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さ
き
に
筆
者
は
、｢

平
安
物
語
か
ら
中
世
物
語
へ

短
編
物
語
の
位
相

｣
(

秋
山
虔
編『

平
安
文
学
史
論
考』

[

二
〇
〇
九
年
、
武
蔵
野
書
院]

所
収)

と
題
し
て
、
物
語
史
上
に
短
編
物
語
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

か
を
考
え
る
た
め
、『

堤
中
納
言
物
語』

所
収
の
か
た
ち
で
し
か
現
存

し
な
い
短
編
物
語
以
外
に
、
か
つ
て
は
ど
の
よ
う
な
作
品
が
存
在
し
た

か
に
つ
い
て
、『

風
葉
和
歌
集』

入
集
歌
が
一
首
の
み
の
散
逸
物
語
、

と
い
う
限
定
の
も
と
、
い
さ
さ
か
の
考
察
を
試
み
た
。
ま
た
、
そ
こ
で

は
紙
幅
の
制
約
に
よ
り
言
及
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
も
含
め
て
、
別
稿

｢『

風
葉
和
歌
集』

一
首
入
集
散
逸
物
語
一
覧

平
安
物
語
か
ら
中
世
物
語

へ
・
補
遺

｣
(｢

文
学
研
究｣

107
輯
、
二
〇
一
〇
年
三
月)

を
用
意
し
た
。
そ

の
結
果
、
リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
さ
れ
た
物
語
は
五
〇
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う

ち
の
四
二
作
品
が
短
編
ら
し
い
、
と
の
暫
定
的
な
結
論
を
得
た
の
で
あ
っ

た
。
本
稿
で
は
、
そ
こ
で
の
限
定
を
、
二
首
入
集
の
散
逸
物
語

(

四
一

作
品
を
数
え
る)

と
い
う
こ
と
に
緩
め
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え
て

み
た
い
。

こ
こ
で
も
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
ま
ず
は
、
二
首
が
別
々
に
で
は
な

く
、
ま
と
ま
っ
て
入
集
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
七
作
品
を
取
り
上

げ
て
み
る
こ
と
に
す
る

(

見
出
し
に
付
し
た
通
し
番
号
は
、
全
四
一
作
品
を
歴

史
的
仮
名
遣
い
に
よ
る
五
十
音
順
に
並
べ
た
さ
い
の
番
号
で
あ
る)

。

前
稿
に
述
べ
た
よ
う
に
、『

風
葉
和
歌
集』

に
二
首
入
集
し
た
現
存

物
語
に
は
、『

苔
の
衣』

『

雫
に
に
ご
る』

『

む
ぐ
ら
の
宿』

の
三
作
品

が
あ
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
短
編
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
の
二
首
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
場
面
か
ら
の
採
歌
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
二
首
入
集
と
は
い
え
、
二
首
が
連
続
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
は
、

物
語
中
の
ひ
と
つ
の
場
面
の
み
か
ら
採
歌
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

一
首
の
み
入
集
の
散
逸
物
語
の
扱
い
と
ほ
ぼ
同
じ
と
見
な
す
こ
と
が
で
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き
る

(

前
稿
な
ら
び
に
別
稿
で
検
討
し
た
な
か
に
も
、
詞
書
に
歌
の
一
部
を
含
む
の

で
、
じ
つ
は
二
首
入
集
と
変
わ
ら
な
い
事
例
と
し
て
、
[15]『

心
や
り』

[29]『

鳥
の
ね

う
ら
む
る』
[34]『

花
ざ
か
り』

[47]『

よ
つ
あ
し』

の
四
作
品
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
長
編
的
な
構
想
は
見
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
短
編
と
判

断
し
た)

。
そ
こ
に
、
短
編
で
あ
る
可
能
性
を
賭
け
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
散
逸
物
語
を
網
羅
的
に
検
討
し
た
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
前
稿

(

別
稿
に
も)

に
掲
げ
て
お
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
。
参
照
さ

れ
た
い
。

【 】３『

あ
し
の
や
へ
ぶ
き』

(

題
不
レ

知ラ)

葦
の
八
重
葺
の
按
察
大
納
言
女

引
か
で
だ
に
や
み
な
ま
し
か
ば
あ
や
め
草
袖
に
う
き
ね
は
か
か
ら

ざ
ら
ま
し

家
の
少
将

流
れ
て
と
例
に
引
け
る
あ
や
め
草
君
が
夜
殿
は
い
つ
か
か
れ
せ
む

(

巻
三
・
夏
・
一
六
六
〜
一
六
七
番
。
以
下
、『

風
葉
和
歌
集』

の
引
用
は｢
岩

波
文
庫｣

本
に
よ
る)

こ
の
物
語
に
つ
い
て
は
、
小
木
喬
氏
の
検
討(『

散
逸
物
語
の
研
究
平
安
・

鎌
倉
時
代
編』
[

一
九
七
三
年
、
笠
間
書
院])

に
ほ
ぼ
尽
き
て
い
る
。
た
だ
し
、

題
号｢

あ
し
の
や
へ
ぶ
き｣

の
由
来
に
つ
い
て
、
和
泉
式
部
の
歌
、

つ
の
く
に
の
こ
や
と
も
人
を
い
ふ
べ
き
に
ひ
ま
こ
そ
な
け
れ
あ、
し、

の、
や、
へ、
ぶ、
き、(『

後
拾
遺
和
歌
集』

巻
十
二
・
恋
二
・
六
九
一
番
、『

和
泉
式

部
集』

六
九
〇
番
。
以
下
、
歌
集
の
引
用
は『

新
編
国
歌
大
観』

に
よ
る)

に
し
か
見
え
な
い
表
現
だ
と
す
る
の
は
、『

古
今
和
歌
六
帖』

に
す
で

に
、

つ
の
国
の
あ、
し、
の、
や、
へ、
ぶ、
き、
ひ
ま
を
な
み
こ
ひ
し
き
人
に
あ
は
ぬ

比
か
な

(

第
二
・
田
舎
・
く
に
・
一
二
五
八
番)

の
歌
が
見
え
、
和
泉
式
部
詠
も
こ
の
歌
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
訂
正
を
要
す
る
。
し
か
し
、
和
泉
式
部
の
歌
は
、『

俊
頼
髄
脳』

に
お
い
て
、｢

こ
や
と
も
人
を
と
い
ひ
て
、
ひ
ま
こ
そ
な
け
れ
と
い

へ
る
詞
は
、
凡
夫
の
思
ひ
よ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
い
み
じ
き
事
な
り｣

(｢

日
本
古
典
文
学
全
集｣

本
二
六
四
頁)

と
、
藤
原
公
任
に
よ
っ
て
絶
賛
さ

れ
た
と
い
う
逸
話
が
見
え
る
ほ
か
、『

和
歌
初
学
抄』

や『

古
来
風
体

抄』

等
に
も
採
ら
れ
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
、『

相
模
集』

の｢

ひ
ま
な

く
ぞ
な
に
は
の
こ
と
も
な
げ
か
る
る
こ
や
つ
の
く
に
の
あ
し
の
や
へ
ぶ

き｣
(

五
七
三
番)

の
よ
う
に
、
和
泉
式
部
詠
の
影
響
を
受
け
た
と
お
ぼ

し
き
歌
が
散
見
す
る
こ
と
か
ら
、
題
号
の
出
所
と
し
て
は
、
や
は
り
も
っ

と
も
有
力
だ
と
い
え
よ
う
。

小
木
氏
の
結
論
部
分
を
引
用
す
る
と
、

忙
し
い
夫
を
持
っ
た
女
が
、
そ
の
訪
問
の
少
な
い
の
を
嘆
い
て
い

た
が
、｢
あ
し
の
や
へ
ぶ
き｣

の
歌
を
贈
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫

の
愛
情
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
話
が
、
こ
の
物
語
の
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中
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
ほ
ぼ
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
う
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
夫
婦
関
係
で
は
、
ご
く
当
た

り
ま
え
の
話
で
、
こ
と
さ
ら
作
り
物
語
と
し
て
、
他
人
に
物
語
る

だ
け
の
価
値
は
な
い
話
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い｢

大
和
物
語｣

の
一

段
と
な
る
程
度
の
話
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
語
と
し
て
は
、

こ
れ
以
外
に
、
物
語
る
に
足
る
よ
う
な
話
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

想
像
さ
せ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
現
存
の
資
料
で
は
、
そ
れ

が
ど
う
い
う
風
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。(

一
一
九
〜
一
二
〇
頁)

と
あ
る
。
た
し
か
に
、
男
の
愛
情
を
恢
復
す
る
女
の
話
と
い
う
だ
け
で

は
、｢

せ
い
ぜ
い｢

大
和
物
語｣

の
一
段
と
な
る
程
度｣

と
も
い
え
よ

う
が
、
歌
物
語
で
お
馴
染
み
の
〈
二
人
妻
型
歌
徳
説
話
〉
に
作
り
物
語

ら
し
い
デ
ィ
テ
ー
ル
を
施
し
、
ひ
と
捻
り
を
加
え
た『
は
い
ず
み』

の

よ
う
な
作
品
も
現
に
存
在
す
る
の
で
、｢

こ
れ
以
外
に
、
物
語
る
に
足

る
よ
う
な
話
を
持
っ
て
い
た｣

と
、
複
雑
な
物
語
展
開
を
こ
と
さ
ら
に

想
定
せ
ず
と
も
、
こ
の
ま
ま
で
短
編
物
語
と
し
て
も
成
立
し
う
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

【15】『

か
ほ
よ
き
ま
ひ
ひ
め』

五
節
の
舞
姫
の
、
す
ぐ
れ
て
見
え
け
る
に
遣
は
し
け
る

顔
よ
き
舞
姫
の
蔵
人
少
将

い
か
に
せ
ん
を
と
め
の
姿
恋
し
く
は
天
つ
空
を
や
い
と
ど
眺
め
む

返
し

と
ば
り
あ
げ
の
君

天
つ
空
を
と
め
の
姿
眺
む
と
も
雲
の
袂
は
ま
た
見
え
ん
か
も

(

巻
十
五
・
恋
五
・
一
一
四
六
〜
一
一
四
七
番)

｢

五
節
の
舞
姫
の
、
す
ぐ
れ
て
見
え
け
る｣

と
い
う
の
が
、
題
号
と

も
な
っ
た｢

顔
よ
き
舞
姫｣

本
人
で
あ
り
、
か
の
女
の
美
し
さ
に
魅
惑

さ
れ
た
蔵
人
少
将
が
求
愛
の
歌
を
よ
こ
し
て
来
た
の
に
対
し
て
、
本
人

は
や
ん
わ
り
と
拒
否
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

｢

少
女｣

巻
に
お
い
て
、
元
服
し
た
ば
か
り
の
夕
霧
が
、
舞
姫
と
な
っ

た
惟
光
の
娘
を
見
初
め
る
話
が
、
た
だ
ち
に
思
い
合
わ
さ
れ
る
。｢

少

女｣

巻
で
は
、
そ
の
お
り
の
舞
姫
四
人
に
つ
い
て
、
帝
の
意
向
に
よ
り
、

｢

み
な
と
ど
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
宮
仕
す
べ
く
、
仰
せ
言
こ
と
な
る
年

な
れ
ば
、
む
す
め
を
お
の
お
の
奉｣

(

③
五
九
頁
。
以
下
、『

源
氏
物
語』

の

引
用
は｢

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集｣

本
に
よ
る)

る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
実

際
に
、｢

例
の
舞
姫
ど
も
よ
り
は
み
な
す
こ
し
お
と
な
び
つ
つ
、
げ
に

心
こ
と
な
る
年｣

(

六
三
頁)

で
あ
っ
た
と
す
る
。
父
で
あ
る
惟
光
は
、

娘
を｢

典
侍
あ
き
た
る
に｣

(

六
四
頁)

就
け
た
い
と
の
希
望
を
も
っ
て

い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
六
年
後
、｢

藤
末
葉｣

巻
に
登
場
し
た
と
き
、

娘
は
す
で
に｢

藤
典
侍｣

(

③
四
四
七
頁)

と
呼
ば
れ
て
い
て
、
女
官
と

し
て
の
公
務
を
立
派
に
果
た
し
て
い
る
。

光
源
氏
が
舞
姫
と
し
て
差
し
出
し
た
惟
光
の
娘
の
姿
に
つ
い
て
は
、
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次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

五
節
の
参
る
儀
式
は
、
い
づ
れ
と
も
な
く
心
々
に
二
な
く
し
た
ま

へ
る
を
、
舞、
姫、
の、
容、
貌、
、
大
殿

(

＝
光
源
氏)

と
大
納
言
殿
と
は

す、
ぐ、
れ、
た、
り、
と
め
で
の
の
し
る
。
げ
に
い
と
を
か
し
げ
な
れ
ど
、

こ
こ
し
う
う
つ
く
し
げ
な
る
こ
と
は
、
な
ほ
大
殿
の
に
は
え
及
ぶ

ま
じ
か
り
け
り
。
も
の
き
よ
げ
に
い
ま
め
き
て
、
そ
の
も
の
と
も

見
ゆ
ま
じ
う
し
た
て
た
る
様
体
な
ど
の
あ
り
が
た
う
を
か
し
げ
な

る
を
、
か
う
ほ
め
ら
る
る
な
め
り
。(

③
六
二
〜
六
三
頁)

そ
の
よ
う
に
衆
人
の
視
線
を
浴
び
る
舞
姫
の
中
で
も
、
と
く
に
可
憐
な

惟
光
の
娘
に
対
し
て
、
夕
霧
は
、

冠
者
の
君

(

＝
夕
霧)

も
、
人
の
目
と
ま
る
に
つ
け
て
も
、
人
知

れ
ず
思
ひ
歩
き
た
ま
へ
ど
、
あ
た
り
近
く
だ
に
寄
せ
ず
、
い
と
け

け
し
う
も
て
な
し
た
れ
ば
、
も
の
つ
つ
ま
し
き
ほ
ど
の
心
に
は
嘆

か
し
う
て
や
み
ぬ
。
容、
貌、
は、
し、
も、
い、
と、
心、
に、
つ、
き、
て、
、
つ
ら
き
人

(

＝
雲
居
雁)

の
慰
め
に
も
、
見
る
わ
ざ
し
て
ん
や
と
思
ふ
。(
六
三

〜
六
四
頁)

と
強
く
心
を
惹
か
れ
、
童
殿
上
し
て
い
る
娘
の
弟
を
語
ら
っ
て
、

顔、
の、
い、
と、
よ、
か、
り、
し、
か、
ば、
、
す
ず
ろ
に
こ
そ
恋、
し、
け、
れ、
。
ま
し
が

常
に
見
る
ら
む
も
う
ら
や
ま
し
き
を
、
ま
た
見
せ
て
ん
や
。(

六

五
頁)

と
訴
え
、
次
の
よ
う
な
恋
文
を
託
し
て
も
い
る
。

日
か
げ
に
も
し
る
か
り
け
め
や
を
と
め
ご
が
天
の
羽
袖
に
か
け
し

心
は

(

六
五
頁)

そ
の
こ
と
を
知
っ
た
惟
光
は
、

こ
の
君
達

(

＝
夕
霧)

の
、
す
こ
し
人
数
に
思
し
ぬ
べ
か
ら
ま
し

か
ば
、
宮
仕
よ
り
は
、
奉
り
て
ま
し
。
殿

(

＝
光
源
氏)

の
御
心

お
き
て
を
見
る
に
、
見
そ
め
た
ま
ひ
て
ん
人
を
、
御
心
と
は
忘
れ

た
ま
ふ
ま
じ
き
に
こ
そ
、
い
と
頼
も
し
け
れ
。
明
石
の
入
道
の
例

に
や
な
ら
ま
し
。(

六
六
頁)

と
、
夕
霧
か
ら
の
求
愛
と
分
か
っ
て
大
歓
迎
の
様
子
で
あ
る
の
だ
が
、

実
際
に
は
、
予
定
ど
お
り
宮
仕
え
に
出
て
、
夕
霧
と
は
、｢

う
ち
と
け

ず
あ
は
れ
を
か
は
し
た
ま
ふ
御
仲｣

(｢

藤
末
葉｣

巻
③
四
四
七
頁)

と
な
る

の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
見
較
べ
る
と
、
や
は
り
、『

源
氏
物
語』

の
影
響
下
に
な
っ

た
物
語
で
あ
る
と
の
印
象
は
、
拭
い
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
求
愛
す
る

男
は
蔵
人
少
将
で
あ
る
か
ら
、
十
二
歳
で
あ
っ
た
夕
霧
ほ
ど
の
若
輩
と

は
思
え
な
い
が
、
若
公
達
に
は
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
の
官
職
で
物
語
は

終
わ
る
の
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
短
編
で
あ
り
、『

源
氏
物
語』

の
二

番
煎
じ
に
な
る
の
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
五
節
の
舞
姫
の
儀
式
そ
の

も
の
に
は
筆
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た｢

少
女｣

巻
と
は
趣
を
変
え
、
舞
姫

た
ち
の
姿
を
華
麗
に
描
く
と
と
も
に
、
そ
の
な
か
の
ひ
と
り
の
美
貌
の

舞
姫
を
見
初
め
、
か
の
女
に
求
愛
す
る
蔵
人
少
将
の
片
恋
を
印
象
的
に
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描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。
舞
姫
は
、
そ
の
ま
ま
宮
中
に
と
ど
ま
り
、

典
侍
か
掌
侍
と
な
り
、�

帳
に
も
奉
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
詠
者
表
記
が｢

典
侍｣

や｢

内
侍｣

と
い
っ
た
女
官
名

で
は
な
く
、｢
と
ば
り
あ
げ
の
君｣

と
い
う
特
異
な
呼
称
に
な
っ
て
い

る
の
に
は
、
し
か
る
べ
き
理
由
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。

『

古
事
談』

第
一
に
、
花
山
天
皇
即
位
の
お
り
、�

帳
の
命
婦
と
な
っ

た
馬
内
侍
を
帝
が
高
御
座
の
な
か
に
引
き
入
れ
交
合
し
た
、
と
の
逸
話

が
見
え

(｢

新
日
本
古
典
文
学
大
系｣
本
二
九
頁)

、『

江
談
抄』

第
一
に
も
同

様
の
話
が
載
り
有
名
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
い
か
に
も
作
り
物
語
の
世

界
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
内
容
で
あ
る
。

ふ
た
り
が
そ
の
後
、
夕
霧
の
場
合
の
よ
う
に
忍
び�

う
仲
と
な
っ
た

か
ど
う
か
も
不
明
だ
が
、
い
っ
た
ん
拒
否
し
た
女
が
翻
意
す
る
と
い
う

展
開
は
、
短
編
物
語
と
し
て
は
や
や
想
像
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

【18】『

式
部�

宮』

中
納
言
、
女
を
抱
き
て
出
で
入
り
侍
り
け
る
を
見
て
、
内
に

参
り
合
ひ
侍
り
て
、
畳
紙
に
、
男
の
女
を
抱
き
て
妻
戸
に
入

る
形
を
描
き
て
見
せ
侍
る
と
て

式
部�

の
宮
の
四
位
少
将

身
に
添
ひ
て
二
人
有
明
の
月
の
影
入
る
天
の
戸
を
見
き
と
知
ら
ず
や

返
し

月
影
は
入
る
天
の
戸
も
な
か
り
し
を
空
目
を
た
れ
か
見
た
る
な
る

ら
ん

(

巻
十
七
・
雑
二
・
一
二
九
〇
〜
一
二
九
一
番)

四
位
少
将
の
歌
の
第
一
句｢

身
に
添
ひ
て｣

は
、｢

岩
波
文
庫｣

本

で
は｢

身
を
寄
り
そ
う
よ
う
に
し
て
二
人
が
妻
戸
に
入
る
の
を｣

と
訳

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。｢

身
に
添
ふ｣

は
、
和

歌
に
も
頻
用
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
が
、
通
常
、
な
に
か
が
身
体
に
取
り

付
い
て
離
れ
な
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
男
女
が
寄
り
添
っ
た
状

態
を
表
す
の
だ
と
す
れ
ば
、
異
例
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
、｢

身
に
添
ひ

て
二
人
…
…｣

と
続
く
の
で
は
な
く
、
第
五
句｢

見
き
と
知
ら
ず
や｣

に
か
か
っ
て
ゆ
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
で
は
、
な
に
が
誰
の
身
か
ら

離
れ
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
四
位
少
将
が
中
納
言
の
身
か
ら
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
四
位
少
将
は
、
中
納
言
の
行
動
を
監
視
し
、
そ
の
あ
と

を
尾
け
ま
わ
し
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
行
動

を
と
る
の
か
、
理
由
は
定
か
で
な
い
が
、｢

末
摘
花｣

巻
で
頭
中
将
が

光
源
氏
の
行
動
を
追
跡
し
て
い
る
ご
と
く
に
、〈

ふ
た
り
づ
れ〉

の
片

割
れ
が
、
色
男
の
鼻
を
明
か
し
て
や
ろ
う
と
、
じ
っ
と
そ
の
機
会
を
狙
っ

て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、『

今
と
り
か
へ
ば
や』

で
は
、
今
大
将
の
身
辺
を
嗅
ぎ
ま
わ
る
宮
の
中
納
言
を
、｢

身
に
添
ふ

影｣
(

四
四
四
頁
・
四
七
八
頁
。
以
下
、『

今
と
り
か
へ
ば
や』

の
引
用
は｢

新
編
日

本
古
典
文
学
全
集｣

本
に
よ
る)

と
表
現
し
て
い
る
。

し
て
み
る
と
、
こ
こ
で
も『

源
氏
物
語』

の
影
が
落
ち
て
い
る
こ
と
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に
な
る
。
四
位
少
将
と
中
納
言
と
の｢

月(

の)

影｣

を
め
ぐ
る
応
酬

に
は
、
状
況
こ
そ
違
う
が
、｢

末
摘
花｣

巻
の
、

(

頭
中
将)

も
ろ
と
も
に
大
内
山
は
出
で
つ
れ
ど
入
る
方
見
せ
ぬ
い

さ
よ
ひ
の
月

(

光
源
氏)

里
分
か
ぬ
か
げ
を
ば
見
れ
ど
行
く
月
の
い
る
さ
の
山
を

誰
か
た
づ
ぬ
る

(
①
二
七
二
頁)

と
い
う
や
り
と
り
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。｢

末
摘
花｣

巻
で
は

光
源
氏
の
忍
び�

い
の
現
場
を
押
さ
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
頭
中

将
も
、
つ
づ
く｢

紅
葉
賀｣

巻
に
お
い
て
は
、
光
源
氏
と
源
典
侍
と
の

関
係
を
察
知
し
、｢

こ
の
君
の
、
い
た
う
ま
め
だ
ち
過
ぐ
し
て
、
常
に

も
ど
き
た
ま
ふ
が
ね
た
き
を
、
つ
れ
な
く
て
う
ち
う
ち
忍
び
た
ま
ふ
方
々

多
か
め
る
を
、
い
か
で
見
あ
ら
は
さ
む
と
の
み
思
ひ
わ
た
る
に
、
こ
れ

を
見
つ
け
た
る
心
地
い
と
う
れ
し｣
(

①
三
四
一
頁)
と
し
て
、
光
源
氏

と
源
典
侍
が
寝
入
っ
た
頃
あ
い
を
見
は
か
ら
っ
て
、
部
屋
に
踏
み
込
み
、

大
立
ち
廻
り
を
演
ず
る
。
こ
う
し
た〈

ふ
た
り
づ
れ〉

の
趣
向
を
活
か

し
た
、
短
編
物
語
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
位
少
将
が
、｢

畳
紙
に
、
男
の
女
を
抱
き
て
妻
戸
に
入
る
形
を
描

き
て
見
せ｣

た
と
あ
る
の
は
、｢

浮
舟｣

巻
で
、
匂
宮
が
、｢

い
と
を
か

し
げ
な
る
男
女
も
ろ
と
も
に
添
ひ
臥
し
た
る
絵か

た

を
描｣

い
て
、｢

常
に

か
く
て
あ
ら
ば
や｣

(

⑥
一
三
二
〜
一
三
三
頁)

と
い
い
な
が
ら
、
浮
舟
に

見
せ
る
場
面
を
想
い
起
こ
さ
せ
る
が
、
状
況
が
似
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。な

お
、
題
号｢

式
部�

宮｣

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
疑
問
視
す
る
立

場
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
由
来
も
判
然
と
し
な
い
。

【21】『

た
な
ば
た
の
つ
た
へ』

筑
紫
に
て
見
慣
れ
け
る
女
に
、
上
る
と
て
よ
め
る

七
夕
の
伝
へ
の
大
宰
大
弐

重
ね
け
ん
こ
と
ぞ
悔
し
き
唐
衣
袖
の
み
ぬ
る
る
つ
ま
と
な
り
け
り

返
し

山
の
僧
正
の
母

唐
衣
た
ち
離
れ
な
ば
我
の
み
ぞ
う
ら
む
る
袖
ぞ
朽
ち
果
て
ぬ
べ
き

(

巻
八
・
離
別
・
五
三
九
〜
五
四
〇
番)

在
任
中
に
筑
紫
の
女
と
親
し
く
な
っ
た
も
の
の
、
都
へ
と
伴
う
こ
と

は
せ
ず
、
別
れ
を
惜
し
む
大
宰
大
弐
に
対
し
て
、
自
分
を
置
い
て
帰
京

す
る
男
を
恨
む
筑
紫
の
女
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
女
は
、
物
語
の
最

後
に｢

山
の
僧
正｣

と
な
る
子
を
産
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
子
の
誕

生
は
い
つ
の
時
点
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
女
の
歌
に
は
、
ど
こ
か
し

ら
、｢

末
摘
花｣

巻
で
の
末
摘
花
の
歌
、

か
ら
こ
ろ
も
君
が
心
の
つ
ら
け
れ
ば
た
も
と
は
か
く
ぞ
そ
ぼ
ち
つ

つ
の
み

(

①
二
九
九
頁)

の
面
影
が
あ
る
。
す
る
と
、
男
の
歌
に
も
、

な
つ
か
し
き
色
と
も
な
し
に
何
に
こ
の
す
ゑ
つ
む
花
を
袖
に
ふ
れ
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け
む

(

三
〇
〇
頁)

と
い
う
、
光
源
氏
の
歌
の
気
分
が
漂
う
よ
う
だ
。
そ
ん
な
目
で
見
直
す

と
、
男
は
女
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
な
が
ら
、

じ
つ
は｢

重
ね
け
ん
こ
と
ぞ
悔
し
き｣

こ
そ
が
、
本
心
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
だ
か
ら
、
都
へ
と
女
を
誘
う
こ
と
も
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

女
の
歌
に
も
、
そ
の
後
の
上
京
が
予
定
さ
れ
て
い
る
様
子
は
な
い
。

い
っ
た
い
、
こ
こ
で
男
女
が
交
わ
す
惜
別
の
や
り
と
り
に
は
、
例
え

ば｢

明
石｣

巻
で
の
、
光
源
氏
の
帰
京
を
前
に
し
て
の
、
明
石
の
君
と

の
贈
答
の
よ
う
な
こ
ま
や
か
な
交
情
が
、
感
じ
ら
れ
な
い
。
大
宰
大
弐

と
い
え
ば
、
筑
紫
の
地
に
あ
っ
て
は
最
高
の
実
力
者
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
物
語
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
多
く
は
親
と
し
て

の
役
回
り
に
終
始
し
て
い
て
、
こ
こ
で
の
よ
う
に
恋
の
当
事
者
と
な
る

の
は
、
き
わ
め
て
異
例
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
男
が
鄙
の
地
で
、
ふ
と

し
た
こ
と
か
ら
ひ
と
り
の
女
と
情
け
を
交
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、『

伊
勢
物
語』

一
四
段
の
陸
奥
国
の
女
で
は
な
い
が
、
任
果
て
て

都
に
戻
る
日
が
き
て
も
、｢

み
や
こ
の
つ
と
に
い
ざ｣

(｢

日
本
古
典
文
学

全
集｣

本
一
四
六
頁)

と
は
誘
い
に
く
も
の
が
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な

事
情
で
も
あ
ろ
う
か
。
都
か
ら
来
た
男
と
鄙
の
地
の
女
と
の
恋
、
と
い
っ

た
話
柄
そ
の
も
の
は
、｢

明
石｣

巻
の
、｢

い
と
口
惜
し
き
際
の
田
舎
人

こ
そ
、
仮
に
下
り
た
る
人
の
う
ち
と
け
言
に
つ
き
て
、
さ
や
う
に
軽
ら

か
に
語
ら
ふ
わ
ざ
を
も
す
な
れ｣

(

②
二
五
三
頁)

と
の
明
石
の
君
の
思

惟
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

男
は
、
帰
京
後
、
女
が
男
子
を
産
ん
だ
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
さ
す
が

に
わ
が
子
不
憫
さ
か
ら
、
上
京
さ
せ
て
面
倒
を
見
て
や
っ
た
と
こ
ろ
、

意
外
な
学
才
を
発
揮
し
て
、
立
派
な
僧
侶
と
な
っ
た
、
と
い
っ
た
後
日

譚
が
記
さ
れ
て
い
た
も
の
か
。
だ
と
す
れ
ば
、｢

山
の
僧
正
の
母｣

と

い
う
詠
者
表
記
で
は
あ
る
が
、
物
語
そ
の
も
の
は
、
筑
紫
の
女
と
大
宰

大
弐
と
の
恋
の�

末
を
描
く
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
、
短
編
で
あ
る
と

目
さ
れ
る
。

題
号｢

た
な
ば
た
の
つ
た
へ｣

で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

が
、
は
な
は
だ�

み
に
く
い
。｢

た
な
ば
た｣

の
喩
え
は
、｢

東
屋｣

巻

で
、
匂
宮
の
麗
姿
を
見
た
中
将
の
君
が
、｢

こ
の
御
あ
り
さ
ま
容
貌
を

見
れ
ば
、
七、夕、ば、か、り、に、て、も、、
か
や
う
に
見
た
て
ま
つ
り
通
は
む
は
、

い
と
い
み
じ
か
る
べ
き
わ
ざ
か
な｣

(

⑥
四
三
頁)

と
の
感
想
を
抱
い
て

い
る
よ
う
に
、
稀
な�

瀬
で
も
か
ま
わ
な
い
、
と
い
っ
た
文
脈
で
使
わ

れ
る
こ
と
が
多
い

(｢

総
角｣

巻
に
も｢

げ
に
七、
夕、
ば、
か、
り、
に、
て、
も、
、
か
か
る
彦

星
の
光
を
こ
そ
待
ち
出
で
め｣

[

⑤
二
九
三
頁]

と
あ
る
ほ
か
、『

更
級
日
記』

で
の

｢
い
み
じ
く
や
む
ご
と
な
く
、
か
た
ち
有
様
、
物
語
に
あ
る
光
源
氏
な
ど
の
や
う
に
お

は
せ
む
人
を
、
年、
に、
一、
た、
び、
に、
て、
も、
通
は
し
た
て
ま
つ
り
て
、
浮
舟
の
女
君
の
や
う

に
山
里
に
隠
し
据
ゑ
ら
れ
て
、
花
、
紅
葉
、
月
、
雪
を
な
が
め
て
、
い
と
心
ぼ
そ
げ

に
て
、
め
で
た
か
ら
む
御
文
な
ど
を
時
々
待
ち
見
な
ど
こ
そ
せ
め｣

[｢

角
川
ソ
フ
ィ
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ア
文
庫｣

本
五
五
頁]

と
の
夢
想
も
、
同
様
の
思
い
で
あ
る)

。
し
か
し
、
こ
の

物
語
の
場
合
、
男
は
と
く
に
貴
公
子
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
大
宰
大

弐
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
い
く
ら
舞
台
が
筑
紫
で
あ
る
と
は
い
え
、｢

七

夕
ば
か
り
に
て
も｣

と
願
う
相
手
と
し
て
は
、
い
か
に
も
花
が
な
い
。

そ
れ
で
も
、
筑
紫
の
女
に
と
っ
て
は
、
さ
き
の『

伊
勢
物
語』

一
四
段

の
女
で
は
な
い
が
、｢
京
の
人
は
め
づ
ら
か
に
や
お
ぼ
え
け
む
、
せ
ち

に
思
へ
る
心
な
む
あ
り
け
る｣

(

一
四
六
頁)

と
い
う
こ
と
で
、｢

た
な

ば
た｣

に
託
し
た
思
い
を
男
に
伝
え
て
き
た
。
男
も
、｢

さ
す
が
に
あ

は
れ
と
や
思
ひ
け
む｣

(

一
四
六
頁)
と
い
う
こ
と
か
、
女
を
訪
ね
て
は

�

瀬
を
重
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
心
か
ら
惹
か
れ
る
よ
う
な
女
で
は

な
か
っ
た
。

と
い
っ
た
内
容
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
ほ

と
ん
ど
妄
想
の
域
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
の
詮

索
は
、
打
ち
切
り
と
し
た
い
。

な
お
、
詠
者
を
僧
侶
の
母
と
す
る
物
語
に
、
一
首
の
み
入
集
の
[ ]7

『

石
山』

が
あ
り
、
前
稿
に
お
い
て
簡
単
に
検
討
を
加
え
た
が
、
そ
こ

で
も
、
子
が
僧
侶
と
し
て
出
世
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
エ
ピ
ロ
ー
グ

に
駆
け
足
で
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
物
語
の
中
心
は
、
あ
く
ま
で
母

と
男

(

子
の
父)

と
の
ま
ま
な
ら
ぬ
仲
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
も
の
、

と
推
測
し
た
。

【30】『

ふ
せ
ご』夏

の
初
め
つ
方
、
夜
更
け
て
、
中
宮
の
台
盤
所
に
立
ち
寄
り

た
り
け
る
に
、
女
房
の
声
ど
も
し
け
れ
ば
よ
め
る

ふ
せ
ご
の
頭
中
将

寝
覚
め
す
る
人
も
あ
ら
な
む
ほ
と
と
ぎ
す
忍
び
か
ね
た
る
こ
と
語

ら
は
む返

し

侍
従
内
侍

忍
び
音
は
さ
て
こ
そ
あ
ら
め
ほ
と
と
ぎ
す
な
べ
て
の
空
に
い
か
が

語
ら
む

(

巻
三
・
夏
・
一
四
〇
〜
一
四
一
番)

『

風
葉
和
歌
集』

入
集
歌
が
一
首
や
二
首
と
少
な
い
作
品
は
、
ほ
か

に
別
出
資
料
を
見
出
せ
な
い
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
こ
の『

ふ
せ

ご』

に
関
し
て
は
、『

狭
衣
物
語』

中
に｢

ふ
せ
ご
の
少
将｣

の
呼
称

で
二
度

(

巻
二
・
巻
三)

に
わ
た
っ
て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

黒
川
春
村『

古
物
語
類
字
鈔』

で
の
指
摘
以
来
、
知
ら
れ
て
い
る
。
当

該
箇
所
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

●｢

夜
も
や
う
や
う
明
け
や
し
ぬ
ら
む｣

と
思
ふ
ま
で
、
起
き
出
づ

べ
き
心
地
も
し
た
ま
は
ね
ど
、
若
宮
の
寝
お
び
れ
た
ま
ひ
て
俄
に

泣
き
た
ま
ふ
に
、
人
々
も
起
く
る
気
配
し
て
、｢

風
の
荒
き
に
、

御
殿
油
も
消
え
に
け
り
。
紙
燭
持
て
参
れ｣

な
ど
言
ふ
な
る
に
も
、

た
だ
か
う
て
、
伏
籠
の
少
将
の
や
う
に
な
り
な
ま
ほ
し
け
れ
ど
、

か
ひ
な
き
も
の
か
ら
、｢

隠
れ
ゐ
て
、(

女
二
の
宮
は)

い
か
に
侘
し
、
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い
み
じ
と
お
ぼ
す
ら
む｣

と
推
し
量
る
も
、｢

今
は
さ
ら
に
。
た

だ
、
い
か
に
も

(

女
二
の
宮
の)

御
心
に
違
は
ぬ
を
だ
に
人
知
れ
ぬ

心
ざ
し
に
は｣

と
、
せ
ち
に
思
ひ
お
こ
し
て
立
ち
出
で
た
ま
ふ
に
、

…
…

(
巻
二
㊤
一
九
八
頁
。
以
下
、『

狭
衣
物
語』

の
引
用
は｢

新
潮
日
本
古

典
集
成｣

本
に
よ
る)

●

戸
の
や
を
ら
あ
く
音
し
て
、
さ
と
匂
ひ
入
り
た
る
追
風
も
紛
る
べ

う
も
あ
ら
ぬ
に
、
た
だ
な
に
と
も
思
ひ
あ
へ
ず
見
や
り
た
ま
へ
れ

ば
、
冠
の
影
ふ
と
見
ゆ
る
に
、(

女
二
の
宮
は)

も
の
も
お
ぼ
え
さ

せ
た
ま
は
ず
、
仏
の
障
子
口
に
入
り
て
引
き
た
て
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ

る
も
、
手
の
み
わ
な
な
か
れ
て
、
と
み
に
ぞ
た
て
ら
れ
ぬ
。
か
の

あ
り
し
寝
覚
の
床
に
濡
ら
し
添
へ
た
ま
ひ
し
濡
衣
お
ぼ
し
出
で
ら

れ
て
、｢

今
宵
さ
へ
さ
だ
に
あ
ら
ば
、
や
が
て
か
く
な
が
ら
伏
籠

の
少
将
の
や
う
に
も
な
り
な
む｣

と
、
心
惑
ひ
も
世
の
常
な
ら
ぬ

に
、
御
衣
の
裾
も
残
り
な
う
引
き
入
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
け
る

(

女

二
の
宮
の)

御
心
の
疾
さ
も
、
限
り
な
く
う
ら
め
し
う
か
な
し
き

に
、
こ
の
障
子
も
引
き
破
り
つ
べ
う
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
胸
の
み
騒
ぎ

て
と
み
に
ぞ
動
か
れ
ぬ
。(

巻
三
㊦
一
六
〇
頁)

散
逸
物
語
研
究
の
先
駆
的
業
績
で
あ
る
松
尾
聰
著『

平
安
時
代
物
語

の
研
究』
(

一
九
六
三
年
改
訂
増
補
版
、
武
蔵
野
書
院)

所
収｢

ふ
せ
ご
の
少

将
の
物
語｣

で
は
、『

狭
衣
物
語』

で
の
言
及
箇
所
も
検
討
し
た
う
え

で
、｢

ふ
せ
ご
の
少
将
は
、
女
の
許
に
忍
び
入
つ
た
が
、
女
は
衣
を
ぬ

い
で
逃
げ
て
し
ま
ふ
、
少
将
は
そ
の
衣
を
ひ
つ
か
ぶ
つ
て
、
丁
度
伏
せ

籠
に
衣
を
か
ぶ
せ
た
や
う
な
形
の
ま
ゝ
で
、
危
く
焦
れ
死
に
息
絶
え
よ

う
と
し
た
。｣

(

七
八
頁)

と
い
っ
た
筋
を
復
原
し
、｢

こ
の
物
語
は
主
人

公
の
活
躍
時
代
の
官
が
少
将
で
あ
り
、
そ
れ
が
頭
中
将
に
至
つ
た
だ
け

で
終
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
長
篇
物
語
で
は
な
い
。
短
篇
又
は
中

篇
の
作
品
で
あ
ら
う
。｣

(

七
八
頁)

と
し
、
ま
た
、｢

こ
の
物
語
は
少
将

と
い
ふ
す
き
者
の
若
い
貴
族
の
忍
び
歩
き
の
逸
話(

そ
れ
も
内
面
的
心

理
的
な
も
の
で
な
い
、
外
面
的
行
動
的
な)

を
中
心
と
し
た
物
語
と
い

つ
た
風
の
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。｣

(

七
九
頁)

と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
を
承
け
て
、
小
木
氏
は
、『

狭
衣
物
語』

巻
二
で
の
言
及
の
あ
り

か
た
か
ら
、｢

少
将
は
、
夜
が
明
け
て
人
々
が
起
き
て
き
て
も
、
そ
の

ま
ま
の
形
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
な｣

り
、｢

明
る
く
な
っ
て
も
、
振
っ

た
女
の
衣
を
か
ぶ
っ
て
伏
せ
籠
の
よ
う
な
格
好
で
い
た｣

た
め
、｢

人
々

か
ら
笑
い
も
の
に
さ
れ
て｢

伏
せ
籠
の
少
将｣

と
あ
だ
な
さ
れ
た｣

と

理
解
し
、｢

こ
の
少
将
は｢

を、
こ、
の
色
好
み｣

と
も
い
う
べ
き
も
の
、

｢

平
中
物
語｣

で
は
な
く
、｢

今
昔｣

や｢

宇
治
拾
遺｣

に
見
え
て
い
る

墨、
塗、
り、
の
平
中
の
類
で
、
そ
う
い
う
戯
画
化
さ
れ
た
好
色
談
の
主
人
公

と
思
わ
れ
る｣

(

圏
点
マ
マ
。
前
掲
書
七
四
八
頁)

と
見
て
い
る
。
あ
る
い

は
、
別
稿
で
検
討
を
加
え
た
[31]『

ぬ
り
ご
め』

な
ど
と
も
似
た
方
向

性
の
作
品
で
あ
っ
た
か
。

な
お
、『
狭
衣
物
語』

巻
二
の
場
面
は
、
師
走
の
月
の
夜
、
女
二
の
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宮
を
思
い
、
故
皇
太
后
宮
邸
を
訪
れ
た
さ
い
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

お
り
狭
衣
は
、｢

池
に
立
ち
居
る
鴛
鴦
の
音
な
ひ
も
、
同
じ
心
に｣

思

わ
れ
て
、｢
我
ば
か
り
思
ひ
し
も
せ
じ
冬
の
夜
に
つ
が
は
ぬ
鴛
鴦
の
浮

寝
な
り
と
も｣
と
歌
を
口
ず
さ
む
も
の
の
、｢

聞
く
人
な
け
れ
ば
、
口

惜
し
さ
に
、｢

も
し
寝
覚
め
し
た
る
人
や
あ
る｣

と
、
試
み
に
近
う
寄

り
て
聞
き
た
ま
へ
ど
、
音
す
る
人
な
く
て｣

(

上◯
一
九
五
頁)

と
い
う
状

況
か
ら
、
女
二
の
宮
の
寝
所
へ
と
忍
び
入
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、

『

風
葉
和
歌
集』

の
詞
書｢

夏
の
初
め
つ
方
、
夜
更
け
て
、
中
宮
の
台

盤
所
に
立
ち
寄
り
た
り
け
る
に
、
女
房
の
声
ど
も
し
け
れ
ば
よ
め
る｣

と
見
較
べ
る
と
、
季
節
は
初
夏
に
対
し
て
厳
冬
の
十
二
月
、
立
ち
寄
っ

た
場
所
に
人
声
が
す
る
か
し
な
い
か
で
、
一
見
す
る
と
正
反
対
の
よ
う

で
あ
る
が
、
歌
に
お
い
て
は｢

ほ
と
と
ぎ
す｣
と｢
鴛
鴦｣

と
、
い
ず

れ
も
鳥
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
て
、｢

寝
覚
め
す
る
人
も
あ
ら
な
む｣

に

は｢

も
し
寝
覚
め
し
た
る
人
や
あ
る｣

が
重
な
っ
て
く
る
な
ど
、
先
行

す
る『

ふ
せ
ご』

の
内
容
・
表
現
を
念
頭
に
置
い
て
、
意
識
的
に
ず
ら

し
て
描
こ
う
と
し
た
節
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

【31】『

ふ
た
ご』冷

泉
院
に
行
幸
あ
り
け
る
時
、
と
も
に
中
将
に
て
青
海
波
舞

ひ
て
、
同
じ
く
正
三
位
許
さ
れ
て
侍
り
け
る
に
、
殿
の
中
将

進
み
て
、
中
納
言
に
な
り
に
け
れ
ば
い
ひ
遣
は
し
け
る

二
子
の
宮
の
中
納
言

も
ろ
と
も
に
登
り
し
も
の
を
位
山
な
ど
こ
の
た
び
は
誘
は
ざ
り
け
ん

返
し
、
中
納
言
に
代
り
て

関
白

も
ろ
と
も
に
立
ち
登
る
べ
き
位
山
ま
づ
先
立
ち
て
道
し
る
べ
せ
む

(

巻
十
八
・
雑
三
・
一
三
三
四
〜
一
三
三
五
番)

一
見
し
て
、『

源
氏
物
語』

の｢

紅
葉
賀｣

巻
が
思
い
合
わ
さ
れ
る

内
容
で
あ
る
。｢

紅
葉
賀｣

巻
で
は
、
朱
雀
院
の
行
幸
の
試
楽
に
、｢

源

氏
の
中、
将、｣

が
青
海
波
を
舞
い
、
そ
の
相
手
方
が｢

大
殿、
の、
頭
中、
将、｣

で
あ
っ
た
の
だ
が
、｢

立
ち
並
び
て
は
、
な
ほ
花
の
か
た
は
ら
の
深
山

木
な
り｣

(

①
三
一
一
頁)

と
、
あ
く
ま
で
主
役
は
光
源
氏
で
あ
り
、
頭

中
将
は
引
き
立
て
役
に
す
ぎ
な
い
。
本
番
で
は
、
さ
ら
に
、｢

青、
海、
波、

の
か
か
や
き
出
で
た
る
さ
ま
、
い
と
恐
ろ
し
き
ま
で
見｣

え
、｢

今
日

は
ま
た
な
き
手
を
尽
く
し
た
る
入
綾
の
ほ
ど
、
そ
ぞ
ろ
寒
く
こ
の
世
の

こ
と
と
も
お
ぼ
え｣

(

三
一
四
〜
三
一
五
頁)

ぬ
光
源
氏
の
妙
技
で
あ
っ
た
。

そ
の
夜
に
、
舞
の
賞
と
し
て
、｢

源
氏
の
中
将
正、
三、
位、
し
た
ま
ふ
。
頭

中
将
正
下
の
加
階
し
た
ま
ふ｣

(

三
一
五
頁)

と
、
ふ
た
り
揃
っ
て
の
昇

叙
が
記
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
も
頭
中
将
は
、
光
源
氏
へ
の
絶
賛
に

便
乗
し
た
か
た
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た『

源
氏
物
語』

で
の
、
い
わ
ゆ

る〈
ふ
た
り
づ
れ〉

の
趣
向
を
、
こ
と
さ
ら
両
者
同
等
と
し
た
と
こ
ろ

に
、
こ
の
物
語
の
作
意
が
感
じ
ら
れ
る
。
題
号｢

ふ
た
ご｣

も
、
そ
の

こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
ま
い
。
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殿、
の、
中
将
と
宮、
の、
中
将
が
並
び
立
ち
、
か
つ
競
い
あ
う
と
い
う
こ
と

で
は
、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君』

の
巻
四
以
降
の
展
開
も
想
い
起
こ
さ

れ
る
が
、
そ
ち
ら
は
長
編
と
し
て
の
構
想
に
奉
仕
す
べ
く
設
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
で
は
、
当
代
の
貴
公
子
の
双
璧
と
し
て
甲
乙

つ
け
が
た
い｢
殿
の
中
将｣

と｢

宮
の
中
将｣

が
、
ま
る
で｢

ふ
た
ご｣

の
よ
う
に
相
並
ん
で
青
海
波
を
披
露
し
、
舞
の
妙
技
に
対
す
る
褒
美
と

し
て
、
同
時
に
正
三
位
へ
の
加
階
を
果
た
し
な
が
ら
、
い
か
な
る
理
由

に
よ
る
も
の
か
、
中
納
言
昇
進
に
当
た
っ
て
は
、
差
が
つ
い
て
し
ま
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。｢

殿｣

の
ほ
う
が
先
行
す
る
の
は
、『

我
身
に
た

ど
る
姫
君』

の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ま
ぎ
ら
わ
し
い
呼

称
の
ふ
た
り
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
少
将
と
権
少
将
が
故
大

納
言
の
ふ
た
り
の
姫
君
と
か
か
わ
る『

思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将』

や
、
春
の
中
将
と
秋
の
中
将
と
が
相
並
び
登
場
す
る『
石
清
水
物
語』

な
ど
の
例
も
あ
る
。

｢

紅
葉
賀｣

巻
で
は
、
光
源
氏
と
頭
中
将
が
、
源
典
侍
を
め
ぐ
っ
て

恋
の
鞘
当
を
演
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
、
色
恋
の
道
で
も
ふ

た
り
が
張
り
あ
う
関
係
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
不
詳
。
殿
の
中
納
言

に
代
わ
っ
て
父
の
関
白
が
、
宮
の
中
将
を
慰
め
る
歌
を
贈
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
ふ
た
り
の
中
将
は
無
二
の
親
友
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
誰

も
が
承
知
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
物
語
は
、
宮
の
中
将
も

昇
進
し
て
、
と
も
に
中
納
言
と
な
り
、｢

ふ
た
ご｣

と
い
う
に
ふ
さ
わ

し
い
状
況
を
恢
復
し
た
と
こ
ろ
で
幕
と
な
っ
て
い
る
ら
し
い
か
ら
、
短

編
と
見
て
過
つ
ま
い
。『

源
氏
物
語』

の
一
部
を
抽
出
し
、
そ
の
変
奏

を
試
み
た
物
語
な
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
贈
答
歌
が
い
ず
れ
も｢

も
ろ
と
も
に｣

で
始
ま
っ
て
い
る
の

だ
が
、
こ
こ
に
は
、｢

末
摘
花｣

巻
で
、
光
源
氏
の
忍
び
歩
き
を
尾
行

し
て
き
た
頭
中
将
が
、

も、
ろ、
と、
も、
に、
大
内
山
は
出
で
つ
れ
ど
入
る
方
見
せ
ぬ
い
さ
よ
ひ
の

月

(

【 】18『

式
部�

宮』

の
項
に
既
出)

と
詠
み
か
け
た
こ
と
が
、
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『

源
氏
物
語』

で
は
、
光
源
氏
と｢

も
ろ
と
も
に｣

歩
も
う
と
し
て
も
、

け
っ
き
ょ
く
は
後
塵
を
拝
す
る
ほ
か
な
い
頭
中
将
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

よ
う
な
〈
ふ
た
り
づ
れ
〉
の
物
語
を
、
ま
さ
し
く｢

も
ろ
と
も
に｣

足

並
み
を
揃
え
て
人
生
行
路
を
歩
も
う
と
す
る
、
仲
う
る
わ
し
い
ふ
た
り

の
貴
公
子
の
物
語
へ
と
変
換
し
て
見
せ
た
の
が
、『

ふ
た
ご』

の
物
語

だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

【34】『

も
と
の
し
づ
く』

あ
は
れ
知
ら
れ
ぬ
べ
き
夕
暮
に
、
荒
れ
た
る
と
こ
ろ
に
住
む

べ
き
女
の
も
と
に
遣
は
し
け
る

本
の
雫
の
大
将

な
が
む
ら
ん
浅
茅
が
原
の
虫
の
音
を
物
思
ふ
人
の
心
と
を
知
れ
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返
し

お
ほ
き
お
ほ
い
ま
う
ち
君
の
む
す
め

置
く
露
の
し
げ
き
浅
茅
に
鳴
く
虫
は
な
べ
て
の
秋
の
さ
が
と
こ
そ

聞
け

(

巻
五
・
秋
下
・
二
九
五
〜
二
九
六
番)

題
号
は
、
直
接
に
は
作
中
の
歌
か
ら
出
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

う
だ
と
し
て
も
、
僧
正
遍
昭
の
、

す
ゑ
の
つ
ゆ
も、
と、
の、
し、
づ、
く、
や
よ
の
な
か
の
お
く
れ
さ
き
だ
つ
た

め
し
な
る
ら
ん

(『

遍
昭
集』
一
五
番
。
別
出
、『

古
今
和
歌
六
帖』

第
一
・

天
・
つ
ゆ
・
五
九
三
番
、『

和
漢
朗
詠
集』

巻
下
・
雑
・
無
常
・
七
九
八
番
、

『

新
古
今
和
歌
集』

巻
八
・
哀
傷
・
七
五
七
番)

に
よ
る
も
の
と
す
る
従
来
の
指
摘
は
、
正
鵠
を
射
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
歌
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
中
に
引
歌
や
本
歌
と
し
て
頻
用
さ
れ
、

つ
と
に
周
知
の
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、｢
も
と
の
し
づ
く｣

の
か

た
ち
で
引
か
れ
る
の
は『

狭
衣
物
語』

か
ら
で
あ
り
、『
源
氏
物
語』

で
は
、
も
っ
ぱ
ら｢

お
く
れ
さ
き
だ
つ｣

と
い
う
表
現
の
典
拠
と
さ
れ

て
い
る

(

な
お
、『

栄
花
物
語』

巻
十
六
が｢

も
と
の
し
づ
く｣

と
題
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
巻
名
も
、｢

御
涙
の
つ
く
づ
く
と
漏
り
出
づ
る
ほ
ど
も
、｢

本
の
雫
や｣
と
、

あ
は
れ
に
お
ろ
か
な
ら
ず｣

[｢

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集｣

本
②
二
〇
六
頁]

と
引

か
れ
た
遍
昭
の
歌
に
由
来
す
る)

。
伊
井
春
樹
編『

源
氏
物
語
引
歌
索
引』

(

一
九
七
七
年
、
笠
間
書
院)

に
よ
れ
ば
、
作
中
の
初
例
は｢

葵｣

巻
の

｢

後、
れ、
先、
立、
つ、
ほ
ど
の
定
め
な
さ
は
世
の
性
と
見
た
ま
へ
知
り
な
が
ら｣

(

②
六
三
頁)

で
あ
り
、
以
下
、｢

柏
木｣

｢

御
法｣

｢

椎
本｣

｢

宿
木｣

各

巻
に
見
え
る
。『

狭
衣
物
語』

で
は
、
い
ず
れ
も
巻
三
に
、

●

か
く
嘆
く
嘆
く
も
、
は
か
な
き
世
の
も、
と、
の、
雫、
の
ほ
ど
は
お
の
づ

か
ら
過
ぎ
な
む
。(

㊦
七
八
頁)

●

も、
と、
の、
雫、
は
い
つ
と
て
も
同
じ
事
な
れ
ば
、
…
…

(

㊦
一
七
〇
頁)

と
見
え
、｢

も
と
の
し
づ
く｣

は
老
少
不
定
を
い
う
慣
用
句
の
ご
と
く

で
あ
る
。
鎌
倉
期
に
成
立
し
た『

苔
の
衣』

冬
の
巻
に
も
、

後
る
と
も
も、
と、
の、
雫、
の
例
に
て
夜
半
の
月
を
も
い
か
が
見
る
べ
き

(｢

中
世
王
朝
物
語
全
集｣

本
二
五
九
頁)

の
よ
う
に｢

も
と
の
し
づ
く｣

を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
見
え
る
が
、
同
じ

物
語
の
秋
の
巻
に
は
、

●

限
り
あ
ら
ん
道
も
後、
れ、
先、
立、
た、
ん、
こ
と
は
な
ほ
心
憂
し
。(

一
五
〇

頁
。
こ
れ
は
、｢

桐
壺｣

巻
の｢

限
り
あ
ら
む
道
に
も
後
れ
先
立
た
じ
と
契
ら

せ
た
ま
ひ
け
る
を｣

[

①
二
二
頁]

を
写
し
た
表
現
で
あ
る
が
、『

源
氏
物
語』

で
は
古
注
以
来
、
と
く
に
遍
昭
の
歌
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
な
い)

●

は
か
な
き
世
の
有
様
は
後、
れ、
先、
立、
つ、
習
ひ
に
て
の
み
候
へ
ば
、
つ

ゆ
思
し
嘆
か
せ
給
ふ
な
。(

一
八
四
頁)

と
も
あ
り
、
こ
の
物
語
以
外
に
も
、｢

お
く
れ
さ
き
だ
つ｣

と
い
う
表

現
を
取
る
例
は
少
な
く
な
い
。『

今
と
り
か
へ
ば
や』

巻
二
に
は
、

誰
も
千
歳
の
松
な
ら
ね
ど
、
後、
れ、
先、
だ、
つ、
末○○

の○○

露○○

の
ほ
ど
こ
そ
あ

は
れ
な
る
べ
け
れ
。(

二
六
九
頁)

の
ご
と
く
、｢
す
ゑ
の
つ
ゆ｣

と
と
も
に｢

お
く
れ
さ
き
だ
つ｣

が
用
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い
ら
れ
て
い
る
。

大
将
と
太
政
大
臣
の
娘
と
の
贈
答
は
、
誰
し
も
秋
の
情
趣
が
身
に
染

み
て
感
じ
ら
れ
そ
う
な
あ
る
夕
暮
、
男
が
、
浅
茅
が
宿
で
も
の
思
い
が

ち
に
過
ご
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
女
の
も
と
に
、
あ
な
た
が
聞
い
て
い
る

そ
の
虫
の
悲
し
げ
な
鳴
き
声
は
、
も
の
思
い
す
る
わ
た
し
の
泣
き
た
い

よ
う
な
気
持
そ
の
ま
ま
だ
と
分
か
っ
て
ほ
し
い
、
と
訴
え
る
。
す
る
と
、

女
は
、
悲
し
み
深
い
こ
の
浅
茅
が
宿
で
は
、
秋
に
な
れ
ば
虫
は
そ
の
習

性
と
し
て
た
だ
鳴
い
て
い
る
だ
け
の
こ
と
、
特
別
な
意
味
な
ど
あ
り
ま

せ
ん
と
、
虫
に
託
し
て
秋
の
し
み
じ
み
と
し
た
情
感
を
分
か
ち
あ
い
た

い
と
す
る
男
に
、
共
感
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
、
そ
っ
け
な
い
態
度
を

と
っ
た
も
の
で
あ
る

(

な
お
、
詞
書
に｢

荒
れ
た
る
と
こ
ろ
に
住
む
べ
き
女
の
も

と
に｣

と
あ
る｢

べ
き｣

の
文
字
は
や
や
不
審
。
中
野
荘
次
・
藤
井
隆
著『

増
訂
校

本
風
葉
和
歌
集』

[

一
九
六
九
年
、
友
山
文
庫]

に
よ
れ
ば
、
底
本
の
丹
鶴
叢
書
本
は

｢

す
む
女
の
も
と
に｣

で
あ
り
、
京
・
図
・
竜
・
神
・
嘉
の
五
本
に｢
へ
き｣
の
文
字

が
あ
り
、
狩
の
み｢

す
み
け
る
女
の
も
と
に｣

と
あ
る
由
で
あ
る
。
校
合
本
の
略
号

に
つ
い
て
は
、
該
書
の｢

凡
例｣

を
参
照
さ
れ
た
い)

。

男
女
の
や
り
と
り
に
お
い
て
、
女
が
冷
淡
に
応
ず
る
の
は
、
い
わ
ば

約
束
事
で
あ
る
か
ら
、
大
将
と
太
政
大
臣
の
娘
と
の
間
に
も
、
男
女
の

関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
不
都
合
は
な
い
。
し
か
し
、『

源
氏
物

語』

の
薫
と
大
君
と
の
間
柄
の
よ
う
な
場
合
も
あ
る
の
で
、
そ
の
判
断

は
微
妙
に
な
る
。
ほ
か
に
気
に
な
る
点
と
し
て
、
太
政
大
臣
に
ま
で
昇
っ

た
人
の
娘
が
、
な
ぜ
荒
廃
し
た
浅
茅
が
宿
に
住
ま
う
必
要
が
あ
っ
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
父
の
死
後
、
零
落
し
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。

題
号｢

も
と
の
し
づ
く｣

か
ら
は
、
物
語
中
で
誰
か
が
亡
く
な
り
、

老
少
不
定
、
無
常
の
世
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
、
と
い
っ
た
場
面
な

ど
が
あ
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
太
政
大
臣
の
死
を
指
す

と
す
れ
ば
、
順
番
ど
お
り
の〈

さ
ら
ぬ
別
れ〉

と
い
う
こ
と
で
、
関
係

者
が
悲
し
む
の
は
当
然
と
し
て
も
、
こ
と
さ
ら
老
少
不
定
を
思
い
知
ら

さ
れ
る
と
い
う
に
は
当
た
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
娘
ま
で
も
が

死
ぬ
と
い
う
こ
と
で
、
大
将
が
無
常
を
観
ず
る
こ
と
に
な
る
も
の
か
。

そ
う
す
る
と
、
ま
す
ま
す
薫
と
大
君
と
の
関
係
と
似
て
く
る
こ
と
に
な

る
。｢

宿
木｣

巻
で
は
、
大
君
の
歿
後
、
久
し
ぶ
り
に
宇
治
を
訪
れ
た

薫
が
、
弁
の
尼
と
対
面
し
て
、

言
ひ
て
も
言
ひ
て
も
、
む
な
し
き
空
に
の
ぼ
り
ぬ
る
煙
の
み
こ
そ
、

誰
も
の
が
れ
ぬ
こ
と
な
が
ら
、
後、
れ、
先、
だ、
つ、
ほ
ど
は
、
な
ほ
い
と

言
ふ
か
ひ
な
か
り
け
り
。(

⑤
四
五
五
頁)

と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
薫
は
大
君
に
対
し
て
、
色
恋
と
は
か
か
わ
り

な
く
共
感
し
あ
い
た
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
も
い
た
。

世
の
常
の
す
き
ず
き
し
き
筋
に
は
思
し
め
し
放
つ
べ
く
や
。
さ
や

う
の
方
は
、
わ
ざ
と
す
す
む
る
人
は
べ
り
と
も
な
び
く
べ
う
も
あ

ら
ぬ
心
強
さ
に
な
ん
。
お
の
づ
か
ら
聞
こ
し
め
し
あ
は
す
る
や
う
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も
は
べ
り
な
ん
。
つ
れ
づ
れ
と
の
み
過
ぐ
し
は
べ
る
世
の
物
語
も
、

聞
こ
え
さ
せ
ど
こ
ろ
に
頼
み
き
こ
え
さ
せ
、
ま
た
、
か
く
世
離
れ

て
な
が
め
さ
せ
た
ま
ふ
ら
ん

(

大
君
の)

御
心
の
紛
ら
は
し
に
は
、

さ
し
も
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
ふ
ば
か
り
聞
こ
え
馴
れ
は
べ
ら
ば
、
い

か
に
思
ふ
さ
ま
に
は
べ
ら
む
。(｢

橋
姫｣

巻
⑤
一
四
二
〜
一
四
三
頁)

薫
の
こ
と
ば
と
は
裏
腹
に
、
か
れ
の
大
君
へ
の
恋
情
は
募
る
ば
か
り
あ
っ

た
が
、
男
女
の
一
線
を
越
え
る
に
は
到
ら
な
か
っ
た
。『

も
と
の
し
づ

く』

の
大
将
も
、
い
わ
ゆ
る〈
薫
型〉

の
人
物
で
あ
っ
た
か
。

以
上
、『

風
葉
和
歌
集』

に
二
首
歌
が
採
ら
れ
た
物
語
の
う
ち
、
そ

の
二
首
が
連
続
し
て
入
集
し
て
い
る
七
作
品
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た

が
、
長
編
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
は
、
皆
無
で
あ
っ
た
。
残
る

三
五
作
品
に
つ
い
て
も
、
逐
次
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。(
二
〇
一
〇
年
三

月
稿)

(

か
ら
し
ま

ま
さ
お
・
本
学
教
授)
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