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平
安
後
期
の
物
語
『
狭
衣
』
の
巻
一
に
登
場
す
る
右
大
臣
女
は
、
堀
川
関
白

と
狭
衣
の
会
話
の
中
に
登
場
し
、
あ
と
は
巻
二
で
再
び
入
内
問
題
の
中
で
わ
ず

か
に
言
及
さ
れ
る
だ
け
の
人
物
で
あ
る
。
物
語
全
体
か
ら
そ
の
果
た
す
役
割
を

考
え
た
と
き
、
筋
上
の
展
開
に
関
わ
る
こ
と
も
な
く
、
鍵
と
な
る
よ
う
な
人
物

で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
登
場
部
分
の
諸
伝
本
の
異
同
は
『
狭
衣
』

の
中
で
も
目
立
っ
て
お
り
、
人
物
造
型
も
大
き
な
揺
れ
を
見
せ
て
い
る
。
物
語

の
本
筋
に
は
関
わ
ら
な
く
と
も
、『
狭
衣
』
の
成
立
時
の
事
情
や
、
物
語
に
対

す
る
当
時
の
人
々
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
今
日
私
た
ち
に
重
要
な
手
が
か
り
を

残
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
右
大
臣
女
に
関
わ

る
部
分
に
つ
い
て
、
諸
本
の
主
要
な
本
文
異
同
を
提
示
し
て
そ
の
様
相
を
述
べ
、

次
に
『
風
葉
集
』
に
お
け
る
「
右
大
臣
女
」
の
描
写
と
の
関
係
、
お
よ
び
『
源

氏
物
語
』
末
摘
花
に
お
け
る
表
現
上
の
関
連
か
ら
、
こ
の
部
分
の
も
つ
意
義
に

つ
い
て
考
察
を
し
て
み
た
い
。

該
当
箇
所
に
つ
い
て

　
『
狭
衣
』
巻
一
に
、
主
人
公
狭
衣
の
父
、
堀
川
関
白
が
、
養
女
源
氏
宮
を
東

宮
へ
入
侍
さ
せ
る
時
期
に
つ
い
て
狭
衣
に
相
談
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
そ
こ

で
堀
川
関
白
は
、
右
大
臣
が
自
分
の
秘
蔵
の
娘
を
一
刻
も
は
や
く
東
宮
へ
入
れ

た
い
意
向
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
狭
衣
に
語
っ
て
い
る
。
そ
の
場
面
、
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
（
以
下
、
新
全
集
と
記
す
）
で
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
新
全

集
巻
一
の
底
本
は
深
川
本
で
あ
る
。

東
宮
の
、
一
日
も
こ
の
宮
の
こ
と
を
い
た
う
心
も
と
な
が
ら
せ
た
ま
ふ
に
、

上
も
、
な
ほ
、
と
く
内
裏
住
み
せ
さ
せ
た
て
ま
つ
れ
、
と
た
び
た
び
の
た

ま
は
す
れ
ば
、
涼
し
く
な
ら
ん
ほ
ど
に
と
思
ふ
を
、
右
大
臣
か
し
づ
く
女
、

十
に
な
ら
ば
と
心
も
と
な
が
ら
れ
け
る
、
か
ら
う
じ
て
こ
の
八
月
に
参
ら

せ
ん
、
と
け
し
き
ど
ら
る
る
を
、
何
か
は
競
ろ
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。

（
六
三
頁
）

　

東
宮
は
堀
川
関
白
が
育
て
て
い
る
源
氏
宮
が
一
刻
も
は
や
く
入
侍
す
る
こ
と

を
切
望
し
て
い
る
。
父
帝
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
右
大
臣
が
、
自

分
の
秘
蔵
の
娘
を
東
宮
の
も
と
へ
入
侍
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ

の
娘
が
八
月
に
よ
う
や
く
十
歳
に
な
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に
東
宮
の
も
と
へ
参
ら

せ
た
い
と
の
意
向
で
あ
る
。
こ
の
状
況
に
対
し
て
堀
川
関
白
は
「
何
を
競
う
こ

と
が
あ
ろ
う
か
」
と
発
言
を
し
て
い
る
。
現
実
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
一
刻
も

早
く
入
侍
さ
せ
、
皇
子
誕
生
を
願
う
の
が
筋
で
あ
る
か
ら
、
堀
川
関
白
の
こ
の

『
狭
衣
』
の
本
文
異
同

―
「
右
大
臣
の
秘
す
ら
ん
女
」
に
つ
い
て

―

一
文
字
　
　
昭
　
　
子
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発
言
は
、
圧
倒
的
優
位
に
た
っ
て
い
る
者
の
余
裕
を
現
し
て
い
る
と
解
せ
る⑴
。

そ
の
余
裕
は
、
こ
の
堀
川
関
白
の
発
言
の
冒
頭
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、
東
宮
も

帝
も
源
氏
宮
こ
そ
本
命
と
し
て
望
ん
で
い
る
と
い
う
設
定
と
、
源
氏
宮
に
優
る

者
は
い
な
い
と
い
う
確
信
に
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
政
治
的
背
景
を
考
え
る
論

考
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
源
氏
宮
の
圧
倒
的
な
優
位
性
が
前
提
で
あ
る⑵
。

　

堀
川
関
白
は
右
大
臣
の
娘
の
容
貌
や
性
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

右
大
臣
の
秘
す
ら
ん
女
、
こ
の
御
容
貌
に
え
こ
そ
並
ば
ざ
ら
め
な
。
あ
れ

は
孫
王
だ
ち
、
そ
ば
そ
ば
し
う
、
鼻
高
に
際
々
し
き
形
に
や
あ
ら
ん
、
と

ぞ
推
し
量
ら
る
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
四
頁
）

新
全
集
で
は
こ
の
部
分
を
「
右
大
臣
の
秘
蔵
し
て
い
る
と
か
い
う
女
君
も
、
こ

の
宮
（
源
氏
宮
）
の
ご
器
量
に
は
と
て
も
及
ば
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
の
女
君
は
、

皇
孫
の
よ
う
に
上
品
ぶ
っ
て
、
よ
そ
よ
そ
し
く
、
鼻
が
高
く
て
際
立
っ
た
形
で

は
な
か
ろ
う
か
と
推
し
量
ら
れ
ま
す
。」
と
訳
す
。

　

問
題
は
こ
の
「
孫
王
だ
ち
」（
イ
）
と
「
そ
ば
そ
ば
し
う
」（
ロ
）
で
あ
る
。

新
全
集
は
頭
注
に
お
い
て
、（
イ
）
の
方
を
「
流
布
本
な
ど
の
「
孫
王
だ
ち
」

に
従
う
」
と
し
、（
ロ
）
の
方
を
「
底
本
「
そ
ゐ
そ
ゐ
し
う
」
を
、
内
閣
文
庫

本
な
ど
に
よ
っ
て
改
め
た
」
と
す
る
。
こ
の
校
訂
は
新
全
集
が
採
用
し
た
底
本

の
深
川
本
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
意
が
通
ら
な
い
た
め
に
敢
え
て
行

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
深
川
本
巻
一
、
四
十
一
丁
表

　
　

み
き
の
お
と
ゝ
の
ひ
す
ら
ん
む
す
め
こ
の
御
か
た
ち

　

に
え
こ
な
ら
は
さ
ら
め
な
あ
れ
は
そ
う
か
た
ち
に

　

て
そ
ゐ

く
し
う
は
な
た
か
に
き
わ

く
し
き
か
た
に
や

　

あ
ら
ん
と
そ
を
し
は
か
ら
る
ゝ

（
傍
線
は
筆
者
）

　

深
川
本
で
は
、（
イ
）
に
あ
た
る
箇
所
の
「
そ
う
か
た
ち
」
の
「
う
」
の
部

分
は
文
字
を
書
き
直
し
、
さ
ら
に
ミ
セ
ケ
チ
を
付
し
、
右
に
「
う
」
と
傍
書
す

る
（
写
真
１
参
照⑶
）。

写
真
１

　

こ
の
「
そ
う
か
た
ち
」
は
、
新
全
集
頭
注
で
は
「
僧
容
貌
」
か
と
し
、『
狭

衣
物
語
全
注
釈
Ⅰ
』（
以
下
、
全
注
釈
と
記
す
）
で
は
「
相
・
か
た
ち
」
と
す

る⑷
。
新
全
集
頭
注
は
「
僧
形
」（
そ
う
ぎ
ょ
う
）
と
い
う
語
を
訓
読
み
し
た
も

の
か
ら
の
推
定
と
思
わ
れ
る
が
、「
そ
う
か
た
ち
」
と
い
う
読
み
の
語
は
大
日

本
国
語
辞
典
を
は
じ
め
、
日
本
国
語
大
辞
典
、
岩
波
古
語
辞
典
、
小
学
館
古
語

大
辞
典
に
も
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。
管
見
の
限
り
他
の
物
語
に
も
こ
の
語
の
用

例
は
み
ら
れ
な
い⑸
。（
ロ
）
の
「
そ
ゐ
そ
ゐ
し
」
と
い
う
語
も
、
今
の
と
こ
ろ

他
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

次
に
、
吉
田
幸
一
氏
が
鎌
倉
時
代
の
古
写
本
で
あ
る
と
す
る
伝
本
類
お
よ
び

新
全
集
が
巻
四
に
採
用
し
、
室
町
期
の
古
写
本
と
さ
れ
る
平
出
本
の
該
当
箇
所
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が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

②
伝
為
明
筆
本
、
四
十
七
丁
裏

右
の
お
と
ゝ
の
ひ
す
ら
ん
む
す
め
こ
の
御
か
た
に
え
こ
そ
ま
さ
ら
さ
ら
め
そ

う
か
た
ち
に
て
は
な
た
か
に
き
ら

く
し
き
さ
ま
に
や
あ
ら
ん
と
そ
お
し

は
か
ゝ
る
⑹ゝ

③
伝
為
家
筆
本
、
四
十
丁
表

故
の
お
と
ゝ
の
ひ
す
ら
ん
む
す
め
○ゑ

こ
そ
ま
さ
ら
さ
ら
め
い
と
き
は
な
き
御

か
た
ち
に
こ
そ
あ
め
れ
あ
れ
は
そ
う
か
た
ち
の
う
い

く
し
く
は
な
た
か

に
そ
あ
ら
ん
か
し

④
伝
慈
鎮
筆
本
、
三
十
四
丁
裏

右
の
お
と
ゝ
の
ひ
す
ら
ん
む
す
め
え
こ
そ
ま
さ
ら

く
め
い
と
き
は
な
き
御

か
た
ち
に
こ
そ
あ
め
れ
は
そ
こ
か
た
ち
の
ち
ゐ

く
し
う
は
な
た
か
に
そ

あ
ら
む
か
し

⑤
伝
清
範
筆
本
、
五
十
三
丁
表

み
き
ん
の
お
ゝ
い
と
の
ゝ
ひ
た
す
ら
ん
む
す
め
の
御
か
た
に
ゑ
こ
そ
な
ら
は

さ
ら
め
そ
う
か
た
ち
に
て
ハ
な
た
ら
か
に
き
ら

く
し
き
さ
ま
に
あ
ら
ん
と

そ
を
し
は
か
ら
る
ゝ

⑥
紅
梅
文
庫
旧
蔵
本
、
二
十
五
丁
表

右
の
お
と
ゝ
の
ひ
す
ら
ん
む
す
め
え
こ
そ
ま
さ
ら
さ
ら
め
い
と
き
ハ
な
き
か

た
に
こ
そ
あ
め
れ
か
た
ち
な
と
の
む
ね

く
し
く
は
な
た
か
に
そ
あ
ら
ん

⑦
飛
鳥
井
雅
章
筆
本
、
五
十
一
丁
裏

右
の
お
と
ゝ
の
ひ
す
ら
ん
む
す
め
こ
の
御
か
た
ち
に
え
こ
そ
な
ら
ハ
さ
ら
め

そ
ん
わ
う
た
ち
て
は
な
た
か
う
て
き
ら

く
し
き
さ
ま
に
や
あ
ら
ん
と
そ

を
し
ハ
か
ら
る
ゝ

⑧
平
出
本
（
巻
一
）、
三
十
三
丁
裏

右
の
お
と
ゝ
の
ひ
せ
ら
る
ゝ
む
す
め
こ
の
御
か
た
ち
に
こ
そ
な
ら
は
さ
ら
め

そ
う
か
た
ち
に
て
う
い

く
し
う
は
な
た
か
に
き
ら

く
し
き
か
た
ち
に

や
あ
ら
ん
と
そ
を
し
は
か
ら
る
ゝ

（「
そ
う
か
た
ち
」
左
傍
に
ミ
セ
ケ
チ
、
右
傍
に
「
そ
ん
わ
う
た
ち
イ
」）

�

（
傍
線
、
囲
い
は
筆
者
に
よ
る
）

　

ま
ず
（
イ
）
か
ら
考
え
る
と
「
そ
う
か
た
ち
」「
そ
こ
か
た
ち
」「
か
た
ち
」「
そ

ん
わ
う
た
ち
て
」
と
違
い
が
出
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。「
そ
ん
わ
う
た

ち
て
」
以
外
は
右
大
臣
の
娘
の
「
か
た
ち
」、
全
体
的
な
容
貌
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
と
解
せ
る
。

　
「
そ
う
か
た
ち
」
を
新
全
集
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
僧
か
た
ち
」
と
読
め
ば
、

僧
の
よ
う
な
姿
と
な
り
、
年
若
い
女
性
に
対
す
る
形
容
と
し
て
は
聊
か
不
自
然

で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
僧
の
よ
う
な
姿
の
女
性
と
は
尼
姿
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
枕
草
子
』
に
「
頭
は
尼
そ
ぎ
な
る
ち
ご
の
」
と
あ

る
よ
う
に
当
時
の
ち
ご
の
髪
形
を
「
尼
そ
ぎ
」
と
一
般
的
に
称
し
て
い
た
こ
と

と
、
こ
の
右
大
臣
女
が
や
っ
と
十
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
だ

髪
が
伸
び
き
っ
て
い
な
い
さ
ま
、
つ
ま
り
「
尼
そ
ぎ
」
姿
で
あ
る
可
能
性
は
高

い
。
し
か
し
そ
れ
を
「
尼
削
ぎ
」
と
い
う
語
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え

て
「
僧
か
た
ち
」
と
い
う
他
例
を
み
な
い
語
で
表
現
す
る
か
は
大
い
に
疑
問
で
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あ
る
。
⑥
の
「
か
た
ち
」
は
文
脈
上
、
単
に
「
外
見
」
は
と
い
う
以
外
の
解
釈

は
考
え
が
た
い
。
全
注
釈
の
よ
う
に
「
相
・
か
た
ち
」
と
解
し
て
も
同
じ
外
見

に
つ
い
て
指
摘
し
た
語
と
い
う
こ
と
に
な
る⑺
。
⑦
の
「
そ
ん
わ
う
た
ち
て
」
の

み
が
、
容
貌
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
右
大
臣
女
の
態
度
や
雰
囲
気
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
右
大
臣
の
娘
は
宮
腹
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、

右
大
臣
が
こ
と
さ
ら
に
か
し
づ
い
て
、
そ
の
よ
う
に
誇
り
か
に
育
て
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。「
た
ち
て
」
と
あ
る
の
で
、
実
際
に
皇
孫
で
あ
る
必
要
は

な
い
が
こ
の
先
の
箇
所
に
「
み
づ
か
ら
く
ゆ
る
宮
腹
の
一
人
娘
の
や
う
に
や
あ

ら
ん
」
と
あ
る
の
で
、
右
大
臣
の
娘
は
宮
腹
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
ま
で
は
い
か

な
く
と
も
皇
統
は
ひ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
諸
本
の
異
同
の
中
で
、
こ
の
語

の
み
が
意
味
合
い
を
異
に
す
る
と
い
う
点
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

今
一
つ
、
堀
川
関
白
は
こ
の
発
言
の
冒
頭
で
「
こ
の
御
か
た
ち
に
並
ば
ざ
ら

め
な
」
と
い
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
こ
の
御
か
た
ち
」
は
源
氏
宮
の
容
貌
に

つ
い
て
で
あ
る
か
ら
、
右
大
臣
女
と
の
「
か
た
ち
」
を
比
較
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
源
氏
宮
は
「
い
と
際
な
き
」「
御
か
た
ち
」
で
あ
り
、
右
大
臣
女
の
「
か

た
ち
」
は
「
は
な
た
か
」
で
あ
る
。
す
べ
て
外
貌
に
つ
い
て
比
較
し
て
い
る
こ

と
に
な
り
、
文
脈
に
乱
れ
が
な
い
。
明
解
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
の
（
ロ
）、「
そ
ゐ
そ
ゐ
し
う
」「
う
い
う
い
し
く
」「
ち
ゐ
ち
ゐ
し
う
」

「
む
ね
む
ね
し
く
」
は
右
大
臣
の
娘
の
放
つ
雰
囲
気
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
は

諸
本
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
は
な
た
か
」
と
い
う
語
の
前
に
あ
っ
て
「
か

た
ち
」
を
形
容
す
る
。
ち
な
み
に
「
き
わ
き
わ
し
き
」「
き
ら
き
ら
し
き
」
は

す
べ
て
「
は
な
た
か
」
の
後
に
あ
り
、「
は
な
た
か
」
と
い
う
語
を
形
容
し
て

い
る
。
注
意
す
べ
き
点
は
最
古
写
本
と
さ
れ
て
い
る
深
川
本
が
「
き
わ
き
わ
し

く
」
で
あ
っ
て
、「
は
な
た
か
」
が
際
立
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
問
題
の
は
じ
め
の
畳
語
、「
う
い
う
い
し
く
」
は
初
々
し
い
様
、「
ち

ゐ
ち
ゐ
し
く
」
は
小
さ
い
、
小
柄
で
あ
る
こ
と
を
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
二
つ
は
ど
ち
ら
も
右
大
臣
女
が
十
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
と
い
う
こ
と

あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
妥
当
な
描
写
で
あ
る
。「
そ
」
と
「
う
」、「
い
」
と
「
ゐ
」

が
紛
れ
や
す
い
字
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
当
初
は
同
じ
語
で
あ
っ
た
可

能
性
も
見
逃
せ
な
い
。「
む
ね
む
ね
し
く
」
で
あ
れ
ば
仰
々
し
い
こ
と
を
現
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

諸
本
の
組
み
合
わ
せ
を
一
覧
に
し
て
整
理
し
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。

　

こ
の
表
か
ら
、
①
と
⑧
は
「
は
な
た
か
に
」
の
前
後
に
畳
語
の
形
容
詞
を

も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
ど
ち
ら
か
一
方
し
か
も
た
な
い
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。
こ
の
う
ち
⑧
の
平
出
本
は
「
初
々
し
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
き
ら
き

ら
し
き
か
た
ち
」
で
、
描
写
が
並
列
し
に
く
い
。
こ
れ
に
対
し
て
①
の
深
川
本

は
「
そ
ゐ
そ
ゐ
し
い
」
が
「
初
初
し
い
」（
う
い
う
い
し
い
）
に
収
斂
さ
れ
る

と
し
て
も
、「
は
な
た
か
」（
鼻
高
）
が
「
き
わ
き
わ
し
き
か
た
」（
際
際
し
き

か
た
）、
つ
ま
り
際
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
形
容
自
体
に
は
問

題
は
な
い
。
た
だ
、「
そ
う
か
た
ち
に
て
」
の
解
釈
が
、
全
注
釈
の
よ
う
な
場

合
は
、
文
意
が
不
自
然
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
②
の
伝
為
明
筆
本
は
「
そ

う
か
た
ち
」
を
女
性
の
僧
形
、
つ
ま
り
尼
姿
、
尼
削
ぎ
と
解
釈
し
た
場
合
は
「
髪

が
み
じ
か
い
」
の
に
、「
き
ら
き
ら
し
き
」
様
で
同
一
人
物
の
形
容
と
し
て
は

背
反
し
、
全
注
釈
の
よ
う
に
「
相
・
か
た
ち
」
と
解
し
た
場
合
は
、
文
意
が
不

自
然
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
は
な
た
か
」
の
前
に
畳
語
の
形
容
が
つ
く
本
文
は
、

後
ろ
に
は
つ
か
ず
、「
は
な
た
か
」
の
後
ろ
に
形
容
が
つ
く
場
合
に
は
、
前
に

は
つ
か
な
い
と
い
う
二
つ
の
本
文
が
当
初
あ
り
、
双
方
を
取
り
入
れ
た
と
き
に
、

①
の
深
川
本
の
よ
う
に
形
容
自
体
に
は
問
題
が
な
い
が
、
文
脈
が
不
自
然
な
も
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の
が
発
生
し
た
と
い
う
流
れ
が
想
定
さ
れ
る
。

　

そ
の
後
、「
は
な
た
か
」
と
い
う
語
、
お
よ
び
「
わ
」
と
「
ら
」
の
文
字
の

紛
ら
わ
し
さ
か
ら
、「
き
ら
き
ら
し
」
と
い
う
形
容
が
生
じ
た
と
い
う
推
測
が

成
り
立
つ
。
も
と
よ
り
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
の
論
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
右
大
臣
女
の
当
初
の
像
は
、
幼
な
く
て
そ
の
外
貌
が
初
々
し
く
、

鼻
が
高
い
こ
と
が
目
立
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
一
つ

の
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し
、
次
に
、
他
の
描

写
か
ら
の
右
大
臣
女
の
像
を
追
っ
て
み
た
い
。

『
み
づ
か
ら
く
ゆ
る
』
の
右
大
臣
女

　

さ
て
、
今
一
つ
の
右
大
臣
娘
の
造
型
に
つ
い
て
、
重
要
な
手
が
か
り
は
、
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
み
づ
か
ら
く
ゆ
る
宮
腹
の
一
人
娘
の
や
う
に
や
あ
ら

ん
」
と
堀
川
関
白
に
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

諸
本
の
本
文
を
次
に
あ
げ
る
。

①
深
川
本
巻
一
、
四
十
一
丁
表

丁
の
う
ち
よ
り
も
さ
し

い
て
す
い
い
は
も
な
く
こ
そ
か
し
つ
く
な
れ
み
つ
か
ら
く
ゆ
る

宮
は
ら
の
ひ
と
り
む
す
め
に
や
う
に
や
あ
ら
ん
と
て
わ
ら
ひ

給
へ
は

②
伝
為
明
筆
本
、
四
十
七
丁
裏

は
ゝ
め
の
と
よ
り
ほ
か
に
あ
た
り

に
も
よ
せ
す
き
わ
も
な
く
こ
そ
か
し
つ
か
る

な
れ
み
つ
か
ら
く
ゆ
る
宮
は
ら
の
む
す
め
の

や
う
に
や
あ
ら
ん
と
て
わ
ら
ひ
給
ゑ
ハ

表
１

写
本

本
文
〈
記
述
順
〉

①

深
川
本

そ
う
か
た
ち
に
て

そ
ゐ
そ
ゐ
し
う

は
な
た
か
に

き
わ
き
わ
し
き
か
た

②

伝
為
明
筆
本

そ
う
か
た
ち
に
て

は
な
た
か
に

き
ら
き
ら
し
き
さ
ま

③

伝
為
家
筆
本

そ
う
か
た
ち
の

う
い
う
い
し
く

は
な
た
か
に
そ

④

伝
慈
鎮
筆
本

そ
こ
か
た
ち
の

ち
ゐ
ち
ゐ
し
う

は
な
た
か
に
そ

⑤

伝
清
範
筆
本

そ
う
か
た
ち
に
て
は

（
な
た
ら
か
に
）

き
ら
き
ら
し
き
さ
ま

⑥

紅
梅
文
庫
旧
蔵
本

か
た
ち
な
ど

む
ね
む
ね
し
く

は
な
た
か
に
そ

⑦

飛
鳥
井
雅
章
筆
本

そ
ん
わ
う
た
ち
て

は
な
た
か
う
て

き
ら
き
ら
し
き
さ
ま

⑧

平
出
本

そ
う
か
た
ち
に
て

う
い
う
い
し
う

は
な
た
か
に

き
ら
き
ら
し
き
か
た
ち
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③
伝
為
家
筆
本
、
四
十
丁
裏

ち
や
う
（
の
傍
書
）
う
ち
よ
り
も
さ
し
い
て
す
ハ
ヽ
め
の
と
よ
り

ほ
か
に
あ
た
り
に
人
よ
せ
さ
な
り
み
つ
か
ら
く
ゆ
る

宮
ハ
ら
の
む
す
め
の
や
う
に
あ
ら
ん
と
の
給

④
伝
慈
鎮
筆
本
、
三
十
四
丁
裏

丁
の
う
ち

よ
り
え
さ
し
い
て
す
は
ゝ
め
の
と
よ
り
ほ
か
に

あ
た
り
に
人
よ
せ
さ
な
り
ミ
つ
か
ら
く
ゆ
は
（
る
傍
書
）
か

り
ミ
や
は
ら
の
む
す
め
の
や
う
に
あ
ら
ん
と
の
給
を

（「
は
か
り
」
左
側
に
ミ
セ
ケ
チ
）

④
伝
清
範
本
、
五
十
三
丁
表

は
ゝ
め
と
の
（「
と
の
」
に
二
重
棒
線
、
右
傍
に
「
の
と
」）

よ
り
ほ
か
に
あ
た
り
に
も
す
き

ま
も
な
く
そ
か
し
つ
か
る
ゝ
な
れ

ミ
つ
か
ら
く
ゆ
る
に
ミ
や
は
ら
の
ゆ
め

の
や
う
な
ら
ん
や
と
て
わ
ら
ひ

給
へ
は

⑤
紅
梅
文
庫
本
、
二
十
五
丁
裏

帳
の
う
ち
よ
り
も
い
た
さ
す

は
ゝ
め
の
と
よ
り
ほ
か
に
人
よ
せ
さ
ん
な
り
み
つ
か
ら
く
ゆ
る

宮
は
ら
の
む
す
め
の
や
う
に
て
そ
あ
る
ら
ん
と
の
た
ま
ふ
に

⑥
飛
鳥
井
雅
章
本
、
五
十
二
丁
表

○
（
傍
書
「
ハ
ゝ
」）
め
の
と
よ
り
外
に
あ
た

り
に
も
よ
せ
す
き
ハ
も
な
く
こ
そ

か
し
つ
く
な
れ
み
つ
か
ら
く
ゆ
る
宮

は
ら
の
む
す
め
の
や
う
に
や
あ
ら
ん

と
て
わ
ら
ひ
給
へ
は

⑦
平
出
本
、
三
十
三
丁
裏

丁
の
う
ち

よ
り
も
さ
し
い
て
す
は
ゝ
め
の
と
よ
り
ほ
か
に
は
あ
た
り
に

人
も
よ
せ
す
き
は
も
な
く
こ
そ
か
し
つ
く
な
れ
と
身
つ

か
ら
く
ゆ
る
み
や
は
ら
の
ひ
と
り
む
す
め
の
や
う
に
や
あ
ら
む

と
て
わ
ら
ひ
給
へ
は

（
括
弧
は
筆
者
に
よ
る
）

こ
こ
で
引
か
れ
て
い
る
散
逸
物
語
『
み
づ
か
ら
く
ゆ
る
』
は
『
狭
衣
』
の
当
該

本
文
と
、
定
家
本
『
更
級
日
記
』
奥
書
、『
風
葉
集
』
に
九
首
あ
る
和
歌
か
ら

そ
の
筋
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。『
風
葉
集
』
は
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
成
立
の

歌
集
で
あ
る
が
、
そ
の
成
立
に
は
後
嵯
峨
院
の
意
向
が
深
く
関
与
し
、
藤
原
為

家
が
選
集
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑻
。

　
「
宮
腹
の
女
」
は
『
風
葉
集
』
巻
一
三
・
恋
三
に
あ
る
「
右
の
お
ほ
い
ま
う

ち
君
の
女
」
の
歌
か
ら
人
物
像
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。

お
ろ
か
な
る
さ
ま
に
思
ふ
ら
む
と
お
ぼ
ゆ
る
女
に
、
も
の
の
み
心
ぼ
そ
き

よ
し
か
た
ら
ひ
侍
け
る
つ
い
で
に　
　

み
づ
か
ら
く
ゆ
る
左
大
将
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命
だ
に
世
に
な
が
ら
ふ
る
物
な
ら
ば
君
に
心
の
ほ
ど
も
見
え
ま
し

　
　

か
へ
し　
　

右
の
お
ほ
い
ま
う
ち
君
の
女

な
が
ら
ふ
る
我
身
の
う
き
を
思
ふ
よ
り
外
に
は
人
を
う
ら
み
や
は
す
る
（
Ｄ
）

�

（
Ｄ
は
後
述
の
便
宜
上
、
筆
者
が
付
け
加
え
た
。）

　

松
尾
聡
氏
は
こ
の
歌
か
ら
、
右
大
臣
女
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る⑼
。「

そ
の
贈
答
歌
の
内
容
殊
に
女
の
返
し
の
す
な
ほ
さ
等
か
ら
考
へ
て
、
左

大
将
の
こ
の
疎
遠
は
、
必
し
も
他
の
女
へ
の
す
き
心
な
ど
に
因
る
も
の
で

は
な
く
、
肉
体
の
衰
へ
を
直
接
の
原
因
と
し
、
時
代
の
ほ
の
暗
さ
を
間
接

の
、
さ
り
な
が
ら
む
し
ろ
根
本
的
な
原
因
と
し
た
そ
こ
は
か
と
な
き
厭
世

観
に
因
る
の
で
は
な
い
か
と
い
つ
た
や
う
な
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、
此
の
Ｄ
の
返
歌
の
素
直
さ
は
右
大
臣
の
女
程
の
身
分
に
あ
る
者
と
し

て
は
洵
に
珍
し
い
。
少
く
と
も
こ
の
一
首
で
考
へ
る
限
り
に
於
て
は
、
此

女
も
亦
性
格
的
に
は
「
尚
侍
」
同
様
、
夕
顔
・
浮
舟
型
と
云
は
ね
ば
な
る

ま
い
。」

　

樋
口
芳
麻
呂
氏
は
松
尾
氏
の
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る⑽
。「

堀
河
関
白
の
言
葉
の
中
に
出
て
く
る
「
み
づ
か
ら
く
ゆ
る
宮
腹
の
女
」

と
は
、
こ
の
右
大
臣
女
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
ら
れ
、『
狭
衣
』

の
「
孫
王
だ
ち
、
鼻
高
に
き
ら
き
ら
し
き
様
」
と
い
う
文
か
ら
「『
み
づ

か
ら
く
ゆ
る
』
の
右
大
臣
女
は
、
母
が
宮
で
、
本
人
は
鼻
高
で
き
ら
き
ら

し
く
、
周
囲
か
ら
大
切
に
か
し
づ
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
誇
り
高
そ
う
な
女
で
あ
っ
た
の
で
、
左
大
将
は
、
自
分
の
途
絶
え
を
姫

君
が
自
尊
心
を
傷
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
気
遣
い
、

（
７
）
の
歌
（
命
だ
に
の
歌
）
を
送
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
の
返
歌

で
あ
る
（
８
）（
な
が
ら
ふ
る
の
歌
）
を
読
む
限
り
で
は
、
右
大
臣
女
は

あ
ま
り
誇
り
高
い
姫
君
と
も
思
え
な
い
。
身
分
・
外
観
に
比
し
、
意
外
に

内
攻
的
な
し
お
ら
し
い
女
性
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。」

小
木
喬
氏
も
同
様
の
意
見
で
あ
る⑾
。
三
氏
の
『
風
葉
集
』
の
歌
か
ら
う
け
る
右

大
臣
女
の
印
象
は
、
夕
顔
・
浮
舟
の
よ
う
な
内
攻
的
で
し
お
ら
し
い
女
性
で
あ

る
。『
狭
衣
』
の
異
文
の
一
つ
で
あ
る
右
大
臣
女
の
形
容
、「
孫
王
だ
ち
、
鼻
高

に
き
ら
き
ら
し
き
様
」
と
は
明
ら
か
に
相
反
し
て
い
る
。
し
か
し
『
狭
衣
』
に

登
場
す
る
右
大
臣
女
が
、
伝
為
家
本
や
伝
慈
鎮
筆
本
な
ど
が
伝
え
る
で
あ
ろ
う
、

ま
だ
十
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
で
、
初
々
し
い
さ
ま
の
女
で
あ
れ
ば
『
風
葉
集
』

の
右
大
臣
女
像
と
の
ず
れ
は
解
消
さ
れ
る
。
つ
ま
り
樋
口
芳
麻
呂
氏
が
前
述
の

引
用
文
の
中
で
、「
右
大
臣
女
は
あ
ま
り
誇
り
高
い
姫
君
と
も
思
え
な
い
」
と

不
審
を
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、『
風
葉
集
』
の
み
た
『
狭
衣
』
本
文
が
伝
為
明

家
本
や
伝
慈
鎮
筆
本
な
ど
の
本
文
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
何
の
問
題
も
な
い

の
で
あ
る
。『
狭
衣
』
は
多
く
の
異
文
が
伝
わ
る
が
、「
み
づ
か
ら
く
ゆ
る
」
と

関
わ
り
を
持
つ
「
右
大
臣
女
」
は
該
当
部
分
の
女
一
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
れ

が
『
風
葉
集
』
に
載
る
「
右
大
臣
女
」
と
照
応
す
る
こ
と
は
ま
ず
動
か
な
い
。

し
た
が
っ
て
、『
風
葉
集
』
が
採
っ
た
『
狭
衣
』
で
は
右
大
臣
女
は
伝
為
家
本

か
伝
慈
鎮
筆
本
な
ど
と
同
様
の
本
文
を
も
っ
た
『
狭
衣
』
が
描
き
出
す
右
大
臣

女
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
伝
為
家
筆
本
『
狭
衣
』
と
同
様
の
本
文
を
持
っ
た
『
狭
衣
』
が
『
風
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葉
集
』
の
依
拠
本
と
し
て
採
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
、
中
城
さ
と
子

氏
が
『
風
葉
集
』
側
か
ら
精
査
さ
れ
、
出
さ
れ
た
結
論
と
一
致
す
る⑿
。『
風
葉
集
』

選
者
と
し
て
は
為
家
が
有
力
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
は
妥
当
な
結
論

と
い
え
る
。
片
岡
利
博
氏
お
よ
び
中
城
さ
と
子
氏
は
、
中
世
に
お
い
て
は
極
力

由
緒
正
し
い
本
文
を
求
め
、
で
き
る
だ
け
忠
実
に
そ
れ
を
再
現
し
よ
う
と
心
が

け
て
い
た
と
さ
れ
る⒀
。
と
す
れ
ば
、『
風
葉
集
』
が
描
き
出
す
右
大
臣
女
が
、

少
な
く
と
も
中
世
に
お
い
て
は
、『
狭
衣
』
の
由
緒
正
し
い
本
文
の
女
と
考
え

ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
る
。

「
鼻
高
」
に
つ
い
て

　

さ
て
、
右
大
臣
女
の
今
一
つ
の
特
徴
は
「
鼻
高
」
で
あ
る
。
先
の
表
１
か
ら

も
明
白
な
よ
う
に
「
き
わ
き
わ
し
き
」「
き
ら
き
ら
し
き
」
と
い
う
語
は
「
は

な
た
か
」
の
後
に
あ
り
、「
は
な
た
か
」
を
よ
り
詳
し
く
規
定
し
て
い
る
。「
き

わ
き
わ
し
き
」
は
「
は
な
た
か
」
が
際
立
っ
て
い
る
こ
と
を
規
定
し
た
だ
け
で
、

「
は
な
た
か
」
が
「
尊
大
・
上
品
ぶ
っ
て
・
高
慢
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で

は
示
唆
し
な
い
。
し
か
し
「
き
ら
き
ら
し
」
は
「
は
な
た
か
」
が
単
に
鼻
が
高

い
と
い
う
事
実
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
華
麗
と
い
う
意
味
を
補
う

語
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
平
安
期
の
物
語
に
お
い
て
「
鼻
高
」
と
い
う
形
容
さ
れ
た
女
で
ま

ず
最
初
に
思
い
出
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
末
摘
花
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
。

『
狭
衣
』
が
『
源
氏
物
語
』
の
強
い
影
響
下
に
成
立
し
た
こ
と
は
一
読
す
れ
ば

明
か
で
あ
り
、
ま
た
諸
氏
の
指
摘
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。
末
摘
花
は
『
源
氏
物

語
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
形
容
さ
れ
て
い
る
。

あ
な
か
た
は
と
見
ゆ
る
も
の
は
鼻
な
り
け
り
。
ふ
と
目
ぞ
と
ま
る
。
普
賢

菩
薩
の
乗
物
と
お
ぼ
ゆ
。
あ
さ
ま
し
う
高
う
の
び
ら
か
に
、
先
の
か
た
少

し
垂
り
て
色
づ
き
た
る
こ
と
、
こ
と
の
ほ
か
に
う
た
て
あ
り
。

�

（
新
日
本
古
典
全
集
『
源
氏
物
語
』
①
二
九
二
頁
）

　

末
摘
花
は
、「
末
摘
花
」
巻
で
は
醜
貌
の
烏
滸
者
と
し
て
描
か
れ
る
が
、「
蓬

生
」
巻
で
は
純
朴
で
一
途
な
人
柄
ゆ
え
に
源
氏
に
迎
え
ら
れ
、
親
王
女
と
し
て

相
応
し
い
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
る
。
末
摘
花
の
人
物
造
型
の
違
い
は
単
に
語

り
手
の
視
点
が
変
化
し
た
も
の
で
、
洗
練
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
一
途
で
誠
実

な
人
柄
は
末
摘
花
の
本
性
で
あ
る
と
い
う⒁
。
末
摘
花
に
お
け
る
「
鼻
高
」
は
単

に
醜
女
の
常
套
的
形
容
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は

「
尊
大
」
や
「
上
品
ぶ
る
」
と
い
う
意
味
合
い
は
な
い
。

　
『
狭
衣
』
よ
り
あ
と
の
『
今
昔
物
語
』
巻
二
十
六
・
第
十
七
に
お
い
て
も
、「
鼻

高
」
は
、「
鼻
高
ナ
ル
者
ノ
、
鼻
崎
ハ
赤
ミ
テ⒂
」
と
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
「
尊
大
・

上
品
ぶ
る
」
と
い
う
要
素
は
含
ま
れ
な
い
。
こ
う
し
た
前
後
の
物
語
に
お
け
る

使
用
例
か
ら
み
て
も
、『
狭
衣
』
の
右
大
臣
女
は
単
に
鼻
が
際
立
っ
て
い
る
と

い
う
外
貌
上
の
特
徴
を
も
っ
た
女
と
造
型
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

大
日
本
国
語
辞
典
で
は
「
は
な
た
か
」
の
項
に
は
単
に
「
鼻
が
高
き
こ
と
。

又
、
そ
の
も
の
。」
と
あ
り
、
以
下
に
続
く
二
、三
、四
の
用
例
に
も
「
尊
大
」
や
、

「
得
意
げ
」
と
い
っ
た
意
味
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
続
い
て
新
た
に

「
は
な
だ
か
」
と
い
う
濁
音
の
項
を
た
て
て
、
そ
の
二
番
目
に
「
自
慢
ら
し
き

さ
ま
、
得
意
に
な
る
さ
ま
に
い
ふ
語
」
と
し
て
、『
狭
衣
』
の
当
該
部
分
を
あ

げ
る⒃
。
し
か
し
『
狭
衣
』
の
当
初
の
右
大
臣
女
の
造
型
が
伝
為
明
筆
本
な
ど
の

よ
う
な
記
述
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
鼻
高
と
い
う
語
に
引
き
ず
ら
れ
る

形
で
意
の
は
っ
き
り
し
な
い
部
分
が
「
孫
王
だ
つ
」
と
な
り
、「
き
わ
き
わ
し
」
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が
「
き
ら
き
ら
し
」
と
変
じ
、
あ
る
い
は
改
変
さ
れ
、『
狭
衣
』
の
本
文
が
変

化
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

少
な
く
と
も
、『
狭
衣
』
が
強
い
影
響
を
受
け
た
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、

「
鼻
高
」
の
姫
に
、「
尊
大
・
上
品
ぶ
る
」
と
い
う
意
は
み
じ
ん
も
な
い
と
い
う

こ
と
は
看
過
で
き
な
い
事
柄
で
あ
る
。
ま
た
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
の
「
蓬
生
」

巻
で
は
老
女
の
横
顔
が
鼻
高
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
身
分
が
低
い
貧
相

な
様
子
を
表
現
し
、
窮
乏
し
た
末
摘
花
邸
の
状
況
を
示
し
た
も
の
で
、
や
は
り

「
鼻
が
高
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
「
得
意
気
・
尊
大
・
上
品
ぶ

る
」
等
の
要
素
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
前
後
の
物
語
類
を
踏
ま
え
た
と
き
、『
狭
衣
』
の
右
大
臣
女
の
「
鼻

高
」
は
、
血
筋
は
よ
い
が
、
鼻
が
高
い
と
い
う
点
で
器
量
が
劣
り
、
箱
入
り
娘

の
典
型
と
し
て
設
定
さ
れ
た
特
徴
と
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で

あ
る
。

結
論

　

散
逸
物
語
『
み
づ
か
ら
く
ゆ
る
』
に
登
場
す
る
右
大
臣
女
は
内
攻
的
で
し
お

ら
し
い
女
で
あ
っ
た
。『
狭
衣
』
の
一
部
の
異
本
も
同
様
の
右
大
臣
女
を
描
い

て
い
る
。
二
種
類
の
文
学
作
品
に
お
い
て
、
一
致
す
る
「
右
大
臣
女
」
は
「
内

攻
的
で
し
お
ら
し
い
女
」
で
あ
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
末
摘
花

は
親
王
の
娘
で
、
鼻
が
高
く
醜
貌
で
あ
る
が
、
性
格
は
純
朴
で
あ
っ
た
。『
狭

衣
』
の
一
部
異
本
の
描
き
出
す
右
大
臣
女
は
鼻
が
高
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
が
、

同
時
に
「
初
々
し
い
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。

　
『
狭
衣
』
の
右
大
臣
女
に
つ
い
て
、
主
人
公
狭
衣
は
父
関
白
が
右
大
臣
女
の

こ
と
を
「
は
な
だ
か
」
と
い
っ
た
の
を
聞
い
て
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
、「
か
の

思
ひ
か
け
ざ
り
し
宵
の
火
影
は
、
さ
し
も
白
玉
の
疵
ま
で
は
見
え
ざ
り
し
か
ど
、

鼻
高
は
言
ひ
あ
て
た
ま
へ
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
諸
本
共
通
す
る
文
で

あ
る
。
狭
衣
は
右
大
臣
女
の
鼻
高
は
、
堀
川
関
白
が
噂
か
ら
想
像
す
る
ほ
ど
は

際
立
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
「
高
い
」
と
い
う
範
疇
に
は
十
分
入
る

と
思
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
狭
衣
は
「
鼻
高
」
を
単
に
外
貌
的
な
特
徴
と
し
か

考
え
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
右
大
臣
女
の
「
鼻
高
」
と
い
う
形

容
に
当
初
は
「
尊
大
・
上
品
ぶ
る
」
の
意
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
「
右
大
臣
の
秘
す
ら
ん
女
」
は
『
狭
衣
』
と
い
う
物
語
全
体
か
ら
み
れ
ば
、

話
し
の
中
だ
け
に
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
は
こ
の
部
分

の
古
写
本
間
の
本
文
異
同
が
目
立
っ
て
甚
だ
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
何
を

示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、『
狭
衣
』
の
本
文
が
、

こ
の
時
点
ま
で
創
ら
れ
た
段
階
で
す
で
に
流
布
し
、
作
者
も
読
者
も
今
後
、
こ

の
女
が
物
語
に
ど
こ
ま
で
か
か
わ
る
か
は
未
知
数
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
源
氏
宮
と
競
う
形
で
入
内
す
る
姫
君
は
、
読
者
の
想
像
を
刺
激
し

た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
そ
の
人
物
造
型
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
書
き
か

え
な
ど
の
試
み
が
生
じ
、
異
同
が
激
し
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

う
し
た
物
語
の
作
成
方
法
は
現
代
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
と
り

た
て
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
片
岡
氏
は
狭
衣
の
本
文
の
主
要
な
異
同
は
平

安
時
代
人
の
所
業
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
中
城
さ
と
子
氏
は
さ
ら
に
鎌
倉
初
期
ま

で
そ
の
範
囲
を
広
げ
、『
風
葉
集
』
成
立
時
期
ま
で
に
は
主
要
な
異
文
は
成
立

し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
両
氏
の
推
定
に
異
論
は
な
い
。
個
々
の
異
同

を
精
査
し
た
と
き
に
、
基
本
的
な
異
文
の
上
に
あ
ら
た
に
後
世
に
お
い
て
行
わ

れ
た
改
変
も
指
摘
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
異
文
に
は
幾
重
に
も
重
な
っ

た
異
な
る
時
代
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
右
大

臣
女
に
関
わ
る
異
文
、
表
１
を
み
た
と
き
、
最
古
写
本
と
さ
れ
る
深
川
本
、
そ
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の
他
平
出
本
は
「
は
な
た
か
」
の
前
後
に
畳
語
の
形
容
を
も
つ
が
、
そ
の
他
の

も
の
は
ど
ち
ら
か
一
方
で
あ
る
と
い
う
か
な
り
明
瞭
な
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。

つ
ま
り
「
そ
う
か
た
ち
」
に
重
点
を
置
い
た
も
の
と
、「
は
な
た
か
」
に
重
点

を
置
い
た
双
方
の
読
み
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
異
文
が
発
生
（
あ
る
い
は
作
成
）

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
中
で
「
そ
ん
わ
う
た
ち
て
」
と
い
う
語
を
も
つ
飛
鳥
井
雅
章
筆
本

は
吉
田
氏
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
自
筆
本
で
、
子
孫
の
為
に
書
き
残
し
た
も
の
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。
飛
鳥
井
雅
章
の
生
涯
は
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
三
月

一
日
か
ら
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
十
月
十
二
日
で
あ
る
の
で
、
江
戸
前
期
成
立
、

古
写
本
の
中
で
は
一
番
時
代
が
下
る
も
の
で
あ
る
。
他
に
「
そ
ん
わ
う
た
ち
て
」

と
い
う
語
を
持
つ
本
文
は
『
校
本
狭
衣
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
古
活
字
本
に
見
ら

れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
日
本
国
語
大
辞
典
は
「
鼻
高
」
と
い
う
語
の
「
得

意
に
な
る
こ
と
」
と
す
る
項
目
で
、『
狭
衣
』
の
用
例
の
後
、
浄
瑠
璃
の
「
彦

山
権
現
誓
助
剣
（
一
七
八
六
）」
五
の
例
、「
な
み
大
体
な
鼻
高
で
は
、
た
ん
の

う
す
る
事
あ
る
ま
い
」
を
掲
げ
る⒄
。

　

こ
の
二
点
か
ら
考
え
て
、
こ
の
語
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
、「
は
な
だ
か
」

と
「
き
ら
き
ら
し
」
に
引
か
れ
て
作
成
さ
れ
た
、
比
較
的
新
し
い
異
文
で
は
な

い
か
と
い
う
可
能
性
が
浮
上
す
る
。「
宮
腹
」
と
い
う
語
か
ら
「
そ
う
か
た
ち
」

に
変
化
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
「
そ
ん
わ
う
た
ち
て
」
と
な
っ
て
い
っ
た
過
程
が

想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
孫
王
だ
ち
て
」「
き
ら
き
ら
し
い
」
女
と
い
う
新

し
い
造
型
が
疑
わ
れ
る
も
の
を
除
い
て
も
、
こ
の
部
分
の
異
同
が
多
い
こ
と
に

は
か
わ
り
な
い
。
こ
れ
ら
の
異
文
が
古
代
に
お
い
て
す
で
に
基
本
的
に
は
発
生

し
て
い
た
と
す
れ
ば
、『
狭
衣
』
が
一
つ
の
物
語
と
し
て
比
較
的
ま
と
ま
っ
て

創
作
さ
れ
た
に
せ
よ
、
個
々
の
段
階
に
お
い
て
す
で
に
異
文
が
発
生
し
、
そ
の

せ
め
ぎ
合
い
の
中
か
ら
筋
が
規
定
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
捉
え
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
全
体
か
ら
み
れ
ば
と
る
に
た
ら
な
い
右
大
臣

女
の
造
型
に
こ
れ
ほ
ど
揺
れ
が
生
じ
た
の
は
、
こ
の
女
も
場
合
に
よ
っ
て
は
物

語
の
主
要
人
物
を
な
る
可
能
性
を
、
初
期
段
階
で
有
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら

れ
る
。
物
語
が
、
源
氏
宮
を
斎
院
と
し
、
入
内
の
可
能
性
を
否
定
し
た
と
き
後

宮
に
お
け
る
競
争
相
手
と
な
る
右
大
臣
女
の
存
在
も
必
要
で
は
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
ま
で
は
、
右
大
臣
女
は
作
者
・
読
者
と
も
主
要
登
場
人
物
で
あ
る

源
氏
宮
に
関
わ
る
存
在
と
し
て
、
興
味
の
対
象
で
あ
っ
た
。「
右
大
臣
の
秘
す

ら
ん
女
」
は
最
終
的
に
物
語
の
取
る
に
足
ら
な
い
存
在
と
な
っ
た
が
た
め
に
、

は
か
ら
ず
も
物
語
創
作
過
程
を
窺
わ
せ
る
、
重
要
な
存
在
と
な
り
得
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

注
⑴　

内
閣
文
庫
本
を
底
本
と
す
る
岩
波
大
系
『
狭
衣
物
語
』
で
は
「（
そ
れ
が
）
や
っ

と
（
そ
の
年
頃
と
な
っ
て
）、
こ
の
八
月
に
入
内
さ
せ
よ
う
と
、
右
大
臣
が
用
意
さ

れ
て
い
る
の
が
察
し
知
ら
れ
る
の
に
ね
え
。
い
や
別
に
、
競
争
す
る
必
要
も
な
い
で

す
な
。」
と
し
て
、
堀
川
関
白
の
余
裕
の
ほ
ど
を
印
象
づ
け
る
。

⑵　

堀
口
悟
「『
狭
衣
物
語
』
鼻
高
姫
譚
の
意
義
―
貴
族
政
治
と
婚
姻
と
の
見
地
か
ら

―
」（『
源
氏
物
語
の
時
空
王
朝
文
学
新
考
』
笠
間
叢
書
三
〇
六
・
平
成
九
年
）

⑶　

私
家
版
「
古
典
聚
英
」
1
狭
衣
物
語
上
〈
深
川
本
〉（
古
典
文
庫
・
昭
和
五
十
七
年
）

よ
り

⑷　

狭
衣
物
語
研
究
会
『
狭
衣
物
語
全
註
釈
Ⅰ
巻
一
（
上
）』（（
株
）
お
う
ふ
う
・
平

成
十
一
年
）

⑸　

日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
収
録
さ
れ
た
物
語
を
対
象
と
し
た
。

⑹　
「
お
し
は
か
ゝ
る
ゝ
」
の
部
分
は
や
や
不
審
で
あ
る
が
、
表
記
通
り
。

⑺　

全
注
釈
で
は
こ
の
部
分
「
顔
立
ち
や
物
腰
も
」
と
訳
し
て
い
る
。
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⑻　

樋
口
芳
麻
呂
『
平
安
・
鎌
倉
時
代
散
逸
物
語
の
研
究
』（
ひ
た
く
書
房
・

一
九
八
二
年
）

⑼　

松
尾
聡
『
平
安
時
代
物
語
の
研
究
』（
東
宝
書
房
・
一
九
五
五
年
）

⑽　

樋
口
芳
麻
呂
『
平
安
・
鎌
倉
時
代
散
逸
物
語
の
研
究
』（
ひ
た
く
書
房
・

一
九
八
二
年
）

⑾　

小
木
喬
『
散
逸
物
語
の
研
究　

平
安
・
鎌
倉
時
代
編
』（
笠
間
書
院
・
一
九
七
三

年
）

⑿　

中
城
さ
と
子
「『
風
葉
和
歌
集
』
の
依
拠
本
―『
狭
衣
物
語
』
の
場
合
―（
そ
の
二
）」

（「
風
葉
和
歌
集
研
究
報
」
第
八
号
・
二
〇
〇
八
年
三
月
・
名
古
屋
国
文
学
研
究
会
）。

「（
四
）『
狭
衣
』
巻
一
入
集
歌
の
依
拠
本
の
再
検
討
」
に
お
い
て
「
前
稿
に
お
い
て
、

『
狭
衣
』
巻
一
か
ら
の
入
集
歌
に
関
し
て
は
、
160
歌
か
ら
《
押
小
路
本
》、
972
詞
か
ら

〈
為
明
本
〉
の
二
本
を
依
拠
本
と
す
る
と
と
も
に
、〈
深
川
本
〉
を
加
え
た
三
本
が
依

拠
本
に
な
っ
た
と
考
え
た
。（
中
略
）
し
か
し
、
調
査
を
進
め
る
に
つ
れ
、
1046
歌
と

一
致
す
る
本
の
う
ち
の
為
家
本
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
為
家
本
は
、『
風
葉
集
』
と

の
一
致
率
が
《
押
小
路
本
》
と
と
も
に
最
も
高
い
値
（
63.6
％
）
を
示
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。」

⒀　

片
岡
利
博
氏
は
「
中
世
以
後
の
人
々
」
と
さ
れ
（「
平
安
時
代
人
と
文
学
」、「
国

語
と
国
文
学
」
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
、
平
成
十
四
年
五
月
）、
中
城
氏
は
片
岡

氏
に
対
し
て
、「「
中
世
の
人
々
」
と
限
定
し
た
い
」
と
さ
れ
る
（
前
掲
論
文
）。

⒁　

松
田
武
夫
「
末
摘
花
」（『
國
文
学
』
昭
和
三
十
二
年
五
月
）、
山
本
利
達
「
作
者

の
人
間
理
解
―
末
摘
花
を
中
心
に
」（『
源
氏
物
語
の
探
究
』
十
・
風
間
書
房
・
昭
和

六
十
年
）
な
ど

⒂　
「
鼻
崎
ハ
」
の
「
崎
」
は
頭
注
に
「
正
字
は
「
先
」。」
と
あ
る
。
今
昔
物
語
中
に

こ
の
用
字
法
は
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

⒃　

日
本
国
語
大
辞
典
で
は
三
番
目
に
「
得
意
に
な
る
こ
と
。
自
慢
す
る
こ
と
。
ま
た
、

そ
の
人
や
そ
の
さ
ま
。」
と
し
て
狭
衣
物
語
「
は
な
だ
か
に
き
ら
き
ら
し
き
か
た
ち

に
や
あ
ら
ん
と
ぞ
」
と
用
例
を
挙
げ
る
。

⒄　

日
本
国
語
大
辞
典
、�

ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ�

（
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）

http://w
w
w
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