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旨
】

　
八
の
宮
は
宇
治
十
帖
の
冒
頭
・
橋
姫
巻
で
は
じ
め
て
登
場
し
た
人
物
で
あ
り
、
そ

こ
で
は
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
彼
の
半
生
が
明
か
さ
れ
た
。
彼
は
政

治
的
に
翻
弄
さ
れ
た
後
、
自
邸
の
火
災
を
契
機
と
し
て
宇
治
へ
移
住
す
る
。
こ
の
火

災
に
政
治
的
陰
謀
を
読
み
取
る
論
も
あ
る
が
、
物
語
状
況
に
鑑
み
て
そ
の
可
能
性
は

低
い
と
考
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん

　
ま
た
八
の
宮
に
は
特
筆
さ
れ
る
才
能
と
し
て
楽
才
が
あ
る
が
、
彼
が
物
語
中
で
琴

の
琴
を
演
奏
す
る
の
は
一
場
面
で
あ
る
。
琴
が
〈
王
者
性
を
象
徴
す
る
楽
器
〉
で
あ

る
と
の
指
摘
は
こ
れ
ま
で
も
た
び
た
び
論
究
さ
れ
、
宇
治
十
帖
で
は
そ
う
し
た
性
格

が
希
薄
に
な
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
し
か
し
八
の
宮
が
琴
を
演
奏
し
な
い
の
は
、

琴
が
い
ま
だ
そ
の
よ
う
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
八
の
宮
に
と
っ
て
の

琴
あ
る
い
は
楽
才
は
、
誇
り
で
あ
る
と
同
時
に
過
去
を
呼
び
覚
ま
す
象
徴
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
八
の
宮
は
弾
琴
を
拒
否
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
の
わ
き
い
ら
つ
こ

　
最
後
に
、
八
の
宮
と
菟
道
稚
郎
子
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
橋
姫
巻
で
明
か

さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
八
の
宮
は
冷
泉
ー
光
源
氏
体
勢
へ
異
議
申
し
立
て
を
行

っ
た
い
わ
ば
〈
反
逆
者
〉
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
姿
は
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
語
り
手
の
「
語
り
方
」
に
起
因
し
て
お
り
、
ま
た
菟
道
稚

郎
子
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
　
八
の
宮
、
音
楽
、
琴
、
菟
道
稚
郎
子
、
語
り

は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
は
「
世
に
数
ま
へ
ら
れ
た
ま
は
ぬ
古
宮
」
（
⑤
＝
七
頁
）

八
の
宮
の
登
場
に
よ
っ
て
開
巻
す
る
。
八
の
宮
は
桐
壺
院
の
第
八
皇
子
で
、
朱
雀
院

や
光
源
氏
の
弟
、
冷
泉
院
の
兄
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。
橋
姫
巻
の
冒
頭
で
は
こ
の

古
宮
の
過
去
が
語
ら
れ
る
が
、
は
じ
め
に
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
を
抜
粋

し
て
お
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
①
桐
壷
院
の
第
八
皇
子
で
、
母
は
女
御
（
大
臣
の
女
）
で
あ
る

　
　
②
北
の
方
は
「
昔
の
大
臣
」
の
娘
。
八
の
宮
と
の
間
に
大
君
・
中
の
君
を
設
け

　
　
　
る
が
、
中
の
君
産
後
に
死
亡

　
　
③
「
世
の
中
に
住
み
つ
く
御
心
お
き
て
」
は
な
い
が
、
音
楽
の
才
能
は
あ
り

　
　
④
弘
徽
殿
大
后
に
よ
っ
て
立
坊
を
画
策
さ
れ
た
が
、
実
現
せ
ず
、
零
落
し
た
生

一235　一



　
　
　
活
を
送
る

　
　
⑤
住
ん
で
い
た
「
さ
す
が
に
広
く
、
お
も
し
ろ
き
宮
」
が
火
災
に
遭
い
、
宇
治

　
　
　
へ
移
住
す
る

　
八
の
宮
の
経
歴
に
つ
い
て
は
神
野
藤
昭
夫
氏
に
よ
る
、
橋
姫
巻
以
前
の
物
語
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
の
照
合
を
は
じ
め
と
す
る
詳
細
な
検
討
が
あ
り
、
本
稿
も
氏
の
指
摘
に
拠
っ
た
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
橋
姫
巻
以
前
の
物
語
世
界
を
も
見
据
え
つ

つ
、
巻
冒
頭
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
八
の
宮
の
半
生
、
八
の
宮
と
音
楽
、
ま
た
橋
姫
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
の
わ
き
い
ら
つ
こ

冒
頭
の
語
り
と
『
花
鳥
余
情
』
等
の
指
摘
す
る
菟
道
稚
郎
子
と
の
関
係
、
以
上
三
点

に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
『
源
氏
物
語
』
引
用
は
、
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
本
に
拠
り
、
巻
数
・
頁
数
を
付
し
た
。

1
　
八
の
宮
の
半
生

　
八
の
宮
は
、
父
院
・
母
女
御
に
若
く
し
て
先
立
た
れ
、
有
力
な
後
見
と
い
え
ば
北

の
方
の
出
身
家
で
あ
る
「
昔
の
大
臣
家
」
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

「
昔
の
大
臣
家
」
も
そ
れ
ほ
ど
の
威
勢
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
八
の
宮
は
心
許
な
い
生

活
を
送
っ
て
い
た
ら
し
い
。
物
語
に
お
け
る
主
だ
っ
た
大
臣
家
と
い
え
ば
、
代
々
、

太
政
大
臣
を
襲
位
し
た
左
大
臣
家
と
、
朱
雀
院
の
外
戚
で
あ
る
右
大
臣
家
、
そ
し
て

髪
黒
大
臣
家
が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
北
の
方
の
大
臣
家
は
「
昔
の
大
臣
家
」
な
の

で
あ
り
、
こ
れ
ら
以
外
の
大
臣
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
八
の
宮
の

母
女
御
の
家
も
大
臣
家
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
家
も
桐
壷
巻
以
前
の
大
臣
家
で

あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
母
方
・
北
の
方
い
ず
れ
の
大
臣
家
と
も
、
前
述
の
左
・
右
大
臣

家
と
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
検

討
は
、
本
稿
で
は
措
く
こ
と
に
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
八
の
宮
と
北
の
方
の
結
婚
は
政
治
的
な
意
味
合
い
を
持
ち
、

そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
双
方
の
家
の
再
興
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
橋
姫
巻
で
は
こ
れ
ま
で
の
物
語
内
で
語
ら
れ
な
か
っ
た
新
事
実
が
明
か

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

　
　
朱
雀
院
の
大
后
の
横
さ
ま
に
思
し
か
ま
へ
て
、
こ
の
宮
を
世
の
中
に
立
ち
継
ぎ

　
　
た
ま
ふ
べ
く
、
わ
が
御
時
、
も
て
か
し
つ
き
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
騒
ぎ
に

　
　
　
　
（
⑤
一
二
五
頁
）

と
語
ら
れ
る
、
東
宮
1
1
冷
泉
廃
太
子
の
陰
謀
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
橋
姫
巻
冒
頭

で
語
ら
れ
た
「
時
移
り
て
…
」
（
⑤
＝
七
頁
）
の
指
す
も
の
が
具
体
化
し
て
示
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
朱
雀
院
の
大
后
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
朱
雀
院
の
母
で
あ
る
弘
徽
殿
大
后

で
あ
る
。
弘
徽
殿
大
后
の
家
で
あ
る
右
大
臣
家
は
、
冷
泉
の
即
位
に
よ
っ
て
権
勢
が

光
源
氏
家
に
移
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。
冷
泉
立
坊
は
桐
壺
院
の
遺
志
に
よ
る
も
の

だ
が
、
冷
泉
の
後
見
は
光
源
氏
で
あ
り
、
そ
の
源
氏
を
須
磨
へ
退
去
さ
せ
る
こ
と
で

冷
泉
の
立
場
を
危
う
く
し
、
そ
の
機
に
乗
じ
、
右
大
臣
家
で
は
冷
泉
の
廃
太
子
を
計

画
し
、
か
わ
っ
て
八
の
宮
を
擁
立
し
よ
う
と
画
策
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
弘
徽
殿
方
が
八
の
宮
擁
立
を
画
策
し
た
理
由
と
し
て
は
、
こ
の
時
ま
で
に

朱
雀
院
に
男
子
が
誕
生
し
な
か
っ
た
こ
と
も
大
き
い
。
し
か
し
た
と
え
こ
の
結
果
、

八
の
宮
が
東
宮
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
朱
雀
院
に
男
子
が
誕
生
し
た
場
合
、
八
の
宮

は
廃
太
子
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。

　
そ
し
て
結
局
は
冷
泉
の
即
位
に
よ
っ
て
八
の
宮
擁
立
の
計
画
が
潰
え
た
あ
と
、
八

の
宮
は
冷
泉
－
光
源
氏
方
と
の
交
際
も
な
く
、
「
世
に
数
ま
へ
ら
れ
た
ま
は
ぬ
古
宮
」

と
し
て
、
ま
た
俗
聖
と
し
て
の
生
活
を
送
る
の
で
あ
る
。
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振
り
返
る
と
、
正
篇
、
特
に
藤
裏
葉
巻
ま
で
は
、
物
語
は
光
源
氏
の
王
権
回
復
を

一
大
テ
ー
マ
と
し
、
ま
た
そ
れ
に
付
随
す
る
栄
華
を
語
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
光
源
氏
の
栄
華
に
圧
倒
さ
れ
、
周
縁
へ
と
弾
き
飛
ば
さ
れ
た
人
物
が
い
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
物
の
一
人
が
八
の
宮
で
あ
っ
た
。
だ
が
物
語
は
、
あ
え
て
そ

こ
に
焦
点
を
当
て
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
八
の
宮
は
こ
れ
ま

で
の
物
語
の
陰
画
に
位
置
し
た
人
物
で
あ
り
、
正
篇
で
そ
の
存
在
が
明
か
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
橋
姫
巻
に
至
っ
て
こ
の
よ
う
な
紹
介
を
さ
れ
る
こ
と
は
、
光
源

氏
の
栄
華
そ
の
も
の
を
、
あ
る
い
は
栄
華
を
語
る
と
い
う
物
語
の
「
語
り
」
そ
の
も

の
を
、
改
め
て
問
い
直
す
恰
好
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
ま
た

後
に
も
述
べ
る
。

　
結
果
と
し
て
、
廃
太
子
計
画
は
未
遂
に
終
わ
っ
た
。
八
の
宮
は
北
の
方
と
の
間
に

二
人
の
姫
君
を
設
け
て
い
る
が
、
妹
君
、
す
な
わ
ち
中
の
君
の
出
産
後
、
北
の
方
は

他
界
す
る
。
こ
れ
は
、
時
勢
に
乗
れ
ず
、
北
の
方
と
の
「
深
き
御
契
り
の
二
つ
な
き

ば
か
り
」
（
⑤
一
一
七
頁
）
を
支
え
と
し
て
い
た
宮
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
痛
恨
の

一
事
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
伝
来
の
宝
物
、
「
祖
父
大
臣
」
の
遣
産
の
ほ

か
、
め
ぼ
し
い
生
活
の
手
段
や
処
世
術
を
持
た
な
か
っ
た
八
の
宮
に
と
っ
て
、
生
活

を
確
保
す
る
た
め
に
は
再
婚
が
も
っ
と
も
現
実
的
な
手
段
で
あ
る
が
、
八
の
宮
は
そ

れ
を
拒
否
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
生
活
の
保
障
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
が
、
八
の
宮
自
身
に
も
そ
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
た
節
が
あ
っ
た
か
と
も
思

わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
八
の
宮
は
零
落
の
道
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
不
幸
は
続
き
、
八
の
宮
邸
は
火
災
に
遭
遇
す
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
火
災
に

っ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。

　
吉
海
直
人
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
物
語
文
学
の
中
に
火
災
の
記
述
が
現
れ
る
こ
と

は
少
な
い
と
さ
れ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
京
中
で
の
火
災
が
二
件
描
か
れ
て
い

（
2
）

る
。
そ
の
う
ち
の
一
件
が
こ
の
八
の
宮
邸
の
火
災
で
あ
り
、
も
う
一
件
は
椎
本
巻
で

の
三
条
の
宮
の
火
災
で
あ
る
。
火
災
の
原
因
に
は
落
雷
や
放
火
な
ど
が
考
え
ら
れ
る

が
、
八
の
宮
邸
火
災
、
三
条
の
宮
火
災
の
い
ず
れ
と
も
、
そ
の
原
因
ま
で
は
言
及
さ

れ
て
い
な
い
。

　
こ
の
火
災
は
八
の
宮
が
宇
治
に
移
る
契
機
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
に
よ
り
物
語
の
舞

台
に
宇
治
が
浮
上
す
る
が
、
一
方
で
こ
の
火
災
は
八
の
宮
の
財
力
の
乏
し
さ
を
端
的

に
示
し
て
も
い
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
三
条
の
宮
は
火
災
後
、
薫
に
よ
っ
て
一
年
後

に
再
建
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
八
の
宮
邸
の
火
災
の
原
因
は
何
で
あ
っ
た
か
。
吉
井
美
弥
子
氏
は
こ
の
火
災
の
背

後
に
「
都
か
ら
八
の
宮
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
徹
底
的
な
ま
で
の
政
治
的
陰
謀
の

（
3
）

影
」
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
火
災
に
政
治
的
陰
謀
が
関
わ
る
こ
と
は
前
掲
吉
海
論
で

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
平
安
時
代
の
火
災
の
一
例
と
し
て
、
慶
滋
保
胤

「
池
庭
記
」
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
二
　
。
。
胡
）
を
確
認
し
て
み
る
。

　
　
…
往
年
一
つ
の
東
閣
有
り
。
華
堂
朱
戸
、
竹
樹
泉
石
、
誠
に
こ
れ
象
外
の
勝
地

　
　
　
　
　
　
　
こ
と

　
　
な
り
。
主
人
事
有
り
て
左
転
せ
ら
れ
、
屋
舎
火
有
り
て
自
つ
か
ら
焼
け
ぬ
。
そ

　
　
の
門
客
の
近
地
に
居
る
者
数
十
家
、
相
率
ゐ
て
去
り
ぬ
。
そ
の
後
主
人
帰
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
ろ

　
　
い
へ
ど
も
、
重
ね
て
修
は
ず
。
子
孫
多
し
と
い
へ
ど
も
、
永
く
住
ま
は
ず
。

　
　
け
い
き
ょ
く

　
　
荊
棘
門
を
鎖
し
、
狐
狸
穴
に
安
ん
ず
。
そ
れ
か
く
の
如
き
は
、
天
の
西
京
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
亡
ぼ
す
な
り
、
人
の
罪
に
非
さ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
…

「
池
庭
記
」
に
は
西
の
京
の
荒
廃
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
い
う
「
主
人
」
と
は

西
宮
左
大
臣
盟
源
高
明
で
あ
る
。
そ
の
高
明
が
「
事
有
り
て
左
転
」
、
つ
ま
り
大
宰

権
帥
に
左
遷
さ
れ
た
安
和
の
変
の
後
に
高
明
邸
が
火
災
に
遭
っ
た
こ
と
を
、
「
池
庭
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記
」
は
伝
え
て
い
る
。
『
日
本
紀
略
』
か
ら
、
安
和
の
変
と
火
災
の
日
時
を
探
っ
て

み
よ
う
。

　
　
（
安
和
二
年
）
（
三
月
）
廿
五
日
壬
寅
。
以
二
左
大
臣
兼
左
近
衛
大
将
源
高
明
一
。

　
　
為
二
大
宰
員
外
帥
一
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
り

　
　
（
同
）
四
月
一
日
戊
申
。
（
中
略
）
午
刻
。
員
外
帥
西
宮
家
焼
亡
。
所
レ
残
雑
舎

　
　
　
（
5
）

　
　
両
三
也
。

『
日
本
紀
略
』
に
拠
れ
ば
、
高
明
邸
の
火
災
は
高
明
が
「
大
宰
員
外
帥
」
と
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

か
ら
わ
ず
か
六
日
後
に
起
き
て
い
る
。
こ
こ
に
政
治
的
陰
謀
を
読
み
取
っ
て
も
良
い

だ
ろ
う
。
「
池
庭
記
」
は
高
明
邸
の
火
災
を
含
め
て
、
西
の
京
の
荒
廃
を
「
天
の
西

京
を
亡
」
し
た
結
果
と
し
て
い
る
が
、
安
和
の
変
と
の
因
果
関
係
を
考
え
る
な
ら

ば
、
こ
こ
に
陰
謀
が
垣
間
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

　
物
語
に
戻
る
と
、
こ
の
火
災
は
八
の
宮
一
家
の
そ
の
後
の
生
き
方
を
決
定
付
け
た

と
い
え
る
。
し
か
し
、
火
災
の
背
後
に
政
治
的
陰
謀
を
読
み
取
っ
た
場
合
に
問
題
と

な
る
の
は
、
い
っ
た
い
誰
が
八
の
宮
邸
に
火
を
放
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
本
居
宣
長
『
玉
の
小
櫛
』
は
、
こ
の
火
災
が
起
こ
り
、
八
の
宮
一
家
が
宇
治
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

移
っ
た
時
期
を
「
雲
隠
巻
の
ほ
ど
に
や
あ
た
る
べ
か
ら
む
」
と
し
て
い
る
。
東
宮
立

坊
の
望
み
が
絶
た
れ
た
後
の
入
の
宮
の
生
活
は
、
祖
父
大
臣
の
財
産
も
失
せ
て
、
わ

ず
か
に
調
度
類
の
み
を
残
し
て
暮
ら
す
と
い
う
落
塊
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

状
態
の
八
の
宮
を
政
治
的
に
、
ま
た
「
徹
底
的
」
（
吉
井
氏
）
に
排
除
す
る
必
要
が

本
当
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
状
況
と
照
合
し
た
場
合
、
そ
こ
に
陰
謀
を
見
出

す
の
は
現
実
味
を
帯
び
て
こ
な
い
。
八
の
宮
邸
火
災
の
原
因
は
人
為
的
な
も
の
か
、

あ
る
い
は
天
変
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
政
治
的
意
図
を
読
み
取
る
の
は
や
や

深
読
み
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
火
災
に
よ
り
京
に
住
む
べ
き
地
を
失
っ
た
八
の
宮
一
家
は
宇
治

へ
と
移
り
住
む
の
だ
っ
た
。

2
　
八
の
宮
と
音
楽

　
八
の
宮
が
零
落
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
は
既
に
見
て
き
た
と
お
り
だ
が
、

宮
に
は
特
筆
す
べ
き
才
が
一
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
音
楽
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
八
の

宮
と
音
楽
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
八
の
宮
は
楽
才
に
秀
で
て
お
り
、
俗
聖
と
し
て
の
生
活
の
中
に
も
「
経
を
片
手
に

持
た
ま
う
て
、
か
つ
読
み
つ
つ
唱
歌
も
し
た
ま
ふ
」
（
⑤
一
二
四
頁
）
様
子
が
語
ら

れ
て
い
た
。

　
絵
合
巻
で
、
蛍
の
宮
は
桐
壷
院
の
皇
子
た
ち
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　
　
…
院
の
御
前
に
て
、
親
王
た
ち
、
内
親
王
、
い
つ
れ
か
は
さ
ま
と
り
ど
り
の
才

　
　
な
ら
は
さ
せ
た
ま
は
ざ
り
け
む
。
…
　
（
②
三
九
〇
頁
）

蛍
の
宮
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
桐
壷
院
の
皇
子
た
ち
は
み
な
、
院
の
方
針
に
よ

っ
て
「
文
才
」
を
は
じ
め
、
楽
な
ど
の
芸
術
の
才
を
身
に
つ
け
た
。
そ
し
て
楽
に
つ

い
て
は
光
源
氏
が
一
番
の
上
手
で
あ
っ
た
と
い
う
。
光
源
氏
は
桐
壷
院
か
ら
楽
を
習

っ
た
と
さ
れ
る
が
、
八
の
宮
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
く
、
物
語
に
も
登
場
す
る
「
雅

楽
寮
の
物
の
師
」
（
⑤
一
二
四
頁
）
な
ど
の
人
々
か
ら
そ
の
多
く
を
学
ん
だ
も
の
と

考
え
た
い
。

　
八
の
宮
は
の
ち
に
源
氏
の
笛
の
音
や
頭
中
将
の
舞
を
回
想
す
る
。
そ
し
て
薫
の
吹

く
笛
の
音
を
「
致
仕
の
大
臣
の
御
族
の
笛
の
音
に
こ
そ
似
た
な
れ
」
（
椎
本
⑤
一

七
一
頁
）
と
聴
き
、
八
の
宮
の
音
楽
の
才
能
は
薫
の
暗
部
に
も
関
わ
っ
て
く
る
の
だ

っ
た
。
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琴
の
名
手
と
さ
れ
る
八
の
宮
だ
が
、
物
語
で
八
の
宮
が
琴
の
琴
を
演
奏
し
て
い
る

場
面
は
一
箇
所
し
か
存
在
し
な
い
。
ま
た
そ
の
場
面
で
は
、
八
の
宮
は
薫
に
よ
り
弾

琴
を
促
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
逡
巡
す
る
よ
う
な
態
度
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
以

下
、
八
の
宮
が
弾
琴
す
る
場
面
を
中
心
に
、
な
ぜ
宮
は
そ
れ
を
躊
躇
す
る
の
か
、
考

察
し
て
み
る
。

　
ま
ず
場
面
を
引
用
す
る
。

　
　
　
明
け
方
近
く
な
り
ぬ
ら
ん
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
あ
り
し
し
の
の
め
思
ひ
出
で
ら

　
　
れ
て
、
琴
の
音
の
あ
は
れ
な
る
こ
と
の
つ
い
で
つ
く
り
出
で
て
、
「
①
前
の
た

び
霧
に
ま
ど
は
さ
れ
は
べ
り
し
曙
に
、
い
と
め
づ
ら
し
き
物
の
音
、
　
一
声
う
け

た
ま
は
り
し
残
り
な
ん
、
な
か
な
か
に
い
と
い
ぶ
か
し
う
、
飽
か
ず
思
う
た
ま

へ
ら
る
る
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
「
色
を
も
香
を
も
思
ひ
棄
て
て
し
後
、
昔

聞
き
し
こ
と
も
み
な
忘
れ
て
な
ん
」
と
の
た
ま
へ
ど
、
人
召
し
て
琴
と
り
よ
せ

て
、
「
い
と
つ
き
な
く
な
り
に
た
り
や
。
②
し
る
べ
す
る
物
の
音
に
つ
け
て
な

ん
、
思
ひ
出
で
ら
る
べ
か
り
け
る
」
と
て
、
琵
琶
召
し
て
、
客
人
に
そ
そ
の
か

し
た
ま
ふ
。
取
り
て
調
べ
た
ま
ふ
。
「
さ
ら
に
、
ほ
の
か
に
聞
き
は
べ
り
し
同

じ
も
の
と
も
、
思
う
た
ま
へ
ら
れ
さ
り
け
り
。
③
御
琴
の
響
き
か
ら
に
や
と
こ

そ
思
う
た
ま
へ
し
か
」
と
て
、
心
と
け
て
も
掻
き
た
て
た
ま
は
ず
。
「
い
で
、

あ
な
さ
が
な
や
。
し
か
御
耳
と
ま
る
ば
か
り
の
手
な
ど
は
、
い
つ
く
よ
り
か
こ

こ
ま
で
は
伝
は
り
来
ん
。
あ
る
ま
じ
き
御
事
な
り
」
と
て
、
琴
掻
き
鳴
ら
し
た

ま
へ
る
、
④
い
と
あ
は
れ
に
心
す
ご
し
。
か
た
へ
は
、
峰
の
松
風
の
も
て
は
や

す
な
る
べ
し
。
⑤
い
と
た
ど
た
ど
し
げ
に
お
ぼ
め
き
た
ま
ひ
て
、

　
　
手
ひ
と
つ
ば
か
り
に
て
や
め
た
ま
ひ
つ
。

簡
単
に
場
面
を
確
認
し
な
が
ら
考
え
て
ゆ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
心
ば
へ
あ
る

　
（
⑤
一
五
六
－
一
五
七
頁
）

薫
は
八
の
宮
に
琴
を
弾
く
よ
う
に
依

頼
す
る
が
（
傍
線
①
）
、
宮
は
薫
が
琵
琶
を
弾
く
な
ら
ば
そ
れ
に
合
わ
せ
て
弾
こ
う

と
い
う
（
傍
線
②
）
。
そ
れ
に
従
い
、
薫
は
八
の
宮
か
ら
琵
琶
を
受
け
取
る
が
、
「
以

前
聞
い
た
音
色
と
は
全
然
違
う
。
あ
の
と
き
は
琴
の
響
き
が
良
い
せ
い
か
と
も
思
い

ま
し
た
が
」
（
傍
線
③
）
と
い
う
。

　
ま
ず
は
こ
こ
に
注
目
し
て
み
た
い
。
傍
線
③
の
「
御
琴
の
響
き
か
ら
に
や
」
に
つ

い
て
、
上
原
作
和
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
か
つ
て
〈
琴
〉
そ
の
も
の
が
「
王
権
」
や
「
罪
」
を
く
換
喩
V
し
て
い
た
ほ
ど

　
　
の
〈
中
心
〉
た
り
え
な
い
こ
と
が
く
御
琴
の
響
き
か
ら
に
や
V
の
薫
の
心
内
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
に
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

続
編
に
お
け
る
琴
の
位
相
が
正
篇
の
そ
れ
と
異
な
る
こ
と
は
抑
え
て
お
く
べ
き
で
あ

る
が
、
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
琴
が
王
権
と
い
う
主
題
を
引
き
寄
せ
る
ほ
ど
の
求
心

力
は
持
た
な
い
も
の
の
、
あ
る
点
で
は
正
篇
の
そ
れ
を
引
き
継
い
で
い
る
と
も
思
わ

れ
る
。

　
こ
の
や
り
と
り
の
あ
と
、
八
の
宮
は
お
も
む
ろ
に
琴
の
琴
を
手
に
取
り
、
演
奏
す

る
が
、
そ
の
音
色
は
「
た
ど
た
ど
し
げ
に
お
ぼ
め
」
い
て
お
り
、
ど
こ
と
な
く
お
ぼ

ろ
げ
で
、
そ
れ
が
名
手
の
演
奏
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
い
難
い
よ
う
で
あ
り
（
傍

線
⑤
）
、
語
り
手
に
よ
り
「
い
と
あ
は
れ
に
心
す
ご
し
」
（
傍
線
④
）
と
評
さ
れ
て
も

い
る
。
繰
り
返
す
が
、
八
の
宮
が
琴
を
弾
く
場
面
は
物
語
中
に
こ
こ
の
み
で
、
そ
の

た
め
に
八
の
宮
の
琴
の
腕
前
が
実
際
は
い
か
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
確
認
す

る
術
は
な
い
。
だ
が
逆
に
考
え
れ
ば
、
〈
弾
琴
を
拒
否
す
る
八
の
宮
〉
の
姿
が
、
物

語
に
は
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
物
語
に
は
こ
の
場
面
の
ほ
か
、
も
う
一
箇
所
、
八
の
宮
が
楽
器
を
演
奏
す
る
場
面

が
あ
る
。
そ
れ
は
椎
本
巻
、
薫
や
匂
宮
は
じ
め
、
当
代
の
貴
公
子
た
ち
が
八
の
宮
邸
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を
訪
れ
た
場
面
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
か
か
る
つ
い
で
に
」
と
、
八
の
宮
に
弾
琴
を
催

促
す
る
が
、
宮
は
そ
れ
を
聞
き
入
れ
ず
、
「
心
に
も
入
れ
ず
」
に
箏
の
琴
を
奏
で
る

の
で
あ
っ
た
（
椎
本
⑤
一
七
三
頁
）
。

　
結
論
に
至
る
前
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
琴
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
き

た
か
を
確
認
し
て
お
く
。
琴
の
琴
は
、
礼
楽
思
想
や
「
君
子
左
琴
」
と
い
う
思
想
を

背
景
に
持
つ
楽
器
で
あ
り
、
高
橋
亨
氏
は
、
「
〈
琴
〉
は
光
源
氏
の
王
者
性
、
潜
在
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

権
を
象
微
す
る
楽
器
と
見
ら
れ
て
い
る
」
と
、
そ
の
当
時
ま
で
の
研
究
を
総
括
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
。
ま
た
上
原
作
和
氏
も
一
連
の
論
考
の
中
で
、
琴
が
「
王
者
の
宝
器
」
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
上
原
氏
の
論
を
端
的
に
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
つ
ま

り
、
正
篇
に
お
け
る
琴
は
、
〈
王
権
〉
を
軸
と
し
て
、
そ
の
音
色
を
変
奏
し
つ
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

「
周
縁
か
ら
中
心
」
へ
と
移
行
し
て
い
く
楽
器
で
あ
っ
た
。
だ
が
続
編
で
の
琴
は

「
正
篇
の
そ
れ
で
は
あ
り
え
」
ず
、
「
〈
琴
〉
も
ま
た
、
他
と
同
様
に
正
篇
の
世
界
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

価
値
観
が
相
対
化
さ
れ
て
い
る
」
と
説
い
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
吉
井
美
弥
子
氏
は

　
　
『
琴
の
琴
』
が
『
王
権
』
と
結
び
つ
い
て
い
た
源
氏
物
語
正
篇
の
〈
楽
〉
の
問

　
　
題
は
、
宇
治
十
帖
に
入
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
八
の
宮
に
限
っ
て
は
、
い
ま
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
に
残
響
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

と
結
論
づ
け
る
論
を
発
表
し
、
上
原
論
に
修
正
を
迫
っ
た
。

　
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
以
下
に
筆
者
の
見
解
を
述
べ
る
。
上
原
氏
の
指
摘
の
と
お

り
、
続
編
に
お
け
る
琴
の
他
楽
器
と
の
差
異
は
確
か
に
希
薄
で
あ
り
、
そ
れ
が
〈
王

者
性
の
証
し
〉
と
ま
で
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
は
吉
井
氏
の
論

を
支
持
し
、
こ
と
入
の
宮
と
琴
に
関
し
て
い
え
ば
、
や
は
り
正
篇
の
問
題
を
継
承
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
八
の
宮
は
か
つ
て
東
宮
候
補
に
も
推
さ
れ
た
、
れ
っ
き
と
し

た
親
王
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
彼
の
高
貴
さ
を
象
徴
す
る
も
の
が
、
楽
才
で
あ
り
、

琴
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
橋
姫
巻
冒
頭
で
語
ら
れ
た
よ
う
に
、
財
産
・
邸
・
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
方
と
、
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
失
い
続
け
」
た
八
の
宮
に
と
っ
て
、
琴
と
は
、
皇
統

に
つ
ら
な
る
老
と
し
て
の
誇
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
世
上
に
翻
弄
さ
れ
た
過
去
の
象

徴
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
八
の
宮
が
琴
を
弾
か
な
い
こ
と
に
よ
り
、
正
篇
で
琴

の
持
っ
て
い
た
王
者
性
が
、
逆
説
的
に
表
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
琴
は
八
の

宮
の
過
去
を
呼
び
覚
ま
す
楽
器
と
し
て
存
在
し
、
宮
が
琴
を
弾
か
な
い
の
は
〈
仏

心
〉
と
い
う
単
純
な
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
宮
の
持
つ
暗
い
過
去
を
重
ね
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
八
の
宮
が
奏

で
る
琴
の
音
色
は
、
自
ら
の
過
去
を
照
ら
し
た
憂
愁
の
響
き
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
3
　
橋
姫
巻
冒
頭
の
語
り
と
菟
道
稚
郎
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
の
わ
き
い
ら
つ
こ

　
最
後
に
、
八
の
宮
の
モ
デ
ル
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
菟
道
稚
郎
子
と
、
橋
姫
巻
冒
頭

の
語
り
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
八
の
宮
の
モ
デ
ル
に
応
神
天
皇
の

子
・
菟
道
稚
郎
子
（
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
。
以
下
同
）
を
指
摘
し
た
の
は
『
花
鳥

余
情
』
で
あ
っ
た
。
『
花
鳥
余
情
』
は
次
の
よ
う
に
注
す
る
。

　
　
む
か
し
の
う
ち
わ
か
子
は
こ
の
か
み
に
位
を
ゆ
つ
り
て
う
ち
に
こ
も
り
給
へ
り

　
　
こ
の
八
宮
は
御
お
と
う
と
に
と
う
宮
を
こ
さ
れ
て
う
ち
に
か
く
れ
侍
り
　
こ
と

　
　
こ
と
な
る
や
う
な
れ
と
そ
の
ほ
い
を
と
け
す
し
て
世
を
う
ち
山
に
名
を
の
か
れ

　
　
侍
る
　
そ
の
あ
と
あ
ひ
に
た
る
う
へ
と
も
に
兄
弟
の
あ
ひ
た
の
事
な
れ
は
か
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
く
に
宇
治
の
巻
と
は
申
つ
た
へ
侍
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
つ
ぎ
の
み
こ

　
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
菟
道
稚
郎
子
は
父
・
応
神
天
皇
に
よ
っ
て
「
太
子
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
さ
ざ
き
の
み
こ
と

と
さ
れ
な
が
ら
も
、
父
の
死
後
に
即
位
せ
ず
、
み
ず
か
ら
命
を
絶
ち
、
大
鵬
鶉
尊
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に
皇
位
を
譲
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
八
の
宮
と
菟
道
稚
郎
子
に
は
相
違
点
も
多
く
存

在
し
、
こ
の
点
、
両
者
の
〈
宇
治
〉
と
の
関
わ
り
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
『
花
鳥
余
情
』
説
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
た
の
は
本
居
宣
長
で
あ
っ
た
。
宣

長
は
『
玉
の
小
櫛
』
の
中
で
、
八
の
宮
を
「
惟
喬
親
王
に
准
擦
し
て
書
る
な
る
へ
し
」

「
薫
君
の
と
ぶ
ら
ひ
参
り
給
へ
る
も
、
業
平
ノ
朝
臣
の
お
も
か
げ
あ
り
」
と
、
『
伊
勢

物
語
』
に
引
き
つ
け
た
惟
喬
親
王
准
擦
説
を
主
張
し
、
菟
道
稚
郎
子
説
を
「
さ
ら
に

　
　
（
1
5
）

よ
し
な
し
」
と
し
て
斥
け
た
。
宣
長
の
指
摘
は
断
片
的
で
あ
っ
て
、
『
玉
の
小
櫛
』

で
も
深
く
言
及
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
『
伊
勢
物
語
』
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
、

大
君
・
中
の
君
姉
妹
を
初
段
の
「
女
は
ら
か
ら
」
に
比
す
こ
と
が
で
き
、
こ
の
読
み

方
は
薫
の
物
語
を
解
釈
す
る
上
で
の
重
要
な
方
法
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
こ
の
ほ
か
、
八
の
宮
の
モ
デ
ル
は
諸
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
諸
説
に
つ

い
て
の
検
討
も
重
要
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
菟
道
稚
郎
子
と
八
の
宮
の
関

係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
高
橋
亨
氏
は
八
の
宮
・
菟
道
稚
郎
子
・
惟
喬
親
王
の
共
通
要
素
と
し
て
「
王
権
喪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

失
と
異
郷
的
空
間
」
を
抽
出
し
た
。
八
の
宮
論
の
軸
と
し
て
は
氏
の
指
摘
か
ら
大
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

く
プ
レ
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
が
、
氏
は
ま
た
八
の
宮
に
「
落
魂
の
反
逆
老
」
（
傍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
や
ま
も
り
の
み
こ
と

点
引
用
者
）
と
し
て
の
姿
を
見
て
お
り
、
菟
道
稚
郎
子
に
反
逆
し
た
大
山
守
命
を

も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
言
う
。
確
か
に
、
八
の
宮
は
冷
泉
醐
源
氏
体
制
へ
の
反

逆
者
－
実
際
に
は
弘
徽
殿
方
の
偲
偲
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
ー
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

が
、
や
は
り
〈
宇
治
〉
と
く
菟
道
V
の
関
係
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
大
山
守
命
を
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ね
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
八
の
宮
を
反
逆
者
と
見
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
廃
太
子
未
遂
事
件
が
物
語
の
時
間

に
即
し
て
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
八
の
宮
自
身
の
立
坊
の
意
志
は
不
明
で

あ
り
、
彼
を
弘
徽
殿
大
后
ら
と
同
じ
〈
反
逆
者
〉
と
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
は
躊
躇
さ

れ
る
。
ま
た
八
の
宮
を
く
反
逆
者
V
と
し
て
糾
弾
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
廃
太
子

未
遂
事
件
に
関
わ
っ
た
人
々
が
反
逆
し
た
対
象
は
誰
で
あ
る
の
か
、
こ
の
点
を
明
確

に
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
「
父
の
遺
志
」
と
い
う
見
地
に
立
て
ば
、
応
神
の
遺
志
通
り

に
即
位
し
な
か
っ
た
菟
道
稚
郎
子
も
父
へ
の
反
逆
者
で
あ
り
、
冷
泉
を
東
宮
に
、
と

い
う
「
父
の
遺
志
」
に
背
い
た
八
の
宮
も
父
へ
の
反
逆
者
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
八
の
宮
を
単
純
に
く
反
逆
者
V
と
見
る
こ
と
は
難
し
い

と
思
わ
れ
る
。

　
非
常
に
私
的
な
印
象
で
は
あ
る
が
、
橋
姫
巻
か
ら
は
反
逆
者
と
し
て
の
八
の
宮
豫

は
読
み
取
り
難
い
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
は
、
事
件
に
関
す
る
八
の
宮
の
心
中
が
直
接

的
に
語
ら
れ
な
い
こ
と
も
原
因
し
て
い
よ
う
が
、
一
方
で
、
語
り
手
の
〈
語
り
方
〉

も
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
結
論
か
ら
述
ぺ
る
と
、
橋
姫
巻
の
語
り
は
「
反
逆
者
と
し
て
の
八
の
宮
像
を
鱈
晦

す
る
語
り
」
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
東
宮
冷
泉
を
廃
そ
う
と

す
る
具
体
的
な
思
惑
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
時
間
的
に
考
え
る
な
ら
ば
橋
姫
巻
の
冒
頭

で
語
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
と
り
た
て
た
後
見
も
い
な
い
、
家
具
ば
か
り
残
っ
た
邸
宅
で
の
暮
ら
し
と
火
災
の

記
述
に
挟
ま
れ
、
「
源
氏
の
大
殿
の
御
弟
、
八
の
宮
と
そ
聞
こ
え
し
を
、
…
」
（
⑤
一

二
五
頁
）
と
、
廃
太
子
未
遂
の
事
実
は
唐
突
に
語
ら
れ
る
。
三
田
村
雅
子
氏
は
こ
う

し
た
語
り
に
つ
い
て

　
　
一
方
的
被
害
者
に
近
い
八
宮
を
こ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
で
、
宇
治
十
帖
は
読
者

　
　
に
、
今
度
は
入
宮
の
立
場
に
寄
り
添
っ
て
、
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
き
た
物
語
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
も
う
一
度
捉
え
返
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
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と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
政
変
の
意
図
が
後
に
な
っ
て
明
か
さ
れ
て
い
る
の
は
、

光
源
氏
の
栄
華
の
外
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
八
の
宮
に
語
り
手
が
肩
入
れ
し
て
い
る
た

め
で
あ
り
、
そ
し
て
橋
姫
巻
以
後
の
物
語
が
こ
れ
ま
で
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
箇
所
に

光
を
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
宇
治
と
い
う
地
が
、
菟

道
稚
郎
子
の
〈
悲
劇
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
、
そ
れ
に
よ
り
反
逆
者
と
し
て
の
八

の
宮
像
が
隠
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
日
本
書
紀
』
の
菟
道
稚
郎
子
説
話
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
は
難
し
い
問

題
で
は
あ
る
。
だ
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
実
際
の
皇
位
継
承
は
『
日
本
書
紀
』
に
記

さ
れ
る
よ
う
な
美
談
め
い
た
も
の
で
は
な
く
、
応
神
か
ら
仁
徳
へ
と
皇
位
継
承
さ
れ

る
間
に
兄
弟
間
の
争
い
が
あ
っ
た
と
想
定
し
、
大
鶴
鶉
尊
が
菟
道
稚
郎
子
を
打
倒
し

た
の
だ
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
で
菟
道
稚
郎
子
は
皇
位
に
即
か
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
を
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
自
殺
」
（
『
古
事
記
』
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

は
天
折
）
と
改
変
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
改
変
の
意
図
は
仁
徳
天
皇
像
と
関

わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
改
変
が
結
果
と
し
て
菟
道
稚
郎
子
に

悲
劇
性
を
付
加
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
『
日
本
書
紀
』
や
『
花
鳥
余
情
』
の
引
く
菟
道
稚
郎
子
説
話
を
見
る
と
、

自
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
菟
道
稚
郎
子
は
皇
位
か
ら
自
ら
退
い
た
、
と
い
う
ニ
ュ
ア

ソ
ス
が
読
み
取
ら
れ
る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
に
は
菟
道
稚
郎
子
が
典
籍
に
通
じ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
菟
道
稚
郎
子
を
美
化
す
る
と
同
時
に
、
大
鵤
鶉

尊
へ
の
皇
位
移
譲
の
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。　

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る
と
、
ど
の
よ
う
な
八
の
宮
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
八
の
宮
も
ま
た
、
来
る
べ
き
冷
泉
－
光
源
氏
体
制
へ
の
異
議
申
し
立
て
に
加
わ

っ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
た
。
だ
が
、
結
局
ク
ー
デ
タ
ー
は
未
遂
に
終
わ

り
、
ま
た
八
の
宮
が
宇
治
へ
と
移
る
こ
と
で
、
そ
の
背
景
に
菟
道
稚
郎
子
の
イ
メ
ー

ジ
が
生
成
さ
れ
、
八
の
宮
の
反
逆
者
と
し
て
の
姿
は
、
菟
道
稚
郎
子
の
姿
を
重
ね
合

わ
せ
る
こ
と
で
巧
妙
に
隠
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
喜
撰
の
歌

　
　
わ
が
い
ほ
は
宮
こ
の
た
つ
み
し
か
ぞ
す
む
世
を
う
ち
山
と
人
は
い
ふ
な
り

　
　
（
『
古
今
集
』
巻
一
八
　
㊤
Q
。
ω
）

に
詠
ま
れ
る
〈
憂
し
＞
1
1
〈
宇
治
〉
と
す
る
響
き
も
、
八
の
宮
の
悲
劇
性
を
演
出
し
て

い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
八
の
宮
を
め
ぐ
っ
て
、
橋
姫
巻
で
は
さ
ま
さ
ま
な
新
事
実
が
語
ら
れ
て
き
た
。
こ

れ
ま
で
物
語
を
読
み
進
め
て
き
た
読
者
は
、
こ
れ
に
違
和
感
を
覚
え
る
の
も
無
理
は

な
い
だ
ろ
う
。
物
語
が
こ
こ
で
新
事
実
を
明
か
し
た
の
は
、
歴
史
叙
述
の
方
法
と
も

関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
な
お
こ
の
考
察
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
解
釈
に
『
日
本
書
紀
』
を
用
い
た
。
だ
が

こ
う
し
た
方
法
に
つ
い
て
、
神
野
志
隆
光
氏
は
〈
日
本
書
紀
〉
受
容
の
実
態
に
即
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

た
解
釈
を
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
平
安
期
に
は
『
日
本
書
紀
』
そ
の

も
の
が
受
容
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
『
日
本
書
紀
』
を
再
構
築
し
た
書
－
氏
は

こ
れ
ら
を
く
平
安
期
日
本
紀
V
と
称
し
て
い
る
ー
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
考
慮
に
入
れ
、
物
語
を
い
ち
ど
日
本
紀
言
説
の
中
に
置
い
て
論
じ
な
く
て
は
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
菟
道
稚
郎
子
と
大
鶴
鶉
尊
の
皇

位
相
譲
謳
に
つ
い
て
は
『
日
本
紀
立
見
宴
和
歌
』
に
は
見
い
だ
せ
た
も
の
の
、
私
記
に

は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
ま
た
『
花
鳥
余
情
』
が
提
示
し
た
菟
道
稚
郎
子
説
話
も
厳

密
な
出
典
は
不
明
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
、
本
考
察
は
現
時
点
で
の
筆
者
の
読
み
の
範

疇
を
出
ら
れ
な
い
。
菟
道
稚
郎
子
に
つ
い
て
の
〈
日
本
紀
言
説
〉
を
見
い
だ
す
こ
と
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に
よ
っ
て
、
物
語
自
体
、
あ
る
い
は
注
釈
書
の
読
み
の
、
よ
り
受
容
に
根
ざ
し
た
解

釈
が
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
。
〈
日
本
紀
〉
の
み
な
ら
ず
、
依
拠
す
る
資
料
の
受
容
実

態
を
考
え
る
こ
と
は
、
引
用
等
を
考
察
す
る
場
合
に
も
、
意
識
的
に
な
る
こ
と
が
必

要
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
最
後
に
な
っ
た
が
、
八
の
宮
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
の
は
「
俗
聖
」
と
し
て
の

姿
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
特
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
八
の

宮
に
と
っ
て
の
仏
道
と
は
、
「
救
済
」
と
い
う
単
純
な
言
葉
で
済
ま
さ
れ
る
よ
う
な

性
質
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
八
の
宮
の
過
去

が
、
「
俗
聖
」
と
し
て
の
あ
り
方
に
い
か
に
作
用
し
て
い
る
か
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
橋
姫
巻
以
降
の
物
語
を
含
め
た
上
で
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注
（
1
）
　
「
宇
治
八
の
宮
論
　
ー
原
点
と
し
て
の
過
去
を
探
る
ー
」
（
伊
井
春
樹
ほ
か
編
『
源
氏

　
　
物
語
と
古
代
世
界
』
新
典
社
　
一
九
九
七
年
）

（
2
）
　
「
『
火
事
』
と
平
安
朝
文
学
」
（
『
源
氏
物
語
の
新
考
察
ー
人
物
と
表
現
の
虚
実
ー
』
お

　
　
う
ふ
う
　
二
〇
〇
三
年
）

（
3
）
　
「
薫
と
〈
女
三
の
宮
＞
1
源
氏
物
語
第
三
部
の
一
断
面
1
」
（
『
国
文
学
研
究
』
第
百
集

　
　
一
九
九
〇
年
三
月
）

（
4
）
　
引
用
お
よ
び
訓
読
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
っ
た
。

（
5
）
　
引
用
は
『
新
訂
増
補
　
国
史
大
系
』
に
拠
っ
た
。

（
6
）
　
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
四
巻
（
筑
摩
書
房
　
一
九
六
九
年
）
　
二
六
九
頁

（
7
）
　
「
〈
琴
V
の
ゆ
く
へ
㈹
1
楽
統
継
承
謳
あ
る
い
は
宇
治
十
帖
の
精
神
史
的
基
層
1
」

　
　
（
『
光
源
氏
物
語
の
思
想
史
的
変
貌
1
〈
琴
V
の
ゆ
く
へ
』
　
有
精
堂
　
一
九
九
四
年
）

（
8
）
　
「
源
氏
物
語
の
〈
琴
〉
の
音
　
知
の
歴
史
語
り
の
遠
近
法
」
（
『
季
刊
一
8
三
犀
o
』
2
3

　
　
一
九
九
二
年
四
月
）

（
9
）
　
注
（
7
）
前
掲
書
所
収
の
一
連
の
論
考
。

（
1
0
）
　
「
琴
の
ゆ
く
へ
②
ー
楽
統
継
承
謀
の
方
法
あ
る
い
は
光
源
氏
物
語
の
思
想
史
的
位
相

　
1
」
（
注
（
7
）
前
掲
書
）

（
H
）
注
（
7
）
前
掲
論
文

（
1
2
）
　
「
宇
治
八
の
宮
の
『
琴
の
琴
』
1
響
か
ぬ
音
色
ー
」
（
『
日
本
文
学
』
4
3
巻
7
号
　
一
九

　
　
九
四
年
七
月
）
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
1
3
）
吉
井
氏
注
（
9
）
前
掲
論
。

（
1
4
）
　
中
野
幸
一
編
『
花
鳥
余
情
』
（
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
　
第
二
巻
　
武
蔵
野
書
院

　
　
一
九
七
八
年
）

（
1
5
）
　
注
（
6
）
前
掲
書
　
四
七
七
頁

（
1
6
）
　
た
と
え
ば
関
根
賢
司
「
源
氏
物
語
と
日
本
紀
」
（
『
物
語
文
学
論
－
源
氏
物
語
前
後
1
』

　
　
桜
楓
社
　
一
九
八
〇
年
）
は
宇
治
王
の
イ
メ
ー
ジ
を
指
摘
、
ま
た
土
方
洋
一
「
宇
治
の

　
　
物
語
の
始
動
－
第
二
部
か
ら
第
三
部
へ
ー
」
（
『
源
氏
物
語
の
テ
ク
ス
ト
生
成
論
』
笠
間

　
　
書
院
　
二
〇
〇
〇
年
）
は
宇
治
に
別
業
を
営
ん
だ
源
融
を
指
摘
す
る
。

（
1
7
）
　
「
宇
治
物
語
時
空
論
」
『
源
氏
物
語
の
対
位
法
』
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
八
二
年

（
1
8
）
　
阿
部
好
臣
「
王
権
を
背
く
も
の
1
宇
治
十
帖
冒
頭
の
位
置
づ
け
ー
」
（
『
日
本
文
学
』

　
　
3
3
巻
5
号
　
一
九
八
四
年
）
も
こ
の
点
を
強
調
す
る
。

（
1
9
）
　
『
源
氏
物
語
　
物
語
空
間
を
読
む
』
ち
く
ま
新
書
　
一
九
九
七
年

（
2
0
）
　
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
神
田
秀
夫
「
仁
徳
グ
ル
ー
プ
と
継
体
グ
ル
ー
プ
」
（
『
古
事

　
　
記
の
構
造
』
明
治
書
院
　
一
九
五
九
年
）
、
住
野
勉
一
「
太
子
菟
道
稚
郎
子
の
こ
と
ど

　
　
も
」
（
横
田
健
一
編
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
二
十
冊
　
塙
書
房
　
一
九
九
六
年
）
、
三
浦

　
　
佑
之
「
聖
帝
へ
の
道
－
大
雀
か
ら
仁
徳
へ
」
（
『
神
話
と
歴
史
叙
述
』
若
草
書
房
　
一
九

　
　
九
八
年
）
な
ど
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
兄
弟
間
の
皇
位
継
承
争
い
の
背
景
に
つ
い
て

　
　
は
神
田
論
、
住
野
論
の
他
、
吉
井
巖
「
応
神
天
皇
の
周
辺
」
（
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』

　
　
塙
書
房
　
一
九
六
七
年
）
に
も
詳
述
さ
れ
る
。

（
2
1
）
　
「
「
日
本
紀
」
と
『
源
氏
物
語
』
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
7
5
巻
1
1
号
　
一
九
九
九
年
十

　
　
一
月
）
ほ
か
、
吉
森
佳
奈
子
「
『
河
海
抄
』
の
日
本
紀
」
、
「
『
源
氏
物
語
』
と
日
本
紀
」

　
　
（
『
『
河
海
抄
』
の
『
源
氏
物
語
』
』
和
泉
書
院
　
二
〇
〇
三
年
）
も
同
趣
の
提
言
を
す
る
。
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