
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
巻

六

の
位
置
付

け

金
光

桂
子

鎌
倉
時
代

中
期

の
成
立
と
さ
れ

る
物
語

『
我
身
に
た
ど

る
姫
君
』

全
八
巻

の

内
、

内
容
や
用
語
に
際
立

っ
た
特
異
性
を
持

つ
巻
六

は
、

夙
に
注

目
を
集

め
、

そ
の
成
立
に

つ
い
て
も
論
じ
ら
れ

て
き
た
。
ま
ず
、

別
作
者

の
疑

い
が
呈
さ
れ

た
(二
が
、
金
子
武
雄
氏

(三
や
市
古
貞

次
氏

三̂
〕は
、
同

一
作
者

の
立
場
を
取

り
、

但

し
、
巻
六

の
着
想

・
執
筆
は
、
巻

八
ま

で
の
い
わ

ゆ
る
本

系
の
物

語
を
書
き

上
げ

た
後
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
た
。

一
方
今
井
源
衛
氏

は
、
現

行
巻
序
通
り

の
執
筆

を
主
張
さ
れ
て
い
る

酉
。

こ
れ
ら
の
成
立
論

の
内
、
さ
ほ
ど
客
観
的
な
根
拠

を
持

た
な

い
別
筆

説
に
は
、

容

易
に
従
い
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
む

し
ろ
、

し
ば

し
ば
異
質

さ
を
指

摘
さ
れ
る

巻
六

の
素
材

の
中
に
も
、
女
ば
か
り

の
空
間

(前
斎
宮
家
-
巻
五

の
女
帝

の
宮

廷
)
、
好

色
な
女
性

(
前
斎
宮
-
巻

三
の
女

四
宮

)
、
個
性

的
な
女
房
達

の
活
躍

な
ど

、
他
巻
と
傾
向
を

同
じ
く
す
る
も

の
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
(互
。
ま
た
、

用
語

に
関
し
て
も
、

御

心

す

み

や

き

て

(5

(
一
七

一
―

巻

八

・
二

三
九

)

か

げ
か

た

も

な

く

(
一
七

五

r

巻

二

・
三
九

、

巻

八

・
二

四

一
)

に

く
き

も

の

と

〔七
)
(
一
七

七

-

巻

七

・
二

二

三

)

ぬ

け
あ

し

ふ

み

て

(八
ワ
(
一
八

二
―

巻

三

・
八

三

)

な
ど
、
他

の
仮
名

散
文
作
品
に
は
用
例

の
少
な

い
、
特
徴
的
な
表
現
な
が

ら
、

他
巻
と
共
有
す

る
も
の
が
幾

つ
か
指
摘
で
き
、
却

っ
て
同

一
作
者
を

示
唆

す
る

よ
う
で
あ

る
。

同
筆

を
前
提

と
し
て
、
執
筆

順
序

の
問
題
に
移

る
と
、
金
子

・
市
古
両
氏

の

後
補

説
は
、
巻
六

の
物
語
世
界

の
異
質
さ
を
主
な
根
拠
と
し

て
お
り
、
や
や
印

象
論

に
傾
く
趣
が
否
め
な
か

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
今
井
氏
は
、
巻
六

の
記
述
を

前
後

の
巻
々
と
詳
細
に
突
き
合
わ
せ
た
結
果
、
「
巻
六
は
全
体
と

し
て
は
、
構
想

上
か
な
り
う
ま
く
他
巻
に
適
合
し
て

い
る
」
〔ム
こ
と
を
論
証
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
決
定
的
な
外
証

の
得
ら
れ
な

い
ま
ま
、
現
行
巻
序

を

む
や
み
に
疑
う

こ
と
は
避
け
ら
れ

て
い
る

の
が
、
現
状

で
あ

ろ
う
。

成
立
論

の

↓
方
で
、
巻
六

の
性
格

そ
の
も

の
を
取
り
上
げ
た
論
考

も
少
な

く

な
い
。
そ

の
際
、
巻
六
を
半
ば
独
立
し
た
挿
話
と
し

て
扱
う
立
場
と
、
物
語

全

体
の
中
に
お
け
る
位
置
付
け
を
探
る
立
場
と
が
存
在
す
る
。

そ
し
て
後
者

の
場

合
、
大
抵
論

じ
ら
れ

る

の
は

、
直
前

の
巻

五
と

の
関
係

で
あ

っ
た
二
9
。
巻
六
が

時
間
的

に
巻

五
に
並
行
し
、
巻
六

の
中
心
人
物
前
斎
宮
が
、
巻
五

の
主
人
公
た

る
女
帝

と
対

照
さ
れ
て

い
る
以
上
、

そ
う
し
た
観
点
は
至
極

当
然

で
あ
る
し
、

正
鵠
を
得
て

い
る
だ
ろ
う
。

し
か

し
、
現
行

の
巻
序

、
あ

る
い
は
巻
五

の

「
な

ら
び
」
〔三

と

い
う
把
握
か
ら

、
巻

五
と
の
関
係

の
み
に
囚
わ
れ

て
は
、
見
落

と

す
も

の
も
多

い
の
で
は
な

い
か
。
後
述
す

る
よ
う

に
、
巻

六
は
、
遙
か
下

っ
て

巻
八
と
も
呼
応
し
て

い
る

の
で
あ
る
。

本

稿
の
目
的
は
、
巻
八
と

の
関
係
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
巻
六
が
物

語
全

体
の
中
に
占
め
て
い
る
位
置
を
見
直
す

こ
と

に
あ

る
。

そ
れ
は
成
立
過
程

論
と
無
関
係

の
問
題
で
は
な

い
が
、
当
面
、
物
語

の
構
造

の
問
題

と
し
て
、
考

1



え

る

こ

と

に

す

る

。小
宰
相
兄
妹

の
後

日
談

巻

六
で
活
躍
す
る
前
斎
宮
と

そ
の
女

房
達

は
、
巻
五
以
前
に
は
片
鱗
も
姿
を

見
せ
て

い
な
か

っ
た
し
、
続
く
巻
七

・
巻
八
で
も
、
後
に
触
れ
る

一
箇
所
を
除

い
て
、
登
場
す
る

こ
と
は
な

い
。
巻

六
の
物
語
は
、
本
系

の
物
語
に
全
く
影
響

を
与

え
な

い
と

い

っ
て
よ

い
。

こ
の
様
態

は
、

ち
ょ
う
ど

『
源
氏
物
語
』

の
、

い
わ

ゆ
る
紫

上
系

・
玉
璽
系
諸
巻

の
関
係
に
似

て
い
る
。
ま
た
、
巻
六
巻
末

に

は
長
大

な
後

日
談
が
付
さ
れ

て
お
り

、
前
斎

宮
を
巡
る
物
語
と
し

て
、

一
巻

で

完
結

し
て

い
る
よ
う

に
見
え

る
。
そ

の
上
に
、
内
容

・
用
語
上

の
特
異
性

も
重

な

っ
て
、
独
立

し
た
別
伝

の
巻

と
見
な
さ
れ
や
す
く
、
成
立

の
問
題

も
生

じ
て

き

た
の
で
あ

っ
た
。
も

っ
と
も

、
独

立
と
は
い

っ
て
も
、
時
間
的
に
ほ
ほ
並
行

す
る
巻

五
の
内
容
を
踏
ま
え

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な

の
で
、
巻
五

の
並

び
と

位
置
付

け
ら
れ
る

こ
と
に
な

る
。

し
か

し
、
巻
六

の
完
結
性

に
は
、
巻
五
を

も

っ
て
し
て
も
補
え
な

い
綻
び
が
、

僅
か
な

が
ら
存
在
す
る
。
巻
五

の
時

間
か
ら
は
み
出
し
た
、
巻
末

の
後
日
談

の

部
分

で
あ

る
。
初

め
に
、
前
斎
宮
家

の
女
房
、
中
将

の
君

の
動
向
が
語

ら
れ

、
「
小

宰
相

の
い
で
ら

〈
う
〉
れ

し
に

ぞ
、
「
た
に

Σ
は
春

も
」
な
ど
、
ま
た
う
ち
あ

げ

ら
れ

し
か
ど

L
(
一
九

一
)
の
辺
り
か

ら
、
小
宰
相

の
君
に
転
じ
る
。
小
宰

相
は
、

か

つ
て
中
将

に
代
わ

っ
て
、
前
斎
宮

の
寵
を
受

け
る
よ
う
に
な

っ
た
女
房

で
あ

る
。
こ
れ
以
前
に
、
次
第

に
新
大
夫

の
君
が
勢
力
を
伸
ば

し

つ
つ
あ
る
も

の
の
、

小
宰
相
も
完
全

に
失

寵
し
た
わ
け

で
は
な

い
由
が
語
ら
れ
て

い
た
。
し
か

し
、

そ

の
小
宰
相
が
、
何
故

に
、
ま
た
ど

こ

へ
出

て
行

っ
た
の
か
、
こ
れ
だ
け
で
は

解
ら
な

い
。

続

い

て
、

A

齢世

に

は

と

く

ち

り

た

る
事

も

な

く

て

、

い
う

に

あ

り

つ
き

て
、

時

Σ
な

ど

は

車

た

て
な

が

ら

ま

い
り

て

、
み

ま

い

ら

す

。
花

び

ら

、
ほ

う

も

ち

は

、

さ

ぷ

ら

ふ

人

の
な

み

に
、

う

る

さ

か

ら

ぬ

お

り

は

ま

い
ら

せ

、

又
お

は
り

の
ち

よ

く

し

の

い

と
な

ど

、

お

ほ

か

ら

か

に

み

な

ら

ひ

給

へ
れ

ば

な

ど

、

つ
か

み

つ
か

は

せ
ば

、
ひ

と

へ
が

さ

ね
も

を

ら

せ

、
又
う

ち

わ

た

り

と

て

、

は

つ

さ

ず

こ

ひ

せ

め

さ

せ

た

ま

へ
ば

、

五

せ

ち

の
く

し

も

と

め

て

ま

い

ら

せ

、

宮

す

所

の
う

つ
く

し

き

御

ぞ

ま

い
ら

せ

な

ど

す

れ

ば

、

き

た
な

き

人

な

ら

ば

こ

そ
は

、
「
あ

な

う

つ
く

し

。
わ

ら

は

き

む

」
な

ど

よ

ろ

こ
ば

せ

給

ふ

。

い
と

あ

ら

ま

ほ

し

き

御

な

か

な

り

。

(
一
九

一
～

二

)

と
あ

る
こ
と
か

ら
、
小
宰
相
が

「
う
ち
わ
た
り
」

の

「
宮
す

所
」
に
勤
め
始
め

た
ら

し
い
と
察

せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
の

「
宮
す

所
」
の
素
性
は
依
然
不
明

で
あ

る
。
に

も
関
わ

ら
ず
、
い
か
に
も
既
知

の
事
柄

で
あ

る
か
の
よ
う
に
語
ら

れ

て
い
る
。

暫
く
お

い
て
、
再

び
小
宰

相

の
そ

の
後
に

つ
い
て
触
れ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

B

'小
宰
相

は
、
さ
し
つ
な
ど
お
も
し
ろ
か
ら
ね

ど
、

し
の
び
や

か
な
る
か

く

れ

が

に

、

又

い

と

よ

き

さ

と

ま

う

け

て

い

で

ゐ

る

。

お

と

こ

の
家

あ

る

じ

も
ほ

し

う

せ
ね

ば

、

い

で

も

か

は

ら

ず

、

弁

の

心

も
あ

り

が

た

く

、

い

ゑ

の
う

ち

を

と

な

く
あ

り

つ
き

て

ぞ

、

お

ひ

は

つ
る
ま

で
過

に

け

る

。

(
一
九

二
)

こ

こ
で

も

ま

た

、
「
弁

」
な

る

人

物

が

謎

で

あ

る

。
「
弁

内

侍

」

(
】
八

三

)
・
「
頭

弁

」

(
一
八

八

)

な

ど

、

「
弁

」

と
呼

び
得

る
者

は

既

に

幾

人

か

登

場

し

て

い

る

が

、

い
ず

れ

も

小
宰

相

と

の
接

点

は

皆

無

で
あ

っ
た

。

も

っ
と
も
、
こ
の
人
物
に

つ
い
て
は

、
続
く

「
と
を
な

か
」
(
前
斎
宮
家

の
格

子
番
)

の
後

日
談

の
中
で
明
ら
か
に
な
る
。
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C

°
ま

こ

と

や

、

御

か

う

し
ま

い
り

し
と

を

な

か

は
、

…

…
あ

る

べ
か

し

き

心

さ

へ
つ
き

て

、

い
も

う

と

た

つ

ね

ま

い
り

た

り

し
時

、

た

れ

と
も

し

ら

ぬ

に

い

で

あ

ひ

て

、

ゑ

み
む

か

ひ
た

り

し
を

よ

す

が

に

て
、

蔵

人
弁

に

申

文

も

て

い
き

て

、

な

く

く

い

ひ
け

れ

ば

、

心
ば

へ
よ
き

人

に

て
、

そ

う

し

と

を

し

て

、

し

な

の

Σ
権

の
か

み

に

さ

へ
な

り

に

け

る
。

お

も
ふ

こ

と

な

さ

か

ぎ

り

も

な

く

て
、

小

宰

相

ど

の

Σ
ま

い

ら
れ

た

る
車

よ

せ

に

よ

り

て

、
弁

の
と

の

ン
御

心

な

さ

け

、

な

く

く

よ

ろ

こ
び

け

る
だ

に
、

ま

こ

と

に

め

で

た

き

に

、

…

…

(

一
九

二

～

一.
一
)

巻
六
が
始
ま

っ
て
間
も
な
く

の
頃
、
小
宰
相

の
同
母
兄
と

い
う

「
兵
衛
佐

」
な

る
人
物
が
、
長

年
噂

に
聞
く
ば
か
り

で
あ

っ
た
妹
に
会
う
た
め
、
前
斎
宮
邸
を

訪
れ

て
い
た
。
そ
こ
で
は

「
と
を
な
か
」

の
応
対
は
語
ら
れ

て
い
な

か

っ
た
も

の
の
、

C
を
読

め
ば
、
そ

の
兵
衛
佐
が
今

で
は

「
蔵
人
弁
」

と
な
り

、
B

の
よ

う
に

「
弁
」

と
呼
ば

れ
て

い
る

の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
、

一
応
疑
問
は
解

け

る
。
し
か

し
、

任
官

記
事
も
な
し
に
、
突
然
呼
称
が

「
弁
」

と
変
わ

る
の
は
、

や
は
り
不
自
然

に
感

じ
ら
れ
る
。

も

っ
と
も
、
未
述

の
事
柄

を
既
成
事
実
と
し
て
記
す

こ
と
は
、
物
語

に
ま
ま

見
ら
れ

る
叙
法

で
あ

る
。
『
我
身

』
に
お

い
て
も
、
い

つ
の
間

に
か

人
物
の
身
分

・
官
位

の
変
化

し
て
い
る
例

が
、
他
に
な

い
わ
け
で
は
な

い
。
例
え
ば
、
巻

八

で
今

上
帝
に
入
内
し
た

忍
草
姫

君
は
、
立
后
記
事

の
な

い
ま
ま
、
数
年
後

に
は

「
中

宮
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
伴

っ
て
、
巻
七
ま
で

「
中
宮
」

で
あ

っ

た
後
涼

殿
は
、
久
々
に
登
場

し
た
時

に
は

「
皇

后
宮
」
と
な

っ
て

い
る
。

し
か

し
い
ず

れ
の
場
合
も
、
前
後

の
文
脈
を

辿
れ
ば
、
混
乱

・
誤
認
す

る
恐
れ

の
な

い
よ
う

に
記
さ
れ
て

い
る
。

ま
た
、

―
の
人
を
父
に
持

つ
忍
草
姫
君
が
、
有
力

な
競
争
相

手

の
い
な

い
後
宮

に
入
内

し
た
以
上
、
続
く
立
后
は
、
当
時

の
物
語

享
受
層

に
と

っ
て
は
常
識

の
範
囲
に
属

し
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
連
動

し
て
、

後
涼
殿
中
宮

の
位
が
移
行
す
る
こ
と
も
、
当
然
で
あ
る
。
そ

の
他
、
巻
四

・
巻

五

の

「
関
白

殿
」
が
、
巻
七

の
幼
帝

の
御
代
で
は

「
摂
政
殿
」
と
な
る
、
と

い

っ
た
事

例
も
あ
る
が
、
仮
に
任
官
記
事

の
書
き
落
と
し
だ

っ
た
と
し
て
も
、
さ

ほ
ど

の
違
和
感

な
し
に
了
承
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か

し
、

兵
衛
佐
か
ら
蔵
人
弁

へ
の
転
任
は
、
出
世

コ
ー

ス
の

一
つ
で
は
あ

る
が

、
必
ず
し
も
自
明
で
お
定
ま
り

の
昇
進
と

い
う
わ
け
で
は
な

い
二
三
。
C
で

判
明
す

る
に
し
て
も
若
干
隔
た

っ
て

い
る
し
、
そ
こ
で
も
既
成
事
実
と
し

て
扱

わ
れ

て
い
る
の
で
、
や
は
り
B

の
記
述
に
何
が
し
か

の
不
自
然
さ
は
拭
え

な
い
。

ま

た
、
こ
れ
以
前
、
兵
衛
佐
は
、
前
斎
宮
家

の
不
作
法
さ
に
閉

口
し
て
、
「
た

ゴ
ふ

み
な
ど
ば

か
り

ぞ

〈
う
〉
を

こ
す
る
」
(
一
七

一
)
と

い
う
状
態

に
な

っ
た

ま
ま
、

長
く
姿

を
消
し
て

い
た
。
B

の

「
弁

の
心
も
あ
り
が
た
く
」
が
、
彼
が

妹
を
生
涯
親

身
に
後
見
し
た

こ
と
を

い
う
も

の
と
す
れ
ば
、
や
や
飛
躍
が
あ

る

よ
う

に
も
感

じ
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
小
宰
相
が
前
斎
宮
家
を
退

い
た

こ
と

と
関

係
す

る
の
だ
ろ
う
が
、
そ

の
辺
り

の
事
情
は
や
は
り
曖
昧

で
あ
る
。

巻
六

は
そ

の
ま
ま
幕
を
閉
じ
、
巻
七
以
降
、
そ
れ
と
は
全
く
無
関
係
な
本

系

の
物
語

に
立
ち
戻
る

の
だ
が
、
巻
八
末
、
物
語

の
大
尾
に
至

っ
て
、
再

び
小
宰

相
兄
妹

が
登
場
す
る
。

D

゜
こ

の

宮

す

所

の
御

か

た

に

は

、

右

の
大

殿

の
御

め

の
と

の
め

い
な

り

け

る

、
前

斎

宮

に

さ

ぷ

ら

ひ

け

る

ぞ

、
…

…

い
ひ

よ

り

て
ま

い
り

に
け

れ

ば

、

い
と
め
や

す
く
思
ふ
や
う
な
る
人
に

て
、

こ
の
御
方

の
事
、
お

と
な

く

し

く

い

ひ

を
き

て

、

ま

い
る

人

に

あ

ひ

な

ど

し
け

る
。

は

ら

ひ

と

つ
な

る

兵

衛

の
す

け

と

い
ひ

し

も

、

ふ

た

へ
を

り

も

の

は
お

そ

ろ

し

う

て

、

が

く

も

ん
を

の

み

、

よ

る

ひ

る
し

け

れ

ば

、

い

み

じ
う

ま

め

な

る

お

ほ

や

け

人

に

て
、

こ

の

御

時

は

、

と

り

わ

き

か

す

ま

へ
お

ぼ

し

め

し

た

る

蔵

人

弁

と

て
、

ち

、
の
中

納

言

よ

り

も

世

お

ぼ

え

こ
と

〈
と

〉

な

れ
ば

、

い
も

う

と
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の
た

め

も

、

い

と

こ

ま

か

に

心

ざ

し

あ

り

て
な

ん

、

あ

は

れ

に

お

も

ひ

か

は

し

た
り

け

る

。

(
二
四

七

)

「
こ
の
宮
す
所

」
と

は
、
東
宮

に
入
内
し
た
右
大
臣

の
娘

(
初
草
姫
君

)
を
指

す
。
前
斎
宮
に
仕
え

て
い
た
と

い
う

「
右

の
大
殿

の
御
め

の
と

の
め

い
」
は
、
「
兵

衛

の
す
け
」

の
同
母
妹

だ
か

ら
、
小
宰
相
に
違

い
な

い
。
小
宰
相
が
東
宮
御
息

所
に
出
仕

し
、
兵
衛
佐

は
刻
苦

勉
励

の
末
、
今
上
帝

に
信
任

さ
れ

て
蔵
人
弁

と

な

っ
た

と
い
う
わ
け

で
あ

る
。
卑
官

の
頃
は
、
「
た
ゴ

い
ま
思
ひ
を
き
て
ん
に
、

な
に
ば
か
り

の
心
ざ

し
を
か
す

ぺ
き

な
ら
ね
ば
」
(
一
六
七

)
と
、
満
足
に
妹

の

世
話
も

で
き
な
か

っ
た
兵
衛
佐

だ
が
、
今
や
地
位
声
望
を
得
、
小
宰
相
も

ま
と

も
な
主
人
に
仕
え
始
め

た
た

め
、
心
お
き
な
く
後
見

し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

引
用
部
分
に
続

い
て
、

前
斎

宮
が
小
宰
相

の
退
出
を
悲

し
み
な
が
ら
も
許
し
た

こ
と
、
小
宰
相
が

旧
主

と
も
交
流
を
保
ち

つ
つ
御
息

所
方

で
重
ん
じ
ら
れ
た

こ

と
が
述

べ
ら
れ
、
巻

八
は
終
結

す
る
。

こ
れ

ら
の
内
容
自
体

は
、
巻

六
の
後
日
談
A
～

C
と
全

く
齪
酷
を
来

さ
す
、

む
し

ろ
、
先

に
見
た
不
審
点
が

、
こ

こ
で
晴
ら
さ
れ

る
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、

問
題
は

そ
の
語
り

口
に
あ

る
。
既
に
巻
六

で
、
小
宰
相
が
前
斎
宮
邸

を
退
い
て

「
宮
す
所
」

に
仕
え

て
い
る
と
記
し
、
そ

の
兄
を

「
蔵
人
弁

」
と
呼
ん
で

い
た

に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
れ
に
は
全

く
素

知
ら
ぬ
顔

で
、
小
宰
相
が
御
息

所
の
も
と

に
参
じ
た
経
緯
や
、
兵
衛
佐

の
昇
進

の
事

情
を
、

い
か
に
も
初
出

の
情
報

で
あ

る
か

の
ご
と
く
述

べ
て
い
る
の
で
あ

る
。

D

の
叙

述

は

、

A

～

C

で
う

っ
か

り

書

き

漏

ら

し

た

こ
と

、

説

明

不

足

だ

っ

た

こ
と

を

補

っ
た

、
と

い

う
体

の
も

の
で

は

な

い
。
ま

た

、
巻

六

の
後

日

談

は

、

「
人

は

心
も

て

よ
く

も

あ

し

く

も

な

る

も

の
か

な

、

又
所

が

ら

に

、

こ

、
ろ

は

つ
か

ふ

ぺ
き

物

と

も

御

ら
ん

ぜ

よ

」
(
一
九

二
)
と

い

う

、
勧

善

懲

悪

的

な

教

訓

を

建

前

と

し

て

い
た

。

だ
か

ら

こ

そ

、

善

人

側

の
小

宰

相

兄

妹

に
は

、

よ

き

果

報
、

つ
ま
り
宮

廷
女
房

と
い
う
境
遇
、
あ
る

い
は
蔵
人
弁
と

い
う
顕
職
が
用
意

さ
れ
た

の
で
あ

る
。
そ
の
趣
旨

に
従
う
な
ら
ば
、

二
人

の
栄
誉
を
直
接
的
に
語

る
D
以
下

の
内
容
を

、
巻
六
で
不
注
意

に
書
き
漏
ら

し
た

と
は
、
考
え
が
た

い
。

と
す
れ
ば
、
巻

六
と
巻

八
の
巻
末
部
に
そ
れ
ぞ
れ
位
置
す
る
後
日
談

の
前
後
関

係
を
、
改
め

て
見
直
す

必
要
が
あ
ろ
う
。

二

巻
六
巻
末
部
と
巻
八
巻
末
部
と

の
関
係

D
に

つ
い
て
、
巻
序
執
筆
説

の
立
場
か
ら
は
、
A
～
C
の
時
点
で
、
「
既
に
巻

八
末
ま

で
の
構
想
が
出

来
上

っ
て

い
た

こ
と
と
な
ろ
う

」
〔=
三
と

い
う
解
釈
が
な

さ
れ

て
い
る
。
な
る
ほ
ど

こ
の
物
語
は
、
年
立

・
系

図
や
官

位
変
動
に
お
け
る

矛
盾
が

比
較

的
少
な

い
な
ど
、
構
想
設
計

の
周
到
さ
に
定
評
が
あ

る
。
よ

っ
て
、

巻
六
末
執
筆
時

点
で
既
に
、
巻
八
末
に
お
け

る
小
宰
相

兄
妹

の
処

置
を
予
定
し

て
い
た

可
能

性
は
考
え
ら
れ

る
。

そ
れ
に

し
て
も
、

小
宰
相

の
出
仕

先
に
せ
よ

兵
衛
佐

の
昇
進
に
せ
よ
、
巻
六

で

=
言
触

れ
て
お

い
て
も
差
し
支

え
な
か

っ
た

の
で
は
と
い
う
不
審
は
残
る
。
と
す

る
と
、
巻

六
の
唐
突
な
記
述
は
、
作
者

の

錯
誤

に
よ
る
先
走
り
、
あ
る

い
は
意
識
的
な
先
取

り
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ

ろ

う
か

。

前
者

の
場
合

、
や

や
似
た
事
例
と

し
て
、
『
源
氏
』
の
並
び

の
巻

の

一
つ
、
蓬

生
巻
が
挙
げ

ら
れ
る
。
し
ば

し
ば
後
記
補

入
説

の
論
拠

と
さ
れ
る
と

こ
ろ
だ
が
、

ま
だ
兵
部
卿

で
あ
る
は
ず

の
紫
上

の
父
宮
が

、
多
く

の
伝
本

で

「
式
部
卿

の
宮

」

と
呼
ば

れ
て

い
る

の
で
あ

る
。

も

っ
と
も
こ
ち
ら
は
年
立
上

の
問
題

で
あ
り
、

ご
く

さ
り
げ

な

い
言
及
な

の
で
、

「作

者

の
不
注
意
な
誤
り
」
(
―四
〕
に
帰
す
こ
と

も
可
能

で
あ

る
。
し
か
し
、

A
～

C
の
場
合

、
そ

の
内
容
自
体
が
、
小
宰
相
や

兵
衛
佐

の
境

遇
の
変
化
を
必
須

の
前
提

と
し
て
お
り
、

つ
い
筆
が
滑

っ
た
と

い
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う
程
度

の
も

の
で
は
な
か

ろ
う
。
構

想
力

の
確
か
さ
が
評
価
さ
れ

る
な
ら
ば
な

お
さ

ら
、
先

々
の
物
語

の
展
開
を
十

分
見
越
し
て

い
な
が
ら
、
か
か

る
前
後
関

係

の
混
乱
を
、
不
注
意
に
犯
す
恐
れ

は
少

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、
作
者
が
何

ら
か

の
効
果
を

狙

っ
て
、
意

図
的
に

こ
の
よ
う
な
記
述
を

な

し
た

の
で
あ

ろ
う
か
。
例
え
ば
、

や
は
り

『
源
氏
』
の
並
び

の
巻
、
紅
梅
巻

・
竹
河
巻
は
、
前
後

の
巻

々
で
は
宰

相
中

将
で
あ
る
薫
の
中
納
言
時
代

の
出
来

事
を
語
り
、
後

の
橋
姫
巻

で
紹

介
さ
れ
る

「
八

の
宮

の
姫
君
」
「
宇
治

の
姫

君
」

の
存
在
を
灰
め
か
し

て
い
る
。
後
記
説
や

別
作
者
説

が
生

じ
る
所
以

の

一
つ
だ

が
、

一
方
、
現
行
巻
序

の
ま
ま
、
宇
治
十
帖

の
伏
線

・
予
告
と
し
て

の
機
能
を

認
め
る
見
解
も
あ

る
。
両
巻

の
成

立
の
実
態

は
と
も
あ
れ
、
中
世

の
物
語
と
し

て
は
珍
し
く
、
並

び
の
巻
を
設
定

す
る
ほ
ど

の

『
我
身
』

で
あ
る
か

ら
、

こ
の

よ
う
な

『
源
氏
』

の
例
に
倣

っ
た
と
考

え
ら
れ
な
く
も
な

い
。

し
か
し
、
A
～
C
と
D
を
読
み
較

べ
た
時

、
次

に
展
開
す
る
物
語

へ
の
期
待

を
誘
う
と

い
う
、
伏
線

の
効
果
を
認
め

る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
人
物
も
所

詮
脇
役
に
過
ぎ
な

い
上
に
、
話
題
は
ご
く
単

純
な
境
遇

の
変
化
で
あ

っ
て
、

ス

ト
ー
リ
ー
と
し
て
そ
れ
以
上
発
展
す

る
も
の
で
は
な

い
。
し
か
も
、
A
～
C

の

書
き

ぶ
り
は
、
灰
め
か
し

の
度
合

い
を
越

え
て
い
よ
う
。
結
果
と
し

て
、
何
ら

か
の
表
現
効
果
を
上
げ
る
ど

こ
ろ
か

、
巻

六

の
内

部
に
不
安
定
要
素
を
残
し
た

だ
け
に
終
わ

っ
た
感

が
あ
る
。

巻
六
後
記
補

入
説

に
従
え
ば
、
本
系

の
物
語
欄
筆
後

に
巻

六
が

執
筆
さ
れ
た

際

、
「
巻
六
に
照
応
す

ぺ
き
簡
単
な
記
事
が
巻

八
の
末
尾
に
書
き
添
え
ら
れ
た
」

(三

と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
巻
六
執
筆

の
途
中

、
A
～
C
に
先
立

っ
て
、
D

以
下
を

書
き

加
え
た

の
だ
と
す
れ
ば
、
叙
述

の
前

後
関
係

は
不
自
然

で
な

い
。

ち
な

み
に
、
巻
序
執
筆

説

の
場
合
で
も
、
巻
六

の
成

立
を

二
段
階

に
分
け
、
巻

五
―
巻
六
本
体
部

分
―

巻
七
―

巻
八
―
巻
六
後
日
談

と
い
う
執
筆
順

序
を
想
定

す
れ
ば
、
同
様

の
考
え

方
を
適
用
す
る

こ
と
が
で
き

る
二
六
}。
し
か

し
、
確

か
に

D
↓

A
～
C
と

い
う
執
筆
順
序
に
よ
り
、
叙
述

の
展
開
と
し

て
は
矛
盾
な
く
理

解
さ

れ
る
に
し
て
も
、
何
故

こ
の
よ
う
に
前
後
関
係

の
逆
転

し
た
記
述
を
な

し

た
の
か
、
そ

の
点
に

つ
い
て

の
説
明
に
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

巻

八
末
に

「
書
き
添
え
ら
れ
た
」
前
斎
宮
家
関
係

の
後
日
談

の
意
義
を
考
え

る
に
、
巻
六

の
世
界
を
本
系

の
物
語

の
中
に
組

み
込
む
と

い
う
働
き
が
、
第

一

に
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
た
だ

で
さ
え
異
質
さ

の
際
立

つ
巻
六
だ
が
、
後
補

で
あ

る

な

ら
ば
な
お

さ
ら
、
そ

の
位
置
は
不
安
定
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
本
系

の
物

語

の
流

れ
か
ら
す
れ
ば
、
最
悪

の
場
合
、
全
く
無
視
さ
れ

て
し
ま
う
恐
れ

も
あ

る
。
巻

六
抜

き
に
は
理
解
不
可
能
な
D
以
下

の
後
日
談
は
、
巻
六
を
本
系

の
物

語

に
引
き
寄
せ
、
そ

の
脱
落
を
防

ぐ
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、

そ
れ
だ
け

の
意
図

で
あ
れ
ば
、
か
よ
う

に
読
者
を
混

乱
に
陥

れ
か

ね
な

い
記
述
を
な
す
必
然
性
は
な

い
。
要
す

る
に
、
巻
六
末

と
巻
八
末
と

の
入

り
組

ん
だ
関
係
は
、
執
筆
順
序

の
如
何
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ

る
問
題

で
は
な

い

の
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
以
下
、
成

立
過
程
論
か
ら
離
れ
て
、
考
察
を
進
め

た
い
。

A
～
C
と
D
と

の
照
応
は
、
単
に
巻

八
末
が
巻
六
を
踏

ま
え

て
い
る
ば

か
り

で
は
な
く
、
巻
六

の
側

で
も
、
巻
八
末
を
必

要
と
す

る
こ
と
を
指

示
し
て
い
る
。

巻

⊥ハ
が
年
立
上
並
行
す
る
巻
五
と
密
接
な

関
係

に
あ

る
こ
と
は
、
改
め
て

い
う

ま

で
も
な
い
の
だ
が
、
そ

の
巻
六
に
は
、

A
～
C

以
外
に
も
、

さ

が

の

女

院

の

御

事

い

で
き

に

し
か

ば

、

な

べ

て

の
世

、

ま

し

て

思

ひ

し

め

り

た

る

に

も

、

…

…

(
一
七

一
)

斎

宮

は

、

御

国

ゆ

づ

り

に
う

ち

つ
ゴ
き

、
あ

さ

ま

し

か

り

し

夢

の
よ

を

、

…

…

(
}
九

〇

)

の
よ
う

に
、
や
や
説
明
不
足

で
、

そ
れ

の
み
で
は
意
味
を

明
確
に
し
が
た

い
記

述
が
見

受
け
ら
れ
る
。
前
者
は
女
帝

の
母
嵯
峨
女
院

の
逝
去

に
よ
る
諒
闇
、
後
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者
は
女
帝

の
譲
位
直
後

の
崩

御
と
い
う
、
そ
れ

ぞ
れ
巻
五

で
起

こ

っ
た
出
来
事

を
指

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行

文
は
、
当
然
巻
五

の
存
在
を
前

提
と
し
た
読
み

を
期
待

し
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。

「
小

宰

相

の

い

で

ら

れ

し

」

は

、

こ

の

二
例

と

同

じ

く
、

助

動

詞

「
き

」

で

も

っ
て

、
既

成

事

実

と

し

て
表

現

さ

れ

て

い
た

。
そ

し

て

そ

の
詳

し

い
事

情

は

、

こ
れ

以
前

の
物

語

に

は
言

及

が

な

く

、
か

と

い

っ
て
全

く

不

明

な

の
で

も

な

く

、

巻

八

末

で

ほ
ぼ

過
不

足
な

く
語

ら

れ

る

の
で

あ

る
。

と

す

れ

ば

、
巻

六

末

の
小

宰

相

兄

妹

の
後

日
談

も

や

は

り

、

巻

八

末

の
後

日

談

よ

り

後

に

、

そ

の
内

容

を

踏

ま

え

て
読

ま

れ

る

こ

と
を

求

め

て

い

る

の

で
は

な

か

ろ
う

か

。

そ
れ
は

一
つ
に
は
、
年

立
を
明
ら
か
に
せ
ん
が
た

め
の
も
の
で
あ
る
。
小
宰

相
兄
妹
を
は

じ
め
前
斎
宮
家
周
辺

の
人
々

の
余
生

は
、
巻
五
末

の
女
帝
崩
御

以

後
、
巻
七

の
悲

恋
帝

の
御
代
を
跨
ぎ

、
今
上
帝

の
統
治

す
る
巻
八
、

そ
の
最
後

に
語
ら
れ
た
東
宮
御
息

所
の
入
内
を
も
越
え

て
継
続

す
る
。

つ
ま
り
、
巻
六
末

は
物
語
全
編

の
中
で
最
も
遅

い
時
間
を
語

っ
て
い
る
の
だ
が
、
A
～
C
と
D
と

の
逆
転
的
な

記
述
が
、
そ
の
時
間
関
係
を
指
定
す

る
と
い
う
機
能
は
、
確
か

に

認
め
ら
れ
よ
う

。

し
か

し
、
『
源
氏

』
の
並

び
の
巻

で
も
、
年

立
の
上
で
前
後

の
巻

々
と
入

り
組

む
事
例
は
珍

し
く
な

い
が
、

先
述
し
た
紅
梅

・
竹
河

両
巻

を
除
け
ば
、
大
抵

の

場
合
、
現
行
巻
序
通
り

に
読

み
進
め
て
も
、
特

に
違

和
感

を
感
じ
さ
せ
な
か

っ

た
。
そ
れ
に
比

し
て
、
巻

六
末
を
読
む
た
め
に
巻

八
末

が
要
請
さ
れ
る
と

い
う

『
我
身
』
の
様
態

は
、
年
立

の
錯
綜
と

い
う
観
点
か

ら
で
は
説
明
し
き
れ
な

い
、

特
異
な
性
質
を
持

っ
て
い
る
。
片
や
並
び

の
巻
、
片
や

最
終
巻

の
悼
尾
と
、

そ

れ
ぞ
れ
物
語

の
中

で
特
徴
的

な
位
置
を
占
め

る
だ
け

に
、
両
者

の
関
係
は
、
物

語

の
構
造

の
面
か

ら
再

考
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

三

典

型
的
な
大
尾

の
欠
如

既
に
今
井

氏
は
、
巻
六

の
成
立
を
検
討
さ
れ

る
中

で
、
巻

八
の
巻

末
部
に
も

言
及
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、

そ
の
後

日
談
が
追
加
補
筆

で
あ
る
と

い
う
金
子

説
に
従
え
ぱ
、
原
初

形
態
で

の
巻

八
は

、
出
家

し
た
皇
后
宮

(
三
条
院
女
御
後

涼
殿
)

の
余
生
を
、

E

°を

の
と

い
ふ

わ

た

り

に

、

心
ふ

か

く
お

ぼ

し

め

し

ま

う

け

て

、

う

つ
ろ

は

せ

給

に

し

か

ば

、

ま

し

て
分

ま

い

る

人

も

ま

れ

に

、

こ

・
ろ

ぼ

そ
き

御

す

ま

ひ

な

り

。

(
二

四
七

)

と
語

っ
て

閉

じ

ら

れ

て

い
た

こ

と

に

な

る
が

、

こ
れ

で

は

、

八

巻

に
亘

る

大

長

篇

の
大

尾

と

し

て
は

、

甚

だ

も

の

足

り

な

い
形

の
よ

う

に

感

じ

ら

れ

る

。

少

く

と

も

文

末

は

「
…

…
け

り

」

で

終
り

そ

う

な

も

の

で
あ

る
が

、

さ

り

と

て

、

ま

た

単

に

た

だ

「
け

り

」

の
結

び

に

変

え

る
だ

け

で

は
、

大

尾

と

し

て

は

不

充

分

の
よ

う

に
見

え

る

。
二
七
}

と

い
う
指
摘

で
あ

る
。

こ
う
し
た
印
象
は
、
確
か

に
否
定
で
き
な

い
よ
う

に
思
わ

れ
る
。
周
知

の
よ

う

に

、

物

語

の
典

型

的

な

大

尾

は

、

『
竹

取

物

語

』
2
八
甲
の

「
…

と

そ

、

言

ひ

つ

た

へ
た

る
」

(
七

六

)
を

は

じ
め

と

し

て

、
「
…

と

そ

」
「
…

と

か

や

」
等

、
伝

聞

の
形

を

取

る

。

ま

た

、

次

の
巻

に

、
女

大

饗

の
有

様

、
大

法

会

の

こ

と

は

あ

め

り

き

。
「
季

英

の
弁

の
、

娘

に

琴

教

へ
給

ふ

こ

と

な

ど

の
、

こ
れ

一
つ
に

て

は
多

か

め

れ

ば

、

中

よ

り

分

け

た

る

な

め

り

」

と

、

本

に

こ

そ
侍

る

め

れ

。

(
『
宇

津

保

物

語

』

楼

の
上

下

・
九

四

三

)

に
見
ら
れ

る
よ
う

に
、
架
空

の
続
巻
や
原
本

の
存

在
を
灰
め
か
す

も
の
も
多

い
。

こ
う
し
た
定
型
句
を

用
い
ず
と
も
、

6



世

と

と

も

に

も

の
を

の

み
お

ぼ

し

て
過

ぎ

た

ま

ひ

ぬ

る

こ
そ

、
「
い
か

な

り

け

る
前

の
世

の
契

り

に

か

」

と

こ

そ

見

え

た

ま

へ
れ

。

(
流

布

本

系

『
狭

衣

物

語

』

巻

四

・
ド
ー

三

七

一、一)

の
よ
う
に
、
作
中
人
物

へ
の
評
言
を
述

べ
る
な
ど
、
何
ら
か

の
形
で
語
り
手

・

書
き
手
が
顔
を
出
す
、
草
子
地
風

の
文
が

通
例
で
あ
る
。

そ

の
他
、
『
有
明

の
別
』
は
、
「
…
す
ぎ
さ
せ
給

に
し
御

た
め
と
も
」
(
四
四
六
)

と
、
会
話
が
途
中

で
断
ち
切

ら
れ
る
形
で
終

わ

っ
て
お
り

、
後
続

部
分

の
脱
落

で
な
け
れ
ば

、
『
源
氏
』
の
幾

つ
か

の
巻
末
に
見
ら
れ
た
中
断
形

ニ
ュ
や
、
故
意

に
損
傷
を
仮
構
し

た
ら
し
い

『
松
浦

宮
物
語
』

に
も
通
う
技

巧
で
あ

っ
た
か
も

し
れ
な

い
。

い
ず
れ
に

せ
よ
、
中
古
か
ら
中
世

の
物
語
を

通
じ
て
、
ほ
ぼ
例
外

な
く
、
締
め
括
り

の
意
識

が
表
現
の
上

に
現
れ
て
い
る
の
を
認
め

る
こ
と
が

で

き

る
。

ま
た
、
内
容
的
に
見

て
も
、
物
語

の
悼

尾
を
飾

る
に
相

応
し

い
話
題

・
対
象

を
選
ぷ

の
が
通
常

で
あ

る
。
主
人
公
達

の
幸
福

・
栄

華
を
語
り
、
大
団
円

の
内

に
収
め
る

の
が
最
も
典
型
的

だ
が
、
特

に
継

子
潭
な
ど
で
は
、
そ

こ
に
勧
善
懲

悪
に
基
づ

い
た
教
訓
色
が
加
味

さ
れ
る
。

一
方
、
『
源
氏
』
夢
浮
橋
巻
が

、
女
君

を
失

っ
た
男
主
人
公

の
懊
悩
す

る
姿

で
結
ば

れ
て
以
来
、
同
様

の
趣
向
が
、
『
浜

松
中

納
言
物
語
』
『
狭
衣
物
語
』
等

に
引
き
継
が

れ
る
。
そ
し
て
中
世
に

は
、
そ

の
延
長
上
に
生
じ
た
と
思
し

い
悲
恋
遁
世

課
が
盛
行

し
、
宗

教
性
を
帯
び
た
結

末
が

増
え

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

試

み
に
、
『
我
身
』
同
様
、
『
無
名
草

子
』

以
降

『
風
葉
和
歌
集
』

以
前

の
成

立
と
推
定

さ
れ
る
諸
物
語

の
終
結
部
を
見

て
み
よ
う

。
末
巻

の
み
残

る

『
む
ぐ

ら

の
宿
』

は
、
主
人
公

の
悶
死

の
後
、
女
君

の
栄
華

を

「
め
で
た
し
」
を
連
発

し

て
称
え
、

の
こ
り

の
五
巻
な
ど
に
か
き
口
ロ
ロ
た

る
と
か
や
。

よ
う
つ
は
、
か
や
う

に

あ
り

け

る

こ

そ

め

で

た

く

、

御

さ

い

わ

い

あ

り

が

た

く

侍

れ

、

と

そ

。

(
二
八

二
)

と
駄

目
押
し
し
て
終
わ
る
。
同
じ
く
末
尾
部
分
の
み

の
残
欠
本

『
雫
に
濁
る
』

は
、

女
君
の
死
去
、
帝
の
即
身
成
仏

の
後
、
関
白

の
善
政
を
賞
讃
し
て
幕
を
閉

じ
る
。お

と

ゴ

は

「
ぽ

ん

の

み

や

と

申

あ

は

せ

て
、

め

で
た

き

ま

つ
り

こ

と

な

り

と

、

た

み

ま

で

い
は

れ

、

め

で

た

か

り

け

る

と

か

や

。

(
二

一
)

こ

の

後

、

一
行

分

ほ

ど

空

け

て

、

二
字

下

げ

で

、

こ
れ
を
御
ら
ん
ぜ
む
人
は
、
念
仏
申
さ

せ
給

ぺ
し
。
か
な
ら
ず

く

。

と
い
う
宗
教
的

教
訓
が
続
く
三
9
。
も

っ
と
も
、
こ
の
部
分

は
後

人
の
所
為
と

い

う
可
能
性
も
あ
る
。

そ

の
他

、

列

挙

す

る
と

、

か

の

山

ふ

か

く

い
り

に

し

人

も

、
ね

ん

く

つ
も

り

て
、
願

ひ

の

ご

と

く

、

九
品

の
上

の
し
な
に
さ
だ
ま

る
。
お
な

じ
は
ち
す

の
望

も
、

む
な
し
か
ら

ざ
る

べ
け
ん
と

そ
、
ほ
ん
に
は
侍

る
め
る
と
か

や
。

(『
石

清

水

物

語

』

一
五

三

)

御

む

ま

ど

も

に

め

し

て

、

よ

し

の

Σ
山

を

さ

し

て

入

給

ぬ

る

ぞ

、

あ

は

れ

な

る

事

に

こ
そ

、

そ

の

こ
ろ

は

き

Σ
侍

り

け

め

。

(『
い
は

で

し

の
ぶ

』
三
二
七

五

)

殿

、

中

宮

な

ど

は

、

せ
き

か

ね

た

ま

へ
る
御

け

し
き

、

こ

と

は

り

な

り

と

そ

。

(『
苔

の
衣

』

一
七

七

)

『
石
清
水
物
語

』
は
、
伊

予
守
遁
世

の
後

、
木
幡

の
姫

君
立
后
、

一
族

の
繁

栄
、

そ
し
て
伊
予
守

の
極
楽
往
生

と
い
う
後

日
談

で
結

ば
れ
る
。
『
い
は

で
し
の
ぶ
』

の
大

尾
は
、
後
半

の
主
人
公
と
目
さ
れ

る
右
大
将

と
権

中
納
言

の
出
家
行
。
『
苔

の
衣

』
は
、
中
宮
を
物
怪
か
ら
救

っ
て
立
ち
去

っ
た
山
伏

が
、
行
方
知
れ
ず

の
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父
親

で
あ

っ
た
と
判
明

し
た
場
面
を
最
後

に
置
く
。
い
ず
れ
も
主
人
公
級

の
人

物
が

登
場
し
、
宗
教
性

の
濃

い
感
動
的
な
場
面

が
語

ら
れ
、
文
末
は
伝
聞
形
式

を
取

る
。
ま
た
、
中
世
、
様
々
な
異
本
を
展
開

さ
せ
た

『
住
吉
物
語
』

で
も
、

最
後

に
r
人
公

.
族

の
栄
華
と
継
母
方

の
末
路

を
語

り
分
け
、
処
世

的
な

い
し

宗
教
的
教

訓
を
付
す
と

い
う
基
本
形

は
、
諸
本

共
通
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
、
深

い
感
銘
と
余
韻
を
与

え
る
終
わ
り
方
が
通
例
化
し
て

い
た

、

当
時

の
物
語

の
中

に
あ

っ
て
、
『
我
身
』
の
E
は
、
淡
白
に
過
き
る
よ
う
で
あ

る
。

大
局
的

に
見

れ
ば
、
巻

八
は
大
団
円

の
帰
結
を

見
る
と
い

っ
て
よ
い
が
、
畳

み

か
け

る
よ
う

に
栄
華

を
強
調
す

る
の
で
も
な
く

、
む
し
ろ
尾

ぴ
し
げ
な
最
後

の

一
文
は
、
宗
教
的
感
動

に
も
乏
し

い
。
皇
后
宮

は
主

要
人
物

の

一
人
で
は
あ
る

が
、
大
尾
を
担

う
ほ
ど

の
主
人
公
性
を
有

し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
。
表

現
面

で
も
終
結

部
ら
し
か
ら
ぬ
形
で
あ

る
の
は
、
今

井
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と
お

り
で
あ

る
。

よ

っ
て
、

E
が

「
甚
だ
も

の
足
り
な

い
」
大

尾
で
あ
る
こ
と
は
首

肯
さ
れ

る

の
だ
が
、

そ
の
不
審

は
、
D
以
下

の
後
日
談
が
後
続

す
る
こ
と
で
、

解
消
さ
れ

て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。

現
在

見
る
形

で
の
巻

八
の
結

び
は
、
新

た
に
御

息
所
に

仕
え
始
め
た
小
宰
相

の
勤
務

ぶ
り
を
語

る

一
文

で
あ

る
。

F

°た

ゴ
さ

ぷ

ら

ふ

所

の
御

木

丁

、

か

べ

し

ろ
、

わ

ら
は

、

は

し

た

も

の
、

御

て

う

ど

な

に

や

か

や

と

、

い

と

ま

ご

、
う

に

い

ひ
を

き

て

け

れ

ば

、

お

ぱ

も

い
み

じ

う

ほ

め

て

ぞ

、

さ

ぷ

ら

ひ

つ
き

に

け

る
。

(
二

四

八

)

勿
論
小
宰

相
は
、

こ
れ

以
前

に
は
巻

六
に
し
か
登
場

し
て
い
な
か

っ
た
、
脇

役

的
存
在

で
あ
る
。

そ
の

↓
介

の
女
房
が
、
宮
廷
に
出
仕

し
重

用
さ
れ

た
と

い
う

わ

け
だ
が
、
例
え
ば

『
落
窪
物

語
』

の
あ

こ
き
や

『
住
吉
物
語
』

の
侍

従
の
目

覚

ま
し
い
出
世
に
比
し

て
、
や
や
中

途
半
端
な
果
報
に
留
ま

る
。
文
末

は
か
ろ

う

じ
て

「
け
り
」
を

用
い
る
も

の
の
、
「
と
そ
」
の
類

に
較

べ
れ
ば
、
物

語
を
締

め
括
る
力
は
弱

い
だ

ろ
う
。
内
容

・
表

現
と
も
に
、
典

型
的
な
結
び

の
形
と

の

間
に
は
、
大
き
な
懸
隔
が
あ

る
と
い
わ

ざ
る
を
得
な

い
。

要
す

る
に
、
E
に
せ
よ
F
に

せ
よ

、
「
大
尾

と
し

て
は
不
充

分
」
と

い
う
点

で

は
、
大
差
な

い
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
か
と

い
っ
て
、

こ
の
物
語

に
未

完

の
疑

い
を
差

し
挟
む
余
地

も
ま
た
、
皆
無
で
あ
る
。

一
挙
に
約
十
年

に
わ

た

る
年
月
を
進
行
さ
せ
、
記
録

風
に
次

々
と
出
来
事
を
述

べ
て

い
く
巻

八
が
、
物

語

の
終
結
を
目
指
し
た
巻

で
あ

る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
今
上
帝

の
治

世
下
、
聖
代
が

到
来
し
、
母
后
大
宮

は
宮
中

に
あ

っ
て
そ
れ
を
後
見

し
て
い
る
。

左
大
臣
と
麗
景
殿
と

の
密

通
に
よ
り
生
ま
れ
た
忍
草
姫
君
は
、
実
父

に
引
き
取

ら
れ
、
入
内

・
立
后
す

る
。
右

大
臣
も
漸
く
北
の
方
を
定
め
た
後
、

三
条

院
の

姫
宮
と

し
て
育

て
ら
れ
て
い
た
不
義

の
娘

(
初
草
姫
君
)
を
皇
后
宮

の
も
と
よ

り
盗

み
出
し
、
東
宮

(
三
条

院
第
三
皇
子
)

の
配
偶
と
す

る
。
娘

を
失

っ
た
皇

后
宮
は
出
家
隠
棲
、
嵯
峨
院

・
我
身
女
院

・
三
条

院
は
、
既

に
崩
御

し
て

い
る
。

こ
こ
に
あ
ら

ゆ
る
懸
案

が
解
決

し
、
全
て

の
主
要
登
場
人
物

の
境
涯

が
定

ま

っ

た

こ
と
に
な

る
。
も

は
や
物
語

に
語
る

べ
き

こ
と
は
残
さ
れ

て
お

ら
ず
、

こ
れ

以
上

の
展
開
は
望
め
な

い
で
あ

ろ
う
。

さ
て
、
幼

い
東
宮
は
、
御
息

所
と
な

っ
た
初
草
姫
君
が
、
か

つ
て
兄
妹
と
し

て
睦
ん

で
い
た
皇
后
宮

の
姫
宮

に
そ

っ
く
り

で
あ
る

こ
と
に
驚
き
な

が
ら
、
同

一
人
物

で
あ
る

こ
と
ま

で
は
思

い
至
ら
な

い
。
そ
れ
が
、
情
景
と

し
て
描
写
さ

れ
る
、
物
語
最
後

の
場
面

で
あ

る
。

G

°
い
は

け

な

き

御

心
ち

に

、

そ

の
こ

と

Σ
な

く

御

心

に

し

み

て

、

あ

は

れ

と

の
み

見

た

ま

ひ

し
人

の

御

さ

ま

に

、

人

は

お

ほ

え

た

る

も

、

こ
と

よ

ろ

し

き

こ
と

こ

そ
あ

れ
、

ひ

が

め

か

と

の
み

あ

や

し

き

に

、

い

か

な

る

御

心

ざ

し

か

そ
は

ん

。

…
…

ほ

の

か

な

る

す

み

つ
き

さ

へ
、

む
か

し

の
御

さ

ま

に

た

が

ふ

所

な

き

ぞ
、

な

を

あ

や

し

か

り

け

る

。

(
二

四

六

～

七

)
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こ
の
場
面
は
、
既

に
物
語
巻

一
～
三
で
幾
度
か

繰
り
返
さ
れ
た
、
次
の
よ
う

な
情
景
を
、
髪
髭
と

さ
せ
る
も
の
が

あ
る
。
音

羽
の
山
里
で
我
身
姫
君
を
垣
間

見
し
た
三
位
中
将
は
、
恋

い
慕
う
女

三
宮

に
瓜

二

つ
で
あ

る
こ
と
に
驚

く
。
姫

君
は
実
は
三
位
中
将

の
父
関
白
と
故
皇
后
宮

(水

尾
院
皇
后

)
と
の
密
通
に
よ

り
生
ま
れ
た
娘

で
あ
り
、
女

三
宮

と
は
異

父
姉
妹

の
関
係

に
あ

っ
た
。
や
が
て

三
位
中
将

(
の
ち
中
納
言

)
は
、

父
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ

た
姫

君
と
再
会
す

る
が
、
音
羽

で
見
か
け
た
女

君
と

の
酷
似

に
再

び
驚
き
な
が

ら
、

や
は
り
同

}

人
物

で
あ
る

こ
と
に
気
付
か
な

い
の
で
あ

る
。

そ
し
て
、

た

ゴ
あ

や

し

う

か

よ

ひ
給

へ
る

御

ぐ

し

の
か

、
り
、

御

袖

の
か

さ

な

り

な

ど

、

猶

お

も

ひ

い

で
ら

れ
ぬ

に

は
あ

ら
ね

ど

、

…
…

(巻

二

・
四

〇

)

中
納
言
も
さ
ま

ぐ

、
さ
ら
ぬ
お
も
か
げ
の
み
お
も
ひ

い
で
ら
る

、
御
さ

ま

に

、

見

て

も
な

ぐ

さ

む

に

や

、

つ
ね

に

ま

い

り

給

つ

Σ
、

と

て
も

か

う

て
も

た

ゴ
お

は

し
ま

す

さ

ま
、

こ

と

に

は

め

づ

ら

し

う

め

で

た

き

に

、

め

の
み

お

ど

ろ

か

れ

給

。

(
同

・
四

六

)

め

も

お

ど

ろ

か

る

、
御

ふ

で

の

な
が

れ

、
す

み

つ
き

ま

で

、

た

ゴ

か

の
心

を

つ
く

す

御

あ

た
り

に
、

い

み

じ
う

か

よ

へ
る

を

み

る

に

、

い
と

ゴ

う

ち

も

を

か

れ

ぬ

を

、

…

…

(巻

三

・
六

四

)

ち

か

き

御

に

ほ

ひ

の
、

よ

の

つ
ね

な

ら

ず
人

に

、
ぬ

は

、

た

ゴ

そ

れ

か

と

の
み

ま

が

ひ

給

は

、

げ

に

お

ほ

く

の
な

ぐ

さ

め
な

る

に

、

…

…
(
同

・
七

四

)

と
、

音

羽

の
姫

君

の

、

ひ

い
て

は

女

三

宮

の
面

影

を

、

妹

の
上

に

見

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

心

を

慰

め

る

の
だ

っ
た

。

両
者
を
比
較

す
る
と
、
三
位
中
将
が
思

い
を

か
け
た
女
性
は
実
は
妹

で
あ
り
、

東
宮
が
妹
と
信

じ
て
い
た
姫
君
は
実
は
他
人

で
や
が

て
妃

と
な
る
、
と
い
う
具

合
に
、
ち

ょ
う

ど
対

照
的
な
形
に
な

っ
て

い
る
こ
と
が
、

見
て
取
れ
る
で
あ
ろ

う
。
容
貌

・
筆
跡

の
酷

似
を
も

っ
て
し
て
も
、
同

一
人
物
な

い
し
姉
妹
で
あ
る

こ
と

に
全
く
思
い
至
ら
な

い
男
君
、
片
や
二
人
の
姫
君
は
、
い
ず
れ
も
臣
下
と

后
と

の
密
通

に
よ
り
誕
生

し
、
後

に
実

父
に
引
き
取

ら
れ
た
、

い
わ

ゆ
る

「
我

身

に
た
ど
る
姫

君
」
で
あ
る
。
G
の
場
面
に
、
物
語
前
半
部

と
の
対

応
が
配
慮

さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

G

に
引
き
続

い
て
、
皇
后
宮
の
小
野
隠
棲

が
語
ら
れ
る
わ

け
だ
が
、

こ
れ
ま

た
物
語
辟
刀
頭
の
、
音
羽

の
里
に
住
む
我
身
姫
君
に
照
応
し
て

い
る
と
思
わ
れ

る
。

ま
ず

、
「
音

羽
」
の
地
名

は
、
逢
坂
山
方
面

・
比
叡
山
方
面

の
二
箇

所
に
存
在

す

る
が
、

我
身

姫
君
が
住
ん
で

い
た

の
は
、
三
位
中
将
が
比
叡
山
よ
り

の
帰
途

立

ち
寄

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
者

の
、
音
羽
川
流
域

の
地

で
あ
る

こ
と
が
判

る
。

そ
し
て
そ

こ
は
、

そ

の

わ

た

り

は

、

比

叡

の
坂

本

、

小

野

の
わ

た

り

、

音

羽
川

近

く

て
、

滝

の

音

・
水

の
声

あ

は

れ

に
聞

こ
ゆ

る

所

な

り

。

(
『
宇

津

保

物

語

』
忠

こ

そ

・

=

二
一二
)

と
あ

る
よ
う
に
、
小
野
に
程
近

い
地

で
あ

っ
た
。

密

通
に
よ

っ
て
生
を
受
け
た
我
身
姫
君
は
、
名
も
知
ら

ぬ
実

の
両
親
を
恋

い

慕

い

つ
つ
、
そ

の
音
羽

の
里
に
お

い
て
、
「
ふ

み
わ
け
た

る
あ

と
な
き
庭

」
(
九
)

「
人
め
ま
れ
な
る

い
は
ほ

の
な
か
」
(
一
九

)
と
い
う
佗

び
住

ま
い
で
、
世
を
捨

て
た
尼
君
に
育

て
ら
れ
た
。

一
方
皇
后
宮

は
、
不
義

に
ょ

っ
て
儲

け
た
娘

の
行

方
が
知

れ
ぬ
こ
と
を
嘆
き
、
自

ら
出

家
し

て
、
「
分
ま

い
る
人
も
ま
れ
に

、
こ
Σ

ろ
ぼ

そ
き
御

す
ま
ひ
」
に
引
き
籠

る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
叔

母

・
姪

の
関
係
に

あ

る
我
身
姫
君
と
皇
后
宮
は
、
共

に
故
皇
后
宮

の
輝

く
ば

か
り
の
美
貌
を
受
け

継

い
で
、
酷
似
し
た
容
貌
を
持

つ

(巻

四

・
一
〇
二
、
巻
七

二

一〇
七

)
。
し
か

も
、
実

は
皇

后
宮
も
ま
た
、
三
位
中
将
と
女

三
宮

と
の
密

通
に
よ

っ
て
生
ま
れ

た
、
「
我
身
に
た
ど

る
姫
君

」
の

一
人
の
は
ず
で
あ

っ
た
。
こ
の
事
実
は
、
巻

四
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以

降

ほ

と

ん

ど

黙

殺

さ

れ

て

い

る

の

だ

が

、

因

果

は

巡

っ
て

、

初

草

姫

君

と

い

う

、

新

た

な

「
我

身

に

た
ど

る
姫

君

」

の

母

と

い

う

役

割

が

、

皇

后

宮

に

課

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ
た

の

で
あ

る
。

以
上

の
よ

う

に

、

巻

八

の
G

か

ら

E

に

至

る

部

分

は

、

物

語

の
前

半

部

と

照

応

す

る

と

こ

ろ

が
大

き

い
。

し

ば

し

ば

指

摘

さ

れ

る

よ

う

に

、

こ

の
物

語

は

、

人
物

の

系
統

性

・
対

称

性

の
設

定

に

随

分
意

を

用

い
て

い

る

.̂..こ
の
だ

が

、

そ

う

し

た

い

わ

ば

図
式

的

な

性

向

を

、

こ

こ

に

も

看

取

で

き

る

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

そ

の

照
応

の
基

軸

と

な

る

の
が

、
「
我

身

に

た

ど

る
姫

君

」
と

い
う

、
ま

さ

に

物

語

の
題

号

た

る
主

題

な

の
で

あ

る
。

忍
草

姫

君

・
初

草

姫

君

が

、

第

二

・
第

.一一の

「
我

身

に

た

ど

る

姫

君

」

の
運

命

を

担

っ
て

登

場

し

て

く

る

の
も

、

巻

八

で
あ

っ
た
。

か

か

る

主

要

テ

ー

マ

の
掘

り

起

こ

し

に

よ

る

、

物

語

冒

頭

と

の
緊

密

な

対

応

を

も

っ
て

す

れ

ば

、

E

は

ト

分
物

語

の

終

結

部

た

る
資

格

を

備

え

て

い

る
と

い
え

よ

う

。

そ
の
場
合

、
後
続

す
る
小
宰
相
ら

の
後

日
談
は
、
ほ
と
ん
ど
蛇
足
に
等
し

い

も
の
と
な

る
。
も
と
も
と
、
G

の
場
面
を
受

け
て

「
こ
の
宮
す
所

の
」
と
始
め

る
D
は
、

い
か

に
も
付

け
た
り

の
感
が
あ

っ
た
。
し
か
も
、
本
系

の
巻
々

の
中

で
は
、
前
斎
宮
家
周

辺
の
人
々
が
登
場
す

る
唯

心
の
部
分
ゆ
え
、
浮
き
L
が

っ

た
印
象
を
否
定

で
き
な

い
だ
ろ
う
。
終
結
に

当
た
り

、
巻
六

の
人
物

の
後
日
談

を
加
え

る
こ
と

で
、
巻

六
を
含

め
た
物
語
全
体

の
統
括

を
意

図
し
た
と
解
す
る

に
し
て
も
、
初
め
に
見

た
よ
う

に
、
小
宰
相
や
前
斎
宮

の
物

語
は
こ

こ
で
完
結

す
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ

ら
に
そ

の
先
が
巻
六
末

に
書
か

れ
て

い
る

の
で
あ
る
。

そ
の
意

味
で
も
、
F

の
終

わ
り
方
は
甚
だ
中
途
半
端

だ
と
い
わ
ざ

る
を
得
な

い
。

よ

っ
て
、
E
と
F
と
を
比
較

し
た
限
り
で
は
、
本
系

の
物

語
の
全
て
に
解
決

を
与
え
た
h
で
、
物
語
冒
頭
部

と
の
照
応
を
図

っ
て
い
る
E
の
方
が
、
物
語

の

結

び
と
し
て
、
よ
り
相
応

し
い
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

し
か

し
そ
れ
に
も
関
わ
ら

ず

、

E

が

大

尾

と

し

て

「
甚

だ

も

の

足

り

な

い
形

」

で

あ

る

と

い
う

印

象

も

ま

た

、

や

は

り

拭

い
が

た

い

も

の

が

あ

る

。

先

に

確

認

し

た

よ

う

に

、

物

語

の
終

結

部

に

は

、

一
読

し

て

そ
れ

と

判

る

よ

う

な

し

る

し

を

、

何

ら

か

の
形

で

留

め

て

お

く

の
が

通

例

な

の

で
あ

る

。

冒

頭

部

と

の
照

応

と

い
う

、

か

な

り

手

の
込

ん

だ

工
夫

を

凝

ら

し
な

が

ら

、

何

故

明

瞭

に

大

尾

ら

し

い
形

を

与

え

ず

、

し
か

も

そ

の
後

に

、

一
見

不

必
要

な

後

日

談

を

続

け

る

の
だ

ろ

う

か

。

四

大
尾

と
し
て
の
巻
六
巻
末
部

こ
の
物
語
が
、
物
語

の
典

型
的
な
終
わ
り
方
と

い
う
も

の
に
、
無
知
な

い
し

無
関

心
で
あ

っ
た
と

は
思
わ
れ
な

い
。
複
数

の
巻
か
ら
成

る
物
語

の
場
合

、
各

巻

の
巻
末
部

に
も
、
全

編
の
大
尾
ほ
ど
で
は
な

い
に

せ
よ
、
あ

る
程

度
の
巻
末

意
識
が
反
映
さ

れ
る
こ
と
が
多

い
が
、
『
我
身
』
も
そ

の
例
に
漏
れ
な

い
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、

う

ち

き

く

よ
り

、

れ

い

の

こ

、
ろ

げ

さ

う

か

ぎ

り

な

う

て
。

(
巻

二

・
五

五

)

大

将

は

つ
き

せ
ぬ

御

こ

Σ
ろ

の
う

ち

の

み
。

(
巻

三

・
八
九

)

の
よ

う

に

、

文

の
途

中

で
断

絶

し

て

余

韻

を

残

す

方

法

。

ま

た

、

巻

一
の
、

い
と

し

の

び

て
、

御

ぶ

く

の

こ
と

な

ど

の
た

ま

は

せ

を

き

つ
る

も

、

め

づ

ら

か

な

り

。

(
三

四

)

は
、
や
や
平
凡
だ
が
、
故
皇

后
宮

の
逝
去
に
引
き
続

い
て
、
関
白
が

我
身

姫
君

を
引
き
取
る
と

い
う
急
転

回
に
対
し
、
当
事
者
た

る
姫
君

の
心
中

に
即
し
て
、

語
り

手
が
批
評
を
加
え

た
も

の
と
考
え
ら
れ

る
。
同
様
に
、

夜

と

Σ
も

の
ひ

と

り

ず

み

の
す

さ

ま

じ

さ

ぞ

、

な

ぐ

さ

む
か

た

な

き

や

。

(
巻

四

・

=

↓
五

)
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も
、
代
替
わ
り
に
伴
う
変
動

の
後
、
困
難
な
恋

に
懊

悩
す
る
男
君
達

の
姿

を
、

語
り
手
に
よ

る
詠
嘆

の
口
調

で
描
出
す

る
。

さ
ら
に
、
最
も
典
型
的
な
伝
聞
形

式
も
、

二
度
用

い
ら
れ
て

い
る
。

ゆ

め

か

う

つ

、
か

と

も

、
な

を

を

う
か

な

り

と

そ

。

(
巻

五

・

一
五

九

)

な

に

の
御

い

の
り

も

か

ひ
な

し

と

そ

。

(巻

七

―
二

二

八

)

こ
の
両
巻
は
、
帝

の
突
然

の
崩
御

で
も

っ
て
幕
を

閉
じ
る
と
い
う
点
で
も
、
共

通
し
て

い
る
。

以
上
、

い
ず
れ

の
巻

の
巻
末
も
、

一
巻

の
結

び
に
相
応

し
い
形
を
取

っ
て

い

る

こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

そ
れ
は
語
法
面
に
留
ま

る
も
の
で
は
な
く
、
委
細

は
省

略
す
る
が
、
何
ら
か

の
劇
的
な
事
件
や
、
代
替
わ
り

の
よ
う
に
区
切
り
と

な
る
出
来
事

を
選
び
、
そ

の
巻
に
お
け

る
主
人
公
級

の
人
物

の
悲
嘆

・
苦
悩
等

の
痛

切
な
感
情
で
も

っ
て
、
余
情
を
漂
わ

せ
て
締

め
括

っ
て

い
る
。

こ
れ
ら

の

諸
巻

か
ら
は
、
巻
末
を
意
識
し
て

工
夫
を
凝
ら

し
た
形
跡

を
、
十
分
に
窺
う

こ

と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
巻
末
意
識
が
最
も
明
瞭
な
形

で
現

れ
る
の
が
、
巻
六
の
巻
末

で
あ

る
。
先

に
言
及
し
た
よ
う
に
、
巻
六
末

の
後

日
談

は
、
勧
善
懲

悪
に
基
づ

く
教
訓
性
を
露
わ

に
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
現
世

で
の
因
果
応
報

ば
か
り
で
な

く
、
「
と
を
な
か
」
の
極
楽
往
生

、
中
将

の

「
あ

つ
ち

じ
に
」
に
ま

で
筆
が
及

ん

で
い
く
。

そ
し
て
巻
六

の
悼

尾
を
飾
る

の
は
、
亡
き
女
帝

の
追
善

に
余
生

を
送

り
、
兜
率
天
に
生
ま
れ
変
わ

っ
た
近
習
女
房
達
に
よ

る
、
和
歌
会

で
あ

っ
た
。

か

ぎ

り

も

な

く

こ

の
ま

し

く

、

う

ら

や

ま

し

か

り

し

人

く

こ

そ
、

い

き

た

る
か
ぎ
り
、
か

た
ち

を
や

つ
し
、
な
が
き
か

み
を

そ
り
す

て
、
お

い
た

る
お
や
を
な
げ
か

せ
て
、
や
す
き
い
も
ね
ず
、

つ
か

へ
い
と
な

み
あ

は
れ

た
り
し
、
あ
ぢ
き
な
く

み
え
し
か
ど
、

の
ち

の
世
は

み
な
、

と
そ
ち

の
な

い
ゐ
ん

へ
ま

い
ら
れ
け

る
と
か
や

。
は
て
は
な
を
、
う

ら
や

ま
し
き
人

に

ぞ

さ

だ

ま

り

は

て

に

け

る
。
か

の
き

ん

ず

女

房

た

ち

に

〈
し

〉
お

ほ

せ

て

、

わ

か

の

く

は

い
あ

り

け

る
に

や

。

た

が

か

た

り

つ
た

へ
け

る
に

か

、

し

ら

ず

。

(
一
九

四

)

続
い
て
四
人

の
女
房
と
女
帝

の
詠
歌
十
首
を
羅
列

し
、

H

た

ん
ぱ

の
天
人
は
、
い
ま

も
か

み
あ
げ
す
が
た

、
ま

し
て
き

よ
げ

に
て
、

如
意
圃

〈
微
〉
は
き
ま
は
り

て
、
と

の
も
の
官
人
、
女
官
、
女
ず
ま

で
も

す
て
ず
、
た
つ
ね
も
と
め

み
ち

び
き
給

ひ
け
り
と
な
む
。

か
ば
か
り
く
も
り
な
き
世
に
、
斎
宮
、
新
大
夫
ど

の

Σ
り
ん
ず
、

の
ち

の

世
の
き

こ
え
ぬ

こ
そ
お
ぼ

つ
か
な
け
れ
。

(
一
九

五
)

と
締

め
括

る
。
傍
線
部

の
よ
う
な
伝
聞
形
式
、
語
り
手

の
顕
在
化
、
宗
教
的
感

興
等

、
後
日
談
全
体

の
教
訓
性
と
併

せ
、

↓
巻

の
巻
末
を

通
り
越

し
て
、

一
篇

の
物

語
の
結

末
と
し

て
も
、
申

し
分
な

い
形
を
備
え

て
い
る
と
い
え

よ
う

。

し
か
も
、
現
存
す

る
伝
本

の
内
、
書
陵
部
本

三
三

・
前
田
家
本
は
、
「
…
と
な

む
」
と

「
か
ば
か
り
…
」
の
間

に
、

一
行
分
ほ
ど
空
白

を
置
い
て
い
る

三
里
。
前

節

に
挙
げ
た

『
雫
に
濁
る
』

の
よ
う
な
例
を
参
考

に
す
れ
ば
、
独

立
し
て
記
さ

れ
た
最
後
の

一
文
は
、
物
語

の
聞
き
手
な

い
し
読
者

の
感
想
を
装

っ
た
も

の
と
、

解
釈

す

ぺ
き

か
も
し
れ
な

い
。

こ
う

し
た
技

巧
が

物
語
原
本

に
由
来

す
る
も

の

な
ら
ば
、
そ
の
末
尾
意

識
は
ま
す
ま
す
明
瞭

と
な
ろ
う
。

従
来

、
こ
の
よ
う
な
巻
六
巻

末

の
性
格
は
、
「
短
篇
物
語
と

し
て
の
結
末
を
、

型
通
り
中
世

の
往
生

謬
形
式

で
収
め

た
」
三
五
}
と
い
う
言
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
巻
六
を
独

立
し
た
別
伝
系

の
挿
話
と
見
な
す

↓
因
と
な

っ
て
い
た
。
し
か

し
、
先

に
見

た
よ
う
に
、
巻
六
を
破
綻
な
く
読

み
通
す
た
め
に
は
、
巻
五
は
勿

論
、
巻

八
が

必
要
で
あ
り
、
巻
六
末

の
教
訓
性

も
、

小
宰

相

の
出

仕
と
兵
衛
佐

の
昇
進
を
明

記
す
る
巻
八
末
を
伴

っ
て
は

じ
め
て
、
十
全

な
も
の
と
な
る

の
で

あ

る
。
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逆
に
、
本
系

の
物
語

の
側
か

ら
考
え

る
と

、
全
巻

の
大
尾

で
あ
り
な
が
ら
、

巻
八
は
中
途
半
端
に
終
わ
り
、

そ
の
巻
末

の
後

日
談
は
、
巻
六
末

の
後
日
談

へ

と
滑

ら
か
に
接
続
し
て
、
そ

こ
で
漸
く
結

び
ら
し
い
結
び
に
辿
り
着
く

の
で
あ

る
。
そ

の
時
、
巻
六
末
尾

の
H
は
、
巻
六

の
終

結
に
留
ま
ら
ず
、
実
質
的
に
物

語
全
篇

の
大
尾

の
よ
う
な
様
相
を
呈

し
て
く

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
巻
八

の
E
が
、
物
語
を

閉
じ
ん
と
す
る
気
配
を
濃
厚
に
漂
わ

せ

な
が
ら
、
大
尾
ら
し

い
形
に
収
め
な
か

っ
た
、
あ
る

い
は
収
め
る

こ
と
が

で
き

な
か

っ
た
理
由
を
考
え
る
に
、
物
語

の
悼
尾
を
飾

る
に
相
応
し

い
人
物

の
不
在

を
、
そ

の

一
つ
に
数
え
る

こ
と
が

で
き

る
よ
う

に
思
う
。
大
団
円

で
め

で
た

く

結
ぶ

に
せ
よ
、
出
家
課

・
往
生
調

の
よ
う
に
宗

教
的

感
動

の
内
に
閉

じ
る
に
せ

よ
、
そ

の
核
と
な

る
主

人
公
が

必
要
と
な
る
。
し
か

し
、
『
我
身
』
の
場
合

、
七

代
四
十
五
年
に
わ
た

る
物
語

の
進
行

に

つ
れ
て
、
焦
点
人
物
は
ど

ん
ど
ん
拡

散

し
て
ゆ
き
、
当
初
主
人
公
と
目
さ
れ
た
我
身
姫

君
で
さ
え
、

い
つ
の
間
に
か

遠

景

に
霞

ん
で
し
ま

っ
た
ま
ま
、

ひ

っ
そ
り
と
生

涯
を
終
え

て
い
た
。
物
語
全
体

を

一
身

に
受
け
止
め
て
統
括
で
き

る
よ
う
な

人
物
は
、
も
は
や
存
在

し
な

い
の

で
あ

る
。

そ
の
中
で
、
敢
え
て
最
も
有
望
な
候
補
者

を
挙
げ

る
と
す
れ
ば
、
既

に
亡
き

女
帝

し
か
い
な
い

の
で
は
な

い
か
。
巻

五
で
聖
代
を
現
出
し
、
往
生
課
と

か
ぐ

や
姫

の
イ
メ
ー

ジ
に
濃

厚
に
彩
ら
れ

つ
つ
臨
終
を
迎

え
た
女
帝
は
、
巻
七

・
巻

八
で
繰
り
返

し
追
慕

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
今
上
帝

の
聖
代
実

現
は
、
亡
き
女
帝

の
加
護
に
依

る
と
こ
ろ
大
で
あ

っ
た

し
、
巻
六

で
も
、
そ

の
超
人
的
な
明

王
ぷ

り
が

一
層
強

調
さ
れ
て

い
る
。
少
な
く
と
も
巻

五
以
降
、
誰
に
も
劣

ら
ぬ
存
在

感
を
保
持

し
続
け
て
き
た
人
物

だ

っ
た
と

い

っ
て
よ

い
。

巻
六
末
尾

の
兜
率

天
歌
会

の
主
催
者
は
、
ま

さ
に
そ
の
女
帝
で
あ

っ
た
。

そ

こ
で
は
、
仏

に
見
紛
う
ば
か
り

の
女
帝
讃
仰
が
頂
点

に
達
す
る
と
同
時
に
、
女

帝
に
忠
誠
を
尽
く
し
た
近
習
女
房
達
、

女
帝

と
常
に
対
照
さ
れ
て
き
た
前
斎
宮

な
ど
、
本
系

の
物
語
と
は
全
く
無
関
係

な
が
ら
、
巻
六
で
は
中
心
的
に
活
躍
す

る
人
物
達

の
後
生
が
語
ら
れ

る
。

一
方

、
本

系
の
物

語
に
登
場
す
る
人
々

の
処

理
は
、
巻
八

の
E

の
段
階
で

一
応
片
付

い
て
い
る
。
巻
八
か
ら
巻
六
末

の
後
日

談

へ
と
読
み
継
げ
ぱ
、
本
系

の
巻

々
と
巻
六
と
を
問
わ
ず
、
物
語

の
全

て
の
主

要
登
場
人
物
に
、
決
着
が
付
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ

る
。

そ
の
上

で
、

双
方

の
世
界
に
跨

っ
て
多
大
な

役
割

を
果
た
し
て
き
た
女
帝
を
中

心
に
、
大
仰

な
教
訓
話
と
往
生
讃
を
繰
り
広
げ

る
巻

六
末
は
、
物
語
全
体
を
収
束
す

る
に
不

足
な

い
重
み
を
備
え

て
い
る
と
い
え

よ
う
。

そ
し

て
、

そ
う
し
た
巻
六
末

の
位

置
付
け
を
保
証
し

て
い
る
の
が
、
巻

八
末

の
後
日
談
な

の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
巻
六
全
体
を
物
語

の
巻

序
の
中
に
置
く
場

合
、

そ
の
本
体
部

分
が

巻
五

の

「
な
ら
び
」

で
あ

る
こ
と
は
動
か
な

い
か
ら
、

や
は
り
現
行

の
位
置
が

最
も
相
応

し

い
で
あ

ろ
う
。

そ
う
す

る
と
必
然
的

に
、

巻
末

の
後
日
談

も
、
巻

七

・
巻

八
に
先
行
す

る
こ
と

に
な

る
。
し
か
し
先

述

の

よ
う
に
、
A
～

C
辺
り

の
叙
述

に
は
若
干

の
違
和
感
が
残

る
の
で
、
そ

の
不
審

を
引
き
ず

っ
て
巻

八
末

に
至

っ
た
読
者
は
、
D

の
記
事

に
よ

っ
て
納
得
し
、
巻

六
末
が
巻

八
末

の
後

に
位
置

す

べ
き

で
あ

る
こ
と

に
気
付

く
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
改
め

て
巻
六
末
に

目
を
向

け
る

こ
と
に
な

れ
ば
、

そ
の
時
H
は
、
物
語
全
篇

の
結
び
と
し

て
立
ち
現

れ
て
く
る
こ
と
に
な

る
。
本
系

の
物
語

の
中

で
や
や
落

ち
着
き

の
悪

い
巻
八
末

の
後

日
談
は
、
物
語

の
終
結
を
巻
六

末

へ
と
誘
導
す
る

役
割
を
担

っ
て
、

そ
こ
に
置

か
れ
た
も

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

も

っ
と
も
、
巻
六
末

尾
が
物
語

の
大
尾

で
あ

る
な

ら
ば
、
そ
れ
自
体
が
巻

八

の
最
後

に
位
置
す

ぺ
き

で
は
な

い
か
と

の
疑
問
も
生

じ
よ
う
。
し
か

し
、
巻
六

の
よ
う
な
異
質
な
世
界

、
そ

の
中
で
も
取
り
分
け
譜
誰

に
満

ち
た
後
日
談
が
、

一
応
完
結

し
て
い
る
本

系
の
物

語

の
秩
序
を
、
大
き

く
掻

き
乱
す
こ
と
は
必
定
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で
あ

る
。
D
以
下

の
短

い
章
段

の
み
な
ら
ば
、
直
前

の
G

の
場
面

と
自
然

に
承

接

す
る
し
、
卑
俗
さ
も
比
較
的
穏
や
か
で
あ
り
、
本
系

の
物
語

に
持

ち
込
む
こ

と
の
で
き
る
許
容
範
囲
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
巻
六
末

の
後
日
談
は
、
前
斎
宮
を
巡
る
悲
喜
劇
と

一
体

で
あ

れ
ば

こ

そ
、
教
訓
な

い
し
譜
諺

の
効
果
を
上
げ
る
も

の
で
あ
り
、
巻
六

の
本
体
部

分
と

切
り
離

す
こ
と
は
難
し
い
。
要
す
る
に
、
巻
六
巻
末
は
、
前
斎
宮

の
物
語

と
し

て
の
首

尾
を
整
え
る
と
同
時
に
、
本
系

の
巻
々
を
含
め
た
物
語
全
体
を
統
括

す

る
と
い
う

、
二

つ
の
課
題
を
担

っ
て
い
た
も

の
と
思
し

い
。
巻
八
末

と
の
前
後

関
係

の
転
倒
は
、
そ

こ
に
起
因
す

る
の
で
は
な

い
か
と
考
え

る
。

『
我
身
』

の
本
系

の
物
語
は
、
巻

八
に
お

い
て
皇
后
宮

の
小
野

隠
棲
を
語

っ

た
時

点
で
、
内
容
的
に
は
確
か
に
終
結
し

て
い
る
。

し
か

し
、

さ
ら
に
巻

六
と

関
連
す

る
記
事

が
付
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
巻
六
末
尾
と

い
う
も
う

 
つ
の

結
尾
が

、
引
き
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
そ
れ

は
、
大

尾
と
し
て
遙
か
に
相

応
し

い
形
を
備
え
、
物
語
全
編
を
締
め
括

る
に
足

る
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
複
雑
な
構
造

の
類
例
を
、
現
存
す
る
他

の
物
語
作
品

に
見
出

す

こ
と
は
難

し
い
。

し
か

し
、
大

尾
の
形
に
腐
心
し
独
特

の
手
段
を
講

じ
た

三
δ

と

い
う
点

で
は
、
例
え
ば

『
松

浦
宮
物
語
』

の
省
筆
・
・
偽
蹟
が
、
収
拾

の

つ
か

な
く
な

っ
た
物
語
を

「
挙
に
終

息
さ

せ
る
手
法

で
あ

っ
た
と
も

い
わ
れ

る
よ
う

な
例
に
、

一
脈
通
じ

る
も

の
が
感

じ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
物
語

の
典
型
的
な

終
わ
り
方
を
模
索
し
た
、

そ
の
工
夫

の
跡

に
、

物
語

の
伝
統
と

い
う
も

の

へ
の
拘
り

を
窺
う
こ
と
も

で
き

る
だ

ろ
う

。
し
か
し
、

巻
六
末

の
教
訓
性
や
宗
教
性
は
、
徹
底
的

に
滑
稽
の
色
調
に
染
め
ら
れ

て
い
る

よ
う
で
、
同
時
代

の
他
作
品

の
よ
う

に
、
真
摯

な
態

度
か
ら
発
し
た
も

の
と

は

考
え
が
た

い
。
か
か

る
戯
文
を

こ
の
長
編
物
語

の
大

尾
と
見
な
す
こ
と
に
は
、

確
か

に
抵
抗

も
感

じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、

こ
う

し
た
諸
誰

の
精
神

は
、
濃
淡

の
差
は
あ
れ
、
巻
六
ば
か
り

で
な
く
、
物
語
全
体

に
行
き
渡

っ
て
い
る
も
の
で

あ

っ
た
三
七
〕。
物
語

の
典
型

に
則
り

つ
つ
、
そ
れ
を
輻
晦
す
る
か

の
よ
う
な
譜
誰

ぶ
り

に
こ
そ
、

こ
の
作

品
の
本
領
が

発
揮
さ
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な

い
。
勿

論
、

そ
の
滑
稽
な
結
尾
を
、
堂

々
と
最
終
巻

の
巻
末

に
据
え

て
い
る
わ
け

で
は

な
く
、

い
わ
ば
小
細

工
を
弄

し
て
い
る
点
に
も
、
留
意

し
て
お
く

べ
き
で
あ

る

と
考
え

る
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、
本

稿
で
検

討
し
た
よ
う
に
、
巻
六
が
、
巻
五

の
み
な

ら
ず
、

巻
八
と
も
密
接

に

つ
な

が
り
を
持
ち

、
そ
れ
に
よ

っ
て
物
語

の
大
尾
に
位
置
付

け
ら

れ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
物
語
全
体
の
中
で
の
巻
六

の
意
義
を
、
改
め

て
評

価
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
女
帝
を
め
ぐ
る
物
語
も
、
巻
六
末

の
兜
率

天
歌
会
を

そ
の
終
着
点

と
し
て
、
読
み
直
す

こ
と
が

で
き

る
の
で
は
な

い
か
。

『
我
身

に
た
ど
る
姫

君
』
と
い
う
作

品
を
論
ず
る
に
あ
た

っ
て
、
巻
六
と

い
う

異
質
な
巻
を

い
か
に
取
り
扱

う
か
は
、
ま
す
ま
す
等
閑
に

で
き
な

い
問
題

に
な

っ
て
く
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

〈
注

〉

(
「
)
『
日
本
文
学
大
辞
典
』
第

三
巻

(新
潮
社
、

「
九
三
四
年
、
永
積
安
明
執
筆
)
な
ど
。

(
二
)
「
我
身

に
た
ど
る
姫
君
論
」
(
『物
語
文
学
の
研
究
』
笠
間
書
院
、

一
九
七
四
年
)。

(
三
)
「中
世
物
語
の
展
開
」
(『中
世
小
説
と
そ
の
周
辺
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八

一
年
)。

(
四
)
「『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
論
」
(『
王
朝
末
期
物
語
論
』
桜
楓
社
、

}
九
八
六
年
)。

(五

)今
井
氏
も
、
前
注
論
文
に
お

い
て
、
性
愛
描
写

・
ユ
ー
モ
ア
等
、
巻
六
を
含
め
た
物
語
全

体
の
特
色
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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(
六
)引
用
は
、
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
に
よ
る
。
但
し
、

一
部
表
記
を
改
め
、
他
本
を
参
照
し
て

底

本

の
誤

脱

を
補

訂

し

、
底

本

の

形
を

〈

〉

内

に
注

記

し

た
。

(七

)
「
折

悪

し

く

も

」
に

近

い
意

で

用

い
ら

れ

て

い
る
。

(
八

)
「
ぬ
き

あ

し

」

の
形

が

一
般

的
。

(
九

)
前
掲

注

(
四

)
、

二
〇

五

頁

。

(
一
〇

)
辛

島

正
雄

「
『
我
身

に

た

ど

る
姫
君

』

の
女

帝
と

前

斎
宮

と

を
め

ぐ

る

断
章

―

レ
ズ

ビ

ア
ン

の
物

語

の

示
唆

す

る
も

の
―

」
(
『
文

学

論
輯

』

第

三
十

八

号

、

一
九
九

三

年

三
月

)

な

ど
。

(
一
【
)現
存
す
る
三
種
の
伝
本
の
内
、
金
子
本

(国
文
学
研
究
資
料
館
寄
託
)
の
み
、
巻
六
の

首
題
に

「
な
ら
び
」
の
注
記
を
持

つ
。

(
一
二
)
「
名

家
譜

第

任

・
之

。
多

者

先

補

――五

位
蔵

人

 。

乃

任
・
弁

也
。

蔵

人
帯

・
之

。

頗
清

撰

也

」

〔
『
職

原

紗

』
上

、

中
弁

・
少

弁

の
項

)

と
あ

る

よ

う

に
、

弁
官

と

蔵

人

の
兼

任
は

、

限

ら
れ

た

栄

職

で
あ

る

。

(
一
三
)
今

井

源
衛

・
春

秋
会

『
我
身

に
た

ど

る
姫

君

』

6

(
桜

楓
社

、

一
九

八

三
年

)
、

一
=

三

頁
。

(
一
四

)
玉

上

琢
彌

『
源

氏
物

語

評
釈

』

第

三
巻

(
角

川
書

店

、

一
九

六

五
年

)
、

四
〇

八
頁

。

(
一
五

)
前

掲
注

(
二

)、

六

一
〇
頁

。

(
「
六

)
詳
細

を

確

認

し

て

い
な

い
が

、

前
掲

注

(
―

一
)

に

は

、
巻

六

の
後

日

談

を

「
巻

八
摘

筆

以
後
の
執
筆
と
す
る
説
」
も
示
さ
れ
て
い
る
。

(
―
七
)前
掲
注

(四
)、
二
〇
三
頁
。

(
一
八
)以
下
の
物
語
作
品

の
引
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
。

『
竹
取
物
語
』
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『
宇
津
保
物
語
』
…
室
城
秀
之

『
う

つ
ほ
物
語

全
』
(お
う
ふ
う
、

―
九
九
五
年

)

『
狭
衣
物
語
』
…
新
潮
日
本
古
典
集
成

『
有
明

の
別
』
『
む
ぐ
ら
の
宿
』
『
雫
に
濁
る
』
『
石
清
水
物
語
』
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
『苔

の
衣
』
…
鎌
倉
時
代
物
語
集
成

(
一
九
)青
表
紙
本
系
統

の
本
文
に
よ
れ
ば
、
花
宴

・
若
菜
下

・
柏
木

・
匂
宮

・
竹
河
な
ど
の
諸

巻
に
見
ら
れ
る
。

(
二
〇
)阿
部
秋
生

・
前
田
裕
子

「
雫
に
濁
る
物
語

一
冊
」
(『実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究

所
年

報

』
第

二
号

、

一
九

八

三
年

三

月

)
、

三
頁

。

(
二

一
)
完

本
が

現

存

す
る

の

は
巻

一

・
二

の

み
だ
が

、

全
巻

の
巻

頭

・
巻
尾

は

、
抜

書

本

(
三

条
西
家
本
)
に
残

っ
て
い
る

(小
木
喬

『
い
は
で
し
の
ぶ
物
語
本
文
と
研
究
』
笠
間
書
院
、

一
九
七
七
年
)。

(
二
二
)宮
田
光

「『我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
於
け
る
人
物
の
対
比
と
系
統
性
に
つ
い
て
」
(『熊

谷
武
至
教
授
古
稀
記
念
国
語
国
文
学
論
集
』
笠
間
書
院
、

一
九
七
七
年
)
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

(
二

=
一
)橋

本

不
美

男

・
桑
原

博
史

『
我

身

に
た

と

る
姫

君

』

(
汲
古

書

院

、

一
九

七

五
年

)

の

影

印

に
よ

る

。

(
二

四
)
金

子

本

で
も

、
行

間

は
空

け

な

い

が
、

最
後

の

一
文

は
改

行

し
て

記

さ
れ

て

い
る
。

(
二
五

)
前

掲

注

(
四

)
、

二
〇
六

頁

。

(
二
六

)
こ

の
こ
と

は

、
成

立

論
と

無

関

係

の
問

題

で
は

あ

り
得

な

い

に
せ

よ

、
必

ず

し

も
、

巻

六
と
巻
八
の
成
立
の
先
後
関
係
を
決
定
す

る
も
の
で
は
な
い
。

(
二
七
)注

(
五
)
参
照
。

(
か
な
み

つ

け
い
こ

・
博
士
後
期
課
程
)
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