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菅

公

と

源

氏

物

語

今

井

源

衛

源
氏
物

語

の
准

拠
論

と

い
わ
れ

る
も

の
に
は
古
来

種

々
の
説

が
あ

っ
て
、

特

に
光

源
氏

に

つ
い
て
は
、

西
宮

左
大

臣
源

高
明

・
嵯

峨
帝

・
仁

明
皇
子

源
光

・
藤
原

道
長

・
藤

原
伊

周

・
在

原

業

平

・
在
原

行

平

な

ど

多

く

の

人
物

が
拳
げ

ら

れ

て
き

た
。

そ
し

て

こ

こ
に
取

り
上

げ

よ
う

と
す

る
菅
原

道

眞

も

ま

た

そ

の

一
人

で
あ

る
。

准

拠

と

か
モ
デ

ル
と

か
呼

ば
れ

る
も

の
を

扱

う

場

合

に

は

、

明

確

な

概

念

規
定

を

な
す

べ
き

で
あ

り
、

そ

の

事

に

つ
い
て
も

、
こ
れ

又
従

来
諸

家

に
よ

っ
て
、

か
な

り

の
程
度

に
立
言

さ

れ

て

い
る
。
今

で

は
、光

源
氏

の
准
拠

と

い
っ
た
と

こ
ろ

で
、
そ

れ
が

た

だ
ち

に
、

そ

の
特

定
単

数

の
歴

史
上

の
人
物

と
光

源
氏

と
を
相

重
な

る

も

の
と
考

え

る
よ
う

な

人
は

い
な

い
で
あ

ろ
う
。

主

人
公
光

源
氏

を
造

型
す

る
上

で
作
者

の
念

頭

に
浮

ん

だ
過
去

の
あ

る

い
は
現
代

の
実

在
人
物

の
、

あ

る
時

に

は
そ

の
資
質

が
、
あ

る
時

に
は
行

状

が
、
あ

る
時

に
は
そ

の
詠

歌

が
、
あ

る
時

に

は
彼

を

取
り

巻
く

状
況

が
、
そ

れ
ぞ

れ
取

り
上

げ
ら

れ

て
、

そ

の
折

々
に
主

人
公

の
造

型

に
参

加

し
た

、
と

い
う

事

な

の

で
あ

っ

て
、
そ

の
参

加

の
し

か
た

が
全

面
的

で
重
大

な
意

味
を

も

つ
も

の
と
、
軽

く

部
分

的

で
し

か
な

い
も

の
と

の
区

別

は
あ

る

に
し
ろ
、

モ
デ

ル

.
准
拠

た

り
う

る
人

物

は
複
数

で
あ

る
事

に
変

り

は
な

い
の

で
あ

る
○

小
論

に
於

て

も
、
菅

公

即
光

源
氏

と

い
う

よ
う

な

こ
と
を

述

べ
る

つ
も
り

で
は

な
く

、

従

っ
て
又

、
光

源
氏

の
准
拠

に
他

の
人
物
を

当

て
る
論

を
排
斥

し

よ
う

と

す

る
も

の
で
も

な

い
。

古
来

か
ら
云

わ
れ

て

い
る
事

の
内
容

を
も
う

す

こ

し
く

わ
し

く
考

え

て
み
る

と

い
う

事

に
す
ぎ

な

い
の
で
あ

る
。

光

源
氏

の
准

拠

と
し

て
菅

公

を
は

っ
き

り
と
指

摘
し

た

の
は
、

河
海

抄

が
最

初

で
あ

ろ
う

。

そ

の
料
簡

に
、

光
源

氏
を

左
大

臣

(
源
高

明

)
に
な

そ
ら

へ
紫
上

を
式

部

が
身

に
よ

そ

へ
て
周

公
旦

白
居

易

の

い
に
し

へ
を
か

ん

が

へ
在
納

言
菅

丞
相

の

た

め
し
を

ひ
き

て

か
き

い
だ
し

け

る
な
る

べ
し

こ
の
場
合

、
菅

公

の
准
拠

と
し

て

の
意

味

は
、

須
磨

明
石

の
源
氏

の
流

寓

の
構

想
を

行
平

・
道

眞

に
得

た
と

い
う

の
で
あ

り
、

そ
れ

以
上

の
も

の

で

は

な
さ

そ
う

で
あ

る
。

そ

の
こ
と

は
、
須
磨

巻

の

「
も
ろ

こ
し

に
も

わ
か

み
か

と
に
も

か
く
世

に
す

く

れ
な

に
事
も

人

に

こ
と
に
な

り
ぬ

る
人

の
か

な

ら
ず
あ

る
事

な

り

」
の
注

に
、

野
相

公

在
納
言

菅
家

西
宮

左
府
帥

内

大
臣

以
下

抜
群

賢
才
無

罪

赴
配

一43一



所

之
月

人
不
可

勝

計

と
あ

る

の
も
考

え

あ
わ

せ

ら
れ

る
。

こ

こ
で
は
、

同
類

の
人

と
し

て
、
小

野
篁

・
伊

周

ま

で
が
新

た

に
加
わ

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

そ
し

て

、

こ
の

条
以

外

に
河
海

抄

で

は
須
磨

・
明
石

の
両
巻

に
於

い
て
後

述

の
引
詩

考
謹

を
除

け

ば
菅
公

に
直

接

ふ
れ

た

と

こ
ろ

は
な

い
。

と

こ
ろ

で
、

花
鳥

余
情

に
は
河

海
抄
料

簡

の
如
き

総
括

は
な

く
、

須
磨

巻

々
頭

に
、

こ

の
河
海
説

を
套

襲

し

て
、
行
平

・
周

公
旦

の
故

事
を

詮
要

と
し

た
上

で
、

「う

ら

に

は
又
菅

丞
相

西
宮

の
左
大

臣

の
太
宰

府

に
左
遷

せ
ら

れ
、

野
相

公

の
隠

岐

の
国

へ
な
か
さ

れ

し
例

を
も

て
か
け

り
」

云

々

と

い
う

。
が

、
あ

と
は

「
ま
し

て
お

ち
と

ま

り

ぬ

べ
く

な

ん

お

も

ほ

え

け

る
」

の
注

に
、
道

眞

の
故

事
を

引
く

だ
け

で
あ

る
。

こ
う

し

た
菅

公

流
罪

説

を

踏
ま

え

て
須
磨

巻

の
光
源

氏

が
造

形

さ

れ
た

と

い
う

こ
と

は
、

今

日

①

に
於

い
て
も

ほ
ぼ
そ

の
ま

ま
認

め

ら
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

又

、

こ

の
菅

公
配

流

の

こ
と

の
外

に
同

じ
く
菅

公

を
種

と
し

な
が

ら
も

や
や
筋

の
違

っ
た
指
摘

を
す

る

の
は
、
眠

江
入
楚

で
あ

る
。

そ

の
明

石
巻

の

「
お

の
つ
か

ら

お
か
し
あ

り

け

れ
ば
」

の
注

に
、

私

、
延

喜

に
桐
壺

の
帝

を

准
じ
奉

れ

ば
、
菅

丞
相

の
諜

に

て
罪

に
あ

ひ
給

ひ
し
事

な

ど
な

る

べ
し
。

そ
れ

に
付

て
、
あ

ま

た
お

か
し
給

ひ

し

事

の
色
あ

り

、
勘

べ
し
。

と
述

べ
、
ま

た

「
三
月

十

三
日
神

な

り

ひ
ら
め
き

」

の
注

に
も

お
ほ
や

け

の
さ

と
し

の
事

、
菅
丞

相
左

遷
し

て
莞

ぜ
ら

れ
し

後
、
内

裏

に
種

々
の
怪

異
あ

り
。

又
神
な

り

の
事
も

延
長

の
露
震

な

ど

い
ふ

事

、
思

ひ
な

ぞ

ら

へ
ら
る

、
な
り

と
あ
り

、
そ

れ

に
続
く

「
み
は
し

の
も

と

に
」

の
注

に
も

菅

丞
相

の
事

の
時

、
宇

多

の
帝

、

御
階

の
本

に
た
ち

給

て
、

延
喜
帝

へ
申

さ

せ
し
事
有

。

此
事

、
延

喜
帝

の
罪

五

の
内

に
あ
り
。

と
あ

る
。

幽
斎
ー

通

勝

に
あ

っ
て

は
、
単

に
配

流

の
史
実

だ
け

で
な

く
、

落
雷

の
異

変
な

ど

に

つ
い
て
も

、

こ
れ
を
菅

公

の
故
事

を

踏

ん
だ
も

の

と

す

る

の
で
あ

る
。

そ

の
背
後

に
は
桐
壺

院

即
ち

醍
醐

天
皇

と

い
う

紫

明
抄

以
来

の
准

拠

の
図
式

も
手

伝

っ
て

い
る

の
で
あ

っ
て
、
軽

々
に
見

逃

し
え

な

い
。

二

 

以

下
、
あ

ら

た
め

て
、
菅

公

の
故
事

と
源

氏
物

語

の
記
述

と

の
間

に
何

ら
か

の
関
係

が
あ

り

そ
う

に
思

わ
れ

る
点
を

列
拳

検
討

し

て
ゆ
く

こ
と
に

す

る
。

そ

の
も

っ
と
も

分
り

や
す

い
も

の
は
、
第

一
に
菅

公

の
詩
歌

を
引

き

用

い
た
も

の
が
、
全
篇

中

に
少

く
な

い
こ
と

で
あ

る
。

以

下
引

用
本
文

の
末

尾

に
記

し

た
数
字

は
源

氏
物

語
大
成

の
ペ
ー

ジ
と
行
。

須
磨

巻

に

「
恩
賜

の
御
衣

は

い
ま

こ

・
に
あ

り

と
す

し

つ

・
い
り
給

ひ
ぬ

」
(
四

二
五

・
2
)

と
あ
る

の
は

、

い
う

ま

で
も

な
く
菅

家
後

草

の

「
九

月

十
日

」
と
題
す

る

七
絶

の
転

句

「
恩

賜
御
衣

今

在
此

」

の
引
用

で
あ

り
、

同
じ
く

「
む
ま
や

の
お
さ

に
く
し

と

ら
す

る
人
も

あ

り
け

る
」

(
四

二
六

・
11

)
は
、
大

鏡

時
平

伝

に
、
菅

公

の
左

遷

の
道

中

、播
磨

の
駅
長

に

「
駅
長

莫
驚
時

変

改

一
栄

一
落

是

春

秋

」

と

い
う

詩

を
与

え

た
故

事

に
よ

る
。
ま

た
同

じ
く

「
た
だ

こ
れ
西

に

ゆ
く
な

り

と
ひ

と
り

こ
ち
給

ひ

て
」

(
四
二

九

・
1

〉

は
、

菅
家

後
草

の

「
代
月
答

」

と
題

し
た

七
絶

の
結
句

「唯

是

西
行
不

左

遷

」
に
よ

る

の
で
あ

る
。

左

遷

の
事

と
無

関

係

な

他

の

巻

に

つ
い
て

い

え

ば
、
眞
木

柱

巻

に
、
髭

黒
大

将

の
北
方

が
実
家

に
引

き
あ

げ

て
ゆ
く

場

に

「木

ず

ゑ
を

も
目

と
ど

め

て
か
く

る
る

ま

で
ぞ
か

へ
り

み
給

ひ
け

る
。
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き

み
が
す

む
ゆ

ゑ

に
は
あ

ら

で
」
云

々

(
九
五

二

・
9

)
と
あ
る

の
は
、

大
鏡
時
平
伝
に
見

え
る
、

菅
公
左
遷

に
際

し

、
自
邸

を
出

発
し

た
折

の
詠

「
君

が
す

む
宿

の

こ
ず

ゑ

を
ゆ

く
ゆ

く
と
隠

る

る
ま

で

に
か

へ
り

み
し

は
や

」

に
よ

り
、
手

習
巻

の
浮

舟

の
歌

「
身

を
な

げ
し
涙

の
河

の
は
や
き
瀬

を

し

が
ら

み
か

け

て
た
れ

か

と
ど

め
し
」

(
二
○
〇

五

・
5

)
は
、
大

鏡
時

平

伝

の
、
同

じ
く
菅

公

左
遷

の
折

に
宇
多

上
皇

に
奉

っ
た
歌

「
流

れ
ゆ
く

我

は

み
く
つ

と
な

り

は
て

ぬ
君

し
が
ら

み

と
な
り

て

と
ど
め

よ
」
を

引
く

の

で
あ

る
。

以
上

、
菅

公

の
詩
歌

に

つ
い
て
前

後

五
回

の
引

用
と

い
う

の
は
、

源
氏
物

語

中

の
他

の
貫
之

一
八

度

、
業
平

一
八
度

、
伊

勢

二
三
度

、
小

町

=

度

、
人
麿

一
六
度

、
躬

恒

一
七
度

、
友
則

一
○
度

な

ど

に
比

べ
れ
ば

少

い
が
、

遍
昭

九
度

、
素

性

八
度

、兼

輔

七
度

、
是
則

五
度

、
平

貞
文

五
度

に

ほ
ぼ
匹

敵

し
、
源

信

明

・
重
之

・
忠

嵐

・
中

務

・
深
養

父

の
各

四
度

に

ま

さ

っ
て

い
る
。

し
か

も
、

菅
公

の
五

首

が

い
ず

れ
も
、

そ

の
左
遷

に
ま

つ
わ
る

も

の
ば

か
り

で
あ

る

こ
と
が
注

目
さ

れ
る

の

で
あ

る
。

有

名

歌
人

と
も

云
え

な

い
道

眞
が

こ

の
よ
う

な

扱

い
を

受
け

る

と

い
う

の
は
、

作
者

紫
式

部

が
、

い
か

に
菅
公

左
遷

の
故
事

に
強

い
感

銘
を

受
け

て

い
た

か
を
物

語

る
も

の

で
あ

る
。

三

 

と

こ
ろ

で
、
先

に
引

い
た
眠

江
入
楚

の
説

は
、

右

の
引
詩

引
歌

の
峙
外

に
出

て
、
菅

公

の
故
事

を
物

語

の
素
材

と
し

て
論

じ

る
点
、

注
目

に
価

い

す

る

も

の
が
あ

る
。

そ

の
要
旨

は

、

一
は
、

須
磨

巻

の
落

雷

の
記
事

が
菅

公

の
故

事

に
よ

る

の
で
は
な

い
か

と

い
う

こ
と

と
、

二
は
、
桐

壺
院

の
亡
霊

が
源
氏

の
夢

枕

に
立

っ
て
自
分

は
生
前

に
罪
を

お

か
し
た

と
告
げ

る

の
は
、

醍

醐
天
皇

と

菅

公

と

の
関

係
を

踏

え
た

と

い
う

の
で
あ

る
。

菅

公
雷
神

の
伝
説

を

い
う

ま

え

に
こ
こ

で
は
ま
ず

菅

公
死
後

の
史

実

に

つ

い
て
大

略
を

云
え

ば
、
延

喜

三
年

二
月

十
五

日
菅

公
残
。

そ

の
後
数

年
、

延
喜

九
年

四
月

四

日
に

は
そ

の
政
敵

左
大

臣
時
平

が
没

し

た
。

そ

の
前

年

十
月

七

日
に

は
、
時

平
を

助
け

て
道

眞
左
遷

に
尽
力

し
た
藤

原
菅

根
も

死

ん

で

お
り
、

こ

の
間

八

・
九

・
十
年

に
わ

た

っ
て
疫
病

・
旱

害

が
続

い
た
。

そ

し

て
、
延
喜

二
十

三
年

三
月

二
十

一
日
に
は

、
皇
太

子
保

明
親

王

が
二

十

一
才

の
若

さ

で
莞

じ

た
。

日
本
紀

略

に
は
そ

の
事

を
伝

え

て

「
天

下
庶

人

莫
不
悲

泣

、
其
声

如
雷

、
拳

世
云

、
菅

帥
霊
魂

宿
念

所
為

也

」
と

い
う
。

こ

の
年

四
月

二
十

日
、
詔

を
下

し

て
道

眞
を
右

大
臣

の
本
官

に
復

し

、
正

二
位
を
追

贈

、
先
年

の
左

遷

の
詔
を

破
棄

し

た
。

延

長

と
改
元

し
た

の
も

そ

の
為

で
あ

る
。

し

か
も
さ

ら

に
次

ぎ

の
皇
太

子
慶

頼
王

も
延
長

五

年

に

莞

じ
、
延

長

八
年

(
九

三
○

)
六
月

に
は
、
清

涼
殿

上

に
俄

か
に
震

塞
し

て
大
納

言
清

貫

は
即
死

し
、
右

中

弁
平
希

世

は
火
傷

を
蒙

り
、

天
皇

も
発

病

、

や
が

て
九
月

に
譲
位

し

、
間

も
な

く
崩
御

と

な
る
。

そ

れ
以
後

菅
公

怨

霊

の
恐
怖

は
年

と
共
ハ
に
募

っ
て
ゆ
く
。

菅

公
を

祀
る

天
満
宮

の
京

都
北

野

で
の
建
立

は

、
天
暦
年

間

で
、
永

延
元

年

(
九
八

七

)
に
は
官
幣

と
し

て

祭

祀

を
行

い
、

正
暦
三

年

(
九
三

九

)
に

は
正

一
位
左
大

臣

を
、

さ
ら

に

同
年
末

閏

十
月

二
十

日
、
太

政
大

臣
を

追
贈
さ

れ

た
。

そ
し

て
、
こ

の
間

、

し
ば

し
ば

畏
怖
す

べ
き
天
満

天
神

の
神

託

が
下
り

、
そ

の
都
度

、
何

ら

か

の
対

応
策

が
講

じ
ら

れ
た

の

で
あ

っ
た
し
餅

そ

れ
ら
を

根

に
し
た

さ
ま

ざ

ま

の
伝
承

も
発

生
流

布
し

た

の
で
あ

っ
た
。

紫

式
部

の
時

代

に
は
、

こ
う

し
た

恐
る

べ
き
雷

神

と
し

て

の
菅

公
像

は

す

で

に
完

成
し

て

い
た

の
で
あ

り
、

父
為
時

の
詩

に
も

「
九

月
尽

日
侍

北

野
廟

」

と
題
す

る
七

絶

が
あ
り

、
天
皇

の
行

幸

が
あ

っ
た

こ
と
な

ど
を

う
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た

っ
て

い
る
。

式
部

も

ま

た
道

眞

の
詩
歌

に
親

し

み
、
そ
,の
左
遷

の
記

事

に
心

う

た
れ

る
と

共
ハ
に
、

こ

の
伝
説

も

切
実
な

も

の
と
し

て
受

け
入

れ

て

い
た

で
あ

ろ
う
。

須
磨

の
雷
鳴

に
菅

公

の
故
事

を
連

想
す

る

の
は
も

っ
と

も
な

点

が
あ

る
。

し

か

し
、
論

は
さ
ら

に
当

の
源
氏

物
語

の
文
章

に
即
し

て
進

め
る

べ
き

で
あ

ろ
う

。
高

潮

の
中

に
雷

鳴

が

と

ど

ろ

き

、

稲

妻

が
き
ら

め
く
中

に
、

人

び
と

は

「
ど
う

い
う

罪
を
犯

し

た
か

ら
と

て

こ
ん
な
目

に
会
う

の
か
、

妻
子

に

も
会

え
な

い
で
死
な
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
の
か

」
と
歎

き
、

源
氏

は
そ

の
中

で
、
住
吉

の
神

に
助

け
を

乞
う
。

そ
れ

に
続

い
て

す

こ
し
物

お

ぼ
ゆ

る
限

り
は

、
身

に
代

へ
て

こ

の
御
身

ひ
と

つ
を
救

ひ
奉

ら

む
と

、
と

よ

み
て
も

ろ
声

に
念

じ
た

て
ま

つ
る
。

「
帝
王

の

深
き

宮

に
養

は
れ

給

ひ
て
、

い
ろ

い
ろ

の
楽
し

み

に
お

ご
り
給

ひ
し

か

ど
、

深
き
御

い

つ
く
し

み
大

八
洲

に
あ

ま

ね
く
、

沈

め
る
輩

を

こ

そ
多

く
浮

べ
給

ひ
し
か
。

今
何

の
報

い
に
か

こ

こ
ら
横

ざ

ま
な

る
波

風

に
は

お

ぼ
ほ
れ

給
は

む
。

天
地

こ
と

わ
り
給

へ
、

罪
な
く

て
罪

に

あ

た
り

、
官
位

を

と
ら

れ
、
家

を
離

れ
、

境
を

去
り

て
、

明
け
暮

れ

安
き

空

な
く
歎

き

給

ふ
に
、

か
く
悲

し
き

目
を

さ

へ
見
、
命

つ
き
な

む

と
す

る
は

、
前

の
世

の
報

い
か

こ

の
世

の
犯

し

か
、
神

仏
明

ら
か

に
ま

し

ま
さ

ば

こ
の
う

れ

へ
や
す

め
給

へ
」

と
、
御

社

の
方

に
向

き

て

さ
ま

ざ
ま

の
願

を
立

て
給

ふ
。

ま

た
海

の
中

の
龍

王
、

よ
う

つ

の

神

た
ち

に
願
を

た

て
さ

せ
給

ふ
に
、

い
よ

い
よ
鳴

り

と
ど

ろ
き

て
お

は
し

ま
す

に
続

き

た
る
廊

に
落

ち

か
か
り

ぬ
。

炎
も

え
あ

が
り

て
廊

は
焼

け

ぬ
。

心

魂

な
く

て
あ

る
限
り

ま

ど

ふ
。

後

の
方

な

る
大

炊
殿

と
思

し
き

屋

に
移

し
た

て
ま

つ
り

て
、
上

下
と

な
く

立
ち

込

み
て
、

い
と
ら
う

が

は
し

く
泣
き

と

よ
む
声

、
雷

に
も

お

と
ら
ず
。

(
四
四

三

・
6
以
下

)

こ
こ

で
、
源
氏

を

は
じ

め

と
し

て
人

々
が
雷
電

の
異
変

を
無
意

識

裡

に
犯

し
た

か
も
し

れ

ぬ
自
身

の
何

ら

か

の
罪

と
結

び

つ
け
、

そ

の
報

い
か
と

恐

れ

て

い
る
事

が
気

づ

か
れ

る

で
あ

ろ
う
。

そ

れ
は
論

理
的

に
は
必
ず

し

も

菅

公

の
怨
霊

伝
説

と
結

び

つ
け
る

べ
き

必
然
性

は

な

い
が
、
当

時

の
読
者

に
と

っ
て

は
と

か
く
そ
う

し

た
連
想

が
働

く
事

は

む
し

ろ
自
然

だ

っ
た

の

で
は
な

か

ろ
う

か
。

次
ぎ

に

は
、

「
帝
王

の
深

き
」

か
ら

「
や
す

め
給

へ
」

に
至

る

こ

の
祈

願

の
言

葉

に

つ

い
て

で
あ

る
。

こ

の
言
葉

の
前

半

「
お

ぼ
ほ

れ
給

は
む

」

あ

た
り

ま

で
は
あ

き
ら

か

に
従

者

の
言
葉

で
あ

り
、

後
半

は
源
氏

の
言
葉

ら
し

い
が
、

そ
れ

も
途
中

に

「
安

き
空
な

く
な

げ
き

給

ふ
に

」
と
も

あ

っ

て
、
直

叙
法

と
解
す

る

と

こ
れ
も
光

源

氏

の
言
葉
か
従
者

の
言
葉
か
分
り
に

く

い
と

こ
ろ
も
あ

る
。

そ
う

い
う

混
乱
も

あ

る
に

せ
よ

、

い
ち

お
う

「
天

地

-
…
…
」
以

下

は
、
全

体

と
し

て
見
れ

ば
光

源
氏

の
祈
り

の
言

葉

と
見

て

お
く

こ
と

に
し
よ
う

。

と

こ
ろ

で
、

こ

の

「
天
地

こ
と

わ
り
給

へ
」
か
ら

「
や
す

め
給

へ
」
ま

で

の
語

調

の
強
さ

は
源

氏
物

語
中

で
も
ま

れ

に
見

る
も

の

で
あ

る
。

こ
の

住

吉

明
神

へ
の
切

な

る
祈
り

は
、
鎌

倉
初

中
期

に
成

っ
た
北
野

天
神

縁
起

に
、
菅

公

の

い
わ

ゆ
る

天
拝

山

で
の
祈
疇

を

「
御
身

に
罪

な
き

よ
し

、
祭

文

を
作

ら

せ
給

ふ
て
、

高
山

に

の
ぼ
り

て
、
七

ケ
日
天
道

に
訴
申

さ

せ
給

」

と
伝

え
た

と

こ
ろ

に
よ

く
似

て

い
な

い
だ
ろ
う

か
。

こ
の
伝
承

の
起

源

に

つ
い
て
、
西

田
長

男

氏
は
先

の
注

2
に
掲

げ
た

「
天

満

宮
託
宣

記

」
中

巻

の
天
暦

元
年

三
月

の
託
宣
中

に

「
筑
紫

に
有

し

程

に

常

に
仏

天
を

仰

で
願

し
様

」
と
あ

る

の
は
、

こ

の
縁

起
所
見

の
伝
承

と
同

根

で
あ

る

と
し
、

ま
た

江
見
氏

蔵

「
北
野

天
神

御
伝

」

の
末

尾

に

「
延
喜
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二
十

三
年

四
月

日

、
蔵

人
修

理
亮

源
公
忠

内
裏

宿
直

夜
夢
中

、
菅

御
殿

門
、

奉
書

文
於

帝

釈
宮

給
、

綾
所

存

一
行
許
也

云

々
」

と
あ

る

こ
と
と
照

し
合

わ

せ
て

、

こ

の
伝

承

は
早
く

も
延

喜
末

年

に
は
生

れ
た

か
と
推

定
さ

れ

て

い
る

(
群
書

解

題

一
上

)
。

菅
公

が
天

に
訴

え

た
と

の
伝
承

は
、
紫

式
部

の
熟

知
す

る

と

こ
ろ

で
あ

っ
た

だ
ろ
う
。

光

源
氏

の
姿

が
菅

公
を
思

わ

せ

る

の
は
当

然

と
も

い
え

る
。

そ
し

て

、

こ
こ

で
も

た
と

え
ば

、

「
家

を
離

れ

、
境

を
去

り

て
」

の
辺

り

に
は
、
や

は

り

こ

れ

も

菅

家

後

草

の

巻

頭

「
自
詠

」

と
題
し

た
五

絶

の
起
承

句

「
離
家

三

四
月

落
涙

百
千
行

」
を

思

い
出

さ

せ
る
。

ま

た

こ
の
文

の
末
尾

の
、

「泣

き

と
よ
む

声
、
雷

に
も

お
と
ら
ず

」
に

、
前

に
引

い
た
日
本

紀
略

延
喜

二
十
三

年
三

月

二
十

一
日

条

の

「
天

下
庶

人
莫
不

悲

泣
、
其

声

如
雷

」

の
文
字

の
影
を
感

ず

る
と

い

え
ば
附

会

に
す

ぎ
る

で
あ

ろ
う

か
。

ま

た

こ
の
祈

禧
文

が
前

後

に
対
句

を

多

用
U
.、
儒
者

の
好

む

四
六
餅

麗
文

を
和

訳
し

た
か

の
如

き
感

が
あ

る

と

も

い

え

る

。

し

か
も

、

ま
た

、

こ

こ
で
問
題
な

の
は
、

は
た
し

て
源

氏

が

こ
う

し

て

無
実

の
罪
だ

と
、
強

く
主

張
す

る

だ
け

の
理
由

が
あ

る

の
か
、

か

れ
は
本

当

に
無

罪
だ

っ
た

の

か
、
又

、

か
れ
自
身

自
分

の
行

為

に

つ

い
て

ど
う

考

え

て

い
る

の
か
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

源
氏

は

こ
の
明

石
巻

の
神

々
に
訴

え

る
個
所

で

は
、
右

の
よ
う

に

「
罪

な
く

て
罪

に
あ

た

り

」
と

い
っ
て
、
自
己

の
無

罪
を
主

張
す

る
。

そ

れ
は

す
ぐ

前

の
須
磨

巻

三
月

上
巳

の
潔

ぎ

の
条

で
、

「
八

百
萬
神

も

あ

は
れ
と

思

ふ
ら

む
犯

せ
る

罪

の
そ
れ

と
な

け
れ

ば
」

(
四

三
五

・
7

)
と
神
前

に

歌

っ
た
と

こ
ろ

で
も
あ

る
。

ま

た
離

京

以
前

に
ま

で
遡

れ
ば
、

左
大

臣

に

い
と
ま
乞

い
の
あ

い
さ

つ
に

「
独

り
な

き
心

に
ま

か
せ

て

つ
れ
な
く

過
し

は

べ
ら

む
も

い
と
は

ば
か
り

多
く

」

(
三
九

八

・
7

)
と
述

べ
、
自

邸

の

紫

上

に
対
し

て
も

「
あ

や
ま

ち
な

け
れ

ど
、

さ
る

べ
き

に

こ
そ
…
…

う」
(
四

○
三

・
4

)
と
話

し

て

い
る
。

し

か
し

一
方
藤

壺

と

の
別

れ

に
際
し

て

は
、

「
か
く

思

ひ
か
け

ぬ
罪

に
あ

た
り

侍
る

も
、
思

う
給

へ
あ

は
す

る
事

の

一

ふ
し

に
な

む
、
そ

ら
も

恐

ろ
し
う

は

べ
る
」

(
四

〇
八

・
3
)
と
述

べ
て

い
て
、

藤
壺

と

の
間

に
犯
し

た
過

失

の
報

い
を
感

じ

て

い
る

こ
と

明
ら

か

で
あ
り

、
朧

月
夜

に
対

し

て
も

逢

瀬
な

き
涙

の
川
に
沈

み
し

や
流

る
る

み
を

の
は

じ
め
な

り
け

ん

と
思

ひ
た
ま

へ
出

つ
る

の

み
な

む

、
罪

の
が
れ

が
た
う

は

べ
り
け

る

(
四
○

七

・
3

)

と

の
文
を

お
く

っ
た
。

こ
の
源
氏

の
言

動

が
相
手

に
よ

っ
て
異
り

、
は

た

し

て
、
自

分

の
行

為
を

心

か
ら
無

罪
潔

白

と
考

え
て

い
た

か
ど
う

か
不

分

明
な
点

が
あ

る

わ
晦

だ

が
、
私

は
、

い
ち

お
う

そ

れ
を

い
わ

ば
道
徳

的
意

識

と
で
も

い
お
う

か

、
内

心

に
関

す

る
次
元

と
、
謀

反

の
罪

と

い
う

法

に

関
す

る
次

元

の
相

違

に
対
鯨

し

た
言
動

と
し

て
処

理

で
き

る

の
で
は
な

い

か

と
考

え

た

こ
と

が
あ

る
。

と
す

れ

ば
、
須
磨

・
明

石
巻

で
も
源

氏

は
、

政
敵

方

の

い
う

謀

反

の
こ
と

に

つ

い
て
は
全

く
身

に
覚

え

が
な

い
と

い
う

点

で
神

明
に
誓
う

こ
と

が
で
き

る
け

れ
ど
も

、

父
院
を

裏

切

っ
て
藤
壼

と

通

じ
た

こ
と

に

つ

い
て

は
、
そ

れ
を
す

べ
て

い
わ
ば
宿

世

の
わ
ざ

、
前

世

か

ら

の
罪

障

の
然
ら

し

め
る

と

こ
ろ

と

は

い
う
も

の
の
、

や
は
り

内
心

、

自
己

の
過
失

と
し

て
受
け

と

め
、
今

の
逆
境

も
暗

に
そ
れ

の
結
果

と
し

て

運
命

的

に
受

取
る

と

こ
ろ
が
あ

っ
た
は
ず

で
は

な
か

ろ
う

か
。

そ

の
よ

う

な

い
わ

ば
う

し
ろ
暗

い
人

間

と
し

て
源
氏

は
存
在

し

て
お

り
、

そ
れ

は
ど

こ
か

で
清

算

さ
れ

る
外

は
な

い
。

海

辺

の
潔

ぎ

は
、
身

心

の
汚

れ
を
洗

い

流
す

場

で
あ

り
、

そ
れ
を

機

に
、

か
れ

の
汚
れ

は
清

め
ら

れ
な
く

て
は
な

ら

ぬ
。
神

々
は
そ

れ

に
こ
た

え

て
大

雷
雨

を
呼

び
起

し
、

そ

の
威

嚇

と
恐
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怖

の
中

で
、
目

的

は
果

さ
れ

る
。

そ

の
中

の
雷

神

が
菅

公

と
結

び

つ
く

こ

と

は
、

ま

こ
と
に

自
然

で
あ

る
。

歴

史
上

の
流

請
者

は
、
す

べ
て
無

実

の

罪
を

負

っ
た
者

と

し

て
伝

承

さ
れ
、

そ

の
伝
承

を
負

っ
た
光

源
氏

の
像

と
、

源
氏

物
語

に
生

き

て
き

た
光
源

氏

の
内
面

と
は

微
妙

な
ズ

レ
が
あ

り
、

そ

の
微

妙
な
亀

裂

の
中

に
、

こ
う

し
た
雷

神
菅

公

が
冥

々
の
働

き
を

示
す
余

地

が
生

れ
る

の
で
あ

る
。

四

つ
ぎ

に
前

述

の
眠

江
入

楚

が

い
う

と

こ
ろ

の
、
延
喜
帝

と
菅
公

と

の
関

係

が
桐

壼
院

と

源
氏

と

に
写
さ

れ
た

と
す

る
説

に

つ

い
て
は

ど
う

か
。

こ

れ

に

つ
い
て
は

、
例

の

『
北

野
縁

起
』

を
手

が

か
り

と
し
よ
う

。

す

な
わ
ち

そ

の
中
巻

に
、
注
目

す

べ
き
記

事

が
三

つ
見
え

る
。

一
は

源

公
忠

が
頓

死
し

て
災
魔

王
宮

に
至

っ
た
と

こ
ろ
、

そ

の
門
前

に
束
帯

に

正

装

し

て
申
文

を
捧

げ

た
菅

公
が

「
延
喜

の
御

門

の
し
わ

ざ
も

っ
と
も

安
か

ら
ず

と
、
や

う

や
う

に
言
葉

を
尽

し

て
祈

」

っ
て

い
た

と

い
う

の
で
あ

り

そ

の
二
は

菅

丞
相

清
涼

殿

に
化

現
し

て
龍

顔

に
ま

み
え
奉

り

て
、
あ

や
ま

た
ざ

る
よ
し

を

の

べ
申

給

ひ
け

る
時

、
御

門

お
そ

れ
給

ひ
て

こ
し
ら

へ
申

給

ふ
事

ど
も
有

け

り
。

と
あ
り

、
そ

の
三

は
、

日
蔵

上
人

が
承
平

四
年

八
月

頓
死

し

て
闊

羅

王
界

に
至

り

、
鉄

窟
苦
所

を

見

た
折

の
こ
と

そ

れ

に
四
人

の
罪

人
あ

り
、
其

形
黒

き
炭

の
如

し
、

一
人

は
肩

に
物

を

お

ほ

へ
り
、

三
人

は

は
だ

か
に

て
あ

か
き
灰

の
上

に
う

つ
く

ま
り

ゐ
て
悲
泣

鳴

咽

せ
り
。

王

使
を

し

て

い
は
く

、
肩
を

か
く

せ
る
ほ

延

喜

の
帝

、
合
ユ
ニ
人

は
臣

下
也
。

君
も

臣
も

お
な
じ

苦
を

請
給

ふ
也
。

御

門
日

蔵
を

ま
ね
き

給

ふ
○

日
蔵

畏

っ
て
承
け

れ
ば

、
冥

途

に
は
罪

な
き

を
主

と
す
。

我

を
う

や
ま

ふ
事

な

か
れ
。
我

は

父
法
皇

の
御

心

を

た
が

へ
、
無

実

に
よ

り

て
菅

丞
相

を
流

し
侍

り
し

、
か

の
罪

に
よ

り

て
此
苦

を
う

く
。
汝
娑

婆

に
帰
り

て
我
皇

子

に
此

苦
を

た
す

け
給

へ
と
申

べ
し

と
そ
仰

ら

れ
け

る
。

我

生
前

に
五

の
罪
あ

り
。
皆

是

太

政
威

徳

天

の
御

事
よ

り
出

た
り
。

一
に
は

父
法
皇

を
瞼

路

に
あ
ゆ

ま

せ
奉

て
心

神
困

苦

せ
し

め
申

た
り
し
事

、

二

に
は
我
高

殿

に
安
座

し

て
法
皇

を

地

に
す

へ
奉

り

し
事

、
三

に
は
賢

臣
を

罪
な

き

に
罪
を
あ

た

へ
し
事

、
四

に
は

久
し
く

国
位

を

む
さ

ぼ
り

て
あ
ま

た

の
仏
法

を

ほ
ろ

ぼ
し

し
事

、
五
・に

は
我

身

の
怨
敵

の
故

に
他

の
衆

生
を
損

害

せ

し
事

、
是

蒔寺
の
罪

に
よ
り

て
、
先

(多

イ

)
苦

を
う

く

る
事

か
く

の

ご
と

し
。

彼
苦

を

つ
ぐ

の
ひ

て
後

、
化

楽
天

に
生
ず

べ
し
と

そ
仰

せ

ら
れ

け
る

と
あ

る
。

こ

の
中
第

一
の
公
忠

の
話

は
、

先
述

の

「
北
野

天
神
御

伝

」

の
記
述

と

同
じ
も

の
で
あ

り
、
第

二

の
清
涼

殿

に
立
現

れ

た
話

も

、
帝
釈

宮

と
場
所

こ
そ
異

れ

、お

そ
ら

く
は

そ
れ

と
同

じ
根

の
話

で
あ

ろ
う
。
ま

た
第

三

の
日

蔵

の
地

獄

め
ぐ

り
は

、
早
く

平
安
末

に
成

っ
た
と

い
う
宝

物
集

巻

二
に

、

や
や
簡

単
な

形

で
見
え

、
鎌
倉

期

に
下

っ
て
は
、

元
亨
釈
書

九

、
十

訓
抄

六

に
も

所
出

の
も

の
で
あ

る
。

こ

の
延
喜

帝
受

苦

の
話
も

、

日
蔵

の
残
し

た
承
平

四
年

を
あ

ま
り
多

く

下
ら

な

い
頃

に
出
来

た
も

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

前

述

の
如
く

一
条
朝

に
は
す

で

に
北

野
信

仰
も

盛

で
あ

っ
た
し

、
ま

た
、
北

野
縁

起
所

引

の
託
宣

や
、
注

2
に
あ
げ

た

『
天
満

宮
託
宣

記

」
記

載

の
多

く

の
託
宣

を
見

て
も
、

菅

公
雷

神
伝

説

は
そ

の

こ
ろ
に

は
十
分

に

発
達

し

て

い
た

こ
と

が
察

せ
ら
れ

る

の
で
あ

る
。

延
喜

帝

受
苦

の
伝

承
も

、
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紫
式

部

の
耳

に
入

っ
て

い
た
可

能
性

は
大

き

い
の
で
あ

る
。

眠

江
入
楚

が

「
延
喜
帝

の
罪
五

の
内

に
な

り
」
な

ど

と

い

っ
て

い
る

の
も

、
通
勝

が
そ

う

し
た
考

え

か

た
に
立

っ
て

い
た

た
め

で
あ

ろ
う
。

そ
し

て
、

こ
の
記

事

は
、

明
石
巻

の
記

事

と
微

妙

に
符

合
す

る
。

「
菅

丞
相

清
涼

殿

に
化

現
し

て
」

云

々
の
イ

メ
ー

ジ

が
、
あ

の
桐
壺

院

の
亡
霊

が
朱

雀
帝

の
夢
枕

に
た

っ
た
条

三
月

十

三

日
、
神
鳴

り

ひ
ら

め
き

雨
風

さ

は
が
し

き
夜

、
帝

の
御
夢

に
院

の
帝

御
前

の
御
階

の
も

と

に
立
た

せ
給

ひ

て
、
御

け
し

き

い
と

悪

し
う

て

に
ら

み
き

こ
え
さ

せ
給

ふ
を

、

か
し

こ
ま
り

て

お
は
し

ま

す
。

き

こ
え
さ

せ
給

こ
と
も

お

ほ
か
り
。

源

氏

の
御
事

な

り
け
ん

か

し
。

(
四

六

一
・
3

)

と
、
清

涼
殿

と

い
う
場

所
も

一
致

す

る
。

こ
れ

が
偶
然

と

い
う

に
は
、
度

が
過
ぎ

て

い
は

し
ま

い
か
。

宝
物

集

や
北
野

天
神

縁
起

が
、
他

の
部
分

で

源

氏
物

語

を
模

倣
し

た
跡

は
見
出

し

に
く

い
よ
う

で
あ

る

か
ら

、

こ
こ
も

源

氏
を

真
似

た

の

で
は
な

く

て
、
も
し

両
者

に
影

響
関

係

が
あ

る
と
す
れ

ば
、
源

氏

が
巷

間
流
布

の
伝
承

の
類
を

と

り
あ
げ

、

一
方

、
同

じ
も

の
が

宝

物
集

な

ど

に
流
れ

込
ん

だ
と

み
る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

眠

江
入
楚

が
触

れ
た
、
第

三

の
条

に
関
す

る
桐

壺

院

の
生
前

の
罪
障
す

な
わ

ち
延
喜

帝

の
菅

公

に
対
す

る
過

失

と
す

る
説

に

つ

い
て

は
ど
う

か
。

こ
こ

の
物

語

の
本

文

は
、
院

の
面
影

が
源
氏

の
夢

枕

に
立

っ
て
、
そ

の
手

を
と

っ
て
引
き

立

て
る
。

そ
し

て

住
吉

の
神

の
み
ち

び
き
給

ふ
ま

ま

に
、
は

や
舟

出
し

て

こ

の
浦
を

去

り

ね
と

の
給

は
す

。

い
と
う

れ

し
く

て
、

か
し

こ
き

御
影

に
別

れ
た

て

ま

つ
り

に
し

こ
な

た
、

さ
ま
ゐ

＼

か
な

し
き

事

の
み
多

く

は
べ
れ

ば

、
今

は

こ
の
渚

に
身

を

や
す

て
侍

り
な

ま
し

と
き

こ
え

給

へ
ば
、

い
と
あ

る

ま
じ

き

こ
と
、

こ
れ

は
た

だ

い
さ
さ

か
な

る
も

の

の
む
く

ひ
な

り
。
我

は
位

に
あ
り

し
時
あ

や
ま

つ
こ
と
な

か

り
し

か
ど
、

を

の
つ

か
ら

を

か
し
あ

り
け

れ
ば

、
そ

の
罪
を

お

ふ
る
程

い
と
ま
な

く

て

こ
の
世

を

か

へ
り

み
ざ

り

つ
れ
ど
、

い
み
じ
き

う

れ

へ
に
し

つ
む

を

み
る

に
耐

へ
が

た
く

て
、
海

に
入

り
渚

に
上
り

、

い
た
く

困
じ

に

た
れ

ど

か
か

る

つ

い
で

に
内
裏

に
奏

す

べ
き

こ
と

の
あ

る

に
よ

り
な

む

い
そ
ぎ

の
ぼ
り
ぬ

る
と

て
立

ち
去

り
給

ひ
ぬ
。

(四

四

五

・
6
～

13

)

桐
壷

院
ー

延
喜

帝

と

い
う

図
式

か
ら
推

し

て
そ

の
ま
ま

、

こ
こ
の
桐
壷

院

の
在

位
中

の

「
お

か
し
」

が
延
喜

帝

の
菅

公
左
遷

の
過
失

と
対
応

す

る
と

は
考

え

に
く

い
で
あ

ろ
う
。

桐
壺

院

の
側

に
源
氏

に
対
す

る

そ

の
よ
う

な

過
失

な

ど
は
考

え

ら
れ
な

い
か
ら

で
あ

る
。

そ

の
上
、

こ
こ

の
文
脈

か
ら

み
て
も
、

院

の

「
お
か

し
」

は
、
そ

の

つ
ぐ
な

い
に
ひ
ま

が
な

く

て
、
そ

れ

ま

で
源

氏

に
か

ま

っ
て

い
ら
れ
な

か

っ
た
と

い
う

の
だ

か
ら

、
源
氏

の

不
幸

と

は
関
係

の
な

い
も

の
で
あ

る
。

そ

の

「
お
か
し

」

の
内
容

は

、

い

か
に
も

「
お

の
つ

か
ら
」

出
来

て
き

た
よ
う

な

種
類

の
、
要

す

る

に
人
生

に
不

可
避

な
も

の
で
、
特

に
何

が
原

因

と
も

し

か

と
は

つ
か

め
な

い
、
作

者

に
も

明
確
な

根
拠

は
意

識

さ
れ

て

い
な

か

っ
た

の

で

は

な

い

だ

ろ
う

か
。そ

れ

は
と

も
か

く

と
し

て
、
私

は
、
こ

の
桐

壺

院

の
亡

霊

の
中

に
も

菅

公

の
面

影

を

見

る

こ

と

が

出

来

る

か

と

思

う

。

こ

の
条

で

の

院

の

行

動

は
、

「
海

に
入
り
渚

に
上

り
、

い
た
く
困

じ

に
た
れ

ど
」

と
あ

る
。

花
鳥

余
情

は

こ
の
語

に

つ

い
て
、
長

恨
歌

の

「
上
碧
落

下
黄

泉

と

い

へ
る

が
ご

と
し
」

と
評

し

て

い
る

が
、

そ

の
よ
う

な

大
き

な
空
想

で
は
な

い
。

い
わ
ば

日
常
的

な
感

じ

で
あ

り
、
険

し

い
海
岸

伝

い
も

し

く

は
海
路

に
よ
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っ
て
は

る
ば

る
と
旅

を
し

て
き

た
者

の
趣

き

が
あ

る
。

「
い
そ
ぎ
上

り

ぬ

る
」

の
語

も
、

上
京

の
途

中

で
立
ち

寄

っ
た

か

の
言

葉

づ
か

い
で
あ

り
、

そ

こ
に

は
、
多

分

に
瀬

戸

内
海

沿
岸

の

一
地
点

と
し

て

の
明

石
浦
を

基
点

と
し

て
想
定

し

た
地

理
的
感

覚

が
あ

る
。

は

る
か
西

方

か
ら
海

路
東

上
す

る
者

の

い
う

言

葉
な

の
だ
。

そ

こ
に

「
東

風
吹

か

ば
匂

ひ
お

こ
せ
よ

」
と

か
、

「
東

行
西

行
雲

砂

々
」

「
山
河
逮

ム矢
随

レ
行
隔

」

な

ど
と
吟

じ
な

が

ら
怨

み
を

呑

ん

で
僻

西

の
地

に
流
さ

れ

て

い

っ
た
菅

公

が
、
死

後

に
怨

念

を
抱

い
て
京

へ
上

っ
て
ゆ

く
姿

に
変

っ
て
は

い
な

い
だ

ろ
う

か
。

先

の
亡

霊

が
清

涼
殿

に
立
ち

現
れ

た

こ
と

と
合

せ
て

、
菅

公
と

こ

の
条

の
桐
壼

院

の
符
合

度

は

か
な

り
高

い
と
云

え

る
で
あ

ろ
う
。

五

以
上

種

々
の
点

か
ら
、
菅

公

の
故
事

が

源
氏
物

語

の
素
材

と
な

っ
た
事

情

を
述

べ
た

の
で
あ

る

が
、
最

後

に
少

々
検
討

を
加

え

て
お

か
ね
ば
な

ら

ぬ

こ
と
が
あ

る
。

そ

れ
は

、
菅

公

と
登
場

人
物

と

の
関

係

で
あ

る
。
菅

公

は
、

あ

る
時

に

は
配
流

者

た
る

こ
と
で
光

源
氏
自

身

と
重

な
り

、
あ

る
時

に

は
霞
震

と
な

っ
て
心

の
奥

ふ
か
く

に
汚

れ
を

も

っ
た
光

源
氏

に
戒

め
を
与

え

る
も

の
と

な

り

、
又
あ

る
時

に
は
桐
壺

院

の
姿
を

と

っ
て
不

正

を
た

だ
し

、
源
氏

、

を

救
う

役
割

を

果
す
。

だ

か
ら

た
と

え
ば

、
あ

の
雷
鳴

の
場

で
は
、
菅

公

は
光
源

氏
自

身

で
も
あ

り

、
ま

た
か

れ

の
頭

上

に
落

ち
か

か
る
雷

で
も

あ

り

、

さ
ら

に
そ

の
夜
夢

枕

に
立

つ
桐
壺

院

で
も
あ

る
。

つ
ま
り

一
人
三
役

と

い
う

忙
し

さ

な

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

な

こ
と
が

、
は
た

し

て

モ
デ

ル
論

、
准
拠

論

と
し

て
許

さ
れ

る
か

、
と

い
う

こ
と

が
問
題

と

な
る

か
も

し
れ
な

い
の
だ
。

し

か
し

、
実

は
、
で
あ

る

か
ら

こ
そ
、
逆

に
准

拠

論

は

特

定

の

一
人
物

に
固
定

し

て
考

え

て
は
な

ら
な

い
、

と
も

い
え

る

の
で
あ

る
。

一
つ
の
素

材

が
強
く
作

者

の
発
想

を

と
ら

え
た
場
合

、
そ

の
素

材

の
も

つ
多

面
性

が
、

各

の
面

に
分

割

さ
れ

て
、
登

場

人
物
や

局
面

に
分
与

さ

れ
る

こ
と

は
当
然

考
え

ら
れ

る
。

菅

公

が

一
人
二
役

、
あ

る

い
は
三

役
を
勤

め

て

い
る

こ
と

こ
そ

、
須
磨

巻

が
ど

れ
程

か
菅
公

伝
説

に
強

く
支

配
さ

れ

て

い
る

こ
と

の

証

拠
な

の
で
あ

っ
て

、
そ

の
事
を

弱

め
る
材

料
と

は
な

ら
な

い
で
あ

ろ
う
。

菅

公
を

光
源

氏

の
准
拠

と
推

定
す

る
事

は
、

は
じ

め

に
も

断

っ
た
通

り
、

他

の
准

拠
論

を
排

す

る
も

の
で

は
な

い
こ
と

も
、
ま

た
こ

の
事

に
よ

っ
て
、

同
様

に
明
ら

か
な

の
で
あ

る
。

【

注

】

1

た
と
え
ば
阿
部
秋
生
氏

『
源
氏
物
語
研
究
序
設
』
六
五

一
ペ
ー

ジ

2

北
野
縁
起
中
巻

に
は
、
天
慶

五
年
七
月
七
日
条
の
賎
女
あ
や
こ
に
託
宣

が
下

っ
て

同
七
年

に
北
野

に
奉
祀

の
こ
と
、

天
慶
九
年
近
江
国

の
祢
宜

の
子

に
託
宣

が
下

っ

た

こ
と
、
円
融
院

の
御
代
内
裏
焼
亡

が
続

い
た
折
、

一
夜

に
し

て
天
井
板

に

「
作

る
と
も
又
も
焼
け
な

ん
菅

原
や
む
ね
の

い
た
ま

の
あ
は
ぬ
か
ぎ
り

は
」

の
虫
喰

が

で
き
た

こ
と
な
ど

が
記

さ
れ
て

い
る
。

ま
た

『
天
満
宮
託
宣
記
』

に
も

、
天
暦
元

年
三
月
十
二
日

の
託

宣

(右

の
近
江
国
祢

宜

の
子

に
下

っ
た
も

の
と

同
じ
)
、

永

観
二
年
六
月
二
十
九

日
の
託
宣

、
正
暦
三
年
十
二
月
四
日
、
同
四
年
八
月

十
五
日
、

同
年
十

一
月
十
六

日
の
各

託
宣
が
収
め
ら
れ
、そ

の
申
告
名
者

も
記
さ
れ

て
い
る
。

そ
の
中

で
も
、
天
暦
元
年
三
月

の
そ
れ
に
は
、

「我

レ
瞑
悉

乃
身

ト
成

た
り
。
其
腹

患

の
烙
天
に
満
胱

。
諸
乃
雷
神
鬼
は
皆
我
加
従
類
と
成
天
惣
十
万
五
千

に
成
肋

・

只
我
所

行
乃
事

は
世
界
乃
災
難
乃
事
也
。
帝
釈
毛

一
向

に
任
給
た
り
。

其
故
は
不
信

乃
者
世
。
ろ

臓

.
甕

之
轟

行
夙宣

は
此
我
類
蛙

む
所
々
.
慧

令
レ
行
奮

今

は
只
不
信

に
有

牟
人
礎
雷

公
電

公
伸寺
レ
仰
天
令

踏
殺

牟

。
悪
瘡
不
吉
物
は
有
砂
。
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汝
等
毛
我
力
為
・
不
舞

、.
子
孫
升
力

蕊

縫

阿
波
礼
加
久
云
就

世
界

、

佗
b

悲
不

衆
生

ヲ
見
者

何
天
救

鉾

耳
ソ
我
思
フ

。
筑
紫

に
有

・ン
程
仁
常
に
仏

天

を
仰
天
願

ン
様
者
・
命
終
沁
当
主

r一如

v
我
久
慮

外
乃
災

に
遇
牟
人
惣
天
佗
悲
牟
者

.曙陸

助
ヶ
救

比
人
於
沈
損

欲
者
確
糺
ス
身

レ一生

..願
乱
如
レ
思

成
"
。
我
敵

ハ
漸
ク
無
ク
成

た

り

。

今
少
ク
有
る
。
其

梓一我

,ゲ.切
に
帰
依

封
れ
暫

ク
免
砒
幅
」
云
々
と
あ
り
、永
観

二
年
六
月

の
託
宣

に
も

「我
随
身
伴
党

十
六
万
八
千
八
百
余
人
、
惣
含

v恨
背

v

世
貴
賎
霊

界
皆
悉
集
来
、
(中

略

〉
我

毎
向
皇
城
、焼
亡
度

々
、我
更
不

屑
。
而
伴

〉
類
中
所
〉

成

、
為

レ
公
常
以
嘲
弄
、
令

V
致

二
大
費

一
、
後

々
又
不

V
断
歌
。

」

な

ど
と
あ

っ
て
、
雷
神

の
畏
怖
す

べ
き
相

貌
を
あ
ら
わ

に
し

て

い
る
。
各

一
条
朝

以
前

に
お
け
る
天
神
信
仰

の
実
体
を
察

し
う
る
.

3

こ
の
祈
禧
文

が
、
対
句

の
多

い
漢

文
的
表
現
で
あ

る
こ
と
は
、玉
上
琢
弥
氏

『
源

氏
物
語

評
釈
三
』

一
五

四
ペ
ー
ジ
に
指
摘
が
あ
る
。

4

こ
の

「罪
」
を
仏
教
的

な
罪
障
意

識
と
解
さ
れ
る
阿
部
秋
生

氏
の
説

(前
掲
書

第

一
章

)
、ま
た
源
氏

の
行
為

自
体

に
罪

の
意
識
を

と
も

な
う

べ
き
点
は
無
か

つ
た

と

す
る
多
屋

頼
俊
氏

の
説

(
『源

氏
物
語

の
思
想
』

)
も
あ
る
が
、
な
お
問
題
は
多

し
よ
う

に
田心
う

5

拙
稿

「政
治

と
人
間

」

(国
文
学
、
源
氏
物
語
特
輯

考
、昭
和
四
六
年
六
月
号

)
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