
四
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『
雫
に
濁
る
』
の
結
末

―
―
「
め
で
た
し
」
を
め
ぐ
っ
て

―
―

北

島

優

子

一

は

じ

め

に

『
雫

に
濁
る
』
は
、
全
体
の
ほ
ぼ
三
分

の
一

を
占

め
る
と
予
測
さ
れ
る
前
半

部
分

が
欠
落
し

て
い

る
こ
と

を
理
由

に
、
研
究

が
殆

ど
進

め
ら

れ
て

い
な

い

物
語
で

あ
る
。

し
か
し
、

本
物
語

が
鎌
倉

時
代

の
物
語

史
を
埋

め
る

作
品
で

あ
る
こ

と

に
変

わ
り

は
な
く
、

他

の
中

世
王
朝

物
語
と

比

べ
て

特
異

な
点
も

持

っ
て

い
る
こ

と

か
ら

貴
重

な
物
語

で
あ

る
と
言
え

よ
う
。

現
存
す

る

の
は

実
践
女

子
大

本
の
み

と
さ

れ
て
き

た
が
、
一

九
九
四

年
、
日
下

幸
男

氏

に
よ

り
聖
護

院
本

が
報
告

さ
れ

た
。
こ

の
発

見

が
あ

っ
た
に
も

か

か
わ
ら
ず
、
両

本

に
大

き
な
異

同

が
な
い
と

判
断

さ
れ
た

た
め
、
研

究
は
依

然
と
し

て
進

め

ら
れ
て
い
な
い
。
『
雫

に
濁

る
』

の
研

究

に
関
し
、
福
田
将
士
氏

は
、

研
究
展
望
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
散
佚
首
部
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
こ

の
前
提
な
し
で
こ
れ
か
ら
の
研
究
を
展
望
す
る
の
は
困
難
で

文
学
的
価
値
も
図
り
が
た
い
。

と

述

べ
て

い
る
。
確

か

に
散

逸
部
分

を
抜
き

に
し
て

は
研

究

が
困
難
な

箇
所

は
あ
る
。
し

か
し
、
現

存
本
文

か
ら

考
察
可

能
な
問
題

も
ま
だ

あ
る

の
で
は

な
い
だ

ろ
う

か
。

散
逸
部

が
発
見

さ
れ
な

い
今
日
、

ま
ず

は
現

存
本
文

を
も

と

に
作
品

を
考
え

る
試

み
を
行

う
必
要

が
あ
る
と

考
え
、
本

稿
で

は
物
語

の

結
末

に
注
目
し
、
『
雫

に
濁

る
』

と
は
ど

の
よ
う
な
意
図
を
も

っ
て

描
か
れ
た

物
語
で

あ
る
か
を
考
察
す
る
。

二

『
雫
に
濁
る
』
の
結
末
に

お
け

る
「
め
で

た
し
」

『
雫

に
濁
る
』
の
結
末

は
、
次

の
よ
う

に
記

さ
れ
て

い
る
。

お
と
ど

は
、

一
品

の
宮

と
申
し
合

は
せ
て
、
「
め
で
た
き

ま
つ
り
ご
と

な

り
」
と
、
民
ま
で
言

は
れ
、

め
で

た
か
り
け

る
と
か
や
。

こ
れ
を
御
覧
ぜ
む
人

は
、

念
仏
申
さ
せ
給
ふ
べ
し
、
必
ず
、
必
ず
。

（
三
四
頁
）



四
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「
め
で

た
き

ま
つ
り
ご
と
」
、
「
め
で
た

か
り
け

る
と

か
や
」

と
い
う
よ
う

に
、

宰
相

の
中
将
と

一
品

の
宮
が
協
力

し
て
政

治
を
行

う
様
子

を
、
「
め
で
た
し

」

を
繰

り
返
し
用

い
て
讃
え

る
一

方
で
、
読

者

に
対

し
念
仏

を
唱
え

る
よ
う

求

め
て

い
る
。
こ

の
、
一
見

ち
ぐ

は
ぐ
な
結
末

に
向

か
っ
て
、
『
雫

に
濁

る
』

と

い

う
物
語

は
展
開
さ

れ
て

い
る
。
こ

の
結
末
部

に
注
目

し
、
本
作

品

に
つ
い

て
考
え
て

い
き

た
い
と
思
う
。
あ

ら
た
め
て
結
末
部
の
本
文
を
引
用
す
る
。

年
月
過

ぐ
る

ほ
ど

に
、
内

裏

の
上
、
七

つ
に
な

ら
せ
給

ふ
ほ

ど
、
う

つ
く
し
く
、
故
院

の
御
顔
を
写
し
取

り
て
、
母

の
面

影

に
も

違
は
ね
ば
、

こ

の
世
の
人
と
も
見

給
は
ず
。

関
白

殿
、
世

の
ま
つ
り

ご
と

①
め
で

た
く
、
天

の
下

に
、
あ
や

し
き

民
ま
で
受
け
ら
れ
、
②
め
で
た
き
た
め
し

に
引
き
け
り
。

前

の
お
と
ど

は
、
よ

ろ
づ
、
目

の
前

に
変

は
る
こ
と

を
見
て

、
く
ち

を
し
く

思
し
け

れ
ど
も
、

こ
と

わ
り

の
こ

と
な

れ
ば
、
も

の
も

言
は
で

ぞ
過
ぐ
し
給
ひ
け
る
。

内

裏
の
上

は
、
一

品
の
宮

を
、
母
と

思
し
召

し
、

お
と
ど

に
、
何

ご

と
を
も
仰

せ
合
は
せ
ら

れ
て

、
あ
さ
ま
し

き
ま
で
思
ひ

出
で

給
ふ
さ

ま
、

た
め
し
な
き
ほ
ど
な
り
。

三

月
二
十
日
あ
ま

り
、

南
殿
の
桜
盛

り
な
る

に
、
清

涼
殿
の
南
面

に
、

花
御

覧
ず
る
つ

い
で

に
、
御
遊
び
あ

り
。
（
中
略
）

い
と
面

白
き
世

の
御

遊

び
な
り
。
そ
れ

に
っ

け
て
も
、

お
と

ど
は
、
昔
恋

し
く
思
し
出
で

て
、

う
ち
し
ほ

た
れ
給

ふ
。
し
果

て
て

出
づ
る

ほ
ど

の
禄

ど
も
、

お
の

お
の

③
め
で

た
し

。
女
房

の
装
束
、
細
長
な
ど
し
た
る

べ
し
。
（
中
略
）

お
と
ど

の
参

り
給
へ
る

に
、
走

り
お
は
し
て
、
「
あ
の
よ
な
、
内

侍
督

と
は
、
誰

そ
」

と
仰
せ

ら
る
れ
ば
、
「
そ
れ

は
、
御

上
の
御
母

よ
」
と
申

し
給
へ
ば

、
「
さ
て
、
宮

は
、
誰
そ
」

と
仰
せ
ら

れ
た
る
さ

ま
、
あ

は
れ

に
④
め
で
た
し
。
「
そ

れ
も
、
母
よ
」

と
申
し
給
へ
ば
、
「
あ
ら

ぬ
よ
。
姉

ぞ

か
し
。
内

侍
督
こ

そ
、
母

よ
」
と

仰
せ
ら

れ
て
、

涙
を

浮
け

給
へ

る

御
さ
ま
、
「
よ
く
よ
く
申
し
聞

か
す
る
人
あ

る
べ
し
」

と
、
あ

は
れ
に
て

、

う
ち
泣
き
給
ひ

ぬ
。
御
髪

掻
き
撫
で

て
。
「
八

月
に
、
御
元
服
あ

る
べ
し
。

添
ひ

臥
し

に
は
、

お
と

ど

の
姫
君
参

り

給
ふ

べ
し
」

と
、
今

よ
り

の
の

し
る

め
り
。

帥

の
中
納
言
と

い
ひ
し

は
、

今
の
大
臣

ぞ
か
し
。

お
と

ど
の
御
舅

よ
。

お
と
ど

は
、
内

裏

に
つ
と

つ
き

参
ら
せ

て

お
は
す
れ

ば
、
そ

の
ま

ま
に

ぞ
、

ま
つ

り
ご
と

は
あ

り
け

る
。

お
と

ど
の
北

の
政

所

は
、

二
位
殿

と

て
、

つ
と
候
ひ

給
ふ
。
君
達

七
人

お
は
し

ま
す
。
「
何

ご
と
も
、
前

の
世

の
契
り
」
と
、

御
心
ば
へ

ど
も
さ
へ
、
⑤

め
で

た
く
言

は
れ
給
ふ

べ
し
。

お
と
ど
は
、
一

品
の
宮
と

申
し
合

は
せ
て
、
「
⑥
め
で

た
き
ま

つ
り
ご
と

な
り
」

と
、
民
ま
で
言

は
れ
、
⑦

め
で

た
か
り
け

る
と
か
や
。

こ

れ

を
御

覧
ぜ

む
人

は
、

念
仏

申
さ

せ
給

ふ

べ
し
、

必

ず
、

必
ず
。

（
三

一
～

三
四
頁
）

こ
の
場
面

に
は
帝

の
即
身

成
仏

か
ら

七
年
が
経
過

し
、
成
長
し

た
若
宮
と
、

彼
を
取
り

巻
く
人

々
の
様
子

が
描

か
れ
て
い
る
。
本

文
を
読
む
と
、
「
め
で
た

し
」
と

い
う
表
現
が
繰

り
返
し
用

い
ら

れ
て
い

る
こ

と
が
わ

か
る
。
「
め
で
た

し
」

の
用

例
は
、
『
雫

に
濁

る
』
全
体
で

十
六
例
あ

り
、
こ
の
結
末

部
に
そ

の

内

の
七
例

が
集
中
し

て
い

る
。
結
末

部
で
「

め
で
た
し
」

を

集
中
的

に
用

い

る
こ
と
は
ど

の
よ
う

な
こ
と

を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
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「
め
で
た
し
」
が
多
用

さ
れ
て
い
る
こ
と

に
つ

い
て
考
え

る
前
に
、
こ

の
結

末
場
面
で

用

い
ら

れ
て

い
る
「

め
で
た
し
」

が
そ

れ

ぞ
れ
ど

の
よ
う
な

意
味

合
い
で
用

い
ら

れ
て
い

る
か
確
認
し
て

お
く
。
原
田
芳

起
氏

に
よ

れ
ば

、
「
め

で

た
し
」

は
、
動

詞
「

め
づ
」

の
連
用
形

「
め
で

」

に
「
い
た
し
」

が
付

い

て

熟
合

し
た
語

で
、
主

観
的
な

心
情
を

表
す

よ
り
も
、
客

観
的

に
称
賛

す

べ

き

対
象

の
状
態

を
表
す

傾
向

が
強
く
、
中

古

に
お
い
て

は
審
美

的
批
評
語

彙

の
一
つ
と
し
て

重
要
な
位
置

を
占

め
て

い
る
と

い
う
。
武
山
隆
昭
氏

は
、
「
め

で

た
し
」
の
意
味
を
次

の
よ
う

に
説
明

し
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
所
で
「
最
高

の
称
賛
表
現

に
用

い
る
総
合
評
価
語
」
と
し
て
広

く
用
い
ら
れ
る
「
め
で
た
し
」

は
、
一
と

二
で

論
考
し
た
よ
う

に
、
そ

の

根
幹

に
「
価
値

の
高

さ
」
と

い
う

概
念
を

有
し

な
が
ら
、

そ
の
時

そ

の

場
で
表
現
す

る
内
容
（
美

か
善
か
理

想
か
卓
越
性
か
等
）

に
バ
ラ
エ
テ

ィ

を
持

っ
て
用

い
ら

れ
て

い
る
。

こ

の
論

に
従
い
、
『
雫

に
濁
る
』
結

末
部

に
お
け

る
「
め
で
た
し
」

も
「
最
高

の
称

賛
表

現

に
用

い
る
総

合
評

価
語

」
と

し
て

用

い
ら

れ
て

い
た
と

考
え
、

考
察

を
進

め
る
。
こ

の
場
面

に
お
け

る
「
関

白
殿
」
、
「
お
と

ど
」
と

は
宰
相

の
中

将
の
こ

と
を
指

し
て

い
る
。
①

の
「

め
で

た
く
」

が
指

す

の
は
「
ま

つ

り
ご
と
」

で
あ
る

か
ら

、
宰
相

の
中

将
が
行
う
政

治
の
素
晴
ら

し
さ
を
讃
え
、

②
「

め
で

た
き

た
め
し

」

は
素

晴
ら

し
い
政

治
の

例
と
し
て

宰
相

の
中
将

の

政
治

が
あ
げ

ら
れ
て

い

る
こ

と
を

意
味
し

て
い

る
。
③

の
「
め
で

た
し
」

は

「
禄
ど

も
」

を
指
し
、

宴
で
与
え
ら

れ
た
禄
が
立

派
で
す
ば
ら

し
い
も

の
だ
と

讃
え

て
い

る
。
④

の
「
め
で

た
し
」

は
、
亡
き

母
内

侍
督

に
つ
い
て

尋
ね

る

若
宮

の
様
子

が
気

の
毒
で
可
哀

想
で

は
あ
る

が
、

そ
の
様
子

が
ま

た
素
晴
ら

し
い
と
い
う
意
味

に
解
釈
で
き

る
。
⑤
の
「
め
で

た
し
」
は
、
宰
相

の
中
将

が
、

一
族
の
繁
栄
を
自
分

の
功
績
と
し
て
で

は
な
く
「
前
の
世

の
契

り
」
だ
と
理
解

す

る
心
の
あ

り
よ
う

に
対
す

る
称
賛

と
考
え
ら

れ

る
。

⑥
の
「

め
で

た
き

ま

つ
り

ご
と
」

は
宰
相

の
中
将

が
一
品

の
宮
と
相

談
し
な

が
ら
行

っ
て

い
る
政

治

の
素
晴
ら

し
さ

を
意
味

し
、
⑦

の
「
め
で
た

か
り
け

る
と

か
や
」
も
、
同

じ
ま
そ

の
政
治

の
様
子

を
讃
え
て

い
る
。
結
末
部
で
用
い
ら
れ
る
七
例
の
「
め

で
た
し
」

の
う
ち
、
四

例
が
「
ま
つ
り
ご
と
」

に
対
す
る
称
賛
で
あ
る
。

で

は
、
こ

の
よ
う

に
物
語

の
結
末

に
お
い
て

「
め
で

た
し
」
を

繰
り
返

し

用

い
る
こ
と

は
、
ど

の
よ
う

な
こ
と

を
意
味
し

て
い

る
の
だ

ろ
う

か
。
次

節

で

は
、

結
末
部

に
「
め
で

た
し
」
を
用

い
て
い
る
他
作

品
と
比
較
し

な
が
ら
、

『
雫

に
濁

る
』

の
結
末
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る

べ
き
か
考
察
す
る
。

三

他

作
品
結
末
部
に
お
け
る

「
め
で
た
し
」

そ

も
そ
も

、
結
末

部

に
お
い
て
「

め
で
た
し
」

と

い
う
称
賛

表
現
を

多
用

す

る
と
い
う
こ
と

は
、
『
雫

に
濁

る
』

と
言
う
作
品

独
自
の
結
末

な
の
だ
ろ
う

か
。
こ

の
こ

と
を

確
認
す

る
た

め
に
、
他

の
物
語

作
品

の
結

末
部
で

も
「

め

で

た
し
」
を
多
用

す
る
例

が
あ

る
か
調
査
し

た
と
こ
ろ
、
『
雫

に
濁

る
』
執
筆

以

前

に
成

立
し
て

い

た
か
、
も
し

く
は
そ

の
可

能

性
が
高

い
作
品
で
、

結
末

部
に
「
め
で

た
し
」

が
用

い
ら

れ
て
い

る
作

品
と
し
て

は
『
栄
花
物
語
』
『
住

吉
物
語
』

が
あ
る
。
以
下

、
該
当
本
文

を
あ
げ

る
。

『
栄
花
物
語
』
巻
第
四
十
「
紫
野
」

字
治
殿
に
四
条
宮
お
は
し
ま
す
こ
ろ
に
て
、
字
治
橋
見
や
ら
る
る
ほ
ど
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敷
い
み
じ

う
め
で

た
く
て
、

女
房

の
衣

の
こ

ぼ

れ
出
で

た
る
ほ

ど
、

絵
に
か
か
ま
ほ
し
。
（
中
略
）
か
く
て

佐
保
殿
に
着
か
せ
た
ま
ひ
て
、

祭
の
儀
式
、
有
様
、
世
の
常
な
ら
ず
め
で
た
く
て
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ふ
。

積
れ
る
入
、
大
殿
の
か
く
て
お
は
し
ま
し
し
に
、
御
孫
に
て
か
く
お
は

し
ま
す
を
、
枝
々
栄
え
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
春
日
の
神
も
心
ゆ
か
せ

た
ま
ひ
て
や
、
め
で
た
く
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
け
ん
と
、
心
の
中

に
思
ひ
余
り
け
る
を
、
同
じ
心
に
賤
の
男
ま
で
め
で
思
ひ
申
し
け
り
。

ま
た
の
日
帰
ら
せ
た
ま
ふ
。
御
供
の
人
々
み
な
、
今
日
ば
か
り
装
束
う

ち
乱
れ
、
今
す
こ
し
思
ひ
や
り
深
く
、
世
に
ま
た
三
笠
の
山
の
か
か
る

た
ぐ
ひ
な
く
、
め
で
た
う
思
ひ
余
り
て
、
車
ひ
き
と
ど
め
つ
つ
、
道
す

が
ら
見
る
人
の
、

行
く
末
も
い
と
ど
栄
え

ぞ
ま
さ

る
べ
き
春
日

の
山
の
松
の
梢
は

な
ど
、
古
め

か
し
き
人

の
思
ひ
け

る
。

五

一

『
住
吉
物
語
』
（
甲
南
女
子
大
本
）

か
く
年
月
ふ
り
行
く
ま
ま
に
、
大
将
殿
に
父
の
関
白
譲
り
給
へ
り
。
い

よ
い
よ

め
で
た
く
、
繁
昌
限
り

な
し
。
（
中

略
）

昔

も
今

も
、

長
谷

の
観
音

は
験
あ

ら
た

に
お
は
し

ま
す
。

末
遥

々
と

栄
え
、
心
あ
ら
む
人
は
よ
く
よ
く
見
給
へ
。
わ
ろ
き
人
は
、
目
の
前
に

消
え
失
す
る
な
り
。
心
あ
ら
む
人
は
、
見
て
も
偲
び
給
へ
と
て
、
書
き

付
け
侍
る
な
り
。

同

（

藤
井

本

）

大
将
、

姫
君
、

末
ま
で

繁
昌
し
て
、
め
で
た
く
ぞ
お
は
し
け
る
。

む

か
し

も
い
ま
も
、
入

に
は
ら
ぐ
ろ
な
る
人
は
か

ゝ
る
こ
と
な
り
。

こ
れ
を
見
き
か
む
人
／
＼
は
、
か
ま
ひ
て
人
よ
か
り
ぬ
べ
き
な
り
と
ぞ
。

同

（
晶

州
本
）

世
の
人
う
け

給
て
、
「

か

ゝ
る
御
心
な

れ
ば
、
御
果

報
め
で
た
く

あ
り
か

た
く
お
は
し
ま
す
」
と

ぞ
申
け

る
。

い

ま
も

昔
も

長
谷

の
観

音

は
し

る
し

あ
ら

た

に
お

は
し

ま
し
け

り
。

な
さ
け
あ
る
人
は
行
末
も
さ
か
へ
候
也
。
む
く
つ
け
人
は
、
ま
の
あ
た

り
に
か
れ
う
す
る
物
也
。
あ
り
か
た
く
あ
は
れ
な
る
事
を
、
末
の
世
の

人
ぎ
ゝ
も
、
し
の
ば
れ
候
へ
か
し
と
て
、
書
を
き
し
な
り
、

同

（
内
閣
文
庫
本
）

大
将
、
姫
君
、
末
ま
で
繁
昌
し
て
、
め
で
た
く
ぞ
お
は
し
け
る
。

さ
て
、
ま

ゝ
母
、
見
と
聞
く
人
々
、
心
あ
る
も
な
き
も
、
う
と
み
果

て
け
れ
ば
、
哀
に
敗
れ
た
る
家
に
明
し
暮
し
て
、
泣
く
よ
り
外
の
事
は

な
し
。
（
中
略
）

な
さ
け
な
き
物
は
、
栄
み
じ
か
く
、
情
あ
る
人
は
、
は
る
／
゛
＼
と
栄

へ
侍
り
。
是
を
見
聞
か
ん
人
々
は
、
構
ひ
て
、
人
よ
か
り
ぬ
べ
き
な
り

と

ぞ
。

同
（
広
本
系

野
坂
家
本
）

か
く
て
北

の
政

所
、
今

は
思
ふ

事
も

な
く
て
、

御
命

は
、
住
吉

の
松

の
千
歳
を
譲
ら
れ
給
ひ
し
か
ば
、
末
／
＼
迄
、
遥
／
゛
＼
と
栄
へ
給
ひ
て
、

命
、
長
尾
の
峰
に
生
ひ
だ
る
菅
の
根
よ
り
も
、
長
／
＼
し
き
御
代
に
て
、

御
年

は
九

十
九
迄
、

保
ち

給
へ

る
。
御
果

報
、
目

出
た
き

例

に
も
、
こ

れ
を
引
く

べ
し
。

（
（
中

略
）

さ
あ
ら
ば

、
い

か
で

か
、

観
音

の
利

生
、
な

か
ら

ん
や
。
ゆ

め
／
＼

疑
ふ

べ
か
ら

ず
。

神
事
給

は
ば
、

親
族
繁

昌
、
寿

命
長

遠
、
疑



ひ
あ
る
ま
じ
き
な
り
、
／
＼
。
）

同

（
大
東
急
本
）

あ
は
れ
な
る
こ
と
、
さ
て
し
も
む
な
し
く
な
ら
ん
こ
と
の
い
た
は
し
さ

に
、
末
の
世
ま
で
、
心
あ
ら
ん
人
は
思
ひ
知
る
べ
し
と
て
、
か
く
の
ご

と
く
記
し
は
べ
り
。
こ
れ
を
見
ん
入
々
、
ゆ
め
ゆ
め
人
の
た
め
後
ろ
暗

き
こ
と
を
、
ふ
る
ま
ひ
思
ふ
べ
か
ら
ず
。

何
と
た
だ
年
月
物
を
思
ひ
け
ん
か
か
る
め
で
た
き
世
に
も
あ
ひ
つ
つ

五

二

以

上

を

も

と

に

考

え

る

と

、
「
め

で

た

し

」

が

、
「
枝

々

栄

え

出

で

さ

せ

た

ま

ふ

」
（
『
栄

花

物

語

』
）
、「
末

遥

々

と

栄

え

」
「
末

ま

で

繁

昌

」
「
親

族

繁

昌

」
（
『

住

吉

物

語

』
）

な

ど

の
語

と

共

に
用

い

ら

れ

て

い

る

こ

と

か
ら

、

結

末

部

に

お
け

る

大

団

円

の

中

で

も

、

特

に

一

族

、

子

孫

の

繁

栄

を

描

く

際

に
用

い

ら

れ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る

。

し

か

し

、『
う

つ
ほ

物

語

』
や

『
落

窪

物

語

』
の

よ

う

に

、

女

君

を

中

心

と

す

る

一

族

の

繁

栄

で

物

語

を

結

ん

で

い

る

も

の

の

、

そ

の

際

に

「

め

で

た

し

」

を

用

い

て

い

な

い

作

品

も

あ

る

。
平

安

後

期

に

か

け

て

執

筆

さ

れ

た

物

語

で

は

幸

福

な

結

末

を

描

く

作

品

が

多

く

な

い

た

め

、

参

考

と

し

難

い

が
、

中

世

王

朝

物

語

に

お

い

て

再

び

一

族

の

繁

栄

を

描

く

物

語

が

増

加

す

る

と

、

そ

れ

ら

の

作

品

の
結

末

で

は

「
め

で

た

し

」

が

用

い

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ
て

い

る

。

例

え

ば

『
む

ぐ

ら

』
『
あ

き

ぎ

り

』
『
木

幡

の
時

雨

』
『
小

夜
衣

』
『
海

人

の

刈

藻

』

か

ら

、

結

末

部

に

「

め
で

た

し

」

を

多

用

し

て

い

る

様
子

が

確

認

で

き

る

。

『
む

ぐ

ら

』

御
末
々
の
め
で
た
さ
は
、
書
き
尽
く
す
べ
き
か
た
も
な
し
と
ぞ
。
新
院

の
御
母
、
女
御
院
の
御
有
様
、
め
で
た
し
と
申
す
も
お
ろ
か
な
り
。
思

ふ
様
、
御
功
徳
ど
も
作
ら
せ
給
ふ
様
、
心
も
及
ば
ず
。
山
の
井
と
い
ふ

所
に
、
な
べ
て
な
ら
ず
め
で
た
き
御
堂
作
ら
せ
て
、
今
は
さ
や
う
の
御

事
の
み
営
み
て
、
尊
く
め
で
た
く
行
ひ
て
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
。
ま
こ

と
や
、
新
口
口

の
御
乳
母
子
、
侍
従
と
言
ひ
し
は
、
今
は
播
磨
の
中
将

と
ぞ
言
ひ
け
る
。
た
だ
そ
の
後
は
、
こ
の
御
ゆ
か
り
の
事
の
み
め
で
た

き
た
め
し
に
て
、
公
卿
、
上
達
部
の
、
若
君
姫
君
出
で
お
は
し
ま
し
ぬ

れ
ば
、
こ
の
女
院
、
中
宮
な
ど
の
御
衣
を
ぞ
、
初
衣
な
ど
に
申
し
下
ろ

し
て
し
給
ひ
け
る
と
ぞ
。

『
あ
き
ぎ
り
』
下

巻

中
宮
よ
り
も
、
忍
び
た
れ
ど
、
め
で
た
く
思
し
置
き
て
給
へ
り
。
内
侍

の
君
、
や
が
て
親
ざ
ま
に
添
ひ
ゐ
つ
つ
、
心
の
及
ぶ
ば
か
り
営
み
給
へ

ば
、
い
と
め
づ
ら
か
な
る
御
あ
り
さ
ま
ど
も
な
り
。

御
局
、
梅
壺
な
り
。
い
と
幼
き
御
あ
り
さ
ま
ど
も
に
、
互
ひ
の
御
遊

び
敵
と
見
え
て
、
世
に
あ
り
が
た
き
御
な

が
ら
ひ
な
り
。
中
納
言
の
内

侍
と

き
め
き
給
ふ
さ
ま
、
な
の
め
な
ら
ず
め
で
た
し
。
方
々
、
か
か
る

め
で

た
き

御
こ
と

ど
も

は
昔
も

多
く
言

ひ
伝
へ
け

れ
ど
、

か
か

る
類
は

あ

り
が
た
き
行

方
ど
も
、
さ

の
み
言
ひ
尽
さ

ん
も
な

か
な
か
な
り
。
（
中

略
）
ま
こ
と
や
、
か
の
中
宮
の
か
ゝ
る
あ
り
が
た
き
す
く
せ
の
め
で
た

さ

を

、

の
ち
の
よ
の
人

に
見
せ
た
て
ま

つ
ら

ん
た
め
に
か
き
と

寸
め
ぬ
。

『
木

幡

の

時
雨

』

三
の
君
、
春
宮
の
御
母
な
れ
ば
と
て
、
や
が
て
后
に
居
給
ふ
、
め
で
た



か
り
し
こ
と
ど
も
な
り
。
帝
は
、
時
雨
が
ち
な
る
雲
居
の
内
も
、
い
ま

ぞ
御
涙
く
も
ら
で
御
覧
じ
け
る
。
い
ま
は
、
大
将
、
大
臣

に
な
り
て
、

父
関
白
の
御
譲
り
に
て
関
白
し
給
ふ
。
帝
、
何
ご
と
も
の
給
ひ
合
は
せ

て
、

め
で

た
き
御
代

の
さ

ま
な
り
。
（

中
略
）
「
な
ほ

あ
り
か

た
く

め
で

た
か
り
け

る
御
契

り

に
、

あ
り
し

折
、
我
も

人
も

も
の
思

ひ
け

ん
」
と

思
し
知
ら

る
。
（
中

略
）
め
で

た
き
御
有
様
、
見

奉
ら
せ
給
ふ

御
心
、
あ

り
し
折

は
か

か
る

べ
し
と

や
覚
え

給
ひ

し
、
さ
ば

か
り

つ
つ
ま

し
か
り

し
こ
と

ど
も

の
、

め
で

た
き
御
代

の
末

な
り
。
（
中

略
）
「
帝
を

は
じ

め

奉
り
て
、
め
で
た
き
人
の
御
さ
ま
か
な
」
と
ぞ
聞
こ
え
合
へ
る
。
心
知

ら
ぬ
人
々
は
、
「
女
御

の
御

お
ぼ
え

め
で
た
き

に
ぞ
」
な
ど
申
し
合

へ
り
。

五
三

『
小

夜
衣
』
下

巻

さ
て
、

若
宮
、
春

宮

に
ゐ
給

ひ
ぬ
。
春

宮
、
位

に
つ
き

給
ふ
。

そ

の
ほ

ど

の
儀
式

、
め
で
た
し
と

も
い
ふ

は
か
り
な
し
。
院
・

大
宮

の
、
今

ぞ
、

年
頃

の
御
本

意

か
な
う
て
、

御
祈

り
の
僧

都
・
僧
正

に
、
国
・

荘
な

ど

賜
ひ

け
る
。

御
息
所
も

、
ま

た
き
し

ろ
ふ

べ
き

人
な

け
れ
ば

、
中
宮

を

ば

皇
后
宮
と

聞
こ
え

て
、
后

に
立

ち
給
ひ

ぬ
。
そ

の
ほ
ど

の
儀
式
、

い

へ
ば

さ
ら

に
、
書
き

続
け
ず

と
も
、
見

給
は

ん
人

々
は
お
ぼ

し
や

る

べ

し
。

お
な
じ

后
・
女
御

と

い
ひ
な

が
ら
、
こ

れ
は
、
こ

と

わ
り
も
過

ぎ

て

め
で
た
し
。
（
中
略
）

か
く
め
で

た
き
御
事
ど
も
聞

く

に
も
、
我

が
お

ほ

け

な
き

心
の
有

様
、

か
く
運

の
尽

き

は
つ

べ
き

に
こ

そ
あ

り
け

れ
、

と

ぞ
思
ひ
け

る
。

少
納

言
の
御

乳
母

は
、

三
位

に
な
り

ぬ
。
小
侍

従
は
、
内

侍

に
な
り

ぬ
。
右
近

と
い
ひ

し
は
、
中

納
言

に
な
り

ぬ
。
花

の
咲
き

出
づ

る
や
う

に
、

め
で
た
し
。
（
中

略
）

か
か
る
め
で
た

き
御
末

々
に
も
お
は
し

ま
し

け

る
も

の
を
と
、

め
で

た
き

た
め
し

に
、
こ

の
御
事

を

ぞ
、

世

の
人

も

思
ひ
け

る
。
（
中
略
）

宰
相
の
君
も
、

年
頃
、
宮

仕
へ

に
て
こ

そ
か
す

か
な
り
し

に
、

今
は
、

北
の
政
所
と
聞
こ
え
さ
せ
て
、
世
の
掟
て
に
な
り
給
へ
る
、
め
で
た
か

り
け
る

さ
い

は
ひ

か
な
と
、

か
た
へ

の
人

々
も
羨

み
あ

へ
り
。
（
中

略
）

一

か
だ
な
ら

ぬ
め
で
た
さ

い
ふ
は

か
り
な
し
。
（
中

略
）
中
宮

の
御
光
と

い
ひ
、
北

の
政

所
の
御

事
と

い
ひ
、
ひ

と

か
だ
な

ら

ぬ
め
で
た

さ
、
い

ふ
は

か
り

な
し
。
（
中
略
）

年
月
過
ぎ

行
き
て
、
姫

宮
、
十

に
な
り
給
ひ

ぬ
れ
ば
、
春

宮
の
女
御

に
な
り
給
ひ

ぬ
。
う
つ
く

し
き
御
あ

は
ひ
ど
も
、

め

で

た
し

。

今
は
、
一

の
宮
を

ぞ
、
御

位

に
も
、
と

お
ぼ
し

め
し
け
る
。

か
か
る
御
宿
世
ど
も
の
、
め
で
た
く
思
ふ
さ
ま
な
る
事
ど
も
、
な
か
な

か
書
き
尽
く
す
べ
く
も
侍
ら
ず
。
（
中
略
）

人
の
め
で
た
き
た
め
し
に
は
、
山
里
の
姫
君
に
ま
さ
る
人
あ
ら
じ
と

見
え
た
り
。
見
給
は
ん
人
々
も
、
思
ひ
や
り
給
ふ
べ
き
な
り
。

『
海
人
の
刈
藻
』
巻
四

殿

の
女
御
、
后

に
立

ち
給
ふ
。
め
で
た
き
こ
と
限
り
な
し
。

嵯

峨

の
入

道
殿
、
こ

の
后
立
ち

を
見
給

は
で

は
と
て
、

あ
な

が
ち

に

御
車

に
て
出
で
給
ふ

ぞ
あ

は
れ
な
る
。
そ

の
の
ち
、
御
齢
九
十

一

に
て
、

遂
に
隠
れ
給
ふ
。
め
で
た
き
例
に
ぞ
人
申
し
け
る
。

殿
の
中
納
言
、
今
は
大
納
言
と
聞
こ
ゆ
。
左
大
臣
空
き
給
へ
る
に
、

右
の
大
臣
上
が
り
給
ひ
て
、
大
将
殿
、
右
大
臣
と
聞
こ
ゆ
。
大
納
言
を

大
将
と
聞
こ
ゆ
。
権
の
中
将
、
中
納
言
と
聞
こ
ゆ
。
こ
の
御
末
々
栄
え



さ
せ
給
ふ
こ
と
、

め
で

た
か
り
し
こ
と

な
り
。

五
四

こ
れ
ら
の
作
品

か
ら
も
、
先
述

の
『
栄
花
物
語
』
『
住
吉
物
語
』

と
同

様
に
、

一
族

の
繁
栄

の
様
子
を

語
る

た
め

に
「
め
で
た
し

」
を
用

い
て

い
る
様
子

が

窺
え
る
。
以
上

を
も
と

に
考
え

る
と
、
中
世
王

朝
物
語

の
結
末
部

に
お
い
て
、

「
め
で
た
し
」

は
一
族

の
繁
栄
と
い
う
幸

福
な
結
末
を
示

す
際
に
用

い
ら

れ
て

い
た
と

考
え

ら
れ
る
。
先

述

の
通
り
、

一
族

の
繁

栄
と

い
う
幸

福
な
物
語

の

終
わ
り
方

は
、
『
う

つ
ほ
物
語
』

な
ど
早

い
時
期

の
作
品

に
も
取
り
入

れ
ら
れ

て
い
た

が
、
そ

の
頃

は
「
め
で
た
し
」
と

結
び
つ

い
て

い
た
と
は
言

い
難
い
。

し
か
し
、『
む
ぐ
ら
』
『
住
吉
物
語
』
『
雫

に
濁

る
』
『
あ
き
ぎ

り
』『
海
人
の
刈
藻
』

『
木
幡

の
時
雨

』
『
小
夜
衣
』

と
い

っ
た
作
品
で
は
、
共

通
し
て

「
め
で

た
し
」

が
用

い
ら

れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
『
雫

に
濁

る
』
執
筆
当

時
、
一
族

の
繁
栄
と

い
う
幸
福

な
結
末
で
物
語

を
締

め
く
く

る
際

に
、
「
め
で

た
し
」
を
使
用

す
る

こ
と

が
特
異

な
記
述
で

は
な

い
様
子

が
窺
え

る
。
先
行

作
品
を

踏
ま
え

て
執

筆
さ
れ

る
中

世
王

朝
物
語

の
特
徴
を
も

と
に
考
え

る
と
、
『
雫

に
濁

る
』

作
者

が
、
幸

福
な
結

末
を

「
め
で
た
し

」
を
用

い
て

表
現
し
て

い

る
作
品

の
存
在

を
知
ら
な

か
っ
た
と

は
考
え

に
く

い
。

従

っ
て
、
『
雫

に
濁
る
』

の
結
末
場
面

は
、
一

族
の
繁

栄
の
様

子
を
語

る
た

め
に

「
め
で
た
し
」

を
用

い
る
作

品
が

あ
る
こ
と
を
承
知
し

た
上
で

創
作

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で

は
、
こ
の

よ
う
な
物
語
制
作

の
流
行

の
中

で
、
『
雫

に
濁

る
』

の
結

末
を

定
型

の
一

つ
と

し
て

捉
え
て

良
い

の
だ
ろ
う

か
。
福
田

景
道
氏

は

『
小

夜
衣
』

の
結

末

に
関

す
る
言

及

の
後
、
王

朝
物

語

の
結
末

に
つ
い
て

次
の

よ

う

に
説
明
し
て

い
る
。

山
里
姫
君
は
摂
関
家
の
出
身
な
の
で
、
一
族
に
よ
る
摂
関
職
・
帝
・
后

の
独
占
を
も
っ
て
至
上
の
め
で
た
さ
と
見
な
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

同
様

に
一
族
の
独
占
的
栄
華
で
終
結
す

る
王
朝
物
語

は
多

い
。

先
述

の
と

お
り
、
「
め
で

た
し
」

を
結
末

部

に
お
い
て
用

い
る

『
む
ぐ

ら
』

『
あ
き
ぎ
り
』
『
小
夜
衣
』
『
海
入
の
刈
藻
』

に
お
い
て
称
賛
さ
れ
て
い
る

の
は
、

一
族

の
繁
栄
で

あ
る

が
、
よ
り
詳

し
く
言
え

ば
、
あ

る
一

族
が
栄
華

を
独
占

す
る
様
子
を
表
し
て

お
り
、
こ

れ
ら

の
作
品

は
「
一
族

に
よ
る
摂
関
職
・
帝
・

后

の
独
占
を
も

っ
て
至

上
の

め
で
た
さ
と
見

な
し

て
い
る
」

と
す

る
福
田
氏

の
論

に
あ

て
は
ま
る
。

例
え

ば
、
『
む
ぐ
ら
』

で
は
「
こ

の
御

ゆ
か
り
の
事

の

み

め
で
た
き

た
め
し
」

と

い
う
記
述

か
ら
わ

か
る
よ
う

に
、
女
君

に
連
な

る

一
族

の
み

が
栄
華
を

極

め
て

い
る
様

子
が
描

か
れ
て

い
る
。
そ
し

て
、
一

族

の
繁

栄
の
様
子

を
詳

し
く
見

て
い
く

と
、
そ

の
繁
栄
の
中

心

に
帝

と
一
族

を

つ
な
ぐ
女
性

の
存
在

（
『
あ
き
ぎ

り
』

の
「
中
納
言
の
内
侍
」
、
『
木
幡

の
時
雨
』

の

「
三

の
君
」
、
『
小
夜
衣
』

の

「
御
息

所
（
山
里
姫
君
）
」

な
ど
）
を
見

出
す

こ
と

が
で
き

る
。

つ
ま
り
、
こ

れ
ら

の
作
品

の
結
末
部

で
は
、
「
め
で
た
し
」

を
用

い
て
、
寵

愛
を
受

け
る
女

性
を
中

心
と
す

る
一
族

の
繁
栄

を
描
い
て

い

る

の
で

あ
る
。
し

か
し
、
『
雫

に
濁

る
』

に
お
い
て

は
、

物
語
中
盤
で
内
侍

督

が
亡

く
な

っ
て

い
る
こ
と
、

若
宮

が
ま
だ
幼

い
こ
と

か
ら
、
結
末

場
面
で

寵

愛

を
受

け
る
女
性

が
存
在
し
な

い
。

さ
ら

に
、
「
め
で

た
し
」
の
称
賛
対

象
と

な

っ
て
い

る
の

は
、

宰
相

の
中

将
と

一
品

の
宮

が
協
力

し
て
政

治
を
行

う
様

子

で
あ

る
。
こ

の

二
人

を
同

じ
一
族

と
い
う
こ

と

は
で
き
な

い
た

め
、
こ

の

結

末
部
で

「
め
で

た
し
」
と

讃
え
ら

れ
て

い
る
の

は
、

宰
相

の
中
将
一

族
が

栄
華

を
独
占
す

る
様

子
で
は
な

い
と
言
え
る
。
こ

の
よ
う

に
考
え

る
と
、
『
雫



に
濁
る
』
は
、
結
末
部
に
「
一
族
の
独
占
的
栄
華
」
を
描
く
、
中
世
王
朝
物

語
の
定
型
に
倣
う
作
品
と
は
言
い
難
い
。

五
五

以

上
、
他

作
品
と

の
比

較
を
通
じ

、
物
語

の
結
末

部

に
お
い
て

「
め
で

た

し
」

が
繰
り
返

さ
れ
る
こ

と
は
、

ど
の
よ

う
な
こ
と

を
表
し

て

い
る
か

に
つ

い
て

考
察
し

た
。

一
般
的

に
物
語

結
末

部
で
「

め
で
た
し
」

は
、
物

語

の
中

心
と
な

る
女
君

の
一
族

の
独
占

的
繁
栄
を
讃
え

て
い

る
。

ま
た
「
め
で

た
し
」

を
繰

り
返
し
用

い
る
こ

と
で
そ

の
素
晴

ら
し
さ

を
読
者

に
伝
え
、

幸
福
な

結

末
を
印
象
付

け
て
い

る
の
だ
。
し

か
し
、
『
雫

に
濁
る
』
で

は
、
宰
相

の
中

将

一
族

が
繁
栄
し

て
は

い
る
も

の
の
、
一
品

の
宮
と

協
力
す

る
様
子

が
称
賛

さ

れ
て

い
る
こ

と

か
ら
、

独
占
的

栄
華
と

は
言

い
難
い
。

つ
ま
り
、

一
般
的

な

物
語

の
結
末
の
定
型
と

し
て
、
『
雫

に
濁

る
』

の
結
末
を

捉
え
る
こ
と

は
で
き

な

い
の
だ
。

さ
ら

に
、
結

末
部

の
「
め
で

た
し
」

で
繰
り

返
し
称

賛
し
て

い

る
内

容

が
、
「
ま
つ
り

ご
と
」
で

あ

る
点
も
、
『
雫

に
濁

る
』

が
単

な

る
定
型

に
沿

っ
て
描

か
れ

た
作
品

で

は
な

い
こ

と

を
示

し
て

い
る

と
考
え

ら

れ
る
。

他

の
物
語
作
品

に
お
い
て
、
「
ま

つ
り

ご
と
」
を
讃
え

る
語
句
を
確

認
し
た
と

こ

ろ
、
『
う
つ
ほ
物
語
』

と
『
浜
松
中

納
言
物
語
』

に
お
い
て

「
か
し
こ

し
」
、

『
落
窪
物
語
』

に
お
い
て

「
や
む

ご
と
な
し
」
、
『
源

氏
物
語
』

に
お
い
て
「
御

心
に
か
な
ふ
／

か
な
は
ぬ
」
、『
我
が
身

に
た
ど
る
姫
君
』

に
お
い
て

「
す
な
ほ
」

と
い
う

語
で
評

価
さ
れ

て
い
る
。

従

っ
て
、

物
語
作

品

に
お
い
て

「
ま
つ
り

ご
と
」

を
直
接

「
め
で
た
し

」
と
称

賛
す

る
こ

と

が
一
般
的
で

あ

っ
た
と

は

考
え
ら
れ
な
い
の
だ
。

こ

の
よ
う

に
、

物
語
結
末

部
で

「
め
で

た
し
」
を

多
用
し

な
が

ら
も
、
一

族

が
栄
華
を
独

占
す

る
大
団
円

の
様
子
で

は
な
く
、

宰
相

の
中
将
と

一
品

の

宮

の
協
力
統

治
の
様
子

を
讃
え

て
い
る
こ

と

か
ら
、

本
作
品

が
単

な
る
物
語

の
定
型

に
沿

っ
た
結
末
で

は
な
い
こ
と

が
確
認
で
き

る
。
「

め
で

た
し
」
を
多

用

す
る
こ
と
で

一
族

の
独

占
的
栄
華

を
讃
え

る
他

作
品
と
異

な
り
、
「
め
で

た

し
」
を

宰
相

の
中
将
と

一
品

の
宮

が
協
力
し

て
「
ま

つ
り

ご
と
」

を
行
う
様

子

を
讃
え

る
た
め

に
用

い
て
い

る
。

つ
ま
り
、
『
雫

に
濁
る
』

は
、

二
つ

の
一

族
が
協

力
す

る
様
子

に
価
値

を
見
出

し
、
そ

の
結
末

を
意
識

し
た
上

で
描

か

れ
た
物

語
で

あ
る
と

は
言
え

な

い
だ
ろ
う

か
。
次

節
で

は
、

結
末

に
至
る

ま

で
展

開
を
追

い
な

が
ら
、
な

ぜ
二
つ

の
一
族

の
協
力

を
結
末

に
描

い
た

の
か

と
い

う
点
と
、

物
語

は
こ

の
結

末
を
意

識
し
て

描

か
れ
た

の
か
と

い
う
点

に

つ
い
て
考
え

た
い
。

四

『
雫

に
濁
る
』

の
物
語
展
開
と
構
想

二
つ
の
一
族
の
協
力
を
結
末
に
描
い
た
理
由
を
考
え
る
上
で
、
ま
ず
、
宰

相
の
中
将
と
一
品
の
宮
の
協
力
を
結
末
に
描
く
理
由
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

宰
相
の
中
将
は
内
侍
督
の
兄
で
あ
り
、
一
品
の
宮
は
中
宮
の
娘
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
二
人
は
別
の
一
族
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
。
結
末
部
に
お
い
て
、
二

つ
の
一
族
が
協
力
す
る
様
子
が
称
賛
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
両

一
族
が
こ
れ
ま
で
良
好
な
関
係
に
な
か
っ
た
こ
と
、
協
力
が
達
成
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
る
。
こ

の
一
族
同
士
の
対
立
は
、

散
逸
部
で
描
か
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
帝
の
寵
愛
が
内
侍
督
に

向
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
中
宮
が
、

女
院
も
、
内
侍
督
の
こ
と
ゆ
ゑ
に
こ
そ
、
か
た
み
に
、
御
心
置
か
れ

給
ひ

し

か
。

そ

の
前

々

は
、

い

づ
れ

の
御

方

候
ひ

給

へ
ど
、
我

を

ば
、

す
ぐ

れ
て
、
え
避
ら

ぬ
者

に
こ
そ
思
し

た
り
し
か
。

（
三
一
頁
）



と
回
想
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
内
侍
督
入
内
以
前
、
他
に
后

妃
が
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
帝
と
中
宮
の
関
係
ぱ
良
好
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

え
る
。
当
時
の
関
白
は
中
宮
の
父
親
で
あ
る
前
の
お
と
ど
と
考
え
ら
れ
、
中

宮
と
帝
の
関
係
が
良
好
で
あ
る
以
上
、
両
者
の
関
係
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な

い
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
寵
愛
が
内
侍
督
に
移
っ
た
こ
と
で
、
帝
と

中
宮
の
関
係
に
亀
裂
が
生
じ
、
帝
と
中
宮
一
族
の
関
係
も
冷
え
込
み
始
め
た

と
考
え
ら
れ
る
。
内
侍
督
の
親
族
は
、
物
語
に
登
場
し
な
い
こ
と
か
ら
、
両

親
は
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
、
兄
宰
相
の
中
将
の
み
と
な
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
、
内
侍
督
に
兄
弟
も
お
ら
ず
、
中
宮
が
皇
子
を
産
ん
で
い
れ

ば
、
内
侍
督
に
寵
愛
が
移
っ
た
と
し
て
も
、
中
宮
一
族
は
こ
こ
ま
で
焦
る
こ

と
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
後
見

の
弱
い
女
性
が
皇
子
を
生
ん
だ
と
し
て
も
、

中
宮
に
皇
子
が
い
れ
ば
彼
ら
の
立
場
は
揺
る
が
ず
、
一
族
の
将
来
の
繁
栄
も

揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
内
侍
督
に
は
兄

か
お
り
、
中
宮
に
は
娘
し
か
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
内
侍
督
は
両
親
が
い
な

い
と
は
い
え
、
摂
関
家
の
出
身
で
あ
る
。
こ
の
状
況
で
内
侍
督
に
寵
愛
が
移

れ
ば
、
内
侍
督
が
皇
子
を
生
み
、
そ
の
後
見
に
宰
相
の
中
将
が
選
ば
れ
、
権

力
が
中
宮
一
族
か
ら
内
侍
督
一
族
へ
移
行
す
る
将
来
を
想
像
す
る
の
は
た
や

す
い
。
つ
ま
り
、
帝
を
め
ぐ
る
内
侍
督
と
中
宮
の
対
立
が
内
侍
督
一
族
と
中

宮
一
族
の
対
立
へ
と
広
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

五

六

こ

の
対
立
状
況
が
解
消
に
向
け
て
動
く
の
は
、
内
侍
督
の
死
後
で
あ
る
。

従
来
、
内
侍
督
の
死

は
、
帝
と
中
納
言
に
挟
ま
れ
た
苦
悩
の
末
の
死
と
考
え

ら
れ
て
き
た
が
、
内
侍
督
の
置
か
れ
た
立
場
を
踏
ま
え
る
と
、
将
来
を
見
据

え
た
選
択
の
結
果
―
―

す
な
わ
ち
自
死

―
―
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
帝
の
寵
愛
を
受
け
な
が
ら
、
中
納
言
に
思
い
を
寄
せ
ら
れ

る
と
い
う
現
状
に
対
す
る
苦
悩
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け

が
原
因
で
亡
く
な
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

内

侍

督
は
、

た
だ
弱

に
、

心
地

な
り
給

ふ

に
、

さ
す

が
、

あ
は

れ
な
る

こ

と
多
く
、
「
①
乳
母
な

ど
、
宰
相
の
中
将

を
は
じ

め
て
、

い
か
に
、
あ

は
れ

に
、
あ
へ
な
く
思
さ
ん
」
と
思
ふ
を
う
ち
は
じ
め
、
さ
す
が
、
中
納

言
、
「
わ

が
心
を
違
へ
じ
」

と
、
近
く
も
寄
ら

ず
、
心
を
尽
く

し
思
し
あ

つ

か
ひ
つ

る
も
、
「
今

は
、
さ

り
と
も
」

と
思

し
た

り
つ
る

も
、
「
②
あ

は
れ
、

げ

に
、

生
き

た
ら
ば
、

さ
の
み

も
、
い

か
が
従

は
ざ
ら

ん
」
と

思
ふ

心
憂

さ
、
ま
た
、
「
③
靡
き

に
け

り
」

と
、
内
裏

の
聞

か
せ
給

は
ん

恥
づ

か
し
さ
な
ど

に
も
、

な
か
な
か
、
「
④
な

か
ら
ん

の
み

ぞ
よ
か
ら

め
」

と
、
深
く
思
し
取
り
て
、

た
だ
同

じ
き
さ
ま
に
の
み
お
は
す
。

（
一
一
～

一
二
頁
）

傍
線
部
④
「
な

か
ら
ん

の
み

ぞ
よ
か
ら

め
」
と

い
う
記
述

か
ら
、
内

侍
督
が
死

を
決
意

す
る
様
子

が
窺
え
る
。
注
目

し
た
い
の

は
、
「
な
か
ら
ん

の
み

ぞ
よ
か

ら

め
」
に
達
す
る
ま
で

の
、
内
侍
督

の
心
の
動
き
だ
。
傍
線
部
①
「
乳
母

な
ど
、

宰
相

の
中
将
を

は
じ

め
て
」
と

い
う
記

述

か
ら

わ
か
る
よ
う

に
、
内
侍

督
が
、

死

に
近
づ
く

己
を

意
識
し

た
時
、
彼

女
の
頭

に
最
初

に
浮

か
ぶ
の

は
、
中

納

言

や
帝
で

は
な
く
乳

母
と

宰
相

の
中

将
で
、

彼
ら

が
自

分
の
死

を
ど
う

思
う

か
を
心
配

し
て

い
る
。
こ

の
二
人

は
、

彼
女

の
死

に
よ
っ
て
受

け
る
影

響
が

特

に
大
き

い
人

物
と
言
え
る
。

こ

れ
見
聞
こ

ゆ
る
宰
相

の
乳
母
・
中
将

な
ど
は
、
「
忌

々
し
く
、
ゆ
ゆ



し
く
思
は
じ
」
と
思
へ
ど
も
、
涙
の
み
ぞ
落
つ
る
。
「
あ
り
し

ま
ま
に
て

、

か
か
る
御
こ
と
の

お
は
せ
ま
し
か
ば

、

い
か
ぽ

か
り

め
で

た

か
ら
ま

し
」

と
思
ふ

に
も
、
中
納
言
殿

ぞ
う
ら

め
し
き
。

（
八

～

九

頁

）

五
七

傍

線
部
「
あ
り
し
ま
ま

に
て
、

か
か
る
御
こ
と

の
お
は
せ
ま
し
か
ば
、
い

か
ぽ

か
り
め
で

た

か
ら

ま
し
」

に
、

内
侍
督

の
立
場

が
自
身

に
与
え

る
影

響
を
意

識
し
て
い

る
乳
母

の
心
境
が
描

か
れ
て
い
る
。
「
あ

り
し
ま
ま
」
で

第
一
皇
子

を
出
産

し
て

い
た
な
ら
ば

、
内
侍

督
は
第
一

皇
子

の
母
と

し
て
扱

わ
れ
、
そ

の
女
性

に
仕
え
る
乳
母
の
立
場
も
、

必
然
的

に
高
く

な
る
の
で

あ
る
。

御
湯
殿
の
儀
式
な
ど
は
、
た
だ
、
立
ち
添
ひ
給
は
ず
と
い
ふ
ば
か
り

こ
そ
あ
れ
。
御
弦
打
ち
、
例
の
こ
と
な
れ
ば
、
清
げ
に
障
り
な
き
を
選

り
す
ぐ
り
て
、
五
位
十
人
、
六
位
十
人
、
御
湯
殿
の
具
足
、
な
の
め
な

ら

ぬ
こ
と
ど
も

な
り
。
何

に
も
、
「
今

上
一
の
御
子
」

と
書
き

つ
け

ら
れ

た
る
を
持
給
ふ

。
宰
相
、
「

か
か
る
人
の
親
と
な

り
給
ふ
ば

か
り
の
人

の

御
宿
世
の
、
な
ど
か
、
同
じ
く
は
、
曇
り
な
か
ら
ざ
り
け
ん
」
と
、
く

ち
を
し
き
こ
と
限
り
な
し
。

（
一

一
頁
）

こ

の
場
面

に
は
、
宮
中
で

若
宮

の
儀
式

を
整
え

る
宰
相

の
中

将

の
様
子

が

描

か
れ
て

い
る
。
「
今
上
一

の
御
子
」
と
し
て

扱
わ
れ
る
若

宮
を
見
て
、
宰
相

の

中

将
が
内

侍
督

の
現

状
を
残

念

に
思

う
様
子

が
読
み
取

れ
る
。
内

侍
督

が
第

一

皇
子

の
母

と
し
て
正

式

に
扱
わ

れ
れ
ば
、
彼

の
権
力

を
支
え

る
こ
と

に
繋

が
り
、

さ
ら

に
将

来
、
若
宮

が
即
位

す
れ
ば
、

外
戚
と

し
て
、

帝
の
後
見

と

い
う
立
場

に
立
つ
こ
と
も
可

能
だ
。

こ
の
よ
う
に
本
文
の
記
述
を
た
ど
る
と
、
内
侍
督
一
族
と
そ
の
縁
者
の
繁

栄
が
、
内
侍
督
に
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
死
を
意
識
し
た
内
侍
督

が
、
乳
母
と
宰
相
の
中
将
に
与
え
る
影
響
を
真
っ
先
に
気
に
掛
け
る
こ
と
か

ら
、
彼
女
も
、
自
分
に
向
け
ら
れ
る
期
待
を
理
解
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

前
出
「
乳
母
な
ど
、
宰
相
の
中
将
を
は
じ
め
て
、
い
か
に
、
あ
は
れ
に
、
あ
へ

な
く
思
さ
ん
」
と
い
う
箇
所
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
内
侍
督
は
己
の
立
場
を
理

解
し
、
自
分
の
死
に
よ
っ
て
、
内
侍
督
一
族
の
将
来
が
左
右
さ
れ
か
ね
な
い

こ
と
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
き
、
内
侍
督
は
中
納
言
と
の

関
係
を
考
え
始
め
る
。
こ
の
時
点
で
、
中
納
言
と
内
侍
督
に
肉
体
関
係
は
な

く
、
思
い
を
通
わ
せ
合
っ
て
い
る
と
言
え
な
い
。
内
侍
督
は
傍
ら
に
居
る
中

納
言
の
様
子
を
見
て
、
前
出
②
「
あ
は
れ
、
げ
に
生
き
た
ら
ば
、
さ
の
み
も
、

い
か
が
従
は
ざ
ら
ん
」
と
思
い
、
生
き
て
い
れ
ば
、
中
納
言
に
靡
か
ざ
る
を

得
な
い
現
状
に
「
心
憂
さ
」
を
感
じ
て
い
る
の
だ
。
内
侍
督
は
中
納
言
に
思

い
を
寄
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
彼
に
従
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
不
本
意
に

思
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
中
納
言
に
靡
い
た
と
帝
に
思

わ
れ
て
し
ま
う
「
恥
ず
か
し
さ
」
に
も
繋
が
る
と
思
考
を
進
め
る
。
こ
の
「
恥

ず
か
し
さ
」
と
は
、
体
面
を
意
識
し
た
感
情
だ
。
帝
に
愛
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
中
納
言
の
思
い
に
流
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
知
っ
た
帝
に
、
内

侍
督
は
中
納
言
を
慕
っ
て
い
た
の
だ
、
と
思
わ
れ
、
一
族
共
々
体
面
を
失
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
内
侍
督
は
、
帝
か
ら
ど
う
思
わ
れ
る
か
と
い
う
こ

と
が
、
一
族
の
今
後
に
繋
が
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
中
納
言
の
側
で
過

ご
し
続
け
、
内
侍
督
が
中
納
言
に
靡
き
、
不
倫
の
噂
が
現
実
と
な
れ
ば
、
宰

相
の
中
将
と
若
宮
の
立
場
は
厳
し
い
も
の
と
な
る
。
中
納
言
に
感
謝
以
上
の

思
い
を
寄
せ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
内
侍
督
に
し
て
み
れ
ば
、
一
族
の
将
来



を
考
え
、
我
が
身
の
潔
白
を
示
す
た
め
に
死
と
い
う
選
択
を
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
潔
白
を
貫
い
た
内
侍
督
の
姿
勢
は
、
若
宮
の
正
当
性

を
守
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。

五

八

「
も

し
や
」

と
、
人

々
ま
も

り
給

へ
ど
、
今

は

の
御

あ
り

さ
ま
し

る
き

わ
ざ

な
れ
ば
、

悲
し

と
て
も
、

さ
て

あ
る

べ
き

な
ら
ね
ば

、
音
羽

の
山

の
麓

に
て

、
煙

と
な

し
奉

り

給
ふ

に
、
さ

ら

に
燃
え

や

り
給

は

ぬ
を
、

人

々
、
「
思

ひ
置
く
御
こ

と
あ
る

に
こ

そ
」
と
申

す
。
「
い

か
さ
ま
に
も
、

一

の
御

子

の
御
こ
と

に
て
こ

そ

は
あ
る
ら

め
」
と

思
せ
ば

、
忍

び
や

か

に
、
御
心
知
り

の
人
、
こ

の
よ
し
を
奏
し
給
ふ

（
一
五
頁
）

傍
線
部
「
一
の
御
子
の
御
こ
と
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
火
葬
さ
れ
た
内
侍

督
の
遺
体
が
燃
え
な
い
原
因
は
、
内
侍
督
が
若
宮
に
対
す
る
未
練
を
残
し
た

ま
ま
亡
く
な
っ
た
こ
と
だ
と
噂
さ
れ
て
い
る
。

后
の
宮

の
宣
旨

か
ぶ
ら

せ
給
ふ
。
一

の
宮
の
御
こ
と

思
し
召
す

に
も
、

な
ほ
飽

か
ず

思
さ
る

れ
ば

、
今
一
際
添

ふ

べ
し
。
「
一

の
宮
の
御
母

な
る

に
よ
り
て
、
贈
皇
后
宮
と
贈
り
奉
ら

せ
給
ふ
」
と
、
宣
命
読

み
上
げ
た
る

を

聞
き

給
ふ
宰

相

の
中
将
・
中

納
言

な
ど

は
、

今
一

際
の
悲

し
さ
添

ひ

て
、

そ

ぞ
ろ
寒
き

ま
で

思
し
け

る

に
、

く
ち

を
し
く
て

や
み

給
ひ

に
し

か
ば

、
中
納
言
、
「
た
だ
、
我

ゆ
ゑ

ぞ
か
し
。
人
を
も
、

い
た
づ
ら

に
な

し

奉
り

ぬ
」
と
、

恐
ろ

し
く
、

何

に
つ
け
て

も
、
女

の
御

た
め

は
、

か

た
じ
け

な
き

御
宿
世
な
り
。

（
一
六
頁
～

一
七
頁

）

事

の
次
第

を
聞

い
た
帝

は
、

内
侍

督

に
皇

后
宮

の
位
を
贈

る
。
ま
た
、
そ

の

際
、

傍
線
部
「
一

の
宮
の
御
こ
と
」
、
「
一
の
宮

の
御
母
」

と
い
う
記
述

か
ら
、

第

一
皇
子

の
母
で

あ
る
こ
と

を
意

識
し
、
后

よ
り
上

の
皇
后
宮

の
位
を
与

え

た
こ

と

が
わ

か
る
。

彼
女

に
こ

の
位

が
贈
ら

れ
た
こ

と

に
よ
り
、
生
ま

れ
た

若

宮
の
正
当

性

は
広
く
保

証
さ

れ
た
。
帝

の
こ

の
行

動
も
、
内

侍
督

の
潔
白

を

信
じ

る
こ

と

が
で

き
た

か
ら
こ
そ

の
も

の
で
あ

る
。
内

侍
督

が
中
納

言
に

靡

い
て

い
た
場
合
、

若
宮

は
帝
を
父

と
す

る
も
の

の
、

別
の
男

性
と
通

じ
た

女
性

を
母

に
持
つ
こ

と
と

な
り
、
若
宮

の
立
場

を
危

う
く
し

か
ね
な

い
だ
ろ

う
。
内

侍
督

は
、
若
宮

の
正
当

性
を
証

明
す

る
た

め
に
も
、
中

納
言

に
靡
く

こ
と
な
く
死

を
選

び
、
そ
の
立
場
を
守

っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

こ

の
内
侍
督

の
死

に
よ
り
、
内

侍
督

一
族
と
中

宮
一

族
の
対

立
は
ま
す

ま

す
深

ま

り
、
帝
と

中

宮
一

族

の
対
立

も
深

ま

っ
た

か
の
よ

う

に
思

わ

れ
る
。

し

か
し
、
彼
女

の
死

が
結
果

的

に
は
、

結
末

に
描
か

れ
る
対
立

解
消

の
第

一

歩

に
な

っ
た
と
考
え

ら
れ

る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
内

侍
督

が
中
納

言
と
関
係

を

も

つ
こ

と
な

く
死
去

し
た
こ

と
で
、
帝

と
宰
相

の
中
将

の
中
宮

一
族

に
対

す

る
恨

み
も
根

深
い
も

の
と

な
ら
な

か

っ
た

か
ら
で
あ

る
。
ま

た
、
若
宮

の
正

当
性

が
保
証

さ
れ
、
帝

と
宰

相
の
中

将
の
関

係
が
良

好
で
あ

る
の
も
、
内

侍

督

が
中
納
言

に
靡
く

こ
と

な
く
亡
く

な

っ
た
こ
と

に
よ

る
。
そ

し
て
、
帝

に

出
家
を
決
意
さ
せ

た
の
も
内

侍
督
の
死

で
あ
る
。
帝
は
中
納
言

に
対
し
、

「
便
な

き
人
」
と
、
深

く
思
し
召
し

て
し

か
ば
、
「
参
り
給
へ
」
と

も
召

さ
ず
。

は
し
た
な
き
こ

と
ど
も
あ

る
べ
け
れ
ど

も
、
「
今
は
、
こ

の
世
に

て
も
、

か
く
て
も
」
と

思
し
召

せ
ば
、
思
し
召
し
変
へ
ず
。

（
二
四
頁
）



と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
自
分
の
代
に
お
い
て
、
こ
の
対

立
の
解
消
を
考
え
て
い
な
い
。
こ
の
状
況
で
帝
が
政
治
に
影
響
力
を
持
ち
続

け
る
限
り
、
二
つ
の
一
族
の
対
立
は
内
侍
督
一
族
の
勝
利
で
終
わ
り
、
協
力

す
る
体
制
が
築
か
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
内
侍
督
の
死

を
契
機
と
し
て
帝
は
出
家
を
意
識
し
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
母
の
い
な
い
若

宮
を
養
育
す
る
た
め
に
、
中
宮
の
娘
で
あ
る
姫
宮
を
取
り
立
て
一
品
の
宮
と

し
、
宰
相
の
中
将
に
権
力
を
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
中

納
言
が
出
仕
し
て
い
た
場
合
、
中
納
言
と
宰
相
の
中
将
の
間
で
生
じ
る
権
力

闘
争
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
中
納
言
が
内
侍
督
に
死
を
も
た
ら
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
、
政
治
の
舞
台
に
出
て
こ
な
い
こ
と

か
ら
、
役
職
を
め
ぐ
る
対
立
は
避
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
一
族
と
若
宮
の
将
来
を
見
据
え
、
内
侍
督
が
死
を
選
ん
だ
こ

と
に
よ
り
、
内
侍
督
一
族
と
中
宮
一
族
の
対
立
は
そ
れ
以
上
の
深
ま
り
を
見

せ
ず
、
解
消
へ
と
向
か
い
始
め
た
と
言
え
る
。

五
九

さ
ら

に
、

対
立

の
解
消
を

実
現

さ
せ
た
要
因

と
し

て
、
帝

の
言
動

が
大
き

い
と

考
え

る
。
先

述
の
通

り
、
内
侍

督

に
皇

后
宮

の
位
が

贈
ら
れ
、

権
力

の

均
衡

は
宰
相

の
中
将

の
側
に
傾

い
た
。
一

般
的

に
考
え
れ
ば
、

若
宮

の
後
見

を
宰
相

の
中
将

に
任
せ
、
内

侍
督
一

族
が
栄

華
を
独

占
し
、

繁
栄
す

る
様
子

が
描

か
れ

る
と

考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
『
雫

に
濁

る
』

に

お
い
て

は
こ

の
状

況
下
で
、

帝
は
中

宮
と

の
娘
（
後

の
一
品

の
宮
）

を
若
宮

の
後
見
と

し
、
若

宮
を
彼
女

に
預

け
る
こ
と
を

決
め
る
の
だ
。
帝

は
、

彼
女
と

の
会

話
の
中
で
、

内
侍
督
の
死

に
つ
い
て
語
っ
た
直
後
、
次

の
よ
う

に
告
げ
て

い
る
。

形

見

に
と
ど

め
置
き
て

侍
る

人
、
ま
た

も
侍
ら

ぬ
を
、
見

置
き

が
た
く

な
ど
思
ひ
侍
り
。
御
子
に
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
わ
が
侍
ら
ざ
ら
む
折
の
形

見
と
も
御
覧
ぜ
よ
。
七
日
過
ぎ
な
ば
、
迎
へ
取
り
て
、
預
け
奉
ら
ん
。

（
一
八
頁
）

こ
れ
に
よ
り
、
彼
女
は
若
宮
の
後
見
役
と
し
て
一
品
の
宮
の
位
に
就
く
こ
と

と
な
る
。
娘
に
一
品
の
宮
の
位
か
贈
ら
れ
る
と
い
う
処
遇
に
よ
り
、
中
宮
の

若
宮
に
対
す
る
心
情
は
変
化
す
る
。

姫

宮
、
一

品
の
宮

に
な

し
奉
ら

せ
給

ひ
て
、
そ

の
御

方

に
、
一

の
宮

お

は
し
ま

さ
せ
奉

ら
せ
給

ふ

に
、

方

々
の
、
あ

は
れ

に
も
、
疎

か
に
思

し

召

さ
れ
ん
や

は
。
と
も
す

れ
ば
、
抱
き
あ

つ

か
は
せ

給
ふ
を
、
中
宮

は
、

心
づ
き

な
く
思

し
召

さ
る
れ

ど
、
母

の
お

は
せ

ば
こ
そ

は

め
ざ

ま
し

か

ら

め
、
今

ま
で
儲

け

の
君

も

お
は
し

ま
さ

ぬ

に
、
姫

宮
の
御

た

め
、

行

く

末
頼
も

し
ま

思
し
召

し
置

き
っ

る
も
、
さ
す

が

に
、

あ
は

れ

に
お
ぼ

え

さ
せ
給
へ
ば
、
思
し
も
放
た
れ
ず
、
見
奉

り
な
ど
せ
さ
せ
給
ふ

に

（
二
一
頁

）

傍

線
部

に
見

る

よ
う

に
、
内

侍
督

が
亡
ま

な
っ

た
こ

と
と
、

娘

の
立
場

が
若

宮

の
後
見

と
し
て

確
立
し

た
こ
と

に
よ

り
、

中
宮

の
若
宮

に
対
す

る
悪

感
情

が
薄

れ
て

い
る
こ

と
が
分
か
る
。
ま
た
、
帝

が
「
御
子

に
せ
さ
せ
給
ひ
て
」
と

言

っ
て

い
た
こ
と

か
ら
、

若
宮

の
後
見
と

し
て

の
一
品
宮

の
立
場

は
、
実

母

内

侍
督

に
代

わ

る
母

と
し

て
の
立

場
と
理

解
で
き

る
。
娘

の
将
来

の
立
場

が

保

証
さ

れ
、

そ

の
保
証
を

支
え
る

存
在
と

し
て
若

宮
を
見

る

か
ら
こ
そ
、

中

宮

の
若
宮

に
対
す

る
嫌
悪

は
緩
和

さ
れ
、
対

立
解

消

に
向

か
っ
て

い
る
と

考



え

ら

れ

る

。

六
〇

そ
の
後
、
若
宮
は
東
宮
に
、
そ
の
後
見
と
し
て
宰
相
の
中
将
は
内
大
臣
兼

右
大
将
と
な
る
。
こ
の
時
点
で
、
中
納
言
は
参
内
す
ら
し
な
い
状
態
と
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
帝
は
若
宮
に
位
を
譲
り
、
宰
相
の
中
将
に
対
し
て
、
一

品
の
宮
と
共
に
後
見
を
務
め
る
よ
う
事
後
を
託
す
。

「
今
の
帝
は
、
ひ
と
へ
に
、
君
に
預
け
て
ん
ず
。
幼
く
て
、
ま
つ
り
ご

と
し

給

は
ざ
ら

ん
ほ
ど

は
、
一

品
の
宮

に
申
し

合

は
せ
て
、
臣
下

を

こ

が
ま
し

か
ら
ず
、

非
道

ま
つ

り
ご
と

な
く
、

よ
く
よ

く
後

ろ
見

奉

ら

れ

よ
」

（

二
五

頁

）

結
末
部
で
描
か
れ
る
宰
相
の
中
将
と
一
品
の
宮
の
協
力
は
、
帝
に
よ
り
指
示

さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
帝
は
一
品
の
宮
に
対
し
て
も
、
宰
相
の

中
将
と
の
協
力
を
指
示
し
て
い
る
。

言
叩
の
宮

に
、
「
我
、

い
か
に
な
り
侍

り
ぬ
と
も
、
『
孝
養
』

と
も
思
し
召

し
て
、

内
裏

に
離

れ
奉
ら

せ
給
ふ

な
。
母

と
も
、
父

と
も
、

君
一
人

を

頼
み

奉
る

べ
き
人

に
こ
そ

あ

め
れ
。
む
げ

に
幼

か
ら
ん
ほ

ど

は
、

女
御

代

に
て

、
君
、

摂
政
と
、

世

の
ま
つ

り
ご
と

は
せ
さ

せ
給

へ
か
し
」

な

ど
ぞ
申
さ
せ
給
ふ
。

（
二
六
頁
）

一
品
の
宮
は
若
宮
と
母
は
異
な
る
が
、
同
じ
く
帝
の
血
を
ひ
い
て
い
る
二
人

だ
け
の
姉
弟
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
御
代

に
お
い
て
も
力
を
行
使
す
る
正

当
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
品
の
宮
は
女
性
で
あ
る
。
彼
女
が
政
治
に
関
わ

る
た
め

に
必
要
な

の
は
、
前

述
の
帝

の
言
葉

に
よ
り
政

治

に
参
画

す
る
正

当

性

を
保
証

さ
れ

た
立
場
だ
け

で

は
足

り
な

い
。
実
際

に
政
治

の
場

に
立

っ
て

若

宮
の
後
見

を
す

る
男
性

の
協
力

者
、
つ
ま

り
宰
相

の
中
将
と

の
協
力

が
必

要

だ
。
こ

う
し
て
、

帝
の
言

葉

に
よ

り
、
若
宮

の
後
見

を
介
し
て

内
侍
督

一

族

と
中
宮

一
族

が
協
力
す

る
た

め
の
状
況

は
整
え
ら

れ

た
。
し

か
し
、
こ

の

時
点

で
は
対
立

の
解
消

に
至
ら

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

譲
位
直
後

は
、
「
に
は
か

に
、
御
位

譲
り
あ
り
て
内

大
臣
、
関
白
し
給
ふ
」
と

あ
り
、
一
品
の
宮
と
協
力

す

る
こ
と

な
く

帝
の
補
佐
を
し
て
い
る
様
子
が
描

か
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

両

者
が
協

力
へ
と

踏
み

出
す

の
は
、

帝

の
即

身
成

仏
後
で
あ

る
。
出
家

直

前
、

帝
は
、
中

宮
、
一

品
の
宮
、

宰
相

の
中
将

の
そ
れ

ぞ
れ

に
若

宮

の
後

見

を
重

ね
て

頼
ん
で

い
る
。
そ

し
て
出

家
後
す
ぐ

に
即

身
成
仏
し

た
。
こ

の
突

然

の
別
れ

を
残
さ

れ
た
人

々
は
悲

し
み
、
そ

の
後
、
若

宮
の
後
見

を
頼

ん
で

い
た
帝

の
言
葉

を
思
い
返

す
。

摂

政
殿

は
、

い

か
さ
ま

に
も
、

御
忌

み

に
も

籠
ら

せ
給
ふ

べ
け
れ

ど
、

内
裏

の
御
こ

と

を
仰
せ
ら

れ
置
き

し
も
恐

ろ
し
け

れ
ば
、
内

裏
へ
参

り

給
ひ
て

も
、
「

か
た
じ

け
な
く
あ

は
れ
な
り
し
御

心
ば
へ
、
い

か
な
る
世

に
か
、

な
の

め
に
お
ぼ
ゆ

べ
か
ら

ん
」
と
、
恋

し
く
悲
し
く
、
「
夢

に
だ

に
、

い

か
で

か
定

か
に
見
奉

る

べ
き
」
と
、

声
も
惜

し
ま
ず

ぞ
お

は
し

け
る
。

（
三
〇
頁

）

女
院
も
、
内
侍
督
の
こ
と
ゆ
ゑ
に
こ
そ
、
か
た
み
に
、
御
心
置
か
れ
給

ひ
し
か
。
そ
の
前
々
は
、
い
づ
れ
の
御
方
候
ひ
給
へ
ど
、
我
を
ば
、
す

ぐ
れ
て
、
え
避
ら
ぬ
者
に
こ
そ
思
し
た
り
し
か
。
一
品
の
宮
の
御
こ
と



を
思
ひ
聞
こ
え
給
へ
ば
、
い
か
で

か
疎
か
に
思
は
ん
。
仰
せ
ら
れ
し
御

こ
と
も
あ
は
れ
な
れ
ば
、
内
裏
の
上
の
御
こ
と
を
ば
、
わ
が
御
子
に
も

劣
ら
ず

、
一
品

の
宮
と
同

じ
く

思
ひ

育
み
奉

ら
せ
給

ふ
。
面
影

を
取

り

と
め
給
へ
る
を
見

る
も
、

い
み
じ
く
て

、

緑
子
は
見
る
た
び
ご
と
に
愛
し
き
を
つ
ら
き

ゆ
か
り
と

何
思
ひ
け

ん

と
、
女
院

は
、
あ
や

に
く

に
絶
え

ぬ
御
涙
な
り
。

（
三
一
頁
）

六

一

宰

相
の
中

将
は
帝

の
言
葉

を
疎

か
に
す
る

ま
い
と
決

意
し
、
中

宮
も
若

宮
を

自

分
の
子

と
同
じ

ま
思

っ
て

育
て

る
よ
う

に
な
る
。
こ

の
帝

の
即

身
成

仏
と

い
う
、
遺

体
も
遺

言
も
な

い
唐
突

な
別
れ

に
よ
り
、

生
前

の
帝

の
言

葉

に
従

お
う
と

す
る
思

い
が
強

ま
り
、
対
立

の
解
消

が
達
成

さ
れ

る
に
至

っ
た
と
言

え
る
。

こ
の
よ
う
な
物
語
展
開
を
経
て
、
結
末
部

に
お
い
て

「
め
で

た
し
」

を
繰
り

返
す

大
団
円

に
到
達

す
る
。
物
語

結
末
部

に

お
い
て
、
対

立
は
も

は
や
解

消

し

た
。

関
白
を

務
め

る
宰
相

の
中
将

の
政
治

は
繰
り
返

し
「
め
で

た
し
」
と

称
賛

さ
れ
、
政

治
の
中

心
が
内

侍
督
一

族
に
移

っ
た
事

を
中
宮
一

族
も
受

け

入

れ
て

い
る
様
子

が
示

さ
れ
る
。

関
白
殿
、
世
の
ま
つ
り
ご
と
め
で
た
く
、
天
の
下

に
、
あ
や
し
き
民

ま
で

受
け

ら
れ
、
め
で
た
き
た
め
し

に
引
き
け
り
。

前
の
お
と
ど
は
、
よ
ろ
づ
、
目
の
前
に
変
は
る
こ
と
を
見
て
、
く
ち

を
し
く
思
し
け
れ
ど
も
、
こ
と
わ
り
の
こ
と
な
れ
ば
、
も
の
も
言
は
で

ぞ
す
ぐ
し
給
ひ
け
る
。

内
裏
の
上
は
、
一
品
の
宮
を
、
母
と
思
し
召
し
、
お
と
ど
に
、
何
ご

と
を
も
仰
せ

合
は
せ
ら

れ
て
、
あ
さ

ま
し
き
ま
で

思
ひ
出
で
給

ふ
さ
ま
、

た

め
し

な
き

ほ
ど
な

り
。

（
三

二
頁
）

こ
の
箇
所
だ
け
を
読
む
と
、
内
侍
督
一
族
が
栄
華
を
独
占
し
て
い
る
よ
う
に

読
め
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
物
語
結
末
に
お
け
る
、

お
と

ど
は
、
一
品

の
宮
と
申
し
合

は
せ
て
、
「
め
で
た
き

ま
つ
り

ご
と

な

り
」
と
、

民
ま
で
言
は
れ
、
め
で
た
か
り
け
る
と

か
や

。

（
三
四
頁
）

と

い
う
記

述

か
ら

窺
え

る
。
若
宮

を
介
し
、
関

白
と

一
品

の
宮
が

協
力
し

て

政

治
を

進
め
て

い
る
体

制
、
対
立

の
解
消

こ
そ
、

結
末
部

に
お

い
て
「

め
で

た
し
」

と
繰
り
返
し
称
賛
さ
れ

る
も

の
な

の
だ

。

以

上

の
よ
う

に
物
語

を
辿
る
と

、
現
存

本
文

に
お
け

る
物
語
展

開

が
結
末

に
お
け
る
対
立
の
解
消
を
意
識
し
て

い
な
い
と

は
考
え

に
く
い
。
『
雫

に
濁
る
』

は
、
宰
相
中
将
と
一
品

の
宮
は
協
力
し
て
政
治

を
進
め
る
と
い
う
結
末
を
搆
想

と
し
て
持
っ
た
上
で

、
物
語

を
展
開

さ
せ
て

い
る
と

考
え
ら

れ
る
の
で
あ

る
。

で

は
、

な
ぜ
内

侍
督

一
族

の
み
の
繁

栄
で

は
な
く
、

対
立

の
解
消
と

い
う

結
末

な
の
だ

ろ
う

か
。
そ
れ

は
、
こ

の
対
立

に
帝
も
関

お

っ
て

い
る
こ

と

が

関
係

す
る
と

考
え

る
。
見
て

き
た

よ
う

に
、
両

一
族

の
対
立

は
、
帝

の
言
動

に
よ
っ
て
解

消

に
向

か
い
、
結

末
部
で

称
賛

さ
れ

る
宰
相

の
中
将
と

一
品

の

宮

の
協

力
関
係

は
、

帝
の
指
示

に
よ
っ
て
成
立

し
た
も
の
で
あ

る
。
「
め
で

た

し
」
を
多
用
す
る
こ
と
で
、
両
一

族
が
協
力
し
て
い
る
統
治
体
制
を
称
賛
す

る

と

い
う
こ

と
は
、
帝

の
言
葉

に
従

い
政
治
を

進

め
て

い
る

状
況
を
も

讃
え
て

お
り
、
帝

の
望
ん
だ

通
り

に
政
治

が
行
わ

れ
る
こ
と

を
良
し

と
す

る
意
識

が



働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
若
宮
と
宰
相
の
中
将
に
よ

る
統
治
を
讃
え
る
よ
り
も
、
帝
の
遺
言
に
従
い
、
対
立
し
て
い
た
宰
相
中
将

と
一
品
の
宮
が
協
力
し
て
若
宮
を
支
え
て
い
る
様
子
こ
そ
が
、
称
賛
す
べ
き

あ
り
方
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
の
だ
。
内
侍
督
一
族
の
繁
栄
を
描
く
だ
け
で

は
、
帝
を
讃
え
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
対
立
と
そ
の
解
消
を
描
く
か

ら
こ
そ
、
そ
の
解
消
を
実
現
さ
せ
た
帝
を
讃
え
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
『
雫
に
濁
る
』
が
帝
と
い
う
至
高
の
存
在
を
強
く
意

識
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

六

二

さ
ら
に
、
宰
相
の
中
将
の
協
力
相
手
と
し
て
一
品
の
宮
が
選
ば
れ
た
こ
と

か
ら
、
こ

の
作
品
が
王
権
を
意
識
し
た
上
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
助
川
幸
逸
郎
氏
は
一
品
の
宮
を
次
の

よ
う
に
説
明
す
る
。

¬
一
品
宮

＝
女
一
宮
」

は
、『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
以
降
、
様

々
な
物
語

の
中
で
「
王
権

の
象
徴
」
の
役
割

を
演
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら

に
お
い
て

は
、

「
一
品
宮
を
も

の
に
す
る
こ

と
」
が
「
王
権

の
奪
取
」

を
象

徴
す
る
。

『
雫

に
濁
る
』

に
お
い
て
、

一
品

の
宮

は
誰

と
結
婚

す
る
こ

と
も

な
い
。
助

川

氏

の
論

に
従

え
ば
、

そ
れ

は
王

権

が
奪
取

さ
れ
て

い
な

い
こ
と
、
王

権

の

存

続
を
意
味

し
て
い

る
。
『
雫

に
濁

る
』

に
お
け

る
一
品

の
宮

は
、

中
宮
一
族

を
背
負
う
だ
け

で
な
く
、

幼
い
若
宮

に
代

わ
り
、
王

権
を
も
背
負

う
存
在
だ
。

従

っ
て
、

宰
相

の
中
将
と

一
品

の
宮

の
協
力

を
讃
え

る
こ
と

は
、
内
侍

督
一

族
と
中

宮
一

族

の
対
立

を
解

消

さ
せ

た
帝

の
行

い
を

讃
え

る
だ

け
で

な
く
、

王

権
を
脅

か
す
こ

と

の
な
い
政

治
が
行

わ
れ
て

い
る
こ

と
も
示

し
て

い
る

の

で
あ
る
。

以
上

の
よ
う

に
物
語

の
流
れ
を

辿
っ
た
結
果
、
『
雫

に
濁

る
』

は
内
侍
督

一

族
と

中
宮
一

族
の
対

立
と
そ

の
解
消

を
描
く
物

語
で
あ

る
と
言
え

る
。
そ
し

て
、
結

末
部
で

「
め
で

た
し
」

を
繰
り
返

し
用

い
、
宰
相

の
中
将
と

一
品

の

宮

の
協
力
統

治
を
讃
え

る
こ
と

で
、
そ

の
対
立

の
解
消
を

も
た
ら

し
た
帝

の

存
在
を
も
讃
え
て
い

る
の
で
あ

る
。

そ
れ

に
し

て
も
、
「
こ

れ
を
御
覧
ぜ
む
人

は
、
念
仏
申

さ
せ
給
ふ

べ
し
、

必

ず
、

必
ず
」
と

い
う
末
尾

の
一

文
は
、
こ

の
大
団
円

と
も

言
え
る
結

末

に
水

を
差
し

か
ね

な
い
。
こ

の
一
文

を
ど

の
よ
う

に
考
え

る
べ
き
だ

ろ
う

か
。
こ

の
一
文

に
は
、
対

立

の
解

消

に
後
見

し

な
が
ら
も
死

去
し

た
内
侍
督

の
存
在

が
関
わ

っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
『
雫

に
濁

る
』
結
末
部
で

は
「
め
で

た
し
」

を
繰
り

返
す
こ

と
で
、
対

立

の
解

消
と
両

家
の
協

力
と

い
う
大
団
円

の
様
子

が
描

か
れ
て

い
る
が
、
そ

の

め
で

た
さ

が
強
調

さ
れ
る

ほ
ど
、
内
侍

督
の
悲

劇
性
も

浮
か

び
上
が

る
。

個
人
と

し
て

の
立
場

よ
り
も
一

族
の
将

来
を
重

ん

じ
、
中
納

言
と
通

ず
る
こ

と
な
く
死

去
し

た
彼
女

の
姿

が
残
さ
れ

た
人

々
に

与

え
た
影
響

は
大
き
い
。
彼
女

の
死

に
よ

り
、

若
宮
の
正
当
性

は
確
立
さ

れ
、

そ

れ

に
伴
い
宰

相
の
中

将
一
族

は
繁
栄

し
、
一
品

の
宮

に
は
若
宮

の
後
見
と

い
う
立
場

が
与
え

ら

れ
た
。
先

に
、

他
作

品
で

は
、

帝
と
一

族
を
繋
ぐ

女
性

を
中
心
と
す

る
幸
福
な
結
末

が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
つ
ま
り
、

『
雫

に
濁
る
』

に
お
い
て

は
、
本

来
、
物
語
結
末

部
に
お
い
て
語

ら
れ
る
栄
華

の
中
心
と

し
て

描
か
れ

る
べ
き
存

在
で
あ

っ
た
内

侍
督

が
、

対
立

の
解
消
と

い
う
結
末

に
至

る
過

程
で
物
語

か
ら
退
場
し
て

し
ま

っ
た

の
で

あ
る
。
『
雫

に

濁

る
』
の
結
末

の
中

に
、

彼
女
の
存
在
意
義
や
、
役
割
の
重
さ
を
投
げ
込
む
も

の
と
し
て
、

末
尾

の
一
文

が
付
さ

れ
た

の
で

は
な

い
だ
ろ

う
か
。
帝
も

結
末



部

で
は

生
存
し
て

い
な

い
が
、
彼

は
死

と

い
う
形
で

は
な
く

、
即
身

成
仏
と

い
う
形
で

物
語

か
ら
消
え

た
た

め
、

内
侍
督

の
よ

う
に
、
結

末

に
至

る
た

め

の
犠
牲
と

は
考
え

に
く

い
。
末
尾

の
一
文

は
、
対
立

の
解

消
の
た

め
、
調
和

の
た

め
、

物
語

の
途
中
で

消
え
、
繁

栄
の
中

に
身
を

置
く
こ

と

の
な
か

っ
た

内

侍
督
の
た
め

に
、
読
者
の
「
念
仏
」
を
求
め
て
い
る

の
だ
と
考
え

る
。
従
っ

て
、
末
尾

の
一

文
を
含
め
て

考
え

る
場
合

に
お
い
て
も
、
『
雫

に
濁
る
』

が
結

末
部

に
お
け

る
対
立

の
解

消
を
意

識
し
て

描

か
れ
た
物
語

で
あ

る
と
す

る
理

解
は
動

か
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、

結
末

に
着
目
し
て

『
雫

に
濁
る
』

が
ど

の
よ
う

な
こ
と

を
描
く

物

語
で

あ
る

か
を
考
察

し
た
。
本

作
品

は
、

そ
の
結

末

に
お
い
て
対

立

の
解
消

を

描
い
て

お
り
、
そ
う

し
た
結

末
を
意
識

し
た

上
で
物
語

を
展
開

さ
せ
て

い

る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

六
三

五

お
わ
り
に

本

稿
で
は
、
物
語

の
結
末

に
注
目

し
、
『
雫

に
濁

る
』

が
何
を
描
く

物
語
で

あ
る
か
を
考
察

し
た
。
物
語
結
末
部
で
「
め
で
た
し
」
が
多
用
さ
れ
る
こ
と

に

着
目
し
、
こ

の
結
末

が
、
ど

の
よ
う

な
意
識

の
も
と

に
描

か
れ
た

の
か
を
考

察
す

る
た
め
、
他

作
品

の
結
末
部

と
の
比

較
を
行

っ
た
。
結

末
部
で

「
め
で

た
し
」

を
用

い
る
王

朝

物
語

の
多
く

は
、
一

族

に
よ
る
摂

関
職
、

帝
、
后

の

位
の
独
占

を
も

っ
て
め
で
た

さ
と
み
な
し
て

い
る
。
『
雫

に
濁

る
』

の
結
末

は

こ

の
大
団
円

に
当

て
は
ま
ら

ず
、

一
族

の
独
占

的
栄
華
の
反
対

と
も
い
え

る
、

対
立

の
解

消
と
い
う
独
自

の
結
末
を
描

い
て

い
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な

っ
た
。

物
語

は
そ
う

し
た
結
末

に
向
け
て

展
開

さ
れ
て

お
り
、
そ

の
過
程
で

内
侍
督

の
死

や
帝

の
即

身
成

仏
が
描

か
れ
た
と

考
え

る
。
ま
た
、
内

侍
督
一

族

の
独

占

的
栄

華
を
描

く
こ
と

な
く
、
対

立

の
解
消
と

協
力
と

い
う
結

末
を

描
い
た

理
由
と
し
て
、
『
雫

に
濁
る
』
が
帝

の
存
在
を
意
識

し
て

い
る
こ
と
を
あ
げ
た
。

帝
の
言

葉

に
よ
り
対
立

が
解
消

さ
れ
、
民

に
称

賛
さ

れ
る
政

治
が
行

わ
れ

た

と
い
う

こ
と

が
、

ひ

い
て

は
帝

を
讃
え

る
こ
と

に
も

繋
が
り
、

単

に
宰
相

の

中
将

が
若
宮

を
支
え

る
様
子

を
描
く

よ
り
も
、

よ
り
効

果
的

に
帝
を

讃
え

る

こ
と

に
繋
が
る

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
、

一
族

の
独
占

的
栄
華

で
は

な
く
対
立

の
解

消
と

い
う
結
末

を
描

く
『
雫

に
濁
る
』

は
、
類

型
的

な
王

朝
物

語

が
次
々
と

生
み

出
さ
れ

る

時
代
状
況

の
中
で
、
先

行
作
品
を
踏

ま
え
つ

つ
も
、
そ
の
独
自

性
を
模
索

し
、

生
み
出
さ
れ
た
作
品
で

あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と

が
で
き

る
と
考
え
る
。

注
(
1
)
日
下
幸
男
「
聖
御
院
本
『
し
づ
く
に
濁
る
物
語
』
《
翻
刻
》
―
―
伝
為

相
筆
本
の
道
晃
親
王

の
臨
写
本

―
―
」
（
『
王
朝
文
学
研
究
誌
』
四
、

一
九
九
四
年
三
月
）

(
2
)
福

田
将

士
「
中

世
王

朝

物
語

作
品
解

説

雫

に
濁

る
」
（
『
中

世
王

朝

物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』
神
田
龍
身
・
西
沢
正

史
編
、
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
二
年
五
月
）

(
3
)
『
古
語
大
辞
典
』
¬
め
で

た
し

語

誌
』（
小
学
館
、
一
九
八
三
年
一

二
月
）

(
4
)

武
山

隆
昭

「
「
め
で

た
し
」

の
語

誌

下

―
―
平

安
後

期
文

学
を

中
心

に
―
―
」
（
『
椙
山
女

学
園
大
学
研

究
論
集
』

第
十
四
号

第
二
部
、

一
九
八
三
年
二
月
）

(
5
)
『
栄
花

物
語
』
（
『
新

編
日

本
古
典

文
学

全
集
3
3

栄

花
物
語

③
』

山



中

裕

・

秋

山

虔

・

池

田

尚

隆

・

福

長

進

校

注

・

訳

、

小

学

館

。

一

九

九

八

年

三

月

）

『
住

吉

物

語

（
甲

南

女

子

大
本

）
』
（
『
中

世
王

朝

物

語

全

集
1
1

雫

に

に

ご

る

住

吉

物

語

』

室

城

秀

之

・

桑

原

博

史

校

訂

・

訳

、

笠

間

書

院

。

一

九

九

五

年

一
〇

月

）

『
住

吉

物

語
（

藤
井

本

、

晶

州

本

）
』
（
『
鎌

倉

時

代

物

語

集

成

』
第

四

巻

、

市

古

貞

次

・

三

角

洋

一

編
、

笠

間

書

院

、

一

九

九

一
年

四

月

）

『
住

吉

物

語

（
内

閣

文

庫

本

、

広

本

系

八

坂

家

本

）
』
（
『
新

日

本

古

典

文

学

大

系
1
8

落

窪

物

語

住

吉

物

語

』

藤

井

貞

和

・

稲

賀

敬

二

校

注

、

岩

波

書

店

、

一
九

八

九
年

五

月

）

『
住

吉

物

語

（
大

東

急

本

）
』
（
『
新

編

日

本

古

典

文

学

全

集
3
9

住
吉

物

語

と

り

か

へ

ば

や

物

語

』

三

角

洋

一

・

石

埜

敬

子

校

注

・

訳

、

小

学

館

、

二
〇

〇

二
年

四

月

）

(
6
)
『
む
ぐ
ら
』
（
『
中
世
王
朝
物
語

全
集
1
5

風

に
紅
葉

む
ぐ
ら
』
中
西

健
治
・
常

磐
井
和
子

校
訂
・
訳
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
年
四

月
）

『
あ

き
ぎ

り
』
（
『
中

世
王

朝
物
語

全
集
1

あ
き

ぎ
り

浅
茅

が
露
』

福
田

百
合

子
・
鈴

木
一

雄
・
伊

藤
博
・
石

埜

敬
子
校

訂
・
訳
、

笠
間

書
院
、
一
九

九
九
年

一
〇

月
）

『
木
幡

の
時
雨
』
（
『
中
世
王
朝

物
語
全
集
6

木
幡

の
時
雨

風

に
つ

れ
な

き
』
大
槻

修
・

田
淵
福
子

・
森
下
純

昭
校
訂
・
訳
、

笠
間
書
院
。

一
九
九
七
年

六
月
）

『
小

夜
衣

』
（
『
中
世
王

朝
物
語

全
集
9

小

夜
衣
』
辛

島
正

雄
校
訂
・

訳
、
笠
間
書

院
、
一
九
九
七
年
一
二
月
）

『
海
人

の
刈
藻
』
（
『
中
世
王
朝
物
語

全
集
2

海
人

の
刈

藻
』
妹
尾
好

信
校
訂
・
訳
、
笠
間

書
院
、

一
九
九
五

年
五

月
）

(
7
)

福
田
景

道
「
幸
福

な
結
末

―
―

御
伽
草
子

と
王
朝
物
語

―
―
」
（
『
福

祉
文
化
』
第
三
号
、

二
〇
〇
四

年
二
月
）

(
8
)
『
う
つ
ほ
物
語
』
（
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集

う
つ
ほ
物
語

①
～

③
』

中

野
幸
一

校
注
・

訳
、
小
学

館
、
一

九
九

六
年
十

月
～
二
〇

〇
二

年

八
月
）

『
浜
松
中

納
言
物
語
』
（
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
2
7

浜
松

中

納

言

物
語
』
池
田
利

夫
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
四
月
）

『
落
窪
物
語
』
（
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
1
7

落
窪

物
語

堤
中

納

言

物
語
』

三
谷

栄
一
・
三
谷
邦

明
・
稲

賀
敬

二
校
注
・

訳
、
小

学
館
。

二
〇
〇
〇

年
九
月
）

『
源
氏
物
語
』
（
『
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集

源
氏
物
語
②
・

④
』

阿

部

秋
生
・
秋

山
虔
・
今
井
源

衛
・
鈴
木
日

出
夫
校
注
・
訳
、
小

学
館
。

一

九
九
五

年
一
月
・
一
九
九
六
年
一
一
月
）

『
我

が
身
に
た
ど
る
姫
君
』
（
『
中
世
王
朝
物
語

全
集
2
1

我

が

身

に
た

ど
る
姫
君
・
下

』
、
片
岡
利

博
校
訂
・
訳
、

笠
間
書
院
、
二
〇

一
〇

年

七
月
）

(
9
)

福
田
将
士
氏

は
、
内

侍
督
の
死

に
つ
い
て
、
「
内

侍
督
は
中
納
言

の
思

い
と
帝
の
気
持
ち
と
の
板
挟
み
に
あ
い
、
ひ
た
す
ら
気
持
ち
が
弱
く

な
っ
て
い
き
、
死
を
決
意
す
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。（
同
注
2
）

(
1
0
)助
川
幸

逸
郎

「
一
品
宮
」
（
『
中
世
王

朝
物
語

・
御
伽

草
子

事
典
』

神

田
龍
身
・
西
沢
正
史
編
、
勉
誠

出
版
、

二
〇
〇

二
年
五
月
）

六

四



※

『
雫
に
濁
る
』
の
本
文
は
、
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
1
1
雫
に
に
ご
る

住

吉

物

語

』
（

室

城

秀

之
・

桑

原

博

史

校

訂

・

訳
、

笠

間

書

院
、

一
九
九
五

年
一
〇

月
）

に
拠

り
、

引
用

末
尾

に
頁
数

を
示
し

た
。
な

お
、
引

用

に
際
し

ル
ビ

は
省
略

し
た
。
引

用
部

中

の
傍

線
等

は
、
特

に
注
の
無
い
限
り
、
引

用
者
が
付
し
た
も
の
と
す
る
。

（
平

成
二
十
五
年
度
卒
業
）

六
五
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