
玉
藻
伝
説
と

『武
王
伐
紂
平
話
』

田

川

く

に

子

幕
末
文
化
文
政
期

に
、

三
国
伝
来

く
金
毛
九
尾

の
妖
狐
V
が
大
流
行
し
た

こ

と

は
、

よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
流
行
が
化
政
期

で
終
る

こ
と
な
く
、
明
治

に
な

っ
て
も
依
然
と

し
て
人
気

を
博

し
て
い
た
の
は
、
吉

田
玉
造

の
狐

の
早
変

り
の
工
夫
が
、
う
け
に
入

っ
た
と

い
う
こ
と

が
あ
る
に
し
て
も
、
幕
末
維
新
と

い
う
、
歴
史

の
大
転
換
期
に
人
気
を
博
し
た
作
品
と

い
う

こ
と

で
、
何

か
興
味

を
そ
そ
る
も

の
が
あ
る
。

今
度
国
立
劇
場

で
上
演
さ
れ
た

『
玉
藻
前
曦
袂
』
は
、
文
化

三
年
鶴

沢
市

之

助
座
初
演

の
も

の
で
あ
る
が
、
だ

い
た

い
こ
の
作
品
は
、
天
保
以
降
は
、
第

三

「
清
水
寺

の
段
」
、

つ
ま
り
舞
台
が

目
本

へ
移

っ
て
か
ら
後

の
部
分

は
改
作
を

重
ね

て
来

た
も

の
で
、
明
治
以
降

の
上
演

は
、

み
な
改
作

に
よ

っ
て
い
た
ら
し

い
。
そ
の
改
作

の

一
つ

一
つ
の
過
程

や
、
内
容

に

つ
い
て
検
討

し

て

み

る

の

は
、
面

白
こ
と

で
も

あ
り
、
意
味
も
あ

る
こ
と
と
思

わ
れ

る
が

、
今

の
私

に
は

ど
う
も

そ
の
余
裕

が
な
い
。
近
代
以
前

の
王
藻
伝
説

の
系
譜

を
辿

る

だ

け

で

も

、
か
な
り
の
手
間

が
か

か
る

の
で
あ
る
。

最

近
高

野
辰

之
博

士
が

『
王
藻
前

…
…
の
素
材

』
と
題

し
て
短
文

を
書

い
て

お
ら
れ
た
が

(朝

日
新
聞

四
十
九
年

十
月

二
十
九
日
夕
刊
)
、

そ
れ

に
ょ
れ
ば

、

享

和
三
年

の
序

文
が

つ
い
た
、

『
三
国
妖
婦
傅

』
と
題
す

る
五
冊
の
写
本

を
最

近
手

に
入
れ
ら
れ
た
そ
う
で
、
北
馬
子
と

い
う
画
家

に
挿
絵

を
頼
ん
だ

こ
と
等

が
記

し
て
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
〈
写

本
〉
五
冊
と

い
う

こ
と

な
の
で
、
私

の
胸

も
と
き

め
い
た
。
是
非
と
も
拝
見
さ

せ
て

い
た
だ
き
た
い
と

一
時

は
思
い

つ
め

た
の
だ
が
、
や

は
り

こ
れ

は
、
文
化
元
年
版

の
高
井
蘭

山

の
読
本

『絵
本

三
国

妖
婦
伝
』

の
版
下

で
は
な

い
か
と

い
う
気
が
す
る
。
だ
と
す
れ
ば
そ
の
刊
本
は

日
比
谷

の
加
賀
文
庫
な
ど

に
三
編
十

五
冊

の
完
全
な
も

の
が
揃

っ
て

い

る

か

ら
、
割
合
簡
単

に
読
む

こ
と
が

で
き
る

の
で
あ
る
。

(
つ
い
で
な
が
ら
国
会
図

書
館

の
蔵
本

は
中
編

の
み
、

そ
れ
も

五
冊

の
う
ち

三
冊
目

は
欠
本

で
四
冊

の
み

で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
で
は
ど
う
に
も
な

ら
な
い
。
)
高
野
博
士
が
手

に
入
れ
ら

れ
た
五
冊
は
、

お
そ
ら
く
、
文
化

元
年
出

版
の
高
井
蘭
山
著
、
蹄
斉
北
馬
画

の

『
絵

本
三
国
妖
婦
伝
』
の
上
編
五
冊

の
版

下
で
あ

ろ
う
と
思

わ
れ

る
。

こ
の
上

編
五
冊

の
舞

台
は
、
天
竺
、
唐

土
で
あ
り
、
こ
の
作
品

が
文
化

三

年

初

演

の

『
玉
藻
前
曦
袂
』
に
大

き
く
影
響

し
て
い
る

こ
と

は
、

〈
絵
本
増
補

V
の
角
書
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を
見

て
も
間
違

い
の
な

い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

大
き
く
影
響

し
て
い
る
な
ど
と
書

い
た
が
、
実
を

い
え
ぽ

『
臘
楙

玉
藻
前
曦

袂
』

に

つ
い
て
の
最
大

の
興
味

は
、

こ
の
作
品
が
、

「
道
春
館
」
な
ど

一
部
を

除

い
て
、
殆

ど
が
二
年
前

に
刊
行

さ
れ

た

『
絵
本

三
国
妖
婦
伝
』

の
ま
る
取
り

で
、
小
説

の
構
想

を
そ
の
ま
ま
舞
台

に
移
植

し
た
よ
う
な
と

こ
ろ
が
濃
厚
な
点

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
事

は
、
今

日
で
は
あ
り

ふ
れ

た
現
象

で
、
と
り
た

て
て

問
題

に
す

る
ほ
ど
の
こ
と

で
も
な
く

な

っ
て
い
る
が
、
小
説
が
そ

の
ま
ま
人
形

浄
瑠
璃

の
舞
台

に
移
植

さ
れ
る
な
ど
と

い
う

の
は
、

や
は
り
当
時
と
し

て
は
あ

ま
り
例

の
な

い
、
珍

し
い
試

み
で
は
な
か

っ
た

の
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
思

っ
て
看
る

せ
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
や
は
り

こ
の
作
品

の
舞
台
は
、

浄
瑠
璃
的
な
複
合
性
と

い
う
も

の
に
欠
け

て
い
る
。
絵
巻
物
的
な
単
純
な
展
開

の
仕
方

の
な
か

に
、
事
件
が
時
間
を
追

っ
て
次

々
に
生
起
し

て
い
く
だ
け
で
、

構
想
が
平
板
な

の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
散
文

の
世
界
ま
る
取

り

の
着

想
が
も

た
ら

し
た
最
大

の
結
末

は
、
道
行
、
も
し
く
は
道
行
的
場
面

の
喪
失
で
あ
る
。

こ
れ

は
た

い

へ
ん
大
き
な
問
題

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
少
く
と

も
道

行
の
な
い

浄
瑠
璃
な
ど
と

い
う

の
は
、
考
え
る

こ
と
も

で
き
な
か

っ
た

ほ
ど
、

こ
の
様

式

は
近
世
人

の
精
神

に
深
く
融
け

こ
ん
で
い
た
は
ず

で
あ
り
、
演
劇

の
持

つ
祭
式

性

の
痕
跡
を
証
明
す
る
な
に
よ
り

の
証

で
も
あ

っ
た
わ
け
だ
。
そ
れ
を
今

は
作

者
た
ち
は
進

ん
で
棄

て
て
し
ま

っ
た
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
作
者

た
ち
も
、
ま
た

看
客

に
と

っ
て
も
、

こ
の
時
す
で
に
道
行

の
も
た
ら
す

劇
的
効
果
や
情
感

を
、

さ

ほ
ど
必
要
と
し
な
く
な

っ
て
い
た

こ
と

の
現
わ
れ
か
も
し
れ
な
い
。
と

い

っ

て
も
景
事

の
無

い
浄
瑠
璃
と

い
う

の
も
奇
妙
な
も

の
に
違

い
な

い
か
ら
、

「化

粧
殺
生
石
」

の
七
化
け
が
、
最
後

に
申
し
わ
け

の
よ
う

に
つ
く

こ
と
に
な
る
。

面
白
が

っ
て
見

て
い
る
人
も
あ
る
が
、
化
け

て
出
る

の
が
作
品

の
本
題
と

は
何

ら
関
係

の
な

い
人
物
ぽ
か
り
だ
か
ら
、
何

か
取

っ
て
つ
け
た
よ
う
な
白

々
し
さ

が
、
先

に
立

つ
の
は
ど
う

し
よ
う
も
な

い
の
で
あ
る
。

第
壱

「
天
竺
沙
牟
呂
山

の
段
」

「
同
麓

の
段
」

「
蘭

亭

宮

の

段
」
、
第

二

「
姐
己
入
内

の
段
」

「
太
公
望
漁

の
段
」

「
紂
王
御
殿
」

「樓

門
の
段
」
と

、

ざ

っ
と
列
挙
す
れ
ぽ

こ
れ
だ
け

の
、
第

壱
段
、
第

二
段

の
部
分
が
、
今

回
の
上

演

で
は
省
か
れ
た
わ
け

で
あ
る
が
、

こ
れ

こ
そ

こ
の
妖

狐
が
三
国
伝
来

で
あ
る

こ
と
を
説
き
あ
か
す
発
端

の
ス
ト
ー
り
ー
で
、
第

一
は
天
竺
、第

二
は
唐

土
と

、

こ
の
作
品

の
世
界

の
広

が
り
は
、
意
外

に
大
き
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
空

間
的
広
が
り

の
大
き
さ
が
う
ま
く
作
用
し
て
、

こ
の
作
品

の
構
成

の
小
説
的
平

板
さ
を
、
救

い
出
す

効
果
を
果

し
て
い
た
に
違

い
な
い
か
ら
、

こ
の
部
分

の
カ

ッ
ト
は
作
品
の
た
め
に
も
惜

し
ま
れ

る
。

ま
た
化
政
期
文
学

の
特
徴
と
も

い
え

る
、
あ
ら
ゆ
る
空

想
的
能
力

を
総
動
員

し
て
、
小
説
的
空
間

を
拡
大

し
よ
う
と

試
み
る
、
作
者
読

者
の
鬱
勃

た
る

エ
ネ

ル
ギ
ー
が
、

こ
の
作
品
中

に
も

た
し
か

に
存

在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
見

て
い
た
私

に
と

っ
て
は
、
前
半

の
三
国

伝
来

の
部

分
を
視
覚
的

に
確
認

し
て
、

こ
う
い
う
構
図

を
持

つ
舞
台
が
、
当
時

の
看
客
に
ど
の
よ
う
な
具
合

に
期
待

さ
れ

て
い
た
の
か
、

お
ぼ

ろ
げ
な
が
ら

で

も
感

じ
て
み
た
い
と

い
う
希
望

が
、
実
現

不
可
能
と

な
り
、
残
念
だ

っ
た
わ
け

で
あ

る
。

と

は
い

っ
て
み
て
も
、

三
国
伝
来
思
想

そ
の
も

の
は
、
決

し
て
新

し
い
も

の

で
も
何

で
も

な
い
。
仏
教

が
印
度

か
ら
中
国

を
経
由

し
て
日

本

に

入

っ
て

以

来
、
文
化
的
価
値

の
高

い
も

の
、
好

い
に

つ
け
悪

い
に

つ
け
、
宗
教
的
威
力

の

優

れ
た
も
の
は
、
三
国
伝
来

で
や

っ
て
来

る
と

い
う
考

え
に
と
り

つ
か
れ

て
い

一9一

 

/



た
日
本
人
だ
か
ら
、
特

に
宗
教
的
説
話
や
縁
起
物
語

の
な
か
に
は
、

こ
の
種

の

物

は
少
く
な

い
。
浄
瑠
璃

で
は
、
例
え
ば

『
善
光
寺
御
堂
供
養

』
(享
保

三
年
)

な
ど
、
阿
弥
陀
如
来

の
縁
起
を
語
る
本
地
物

の
舞
台
化
で
あ
る
か
ら
、
当
然
発

端

は
天
竺
、
次

は
唐
土

で
、
後
半

で
漸
く
舞
台
は
目
本

に
移
る

の
で
あ
る
。
こ

の
時
、
宗
教
的
道
徳
的
善
を
象
徴
す
る
阿
弥
陀
如
来
と
葛
藤
す
る
形

で
組
み
合

わ
さ
れ

る
外
道
、
悪
魔
道
が
、
同
時

に
三
国
伝
来
す
る
と

い
う

の
が
、
基
本
的

構

図
で
、

『
用
明
天
皇
職
人
鑑
』

(宝
永

二
年
、
近
松
門
左
衛
門
)
な
ど
も
、

天
皇
家
内
部

の
王
権
争
奪

で
対
立
す

る
二
派

の
う
ち
、
悪
皇
子
山
彦
王
子

は
、

伝
来

の
外
道
、
悪
魔

道
を
信
奉

し
、
仏
道

を
支
持
す

る
善
良
な
親

王
と
対
立
す

る
。
悪
魔
道

、
外
道

は
仏
教
的
善
と
組

み
合

わ
さ
れ

て
常

に

一
対

で
あ

る
と

い

う

こ
と

は
、
衆

生
を
救
済

す
る
偉
大

で
慈
悲
深

い
仏
も
、
さ

ま
ざ
ま
な
悪
や
災

を
も
た
ら
す
、
超
越
的
な
悪
魔

も
、
と
も

に
本
来
的

に
こ
の
国
土

に
自
生

し
た

も

の
で
は
な
く
、
遠

い
異
国
か
ら
や

っ
て
来

た
も

の
だ
と

い
う

こ
と
を
、
近
代

以
前

の
人

々
は
よ
く
記
憶

に
止
め
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

三
国
伝
来

の
妖
狐
と

い
う
無
気
味

な
悪
魔

も
ま
た
異
国

か
ら
や

っ
て
来

る
。

だ
が
そ
れ
は
善
な
る
も

の
の
対
と
し
て
存
在
す
る
悪
で
は
な
く

、

一
本
立

ち
で

独
行
す
る
悪

で
あ
る
か
ら
、
善
な
る
も

の
に
よ
る
陶
汰

は
、
始

め
か
ら
期
待

で

き
な

い
。
化
政
期

の
民
衆
が
、
遠

い
祖
先

の
時
代

の
悪
魔

伝
来

の
物
語

を
思

い

起
す
必
然
性
は
充
分

に
あ
る
わ
け
で
、
お
そ
ら
く

こ
の
悪
魔

は
、
仏
道

に
対
立

す

る
外
道
な
ど

で
は
な
く
、
当
時
す
で

に
沿
岸
近
く

に
ま
で
押
し
寄

せ
て
い
た

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
明

に
つ
い
て
の

一
つ
の
予
感

の
仕
方
が
、
〈
金
尾

九

尾

の
妖

狐
〉

に
な

っ
て
現
わ
れ
出
た

の
か
も
し
れ
な

い
の
で
あ
る
。

玉
藻
伝
説

(殺
生
石
伝
説
)

に
つ
い
て
は
、書
き
た

い
こ
と

は
沢
山
あ
る
が
、

紙
数

の
関
係

で
、

こ
こ
に
全

て
を
尽
す

こ
と

は
到
底

で
き
な

い
だ

ろ
う
。

た
だ

こ
の
伝

説
、
そ
し
て
伝

説
文
学
化

の
系
譜

に
つ
い
て
興
味
を
持

っ
た
人

は
割
合

い
た
よ
う
で
、
古

く
は
滝

沢
馬

琴

(文
化

七
年

『
昔
語
質
屋
庫
』
)

が
あ

り
、

最

近
で
は
堂

本
正
樹

氏

の

『
玉
藻
前
曦
袂
研

究
』

(
『
古
典
劇
と

の
対
決

』
所

収
)
が
最
も
詳
し

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
冷
資

料
的
に
は

こ
れ
に
加

え
る
も
の
は

あ
ま
り
な

い
か
も
し
れ
な

い
が
、
た
だ

こ
う

い
う
文
学
的
幻
想
を
、
い
く
世
代

に
も
わ
た

っ
て
継
承
し
、
成
長
さ

せ
続
け
て
来
た
、
日
本

の
民
衆

の
精
神

や
、

想
像
力

の
問
題

に
な

っ
て
く
れ
ば
話
は
別

で
あ
る
。
私
は
そ

の
点
に
少
し
で
も

触
れ

た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
は
も
う

一
度
、
可
成
り

の
程
度

ま
で
整

理
さ

れ

て
い
る
資
料
を
、
見
直
し

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
よ
う
な
気
が
す
る
。

し
か
し
伝
説

に
関
す

る
文
献
を
総
浚

い
す
る

の
が

こ
こ
の
目
的
で
は
な
い
か

ら
、
詳

し
い
こ
と

は
別

の
機
会

に
譲
る

こ
と

に
し
て
、
私
は
た
だ

『
絵
本
三
国

妖
婦
伝
』

や

『
職
榊

玉
藻
前
曦
袂
』

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
、
中
国

の
演
義

本

に
だ
け
触
れ

て
み
た

い
。

い

っ
た
い
こ
の
殺
生
石
伝
説
と

い
う

の
は
、
文
献
を
手
が
か
り

に
歴
史
を
遡

れ
ば
、
何
時
頃

の
時
代

に
ま

で
遡
源

で
き

る
の
か
。

お
よ
そ

の
見
当
を

つ
け

る

こ
と

が
許

さ
れ

る
な

ら
、
中
世
も

さ
ほ
ど
早

い
時
期

で
は
な

い
と

云
え

る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
謡
曲

『
殺
生
石
」
や

『
下
学
集
』

(
一
四
四
四
年
)

を
、
最
古

の
物

と
想
定

し
て
も
、

せ
い
ぜ

い
嘉
吉

か
ら
長
禄
、

つ
ま
り
室

町
時
代
中
期
頃

で
あ
る
。
し
か
し
伝

説
発
生

の
時
期

は
ず

っ
と
古
く
、
鎌
倉
時
代

に
ま
で
遡
源

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
、
そ
の
最

も
古

い
と

こ
ろ
の
文
献

を
あ
け

て
み
れ
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ば
、
例
え
ば
謡
曲

『
殺
生
石
』

で
あ
る
。

シ
テ
「
今

は
何
を
か
包
む

べ
き
、
天
竺

に
て
は
班
足
太
子

の
塚

の
神
、

太
唐

に

て
は
幽
王

の
后
褒
姻
と
現
じ
、
我
が
朝
に

て
は
鳥
羽

の
院

の
、
玉
藻

の
前
と

は
な
り
た
る
な
り
。
我
王
法
を
傾

け
ん
と
、
仮

に
優
女

の
形
と

な
り
、
玉
体

に
近
づ
き
奉
れ
ぽ
御
悩
と

な
る
」

と

あ
り
、

『
下
学
集
』

に
は
、
巻

の
中
第

三
帳
犬
追
物

の
注

に

「
昔

西
域
に
班
足

王
あ

り
、

そ
の
夫
人
悪
虐

に
過

た
り
、
王

に
勧

て
、
千
人

の
首

を
取

し
む

。
そ

の
後
支
那
国

に
出
生

し
て
、
周

の
幽
王

の
后
と
な
り
、

そ

の
名
を
褒
姐
と

い
ふ
。
国
を
滅

し
、
人
を
惑
し
、
死
し

て
後
日
本

に
出
生

す
。
近
衛
院

の
御
宇

に
、
玉
藻
前
と
號
す
。
人
を
傷

る
こ
と
極
な
し
。

後

に
化
し

て
白
狐
と
な
り
て
、
人
を
害
す
る

こ
と
惟

多
し
、
曝
鰓

び
れ
を
駆

ま
ず

ら

ん
と
欲
す
。
先
走
犬
を
追
う

て
も
て
、
そ

の
軆

騾
を
試
み
け
り
。
白
狐

は

こ
れ
を
知
り
て
化
し
て
石
と
な
る
。
飛
禽
走
獣

そ

の
殺
気

に
当

る
も

の
、
立

ど

こ
ろ
に
斃

れ
ず

と
い
ふ

こ
と

な
し
、
故

に
こ
れ

を
殺
生

石
と

い
ふ
、
今

に

下
野
那
野
原
に
あ
り
、
犬
追
物
は
茲
に
始
る
。
但
是
を
古
老
の
扇
懇

聴
け

り
、
本

説
を
知

ら
ず
と

い

へ
ど
も
、
暫
く
是
を
載
す

る
の
み
」

と
あ

る
。
そ
の
他

『
太
平
記
』

『
た
ま
も

の
さ
う

し
』

(室
町
時
代
物
語
)
な

ど
、
文
献
だ
け

を
問
題

に
す
れ
ば
、
古

い
と

こ
ろ
は
室
町
時
代

に
集
中
す
る

こ

と

は
た
し
か

で
あ
る
。

し
か
し
馬
琴

は
こ
の

『
下
学
集
』

の
記
事
を
う
け
、

『
昔
語
質
屋
庫

』
で
、

く
ち
ず
さ
み

「
こ
こ
に
古
老

の
口
號

に
聴
と
あ
れ
ば
、
此
小
説

の
、
由
来
久
し
き
を
推
し
て

し
る
べ
し
」
と
、
伝
説

の
由
来

の
古
さ
を
主
張

す
る
。
私
も
馬
琴
に
同
調

す
る

わ
け

で
'は
な
い
が
、

一
四
四
四
年
成
立

の

『
下
学
集
』
に

こ
の
よ
う
な
記
事

が

あ
る
く
ら

い
で
あ
る
か
ら
、
印
度
で
班
足
太
子
を
惑
わ
し
、
中
国

に
渡

っ
て
は

西
周

の
幽
王
を
堕
落
さ
せ
て
国
家
滅

亡
に
至
ら
し
め
た
悪
女
が
、
時
代
を
降

る

に
及
ん
で
わ
が
国
に
再
び
姿

を
現
わ

し
た
と
す

る
俗
説

は
、
鎌
足
時
代
も
早

い

時
期

に
、
す

で
に
成
立

し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。

こ
の
悪
女
が
即

ち
玉
藻
前

で
、
鳥
羽
院
、
ま
た

は
近
衛
院

の
官
女
と
な
り
、
そ

の
美
貌
と
才
智

に
よ

っ
て
深

い
窮
愛
を
受
け
る
が
、
化
身

の
悪
女
を
愛
し
た

こ
と
に
よ
り
、
院

は
重
病

に
罹
る
。
し
か
し
宮
廷

の
陰
陽
師

の
呪
術
に
よ

っ
て
、
悪

女
は
正
体

を

見
顕
わ
さ
れ
、
那
須
野

に
飛
ん

で
白
狐
と
な
り
、
武
士
に
狩
り
た
て
ら
れ

て
石

と
化
し
た
と
い
う
が
、
こ

の
話

の
古

い
と
こ
ろ
の
大
筋

で
あ

る
。

つ
い
で
に

こ
の
俗
説

の
出
処
と
な

っ
た
、
中

国
側

の
原
典

に
つ
い
て
述

べ
れ

ば
、
西
周
幽

王

の
后
褒
姻

に
つ
い
て
は
、

『
史
記
』

の

「
周
本
紀
」
幽

王
の
記

事

、
班
足

太
子

の
后
花
陽
夫
人

に
つ
い
て
は
、

『
仁

王
般
若
経
』

に
詳
し

い
。

い
ず
れ
も
美
貌

の
悪
女

が
王
の
后
と
な
り
、
王
が
そ
れ

に
よ

っ
て
堕
落
さ

せ
ら

れ
、
国
家
滅

亡
の
原
因

に
な

っ
た
か
、
ま

た
は
滅
亡

に
瀕
す
る
危
機

に
見
舞
わ

れ

る
と

い
う
点

で
、
目
立

っ
た
特
徴
を
持

つ
話

で
あ
る
。

こ
れ
ら
外
国

の
史
書

や
宗
教
物
語

に
記
さ
れ
る
、
不
名
誉
な
記
事

が
、
な
ぜ

鳥
羽
院
、

ま
た
は
近
衛
天
皇

の
時
代

の
宮
廷

に
結
合
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。

こ
う

し
て
で
き
あ
が

っ
た

の
は
、
荒
唐
無
稽
な
俗
説
で
あ
る
が
、
そ

の
根
底

に
は
や
は
り

一
つ
の
真
実
が
隠
さ
熟

て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
を

う
ま

く
説
明
す
る

の
は
難
し

い
が
、
敢
え

て
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
や
は

り
東

国
の

新
興
勢
力

の
圏
内

に
身
を
置
く
、
比
較
的
教
養

の
あ
る
人

々
の
、
京
都

の
宮
廷

社

会

に
対
す
る
批
判
、
諷
刺

で
は
な
か

っ
た
と
い
う
点

で
あ

る
。
古
代
か

ら
中

世

へ
の
過
渡
期

、
滅

亡
に
瀕

し
た
古

い
勢
力
と
、
そ
れ

を
乗

り
越
え

よ
う
と
す
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、

る
、
東
国

の
新

興
勢
力

の
き
し
み
合

い
が
、
こ

の

一
見
荒
唐

無
稽

な
俗

説
の
中

か
ら
聞
え

て
来
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
天
竺
か
ら
三
国
伝
来
し
た
妖
魔

が
、
宮

廷
社
会
を
脅
か
す
が
、
東
国
武
士

の
武
力

に
依
り
、
白
狐

の
正
体
を
顕
わ
し
て
、

下
総
那
須
野

の
殺
生
石

に
納
ま
る
。

一
見
殺
生
石

の
縁
起
譚

で
あ
り
、
東
国
武

士

の
武
勇
を
誇
示
す

る
手
柄
話

に
な

っ
て
い
る
が
、
真
実

の
心

は
逆
方
向
を
向

い
て
い
て
、
も
と
も
と
下
総
那
須

の
殺
生
石
を
、
白
狐

の
霊
と

し
て
祀

る
古

い

信
抑

が
あ
り
、

そ
の
東
国
土
着

の
神

が
、
京
都

の
宮
廷

に
侵

入
す

る
と

い
う

の

が
、
現
実

を
反
映

す
る
本
当

の
構

図
な

の
だ
と
思

う
。

だ
い
ぶ
脇

道

に
そ
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
興
味

を

ひ
く

の
は
、
中
世

か
ら
近
世

に
か
け

て
の
さ
ま
ざ
ま
な
殺
生
石

(
玉
藻
)
伝
説

に
は
、
後

に
な

っ
て
不
可
欠

の
部
分
と
な
る
、
殷

の
紂
王

の
物
語
を
全
く
欠

い
て
い
る

こ
と

で
あ
る
。

こ
の

紂
王
姐
己

の
物
語
が
、
中
世
以
来

の
殺
生
石
伝
説

に
か
け
合
わ
さ
れ
た

の
は
何

時

の
こ
と
か
。
少
く
と
も
化
政
期

の
爆
発
的
玉
藻
流
行

は
、
紂
王
姐
己

の
物
語

を
抜
き

に
し
て
は
考

え
ら
れ
な

い
か
ら
、

こ
の
辺

の
問
題

に
つ
い
て
、
簡
単

に

触
れ

て
み
た
い
。

か
は
ご
ろ
も

馬
琴

は

『
昔
語
質

屋
庫
』

の
第

十
二

「
九
尾
の
狐

の

裘

」

で
、

「
さ
れ
ば
当

初
、

三
国
の
怪

を
竝
べ
い
ふ
と
き

、
周
の
褒
獗

に
し
た
り
け

る

が
、

唐
山
演
義

の
書

に
、
殷

の
紂
王

の
寵
妾
蘇

姐
己
は
九
尾
の
狐

の
化

け
た

る
よ
し
作
れ
る
を
見

て
、
後

に

は
、

こ
こ
に
も
褒
似
を
姐
己
と
し
、
白
狐

に

か

九
尾

の
二
字
を
被
け
、

こ
れ
を

三
国
伝
来

の
悪
孤
と

は
い
ふ
な
り
」

と
記

し
て
い
る
。
彼

の
い
う

「
唐
山
演
義

の
書
」
と

は
、
何
を
指
す

の
だ
ろ
う

か
。

こ
れ
よ
り
ず

っ
と
以
前
、
林
羅
山

は

『
本
朝
神
社
考
』
に
、

「
又

日
、
余
嘗
見
全
相
平
話
武
王
伐
紂
書
云
、
紂
死
時
、
姐
己
化
為
九
尾
狐

飛
上
天
、
太
公
望
持
符
呪
之
狐
乃
降
」

と
書

い
て
い
る
が
、

こ
の

「
全
相
平
話
武
王
伐
紂
書
」
と

い
う

の
が
、
馬
琴

い

う
と

こ
ろ
の

「
唐
山
演
義

の
書
」

で
あ

る
こ
と

は
間
違

い
な

い
と
思
う
。
〈
平

話

〉
は
、
中
国
宋
元
時
代

の
巷
談
芸
人

の
語
り
物
、
主
と
し

て
歴
史
物
語
を
講

説
し
た
講
談

で
、

口
語
体

で
書

か
れ

た
講
談
体

の
読
物
と

で
も

い

っ
た
ら
よ

い

だ
ろ
う
か
。
〈
全
相

V
は
く
全
像
V

で
、
毎
頁
絵
入
と

い
う
意
味
だ

ろ
う
。

『
武
王
伐
紂
平
話
』

は
、
上
中
下

三
巻

の
短

い
読
物

で
、内
容

は
も
ち

ろ
ん
、

文
体
か
ら
い

っ
て
も
、
平

俗
そ
の
も
の
で
、
誤
楽
読
物

の
中

で
も
、
も

っ
と
も

通
俗
的
な
部
類

に
属

す
る
も
の
で
あ

る
。
紂

王
が
美
女
姐
己

を
後
宮

に
迎

え
る

途
中
、
九
尾

の
金
狐
が
彼
女

の
魂
魄
を
吸

い
取

っ
て
、
そ
れ

に
替

る
。
紂

王
と

姐
己

の
姜
皇
后
殺
害
。
酒
池
肉
林
。
蟇
盆
炮
烙
銅
柱

の
残
虐
行
為
と
、
内

容
は

何
と
も
刺
激
的
と

い
う
他

は
な

い
。
も

っ
と
も
本
題

は
殷
周
革
命

に

あ

る

か

ら
、

や
が

て
文

王

・
武

王

・
太
公
望

の
登
場
と
な
り
、
紂
王

は
殺
さ
れ
、
姐
己

は
太
公
望

の
降
妖
鏡

で
真
性

を
顕
わ

し
、
絹

の
袋

に
入
れ
ら
れ

て
、
木
碓

で
潰

さ
れ
、
形

を
滅

す
る
と

い
う
具
合

で
あ

る
。

こ
の

『
武
王
伐
紂
平
話

」
に
中
世
以
来

の
殺
生
石
伝
説

を
結
合

し
、

三
国
伝

来
構
想

で
長
篇

に
仕
立
て
た

の
が
、
文
化

元
年

の
高
井
蘭

山
著

『絵
本

三
国
妖

婦
伝
』

(十

五
冊
)

で
あ
る
。
或

は
蘭
山
以
前

に
、
既
に
こ
う
し
た
構

図
は
で

き
あ
が

っ
て
い
た

の
か
も
知
れ
な

い
が
、
今

の
と

こ
ろ
私
は
ま
だ
そ
れ
ら
し
い

も

の
に
出
あ

っ
て
い
な

い
の
で
、
何
と
も

い
え
な

い
。

感
じ

い
る
の
は
、
当
時

の
人

々
の
種
本
探

し
の
熱
意
と
、
小
説
作
り

の
特
殊
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な
技
巧

で
あ
る
。
作
者
た
ち

は
、
常

に
露
わ
な
小
宇
宙
造
り
を
念

頭
に
置
き

、

腐
心
す
る
。
そ

の
た
め
に
は
使
い
古
さ
れ
た
素

材
も
問
題

に
な
ら
ず
、
模
倣
も

ま
た
技
巧

の

一
つ
と
な
り
か
わ
る
の
で
あ
る
。
問
題

は
如
何

に
し
て
架
空

の
小

宇
宙

の
輪
廊
を
形
造
る
か
に
か
か

っ
て
い
る
か
ら
、
始

め
か
ら
臼
常
的
な
時
間

や
空

間
は
無
視
さ
れ
る
。
こ
の
小
宇

宙
は
、
絶
対

に
神

の
意
志

に
よ

っ
て
支
配

さ
れ
る
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
作
者

た
ち
は
ま
ず
神
を
選
ば
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
神

を
選

ぶ
と

は
奇
妙

な
こ
と

か
も

し
れ
な

い
が
、
原
始
的

ア

ニ
ミ
ズ

ム
を
遂

に
陶
汰

で
き

な
い
日
本
人

の
宗
教
思
想

か
ら
考
え
れ
ば
、
選
択

に
困
る
く
ら
い
神

の
数

は
多

い
の
で
あ
る
。

こ
う

し
て
犬
、
狐
、
蛇
、
鷺
、
鶴

…
…
な
ど
、
諸

々
の
神

々
の
中

か
ら
、
何

か

一
つ
が
選

ば
れ

る
。

近

世
の
長
篇
伝

奇
物

は
、
殆

ど
が
こ
の
よ
う

に
し
て
組
立

て
ら
れ
る
わ
け
だ

が
、

『
三
国
妖
婦
伝

』
の
場
合

は
、
玉
藻

の
く
白
狐

V
と
、
中
国

演

義

本

の

〈
金

毛
九
尾
の
狐

〉
の
出
遇

い
が
、

あ
ま
り
に
も

不
思
議
な
僥
倖

に
恵

ま
れ

て

い
た
た
め
に
、作
者

も
ま
た
仕
合
わ

せ
に
過
ぎ

て
、苦
労
知
ら
ず

の
仕
事

に
な

っ

て
し
ま

っ
た
と
思

わ
れ

る
と

こ
ろ
が
あ
る
。

つ
ま
り
、

日
中
両
国

の
悪
狐

の
不

可
思
議

な
感
応

で
あ
る
。
こ
の
二

つ
の
狐
が
作
者

の
胸

の
中

で
共
鳴
し
重
な
り

合

っ
た
と
き
、
忽

ち
に
し
て
三
国
伝
来

の
構
図
が

で
き
あ
が

っ
た

の
だ
ろ
う
。

そ

し
て
こ
の
構
図

が
、

日
本
人

の
伝
統
的
価
値
観
や
思
考
方
法

に
、
あ
ま
り
に

も
密
着

し
て
い
た

た
め
に
、
作
者

は
安
心

し
て
そ
れ

に
身
を
任
せ
き

っ
た

の
だ

と
思
う
。

蘭
山
と

い
う
人

に

つ
い
て
、
私

は
詳

し
い
知
識
を
持
た
な

い
が
、
馬
琴
が
中

断
し
た

『
新
編
水
滸
画
伝
』

の
仕
事
を
受
け

つ
ぎ
、
遂

に
九
十
巻
全
部
を
仕
上

げ

て
し
ま
う
と

い
う
根
気

の
好
さ
を
見

て
も
、
資

質
的

に
は
学
者
、
翻
訳
家
肌

の
人

で
あ
る
。
だ
が
根
気

の
好

い
と

こ
ろ
、
漢
文

の
才

に
長
け
て

い

る

点

で

は
、
馬
琴

に
似

て
い
て
も
、
創
作

の
方
面

で
は
、
と

て
も
馬
琴

の
敵
に

は
な
れ

な

い
。

『
三
国
妖
婦
伝
』
も
、

『
武

王
伐
紂
平
話
』
と
殺
生
石
伝
説
を
継
ぎ
合

わ

せ
た
だ
け

の
も

の
で
、
彼

の
創
意

に
よ

っ
て
新

し
く
加
え
ら
れ
た
も

の
は
、

あ
ま
り
な

い
の
で
あ
る
。

今
回
上
演
さ
れ
た

『
臘
楙

玉
藻
前
曦
袂
』

は
、
桂
姫
、
金
藤
次

の
悲
劇
、
姉

妹
が
死
を
争
う
、
有
名
な

「
道
春
館
」
が
あ
る

に
し

て
も
、
他

の
殆
ど
は
、
王

権
を

め
ぐ
る
政
治
的
か
け

ひ
き
や
陰
謀
な
ど

で
、
特

に
薄
雲
皇
子
と
い
う
、
皇

位
簒
奪
を
企
む
悪
王
子
を
登
場
さ

せ
る
な
ど
は
、
近
松
門
左
衛
門

の
王
朝
物

の

時
代
浄
瑠
璃

に
も
近
似
す
る

ニ
ュ
ア

ソ
ス
が
あ
る
。

こ
う
い
う
近
松
的
明
快

さ

と
共

に
、
か
な
り

の
古
物

で
あ
る
三
国
伝
来
思
想
を
持
ち
出
す
な
ど
、

一
種

の

古
典
返
り
を
し

て
い
る
点
が
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
結
局

長
篇
伝

奇
小
説

の
舞
台
化
が
も
た
ら
し
た
帰
結

で
あ
り
、
作

品
の
世
界
の
輪
廓

を
、

ま

ず
総
体
的

に
把
握
し

つ
つ
、
各
人
物

の
位
置
づ

け
を
行

っ
て
い

っ
た
、
近
松

の

理
知
的
な
構

想

の
立
て
か
た
と
、化

政
期
の
読
本
作
者

の
方

法
と

の
あ
い
だ
に
、

通
じ
合
う
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私

は
考

え
る
の
で
あ

る
。

最
後

に
、
同
じ

『
玉
藻
前

曦
袂
』

の
外
題

を
持

つ
も
の
に
、
宝
暦
元
年
版

の

も
の
が
あ

る
。
(郡
須
野
狩
人

郡
須
野
猟
師
)

の
角
書

を
持

つ
も

の
で
、
こ
れ
は
内
容

か
ら
見

て

も
、
角
書

(絵
本
増
補
)の
も

の
と
は
全
く
異
な
り
、
寛

延
四
年

豊
竹

座
上
演

の
も

の
で

あ
る
。
外

題
が
同
じ
な
の
で
、
両
作

品
に
は
深

い
関
係

が
あ
る
と

、
誤
解

し
て

い
る
人
た
ち
が
少
く
な
い
よ
う
だ
。
と
い

っ
て
み
て
も
、
作
者

た
ち
は
、
同
名

の
先
行
作

品
を
、
い
く
ら
か
参
考

に
し
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
や
は
り
敬
意

を
表

し
て
お
く

つ
も
り
だ

っ
た
の
か
、

「
寛

延
四
辛
未
年

正
月

十
四
日
、
作
者
浪
岡

橘

平
、
浅
田

一
鳥

、
安

田
蛙

桂
、
文
化

三
丙
寅

五
月

再
板

、
添
削
梅
枝
軒
、
佐

藤
太
」
な
ど
と
記
し
て
い
る
。
丸
本
の

こ
の
奥
書

き
が
、
今

と
な

っ
て
は
、
真

実
を
紛
ら
わ
し
く
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
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