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野
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後

藤

昭

雄

「

光

源
氏

、
名

の
み

こ
と

ご
と

し
う

、
言

ぴ
消

た
れ

た
ま
ふ
替

お

ほ
か

な

る
に
、

い
と

ど
か
か

る
す

き
ご

と
ど

も
を

、
末

の
世

に
も
聞
き

つ
た

へ
て
、
か

ろ
び

た
る
名

を
や
流

さ
む

と

、
忍

び
給

ひ

け
る
か

く
ろ

へ
ご

と
を

さ

へ
、

語
り

つ
た

へ
け

ん
、
人

の
物

言

ひ
さ
が

な
さ

よ
、
さ

る
は

い
と

い
た

く
世

を
は
ば

か
り

ま

め

だ
ち
給

ひ

け
る

ほ
ど
、

な
よ
び

か

に

を
か

し
き

こ
と
は

な
く

て
、
交

野

の
少
将

に
は
、
笑

は
れ
給

ひ
け

ん
か

し

。

交

野

の
少

将

の
名
は

、

こ
の

「
源

氏
物

語

」
帯
木

巻
冒

頭

の
文
章

に
よ

っ

て
有

名
で

あ

る
。
で

は
、
交

野
少

将
と

は
、

ど

の
よ
う

な
人
物

で
あ

る
か

と

い

え
ば

、
「
古

物
語

『
交

野
少
将

物

語
』

の
主
人

公
で

風
流

な
好
色

人
」

と

い
う

の
が

、
現
在

の
諸
注

釈
書

の
大

方

の
説

明
で

あ

る
。
中

で
、
島
津

久

基

氏

、
玉
上
琢
弥

氏

に
は
、
現
存

の
資

料
を
駆

使

し

て
の
詳
し

い
御
考

察

注
」

が
あ

る
。
島
津

氏

は
、
従
来

無
批

判

に
と

り
あ

つ
か
わ

れ

て
き

た

「交

野
少

将

物

語

」

に
関

す

る
資

料

を
検
討

し
、
そ

の
同

一
性
を
明

確

に
さ
れ

、
玉
上

氏

は
物

語

の
内
容

を
復

原
す

る
過
程

を
通

し

て

、
古

物
語

の
方
法

を
鮮

や

か

に
分
析

さ

れ
た

。
私

は
両
氏

の
御
考

説

に
教
示

を
受

け
な
が

ら

、
新
し

い

若

干

の
資
料

を
提

出
し

、

こ
れ
ら

と
は

異

っ
た

観
点

に
立

っ
て
考

察
し

て

み
た

い
。
す
な

わ
ち

「
交

野
少

将
物

語
」

が
実
在

の
人
物

を

め
ぐ

る
事
件

を

そ

の
構

想
の
基
盤

と

す
る
物

語
で

あ

っ
た

こ
と
を
述

べ
よ
う
と

す

る
の

で

あ

る
。

二

 

交
野
少

将

、
あ

る

い
は
交

野
物
語

の
名

が
見

え
る

の
は
、
先

の

「
源
氏

物

語
」
帯

木

巻
だ

け
で

は
な

い
。
断
片

的

な
が

ら
、
他

に

い
く

つ
か

の
資

料

が
あ

る
。

い
ず

れ
も

、
島
津

、
玉

上
両
氏

が

す
で

に
指
摘

さ
れ

た
と

こ

ろ
で
あ

る
が

、
以
下

に
そ
れ
ら

を
あ

げ
、
交

野
少

将
と

は
ど

の
よ

う
な

人

物

で
あ

り
、

そ

の
物

語

に
は

ど

の
よ
う

な
話
が

も
り

こ
ま

れ

て
い
た
か

、

そ
れ
を
考

え

て
み

よ
う

。

一
①
か

た

の
の
少
将

(和

歌
色
葉

集

巻

三
)

②
物

語

は
住
吉

、
う

つ
ぼ

、
殿
う

つ
り

、

(中

略

)
、
交

野

の
少

将

(枕
草

子

三
巻
本

、

日
本
古

典
文
学

大
系

本

二

一
二
段

)

二
①

吹

き
み

だ
り

た

る
萱

に

つ
け
給

へ
れ
ば

、

人

々
交

野

の
少

将

は
、



紙

の
い

う

に

こ
そ
と
と

の

へ
侍

り

け
れ
と

き

こ
ゆ

(
源
氏

物
語

、
野
分

)

②

こ
れ

は
紫

の
薄
様

に
書

き

て
苅

萱

に
附

け
た

る
が

、
紙

の
色

に
違

ひ

た
る

と
、
人

々
智

め
た

る
な
り

、

な
み

の
し

め

ゆ

ふ
と

い
ふ
物
語

に

よ
そ

へ
つ
つ
見
れ
ど
か
ひ
な
し
か

く

て

の
み

ひ
と

り
は

い
か
が

い
で

の

の
山
吹

ふ
り

に
た
る
事

な

れ
ど
紙

の
色

に
似
た

る

こ
そ
を
か

し

け

れ
と

て
山
吹

に
附

け
給

ふ
、

か
た

の

の
少

将

に
や

な
る

ら
む
、
今

按

に
、
交

野
少
将

は
紙

の
色

に
似

あ

ひ
た

る
枝

に
附

け
た
る

を
夕
霧

の

心

に
は
必
ず

し
も
然

る

べ
か

ら
ず

、

何

に
て
も

そ

の
時

に
し

た
か

ひ

た

る
花

に
附
く

べ
き

と
思

ひ
給

へ
る

に
や

(
花
鳥
絵

情

巻
十

五

)

イ
故

イ
た
か
ゝ
り

三

①
殿

中
納

言
た

よ
り

の

つ
い

て
に

一
よ
と
ま

り

て
ま
た

と
も

と
ひ
侍

ら

さ

り

け
れ
は
身

を

な
け

ん
と
し

け

る
所

に

て
う
か

ひ
を
み

つ
け

て
は

か

ま

の

こ
し
を

ひ
き

や
り

て
か

ゝ
り

の
松

の
す

み
し

て
か
き

て
か

の

中

納
言

に

つ
た

へ
よ
と

て
と
ら

せ

侍
り

け

る

か

た

の
の
大
領

女

か

つ
き

ゆ

る
う
き
身

の
沫

と
成

ぬ

と
も

誰
か

は

と
は

ん
跡

の
し
ら
浪

(
風
葉

和
歌

集
巻

十

四

)

②

ゆ
く

ゑ
も

し
ら

ぬ
大
海

の
は
ら

に

こ
そ
お
は

し
ま

し

に
け
め

大
海

日
本
紀

二
浜
渤

を

お

ほ
う
み

と
よ

め
り

は
ら
と

は
大
海

う
な

は
ら

と
云

儀
歎

、
水
原

抄
云

か
た

の
の
物

語

に
有
可

勘

(
河
海
抄

巻

二
十

)

四
①

交

野

の
少
将

も
ど

き
た

る
落
窪

の
少

将

な
ど

は
を
か

し

(
枕
草

子
、

二
九

二
段

)

②

ま

こ
と
、
此

の
世

の
中

に
恥

つ
か

し
き

物

と

お
ぼ
え
給

へ
る
弁

の
少

将

の
君

、
世

の
人

は
交
野

の
少
将

と
申

す
め

る
を

(落

窪
物

語
巻

一
)

③

交

野

の
少

将

を
か
た

ち

よ
し
と

ほ
め
聞

か
せ

奉
り

つ
る

に

こ
そ
、
見

ま

う
く
成

ぬ

れ
、

(
中
略

)
、
文

だ

に
持

て
来

そ
め
な
ば

か
ぎ

り
ぞ

か

れ
は

い
と
あ

や
し

き
人

の
癖

に

て
文

一
く

だ
り

や
り

つ
る
が

、
は

つ

る
る
や

う
な

け
れ
ば

、
人

の
妻

み
か

ど

の
御

め
も

持

た
る
ぞ

か
し

(同

)

④

み
や

こ
の
う
ち

に
、
女

と

い
ふ
限

り
は

、
交

野

の
少

将
め

で
惑

は
ぬ

は
な
き

こ
そ
う
ら

や
ま

し
け

れ

(同

〉

⑤
物

狂

ほ
し

、
交
野

の
少
将

の
わ

た
く

し
も

の
ま

う
け

ん
時

は
し
も

、

お

ほ
や
け
　

し

く

て
と
ら

れ
む

(
同

)

⑥

彼

語
ら

ひ

せ
し
少

納

言
、
交

野

の
少
将

の
文

も

て
来
た

る

に
(
同
巻

二

)

一
は
巻
名

だ

け
が

記
さ
れ

る
も

の
で
あ

る
が

、

こ
れ

に
よ
れ
ば

「
交

野
少

将
物

語

」
と
呼

ば

れ

て
い
た

こ
と

に
な

る
。
と

こ
ろ
で

、

三
ω

「
風
葉
和

歌
集

」

に

「
か
た

の

の
大
領

女

」
が

よ
ん
だ

歌
を

一
首

あ
げ

る
が

、

こ
れ

は

こ
の
集

の
詞

書

の
か
き
方

で

は
、

「
か

た

の
物

語
」

の
中
で

、
大
領

の

女
が

よ

ん
だ
歌

と

い
う

こ
と

に
な
る
。

ま
た

三
②

の

「
河
海
抄

」
所
引

の

「
水

原
抄

」

に
も

「
か
た

の

の
物

語
」

の
名

が
見

え

て
い
る
。

こ
の

「
交

野

(
の
)
少
将
物

語

」
と

「
か

た

の

(
の

)
物

語

」
は

同
じ
も

の
な
の
で

あ

ろ
う
か

。

こ
れ

に

つ
い
て
、
島
津

、

玉
上
両

氏

と
も

に
前
掲

の
資
料

を

比
較
検

討

し

て
、
両
者

は
同

一
の
も

の
で

あ

り
、
交

野

の
少
将

が

そ
の
主

人
公
で

あ

る
と

さ
れ

て

い
る
。
後

に
記

す
よ

う

に
、
諸
資

料

の
間

に

一
致

し
た
内

容

を
も

つ
も

の

の
あ

る
と

こ
ろ
か

ら
、

私
も

こ
れ
を
妥
当

だ
と

考

え
、
以

下

、

こ
れ

に
従

っ
て
論

を
進

め

て

い
く

。

一一



二
①

は

、
夕
霧

が

明
石
姫

君

の
御
局

で
雲
井

雁

へ
の
消

息
を

か
く

と

こ
ろ

で

、

女

房
が

紙
と
枝

と

の
色
を

そ

ろ
え

る
と

い
う
細

か
な

心
づ
か

い
を

し

た

交

野

少
将

を
例

に
と

っ
て
忠
告

し

た

の
で
あ

る
。
②

は
①

の
本
文

に
対

す

る

「
花
鳥
鯨

情

」

の
注

で
あ

る
が

、

こ

こ

に
引

用

さ
れ

た

「
波

の
し
め

ゆ

ふ
」

と

い

う
物

語

に
見

え

る
交
野

の
少
将

も

「
紙

の
色

に
似

た
る

こ
そ

を

か

し

け

れ
と

て
山
吹

に
附

け
」

る
と

い
う
趣
向

を

こ
ら

す
人
物

で
あ

っ

た

。
三
①

「
か

た

の
物

語
」

か
ら

「
風
葉

和
歌

集

」

に
引

か

れ
た

一
首

で
あ

る

が

、

本
文

の
上

で

「
た
よ
り

」

の
個
所

が
、
京

大
本

で

は

「
た

か
か
り

」

と

な

っ
て
い

る
。

こ
れ
は
あ

と

に

「
一
夜

と
ま

り

」
ま

た

「
大
領

」

の
語

が

で

て
く

る

と

こ
ろ
か
ら

、

「
た
か

か
り

」

に
従

う

べ
き
で

あ

ろ
う
。

そ

し

て
、

こ
れ

に
よ

っ
て
物

語

の
内
容

の

一
部

を
窺

い
見

る

こ
と

が
で
き

る
。

主

人

公
殿

中
納

言
は
鷹
狩

に
行
き

、

そ
の
地

の
大
領

の
女

と
契

り
を
結

ん

だ

、

し
か

し
再

び
訪

ね

て
く

る

こ
と
は

な

か

っ
た

の
で
、
悲

し

ん
だ
大
領

女

は
川

に
身

を
投
げ

た
と

い
う

。
②

の

「
河
海
抄

」

は

「
源

氏
物
語

」
蜻

蛉

巻

の
、
失

踪
し

た
浮
舟

を
あ

る

い
は
宇
治

川

に
水

を
投
げ

た

の
で

は
と

侍

女

達
が

噂

を
す

る
と

こ
ろ
で
、

「
ゆ
く

ゑ
も
し

ら

ぬ
大

海

の
は
ら

に

こ

そ
お
は
し
ま

し

に
け
め

」

の
源
氏
本

文

に
対
す

る
注

で
あ

る
。

こ
こ
に

「

か
た

の

の
物

語
」

の
名
が

見
え

て

い
る

。

こ
の
物

語

に
も
や

は
り
女

の
入

水

事
件

が
描

か
れ

て

い
た

の
で

あ
り

、
①

と
②

と

は
同
内

容

の
も

の
と
考

え

ら

れ
る

。

四
の

「
落
窪

物

語
」

に
見
え

る
交

野
少
将

は

、
古
物

語

「
交

野
少

将
物

語
」

の
主

人
公
を

さ
す

の
で

は
な
く

、
②

の
文

に
書
か

れ

て
い
る

よ
う

に

「
落

窪

物

語
」

中

の
弁

少
将

を
人

々
が

、
交
野

少
将

と
呼

ん
だ

と

い
う

の
で

あ

る
。

だ
か

ら

「
落

窪
物

語
」

の
交

野
少

将

は
直
接

に
は

弁
少
将

を

さ
し

て

い
る
わ
け

で
、

こ
こ
に
描

か
れ

て

い
る

こ
と

が

そ
の
ま
ま

、

「
交
野
少

将

物

語

」

の
主

人

公

の
交

野
少

将

の
性
格

、
行
動

と
考

え

る
わ

け

に
は

い
か

な

い
。
し

か
し

、
両
者

は

そ

の
人

と

な
り

に
共

通

す
る
も

の
を

も

つ
か
ら

こ
そ
、
弁
少

将

は
交

野
少
将

と
呼

ば

れ
た

の
で
あ

ろ
う
。

間
接

的

に
は
交

野
少

将
を

知

る

こ
と

が
で
き

よ

う
。
た

と

え
ば

、
③

に
描

か

れ

て
い
る
よ

う

に
、
交

野
少

将
は

、

「
文

だ

に
持

て
来

そ
め
な
ば

か
ぎ

り

ぞ
、
か

れ
は

い
と

あ

や
し
き

人

の
癖

に
て
文

一
く
だ

り

や
り

つ
る
が

は
つ

る

る
や
う

な

け
れ
ば

」
と

い
う
よ
う

な
巧

み
な
文

の
使

い
方

を

こ

こ
ろ

え

て
い
る
人

で
あ

っ
た

が
、

こ
れ
は
前

に

二
で

述

べ
た
消
息

の
紙
と
枝

の
色

と
を

そ
ろ

え

る
と

い
う
細

心

の
心
遣

い
を
見

せ

る
交
野
少

将

の
描
き

方

と
符
節

を
合

す

る
。
と

す
れ

ば
③

の

「
か
た
ち

よ
し

と

ほ
め
」
ら
れ

、
④

「
京

中

の
女

」

と

い
う
女

が

「
め
で
惑

は

ぬ
は

な
」
か

っ
た

と

い
う
交

野
少
将

の
美
貌

、

魅
力

は

、

ほ
ぼ
古
物

語

の
主

人
公

、
交

野
少
将

に
備

っ
て

い
た
も

の
と
考

え

て
よ
か

ろ

う
。

以

上
が

現
存

の
資
料

に
よ

っ
て
知

ら
れ

る

「
交

野
少
将

物

語
」

の
内

容

で
あ

る
。

三

 

交

野
少

将

に

つ
い

て
古
来

こ
れ

に

モ
デ

ル
と
し

て
実
在

人
物

を
求

め
る

考

え
方

が
あ

っ
た
。

最
も

古
く

は

「
紫

明
抄

」

に

「
英
明

中
将
交

野

に

一

宿

す
」

と
あ

り
、

つ
い
で

「
河
海

抄

」

に

一
説

云
、
業

平
朝

臣
た

な
ば

た

つ
め

に

や
ど
か

ら
ん
と

詠

せ
る
時
交

野

に

一
宿
す
傍

有
此

名

歎
云

々
又
英

明
中

将
を
號

交

野
少
将

云

々

(中
略

)

或

説
交

野
勝

任
と

い
う
も

の
あ
り

け
り
と

云

々

と
諸

説

を
あ
げ

、

「
河
海
抄

」

の
著
者

は

「
何

も

不
足
信

用
」

と
述

べ

て
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い
る
。
ま

た
黒

川
春
村

の

「
古
物

語
類

字
抄

」

に

按

に
尊
卑

分

脈
云
、
左

大
臣

藤
原
武
智

麻

呂
公

男
、

参
議
巨

勢
麻

呂
卿

流

、
左

少
弁
兵

雄
孫

、
左

中
弁
千

乗

、
季

縄

と
見

え
た

る
は
仁

和
頃

の
人

な
り

、
此

人

の
事
跡

を
作

れ
る

物

語
な

る

べ
し

と

あ

る
。
近

く
は

、
清
水

泰
氏

に
こ
れ
ら

旧
説

に
拠

っ
て
の
考
説

が
あ

る
。

清

水

氏

は

旧
説
を
検

討
し

、
結
論

と

し

て
交

野
少
将

の

モ
デ

ル
と
し

て
源

英

明

を

考

え
ら
れ

る
。

旧
説

に

い
う

他

の
業

平
、
交
野

勝
任

、藤
原

季
縄

の

三
人

に

つ
い

て
は
、
清
水

氏

は

こ
れ
ら
を

交
野

少
将

と
考

え

る

に
は
、
な

お

資
料

が

不
十

分
でて
あ

る
と
し

て
し
り

ぞ

け
ら

れ
た

。
私

も

こ
れ
ら

に

つ

い
て
は
、

氏

の
御

考
説

に
従

い
、

こ

こ
で

は
氏

の

い
わ
れ

る
英

明

に

つ
い

て
考

え

て
み

る
。

源
英

明

に

つ
い

て
も

、
現
存

の
資

料

に
よ

っ
て
、

前
節

で
述

べ
た

よ
う

な

交

野
少
将

ら
し
き

姿
を

さ
ぐ

り
出

す

こ
と
は

で
き

な

い
。
清
水

氏

の
論

も

積

極

的

な
資
料

に
拠

る
も

の
で

は

な
く

、

英

明

は

「
号

一毛
車

中
将

こ
と
も
慈

覚
大

師
伝

の
奥

書

に
見

え

て
い
る
。

(
中
略

)
毛
車

中
将

と
呼
ば

れ

た
以
上

は
毛

車

を
用

い

る

こ
と

が
多
か

っ
た

こ
と

に
よ
る
と

思
わ

れ
る
。

青
、
赤

、

紫
な

ど
で

飾

っ
た
婦

人
乗

用

の
毛
車

を

用

い
た

こ
と

は
普
通

の
男
性

と

は
少

し
異

っ
で

い
る
。
江

談

抄

に

つ
た

え

る
ご
と

く
、
時

平

一
派

の
権
勢

に
圧

さ
れ

て
面
白

く
な

か

っ
た
彼

は
、
あ

る

い
は
女
色

に
欝

を
慰

め

る
と

い
う

こ
と
が
あ

っ
た

か
も
知

れ

ぬ
。
鷹
狩

に
交

野

に
行

っ
て
、

そ

の
時

に
婦

人

に
関
心

が
あ

っ
た

か
も
知

ら

れ
ぬ
。

そ
う
し

た

こ
と
か

ら
毛

車

中
将

と

い
わ

れ
、

交

野
少

将
と

い
わ

れ
た

か
も
知

れ

ぬ
。

そ
し

て
交

野
少

将
物

語
は

こ
の
英

明
中

将
で

あ

っ
た
か

も
知

れ
ぬ
。

野
羽
林

名
人
鷹
生

杉
作
者
部

類
作
千
業

右
近
少
将
従
五

位
下
、
世
号
片

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
推
測
の
積
み
重
ね
に
よ
る
結
論
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
も
そ
も
推
測
の
出
発
点
と
な

っ
て
い
る

「毛
車
中
将
」
の
名
は
、
氏
が

考
え
ら
れ
た
よ
う
に
英
明
が
毛
車
を
用
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
に
よ

る
の
で
は
な
く
、
次
の

「江
談
抄
」

(巻
二
)
の
話
柄
に
も
と
ず
い
て
い

る
。英

明
乗
横
榔
車
事

又
被
命
云
、
英
明
昔
粛
積
榔
車
被
惨
弦
性
寺
御
国
忌
つ
公
卿
多
以
参
会

朝
成
卿
云
、
公
卿
之
車
外
有
積
榔
車
誰
人
哉
。
英
明
被
レ答
云
、下
官
車

也
。
若
被
冶
仰
者
、
不
何
乗
積
榔
車
乏
由
有
研
見
者
趣
承
云
々
。
件
法

式
無
所
見
云
々
。

二

一

法

性

寺
で

御

国
忌

の
あ

っ
た
時

、

多
く

の
公
卿

が
参
会

し

た
が

、
英
明

は
横

榔

毛

の
車

に
乗

っ
て
加
わ

っ
た
。
公
卿

で

な

い
の

に
横
榔

毛

の
車

に
乗

っ
て
い
る

の
を
不

審

に
思

っ
た
藤
原

朝
成

が
車

の
主

に
声
を

か
け

た
。

す

る
と
英

明
は
逆

に
、

公
卿

で
な

け
れ
ば
積

榔
毛

の
車

に
乗

る

こ

と

の
で
き

な

い
所
以
を

承

ろ
う
と
応

酬
し

た
。

こ
の
よ

う

に
旧
説

は
、

い
ず

れ
も
確

固
と
し

た
根

拠

に
も
と

ず
く
も

の
で

な

く
、
推

測

さ
れ

る
そ

れ
ら

の
人

々
の
姿

に

「
交

野
少
将

物

語
」

の
内
容

と

重
な

り
あ

う
も

の
を
求

め

る

こ
と

は
で
き

な

い
。

四

年
返

り

ぬ
。
桐
壷

の
御

方
ち

か
づ
き

給

へ
る

に
よ
り

、
正
月

朔

日
よ
り

御

修
法

ふ
だ
ん

に
せ
さ

せ
給

ふ
。

(
源
氏

物
語
若

菜
上

)

年

が
改

っ
た

。
光

源
氏

は
四
十

一
歳

で
あ

る
。
⊥
ハ
条

院

で
は
御

産

の
近
ま

っ
た
明

石
女
御

の
た
め

、安
産

を
祈

る
修
法

が
始

め

ら
れ

た
。
葵

上
を
出

産

で

死
亡

さ

せ
る
と

い
う

忌
し

い
経
験

を
持

つ
源
氏

を

は
じ

め
、
身

近

の
人
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々

は
ま

だ
若

く
弱

々
し

い
明
石

女
御

の
身

を
案
ず

る
が
、
女

御

は
無
事

に

男

御

子
を

出

産

す
る
。

三

月

の
十

余

日

の
ほ
ど

に
た
ひ
ら

か

に
生

ま

れ
給

ぬ

こ
の

本
文

に
対

し

て
、

「
紫

明
抄

」
は
次

の
よ
う

に
注

を
加

え

る
。

東

宮
誕

生
事

御
母

明

石
中

宮

例

醍
醐

天
皇

誕
生
事

御
母

皇
太

后
宮
胤

子

こ
れ

は
東
宮

と
な

る
男
御
子

を
生

ん
だ

明
石

中
宮

の
出

自

を
説
明

し
、

こ

の

よ
う
な
幸

い
人

の
例

を
過
去

の
史
実

に
求

め

て
例

と

し

て
あ

げ
た
も

の

で

あ

る
。
ま

こ
と

に
的
確

な
指
摘

と

い
う

べ
き

で
、

そ

の
系

譜

は
酷
似

す

る

。

わ
か

り

や
す
く
か

き
直

せ
ば
次

の
よ
う

に
な

る
。

入
道
前
播
磨
守

交

野
大

領

弥
益
-

光
源
氏

,

ー
明
石

上

高

藤
女

明
石
中
宮

今
上
帝

胤

子

宇
多
天
皇

東

宮

醍
醐
天
皇

「
紫

明
抄

」

の
指
摘

の
史
実

と
し

て
の
正
し

さ
は

、

「
尊
卑

分
脈

」
「
公
卿

補

任
」

に
よ

っ
て
確

か
め

得
る

。

高
藤

う定

国

母
宮
内
大
輔
宮
道
弥
益
女
従
三
引
子

●

(頭
注
)
紀
略
、
略
記
、
西
宮
記
裏
書
作
列

定

方

母
同
定
国

胤

子

母
同
醍
醐
天
皇
御
母
儀
宇
多
天
皇
女
御

(尊

卑
分

脈

)

昌
泰

二
年

条

藤

原
定

国

母
宮
内
大
輔
宮
道
弥
益
女

「
紫

明
抄

」

に
い
う

「
交
野

大
領
弥

益

」
は
、

宮
道
弥

益

で
あ

る
。

注

目
さ

れ

る

の
は

「
紫
明

抄

」

に
見

え

る

「
交
野

大
領

弥
益
女

」

の
文

字

で

あ

る
。
す

な
わ

ち
、

さ
き

に
あ
げ

た

「風

葉
集

」
中

の

一
首

の
作

者

「
か

た

の

の
大

領
女

」
と
近

似
し

、
両

者

の
間

に
何

ら

か

の
結

び

つ
き

が

予
想

さ

れ
る
。

こ
れ
を
端
緒

と

し

て
糸

を
手
繰

っ
て
行

け
ば
、

「
交

野
少

将
物

語

」

の
未

知

の
部
分

を
知

り
得

る

の
で

は
な

か

ろ
う
か
。

こ
れ
ら

二

つ
を
結
び

合

わ
せ

る
と

、

一
応
次

の
よ
う

な
推

測

を
下

す

こ
と
が

で
き

る
。

こ
の

「
か

た

の
の
大
領

女

」
は

「交

野
大

領
弥

益
女

」
、
つ
ま
り

、
宮
道

弥

益
女

で
あ

る
。

と
す

れ
ば
、

そ

の
宮
道
弥

益
女

を
妻

と
し

た
藤
原

高
藤

が

、

「
か

た

の
の
大
領

女

」
と

一
夜
だ

け

の
契

り
を

交
し

た
殿

中
納
言

で

は
な
か

ろ

う
か
。

さ
ら

に
は
藤

原
高

藤
が
交

野
少

将
で

は

な
か

ろ
う
か
。

こ

こ
に
い
た

っ
て
藤

原
高
藤

が
浮

び
上

っ
て
く
る

。
高

藤

の
恋
1

。
我

々

が
想

い
起

す

の
は
、
彼

の
少

年

の
日

の
冒

険
行

で
あ

る
。
最

も
詳

し
く

は

「
今
昔

物

語
」

巻

二
十

二
第

七
話

、
高
藤

内
大

臣
語

と
し

て
見

え
る
。

長

文

な

の
で

筋
を

要
約

す
れ
ば

、
次

の
よ
う
な

話
で
あ

る

。

良

門

の
子
高

藤

は
、
父

に
似

て
鷹
狩

が
好
き

で
あ

っ
た

。
十

五
、
六
歳

の
頃

、
鷹
狩

の
途

中
、

南
山
階

の
渚

の
山

で
瞭
雨

に
あ

い
、
雨

を
避

け

て

一
軒

の
家

に
立
ち

寄

っ
た

。
そ

こ
で
主

人

の
も

て
な
し

を
う

け
て

一

晩
を

過
し

た
が

、

そ
の
時
、

そ

の
家

の
少

女
と
契

り

を
交

し
た
。

こ

の
事

が
あ

っ
て
か
ら
高
藤

は

、
父
か

ら
鷹
狩

に
出

る

こ
と
を

固
く

止
め

ら
れ

た
が

、
少
女

の
面

影
は

い

つ
ま

で
も
忘

ら

れ
な

か

っ
た

。
六

(
公
卿

補
任

)
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六
条
院
御
女
母
明
石
上

入
道
前
播
磨
守
女
也

内
大
臣
高
藤
公
女

母
交
野
大
領
弥
益
女



年

た

っ
て
父

の
亡
く

な

っ
た
後
高

藤

は
案
内

を
知

っ
た
舎

人

一
人
を

つ

れ

て
再

び
か

の
家
を
訪

れ

た
。
少

女

は
見
違

る
ば

か
り
美

し
く
成

長
し

て
お
り

、
可
愛

い
五
、
六
歳

の
女

の
子

を

つ
れ

て
彼

の
前

に
現

れ
た
。

そ
れ
が
自

分

の
子

で
あ

る

こ
と

を
知

っ
た
高
藤

は
、
奇

縁

に
驚

く
と
共

に
強

く
女

に
惹

か
れ

、
母
子
共

に
自

分

の
邸

に
引
き
取

る

こ
と
と
し

た
。

そ
の
家

の
主
を

尋
ね

る
と

、
そ

の
郡

の
大
領

宮
道
弥

益
と

い
う
者

だ

っ

た

。

の
ち

、
女

の
子

は
成

長
し

て
宇
多

天
皇

の
女
御

と
な

っ
て
醍

醐
天

皇

を
生

み
、
続

い
て
高
藤

と
弥

益
女

と

の
間

に
生

ま
れ

た

二
人

の
男

子
、

定

国
、
定

方
は
大

将

、
大

臣
と
な

り
、
高

藤
自

身
も
内

大
臣

に
ま
で

進

ん

だ
。
ま

た
、

弥
益
夫

妻

は
、

そ
れ
ぞ

れ
、

勧
修

寺
大

宅
寺

を

開
き
、

一
門

共

に
栄

え

た
。

古

典
大

系
本

の
頭
注

に
よ
れ
ば

、
他

に

「中

外
抄

」

「
富

家
語

」

「
勧

修

寺

雑
事

記
」

「
勧
修

寺
縁

起

」

「
宇

治
大
納

言
物

語
」

に
も
類
話

が
あ
り

、

当

時
広

く
世

間

に
伝
え

ら
れ

て

い
た

と
思

わ
れ

る
。

こ
の
高
藤

の
冒

険

護

の
初
め

の
部

分

の
主
要
な
筋

、
す

な
わ
ち

、
鷹
狩

に

出

て
雨

に
遭

い
、

雨
宿
り

を
し

た
家

の
女

と

一
夜

だ
け

の
契
り

を
結
び

、

そ

の
後

、
長

い
間
訪

れ

な
か
う

た
と

い
う
点

は

、
ま
さ

に

「
風
葉

集

」

の

「
殿
中
納

言

た
か

が
り

の

つ
い
で

に

一
よ

と
ま
り

て
ま
た

と

ひ
待
ら
ざ

り

け
れ
ば

」
と
符

節

を
合
口
す

る
。

そ
し

て
、

い
ま

「
交
野

少
将

」
と

「
か

た

の
の
大
領
女

」
を

、
藤
原
高

藤

と
宮

道
弥
益

女

と
す

る
立
場
で

考

え
る
時

、
玉

上
琢
弥

氏

の
交

野

少

将

物

語

に

つ
い
て

の
結

論
を

も
満

足
さ

せ
る

よ
う

に
思
わ
れ

る
。

玉
上
氏

は

次

の
よ

う

に
述

べ
ら

れ
た

。

こ
う

し

て
最

後

の
考
え

方

に
到
達
す

る

。

「
交

野
少
将

物
語

」
は
短
編

ご

あ

っ
た
。

こ
の
人
と
大

領

の
女
と

の
事

件
を
主

と
す

る
物

語
で
あ

っ

た
。
そ
し

て
、
他

に
交

野

の
少

将
を

語

る
物
語

が
あ

っ
た

の
で

は
な
く

、

こ
の
人

の
世

の
す
き

人
た

る

こ
と

は
説

明
さ
れ

て
い
る
だ

け
で
、
恋

人

と

の

こ
と

は
、

必
ず
し

も

一
々
に
は
、

描
か
れ

て
は

い
な

か

っ
た

の
で

あ

る
。

こ

の
人

の
恋
愛

生
活

か
ら

見
れ
ば

ほ

ん

の
播
話

に
す

ぎ
ず

、
傍

流

に
す
ぎ

な

い
大

領

の
女
と

の

こ
と
が

、
前
面

に
描

か
れ

て

い
た

。
「
都

の
中

に
女

と

い
ふ
か
ぎ

り
」
「
め
で
ま

ど

は
ぬ

な
き
」
交

野

の
少

将

が
、

そ

れ
ら

に
対

し

て
は
熱
中

せ
ず

、

な
ん
と

、
大
領

の
女

ご
と

き
を

あ

い

て
に
し
た

の
で
あ

る
。

下

の
品

の
女

を
問

題

に
し
た

人
と
し

て
、
前

に

交
野

の
少

将
あ

り
、
後

に
光

る
源
氏

の
君

あ
り

、
と

、

「
源
氏

物

語
」

の
作
者

の
引

用
す

る

ゆ
え
ん
で

あ

り
、

(
以
下
略

)

従

八
位
相

当

の
郡

の
長
官

に
す
ぎ

な

い
大
領

宮
道

弥
益
女

を
相
手

に
し

た

藤

原
高
藤

は

、
ま

さ

に

「
下

の
品

の
女

を
問

題

に
し
た

人
」
な

の
だ
か

ら

で

あ
る

。

こ
の
よ
う

に
考

え

て
く

る
と
、

「
交

野
少

将
物

語
」

は
、
高
藤

が
ま
だ

少

将
で

あ

っ
た
少
年

の
頃

の
鷹
狩

に
出

か

け
た
交

野

の
地

の
大
領

の
女
と

の
恋

物

語
を
描

い
た
も

の
で

は

な
か

っ
た

の
か

。
だ

か
ら

、
そ

の
恋

の
舞

台

と
な

っ
た
交

野

の
地

名
を

も

っ
て
、
交

野
少

将
と

呼
ば

れ
、
物

語

の
名

と

も
な

っ
た

の
で

は
な
か

ろ
う
か

。
と

い
う
考

え

に
達

す

る
。

散

侠
物

語

の
中

に
、

こ
の
よ
う

な
伝
説

物

語
、
実
録

物

語
と
呼

ぶ

べ
き

系

列

の
作

品
が

他

に
も

あ

っ
た
。
共

に

「
和
歌

色
葉

集

」
「
八

雲
御
抄

一
に

そ

の
名

が
見
え

る

「
硯
破

」
「
山
蔭
中

納

言
」

は
、
「今
昔

物

語
」
(巻

十
九

)

に
見
え

る
小

一
条

左
大

臣
師

サ
の
若

君

、
お

よ
び
中
納

言
藤

原
山
蔭

に
関

す

る
物

語
で
あ

っ
た

と
考

え
ら
れ

る
。

と

こ
ろ
が
、

以
上

の
推
論

を
妨
げ

る

い
く

つ
か

の
障

害

が
あ
る

。

一
つ
は
高

藤

の
官
位

と
年
令

の
関
係
で

あ

る
。
前

に
高
藤

が
少

将
で
あ
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っ
た
少

年

の
頃
と

述

べ
た
。

し
か
し

、
実
際

の
高
藤

の
官

歴
を

見
る
と

、

元
慶
七

年

正
月
十

一
日
に
左

近
少
将

に
任
官

し

て

い
る

が
、
時

に
す
で

に

四
十
六

歳
で

あ

る
。
高
藤

は
後

に
は
、
内
大

臣

に
任
ぜ

ら
れ

、
太
政
大

臣

を
追
贈

さ
れ

て
い
る
が

、

こ
れ
は
女

胤
子

の
生

ん
だ
皇

子
が

即
位
し

て
醍

醐
天
皇

と

な

っ
て
か
ら

の
事
で

あ

り
、
北

家
で

は
あ

っ
て
も
傍
流

と

な

っ

た
良

門

の
子

で
あ

っ
た
彼

は

、
後
代

の
摂

関
家

の
子

弟

の
よ

う

に
、
若

年

に
し

て
高
位

高
官

に
あ

っ
た

の
で

は
な
か

っ
た

。

こ

こ
ろ
み

に
、
十

五
、

六
才

の
頃

の
官

位
を
求

め
よ
う

と
し

て
も

史
料

に
記

さ
れ

て
す
ら

い
な

い
。

と
も

か
く
も

、

「
今
昔
物

語

」

に

い
う
十

五
、
六

歳

と
は
大
き

な
逞
庭

が

あ

る
。
し

か
し

、

こ
れ

は
物

語

に
お
け

る
虚
構

化
と
考

え
れ
ば

説
明
で

き

る
。恋

物
語

の
主

人
公

に
ふ
さ

わ
し

い
境

遇
を
考

え
れ
ば

、

四
十

歳
を
越

え

た
老

齢

の
少

将
で

あ

っ
て
は

い
け

な

い
。
ど
う

し

て
も

紅
顔

の
貴
公

子
で

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
そ
し

て
、

人

々
に
顕
門

の
貴

公
子
と

し

て
の
イ

メ

ー
ジ

を
与

え
る
年

齢

の
頃

は
、
地

位
と

し

て
は
少
将

が
ふ

さ
わ
し

い
。
物

語

に
は
年
若

き
恋

の
主

人

公
と
し

て
、

し
ば
し

ば
少

将
が

登
場

す

る
。
「
落

窪
物

語
」

の
右

近
少
将

、

「
堤
中
納

言
物

語

」

「
思

は
ぬ
方

に
と
ま

り
す

る
少

将

」
の
、故

大
納
言

の
二
人

の
姫
君

の
も
と

に
通

う
右
大

将

の
子

の
少

将
と

、
右
大

臣

の
子

の
権
少

将
、

「
花

桜
を

る
少
将

」

「
貝
あ
は

せ
」

の

蔵

人
少
将

が
あ

る
。
散

侠
物

語

に
も

「
ふ
せ
こ

の
少
将

の
物

語
」

「
あ

や

め

か
た

ひ
く
権
少

将

の
物
語

」
が

あ
る

が
、

そ
の
内
容

に

つ
い
て
、
松
尾

聡
氏

は
、

そ
れ

ぞ
れ

「
少
将

と

い
ふ
す

き
者

の
若

い
貴

族

の
忍
び
歩

き

の

逸
話

を
中

心
と

し
た
物

語
と

い

っ
た
風

の
も

の
で
あ

っ
た

ろ
う
。

」
ま
た

「
権

少
将

は
勿

論

こ
の
物

語

の
主

人
公

で
あ

ろ
う
が

、
そ

の
地

位
か

ら
考

え

て
、
恐

ら
く

年
若

い
秀
麗

な
貴

公
子

で
あ

ろ
う
。

」
と
述

べ
ら

れ

て
い

る
。
史
実

の
上

で
も

、

「
前

少
将

」

「
後

少

将
」
と

並
び
称

さ

れ
、

そ

の

美
貌

を

う
た
わ

れ
た
藤

原

挙
賢

、
義
孝

の
兄

弟
が
あ

る
。
良

岩
宗

貞
は

「
大

和

物
語

」
で

は

「
良

少
将

」
と
呼

ば
れ

、

「
い
と
色

好

み

に
な
む

あ

り
け

る
」
と
性

格
づ

け
ら

れ

て
い
る

(
一
六

八
段

)
。
ま

た
、

「今

の
左

の
大

臣
」

実
頼

が
式

部

卿

の
宮

に
仕

え
る
大

和
と
歌

を

よ
み
か

わ
し

た

の
は

「
少

将

に
物
し

た
ま

う
け

る
時

」
で

あ

っ
た

二

七

一
段

)
。
要

す
る

に
、

「
宇

治

拾
遺
物

語

」

二
六

話

に
蔵

人
少

将
を
紹

介

し

て
、

「
ま

だ
わ

か
く
花

や

か
な

る
人

の
、
み
め

ま

こ
と

に
清

げ

に

て
」

と

い
う
文
章

が
、
当

時

一
般

の
少
将

に
対

し

て
い
だ
く

イ

メ
ー
ジ
を
代

表

す
る
も

の
と

い
え

よ
う
。

二
に

「
風
葉

集
」

後
半
部

と

、
高
藤
物

語
後

半
部

と

の
内

容

の
不

一
致

で

あ

る
。

「
風
葉
集

」

に
よ
れ
ば

、

「
か
た

の

の
大

領
女

」
は

殿
中
納

言

を

ひ
た

す
ら

に
思

い
、

そ
の
た
め

に
川

に
身

を
投
げ

る
。

こ
れ

は

「
水

原

抄

」

に
引
く

「
か

た

の
物

語
」

に
も
見

え
る

こ
と

は
先

に
述

べ
た
通
り
で

あ

り

、
二

つ
の
資
料

に
共

通
し

て
あ
ら

わ
れ

る

こ
と

は
、

こ
れ
が

こ
の
物

語

の
や
ま
場

の

一
つ
で
あ

っ
た

こ
と
を

思
わ

せ
る
。

と

こ
ろ
が

、
一
方
「
今

昔

物
語

」
で

は
、
大

領
女

は
彼
女

を
忘

れ
ら

れ
ず

に
再
び
訪

れ

た
高
藤

の

妻

と

な
り
、

二
人

の
間

に
生
ま

れ
た
女

の
子

は
、

の
ち
入
内

し

て
、

つ
い

に
は
国

母
と

な
る

。
か
れ

は
悲
恋

の
ヒ

ロ
イ

ン
で
あ

り
、

こ
れ

は

こ
の
上

な
き

「幸

ひ
人
」
で

あ

る
。

第

三

の
、

そ
し

て
最
も

大
き

な
障
害

は
物

語

の
舞
台

で
あ

る
。

そ
れ

は

交

野
で

な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
交

野

は
河

内

国

に
あ

っ
て
山

城

の
嵯
峨
野

な
ど
と

と
も

に
、
古

来
狩

場
と

し

て
有

名
な
地

で
あ

る
。
桓

武
天

皇

の
遊

猟

の
記
事
な

ど

「
日
本
後
紀

」

に
散
見

す
る

。
そ

の
交

野

郡

の
大
領

が
宮

道

弥
益

で
、

そ

の
交

野
大
領

女
と

の
恋

を
描

い
た
も

の
で
あ

っ
て

こ
そ
、

「
交
野
少

将
物

語
」

と
名

付
け
得

る

。
と

こ
ろ
が

「
今
昔
物

語
」
で

は
、
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高
藤

が

鷹
狩

に
出

た

の
は
、
「
南

山
階

ト
云

フ
所
渚

ノ
山

ノ
程
」
で

あ

る
。

す

な
わ

ち
山
城

国
宇

治
郡

に

属
す
る

。
な

お
鷹
狩

の
場
所

に

つ
い

て
の
記

述

が

こ

こ
だ

け
な
ら

、
あ

る

い
は

「
伊

勢
物

語
」

八
十

二
段

の
惟

喬
親
王

が

鷹
狩
を

行

っ
た
場

所

の
名

で

あ
る
交

野

の
渚

の
家

と

の
混
同

と
し

て
説

明
す

る

こ
と
が
で

き

る
か
も

し
れ

な

い
が
、
後

日
談

と
し

て

「
其

ノ
弥
益

ガ
家

ヲ
バ
寺

二
成

シ
テ
、
今

ノ
勧
修

寺
此

也

」
と

い
う
。
勧

修
寺

は
、
現

在
も
京

都
東

山
区

に
あ

り

、
高

藤
系

は

の
ち
勧

修
寺
流

を
称

す
る

の
で
あ

る
か

ら
、

こ
れ
を

他
と

の
混

同
と
説

明
し

よ

う
と
し

て
も

い
か
ん
と
も

し

が
た

い
。

や
は
り

、
鷹
狩

の
場

所

は
南
山
階

と
し

な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

と
す

る
と
、
宮

道
弥

益

は
宇
治

郡

の
大

領

だ

っ
た

の
で

あ
り
、
物

語

の
舞

台

は
交

野
で

は
な
く

宇
治

だ

っ
た

の
で

あ

る
。
高
藤

が
交

野
少

将
と
呼

ば

れ

、
物
語

が

「交

野
少

将
物

語
」
と
呼
ば

れ

る
根

拠

は
全
く

な

っ
て
し
ま

う
。

五

正

応

三
年

二

二
九
〇

)

に
作

ら
れ

た

「
賦

源
氏
物

語
詩

」

の
序

は
次

の
よ

う
な
も

の
で
あ

る
。

夫
光

源
氏

物

語
者

、
本
朝

神
秘
書

也

。
浅
見

寡
聞
之

者
、

以

レ之
為

二
遊

戯

之
弄

刃
深
思

好
学

之
者

、
以

レ之

為

二
惇
謳
之
基

司
戴

二
神
代

之
事

ハ
述
二

人
代

之
事

刃
熟

二
與
舎

人
親

王
之
華

篇

刃惣

二
百
家

之
書

」
編
二
一
家
之
書

刃

其

奈

司
馬

子
長

之
實
録

。
誰

謂
花

鳥
之
媒
ぴ
即
通
二
和
漢

之
籍

詔
此
物

語

之
為

レ
体
也

。
仁

主

四
代
之
継

二
天

灘
焉

。鴻

需
徳

遍
。
三
公

百
僚
之

仰

二

風
化

一　

。鱗

水
契

深

。
或
入

二
深
宮

之
華

帳

一今

結
二
密

契

4模

三
在
原
中

将

之

耽

二艶

色

刃

(或

い
は
深
宮

の
華
帳

に
入

り

て
密

契
を
結

ぶ

。
在
原

の

中

将

の
艶
色

に
耽

る

に
模

う

。
)
或
出

二
散
地

之
松

戸

一今

為
二
好
遂

司
如

三

交

野
少
女

顕
栄

昌

。

(或

い
は
散

地

の
松

戸
を
出
で

て
好

述
と

な
る
。

こ

「

交

野

の
少

女

の
栄

昌

を
顕

は
せ
し

が
如

し
。

)
(
以
下
略

)

こ
こ

に
い
う

「
交

野
少

女
」

は
、

「交

野

」
の
文
字

の

一
致

に
よ

っ
て

「
交

野
少

将
物

語
」

に
結
び

つ
く
も

の
で

は
な

か

ろ
う
か

。
考
察

を
加

え

て
み

よ

う
。

こ

の
文
章

は
序

と
し

て
駐

麗
文

の
形
式

を
も

っ
て
い
る
。

そ

こ
で
対

偶

を
な
す

文

を

に
ら

み
合

わ
せ

て
考

え
て

い
か
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

奥
深

い
宮

殿

の
華

や

か
な
几
帳

の
下

に
忍
び
入

り
、
秘

あ
ら

れ
た
契

り

を

結

ぶ
。

こ

の
よ
う
な
男

の
行
為

は
業

平

の
中
将

の
好

色

の
模

倣
で

あ

り
、

閑
散

な
る
家

の
松

の
板

戸

の
下

よ
り
出
で

て
、
貴

公
子

の
よ
き
伴

侶

と

な
る

。こ
の
よ
う

な
女

の
境

遇
は
交
野

少
女
の
幸
運
の
再

現
で
あ

る
。

と
も

に

「源

氏

物

語

」

に
お
け
る

男
女

そ
れ

ぞ
れ

の
行
動

を
、
先

躍
の
、

人
物

と
比

較
し

て

い
う
。
今

、

こ

の
詩
序

の
作
者

は

、

「
源

氏
物

語
」

の

中

の

い
か

な
る

人
物

の
、
ど

の
よ
う
な
行

為
、
境

遇
を

、
在

原
中
将

に
模

い
、

交
野
少

女

の
如

し
と

い
う

の
で

あ

ろ
う
か

。

ま
ず

、
前

者

に

つ
い
て
考

え
れ
ば

、

「
源

氏
物

語
」

に
は
女

の
も
と

に

忍
び
入

り

、
秘
め

ら
れ

た
契

り
を
交

す
と

い
う
場

面
は
多

い
。
し
か
し

、

こ
こ
で

は

そ
れ
が

「
深

宮
」
で

あ
る

こ
と

に
よ

っ
て
自

ら
限
定

さ
れ

る
。

人
里

は
な
れ

た
賎
家

で

は
な

い
。九

重

の
門

に
と
ざ
さ

れ
た
御

局
で

あ

る
。

こ
の
よ
う
な
条

件

の
も
と

に

「
源

氏
物

語
」

に
目
を
注

ぐ

と
、
思

い
至

る

の
は
、
光

源
氏

と
藤
壷

と

の
宿
命

的
な
恋

で

あ
る
。
そ
し

て
、
こ

の
よ
う
な

王

妃
と

の
密
事

と

い
う
主

題
を

、
業
平

に
求
め

て

「
伊

勢
物

語
」

を
考

え

れ
ば

、
業

平
と

二
条
后

高

子
と

の
密

事

が
あ

る
。

こ
の
両
者

は

「
帝

の
御

妻
を

あ

や
ま

つ
」
物

語
で
あ

り
、

こ

の
点

に
お

い

て
構
想

上

に

つ
な

が
り

を
も

つ
、

こ

の
よ
う

な
見
方

は
、

こ

の
鎌
倉
期

の
詩
序

の
作
者

だ
け
で

な

く

現
代

の
研
究

に
お

い
て
も
説

か
れ

る
と

こ
ろ
で
あ

る

。
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後
者

は
ど

の
よ
う

に
解

釈
で

き

る
で
あ

ろ

う
か

。

「
散
地

の
松

の
戸
を

出

で

て
好

遂
と
為

り
」
「栄

昌
を

顕
し

た

」
と

呼

べ
る

人
は
、

数
多

い

「源

氏
物

語
」

に
登
場

す

る
女

性

の
中

に
も

一
人

し
か

い
な

い
。

「
口
惜

し
き

山
賎

」
と
自

嘲

す
る

播
磨

守

明
石
入

道

の
女

に
生

ま

れ

て
、
光

源
氏

に
迎

え
ら

れ
、

つ
い

に
は
国

母

の
母
と

な
る

明
石

上
で

あ
る

。

こ

の
彼
女

の
栄

進

ぶ

り
が

「
交

野
少
女

の
如

し
」
と

い
う

の
で
あ

る
。

と
す

れ
ば

、
「
交

野
少
女

」
も

下

賎

の
身

に
生
ま

れ

て
、

貴
紳

の
妻

と
な

り
、

そ

の
子

が
后

と
な

り
国

母
と

あ
が

め
ら

れ

る

「
幸

ひ

人
」

で
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

こ

の
よ
う

な
例
が

「
源

氏
物

語

」
以
前

に
あ

っ
た
で

あ

ろ
う
か

。
そ
れ

は
前

に
あ

げ

た

「
紫

明
抄

」

の
指
摘

に
た
ち

か

え
れ
ば

よ

い
。
宮
道

弥
益
女

が

あ

っ
た

は
ず
で

あ

る
。

二
人

の
境

遇

の
酷

似

す

る

こ
と

は
先

に
見
た

と
お

り
で

あ

る
。

こ
の
見
解
も

ま

た
現
在

の
研
究

に
よ

っ
て
も

支
持

さ
れ

る
。

石

川
徹

氏
は
次

の
よ
う

に
述

べ
ら

れ
る

。

こ
の
話

(明

石
上

物

語
　

筆

者
注

)
は
、
・中
流
貴

族

の
女

の
上
流

へ
の

進

出

と

い
ふ
事

が
主

題
だ

と

い
ふ
点

で

、
や

は
り
伝
統

的
な

「
女

の
幸

運
」
型

の
物

語
で

、
元
来

「
高
藤

伝
説

」
を
踏

ま

へ
て
ゐ
る
と

思
ふ

か
ら
、

一
層

原
初
的

な
も

の
で

あ

っ
た

ら
う

。

そ
れ
で

、
新
婚

時
代

に
原
本

的

な
も

の
が
書

か

れ

た
の
だ

と
思

は
れ

る
。

な
ぜ

な
ら

、
高
藤

は
、
紫

式

部

の
家
族

(父

系

)
か
ら

、
男
系

だ

け
で

も
遡
れ

る

し
、
女

系
を

見
る

と

、
高
藤

の
子

定
方

の
娘

が
為

時

の
母
で

あ
る

。
ま

た
高
藤

は
宣
孝

の

四
代

の
祖

で
も

あ

る
。
勇

々
自

分
と

夫
と

両
方

の
祖
先

で
あ

る
高
藤

北

の
方

、

宮
道
弥

益
女

(定

方

の
母

)
の
出
世

課
を

何
ら

か

の
形
で
書

き

た
か

っ
た

の
で

あ

ろ
う
と

思
わ

れ

る
。

こ

こ
で

、

明
石

上
を
媒

介
と

し

て
、

「
交
野

少
女

」
と
弥
益

女

と

の

つ
な

が
り

が
考

え
ら

れ

て
く
る

。
でて
は
交

野
少
女

が
す

な
わ
ち

弥
益

女
で

あ

る

と

言

っ
て
よ

い
の
で

あ

ろ
う

か

。
そ

の
前

に
考

え

て
お
く

べ
き

こ
と
が

あ

る

。そ
れ

は
交

野

少
女

の
性

格

で

あ
る

。
交

野
少

女

は
物

語
と

い
う

虚
構

の

網

を
通

し

て
見

る
実

在

の
人
物
で

あ

る

に
違

い
な

い
。

そ
れ

は

「
在
原

中

将

」
と

対

偶
を

な

し

て

い
る
か

ら
で

あ

る
。

そ
も

そ
も
駐

麗

文
中

の
対

偶

は
均

等

な
形

、

比
重

で
対

比

さ

れ
る

。
在

原
中

将

は
、

元
慶

四
年

五

月
廿

八

日
、

五
十
六

歳
で

卒

し

た
従

四
位

上
行

右

近
衛

権
中

将
兼

美
濃

権

守
在

原
朝

臣
業

平
で

あ

っ
て
、

そ

の

「
深

宮

の
華

帳

に
入

っ
て
密
契

を
結

ぶ

」

と

い
う
行

為

は
、
「
伊
勢

物

語
」

に
お
け

る
す

き
者

と

し

て
の

「あ

る

男
」

の
性

格

に
も

と
ず

く

。
同

じ

よ
う

に
、
交

野

少
女

も
史

実

上
実
在

し

た
女

で

あ

り
、
ま

た
物

語

の
中

に
も

登
場

せ

ね
ば

な

ら
な

い
。
換
言

す

れ
ば

、
こ

の

「
交

野
少

女

」

の
登
場

す

る
物

語

は
、
全

く

作
者

の
頭

の
中
で

創

り
出

さ
れ

た
も

の
で

は

な
く

、多

分

に
虚

構

の
筆

が
加

え

ら
れ

て

い
る

に
せ
よ

、

史
実

上

の
人
物

を

そ

の
基
底

に
お

い

て

モ
デ

ル
と
す

る

も

の
で

あ

っ
た

。

と
す

れ
ば

、

「
交

野
少

女

」
と

い
う
呼

び
名

も

「
交

野
物

語
」

の
女
主

人

公

で
あ

っ
た

か

ら
そ

う
呼

ば
れ

た

の
で

は
な
か

ろ

う
か

。
そ

し

て
、
詩

序

の
作
ら

れ

た
鎌
倉

末
期

、
物

語

に
お
け

る
交

野

少
女

の
名

は

、

「
伊

勢
物

語
」

に
お

け

る
在

原
中

将

と

、
文
字

通

り
並
び

称

さ
れ

る
ほ

ど

に
読
者

に

知

ら
れ

て

い
た

に
違

い
な

い
。

こ
の
よ

う

に
考

え

て
く

れ
ば

、

「
交

野
物

語

」
は

「
交

野
少
将

物

語
」
で

あ

り
、

そ

の
女

主

人
公

が

「
交

野
少

女
」

で

あ

っ
た
と

考
え

て
よ

い
で

あ

ろ
う
。

以
上

の
よ
う

に

「
交

野
少

女

」
と

い
う
文

字
か

ら

は
、

「交

野
少

将
物

語
」

と

の
同

一
性

が

、
彼
女

の
境

遇

か
ら

は
宮
道

弥
益

女
で

あ
る

こ
と

の

可
能
性

が
考

え

ら

れ
る
。

こ
れ

は
前
節

で
考

え

た
交

野
少
将

高
藤
説

を
強

力

に
支
持

す

る
も

の
で
あ

る
。

し
か

し
、

「
交

野
少
女

」
が

弥
益
女

で

あ
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る

こ
と

は
考

え
ら

れ

て
も

、

そ
れ
が

そ

の
ま
ま

「
風
葉

集
」

の

「
か
た

の

の
大
領
女

」

と
は
な

ら

な

い
。

「
交

野
少
女

」

は
弥
益

女
と

と
も

に

「
幸

ひ
人
」
で

は
あ

っ
て
も

、
恋

の
た
め

に
川

に
身

を
投
げ

る
悲
劇

の
女

で

は

な

い

の
で

あ

る
。

「交

野

少
将
物

語

」
を
高

藤
物

語
で

あ

る
と
す
る

立
場

に
立

っ
て
初
め

て

「交

野

少
女

」
は

「
か

た

の
の
大

領
女

」
と

な
る

。
し

か

し
、
前
節
で

述

べ
た
よ

う

に
、
そ

の
よ
う

に
断
言

す

る

に
は
な
お
躊
躇

さ

れ
る
か

ら
で

あ

る
。

山
!、

 

こ
れ
ま
で

述

べ

て
き

た

よ
う

に
、

「
紫

明
抄

」

「
賦
源

氏
物

語
詩
序

」

の
新
資

料

は
、
互

に
あ

い
ま

っ
て
、
交

野
少
将

高
藤

説
を

成
立

さ
せ
得

る

よ
う

に
思
わ

れ

る
。

そ
の
中

で
障
害

と

な
る

い
く

つ
か

の
要
素
が

考
え

ら

れ
る

が
、
な

お

そ

の
蓋

然
性

は
非
常

に
高

い
と

言

っ
て
よ

か
ろ

う
。
そ

の

説

の
成

立
を
妨

げ

る
要
素

も
説

明
で

き

な

い
わ

け
で

は
な

い
。悲

恋

の
「か

た

の
の
大
領
女

」

と
、

「
幸

ひ
人

」

の
弥

益
女

、
あ

る

い
は
「
交
野
少

女
」

と

の
齪

酷
も

、
身

を
投

げ
は

し
た
も

の
の
助

け
ら
れ

、
最
後

は

ハ
ッ
ピ

ー

エ
ン
ド
に
終

る
。

「
風
葉

集
」

に
は
物

語

の

や
ま
場

の

一
つ
と
し

て
採

ら

れ

た

の
だ
と
考

え

、
交

野
と
宇

治

の
地

名

の
相
違

も

、

「
た

か
か
り

の

つ

い
て
」

が
物

語

の
発

展

の
要
素

で
あ

る
と

こ
ろ
か

ら

、
物

語
化

さ
れ

る
段

階

で
、
鷹

狩

の
場

所
と
し

て
よ
り
有
名

で

あ

っ
た
交
野

と
さ

れ
た
と
考

え

る

、
と
説
明

す

る

こ
と

も
で

き
よ

う
。
し

か
し

、
こ

の
よ
う

に
恣
意

に
話

の

つ
じ

つ
ま
を
合
口
わ

せ
よ

う
と
す

る

こ
と
は

、
物
語

と

い
う
虚
構

=

そ
れ

も

散
侠

し
た

ー
を

考
察

の
対
象

と

す

る

こ
と

に
甘

え
た

こ
と

に
な
る
で
あ

ろ

う
。

な
お

、

や
は
り
蓋

然
性

は
高

い
と

い
う
段
階

に
止
め

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
試
論

と

題
す

る
ゆ
え

ん
で

あ
る

。

島

津
久
基

「対
訳
源
氏
物
語
講
話
」
帝
木

玉
上
琢
弥

「昔
物

語
の
構
成

」

(
「
源
氏
物
語
研
究
」
所
収
)

「
日
本

文
学
論
考
」
第

一
篇
第

二
章

前

掲
書
五
二
ペ
ー
ジ

前

掲
書

=
三
二
ペ
ー
ジ

至

文
堂

「
日
本

文
学
史
」
中
古
・
散
侠
物
語
項

(寺
本
直
彦
執
筆

)

公
卿
補
任

・
寛

平
六
年
条
藤

原
高
藤

尻
付

「平
安
時
代
物
語

の
研
究

」

宮
道
弥
益

に

つ
い
て
の
記
事

が

「
三
代
実
録

」
に
三
個
所
見
え
る

(元
慶
元

・

正

.
三
ー
従

五
位
下
漏
刻
博
士

、
同
六

・
正

・
七

ー
従
五
位
上
主
計
頭
兼

越
後

介
、
仁
和

三

・
二

・
二
ー
主
計
頭
兼
伊

予
権
介

)
が
、
某

郡
の
大
領
で

あ

っ
た

と

の
記
述
は
な

い
。

石
川
徹
、

「伊
勢
物
語

の
発

展
と
し

て
の
源
氏
物

語
の
主
想

」

(う
「古
代
小
説

史
稿
」
所
収
)

「
紫
式
部

の
人
生
経
験
と
源
氏
物
語
と

の
関
係
」

(
「国
語
と
国
文
学
」

昭
和

三
十

八
年
十
月
号
)

二

一
ペ
ー
ジ
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