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は
じ
め
に

『
栄
花
物
語
』
巻
五
「
浦
々
の
別
」
は
、
中
関
白
家
を
取
り
巻
く
不
穏

な
空
気
の
中
、
話
が
始
ま
る
。
左
大
臣
藤
原
道
隆
の
死
後
、
内
大
臣
と

し
て
権
勢
を
振
る
っ
て
い
た
長
男
伊
周
は
、
花
山
院
に
矢
を
向
け
た
こ

と
な
ど
の
罪
に
よ
り
、
長
徳
二
年
、
弟
隆
家
と
と
も
に
配
流
の
宣
旨
を

下
さ
れ
る
。
左
大
臣
の
息
子
と
し
て
将
来
を
約
束
さ
れ
た
立
場
で
あ
っ

た
は
ず
だ
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
中
関
白
家
は
没
落
の
一
途
を
た
ど
り
、

代
わ
っ
て
道
隆
の
弟
道
長
に
栄
花
の
道
が
開
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の

後
、
京
に
残
さ
れ
た
定
子
は
、
帝
の
子
を
二
人
産
ん
で
い
る
。『
栄
花
物

語
』
で
は
、
長
徳
二
年
十
二
月
に
は
脩
子
内
親
王
が
、
長
徳
四
年
に
は

敦
康
親
王
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
敦
康
親
王

誕
生
の
恩
赦
に
よ
り
、
同
年
、
伊
周
と
隆
家
は
帰
京
で
き
る
こ
と
と
な

り
、
亡
き
母
の
墓
前
に
参
っ
た
と
こ
ろ
で
「
浦
々
の
別
」
の
巻
は
終
わ

る
。
こ
の
巻
五
は
、
伊
周
が
須
磨
に
下
る
光
源
氏
に
準
え
ら
れ
、
親
王

誕
生
の
恩
赦
は
、
源
氏
が
春
宮
（
後
の
冷
泉
帝
）
の
後
見
と
し
て
帰
京

を
許
さ
れ
た
こ
と
に
準
え
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

『
栄
花
物
語
』
を
「
歴
史
物
語
」
と
し
て
素
直
に
受
容
し
て
い
る
と
、

一
読
こ
れ
が
史
実
か
と
思
え
て
し
ま
う
の
だ
が
、
こ
の
年
次
を
『
小
右

記
』
や
『
権
記
』、『
日
本
紀
略
』
と
い
っ
た
他
の
史
料
に
照
ら
し
合
わ

せ
る
と
、
年
次
、
で
き
ご
と
の
順
序
に
大
き
な
齟
齬
の
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。『
栄
花
物
語
』
で
は
、
伊
周
兄
弟
は
敦
康
親
王
誕
生
の
恩
赦
に

よ
っ
て
帰
京
で
き
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
史
実
で
は
敦
康
親
王
が

生
ま
れ
る
よ
り
も
前
に
帰
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
は

仮
名
の
物
語
で
あ
り
、
そ
の
編
年
体
叙
述
に
は
だ
い
ぶ
緩
や
か
な
部
分

二

宮

愛

理

史
実
を
欺
く
『
栄
花
物
語
』

―
巻
五
「
浦
々
の
別
」
に
お
け
る
年
次
設
定
―
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が
あ
る
と
は
い
え
、
六
国
史
の
跡
を
継
い
で
い
る
と
ま
で
言
わ
れ
て
い

る
。
そ
ん
な
作
品
が
、
皇
子
の
誕
生
と
い
う
重
大
事
に
つ
い
て
、
年
次

を
間
違
え
て
記
す
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、

こ
の
敦
康
親
王
に
関
わ
る
年
次
の
ず
れ
に
注
目
し
、『
栄
花
物
語
』
に
働

い
た
意
図
を
探
っ
て
ゆ
く
。

な
お
、『
栄
花
物
語
』
を
始
め
と
す
る
本
文
の
引
用
は
特
に
断
り
の
な

い
場
合
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
以
下
、『
新
編
全
集
』
と
略
称
）

に
よ
り
、
冊
数
と
頁
数
を
付
記
し
た
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
傍
線
等
は

特
に
断
り
の
な
い
場
合
、
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

一
、『
源
氏
物
語
』
の
影
、
描
か
れ
な
い
女
院
の
病

敦
康
親
王
誕
生
の
段
の
検
討
に
入
る
前
に
、
巻
の
冒
頭
で
伊
周
が
亡

父
の
墓
前
に
参
じ
た
場
面
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
配
流
の
宣

旨
が
下
り
、
伊
周
は
自
邸
か
ら
密
か
に
脱
出
す
る
。『
栄
花
物
語
』
で

は
、
父
道
隆
の
墓
所
で
あ
る
木
幡
へ
参
り
、
次
に
菅
原
道
真
が
祀
ら
れ

て
い
る
北
野
へ
詣
で
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
小
右
記
』
長

徳
二
年
五
月
二
日
で
は
「
愛
太
子
山

（
注
１
）」、『

日
本
紀
略
』
長
徳
二
年
五
月

四
日
で
は
「
春
日
社

（
注
２
）」
と
な
っ
て
お
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ

る
。
こ
の
冒
頭
も
含
め
、「
見
果
て
ぬ
夢
・
浦
々
の
別
」
の
伊
周
の
配
流

事
件
と
、「
須
磨
・
明
石
」
の
光
源
氏
の
配
流
事
件
は
、
早
く
は
山
中
裕

氏（
注
３
）に
よ
り
、
そ
の
関
係
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』
本
文
中

で
も
、
帰
邸
し
た
伊
周
の
姿
を
「
か
の
光
源
氏
も
か
く
や
あ
り
け
む
」

（
１
：
二
四
八
頁
）
と
評
し
て
い
て
、『
源
氏
物
語
』
を
意
識
し
て
い
る

の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
山
中
氏
は
、
こ
の
『
栄
花
物
語
』
と
『
源

氏
物
語
』
両
者
の
関
係
に
加
え
て
、
本
稿
の
主
題
で
も
あ
る
敦
康
親
王

誕
生
を
始
め
と
し
た
こ
の
あ
た
り
の
年
次
に
つ
い
て
も
詳
し
く
述
べ
て

い
る
。

 

さ
て
そ
こ
で
栄
花
物
語
の
こ
の
事
実
を
調
べ
て
み
る
に
伊
周
・

隆
家
の
召
還
は
皇
子
御
誕
生
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
東
三
条
院

の
御
悩
に
よ
る
も
の
で
あ
る
事
が
日
本
紀
略
・
小
右
記
・
百
練
抄

等
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。（
中
略
）
召
還
の
原
因
を
皇
子
御
誕

生
と
し
た
の
は
栄
花
物
語
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
源
語
を
模
倣

し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
皇
子
御
誕
生
は
長
保
元
年
の
事
実

で
あ
っ
て
、
伊
周
召
還
か
ら
二
年
後
の
事
実
で
あ
る
。（
中
略
）
こ

の
よ
う
な
編
纂
状
態
の
混
乱
は
栄
花
の
著
者
が
長
徳
三
年
の
事
件

で
あ
る
伊
周
隆
家
召
還
の
原
因
を
そ
の
原
因
で
あ
る
東
三
条
院
の

御
悩
と
せ
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
源
語
に
模
し
て
皇
子
御
誕
生
に
結
び
つ

け
た
た
め
、
長
保
元
年
の
事
件
を
挿
入
す
る
と
い
う
無
理
な
編
纂

状
態
を
呈
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。（
＊
引
用
者
注
：
旧
字

体
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
）
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山
中
氏
に
よ
れ
ば
、
混
乱
の
元
は
本
来
の
恩

赦
の
事
由
で
あ
る
「
東
三
条
院
の
御
悩
」
と

し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
『
源

氏
物
語
』
で
、
源
氏
を
春
宮
（
世
間
的
に
は

伏
せ
ら
れ
て
い
る
が
源
氏
の
子
）
の
後
見
と

す
る
た
め
に
召
還
し
た
こ
と
に
準
え
た
か
ら

だ
と
い
う
。『
栄
花
物
語
』
で
は
源
氏
と
伊

周
、
春
宮
と
敦
康
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
よ

う
な
人
物
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
実

際
の
年
次
の
ま
ま
で
は
敦
康
の
誕
生
が
遅
す

ぎ
て
う
ま
く
対
応
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

『
栄
花
物
語
』
と
史
実
の
関
係
を
年
表
に
ま
と

め
る
と
図
１
の
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、
松
村
博
司
氏

（
注
４
）は

、『
源
氏
物
語
』
を

模
し
た
と
い
う
山
中
氏
の
説
に
対
し
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
考
え
は
、
本
巻
の
全
体
に
『
源
氏

物
語
』
の
影
響
が
濃
厚
に
、
ま
た
顕
著

に
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、

具
象
化
さ
れ
た
事
実
と
し
て
は
否
定
す

年次 栄　　花 史　　実

巻　
　
　
　
　

五

996 伊周・隆家に配流の宣旨
長徳２ 四月二十四日　伊周・隆家配所に出立 四月二十四日　伊周・隆家に配流の宣旨（小、紀、補）

六月八日　二条第焼亡（小、紀）
十二月十六日　脩子内親王誕生（紀）

十二月二十日ごろ　脩子内親王誕生
997 二条第焼亡
長徳３ 三月二十五日　東三条院御悩大赦（紀、百）

夏　高階成忠、定子に参内を進める
四月五日　伊周・隆家に召還の宣旨（百）
四月二十二日　隆家入京（小）
五月十三日　隆家入京（略）

定子・脩子内親王参内 六月二十二日　定子・脩子内親王参内（小、紀）
定子懐妊、退出
冬　承香殿元子懐妊

十二月　伊周入京（補）
998 二月十一日　道兼女尊子入内
長徳４ 敦康親王誕生

四月　伊周・隆家に召還の宣旨
五月三・四日　隆家上京
五月五日　隆家妻と歌贈答
六月　元子太秦広隆寺で水を産む
高階成忠逝去 七月（二十五日？）　高階成忠逝去（紀）
十二月　伊周帰京
伊周・隆家、貴子の墓所に参る

巻　

六

999 彰子裳着 二月九日　彰子裳着（御、紀、世）
長徳５ 六月十四日　内裏焼亡

十月　入内準備（御、小、権）
長保元 十一月一日　彰子入内 十一月一日　彰子入内（御、小、権、紀、略）

十一月七日　敦康親王誕生

図１　『栄花物語』と史実の年次比較

（＊作成にあたって、新編全集を参考にした。表中の略号は、御＝御堂関白記、小＝小右記、権＝権記、
左＝左経記、紀＝日本紀略、略＝扶桑略記、百＝百練抄、補＝公卿補任）
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る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
箇
所
は
、
作
り
物
語
に

似
せ
て
書
く
こ
と
に
よ
る
事
実
の
改
変
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

配
流
の
宣
旨
が
下
っ
た
夜
以
降
の
伊
周
の
失
踪
先
の
よ
う
に
、
事
実
や

詳
細
が
不
明
で
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
潤
色
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な

い
。「
作
り
物
語
に
似
せ
て
書
く
」
と
い
う
明
ら
か
な
意
図
を
も
っ
て
書

か
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
諸
研
究
は
概
ね
、
こ
の
「
源
氏
物
語
に
似

せ
る
た
め
に
操
作
を
行
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
見
に
賛
同
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
河
北
騰
氏

（
注
５
）は
「
意
識
的
虚
構
ま
た
は
物
語
的
創
作
」
と
し
、

津
島
知
明
氏

（
注
６
）は

「
長
徳
四
年
。『
栄
花
』
に
よ
る
こ
の
年
次
設
定
は
、
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
伊
周
・
隆
家
ら
の
召
還
を
、
敦
康
の
誕
生
と
結
び

つ
け
る
た
め
の
作
為
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

加
え
て
、
松
村
氏
は
、『
栄
花
物
語
』
が
召
還
の
理
由
を
「
東
三
条
院

の
御
悩
」
と
し
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
清
水
好
子
氏
の
論

（
注
７
）を

引
い
て

論
じ
て
い
る
。
清
水
氏
が
指
摘
す
る
の
は
、
道
長
の
日
記
で
あ
る
『
御

堂
関
白
記
』
に
空
白
期
間
が
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
で
あ

る
。　

す
る
と
、
旧
年
長
徳
四
年
九
月
道
長
快
癒
後
の
日
記
の
空
白
は

彰
子
入
内
の
実
現
に
奔
走
し
て
い
た
か
ら
だ
と
推
定
さ
れ
そ
う
だ
。

立
后
の
準
備
期
間
、
も
っ
と
も
熱
心
な
努
力
の
期
間
が
ぴ
っ
た
り

と
関
白
記
に
お
け
る
空
白
の
時
期
に
あ
た
る
こ
と
が
、
権
記
に
よ
っ

て
証
せ
ら
れ
た
い
ま
、
長
徳
四
年
秋
冬
の
不
執
筆
を
女
御
入
内
画

策
期
と
み
る
の
で
あ
る
。

清
水
氏
は
、
長
徳
四
年
の
後
半
の
日
記
が
欠
け
て
い
る
理
由
を
、
彰
子

の
入
内
に
奔
走
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え

て
松
村
氏
は
、

本
巻
は
こ
の
よ
う
な
、
道
長
の
病
気
、
彰
子
入
内
の
画
策
、
東
三

条
院
御
悩
等
一
切
触
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
結
果
長
徳
四
年
の
史

実
は
大
き
く
改
変
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

こ
の
年
の
史
実
の
書
き
替
え
は
、『
源
氏
物
語
』
に
似
せ
よ
う
と
し

た
だ
け
で
起
っ
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
道
長
の
病
気
以
下
一

連
の
史
実
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
ら
と
無
関
係
な
記
述
を
す

る
必
要
上
考
え
出
さ
れ
た
こ
と
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
が
、
あ
ま

り
に
穿
っ
た
見
方
で
あ
ろ
う
か
。

と
述
べ
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』
が
避
け
よ
う
と
し
た
「
道
長
の
病
気
以

下
一
連
の
史
実
」
が
「
道
長
の
病
気
、
彰
子
入
内
の
画
策
、
東
三
条
院

御
悩
等
」
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
回
避
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
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以
上
の
よ
う
に
、
当
該
場
面
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
で
は
、『
源
氏
物

語
』
須
磨
・
明
石
の
巻
に
影
響
を
受
け
、
そ
れ
を
模
倣
し
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
東
三
条
院
病
悩
な
ど
一
部
の
で
き
ご
と
が
描
か
れ

て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
点
に
注
目
し
な
が
ら
、

敦
康
親
王
の
生
年
誤
り
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。
次
節
で
は
ま
ず
『
源

氏
物
語
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
、
虚
構
対
現
実
の
構
図

前
節
で
見
た
通
り
、
現
時
点
で
の
定
説
は
、「『
源
氏
物
語
』
に
近
づ

け
る
た
め
、
親
王
の
生
年
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
伊
周
兄
弟
召
還

の
恩
赦
事
由
と
し
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
こ

の
準
え
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で

一
つ
『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と

に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
津
島
氏
は
前
掲
の
論
の
中
で
、『
源
氏

物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
で
は
、
召
還
さ
れ
た
人
物
が
「
後
見
」
と
見

な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
差
異
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。ま

ず
は
『
源
氏
物
語
』
明
石
の
巻
で
源
氏
の
召
還
が
決
ま
る
場
面
で

あ
る
。
男
子
が
生
ま
れ
、
そ
ろ
そ
ろ
譲
位
し
て
も
良
か
ろ
う
と
朱
雀
帝

が
考
え
を
巡
ら
せ
て
い
る
。

春
宮
に
こ
そ
は
譲
り
き
こ
え
た
ま
は
め
、
朝
廷
の
御
後
見
を
し
、

世
を
ま
つ
り
ご
つ
べ
き
人
を
思
し
め
ぐ
ら
す
に
、
こ
の
源
氏
の
か

く
沈
み
た
ま
ふ
こ
と
い
と
あ
た
ら
し
う
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ば
、

つ
ひ
に
后
の
御
諫
め
を
も
背
き
て
、
赦
さ
れ
た
ま
ふ
べ
き
定
め
出

で
来
ぬ
。（『
源
氏
物
語
』
明
石　

２
：
二
六
二
頁
）

源
氏
は
帝
の
後
見
と
し
て
世
の
政
治
を
執
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
で
あ

る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
自
ら
の
母
で
あ
る
弘
徽
殿
大
后
に
背
い
て
で
も

呼
び
戻
そ
う
と
す
る
朱
雀
帝
の
判
断
が
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
源

氏
物
語
』
で
は
、「
お
ほ
や
け
（
冷
泉
帝
）」
の
「
御
後
見
」
と
し
て
源

氏
が
召
還
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、『
栄
花
物
語
』
伊
周
・
隆
家
の
召
還
の
場
面
で
は
、
一
条
帝
が

女
院
（
詮
子
）
と
上
の
御
前
（
倫
子
）
と
相
談
し
、
さ
ら
に
道
長
に
も

申
し
出
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
。

か
か
る
ほ
ど
に
、
今
宮
の
御
事
の
い
と
い
た
は
し
け
れ
ば
、
い
と

や
む
ご
と
な
く
思
さ
る
る
ま
ま
に
、「
い
か
で
今
は
こ
の
御
事
の
験

に
旅
人
を
」
と
の
み
思
し
め
し
て
、
つ
ね
に
女
院
と
上
の
御
前
と

語
ら
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
殿
に
も
か
や
う
に
ま
ね
び
き
こ

え
さ
せ
た
ま
へ
ば
、「
げ
に
御
子
の
御
験
は
は
べ
ら
む
こ
そ
は
よ
か

ら
め
。
今
は
召
し
に
遣
は
さ
せ
た
ま
へ
か
し
」
な
ど
奏
し
た
ま
へ
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ば
、
上
い
み
じ
う
う
れ
し
う
思
し
め
し
な
が
ら
、「
さ
は
さ
る
べ
き

や
う
に
と
も
か
く
も
」
と
の
ど
や
か
に
仰
せ
ら
る
。（
１
：
二
八
五

～
六
頁
）

『
栄
花
物
語
』
で
は
『
源
氏
物
語
』
と
は
異
な
り
、「
御
子
の
御
験
」、
す

な
わ
ち
皇
子
誕
生
と
い
う
慶
事
に
よ
る
恩
赦
に
留
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
伊
周
兄
弟
は
敦
康
親
王
の
後
見
と
は
な
り
得
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

二
人
の
こ
の
よ
う
な
扱
い
が
以
降
も
続
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
津

島
氏

（
注
８
）は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

 

『
栄
花
』
が
そ
れ
ま
で
敦
康
の
「
後
見
」
と
呼
ん
で
き
た
の
は
、

も
っ
ぱ
ら
「
御
匣
殿
」（
道
隆
四
女
）
だ
っ
た
（
巻
第
五
・
六
・
八

に
一
例
ず
つ
）。（
中
略
）『
栄
花
』
は
そ
れ
を
、
一
条
が
敦
康
を
語

る
場
面
に
限
っ
て
、
立
坊
あ
る
い
は
そ
の
後
の
政
権
を
支
え
る
公

的
存
在
と
し
て
、
し
か
も
そ
れ
が
「
い
な
い
」
と
い
う
形
で
特
化

さ
せ
て
い
る
わ
け
だ
。

『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
、
敦
康
親
王
の
後
見
は
御
匣
殿
と
呼
ば
れ
る
叔

母
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
御
匣
殿
も
長
保
四
年
に
死
去
し
、
敦
康
親
王

の
即
位
は
ほ
ぼ
不
可
能
に
な
っ
た
。
伊
周
兄
弟
は
後
見
と
は
見
な
さ
れ

な
い
の
で
、『
栄
花
物
語
』
で
は
敦
康
親
王
の
後
見
は
「
い
な
い
」
の
で

あ
る
。
ま
た
津
島
氏
は
同
論
文
で
、『
栄
花
物
語
』
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
も
述
べ
る
。

『
栄
花
』
が
伊
周
ら
の
召
還
を
『
源
氏
』
に
拠
る
か
に
装
い
な
が

ら
、「
後
見
」
な
る
語
を
避
け
て
い
た
こ
と
、
一
条
が
そ
の
不
在
し

か
語
ら
な
い
こ
と
に
、
む
し
ろ
『
栄
花
』
の
腐
心
を
み
る
べ
き
で

あ
る
。

そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

 

逆
に
い
え
ば
『
源
氏
物
語
』
は
、
敦
康
の
即
位
も
が
起
こ
り
得

る
よ
う
な
世
界
を
、「
後
見
」
を
鍵
語
に
実
現
し
て
し
ま
っ
た
物
語

だ
と
も
い
え
る
。
し
か
も
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
成
立
と
同
時

期
に
敦
康
を
育
む
一
条
と
彰
子
の
姿
が
あ
っ
た
わ
け
だ
。

津
島
氏
が
言
う
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
達
成

さ
れ
た
冷
泉
帝
即
位
と
対
比
す
る
こ
と
で
、
史
実
で
は
達
成
さ
れ
な
か
っ

た
敦
康
親
王
即
位
を
、
読
者
が
意
識
で
き
る
形
で
描
い
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
源
氏
準
拠
」
は
、
一
見
準
え
と
見
せ
か
け
て
、

虚
構
（
後
見
と
し
て
源
氏
が
帰
京
し
、
そ
の
ま
ま
春
宮
が
帝
位
に
つ
い

た
こ
と
）
と
、
現
実
（
伊
周
兄
弟
が
戻
っ
て
き
て
も
後
見
と
は
な
り
得



― 7 ―

ず
、
帝
位
争
い
か
ら
外
さ
れ
た
こ
と
）
と
を
、
対
比
し
よ
う
と
す
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
『
栄
花
物
語
』
の
対
比
構
造
は
、『
源
氏
物
語
』

を
知
っ
て
い
る
読
者
に
は
、
大
い
に
「
あ
は
れ
」
を
誘
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
を
構
築
す
る
た
め
に
、『
栄
花
物
語
』
で
は
極

力
『
源
氏
物
語
』
に
似
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
そ
の

た
め
だ
け
に
親
王
の
生
年
の
操
作
と
い
う
大
そ
れ
た
こ
と
を
す
る
も
の

だ
ろ
う
か
。「
皇
子
誕
生
の
験
に
よ
る
恩
赦
」
で
あ
れ
ば
、
内
親
王
で
は

あ
る
が
長
徳
二
年
十
二
月
十
六
日
に
脩
子
内
親
王
が
生
ま
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
『
源
氏
物
語
』
で
は
男
皇
子
で
あ
っ
た
の
だ
し
、
即
位
の
可

能
性
な
ど
の
点
で
、
親
王
と
内
親
王
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
し
か

し
脩
子
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
年
次
操
作
に
及
ば
ず

に
済
ま
せ
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
思
え
ば
、
こ

れ
ま
で
の
定
説
で
あ
る
「『
源
氏
物
語
』
に
近
づ
け
る
た
め
、
親
王
の
生

年
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
伊
周
兄
弟
召
還
の
恩
赦
事
由
と
し
よ
う

と
し
た
」
と
い
う
考
え
以
外
に
も
、
何
か
し
ら
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
松
村
氏
が
注
目
し

て
い
た
「
東
三
条
院
の
御
悩
を
書
か
な
か
っ
た
点
」
に
つ
い
て
考
え
て

み
る
。

三
、
消
え
た
詮
子
病
悩

前
節
で
詳
し
く
見
た
『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
の
準
え
の
関

係
に
加
え
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
が
多
い
の
が
、「
長
徳
三
～
四

年
あ
た
り
の
詮
子
と
道
長
の
病
気
を
書
か
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
、
第
一
節
で
引
い
た
松
村
氏
の
論
に
加
え
て
、
深
澤
三

千
男
氏

（
注
９
）は

以
下
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

こ
の
局
面
で
、
伊
周
を
源
氏
に
見
立
て
た
（『
栄
花
物
語
』
自
体
に

明
示
）
以
上
、
伊
周
執
政
に
執
拗
に
反
対
し
て
、
わ
が
子
一
条
帝

に
、
好
意
を
寄
せ
て
い
た
道
長
が
ま
だ
大
臣
に
す
ら
な
っ
て
い
な

い
の
に
、
あ
ら
ゆ
る
先
例
を
無
視
し
て
執
政
に
指
名
す
る
よ
う
迫
っ

た
（『
大
鏡
』
に
詳
し
く
、『
栄
花
物
語
』
に
は
仄
め
か
し
程
度
）

東
三
条
院
こ
そ
、
源
氏
の
敵
役
弘
徽
殿
太
后
に
イ
メ
ー
ジ
が
だ
ぶ
っ

て
行
く
だ
ろ
う
。（
中
略
）
先
行
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
厳
然
と
し
て
、

こ
わ
も
て
で
底
意
地
の
悪
か
っ
た
弘
徽
殿
太
后
の
イ
メ
ー
ジ
が

あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
際
史
実
通
り
東
三
条
院
御
悩
と
伊
周
等

の
赦
免
を
直
結
し
て
し
ま
う
と
、
弘
徽
殿
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り

す
ぎ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。（
中
略
）
善
意
の
人
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
付

け
た
い
以
上
、
詮
子
に
悪
役
弘
徽
殿
を
だ
ぶ
ら
せ
る
わ
け
に
は
行
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か
な
く
て
、
い
わ
ば
『
源
氏
物
語
』
避
け
で
史
実
改
変
を
迫
ら
れ

た
動
機
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

『
栄
花
物
語
』
が
『
源
氏
物
語
』
に
寄
せ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
実

在
の
人
間
関
係
に
『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
東
三
条
院
詮
子
が
、
主
人
公
源
氏
の
敵
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
弘
徽
殿
大
后
と
、
当
帝
の
母
と
い
う
立
場
で
完
全
に

一
致
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
れ
は
避
け
た
い
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
深
澤
氏
は
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
局
面
で
は
む
し
ろ
史
実
で
は
『
源
氏
物
語
』
と
一
致
し
て
い

た
、
東
三
条
院
御
悩
に
よ
る
「
大
赦
」（
山
中
は
こ
れ
を
も
『
栄
花

物
語
』
著
者
が
知
ら
な
か
っ
た
事
と
す
る
）
の
史
実
を
伊
周
等
赦

免
の
原
因
か
ら
外
し
て
し
ま
う
事
で
、
暗
い
悪
役
を
排
除
し
、
史

実
に
反
し
て
ま
で
『
源
氏
物
語
』
離
れ
す
る
場
合
も
あ
っ
た
事
が

面
白
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
栄
花
物
語
』
著
者
は
『
源

氏
物
語
』
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
り
放
し
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、『
源
氏

物
語
』
を
利
用
す
る
事
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
以
上
の
世
界
を

こ
の
世
に
構
築
し
よ
う
と
企
て
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

勿
論
そ
う
し
た
方
針
が
『
源
氏
物
語
』
世
界
の
深
い
記
号
性
、
ド

ラ
マ
性
を
す
っ
か
り
台
無
し
に
し
た
、
平
板
で
無
味
乾
燥
な
『
栄

花
物
語
』
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
結
果
に
終
わ
っ
た
に
せ
よ
。

前
節
で
は
、
津
島
氏
の
論
か
ら
、
伊
周
と
源
氏
、
敦
康
親
王
と
冷
泉
帝

に
つ
い
て
『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
の
差
異
を
見
た
が
、
こ
こ

で
は
東
三
条
院
詮
子
と
弘
徽
殿
大
后
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
『
源
氏
物

語
』
と
『
栄
花
物
語
』
の
差
異
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
深
澤
氏
は

次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。

史
実
と
の
齟
齬
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
史
書
た
る
よ

り
も
物
語
た
る
事
が
目
ざ
さ
れ
て
い
た
と
、
短
絡
し
て
考
え
る
事

は
で
き
な
い
。（
中
略
）
時
日
ひ
い
て
は
因
果
関
係
の
変
更
に
ま
で

及
ぶ
、
史
料
操
作
に
よ
る
理
想
化
＝
歴
史
の
組
替
え
も
容
認
さ
れ

る
面
が
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

こ
の
考
え
に
よ
る
な
ら
ば
、『
栄
花
物
語
』
は
『
源
氏
物
語
』
以
上
の
理

想
化
さ
れ
た
世
界
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
詮

子
か
ら
悪
役
弘
徽
殿
の
イ
メ
ー
ジ
を
排
除
し
、
伊
周
召
還
の
事
由
を
変

更
す
る
こ
と
に
な
っ
た
「
詮
子
病
悩
を
隠
す
」
と
い
う
操
作
は
、
そ
の

一
端
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
こ
で
、
こ
の
詮
子
と
弘
徽
殿
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
前
節

の
考
察
と
合
わ
せ
て
「
虚
構
対
現
実
」
の
対
比
構
造
を
当
て
は
め
て
み
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る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
と
い
う
「
虚
構
」
で

は
、
意
地
悪
な
敵
役
の
弘
徽
殿
が
い
な
が
ら
も
、
源
氏
は
政
界
中
枢
へ

の
復
帰
を
果
た
し
、
冷
泉
帝
も
無
事
即
位
す
る
。
一
方
「
現
実
」
の
立

場
に
置
か
れ
る
は
ず
の
『
栄
花
物
語
』
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
伊
周
は

帰
京
こ
そ
で
き
た
も
の
の
元
の
位
に
は
程
遠
く
、
敦
康
は
つ
い
に
春
宮

と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
伊
周
ら
の
不
在
の
折
、
参
内
を
た
め
ら
う
定

子
に
若
宮
と
の
参
内
を
勧
め
、
敦
康
の
誕
生
に
際
し
て
も
様
々
な
贈
り

物
を
し
、
伊
周
兄
弟
の
召
還
に
際
し
て
も
異
を
唱
え
る
こ
と
は
し
な
い
。

そ
ん
な
女
院
が
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
「
現
実
」
は
変
わ
ら
な
い
の
で

あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
「
中
関
白
家
に
優
し
い
詮
子
像
」
を
「
史
実
」
と

言
い
切
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
、「
脚
色
さ
れ
た
現
実
」
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
歴
史
の
大
き
な
流
れ
は
壊
さ
ず
、
そ
れ
で
い
て
「
虚
構
」
で

あ
る
『
源
氏
物
語
』
の
弘
徽
殿
大
后
と
対
比
さ
せ
る
に
は
十
分
効
果
的

で
あ
る
。
こ
の
対
比
が
深
澤
氏
の
言
う
「『
源
氏
物
語
』
以
上
の
世
界
を

こ
の
世
に
構
築
し
よ
う
と
企
て
た
」
こ
と
に
当
て
は
ま
る
の
か
ど
う
か

は
判
断
し
か
ね
る
が
、『
源
氏
物
語
』
と
の
対
比
構
造
に
よ
っ
て
読
者
に

「
あ
は
れ
」
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、『
栄
花
物
語
』
の
意
図

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
弘
徽
殿
と
の
関
係
性
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
注
目
し
て
お

き
た
い
点
が
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
が
語
る
伊
周
の
罪
の
中
に
、「
帝
の

御
母
后
を
呪
は
せ
た
て
ま
つ
り
た
る
罪
」
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
巻
四

「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
で
、
伊
周
が
行
っ
た
悪
事
が
様
々
に
語
ら
れ
る
が
、

呪
詛
の
疑
い
は
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
疑
惑
に
関
す
る

『
栄
花
物
語
』
中
の
記
述
を
確
認
す
る
。

　

ま
た
、
女
院
の
御
悩
み
、
を
り
を
り
い
か
な
る
こ
と
に
か
と
思

し
め
し
、
御
物
の
怪
な
ど
い
ふ
事
ど
も
も
あ
れ
ば
、
こ
の
内
大
臣

殿
を
、
な
ほ
御
心
掟
心
幼
く
て
は
い
か
が
は
あ
べ
か
ら
ん
と
、
傾

き
、
も
て
悩
み
き
こ
ゆ
る
人
々
多
か
る
べ
し
。（
１
：
二
三
一
頁
）

女
院
（
詮
子
）
が
病
に
罹
り
、
人
々
は
噂
す
る
。
あ
の
内
大
臣
、
や
は

り
心
の
持
ち
よ
う
が
こ
う
も
幼
稚
で
は
…
と
、
伊
周
が
「
何
か
」
し
で

か
す
の
で
は
な
い
か
と
噂
さ
れ
て
い
る
さ
ま
が
描
か
れ
る
。
こ
の
段
階

で
は
、
こ
の
件
は
噂
以
上
の
こ
と
は
語
ら
れ
ず
、「
祭
果
て
て
な
ん
花
山

院
の
御
事
な
ど
出
で
く
べ
し
」（
１
：
二
三
一
頁
）
と
、
話
題
の
中
心
は

花
山
院
へ
の
不
敬
事
件
に
移
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
次
の
巻
五
「
浦
々

の
別
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
罪
状
が
述
べ
ら
れ
る
。

聞
け
ば
、「
太
上
天
皇
を
殺
し
た
て
ま
つ
ら
む
と
し
た
る
罪
一
つ
、

帝
の
御
母
后
を
呪
は
せ
た
て
ま
つ
り
た
る
罪
一
つ
、
公
よ
り
ほ
か
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の
人
い
ま
だ
お
こ
な
は
ざ
る
大
元
法
を
、
私
に
隠
し
て
お
こ
な
は

せ
た
ま
へ
る
罪
に
よ
り
、
内
大
臣
を
筑
紫
の
帥
に
な
し
て
流
し
遣

は
す
」
と
い
ふ
こ
と
を
読
み
の
の
し
る
に
、
宮
の
内
の
上
下
、
声

を
と
よ
み
泣
き
た
る
ほ
ど
の
有
様
、
こ
の
文
読
む
人
も
あ
わ
て
た

り
。（
１
：
二
四
一
頁
）

傍
線
部
の
通
り
、
罪
状
の
中
に
は
「
帝
の
御
母
后
」
を
呪
詛
し
た
こ
と

が
含
ま
れ
て
い
る
。
伊
周
配
流
の
事
由
は
、
諸
記
録
に
よ
っ
て
若
干
の

差
が
見
ら
れ
る
が
、『
日
本
紀
略）

（注

（
注

』
と
『
小
右
記）
（（

（
注

』
に
は
こ
の
女
院
へ
の

呪
詛
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
真
相
は
不
明
だ
が
、
伊
周
が
詮
子
を
呪
詛

し
て
い
る
と
の
噂
は
世
間
に
広
ま
っ
て
い
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
諸
記
録
を
追
っ
て
い
く
と
、
伊
周
が
詮
子
を
呪
っ
た

こ
と
、
そ
れ
ら
の
罪
で
左
遷
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
詮
子
が
実
際
に
病

気
に
な
っ
た
こ
と
と
い
う
、
伊
周
と
詮
子
に
関
す
る
事
柄
の
流
れ
が
浮

き
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
が
詮
子
の
病
気
を
表
に
出

さ
な
か
っ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

詮
子
の
病
気
を
あ
り
の
ま
ま
書
く
と
、
あ
た
か
も
伊
周
の
呪
い
が
効
い

て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。『
栄
花
物
語
』
は
そ
れ
を
避
け
た

か
っ
た
の
で
あ
る
。

実
際
に
、『
権
記
』
の
中
に
は
、
詮
子
が
物
の
怪
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
長
保
二
年
五
月
二
十
二
日
の
記
事
に
、
先
年
、

つ
ま
り
長
保
元
年
（
長
徳
五
年
）、
詮
子
が
「
高
二
位
」
の
霊
に
悩
ま
さ

れ
た
と
あ
る
。

二
十
二
日
戊
戌
（
中
略
）

参
院
、
参
内
、

今
朝
定
澄
律
師
来
臨
。
相
逢
、
召
仰
勘
解
由
判
官
行
忠
、
自
院
請

興
福
寺
僧
十
五
口
、
始
自
来
廿
六
日
、
於
長
者
殿
、
為
消
除
御
悩
、

可
令
転
読
大
般
若
不
断
経
、〔
諷
経
、〕
先
年
院
御
悩
之
時
、
静
昭

闍
梨
申
行
此
事
、
高
二
位
霊
出
来
云
、
功
徳
殊
勝
之
由
、
其
度
御

悩
早
平
癒
。
仍
今
申
行
耳
。

 

（
増
補
史
料
大
成
『
権
記　

一
』
臨
川
書
店
／
一
九
六
五
）

こ
こ
で
は
道
長
の
た
め
の
読
経
の
打
ち
合
わ
せ
で
あ
っ
た
が
、
先
年

詮
子
の
御
悩
で
も
同
じ
誦
経
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
高
二
位
の
霊
が
現
れ
、

「
功
徳
が
殊
勝
で
あ
る
」
と
言
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
高
二
位
と
は
高

階
成
忠
の
こ
と
で
あ
り
、
伊
周
ら
の
母
高
階
貴
子
の
父
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
伊
周
の
親
族
の
物
の
怪
に
よ
る
騒
ぎ
が
実
際
に
起
き
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。

『
源
氏
物
語
』
を
知
っ
て
い
る
者
は
、
朱
雀
帝
の
眼
病
が
父
桐
壺
院
の

霊
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』
が
、
も
し
史
実

の
通
り
に
詮
子
の
病
気
を
描
い
て
い
た
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
と
同
様
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に
、
詮
子
の
「
御
悩
」
が
霊
の
し
わ
ざ
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
霊
は
誰
か
。

史
実
で
も
物
の
怪
騒
動
は
実
際
に
起
き
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
霊
の
孫

に
当
た
る
人
物
が
「
女
院
呪
詛
」
の
容
疑
を
持
た
れ
て
い
る
。
読
者
が

『
源
氏
物
語
』
と
史
実
の
両
方
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
伊
周
は
疑
わ
し
い
人

物
と
し
て
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
ま
だ

呪
い
が
詮
子
に
効
い
て
い
る
状
態
で
呪
詛
し
た
当
人
で
あ
る
伊
周
を
赦

免
し
て
し
ま
っ
て
は
、
物
語
と
し
て
不
都
合
で
あ
ろ
う
し
、
今
後
物
語

中
で
「
栄
花
」
を
描
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
道
長
の
失
政
と
も
映
ろ
う
。

加
え
て
、
前
述
し
た
「
虚
構
対
現
実
」
の
対
比
構
造
を
最
大
限
に
活
か

す
た
め
に
は
、
伊
周
は
源
氏
に
極
力
似
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

で
本
当
に
伊
周
が
呪
詛
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
と
、
伊
周
は

「
無
実
の
光
源
氏
」
の
立
場
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
不
都
合

を
消
し
去
る
に
は
、
伊
周
の
し
わ
ざ
で
は
な
い
よ
う
に
細
々
と
手
を
加

え
る
よ
り
も
、
い
っ
そ
詮
子
の
病
悩
そ
の
も
の
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す

る
の
が
一
番
効
果
的
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
な
ぜ
恩
赦
を
長
徳
四
年
に
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

詮
子
の
病
悩
に
つ
い
て
書
け
な
い
と
し
て
、
敦
康
親
王
誕
生
の
恩
赦
と

す
る
な
ら
ば
、
親
王
誕
生
の
年
次
で
あ
る
長
保
元
年
に
恩
赦
を
寄
せ
る

よ
う
に
操
作
す
る
選
択
肢
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
な
か
っ
た

の
は
な
ぜ
か
。
次
節
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

四
、
彰
子
入
内
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
道
長
の
暗
躍

こ
こ
ま
で
、『
栄
花
物
語
』
が
敦
康
親
王
を
利
用
す
る
こ
と
で
『
源
氏

物
語
』
に
準
え
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
詮
子
の
病
気
を
描
か
な
い
こ
と

の
意
図
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
本
節
で
は
、
な
ぜ
伊
周
兄
弟
の
帰

京
が
史
実
と
一
年
ず
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

深
澤
氏）

（注

（
注

は
「
須
磨
退
去
の
翌
々
年
召
還
さ
れ
た
源
氏
の
年
立
に
倣
っ

た
」
と
述
べ
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
注
目
し
た
い
の
は
、
第
一
節
で
引

用
し
た
清
水
氏
の
論
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
松
村
氏
の
論
で
あ
る
。
繰

り
返
し
に
な
る
が
、
清
水
氏
は
、
長
徳
四
年
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の

半
年
間
、『
御
堂
関
白
記
』
の
記
述
が
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
翌
長
保
元

年
二
月
、
入
内
前
の
彰
子
が
従
三
位
に
な
る
と
い
う
点
に
注
目
し
て
、

空
白
の
長
徳
四
年
下
半
期
を
、
道
長
の
「
女
御
入
内
画
策
期
」
と
見
て

い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
松
村
氏
は
、
長
徳
四
年
の
史
実
の
書
き
替
え

は
「
道
長
の
病
気
以
下
一
連
の
史
実
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
ら
と

無
関
係
な
記
述
を
す
る
必
要
上
考
え
出
さ
れ
た
こ
と
と
も
言
え
そ
う
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

深
澤
氏
の
説
を
積
極
的
に
否
定
す
る
理
由
は
な
い
が
、
松
村
氏
の
言

う
「
長
徳
四
年
の
道
長
」
を
隠
す
た
め
に
史
実
の
書
き
替
え
ま
で
行
っ

た
と
い
う
説
も
少
し
考
え
て
み
た
い
。
確
か
に
政
争
の
た
め
暗
躍
す
る
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姿
は
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
詮
子
の
病

悩
と
同
じ
く
、
そ
も
そ
も
書
か
ず
に
長
徳
四
年
の
記
述
を
短
く
済
ま
せ

ば
良
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
本
当
に
目
的
は
隠
す
こ
と
だ
け
な
の
だ

ろ
う
か
。

こ
こ
で
『
栄
花
物
語
』
巻
五
「
浦
々
の
別
」
か
ら
少
し
進
み
、
巻
六

「
か
か
や
く
藤
壺
」
に
目
を
向
け
て
み
る
。
巻
六
は
彰
子
の
裳
着
、
入
内

へ
の
言
及
か
ら
始
ま
る
。

大
殿
の
姫
君
十
二
に
な
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
年
の
内
に
御
裳
着
あ
り

て
、
や
が
て
内
に
参
ら
せ
た
ま
は
む
と
い
そ
が
せ
た
ま
ふ
。（
１
：

二
九
九
頁
）

こ
こ
に
は
年
次
や
裳
着
の
様
子
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
な
い
。

そ
の
代
わ
り
の
よ
う
に
入
内
の
準
備
の
様
子
が
語
ら
れ
、
道
長
、
花
山

院
、
公
任
な
ど
か
ら
祝
い
の
歌
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
早
々
に
入
内

の
場
面
に
移
る
。
長
保
元
年
十
一
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
諸
記
録
と

も
齟
齬
は
全
く
な
い
。『
御
堂
関
白
記
』
に
よ
る
と
裳
着
が
長
保
元
年
二

月
九
日
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
裳
着
と
入
内
の
間
に
は
史
実
で
は
約
九

か
月
も
の
隔
た
り
が
あ
る
の
だ
が
、
裳
着
か
ら
入
内
ま
で
実
に
手
際
良

く
流
れ
て
行
く
。
こ
の
巻
六
冒
頭
の
新
編
全
集）

（注

（
注

の
頭
注
に
は
、

巻
頭
に
成
人
し
た
彰
子
を
置
き
、
時
代
の
新
し
い
局
面
を
描
く
。

道
長
の
子
女
と
い
う
新
た
な
世
代
の
登
場
が
歴
史
の
切
れ
目
と
し

て
機
能
し
、『
栄
花
』
の
巻
単
位
の
構
想
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
。

（
１
：
二
九
九
頁
）

と
あ
る
。
巻
が
替
わ
る
と
同
時
に
、
新
た
な
ヒ
ロ
イ
ン
と
も
い
う
べ
き

彰
子
が
登
場
し
、
そ
の
華
々
し
い
後
宮
デ
ビ
ュ
ー
が
語
ら
れ
て
い
く
わ

け
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
史
実
に
目
を
向
け
る
と
、
彰
子
の
入
内
の
六
日
後
、

長
保
元
年
十
一
月
七
日
に
何
が
あ
っ
た
か
。
一
条
天
皇
第
一
皇
子
、
敦

康
親
王
の
誕
生
で
あ
る
。
道
長
に
と
っ
て
、
娘
の
華
々
し
い
デ
ビ
ュ
ー

に
水
を
差
す
、
さ
ぞ
邪
魔
な
存
在
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
後
、『
栄
花

物
語
』
巻
六
で
は
、
彰
子
と
定
子
の
様
子
が
交
互
に
描
か
れ
、
次
第
に

二
人
の
明
暗
が
分
か
れ
て
行
く
と
い
う
流
れ
な
の
だ
が
、
も
し
こ
こ
で

敦
康
親
王
が
生
ま
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
入
内
早
々
に
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る

定
子
に
大
き
く
後
れ
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
印
象
を
持
た
せ
か
ね

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
同
様
の
例
と
し
て
、『
栄
花
物
語
』
で
は
長
徳
五
（
長
保
元
）
年

六
月
の
内
裏
焼
亡
が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
ち
ら

も
新
編
全
集
頭
注
に
指
摘
が
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
で
は
当
初
か
ら
「
こ

の
御
方
藤
壺
に
お
は
し
ま
す
に
」（
１
：
三
〇
二
頁
）
と
、
通
常
通
り
宮
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中
に
入
っ
た
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
が
、
こ
の
火
災
に
よ
り
実
は
入

内
当
初
は
里
内
裏
で
、
約
一
年
後
、
改
め
て
藤
壺
に
入
っ
た
と
い
う
。

大
き
く
史
実
か
ら
外
れ
る
嘘
を
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
か
か

や
く
藤
壺
」
と
、
こ
ち
ら
も
『
源
氏
物
語
』
を
意
識
し
た
巻
名
に
瑕
を

つ
け
な
い
よ
う
、
意
図
的
に
隠
さ
れ
た
出
来
事
か
も
し
れ
な
い
。

『
栄
花
物
語
』
と
し
て
は
、
彰
子
の
入
内
と
い
う
慶
事
に
水
を
差
す

「
敦
康
親
王
の
誕
生
」
と
い
う
出
来
事
を
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
と
は
い
え
第
一
皇
子
の
存
在
自
体
を
抹
消
す
る
わ
け

に
も
い
か
な
い
。
姉
で
あ
る
脩
子
内
親
王
の
誕
生
や
、
定
子
本
人
が
参

内
し
た
期
間
と
の
兼
ね
合
い
も
あ
る
。
で
は
ど
こ
に
移
動
さ
せ
る
か
。

そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た
年
次
が
「
長
徳
四
年
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
巻
五
「
浦
々
の
別
」
は
中
関
白

家
の
動
静
の
み
に
集
中
す
る
巻
と
な
る
。
長
徳
二
年
、
伊
周
兄
弟
の
転

落
劇
が
あ
り
、
翌
年
、
長
徳
三
年
は
独
り
心
細
く
過
ご
す
定
子
に
目
が

向
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
恩
赦
が
ち
ょ
う
ど
一
年
遅
く
な
っ
て
い
る
こ

と
に
よ
り
、
長
徳
四
年
十
二
月
に
伊
周
が
帰
京
し
た
と
こ
ろ
で
巻
五
が

終
わ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
「
栄
花
」
の
主
役
も
交
代
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
深
澤
氏
の
説
も
加
え
る
と
、
伊
周
と
源
氏
を
繋
ぐ

糸
を
補
強
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
ま
さ
に
八
方
丸
く
収
ま
る
采
配
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

歴
史
の
順
序
を
大
き
く
捻
じ
曲
げ
た
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
長
徳

四
年
の
記
事
の
不
審
は
、
こ
れ
ま
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
準
え
る
た
め

の
操
作
で
あ
る
と
い
う
指
摘
に
留
ま
っ
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
第

二
節
で
、
そ
の
「
源
氏
準
拠
」
の
意
味
が
、
実
現
し
な
か
っ
た
敦
康
親

王
即
位
を
め
ぐ
る
虚
構
と
現
実
の
対
比
に
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
し
た
。

第
三
節
で
は
、
本
来
恩
赦
の
事
由
で
あ
っ
た
は
ず
の
詮
子
病
悩
を
『
栄

花
物
語
』
が
隠
蔽
し
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
詮
子
と
弘
徽
殿
大

后
を
、
立
場
的
に
は
重
な
り
つ
つ
も
人
格
的
に
は
異
な
っ
た
似
て
非
な

る
人
物
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ
り
、
第
二
節
の
対
比
構
造
が
よ
り
深
ま

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
伊
周
の
女
院
呪
詛
の
結
果
と
読
者
に
受

け
取
ら
れ
か
ね
な
い
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
物
語
の
展
開
に
不

都
合
を
引
き
起
こ
す
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
第
四
節
で
は
、

恩
赦
の
年
次
が
「
長
徳
四
年
」
に
設
定
さ
れ
た
意
図
に
つ
い
て
、
物
語

の
内
容
と
巻
の
変
わ
り
目
を
整
合
さ
せ
る
こ
と
で
、
読
者
に
時
代
の
変

化
を
も
意
識
さ
せ
る
手
法
な
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。

『
栄
花
物
語
』
巻
五
「
浦
々
の
別
」
は
、『
源
氏
物
語
』
と
対
比
さ
せ

な
が
ら
、
歴
史
の
敗
者
と
な
っ
た
中
関
白
家
の
人
々
の
「
あ
は
れ
」
を

描
い
た
。
し
か
し
、
中
関
白
家
の
話
は
巻
五
で
片
付
け
ら
れ
、
巻
六
か
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ら
の
女
御
彰
子
と
い
う
新
た
な
ヒ
ロ
イ
ン
の
時
代
の
到
来
の
邪
魔
は
し

な
い
。「
源
氏
準
拠
」
と
い
う
一
つ
の
演
出
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
思
わ

れ
た
『
栄
花
物
語
』
の
年
次
の
操
作
は
、
実
は
そ
れ
以
外
の
様
々
な
史

実
と
の
相
違
と
い
う
不
都
合
へ
の
対
処
や
、
作
品
構
成
上
の
思
惑
も
絡

み
合
っ
て
、
大
胆
に
な
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
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