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一

藤
原
定
家
筆
、
御
物
本
『
更
級
日
記
』
奥
書
に
は
「
常
陸
守
菅
原
孝
標
の
女
の
日
記

な
り
、
傅
の
殿
の
母
上
の
姪
な
り
、
夜
半
の
寝
覚
、
御
津
の
浜
松
、
み
づ
か
ら
く
ゆ
る
、
あ

さ
く
ら
な
ど
は
、
こ
の
日
記
の
人
の
つ
く
ら
れ
た
る
と
ぞ
」１
と
書
か
れ
て
お
り
、
孝
標
女

が
物
語
作
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多

く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
じ
続
け
ら
れ
、
そ
れ
を
支
持
す
る
の
が
現
在
で
は
ほ
ぼ
定

説
と
な
っ
て
い
る
が
、
個
々
の
物
語
の
作
者
を
彼
女
と
す
る
確
証
が
な
い
た
め
、
い

ま
だ
に
断
定
で
き
な
い
。
物
語
作
者
と
し
て
の
孝
標
女
を
考
え
る
に
は
、
彼
女
と
先

行
物
語
、
特
に
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
係
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
孝
標
女
は
『
源

氏
物
語
』
の
早
い
時
期
の
読
者
と
し
て
、
こ
な
れ
た
読
み
に
も
と
づ
い
て
日
記
の
中

に
『
源
氏
物
語
』
を
多
岐
に
わ
た
っ
て
引
用
し
、『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
の
理
解

と
教
養
の
高
さ
を
示
し
た
２
。
ま
た
、
紫
式
部
と
同
じ
く
漢
学
者
の
娘
で
あ
り
、
宮

仕
え
の
経
験
を
持
つ
女
房
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
書
く
女
と
し
て
の
紫
式
部
に
対
し

て
、
孝
標
女
は
特
別
な
意
識
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
女
の
物
語
創
作
は
、

『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
と
紫
式
部
へ
の
そ
う
し
た
意
識
に
ね
ざ
す
と
言
わ
れ
て

い
る
３
。
さ
ら
に
、
孝
標
女
と
そ
の
作
品
に
つ
い
て
、
個
人
の
立
場
と
人
生
を
越
え
、

ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
、
共
有
す
る
知
識
と
感
性
を
持
つ
文
化
人
の
世
界
に
お
い
て
捉
え

る
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
４
。
孝
標
女
が
生
き
た
時
代
に
、
藤
原
道
長
か
ら

そ
の
子
頼
通
へ
と
受
け
継
が
れ
た
貴
族
社
会
の
栄
華
が
そ
の
絶
頂
に
達
し
、
そ
の
後

次
第
に
衰
退
し
て
い
く
。
し
か
し
、
頼
通
は
た
だ
父
道
長
の
影
の
中
に
あ
る
ば
か
り

で
は
な
か
っ
た
。
文
化
に
対
す
る
彼
の
情
熱
、
指
導
力
、
求
心
力
の
強
さ
が
改
め
て

評
価
さ
れ
、
頼
通
が
中
心
と
な
る
文
化
圏
の
一
員
と
し
て
の
孝
標
女
お
よ
び
そ
の
作

品
を
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
強
ま
っ
て
き
た
５
。

一
方
、
永
承
七
（
一
〇
五
二
）
年
、
末
法
の
世
が
到
来
し
た
こ
と
も
見
落
と
せ
な

い
。
絶
望
感
と
虚
脱
感
が
貴
族
社
会
に
広
が
り
、
文
芸
に
も
大
き
く
影
響
し
て
い
た
。

『
更
級
日
記
』
も
当
時
の
時
代
背
景
と
孝
標
女
を
取
り
囲
む
文
化
圏
の
特
徴
を
反
映

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
以
下
で
は
『
更
級
日
記
』
の
宮
仕
え
の
記
事
を
中
心
に
、

孝
標
女
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
時
代
背
景
を
受
け
止
め
、
頼
通
の
文
化
世
界
と
ど
の
よ

う
な
か
か
わ
り
を
持
ち
、
そ
の
一
員
と
し
て
執
筆
活
動
を
し
て
い
た
か
を
考
え
て
み

た
い
。

二

『
更
級
日
記
』
が
成
立
す
る
時
期
は
、
康
平
元
（
一
〇
五
八
）
年
九
月
二
十
五
日

に
夫
橘
俊
通
が
な
く
な
っ
て
ま
も
な
い
頃
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ち
ょ

う
ど
藤
原
頼
通
が
政
治
的
立
場
に
お
い
て
も
、
文
化
へ
の
関
与
の
面
に
お
い
て
も
、

そ
の
存
在
が
大
き
く
な
っ
た
時
期
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
頼
通
的
世
界
」６
と
称
さ

れ
る
時
代
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
背
景
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学
た
ち
に
よ
っ
て
詳

細
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
孝
標
女
の
宮
仕
え
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
の
前
提
と

な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

後
一
条
朝
寛
仁
元
（
一
〇
一
七
）
年
三
月
十
六
日
、
頼
通
は
父
道
長
か
ら
摂
政
を

孝
標
女
と
宮
仕
え

　
　
　
　
―
二
、三
の
問
題
点
を
め
ぐ
っ
て
―

樊
　
穎
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譲
ら
れ
、
そ
の
翌
々
年
寛
仁
三
（
一
〇
一
九
）
年
十
二
月
二
十
二
日
に
関
白
と
な
っ

た
。
万
寿
四
（
一
〇
二
七
）
年
十
二
月
四
日
、
道
長
が
世
を
去
っ
た
。
以
来
、
後
一

条
朝
の
後
半
か
ら
、
後
朱
雀
、
後
冷
泉
の
三
代
に
亘
っ
て
、
関
白
頼
通
の
専
権
時
代

が
続
い
た
。
頼
通
自
身
は
和
歌
も
詠
み
、
勅
撰
集
『
後
拾
遺
集
』
以
下
十
六
首
入

集
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
和
琴
や
笙
も
で
き
、
漢
詩
も
詠
ん
で
お
り
、
文
芸
全

般
に
興
味
を
示
し
て
い
る
７
。
万
寿
年
間
以
降
、
頼
通
は
積
極
的
に
詩
会
・
歌
会
を

開
催
し
、
長
元
年
間
（
一
〇
二
八
〜
一
〇
三
六
）
か
ら
長
久
年
間
（
一
〇
四
〇
〜

一
〇
四
三
）
に
か
け
て
、
そ
の
頂
点
を
迎
え
た
。
能
因
、
源
経
信
や
和
歌
六
人
党
な

ど
の
男
性
歌
人
は
そ
こ
に
頻
繁
に
出
入
り
し
て
い
た
。
ま
た
、
後
宮
に
は
、
頼
通
女

で
皇
后
の
四
条
宮
寛
子
、
頼
通
の
養
女
で
後
朱
雀
妃
嫄
子
腹
の
祐
子
内
親
王
と
六
条

斎
院
禖
子
の
三
サ
ロ
ン
が
あ
り
、
頼
通
は
そ
の
後
見
役
と
し
て
頻
繁
に
歌
合
や
物
語

合
を
主
催
し
た
。
そ
こ
で
伊
勢
大
輔
、
相
模
、
四
条
宮
下
野
、
一
宮
紀
伊
、
出
羽
弁

な
ど
の
女
性
歌
人
が
活
躍
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
後
宮
サ
ロ
ン
に
は
、『
源

氏
物
語
』
の
伝
統
を
受
け
る
『
狭
衣
物
語
』『
御
津
の
浜
松
』『
夜
半
の
寝
覚
』
な
ど

の
長
・
中
編
物
語
や
、『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
を
は
じ
め
と
す
る
お
び
た
だ
し

い
散
逸
短
編
物
語
が
生
ま
れ
た
。

一
条
朝
の
文
化
サ
ロ
ン
が
持
つ
「
対
立
を
は
ら
ん
だ
緊
張
や
優
雅
に
ひ
そ
む
真
剣

さ
」８
と
違
っ
て
、
頼
通
専
制
時
代
の
後
宮
サ
ロ
ン
は
、
平
安
後
期
の
成
熟
期
の
文

化
世
界
の
隆
盛
を
反
映
し
て
い
る
一
方
、「
一
切
の
対
立
が
統
合
さ
れ
る
」「
は
り
が

な
い
平
静
か
つ
平
凡
な
サ
ロ
ン
」９
と
い
わ
れ
て
き
た
。『
源
氏
物
語
』
以
来
、
そ
れ

と
等
し
き
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
作
品
と
作
者
が
現
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ

の
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
宮
に
仕
え
る
女
房
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
孝
標

女
と
同
じ
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
育
っ
た
世
代
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』

を
は
じ
め
と
す
る
文
芸
へ
の
享
受
と
理
解
を
、
相
当
な
レ
ベ
ル
で
共
有
・
共
感
し
て

い
る
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
後
宮
サ
ロ
ン
は
、
と
も
に
頼
通

を
後
見
役
と
し
て
い
る
の
で
、
頼
通
の
目
指
し
て
い
る
文
化
世
界
の
一
部
と
し
て
、

彼
の
下
で
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

頼
通
の
下
で
統
一
さ
れ
た
平
穏
太
平
な
後
宮
サ
ロ
ン
の
一
つ
、
祐
子
内
親
王
の
後

宮
サ
ロ
ン
に
、
孝
標
女
は
出
仕
し
て
い
た
。
彼
女
の
出
仕
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
き
っ
か

け
に
つ
い
て
は
、
頼
通
の
後
宮
政
策
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
一
条
天
皇

が
九
歳
で
即
位
し
、
三
十
歳
で
崩
御
す
る
ま
で
、
外
祖
父
道
長
、
伯
父
頼
通
の
二
代

の
関
白
の
後
見
を
受
け
て
い
た
の
と
違
い
、
後
朱
雀
天
皇
は
、
即
位
し
た
と
き
に
す

で
に
二
十
八
歳
で
、
周
囲
の
状
況
を
冷
静
に
見
極
め
る
観
察
能
力
と
自
分
の
意
志
で

判
断
す
る
習
慣
を
持
つ
大
人
に
な
っ
て
か
ら
の
天
皇
即
位
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
後
朱

雀
天
皇
に
対
し
て
い
さ
さ
か
警
戒
心
を
抱
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
頼
通
は
摂

関
家
の
権
力
を
誇
示
し
、
終
始
威
圧
的
な
姿
勢
で
臨
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
天
皇
の

外
戚
と
し
て
長
く
政
権
の
中
心
に
あ
ろ
う
と
、
後
宮
政
策
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
頼
通
は
養
女
嫄
子
を
後
朱
雀
天
皇
の
後
宮
に
入
れ
た
。

し
か
し
、
長
暦
二
（
一
〇
三
八
）
年
四
月
一
日
に
、
第
一
子
の
祐
子
内
親
王
を
出
産

し
、
翌
長
暦
三
（
一
〇
三
九
）
年
八
月
十
九
日
に
、
第
二
子
の
禖
子
内
親
王
を
出
産

し
て
、
嫄
子
は
ま
も
な
く
崩
じ
た
の
で
あ
る
。
頼
通
の
実
の
娘
寛
子
が
ま
だ
幼
く
、

後
朱
雀
天
皇
の
後
宮
に
入
内
で
き
る
年
齢
で
は
な
い
た
め
、
頼
通
の
後
宮
政
策
が
行

き
詰
ま
っ
た
。
そ
ん
な
頼
通
に
と
っ
て
、
嫄
子
が
残
し
た
二
人
の
内
親
王
は
、
後
朱

雀
天
皇
と
の
関
係
を
取
り
持
ち
、
皇
族
と
の
連
携
を
強
化
す
る
重
要
な
存
在
と
な
っ

て
い
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
祐
子
内
親
王
が
初
孫
で
も
あ
る
た
め
、
禖
子
内
親

王
と
は
異
な
る
思
い
を
、
頼
通
は
抱
い
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
10
。
実
際

に
、
祐
子
内
親
王
の
家
司
に
正
四
位
下
蔵
人
頭
藤
原
資
房
が
就
任
し
、
頼
通
は
直
接

後
見
役
を
務
め
た
の
に
対
し
、
禖
子
内
親
王
の
家
司
に
は
、
具
平
親
王
の
皇
子
で
頼
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通
室
隆
姫
の
弟
、
頼
通
の
猶
子
で
あ
る
正
二
位
大
納
言
源
師
房
が
就
任
し
て
い
た
た

め
、
頼
通
の
代
わ
り
に
、
禖
子
内
親
王
の
実
際
の
後
見
役
を
務
め
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
で
き
よ
う
11
。
ま
た
、
多
く
の
先
行
研
究
に
言
及
さ
れ
る
『
春
記
』
長
久
元

年
十
一
月
二
十
三
日
条
か
ら
も
、
頼
通
の
そ
の
気
持
ち
の
一
斑
が
う
か
が
え
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
祐
子
内
親
王
が
二
歳
の
と
き
、
着
袴
の
儀
を
行
い
、
頼
通
の
強
引
な

奏
上
で
祐
子
内
親
王
に
准
后
の
勅
許
が
下
さ
れ
た
と
い
う
。
内
親
王
の
養
育
の
た
め

に
、
頼
通
は
才
能
あ
る
女
房
を
集
め
、
サ
ロ
ン
の
形
成
と
充
実
を
図
ろ
う
と
し
た
。

特
に
祐
子
内
親
王
の
後
宮
サ
ロ
ン
は
、
頼
通
が
直
接
後
見
役
を
務
め
て
い
た
た
め
、

彼
の
目
指
し
た
文
芸
的
志
向
性
に
沿
っ
て
、
頼
通
の
文
化
世
界
の
一
環
と
し
て
構
成

さ
れ
た
。

頼
通
の
後
宮
政
策
と
文
芸
的
志
向
性
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
祐
子
内
親
王
の
後
宮

サ
ロ
ン
に
は
、
数
多
く
の
女
房
が
集
め
ら
れ
、
そ
の
中
に
菅
原
孝
標
女
も
い
た
。
孝

標
女
は
『
新
古
今
集
』
以
下
勅
撰
集
に
十
四
首
入
集
す
る
ほ
ど
の
歌
才
が
あ
り
、
物

語
作
家
と
し
て
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
の
出
仕
に
は
必
然
性
が
あ
り
、
当
時
の

後
宮
サ
ロ
ン
の
文
化
活
動
を
担
う
一
員
と
し
て
、
頼
通
の
文
化
世
界
で
活
躍
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

三

　
『
更
級
日
記
』
の
中
で
孝
標
女
の
初
出
仕
の
前
後
の
状
況
に
つ
い
て
こ
う
書
か

れ
て
い
る
。

十
月
に
な
り
て
、
京
に
う
つ
ろ
ふ
。
母
、
尼
に
な
り
て
、
同
じ
家
の
内
な
れ
ど
、
方
こ

と
に
す
み
は
な
れ
て
あ
り
。
父
は
、
た
だ
わ
れ
を
お
と
な
に
し
す
ゑ
て
、
わ
れ
は
世
に

も
出
で
交
ら
は
ず
、
か
げ
に
隠
れ
た
ら
む
や
う
に
て
ゐ
た
る
を
見
る
も
、
頼
も
し
げ
な

く
心
ぼ
そ
く
お
ぼ
ゆ
る
に
、
聞
こ
し
め
す
ゆ
か
り
あ
る
所
に
、「
な
に
と
な
く
つ
れ
づ
れ

に
心
ぼ
そ
く
て
あ
ら
む
よ
り
は
」
と
召
す
を
、
古
代
の
親
は
、
宮
仕
へ
人
は
い
と
憂
き

こ
と
な
り
と
思
ひ
て
、
過
ぐ
さ
す
る
を
、「
今
の
世
の
人
は
、
さ
の
み
こ
そ
は
出
で
た
て
。

さ
て
も
お
の
づ
か
ら
よ
き
た
め
し
も
あ
り
。
さ
て
も
こ
こ
ろ
み
よ
」
と
言
ふ
人
々
あ
り

て
、
し
ぶ
し
ぶ
に
出
だ
し
た
て
ら
る
。

父
孝
標
が
任
地
の
常
陸
か
ら
戻
り
、
一
家
が
西
山
で
し
ば
ら
く
家
族
の
団
欒
を

味
わ
っ
た
上
で
帰
京
、
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る
。
何
か
の
き
っ
か
け
で

孝
標
女
の
こ
と
を
聞
き
及
ん
だ
縁
故
あ
る
邸
か
ら
の
突
然
の
要
請
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
孝
標
が
常
陸
か
ら
戻
っ
た
の
は
長
元
九
年
（
長
暦
元
年　

一
〇
三
六
）
で
あ
り
、

出
仕
の
要
請
は
、
そ
の
翌
年
の
長
暦
二
（
一
〇
三
七
）
年
か
長
暦
三
（
一
〇
三
八
）

年
の
こ
と
と
推
測
で
き
、
祐
子
内
親
王
が
生
ま
れ
た
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の｢

ゆ
か
り
あ
る
所｣

と
は
、
幼
い
祐
子
内
親
王
が
頼
通
に
引
き
取
ら
れ
た
あ
と
暮
ら
し

て
い
る
頼
通
邸
高
倉
殿
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
祐
子
内
親
王
が
生
ま
れ
た

後
、
後
宮
サ
ロ
ン
の
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
頼
通
か
ら
、
孝
標
女
の
出
仕
を
要
請
し

た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
孝
標
女
は
宮
仕
え
以
前
の
生
活
を
、「
さ
こ
そ
物
語
に
の
み
心
を
入
れ
て
、

そ
れ
を
見
る
よ
り
ほ
か
に
、
行
き
通
ふ
類
親
族
な
ど
だ
に
こ
と
に
な
く
、
古
代
の
親
ど
も
の

か
げ
ば
か
り
に
て
、
月
を
も
花
を
も
見
る
よ
り
ほ
か
の
こ
と
は
な
き
な
ら
ひ
に
」
と
記
し
た
。

孝
標
女
は
、
古
風
で
早
く
も
政
界
か
ら
引
退
し
た
父
親
と
、
す
で
に
尼
に
な
っ
た
母

親
の
元
で
、
月
や
花
を
眺
め
な
が
ら
物
語
の
世
界
に
浸
り
、
親
戚
な
ど
と
の
関
わ
り

も
な
く
、
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
隠
居
の
よ
う
な

生
活
で
あ
れ
ば
、
一
介
の
受
領
の
娘
で
あ
る
孝
標
女
の
こ
と
が
、
時
の
関
白
頼
通
の



54

孝標女と宮仕え―二、三の問題点をめぐって―

耳
ま
で
届
い
た
は
ず
は
な
い
。
で
は
、
孝
標
女
の
出
仕
の
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
は

一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。

多
く
の
研
究
者
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説
が
立
て
ら
れ
た
。
ま
ず
、
孝
標
像
へ

の
再
検
討
か
ら
、
父
孝
標
の
関
係
で
出
仕
の
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
文
章
生
出
身
の
孝
標
は
、
若
い
と
き
に
、
一
条
天
皇
や
道
長
が
臨

席
す
る
作
文
会
で
詩
序
を
献
ず
る
な
ど
、
文
才
を
披
露
し
た
。
能
吏
と
し
て
の
活
躍

も
あ
っ
た
も
の
の
12
、
三
条
天
皇
が
ま
だ
東
宮
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
東
宮
の
蔵
人
で

あ
っ
た
た
め
か
、
道
長
の
外
戚
と
し
て
の
力
が
強
化
さ
れ
て
い
く
な
か
、
任
官
は
不

如
意
の
連
続
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、『
扶
桑
略
記
』
治
安
三
（
一
〇
二
三
）
年
十
月

十
九
日
の
条
に
よ
り
、
孝
標
は
吉
野
の
龍
門
寺
の
方
丈
の
室
の
両
扉
に
あ
っ
た
菅
原

道
真
と
都
良
香
の
真
跡
の
そ
ば
に
、「
仮
手
之
文
」
を
書
き
付
け
、
道
長
の
顰
蹙
を

買
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
上
総
と
常
陸
な
ど
の
地
方
官
に
就
任
し
莫
大
な
財
産
を
蓄

積
し
た
13
と
い
う
日
記
の
中
に
記
さ
れ
て
い
な
い
一
面
も
持
っ
て
い
る
。
当
時
、
父

親
か
ら
息
子
に
官
位
な
ど
を
譲
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
孝
標
も
早
く
政
治
の
舞
台
か

ら
退
き
、
息
子
の
定
義
を
支
え
る
役
と
し
て
、
自
分
の
な
れ
な
か
っ
た
文
章
博
士
に

息
子
の
定
義
が
補
任
さ
れ
る
ま
で
後
押
し
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
孝
標
と
息
子
定
義
の

努
力
で
、
家
の
学
統
が
守
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
漢
学
者
の
彼
の
娘
に
宮
仕
え
の
打
診
が

来
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
孝
標
女
の
宮
仕
え
に
つ
い
て
は
夫
橘
俊
通
一
族
と
の
関
係
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
橘
俊
通
の
父
為
義
は
、
文
章
生
の
出
身
で
漢
詩
も
和
歌
も
よ
く
詠
ん
で
お

り
、
孝
標
が
東
宮
の
蔵
人
と
し
て
昇
殿
が
許
さ
れ
た
と
き
に
、
為
義
も
同
じ
時
期
に

昇
殿
が
許
さ
れ
て
い
た
。
二
人
は
職
場
の
仲
間
で
あ
り
、
交
流
が
あ
っ
た
と
推
測
で

き
る
。
一
方
、
為
義
は
一
条
天
皇
皇
后
定
子
腹
の
敦
康
親
王
の
家
司
で
あ
り
、
親
王

の
面
倒
を
見
て
い
る
彰
子
や
道
長
に
仕
え
て
い
る
紫
式
部
と
そ
の
父
為
時
と
も
交
流

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
敦
康
親
王
は
、
頼
通
の
養
女
と
な
っ
た
嫄
子
の
実
父
に

当
た
り
、
祐
子
内
親
王
の
実
外
祖
父
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
橘
俊
通
一
族
の
皇
族

や
摂
関
家
の
道
長
と
頼
通
と
の
つ
な
が
り
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
津
本

信
博
の
調
査
に
よ
る
と
、
為
義
は
寛
仁
元
（
一
〇
一
七
）
年
十
月
二
十
九
日
に
亡
く

な
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
時
、
俊
通
は
ま
だ
十
六
歳
で
あ
っ
た
14
。
後
見
役
の

父
が
亡
く
な
り
、
俊
通
は
将
来
の
道
を
広
げ
る
た
め
に
、
父
の
さ
ま
ざ
ま
な
つ
な
が

り
と
積
極
的
に
関
係
を
保
ち
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
二
十
年
後
、

祐
子
内
親
王
の
家
に
女
房
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
、
こ
の
情
報
を
い
ち
早
く
入
手

し
、
そ
の
候
補
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
孝
標
家
に
要
請
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
出

仕
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
俊
通
と
孝
標
女
は
急
接
近
し
、
そ
の
翌
年
（
長
久
元
年   

一
〇
四
〇
）
に
結
婚
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

孝
標
女
が
結
婚
後
も
宮
仕
え
が
続
け
ら
れ
た
の
は
、
夫
俊
通
の
協
力
や
そ
の
一
族

と
の
関
係
が
な
い
と
と
て
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。「
宮
仕
え
は
経
費
も
か
か
り
、
し

か
る
べ
き
後
見
が
あ
っ
て
こ
そ
成
立
す
る
側
面
が
あ
る
。
い
わ
ば
社
会
に
進
出
す
る

よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
招
婿
婚
と
は
い
え
、
夫
の
理
解
、
協
力
は
不
可
欠
だ
っ
た
で

あ
ろ
う
」
と
、
福
家
俊
幸
は
指
摘
し
た
15
。
結
婚
後
、
夫
俊
通
が
父
孝
標
に
代
わ
っ

て
孝
標
女
の
後
見
と
な
り
、
彼
女
の
宮
仕
え
を
支
え
て
い
た
。
孝
標
女
も
、
父
の
任

官
に
対
す
る
期
待
か
ら
次
第
に
夫
の
任
官
に
対
す
る
期
待
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
ほ
か
、
少
女
期
の
孝
標
女
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
継
母
上
総
大
輔
が
、
孝

標
女
の
出
仕
に
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
尊
卑

分
脈
』
に
よ
る
と
、
上
総
大
輔
は
高
階
家
の
出
身
で
、
高
階
成
行
の
娘
で
あ
り
、
物

語
を
好
み
、
歌
を
詠
み
、『
後
拾
遺
集
』
の
歌
人
で
も
あ
る
。
上
総
大
輔
は
、
孝
標

と
と
も
に
上
総
に
下
る
前
に
、
す
で
に
宮
仕
え
の
経
験
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
女
房

た
ち
と
の
交
流
を
通
し
て
触
れ
た
、
或
い
は
読
ん
だ
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
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る
多
く
の
物
語
を
、
上
総
で
の
寂
し
い
田
舎
暮
ら
し
の
つ
れ
づ
れ
に
、
孝
標
女
姉
妹

に
語
り
聞
か
せ
、
孝
標
女
に
物
語
創
作
に
関
す
る
開
眼
の
機
会
を
与
え
た
。
上
総
か

ら
京
に
戻
っ
て
ま
も
な
く
、
彼
女
は
孝
標
と
別
れ
、
再
び
宮
仕
え
に
復
帰
し
、
後
一

条
天
皇
の
中
宮
、
道
長
の
四
女
、
頼
通
の
妹
威
子
の
と
こ
ろ
に
仕
え
て
い
た
。
長
元

九
（
一
〇
三
六
）
年
九
月
六
日
、
後
一
条
天
皇
の
あ
と
を
追
う
よ
う
に
、
元
中
宮
威

子
が
崩
じ
た
と
き
ま
で
、
約
十
五
年
間
も
仕
え
て
い
た
。
そ
の
後
の
彼
女
の
消
息
は

は
っ
き
り
と
分
か
ら
な
い
が
、
す
ぐ
さ
ま
主
家
や
そ
こ
に
仕
え
て
い
る
女
房
た
ち
と

の
関
係
を
絶
つ
わ
け
は
な
い
だ
ろ
う
。

本
保
洋
次
郎
は
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』『
今
鏡
』
と
『
尊
卑
分
脈
』『
勅
撰
作
者
部
類
』

の
記
述
を
見
比
べ
て
、
元
中
宮
威
子
に
仕
え
た
女
房
と
後
朱
雀
院
の
中
宮
嫄
子
に
仕

え
た
女
房
と
が
、
歌
の
や
り
取
り
な
ど
を
し
て
親
交
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
に
注
目

し
た
16
。
嫄
子
の
崩
御
後
、
そ
の
ま
ま
祐
子
内
親
王
の
女
房
と
し
て
仕
え
て
い
た
女

房
も
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
上
総
大
輔
や
そ
の
同
僚
た
ち
は
、
親
し
ん
で
い
た

嫄
子
付
き
の
女
房
た
ち
が
新
た
に
祐
子
内
親
王
に
仕
え
始
め
て
か
ら
も
、
互
い
の
交

流
を
続
け
、
情
報
を
交
換
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
祐
子
内
親
王
家
に
女
房
を
募
集

し
て
い
る
と
い
う
情
報
も
、
親
し
い
女
房
同
士
の
間
で
広
が
り
、
上
総
大
輔
の
耳
に

入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

上
総
大
輔
の
親
族
の
中
で
も
、
出
仕
経
験
の
あ
る
人
が
い
る
。
彼
女
の
父
成
行
の

弟
高
階
成
章
は
、
紫
式
部
の
娘
大
弐
三
位
を
妻
に
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
父
成
行
の

従
兄
弟
高
階
成
順
の
妻
に
、
摂
関
家
後
期
の
代
表
的
な
歌
人
で
あ
る
伊
勢
大
輔
が
い

る
。
伊
勢
大
輔
と
そ
の
二
人
の
娘
筑
前
（
康
資
王
母
）
と
筑
前
乳
母
は
、
と
も
に
出

仕
し
て
お
り
、
歌
人
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
た
。
高
階
家
の
親
族
の
間
で
、
何
か
の

機
会
が
あ
っ
て
、
上
総
大
輔
か
ら
孝
標
女
の
こ
と
を
聞
き
、
主
家
に
伝
え
た
可
能
性

も
あ
る
だ
ろ
う
。

頼
通
の
文
化
世
界
を
構
成
し
た
三
大
サ
ロ
ン
に
出
仕
し
て
い
る
女
房
た
ち
は
、
次

の
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
、
和
田
律
子
は
指
摘
し
た
17
。
一
つ
は
、「
父
兄
ま
た
は

一
族
の
男
性
が
主
家
と
密
接
な
主
従
関
係
に
あ
る
縁
で
出
仕
し
た
女
房
が
多
い
」
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、「
母
娘
、
姉
妹
、
伯
叔
母
姪
と
い
っ
た
血
縁
に

つ
な
が
っ
た
ひ
と
び
と
が
揃
っ
て
出
仕
し
」、
特
に
「
母
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
」

と
い
う
。
た
と
え
ば
、
母
娘
の
場
合
は
、
伊
勢
大
輔
と
康
資
王
母
筑
前
乳
母
姉
妹
、

赤
染
衛
門
と
江
侍
従
、
弁
内
侍
と
小
少
将
、
小
弁
と
紀
伊
、
出
羽
弁
と
美
作
、
紫
式

部
と
大
弐
三
位
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
姉
妹
の
場
合
は
、
康
資
王
母
と
筑
前
乳

母
、
美
濃
と
六
条
斎
院
宣
旨
が
挙
げ
ら
れ
、
伯
叔
母
姪
あ
る
い
は
従
姉
妹
関
係
で
は
、

五
節
と
但
馬
、
伊
賀
少
将
と
少
将
君
、
相
模
と
美
濃
宣
旨
姉
妹
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

上
総
大
輔
は
、
上
総
で
約
四
年
間
継
子
の
孝
標
女
姉
妹
と
暮
ら
し
、
実
子
同
様

に
か
わ
い
が
っ
て
い
た
。
彼
女
は
、
孝
標
女
の
文
学
に
対
す
る
関
心
、
感
性
と
才
能

を
、
も
っ
と
も
身
近
で
感
じ
て
い
た
最
初
の
人
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
上
総
大

輔
は
、
耳
に
入
っ
て
き
た
祐
子
内
親
王
家
の
女
房
募
集
の
こ
と
を
、
孝
標
女
の
文
学

的
才
能
を
生
か
す
好
機
と
し
て
、
宮
仕
え
を
し
て
い
る
親
族
や
親
し
い
同
僚
を
つ
て

に
、
孝
標
女
の
こ
と
を
推
薦
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
孝
標
女
の
「
古
代
の
親
」
を
説
得

し
た
と
き
の
、「
今
の
世
の
人
は
、
さ
の
み
こ
そ
は
出
で
た
て
。
さ
て
も
お
の
づ
か

ら
よ
き
た
め
し
も
あ
り
。
さ
て
も
こ
こ
ろ
み
よ
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、
上
総
大
輔
が

宮
仕
え
の
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
発
言
で
あ
り
、
親
族
に
大
弐
三
位
や
伊
勢
大

輔
と
そ
の
娘
た
ち
な
ど
の
よ
う
な
宮
仕
え
の
成
功
例
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
発
言
で

あ
ろ
う
。
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四

孝
標
女
は
長
暦
三
（
一
〇
三
九
）
年
に
初
出
仕
し
、
そ
の
後
十
数
年
に
わ
た
っ
て

宮
仕
え
を
続
け
た
。
そ
の
間
、
孝
標
女
は
結
婚
し
、
宮
仕
え
の
立
場
や
宮
仕
え
に
対

す
る
認
識
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
変
遷
は
、
彼
女
の
物
語
執
筆
に
も

影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
更
級
日
記
』
の
執
筆
時
期
は
、
孝
標
女
の
夫
の

死
後
二
、三
年
の
間
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
彼
女
の
筆
で
あ
ろ
う
と
伝
え
ら
れ
る

「
夜
半
の
寝
覚
、
御
津
の
浜
松
」
の
推
定
創
作
時
期
は
、『
更
級
日
記
』
の
成
立
よ
り

更
に
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
う
断
定

し
が
た
い
不
審
な
点
も
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
孝
標
女
の
宮
仕
え
の

記
事
を
中
心
に
、
彼
女
の
宮
仕
え
と
物
語
執
筆
の
状
況
を
検
討
し
て
み
た
い
。

出
仕
の
要
請
が
来
た
と
き
、「
古
代
の
親
は
、
宮
仕
へ
人
は
い
と
憂
き
こ
と
な
り

と
思
ひ
て
、
過
ぐ
さ
す
る
を
」
と
、
両
親
は
宮
仕
え
に
反
対
す
る
態
度
を
示
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
今
の
世
の
人
は
、
さ
の
み
こ
そ
は
出
で
た
て
。
さ
て
も
お
の
づ

か
ら
よ
き
た
め
し
も
あ
り
。
さ
て
も
こ
こ
ろ
み
よ
」
と
い
っ
て
、
孝
標
夫
妻
を
説
得

す
る
人
が
い
た
。

「
今
の
世
」
と
は
、
道
長
の
影
響
か
ら
独
立
し
、
政
治
に
お
い
て
も
権
勢
を
極
め
、

文
芸
に
お
い
て
も
独
自
な
世
界
を
構
築
し
て
い
く
頼
通
の
時
代
を
指
し
て
い
る
。
摂

関
家
の
人
々
が
競
っ
て
娘
を
入
内
さ
せ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
受
領
な
ど
の
中
下
流

貴
族
た
ち
も
、
何
と
か
し
て
娘
を
摂
関
家
に
宮
仕
え
さ
せ
、
摂
関
家
と
関
係
を
取
り

持
と
う
と
し
て
い
る
。「
さ
て
も
お
の
づ
か
ら
よ
き
た
め
し
も
あ
り
」
と
は
、
当
時

の
人
た
ち
誰
も
が
知
っ
て
い
る
紫
式
部
と
そ
の
娘
で
後
の
後
冷
泉
天
皇
の
乳
母
と

な
っ
た
大
弐
三
位
、
伊
勢
大
輔
と
そ
の
娘
た
ち
な
ど
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
孝
標
女
の
夫
橘
俊
通
の
親
族
に
も
一
条
天
皇
の
乳
母
と
な
っ
た
橘
三
位
徳
子

が
お
り
、
後
一
条
天
皇
の
乳
母
と
な
っ
た
従
三
位
の
歌
人
豊
子
も
い
る
18
。
彼
女
た

ち
は
、
宮
仕
え
の
女
房
た
ち
が
夢
見
る
「
よ
き
た
め
し
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

孝
標
夫
妻
は
説
得
さ
れ
、
し
ぶ
し
ぶ
孝
標
女
の
宮
仕
え
を
許
し
た
。
初
出
仕
の
夜
、

孝
標
女
は
、「
立
ち
出
づ
る
ほ
ど
の
こ
こ
ち
、
ａ
あ
れ
か
に
も
あ
ら
ず
、
ｂ
う
つ
つ

と
も
お
ぼ
え
で
、
暁
に
は
ま
か
で
ぬ
」。
宮
仕
え
の
生
活
に
つ
い
て
は
、「
ｃ
里
び
た

る
こ
こ
ち
に
は
、
な
か
な
か
、
定
ま
り
た
ら
む
里
住
み
よ
り
は
、
を
か
し
き
こ
と
を

も
見
聞
き
て
、
心
も
な
ぐ
さ
み
や
せ
む
と
思
ふ
を
り
を
り
あ
り
し
を
」、
ま
た
一
方

で
は
、「
い
と
は
し
た
な
く
、
悲
し
か
る
べ
き
こ
と
に
こ
そ
あ
べ
か
め
れ
」
と
思
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
宮
仕
え
に
う
ま
く
馴
染
ま
な
い
様
子
で
あ
っ
た
。

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
更
級
日
記
』
の
頭
注
19
に
は
、『
枕
草
子
』
の
初
出
仕
の

部
分
に
使
わ
れ
て
い
る
心
情
表
現
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。『
枕
草
子
』
第
一
七
七
段

「
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
表
現
が
使
わ

れ
て
い
る
。

　
『
更
級
日
記
』　　
　
　
　
　
　
　
　
『
枕
草
子
』

ａ　

あ
れ
か
に
も
あ
ら
ず　
　
　
　
　

 

あ
れ
に
も
あ
ら
ぬ
心
地
す
れ
ど
、（
ま
ゐ

る
ぞ
い
と
苦
し
き
）

ｂ　

う
つ
つ
と
も
お
ぼ
え
で
、　
　
　

 

う
つ
つ
に
は
ま
だ
知
ら
ぬ
を
、
夢
の
心
地

ぞ
す
る

ｃ　

里
び
た
る
こ
こ
ち
に
は　
　
　
　

見
知
ら
ぬ
里
人
心
地
に
は

『
更
級
日
記
』
と
比
較
す
る
と
、
初
出
仕
の
記
事
に
お
い
て
、
心
情
表
現
が
似
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
箇
所
で
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
更
級
日
記
』
の
注
に

は
、
特
に
『
枕
草
子
』
の
表
現
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
ほ
か
の
注
釈
書
も
、
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清
少
納
言
、
紫
式
部
、
孝
標
女
の
三
人
の
宮
仕
え
に
対
す
る
違
う
意
識
や
立
場
の
比

較
を
言
及
す
る
も
の
は
多
い
が
、
表
現
の
相
似
性
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
必
ず
し
も
『
枕
草
子
』
の
特
有
の
用
語
と
は
い
え
な
い
。

こ
れ
を
も
っ
て
、『
更
級
日
記
』
と
『
枕
草
子
』
と
の
関
連
性
を
説
明
す
る
の
は
難

し
い
が
、
孝
標
女
が
『
枕
草
子
』
を
読
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
探
る
と
き

の
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
。

道
長
時
代
、
彰
子
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
定
子
に
仕
え
て
い
た
清
少
納
言
が
書
い

た
『
枕
草
子
』
は
、
広
く
人
目
に
触
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
頼
通
の

時
代
に
な
る
と
、
定
子
後
宮
お
よ
び
そ
の
一
族
に
対
す
る
時
代
環
境
が
少
し
変
わ
っ

た
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
道
長
の
死
後
、
定
子
一
族
の
面
倒
を
見
て
い
た
の
は
、

彰
子
と
頼
通
で
あ
る
。
定
子
腹
の
敦
康
親
王
は
、
頼
通
の
養
女
と
な
っ
た
嫄
子
の
実

父
に
当
た
り
、
祐
子
内
親
王
の
実
外
祖
父
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
祐
子
内
親
王
は
定
子

の
曾
孫
皇
女
で
あ
る
。
ま
た
、『
枕
草
子
』
の
流
布
状
況
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
可

能
性
が
高
い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
定
子
没
後
に
、
清
少
納
言
が
執
筆
を
継
続
し
、

定
子
へ
の
思
い
を
そ
の
第
一
皇
女
脩
子
内
親
王
に
向
け
て
い
た
だ
ろ
う
。
定
子
の
許

に
あ
っ
た
『
枕
草
子
』
と
、
定
子
没
後
書
か
れ
た
章
段
が
、
脩
子
内
親
王
の
身
辺
に

合
体
し
た
と
い
う
推
定
で
あ
る
20
。
こ
の
一
族
の
関
係
者
の
間
で
、
そ
し
て
、
宮
仕

え
の
女
房
の
間
で
、『
枕
草
子
』
が
読
ま
れ
、
語
り
継
が
れ
て
い
た
。
孝
標
女
も
祐

子
内
親
王
の
サ
ロ
ン
に
出
仕
す
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、『
枕
草
子
』
を
読
む
チ
ャ

ン
ス
を
得
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

出
仕
し
て
し
ば
ら
く
、
孝
標
女
は
結
婚
に
よ
っ
て
家
に
籠
り
が
ち
の
生
活
を
し

て
い
た
が
、
再
び
祐
子
内
親
王
家
か
ら
出
仕
が
求
め
ら
れ
、
時
々
出
仕
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
と
き
の
心
情
の
変
化
と
宮
仕
え
の
実
態
に
つ
い
て
、
孝
標
女
は
次
の

よ
う
に
綴
っ
た
。

た
え
ず
に
召
し
な
ど
す
る
な
か
に
も
、
わ
ざ
と
召
し
て
、「
若
い
人
参
ら
せ
よ
」
と
仰

せ
ら
る
れ
ば
、
え
さ
ら
ず
出
だ
し
立
つ
る
に
ひ
か
さ
れ
て
、
ま
た
時
々
出
で
立
て
ど
、

過
ぎ
に
し
方
の
や
う
な
る
あ
い
な
だ
の
み
の
心
お
ご
り
を
だ
に
す
べ
き
や
う
も
な
く
て
、

さ
す
が
に
、
若
い
人
に
ひ
か
れ
て
、
を
り
を
り
さ
し
出
づ
る
に
も
、
馴
れ
た
る
人
は
、

こ
よ
な
く
な
に
ご
と
に
つ
け
て
も
あ
り
つ
き
顔
に
、
わ
れ
は
い
と
若
人
に
あ
る
べ
き
に

も
あ
ら
ず
、
ま
た
お
と
な
に
せ
ら
る
べ
き
お
ぼ
え
も
な
く
、
時
々
の
ま
ら
う
と
に
さ
し

放
た
れ
て
、
す
ず
ろ
な
る
や
う
な
れ
ど
、
ひ
と
へ
に
そ
な
た
一
つ
を
頼
む
べ
き
な
ら
ね

ば
、
わ
れ
よ
り
ま
さ
る
人
あ
る
も
う
ら
や
ま
し
く
も
あ
ら
ず
、
な
か
な
か
心
や
す
く
お

ぼ
え
て
、
さ
ん
べ
き
を
り
ふ
し
参
り
て
、
つ
れ
づ
れ
な
る
さ
ん
べ
き
人
と
物
語
な
ど
し

て
、
め
で
た
き
こ
と
も
、
を
か
し
く
お
も
し
ろ
き
を
り
を
り
も
、
わ
が
身
は
か
や
う
に

た
ち
ま
じ
り
、
い
た
く
人
に
も
見
知
ら
れ
む
に
も
、
は
ば
か
り
あ
ん
べ
け
れ
ば
、
た
だ

大
方
の
こ
と
に
の
み
聞
き
つ
つ
過
ぐ
す
に
、

『
紫
式
部
日
記
』
の
よ
う
な
女
房
批
評
ま
で
は
い
か
な
い
も
の
の
、
孝
標
女
は
、

女
房
を
「
馴
れ
た
る
人
」「
若
人
」「
お
と
な
」「
わ
れ
よ
り
ま
さ
る
人
」
に
分
け
、

さ
ま
ざ
ま
な
出
仕
の
位
相
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
自
宅
に
籠
り
が
ち
な
自
分

に
対
し
て
、
主
家
か
ら
、
上
臈
の
女
房
の
よ
う
に
す
べ
て
を
任
せ
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
と
い
う
思
惑
が
あ
る
と
感
じ
つ
つ
、
孝
標
女
は
自
分
を
「
ま
ら
う
と
」
の
立
場

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。「
時
々
の
ま
ら
う
と
」
と
し
て
、「
さ
ん
べ
き
を
り
ふ
し

参
り
て
」、
主
家
に
関
す
る
晴
れ
舞
台
に
出
る
の
を
遠
慮
し
つ
つ
、「
つ
れ
づ
れ
な
る

さ
ん
べ
き
人
と
物
語
な
ど
し
て
」、「
な
か
な
か
心
や
す
く
」
思
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。長

期
間
で
は
な
く
、
主
家
の
行
事
に
合
わ
せ
て
、
短
期
的
に
主
家
に
上
が
り
仕
え

る
女
房
は
、
孝
標
女
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
で
は
さ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
。
し
か
し
、
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長
久
二
（
一
〇
四
一
）
年
、
孝
標
女
が
宮
仕
え
を
始
め
て
一
年
余
り
の
と
き
、
そ
の

年
の
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
後
朱
雀
天
皇
時
代
の
各
後
宮
サ
ロ
ン
で
四
回
も
歌
合
が

開
催
さ
れ
、
実
質
的
に
歌
合
が
最
も
盛
ん
だ
っ
た
時
期
と
も
い
え
よ
う
が
、
こ
れ
ら

の
歌
合
の
記
録
の
中
に
孝
標
女
が
出
席
し
た
痕
跡
が
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
れ
を
以

て
、
か
つ
て
孝
標
女
の
文
芸
的
な
資
質
が
低
い
と
の
見
方
も
提
示
さ
れ
て
い
た
21
。

し
か
し
、
当
時
頻
繁
に
開
か
れ
た
歌
合
は
、
一
部
を
除
い
て
私
的
歌
合
が
多
い
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
記
録
の
残
さ
れ
た
参
加
者
の
女
房
も
、
出
仕
し
て
い
る
家
の

歌
合
だ
け
に
参
加
す
る
者
が
多
く
、
毎
回
で
は
な
く
、
一
回
だ
け
の
参
加
者
も
い
る
。

和
田
律
子
は
歌
合
に
参
加
し
た
女
房
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

歌
合
に
参
加
し
た
女
房
の
多
く
は
、
い
わ
ゆ
る
「
い
え
の
女
房
」
と
し
て
、
歌
合
開
催

当
時
そ
の
家
に
仕
え
て
い
た
人
々
で
、
彼
女
た
ち
は
晴
儀
歌
合
の
よ
う
な
公
的
歌
合
に

は
参
加
で
き
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
歌
合
参
加
女

房
の
大
部
分
は
、
そ
の
周
辺
で
は
和
歌
の
巧
者
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
勅
撰
集

入
集
状
況
、
歌
集
の
有
無
、
歌
人
と
し
て
の
知
名
度
や
力
量
は
さ
ほ
ど
高
く
な
い
人
々

で
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
孝
標
女
の
歌
合
へ
の
不
参
加
に
つ
い
て
も
、「
歌
合
参
加
女
房
だ
け
が
文

芸
的
資
質
に
恵
ま
れ
た
人
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
」、「
孝
標
女
の
歌
合
不

参
加
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
孝
標
女
の
文
芸
的
資
質
の
有

無
を
判
断
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
22
と
提
唱
し
た
。
そ
も
そ
も
、

当
時
の
数
多
く
の
公
的
・
私
的
歌
合
に
、
何
ら
か
の
機
会
を
得
て
参
加
し
、
作
ら
れ

た
夥
し
い
歌
の
中
で
自
分
の
歌
を
記
録
に
残
せ
る
人
は
、
ご
く
少
数
の
人
だ
け
で

あ
っ
た
。「
舞
台
裏
」
で
何
ら
か
の
形
で
か
か
わ
り
「
表
舞
台
」
を
支
え
て
い
る
人
は
、

も
っ
と
大
勢
い
た
は
ず
で
あ
る
。「
時
々
の
ま
ら
う
と
」
と
し
て
出
仕
し
て
い
る
孝

標
女
が
、
歌
合
に
参
加
す
る
機
会
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
事
実
は
は
っ
き
り
し
て
い

な
い
が
、
十
数
年
も
宮
仕
え
が
続
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
周
囲
か
ら
女
房
と

し
て
の
優
秀
さ
と
文
芸
的
な
資
質
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
合
の
記

録
に
残
っ
た
女
房
だ
け
で
は
な
く
、
活
躍
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
孝
標
女
の
よ
う
な

女
房
た
ち
も
、
摂
関
政
治
後
半
の
文
芸
世
界
の
隆
盛
を
支
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

孝
標
女
の
物
語
創
作
に
つ
い
て
は
、『
更
級
日
記
』
完
成
後
に
な
さ
れ
た
と
の
見

方
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
い
く
つ
か
の
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
一
つ

は
、『
更
級
日
記
』
完
成
時
、
孝
標
女
の
推
定
年
齢
は
少
な
く
と
も
五
十
三
歳
で
あ

る
。
晩
年
に
入
っ
て
家
族
と
も
別
居
し
て
お
り
、
孤
独
と
病
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
様

子
が
『
更
級
日
記
』
に
て
確
認
で
き
る
。
物
語
の
作
成
は
そ
れ
な
り
の
経
済
基
盤
が

必
要
で
あ
る
が
、
夫
の
死
後
、
そ
の
よ
う
な
健
康
状
態
と
体
力
で
、
孝
標
女
は
誰
を

後
ろ
盾
に
し
て
、
物
語
の
創
作
に
集
中
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
は
、『
更
級

日
記
』
の
記
事
を
忠
実
に
辿
る
と
、
人
生
の
終
焉
を
予
期
し
、
物
語
に
夢
中
に
な
っ

た
若
い
時
の
日
々
を
悔
い
、
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
唯
一
の
救
い
と
し
て
い
る
心
境
が

書
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
更
級
日
記
』
に
描
か
れ
た
孝
標
女
の
人
生
は
、
彼

女
の
実
人
生
と
同
一
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
現
実
を
相
当
に
映
し
て
い
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
世
界
や
現
世
に
完
全
に
諦
観
を
示
し
た
日
記
執

筆
の
後
に
、
物
語
の
創
作
に
没
頭
す
る
こ
と
は
考
え
が
た
い
。

と
す
れ
ば
、
孝
標
女
の
物
語
創
作
は
、
も
っ
と
早
い
時
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
く
さ
ん
の
物
語
を
耽
読
し
た
孝
標
女
は
、
徐
々
に
他

人
が
書
い
た
も
の
を
読
む
だ
け
で
は
満
足
を
得
ら
れ
な
く
な
り
、
自
分
の
好
き
な
よ

う
に
物
語
の
結
末
や
ス
ト
ー
リ
ー
を
書
き
換
え
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
物
語
の
創
作

を
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
遠
い
東
国
で
の
生
活
、
上
洛
の
旅
、
継
母
と
の
生
別
、
乳
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母
や
姉
と
の
死
別
な
ど
の
経
験
が
、
彼
女
の
物
語
作
り
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
。
物

語
作
者
と
し
て
励
ん
で
い
た
彼
女
の
こ
と
が
、
関
白
頼
通
の
耳
に
入
っ
た
こ
と
か
ら

宮
仕
え
の
要
請
が
来
た
。
結
婚
を
し
、
宮
仕
え
も
始
め
た
孝
標
女
は
、
物
語
創
作
に

ま
す
ま
す
励
む
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
女
が
時
々
「
ま
ら
う
と
」
と
し
て
出
仕
す
る
こ

と
は
、
宮
廷
生
活
を
見
聞
し
、
ほ
か
の
女
房
と
交
流
す
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
て
物

語
創
作
に
よ
い
刺
激
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

当
時
の
後
宮
サ
ロ
ン
の
女
房
た
ち
は
、
活
発
に
文
芸
活
動
を
行
っ
た
。
和
歌
や
物

語
を
次
々
に
発
表
し
、
仲
間
の
創
作
活
動
に
敏
感
に
反
応
し
、
互
い
に
よ
く
読
み
、

そ
れ
ら
を
自
作
に
取
り
込
み
、
あ
る
い
は
真
似
て
、
新
し
い
作
品
を
次
々
と
生
み
出

し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
、
物
語
は
、
物
語
合
の
開
催
を
意
識
し
、
そ
の
日

に
合
わ
せ
て
書
き
下
ろ
し
た
短
編
の
も
の
が
少
な
く
な
い
と
、
神
野
藤
昭
夫
は
論
文

の
中
で
指
摘
し
て
い
る
23
。

「
ま
ら
う
と
」
と
自
己
規
定
し
た
孝
標
女
は
、
主
家
か
ら
「
さ
し
放
た
れ
」
た
と

い
う
よ
り
、
む
し
ろ
自
分
か
ら
身
を
引
き
、
少
し
距
離
を
置
く
よ
う
に
し
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
文
芸
の
流
行
に
追
従
す
る
こ
と
な
く
、
物
語
合
を
意
識
し

て
物
語
を
書
く
よ
り
、
孝
標
女
は
よ
り
自
由
な
立
場
で
自
分
自
身
が
求
め
て
い
る
理

想
的
な
物
語
を
書
こ
う
と
す
る
信
念
を
貫
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五

『
更
級
日
記
』
の
宮
仕
え
の
記
事
を
中
心
に
、
孝
標
女
の
藤
原
頼
通
を
中
心
と
し

た
文
化
世
界
と
の
か
か
わ
り
と
彼
女
の
歌
人
・
物
語
作
者
と
し
て
の
活
動
を
見
て
き

た
が
、
確
証
を
得
た
も
の
が
限
ら
れ
て
お
り
、
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
。
清

少
納
言
、
紫
式
部
、
孝
標
女
の
三
人
の
宮
仕
え
に
対
す
る
異
な
る
意
識
や
立
場
の
比

較
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
考
察
を
深
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

１　
『
更
級
日
記
』
の
引
用
は
秋
山
虔
校
注
『
更
級
日
記
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成　

一
九
八
〇
年
）
に
よ
る
。

２　

三
角
洋
一
「
孝
標
女
と
こ
と
ば
」（『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
六
号　

一
九
七
五
年
十
二
月
）、
前

掲
秋
山
虔
校
注
『
更
級
日
記
』「
解
説
」、
犬
養
廉
校
注　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
更

級
日
記
』「
解
説
」「
頭 

注
」（
小
学
館　

一
九
九
四
年
）、
西
田
友
美
「
更
級
日
記
の
表

現
と
方
法
―
―
源
氏
物
語
引
用
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』　

一
九
九
四
年
十

月
）。

３　

福
家
俊
幸
「『
更
級
日
記
』
と
物
語
創
作
―
―
記
さ
れ
な
い
意
味
」（
和
田
律
子
・
久
下

裕
利
編
『
更
級
日
記
の
新
研
究
―
孝
標
女
の
世
界
を
考
え
る
』　

新
典
社　

二
〇
〇
五

年
）。

４　

神
野
藤
昭
夫
『
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史
』（
若
草
書
房　

一
九
九
八
年
）。

５　

稲
賀
敬
二
『
源
氏
物
語
の
研
究
―
―
物
語
流
通
機
構
論
』（
笠
間
書
院　

一
九
九
三
年
）、

和
田
律
子
『
藤
原
頼
通
の
文
化
世
界
と
更
級
日
記
』（
新
典
社　

二
〇
〇
八
年
）。

６　
「
頼
通
的
世
界
」
と
は
、
文
学
史
の
中
で
用
い
ら
れ
る
用
語
で
あ
る
。
広
く
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
犬
養
廉
が
「
和
歌
六
人
党
に
関
す
る
試
論
―
―
平
安
朝
文
壇
史

の
一
齣
と
し
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
十
三
巻
九
号
、
一
九
五
六
年
九
月
）、「
摂

関
時
代
後
期
の
文
学
潮
流
―
―
後
冷
泉
朝
文
壇
へ
の
照
明
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』

第
二
十
八
巻
一
号　

一
九
六
三
年
一
月
）
の
二
つ
の
論
文
の
中
で
、
独
立
し
た
文
芸
概

念
と
し
て
示
し
て
か
ら
で
あ
る
。

７　

前
掲
五
和
田
律
子
著
書
、
第
一
部
第
二
章
第
一
節　

表
Ⅰ
「
頼
通
の
詩
会
参
加
・
主
催

状
況
」（
六
十
四
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
。

８　

野
口
元
大
「
後
冷
泉
朝
文
学
の
位
相
」（『
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
七
五

年
六
月
）。

９　

久
松
潜
一
（
責
任
編
集
）『
日
本
文
学
史
』（
増
補
新
版
）
中
古
（
至
文
堂　

一
九
七
七
年
）。

10　

前
掲
五
和
田
律
子
著
書
、
第
四
章
「
文
化
世
界
確
立
の
構
想
―
―
祐
子
内
親
王
家
サ
ロ
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孝標女と宮仕え―二、三の問題点をめぐって―

ン
の
形
成
」
を
参
考
。

11　

前
掲
五
和
田
律
子
著
書
。

12　

池
田
利
夫
「
菅
原
孝
標
像
の
再
検
討
―
―
更
級
日
記
と
の
関
連
に
於
い
て
」（『
国
語
と

国
文
学
』
一
九
七
八
年
七
月
）。

13　

角
田
文
衛
「
菅
原
孝
標
の
邸
宅
」（『
王
朝
の
映
像
―
―
平
安
時
代
史
の
研
究
』　

東
京

堂
出
版　

一
九
七
〇
年
）、
津
本
信
博
『
更
級
日
記
の
研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部　

一
九
八
二
年
）。
孝
標
の
能
吏
と
し
て
の
活
躍
は
、
彼
の
上
司
で
蔵
人
頭
で
あ
っ
た
藤
原

行
成
の
日
記
『
権
記
』（
二
十
三
箇
所
）
や
『
小
右
記
』『
日
本
紀
略
』
な
ど
で
確
認
で

き
る
。

14　

同
前
掲
十
三
津
本
信
博
著
書
。

15　

福
家
俊
幸
「『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
夫
俊
通
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
の
一
試
論
―

―
不
在
化
の
意
味
」（『
源
氏
物
語
と
平
安
文
学
』
第
二
集　

早
稲
田
大
学
出
版
部　

一
九
九
一
年
）。

16　

本
保
洋
次
郎
「
菅
原
孝
標
女
の
出
仕
に
関
す
る
一
考
察
―
―
継
母
上
総
大
輔
に
着
目
し

て
」（『
古
代
中
世
国
文
学
』
第
十
一
号　

広
島
平
安
文
学
研
究
会　

一
九
九
八
年
四
月
）。

17　

前
掲
五
和
田
律
子
著
書
。

18　

同
前
掲
十
三
津
本
信
博
著
書
。

19　

新
潮
日
本
古
典
集
成
の
頭
注
に
は
、『
枕
草
子
』
に
関
連
す
る
事
項
が
全
部
で
十
五
箇
所

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
表
現
面
に
お
い
て
似
て
い
る
か
ど
う
か
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、

筆
者
は
宮
仕
え
の
部
分
に
お
い
て
、
表
現
上
の
相
似
点
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

20　

渡
辺
実　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
枕
草
子
』「
解
説
」（
岩
波
書
店　

一
九
九
一
年
）。

21　

か
つ
て
『
更
級
日
記
』
の
文
学
的
な
価
値
お
よ
び
孝
標
女
の
文
学
的
な
素
養
に
つ
い
て
、

否
定
的
な
意
見
も
提
唱
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
肯
定
的
な
意
見
が
定
着
し
て
い
る
。
阿

部
秋
生
は
か
つ
て
論
文
「
平
安
女
流
日
記
研
究
の
問
題
点
と
そ
の
整
理
・
更
級
日
記
」

（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』　

一
九
六
一
年
二
月
） 

の
中
で
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
…
…
さ
ら
さ
ら
と
書
い
て
は
い
る
が
、
自
分
の
立
場
を
客
観
化
し
て
、
論
理
的
に
明
確

化
す
る
こ
と
な
ど
は
、
考
え
て
み
た
こ
と
の
な
い
人
で
は
あ
る
ま
い
か
。
…
…
極
言
す

れ
ば
、
考
え
る
こ
と
の
不
得
手
な
女
性
の
甚
だ
素
直
な
回
顧
録
の
文
章
な
の
だ
、
と
思

わ
れ
る
」。

22　

前
掲
五
和
田
律
子
著
書
。

23　

神
野
藤
昭
夫
「
散
逸
物
語
『
岩
垣
沼
の
中
将
』
の
復
原
と
そ
の
物
語
史
的
位
相
―
―
六

条
斎
院
物
語
合
考
断
章
」（『
源
氏
物
語
と
平
安
文
学
』
第
三
集　

早
稲
田
大
学
出
版
部   

一
九
九
三
年
）。

24　

中
村
文
「
孝
標
女
の
変
容
―
―
『
更
級
日
記
』
再
出
仕
記
事
を
読
み
直
す
」（
和
田
律

子
・
久
下
裕
利
編
『
更
級
日
記
の
新
研
究
―
孝
標
女
の
世
界
を
考
え
る
』　

新
典
社　

二
〇
〇
五
年
）。

 

（
は
ん　

え
い
・
本
学
語
学
教
育
セ
ン
タ
ー
講
師
﹇
非
﹈）


