま
た
諒
氏
は、
人
々
に
は
実
の
娘
と111心
わ
せ
て
お
き
な
が
ら、
玉
楳
に
は
懸

想
の
ふ
る
ま
い
を
し
て
い
る
の
だ
が、
「
か
か
る
筋
に、

か
け
て
も
人
の
息
ひ

寄
り
き
こ
ゆ
ぺ
き
こ
と
な
ら
ね
ば、
心
ひ
と
つ
に
息
し
つ
つ、
さ
ま
汎
に
う
と

ま
し
と
息
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ。」
（
焚
187)
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、
彼
女
は

そ
の
複
雑
な
立
場
か
ら
起
こ
る
様
々
の
矛
盾
を
心―
つ
に
収
め
て、
思
い
咬
き、

「
う
と
ま
し
う
思
ひ
は
て
た
ま
ふ
に
も、
身
ぞ
心
涎
か
り
け
る」
（
胡
蝶
181)
と
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あ
る
よ
う
に 、
つ
い
に
は
自
ら
の
憂
さ
と
し
て 、
人
の
演
任
に
す
る
甘
え
は
な

い 。
そ
し
て

燐楼
の
利
い
た

茄届
性
も
あ
り 、
何
と
か
殴
か
れ
た
状
況
を
自
分

で
解
決
し
よ
う
と
す
る
心
逍
い
も
で
き
る
人
で
あ
る 。
例
え
ば
源
氏
の
懸
想
に

対
し
て 、
「
か
く
う
た
て
あ
る
も
の
咬
か
し
さ
の
後
は 、
こ
の
宮

（焚
兵
部
卿）

な
ど
は
あ
れ
げ
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
時
は 、
す
こ
し
見
入
れ
た
ま
ふ
時
も
あ
り
け

り 。
何
か
と
思
ふ
に
は
あ
ら
ず 、
か
く

心
う
き

御気
色
見
ぬ
わ
ざ
も
が
な
と 、

さ
す
が
に
さ
れ
た
る
と
こ
ろ
つ
き
て
思
し
け
り」

（殻
g)

と
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る 。
こ
の
よ
う
に
し
て
他
の

女性
な
ら

破綻

を起
こ
し
そ
う
な
所

も無

難
に
切
り
抜
け
て
い
る 。

•
ま
た 、
こ
の
よ
う
な
人
で
は
あ
る
が 、
さ
す
が
に
親
身
に
後
見
し
て
く
れ
る

乳
母
述
の
こ
と
ば
に
は
逆
ら
わ
な
い 。
懸
想
に
関
し
て
は 、
さ
り
げ
な
く

「見

知
ら
ぬ
さ
ま」
に
か
わ
し 、

「ま
め
だ
ち」
て
相
手
の
反
省
を
促
し 、
或
い
は

「
悪
し
き
気
色」
を
も
見
せ
て
う
ま
く
身
を
処
し
て 、
人
笑
わ
れ
に
な
ら
ぬ
よ

う
つ
と
め
て
い
る 。
そ
の
結
果

「女
の
御
心
ば
へ
は 、
こ
の
君
を
な
ん
も
と
に

す
べ
き」
（
藤
袴
蕊）

と
源
氏
に
も
取

中将
に

も宜餃さ
れ
る
の
で
あ
る 。

こ
う
い
っ
た

彼女
の
態
度
は
し
ば
し
ば

「ら
う
あ
り」
「
か
ど
あ
り」
と
評

さ
れ
る 。
「
か
ど
」
「か
ど
か
ど
し」
は

全体
で
三
十
五
例
（
「か
ど
め
き」・

「か

．
ど
か
ど
し
さ」・

「か
ど
か
ど
し
げな
り」
を
含
む） 、

う
ち
人
物
に
関
し
て
三

十一
例
あ
る 。
玉
蔓
五 、

紫上
三 、

源氏・
頭

中将・

タ霧・

紅梅
右
大
臣・

弘
徴

敗女御・
庶・
中
君・
源
氏
の

孫述・

藤典
侍
腹
の
子

供述・
六
君
各一

、

．
そ
の
他 、
木

枯女・
命
婦・
一
条
御

息所・
煎
と

匂宮
の
使
い
等で 、

軒端荻

と

浮舟
は
弱
い
肯
定 、

夕
顔・

末摘花•
明

石姫
君・
秋
好
に
塊
し
て
は

否定

で
あ
る 。
こ
の
「
か
ど
か
ど
し」
に
つ
い
て
は 、

弘
徴
殿
女
御
の
「
お
し
立
ち

．
か
ど
か
ど
し
き
と
こ
ろ
も
の
し
た
ま
ふ

御方
に
て」

（桐
壺
112) 、

明
石
姫
君
の

「
よ
ろ
づ
の
事
に
通
は
し
な
だ
ら
め
て 、
か
ど
か
ど
し
き
ゆ
ゑ
も
つ
け
じ 、
た

ど
た
ど
し
く
お
ぼ
め
く

事
も
あ
ら
じ」
（
常
夏
Zll) 、
紫
上
の
「
す
こ
し
わ
づ
ら

は
し
き

気添
ひ
て 、
か
ど
か
ど
し
さ
の
す
す
み
た
ま
へ
る
や
苦
し
か
ら
む」

（朝

顔m)
等
を
考
え
る
時 、
「
か
ど」
は
あ
り

過
ぎ
た
り 、
表
面
に
出
過
ぎ
た
り

す

る
と 、

欠点
と

もな
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
が 、
末

摘花
ほ
ど
に
「
か
ど」
が

な
く
て
は
話
に
な
ら
な
い 。

大体
に
お
い
て
は
「
か
ど
あ
り」
「
か
ど
か
ど
し」

い

方が
低
れ
て
い
る 。
そ
の
「
か
ど」
が
五
例
あ
っ
て
玉
虹
の
特
徴
で
あ
る 。

次
に
「
ら
う
あ
り」
は

勤行
の
功
労
と
か

骨折
り
九、

巧者な
と
い
う

意味

で
は
玉
摂
三 、

柏木一
。

「
ら
う
ら
う
じ」

は
紫
上
が
圧
倒
的
に

多く
九 、
玉

蔓．
諜
月
夜・
宇
治
中
君
各
二 、

玉
投
の
娘
迷・
明
石
上・
明
石
姫
君•
朝
頻．

紅梅
右
大
臣・
宇
治
大
君・
六
君・

匂宮
各一
で 、

雲
井
雁・
末
摘
花
は
否
定 、

藤
壺
も

否定
で
あ
る
が 、
「
も
て
出
で
て
ら
う
ら
う
じ
き
こ
と
も

見
え
た
ま
は

ざ
り
し
か
ど」

（朝顔
418)

と
あ
っ
て 、

巧
者
を
表
面
に
出
さ
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う 。
こ
の
よ
う
に 、

「ら
う
ら
う
じ」
は
「
か
ど」
よ
り一
段
上
に
あ
っ

て 、

紫
上
を
は
じ
め
と
す
る
理
想
的
な
性
格
を
表
わ
す
語
で
あ
る 。
そ
し
て
玉

髪
は
「
ら
う
あ
り」
と
言
わ
れ 、

紫上
に
次
い
で
「
ら
う
ら
う
じ」
と
い
う
而

が
描
か
れ 、

「か
ど」
は
最
も
多
い 。

こ
れ
は
幼
く
よ
り

苦労
を
重
ね 、

及
き
目
を
見 、
そ
の
苦
し
み
に
耐
え
て
来

た
玉
登
が
自
然
に
身
に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
が一
香

妥当
で
あ
る

が 、
一
方 、

全
く

疎境
の
せ
い
ば
か
り
と
も
言
え
な
い
面
が
あ
る 。
夕
額
に
は

「
か
ど
か
ど
し
う 、
を
かし
き

筋な
ど
は
後
れ
た
り
し
か
ど
も」
（
五
整
120)
と

記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に 、

む
し
ろ
否
定
さ
れ
て
い
た
性
格
で
あ
る
が 、

ど
ち
ら

か
と
宮
え
ば
父

親似
の
玉
髭
の
事 、

性
格
に
も
父
親

該り
と
考
え
ら
れ
る
面
が

あ
る 。

ハ各眼
中
将
は 、

社会
的
人
物で 、
形
式
を
重
ん
じ 、

大
宮
の
扱
い
な
ど
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四

に
見
ら
れ
る
よ
う
に 、
多
少
内
面
の
暖
か
味
に
欠
け
る
所
が
あ
る 。
ま
た
娘
達

を
も
立
身
栄
連
の
道
具
と
し
て
意
識
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る 。
頑
固
で
融
通

の
き
か
ぬ
所
が
あ
り 、
毯
悪
の
け
じ
め
も
は
っ
き
り
さ
せ
る 。
つ
ま
り 、
源
氏

的
な
優
雅
な
生
き
方
か
ら
は
多
少
は
ず
れ
る
よ
う
な
現
実
的
人
物
と
言
え
よ

う 。
し
か
し
又 、
賢
く 、

政
治
家
と
し
て
は
直
々
し
く 、

源
氏
が
最
も
信
頼
し

て
い
る
人
物
で
も
あ
る 。
従
っ
て 、
玉
翌
は
父
親
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
が 、
そ

の
利
発
で
巧
者
な 、
オ
走
っ
た
性
格
は
父
親
譲
り
で 、
そ
れ
故
に 、
か
よ
う
な

優
れ
た
処
世
術

も身
に
つ
け
褐
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う 。

物
語
世
界
の
必
然
に
従
い 、
夕
顔
の
ゆ
か
り
を
求
め
る
源
氏
の
心
に
対
応
す

る
者
と
し
て
登
場
さ
せ
ら
れ
た
玉
翌
で
あ
る
が 、
作
者
は
涼
氏
の
思
い
と
は
裏

腹
に 、
玉
斐
を
父
親
似
の
し
っ
か
り
し
た
賜
気
な
女
性
と
し
て
描
い
た。
こ
の

班
は 、
源
氏
中
年
期
の
六
条
院
と
い
う
舞
台 、
す
な
わ
ち 、
物
語
全
体
の
構
成

と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
問
題
で
あ
る 。

第一
に 、
玉
蔓
は
夕
顔
の
ゆ
か
り
と
し
て 、
つ
ま
り
亡
き

夕額
の
位
協
を
補

充
す
る
た
め
に
六
条
院
入
り
を
し
た
と
考
え
た 。

項実、
母
夕
額
は
右
近
の
こ

と
ば
を
借
り
れ
ば
「
故
君
も
の
し
た
ま
は
ま
し
か
ば 、
明
石
の
御
方
ば
か
り
の

お
ぼ
え
に
は
劣
り
た
ま
は
ざ
ら
ま
し 。
さ
し
も
深
き
御
心
ざ
し
な
か
り
け
る
を

だ
に 、
落
し
あ
ぶ
さ
ず
取
り
し
た
た
め
た
ま
ふ
御
心
長
さ
な
り
け
れ
ば 、
ま
い

て 、
や
む
ご
と
な
き
列
に
こ
そ
あ
ら
ざ
ら
め 、
こ
の
御
殿
移
り
の
数
の
中
に
は

ま
じ
ら
ひ
た
ま
ひ
な
ま
し」
（
玉
髪
81)
と
い
う
わ
け
で 、
源
氏
の
愛
も
深
く 、

少
な
く
と
も
源
氏
の
立
場
か
ら
は
六
条
院
に
入
る
だ
け
の

資質
が

充分
認
め
ら

れ
て
い
た 。
と
こ
ろ
が
「
い
つ
も
春
の
光
を
慨
め
た
ま
へ
る
大
殿
な
れ
ど 、
心

を
つ
く
る
よ
す
が
の
ま
た
な
き
を 、
抱
か
ぬ
こ
と
に
思
す
人
々
も
あ
り
け
る

に」

祠
蝶
161)

と
描
か
れ
た
六
条
院
で
あ
り 、

ま
た
源
氏
も
人
々
の
「
心
尽

く
さ
す
る
く
さ
は
ひ」
に
と
求
め
た
娘
で
あ
っ
て
み
れ
ば 、
「
ら
う
た
さ」
ば

か
り
で 、
特
別
の
雌
や
か
さ
も 、
優
れ
た
「
ら
う
ら
う
じ」
さ

も見
出
せ
な
か

っ
た
母
夕
顔
と
同
程
度
の
人
物
で
あ
っ
て
は 、
紫
上
を
は
じ
め
と
し
て 、
明
石

姫
君
や
秋
好
中
宮
と
い
っ
た
優
れ
た
人
々
の
住
む
六
条
院
に
お
い
て 、
源
氏
の

中
年
期
を
支
え
る
ヒ
ロ
イ
ン
に
は
な
り
き
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る。
彼
女
が

父
大
臣
の
筋
を
加
え 、
紫
上
に
も
匹
敵
で
き
そ
う
な
優
れ
た

女性
で
あ
っ
た
事

は 、
大
い
に
窓
味
の
あ
る
事
で
あ
っ
た 。

第
二
に
源
氏
は
何
と
言
っ

て
も
愛
の
人
で
あ
る 。
玉
斐
が
捉
女
で
あ
れ
ば 、

秋
好
に
対
す
る
扱
い
か
ら
し
て
も
当
然 、
恋
愛
と
い
う
而
を
抜
き
に
し
て

彼女

(

3
)
 

に
接
す
る
事
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う 。
か
と
言
っ
て 、
昔
の
夕
顔
の
よ
う
な
人

を
持
っ
て
来
て 、
簡
単
に
源
氏
に
な
び
い
て
し
ま
っ
た
の
で
は 、
若
き
日
の
繰

り
返
し
で 、
物
語
的
進
展
が
な
い
ば
か
り
か 、
主
迎
で
あ
る
源
氏
の
中
年
期
へ

の
成
長
が
描
け
な
い
事
に
な
る 。
源
氏
は
若
き
日
の
奔
放
な
愛
の
人
か
ら 、
須

磨 、
明
石
時
代
を
経
て 、
大
き
く

成
長
し
て
い
る 。
あ
だ
人
性
を
失
っ
た
の
で

は
な
い
が 、
紫
上
の
成
品
と
共
に

彼女
の
所
に
落
ち
恙
き 、
ま
た
そ
の
心
捉
さ

で 、
数
多
く
の
愛
人
達
を
後
見
し
て
い
る
の
で
あ
る 。
そ
し
て
藤
壺
の
死
後 、

自
ら
寄
春
が
去
っ
た
思
い
を
抱
い
て
い
る
の
だ
か
ら 、
恋
愛
に
は
か
か
わ
っ
て

も 、
以
前
の
源
氏
に
逆
戻
り
し
た
の
で
は
不
自
然
で
あ
る。
彼
は
今 、
深
い
反

省
の
心 、
自
制
の
心
を
持
ち 、
中
年
ら
し
い
思
磁
の
人
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
が 、
と
酋
っ
て
も
気
持
ち
の
高
揚
し
た
恋
愛
の
場
面
に
お
い
て
は 、
と

もす

る
と
そ
れ
は
失
わ
れ
が
ち
で
あ
る 。
実
際 、
彼
が
王
髪
に
対
す
る
心
清
き
さ
ま

を
見
せ
る
決
心
を
し
た
の
は 、
紫
上
や
夕
霧
か
ら
鋭
く

本
心
を
つ
か
れ 、
ど
う
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し
て
も
潔
白
を
証
明
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
り、
そ
れ
で
も
彼
は、

す
っ
か
り
王
髪
を
あ
き
ら
め
切
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た。
そ
の
時、
源
氏
の

．
ペ
ー
ス
に
は
ま
ら
ず、
源
氏
に
反
省
を
促
し、
思
限
に
訴
え
る
事
の
で
き
る
女

性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
そ
の
意
味
で
も
圭
髪
に
は、
オ
走
っ
た
巧
者
な
性

格
が
要
求
さ
れ
た
と
思
う。

第
三
に、

晏
は
結
局
恩
黒
の
も
と
に
去
っ
て、
源
氏
と
は
折
々
の
交
際
を

皿
想
的
に
し
て
い
る。
そ
れ
は
こ
の
局
面
を
打
開
す
る
唯一
の

方法
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
が、
そ
の
身
の
振
り
方
と
い
う
面
に
お
い
て
は、
さ
す
が
の
玉

・

登
も、

何一
っ
意
志
の
ま
ま
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
車
で
あ
る。

し
か

し
そ
れ
は
王
朝
貨
族
世
界
の
姫
君
と
し
て
は
当
然
で
あ
る。
そ
の
上
玉
盤
に

宮
仕
え
を
勧
め
る
源
氏
に
対
し
て
紫
上
が
「
あ
な
う
た
て、
め
で
た
し
と
見
た

て
ま
つ
る
と
も、
心
も
て
宮
仕
思
ひ
た
ら
む
こ
そ、
い
と
さ
し
過
ぎ
た
る
心
な

．
ら
め」
（
行
幸
碑）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に、

或
い
は
ま
た
近
江
君
が
宮
仕
え

．
を
望
ん
で
愚
弄
さ
れ
る
よ
う
に、
女
性
が
自
分
の
意
志
を
は
っ
き
り
示
す
こ
と

は
好
ま
し
い
事
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら、
玉
墾
が
示
し
た
以
上
の
意
志
表
示

を
す
る
事
は
そ
の
意
味
で
も
不
可
能
で
あ
ろ
う。
玉
堡
は
そ
の
限
ら
れ
た
自
由

の
中
で、

最
大
限
に

耕極
的
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か。

・
源
氏
の
面
か
ら
見
れ
ば、
「
お
の
づ
か
ら
思
ひ
忍
び
が
た
き」

折
々
を
「
あ
り

雄
く
思
し
返
し」
（

殻
195)

て
事
な
き
を
得
た
の
で
あ
る
が、

玉
堡
の
側
か
ら

す
れ
ば、

よ
く
も
「
つ
れ
な
く
も
て
な
し
て
過
ぐ
し」
（
若
菜
下
261)
た
も
の

だ
と
思
わ
れ
る。
結
婚
に
関
し
て
も
意
に
添
わ
な
い
畝
黒
に
無
理
に
押
し
入
ら

れ
た
の
で
あ
る
が、
見
賽
な
事
後
処
理
で
何
ら
批
判
を
受
け
る
事
は
な
か
っ
た。

ま
た
こ
れ
に
つ
い
て
は
相
手
に
も
よ
る
が、
例
え
ば
空
蜘•
朝
顔

ふ膝
壺・
大

君
な
ど
の
よ
う
に、
何
ら
か
の
方
法
で
回
避
す
る
事
も
不
可
能
で
は
な
い
と
考

(
4
)
 

え
れ
ば、
或
い
は
こ
れ
が
彼
女
の
意
志
で
あ
っ
た
と
見
な
す
事
も
で
き
る。
そ

し
て、
こ
れ
に
よ
っ
て、
こ
の
物
語
世
界
は
破
綻
を
起
こ
さ
ず
治
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
り、

母
夕
顔
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
て
は、
こ
の
よ
う
な
身
の
処
し
方
は

と
う
て
い
無
理
で
あ
ろ
う。
否、

他
の
ど
の
女
性
で
も、
例
え
ば
秋
好
や、
女

11一
宮
の
湯
合
で
も
同
じ
結
果
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る。

以
上
の
よ
う
に
玉
髪
と
い
う
人
は、
母
の
ゆ
か
り
で
引
き
出
さ
れ
な
が
ら、

そ
の
母
と
は
全
く
異
な
っ
た、
源
氏
物
語
全
体
で
も
例
を
見
な
い
異
色
な
女
性

と
し
て、
源
氏
中
年
期
の
ヒ
ロ
イ
ン
役
を
無

事勤
め、
源
氏
と
頭
中
将
と
の
仲

を
取
り
持
つ
事
に
も
な
っ
て、
若
菜
の
務
で、
改
め
て
源
氏
か
ら
幽
賛
の
こ
と

ば
を
受
け
る
の
で
あ
る。

玉
盤
が
主
と
し
て
登
場
す
る
咎
々
に
関
し
て、
古
来、
玉
塑
十
帖
と
言
わ
れ、

世
に
玉
翌
系
と
し
て
特
別
扱
い
さ
れ
て
来
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が、
こ
の
十
帖

は、
決
し
て
物
語
の
中
心
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く、
む
し
ろ
中
年

期
の
源
氏
の
姿
を
描
く
と
い
う
主
要
な
テ
ー
マ
を
担
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
の

か。
前
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に、

夕
顔
ー
玉
斐
と
い
う
母
娘
は、
共
に
六
条
院
に

入
る
に
ふ
さ
わ
し
い

炎質
を
備
え、

或
い
は
源
氏
の
愛
を
得
て
い
た
の
で
あ

り、
「
ゃ
ん
ど
と
な
き
列」
に
は
な
ら
ず
と
も、

源
氏
を
取
り
岱
く
女
性
述
の

重
要
な一
角
を
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
と
こ
ろ
が
最
後
に
玉
墜
は
六
条

院
か
ら
去
っ
て
し
ま
う。
こ
れ
を
哀
木
柱
の
巻
に
見
ら
れ
る
源
氏
の
落
胆
の
様

と
合
わ
せ
考
え
る
時、
源
氏
の
理
想
と
し
た
六
条
院
世
界
は、
若
菜
の
巻
に
お

け
る
女
三
宮
の
降
嫁
を
待
つ
ま
で
も
な
く、
す
で
に
崩
壊
し
は
じ
め
て
い
る
と

苔
え
る
の
で
は
な
い
か。
こ
の
時、
源
氏
世
界
は、
一
方
で

栄部
を
極
め
な
が

ら、
玉
塁
の
あ
り
方
を
は
じ
め
と
し
て
源
氏
の
力
で
ど
う
に
も
な
ら
な
い
宿
命

の
力
に
押
し
流
さ
れ
て
い
る
と
い
う
気
が
す
る
の
で
あ
る。
玉
盤
の
述
命
は、
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源

氏

物
ひじり
ひじりだっ
ひじりごこち
ひじりク』ころ

本
稿
で
は、
聖
関
係
の
こ
と
ぱ
ー
聖
・
聖
立・
聖
心
地・
聖

心
・

ひじりざま
ひじり一ことば

狸

様・
聖
言
葉
ー
の
用
例
点
検
を
通
し
て、
源
氏
物
語
の
聖
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
と
思
う。

語

の

聖

一
度
は
源
氏
の
手
中
に
あ
り
な
が
ら、
突
如
と
し
て
源
氏
の
手
の
屈
か
な
い
世

界
に
去っ
た
母
夕
顔
の
運
命
と
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る。
玉
髪
も
ま
た、
源
氏

の
手
中
に
あ
り
な
が
ら、
彼
の
も
の
と
な
ら
ず、
源
氏
に
限
り
な
い
悲
哀
を
残

し
て
彼
の
も
と
か
ら
去っ
た
か
ら
で
あ
る。

と
も
あ
れ
至
聾
は
生
い
た
ち
か
ら
数
奇
な
迎
命
に
も
て
あ
そ
ば
れ
な
が
ら、

生
来
の
性
格
と、
そ
の

環境
か
ら
身
に
つ
け
た
優
れ
た
処
世
術
を
持
っ
て
登
場

し、
夕
顔
の
娘
で
あ
る
が
故
の
六
条
院
入
り、
父
親
の
筋
を
加
え
て
の
女
主
人

公
役
を
果
た
し、
結
局
は
母
夕
顔
と
同
様
源
氏
の
も
と
か
ら
は
去
る
が、
母
と

は
違
っ
て
そ
の
後
は
大
臣
の
北
の
方
と
し
て
良
要
擬
母
ぶ
り
を
発
揮
す
る
の
で

あ
り、
ま
ず
ま
ず
理
想
的
な
幸
福
を
手
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る。
そ
し
て
そ

の
姿
は、
彼
女
の
け
近
さ
と
相
ま
っ
て、
当
時
の
読
者
の
索
朴
な
羨
望
を
受
け

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

注(
1)

犬
塚
旦
氏
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
理
想
美
の
問
姫」
「
清
ら・
消
げ

私
見」
（
「
王
朝
英
的
語
詞
の
研
究」
昭
48)

(
2)

目
加
田
さ
く
を
氏
「
環
境
律
ー
玉
登
造
形
の
窓
義」
(
r
源
氏
物
語

拾」
昭
50)

(
3)

大
朝
雄
二
氏
「
六
条
院
物
語
の
成
立
を
め
ぐっ
て」
（
「
源
氏
物
語

正
筒
の
研
究」
昭
50)

(
4)

石
村
正
二
氏
「
玉
盤」
（
「
日
本
文
学」
昭
31.
9)

な
お
本
文
の
引
用
は、
日
本
古
典
文
学
全
集
「
源
氏
物
語」
に
よ
り、
下
に

巻
名
と
そ
の
倦
を
収
め
る
同
杏
ペ
ー
ジ
数
を
掲
出
し
た。

（
岡
山
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）

聖
の
も
と
も
と
の
意
味
は、
神
に
近
い
す
ぐ
れ
た
人
と
い
う
こ
と
で、
そ
の

意
味
か
ら、
儒
教
的
に
は
聖
人・
高
徳
の
人・
天
皇
（
の
尊
称）
と
な
り、
迎

教
的
に
は

神仙・
達
人
の
意
と
な
り、
そ
し
て、
仏
教
的
に
は
高
痣
の
僧
の
意

と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る。

源
氏
物
語
の
聖
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
時、
直
接
か
か
わ
ら
な
い
も
の

小

西

真

智

子
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