
堤
中
納
言
物
語
『
は
な
だ
の
女
御
』
　
の
執
筆
意
図

－
　
モ
デ
ル
探
求
及
び
草
花
に
よ
る
比
喩
の
検
討
を
通
し
て
　
ー

米

　

田

　

新

　

手

は
　
じ
　
め
　
に

堤
中
納
言
物
語
中
の
一
作
品
『
は
な
だ
の
女
御
』
は
、
草
花
の
イ
メ
ー
ジ
に

支
え
ら
れ
た
喩
え
・
叙
述
が
、
好
色
者
の
垣
間
見
及
び
作
者
の
又
聞
き
の
形
を

と
っ
て
物
語
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
中
心
部
分
は
、

①
女
性
た
ち
が
お
の
お
の
の
女
主
人
を
草
花
に
喩
え
る
場
面

⑧
女
性
た
ち
が
草
花
を
詠
み
込
ん
だ
歌
に
託
し
て
女
主
人
の
境
江
を
語
る
場

面
③
草
花
の
イ
メ
ー
ジ
を
基
盤
と
し
た
好
色
者
と
女
性
た
ち
の
関
係
の
記
述

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
◎
◎
は
表
現
そ
の
も
の
と
し
て
も
十
分
に

楽
し
め
る
が
、
①
の
部
分
は
そ
の
よ
う
に
呼
称
さ
れ
る
人
物
の
像
を
あ
る
程
度

把
捉
し
て
い
な
い
と
、
読
み
手
の
側
は
そ
の
比
喩
の
妥
当
性
を
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

さ
ら
に
作
品
中
で
は
以
下
に
あ
げ
る
個
所
が
示
す
よ
う
に
、
冒
頭
と
結
び
の

語
り
に
お
い
て
振
り
返
し
物
語
の
事
実
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

。
「
そ
の
こ
ろ
の
こ
と
」
と
、
あ
ま
た
見
ゆ
る
人
ま
ね
の
や
う
に
、
か
た
は

。
内
裏
に
も
参
ら
で
、

つ
れ
づ
れ
な
る
に
、
か
の
聞
き
し
こ
と
を
ぞ
。
「
そ

の
女
御
の
官
と
て
、
の
ど
か
に
は
」
　
「
か
の
君
こ
そ
、
か
た
ち
を
か
し
か

ん
な
れ
」
な
ど
、
心
に
思
ふ
こ
と
、
歌
な
ど
書
き
つ
つ
手
習
に
し
た
り
け

る
を
、
ま
た
人
の
取
り
て
書
き
う
つ
し
た
れ
は
、
あ
や
し
く
も
あ
る
か
な
。

こ
れ
ら
作
り
た
る
さ
ま
も
お
ぼ
え
ず
、
よ
し
な
き
も
の
の
さ
ま
か
な
。
粛

ら
ご
と
に
も
あ
ら
ず
。
世
の
中
に
そ
ら
物
語
多
か
れ
は
、

誠
と
も
や
忠
は
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ざ
る
ら
む
。
こ
れ
思
ふ
こ
そ
ね
た
け
れ
。
多
く
は
、
か
た
ち
し
つ
ら
ひ
な

ど
も
、
こ
の
人
の
言
ひ
心
か
け
た
る
な
め
り
。
誰
な
ら
む
、
こ
の
人
を
知

ら
は
や
。
殿
上
に
は
、
萄
こ
れ
を
ぞ
「
あ
や
し
く
を
か
し
」
と
言

ほ
れ
た
ま
ふ
な
る
。
か
の
女
た
ち
は
、
こ
こ
に
は
親
族
多
く
て
、
か
く
日

と
り
つ
つ
参
り
つ
つ
、
心
々
に
ま
か
せ
て
逢
ひ
て
、
か
く
を
か
し
く
、
殿

の
こ
と
言
ひ
で
た
る
こ
そ
、

を
か
し
け
れ
。
そ
れ
も
、
こ
の
わ
た
り
、
い

ら
い
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
聞
き
し
こ
と
な
れ
ば
な
む
。
（
『
は
な
だ
の
女

（1）御』）

と
近
く
ぞ
あ
ん
な
る
も
、
知
り
た
ま
へ
る
人
あ
ら
は
、
そ
の
人
々
書
き
つ

け
た
ま
ふ
べ
し
。
（
『
は
な
だ
の
女
御
』
）

も
っ
と
も
こ
れ
は
、
話
全
体
が
虚
構
で
あ
る
が
ゆ
え
に
作
者
が
そ
の
事
実
性
を

故
意
に
示
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
私
は
こ
の
作
者
の
執
拗
な
ま
で
の
こ
だ

わ
り
に
重
き
を
お
き
た
い
。

ま
た
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
も
、
早
く
は
山
岸
徳
平
氏
が
モ
デ
ル
説
を
掲
げ



（0〃）

ら
れ
た
の
に
端
を
発
し
、
モ
デ
ル
の
存
在
を
あ
る
程
度
認
め
、
稲
賀
敬
二
氏
の

（2）

よ
う
に
作
品
の
成
立
の
時
代
を
考
え
よ
う
と
さ
れ
る
向
き
も
あ
る
。

以
上
に
よ
り
、
私
は
以
下
モ
デ
ル
探
索
を
行
い
、
そ
の
人
物
が
草
花
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
作
品
を
考
察
す
る
。

（

－

）

モ
デ
ル
に
関
し
て
は
、
山
岸
氏
の
説
と
、
史
実
に
よ
り
合
致
す
る
よ
う
に
こ

（5）

の
説
に
一
部
手
を
加
え
ら
れ
た
都
竹
裕
子
氏
の
説
と
が
あ
る
。

花

評
　
　
者

評
　
者
一
　
山
　
　
　
　
岸

説

A
　
一
都
　
竹
　
説
　
B

ほ
ち
す
の
花

下
草
の
龍
胆

ぎ
ぼ
う
し

紫
苑

桔
梗

露
草

垣
は
の
撫
子

刈
萱

菊花
薄

朝
玖

野
辺
の
秋
萩

萱
草

く
さ
の
か
う

女
郎
花

わ
れ
も
か
う

五
葉

軒
端
の
山
菅

芭
蕉
菓

招
く
尾
花

命
好
の
君

大
君

中
の
君

三
の
君

四
の
君

五
の
君

六
の
君

七
の
君

八
の
君

九
の
君

十
の
君

五
節
の
君

菓
御
方

い
と
こ
の
君

姫
君

を
ば
君

尼
君

小
命
婦
の
君

西
御
方

よ
め
の
君

女
院

一
品
の
官

だ
い
あ
う
の
富

皇
后
宮

中
官

四
条
の
官
の
女
御

承
香
殿

弘
徴
殿

宣
掟
殿

厩
景
殿

淑
景
舎

御
睦
殿

淑
景
舎
妹
三
君

淑
景
舎
妹
四
君

右
大
臣
殿
中
君

左
大
臣
殿
姫
君

斎
院

斎
官

帥
の
宮
上

帥
の
富
上

中
務
宮
上

藤
原
詮
子
（
兼
家
女
）

資
子
内
親
王
（
村
上
帝
第
九
皇
女
）

藤
原
連
子
（
頼
忠
女
）

藤
原
定
子
（
追
随
女
）

藤
原
彰
子
（
遺
長
女
）

藤
原
設
子
（
煩
忠
二
女
）

藤
原
元
子
（
顕
光
女
）

藤
原
義
子
（
公
季
女
）

藤
原
賊
子
（
済
時
女
）

藤
原
鱈
子
（
兼
家
三
女
）

藤
原
原
子
（
道
隆
二
女
）

藤
原
尊
子
（
遺
兼
女
）

藤
原
原
子
の
妹
（
遺
隆
三
女
）

藤
原
原
子
の
妹
（
遺
隆
四
女
）

〔
左
大
臣
殿
中
君
〕
　
源
雅
信
女

〔
右
大
臣
殿
姫
君
〕

源
重
信
女

選
子
内
親
王
（
村
上
帝
第
十
皇
女
）

恭
子
女
王
（
式
部
脚
為
平
親
王
女
）

藤
原
遺
隆
三
女
（
菓
笹
）

藤
原
済
時
二
女
（
芭
茶
菓
）

為
平
卿
女

同同同藤同同同同同同同同同同藤藤藤同同
上上上原上上上上上上上上上上原原原上上

研　　　　　　　　　　　　　　彰定遵
子子子子

（
道
長
二
女
）

山

岸

説

都
竹
説
A

長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
八
月
二
十
日
～
同
年
十
二
月
十
六
日

長
徳
二
年
（
九
九
六
）
十
二
月
～
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十
一
月

都
竹
説
B
　
長
保
二
年

私
　
　
見
　
長
保
二
年

（
一
〇
〇
〇
）
二
月
二
十
五
日
～
同
年
十
二
月
十
五
日

（
一
〇
〇
〇
）
二
月
二
十
五
日
～
同
年
八
月
十
九
日



ま
ず
、
個
々
の
モ
デ
ル
の
検
討
に
入
る
前
に
、
山
岸
説
に
お
け
る
左
右
大
臣
の

問
題
に
触
れ
て
お
く
。
氏
の
決
定
さ
れ
た
本
文
で
は
、
「
右
大
臣
殿
中
君
」
が

「
左
大
臣
殿
中
君
」
に
、
「
左
大
臣
殿
姫
君
」
が
「
右
大
臣
殿
姫
君
」
に
な
っ
て

（6）

い
る
。
こ
れ
は
稲
賀
氏
・
三
角
洋
一
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う

に
、
氏
自
身
が
モ
デ
ル
を
当
て
は
め
る
関
係
か
ら
入
れ
替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
氏
が
底
本
と
し
て
お
ら
れ
る
桂
宮
本
で
は
、
「
右
大
臣
殿
中
君
」
　
「
左
大

（7）

臣
殿
姫
君
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
底
本
の
ま
ま
に
本
文
を
定
め
て

問
題
な
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
山
持
・
郡
竹
両
説
の
大
き
な
違
い
は
こ
の
左
右
大
臣
で
あ
る
。

（8）

以
下
に
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
期
間
に
お
け
る
左
右
大
臣
を
掲
げ
た
。

正
暦
二
年
（
九
九
一
）
～
　
左
　
源
　
雅
信
　
　
右
　
藤
原
為
光

源
　
重
信

り
、
ど
ち
ら
の
期
間
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
く

る
。
こ
こ
で
「
帥
宮
上
」
に
注
目
し
て
み
ょ
う
。
こ
の
人
物
の
モ
デ
ル
と
し
て

は
藤
原
済
時
二
女
が
考
え
ら
れ
、
彼
女
が
帥
官
と
結
婚
し
た
時
期
が
『
大
鏡
』

か
ら
推
定
で
き
る
。

又
、
い
ま
一
所
の
女
君
は
、
ち
1
殿
う
せ
給
に
し
の
ち
、
御
心
わ
ざ
に
、
樹

泉
院
の
四
親
王
、
帥
官
と
申
御
う
へ
に
て
二
三
年
ば
か
り
お
は
せ
し
ほ
ど

に
、
官
、
和
泉
式
部
に
お
ぼ
し
う
つ
り
に
し
か
ば
、
ほ
い
な
く
て
、
小

正
暦
五
年
（
九
九
四
）
～
　
　
源
　
重
信

正
暦
六
年
（
九
九
五
）
～
　
　
源
　
重
信

長
徳
二
年
（
九
九
六
）
～
　
　
　
藤
原
道
長

寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
～
　
　
藤
原
頗
光

寛
仁
五
年
（
一
〇
二
一
）
～
　
　
藤
原
顕
光

藤
原
頼
通

源
　
重
信

藤
原
道
兼

藤
原
遺
兼

藤
原
道
長

藤
原
道
長

∵
．
日
工
二

藤
原
顕
光

藤
原
公
季

藤
原
公
季

藤
原
実
資

こ
れ
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
他
の
人
物
を
当
て
は
め
た
時
期
に
合
わ
せ
る
な

ら
ば
、
「
左
大
臣
」
は
藤
原
道
長
、
「
右
大
臣
」
は
藤
原
顕
光
と
な
る
。

そ
こ
で
、
可
能
性
の
あ
る
時
期
を
提
示
し
た
説
と
し
て
都
竹
A
・
B
説
が
残

促
に
か
へ
ら
せ
給
に
し
の
ち
、
こ
の
ご
ろ
き
け
ば
、
心
え
ぬ
有
さ
ま
の
こ

（9）

と
の
ほ
か
な
る
に
て
こ
そ
お
は
す
な
れ
。
（
『
大
鏡
』
第
二
巻
師
ヂ
伝
）

「
い
ま
一
所
の
女
君
」
が
済
時
二
女
の
こ
と
で
あ
る
。
結
婚
後
二
三
年
経
っ
て

宮
が
和
泉
式
部
に
心
変
り
し
、
彼
女
が
実
家
に
戻
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
事
件
に
関
し
て
は
周
知
の
ご
と
く
『
和
泉
式
部
日
記
』
　
に
詳
し
く
、

宮
と
式
部
の
交
際
が
始
ま
っ
た
の
が
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
か
ら
逆
算
す
る
と
、
済
時
二
女
が
「
宮
上
」
に
な
っ
た
の
は
早
く
と
も
長

保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
以

降
を
そ
の
範
囲
と
し
て
い
る
都
竹
説
B
が
妥
当
で
あ
る
と
言
え
る
。
よ
っ
て
、

モ
デ
ル
も
こ
の
都
竹
説
B
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
た
ち
が
あ
て
は
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

加
え
て
、
「
御
睦
殿
」
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
藤
原
尊
子
に
注
目

す
る
と
、
尊
子
が
「
御
睦
殿
」
で
あ
っ
た
の
は
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
か
ら
長

（10）

保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
八
月
十
九
日
で
あ
っ
た
の
で
、
下
限
は
も
っ
と
引
き
上

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
私
見
と
し
て
、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
二
月
二
十
五
日

か
ら
同
年
八
月
十
九
日
の
期
間
を
、
ま
た
そ
の
期
間
に
あ
て
は
め
ら
れ
る
モ
デ

ル
と
し
て
ほ
都
竹
説
B
で
示
さ
れ
た
人
物
た
ち
を
そ
れ
ぞ
れ
提
示
し
た
い
。
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二

次
に
、
推
定
し
た
モ
デ
ル
と
草
花
に
よ
る
比
喩
を
検
討
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

モ
デ
ル
に
対
す
る
草
花
に
よ
る
比
喩
は
、
そ
の
生
蛙
を
端
的
に
象
徴
し
て
い
る

と
い
う
点
で
よ
く
対
応
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
詳
述
す

る
余
裕
が
無
い
の
で
、
後
日
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
て
、
本
論
で
は
比

喩
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
女
郎
花
を
中
心
に
考
察
し
て
い
き

た
い
。先

に
掲
げ
た
本
文
構
成
①
⑧
の
部
分
で
は
、
二
十
人
の
女
性
た
ち
が
競
う
よ

う
に
措
か
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
女
郎
花
に
喩
え
ら
れ
た
「
右
大
臣
殿
中
君
」

が
、
表
現
面
か
ら
も
構
成
面
か
ら
も
最
も
賞
揚
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

姫
君
「
右
大
臣
殿
の
中
の
君
は
、
見
れ
ど
も
あ
か
ぬ
女
郎
花
の
け
は
ひ
こ

そ
し
た
ま
ひ
つ
れ
」
、
（
『
は
な
だ
の
女
御
』
）

傍
線
部
の
表
現
は
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
三
秋
の

嵯
峨
に
せ
ん
ざ
い
は
り
に
ま
か
り
て
　
　
　
　
　
藤
原
長
能

≡
日
ぐ
ら
し
に
見
れ
ど
も
あ
か
ぬ
を
み
な
へ
し
の
べ
に
や
こ
よ
ひ
た
び

（11）

ね
し
な
ま
し

を
下
敷
き
と
し
て
い
る
。
ま
た
次
の
文
章
も
「
右
大
臣
殿
中
君
」
の
こ
の
物
語

中
で
の
優
位
性
を
示
す
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
本
文
構
成
⑧
の
部
分
を
全
文
引
用
し

た
も
の
で
あ
る
。

命
婦
の
君
は
「
は
ち
す
の
わ
た
り
も
、
こ
の
御
か
た
ち
も
、
『
こ
の
御
方
』

な
ど
、
い
づ
れ
ま
さ
り
て
忠
ひ
き
こ
え
は
べ
ら
む
。
に
く
き
枝
お
は
せ
じ

か
し
。

ほ
ち
す
菜
の
心
ひ
ろ
さ
の
思
ひ
に
は
い
づ
れ
と
わ
か
ず
露
ば
か
り
に

も
」

六
の
君
、
は
や
り
か
な
る
声
に
て
、
「
撫
子
を
常
夏
に
お
は
し
ま
す
と
言

ふ
こ
そ
う
れ
し
け
九
。

常
夏
に
思
ひ
し
げ
L
と
み
な
人
は
言
ふ
な
で
し
こ
と
人
は
知
ら
な

む
」

と
の
た
ま
へ
ば
、
七
の
君
「
し
た
り
所
に
も
、

刈
萱
の
な
ま
め
か
t
さ
の
姿
に
は
そ
の
な
で
し
こ
も
劣
る
と
ぞ
聞

く
」

と
の
た
ま
へ
は
、
み
な
人
々
も
笑
ふ
。

「
ま
ろ
が
菊
の
御
方
こ
そ
、
と
も
か
く
も
人
に
言
は
れ
た
ま
は
ね
。

拉
ゑ
し
ょ
り
し
げ
り
ま
L
に
し
菊
の
花
人
に
お
と
ら
で
咲
き
ぬ
べ
き

か
な
」

と
あ
れ
ば
、
九
の
君
「
う
ら
や
ま
し
く
も
仰
す
な
る
か
な
。

秋
の
野
の
み
だ
れ
て
ま
ね
く
花
す
す
き
思
は
む
か
た
に
な
び
か
ざ
ら

め
や
」

十
の
君
「
ま
ろ
が
御
前
こ
そ
、
あ
や
し
き
こ
と
に
て
、
く
ら
さ
れ
て
。
な

ど
、
い
と
は
か
な
く
て
。

朝
政
の
と
く
し
ぼ
み
ぬ
る
花
な
れ
ど
あ
す
も
咲
く
は
と
た
の
ま
る
る

か
な
」

と
の
た
ま
ふ
に
、
お
ど
ろ
か
れ
て
、
五
の
君
「
う
ち
臥
し
た
れ
は
、
は
や

痘
入
り
に
け
り
。
何
事
の
た
ま
へ
る
ぞ
。
ま
ろ
は
、
は
な
や
か
な
る
と
こ

ろ
に
し
候
は
ね
ば
、
よ
ろ
づ
心
細
く
も
お
ぼ
ゆ
る
か
な
。

た
の
む
人
露
草
こ
と
に
見
ゆ
め
れ
ば
消
え
か
へ
り
つ
つ
な
げ
か
る
る

か
な
」

と
、
庄
お
び
れ
た
る
声
に
て
、
ま
た
寝
る
を
、
人
々
芙
ふ
。
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女
郎
花
砂
御
方
「
い
た
く
暑
く
こ
そ
あ
れ
」
と
て
、
扇
を
使
ふ
。
「
い
か

に
と
て
参
り
な
む
。
恋
し
く
こ
そ
お
は
し
ま

み
な
人
も
あ
か
ね
に
は
ひ
を
女
郎
花
よ
そ
に
て
い
と
ど
な
げ
か
る
る

別
薗
」
（
『
は
な
だ
の
女
御
』
）

始
め
に
、
命
婦
の
君
に
よ
っ
て
競
い
合
い
が
実
現
し
、
六
の
君
が
そ
の
主
人
を

撫
子
と
称
し
て
自
慢
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
七
の
君
は
そ
の
撫
子
も
自
分
の

主
人
の
「
刈
萱
の
な
ま
め
か
し
さ
の
姿
」
に
は
劣
る
と
し
て
張
り
合
う
。
さ
ら

に
、
八
の
君
は
菊
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
お
の
れ
の
主
人
こ
そ
人
に
劣
ら
な
い
と

す
る
。
こ
の
あ
た
り
お
の
お
の
が
主
人
の
素
晴
ら
し
さ
を
競
い
あ
っ
て
お
り
、

次
に
発
言
す
る
三
人
は
主
人
の
心
細
い
状
態
を
嘆
い
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
場

面
の
最
後
に
登
場
し
て
く
る
の
が
、
問
題
の
女
郎
花
で
あ
る
。
「
み
な
人
も
あ

か
ぬ
に
は
ひ
を
女
郎
花
」
と
あ
り
、
誰
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
美
し
さ
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
か
ら
は
、
最
初
の
撫
子
・
刈
萱
・
菊

の
相
互
の
競
い
あ
い
か
ら
一
歩
抜
き
ん
で
た
扱
い
が
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
「
右
大
臣
殿
中
君
」
は
直
接
出
て
こ
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
女
を
主

人
に
持
つ
姫
君
と
好
色
者
と
の
恋
の
様
相
の
記
述
が
あ
る
の
で
引
用
す
る
。

〓

二

こ

か
の
女
郎
花
の
御
か
た
こ
と
言
ひ
し
人
は
、
声
ば
か
り
を
聞
き
し
。
志
深

く
思
ひ
し
人
な
り
。
（
中
略
）
そ
の
中
に
も
、
女
郎
花
の
い
み
じ
く
を
か

し
く
、
ほ
の
か
た
り
し
す
ゑ
ぞ
、
今
に
、
「
い
か
で
、
た
だ
よ
そ
に
て
語

ら
は
む
」
と
思
ふ
に
、
心
に
く
く
、
「
今
ひ
と
た
び
、
ゆ
か
し
き
香
を
、

い
か
な
ら
む
」
と
思
ふ
も
、
定
め
た
る
心
な
く
ぞ
あ
り
く
な
る
。
（
『
は
な

だ
の
女
御
』
）

「
か
の
女
郎
花
の
御
か
た
こ
と
言
ひ
し
人
」
　
（
姫
君
）
は
、
作
中
で
最
も
好
色

者
が
思
慕
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
『
は
な
だ
の
女
御
』
で
は
、
女

房
と
そ
の
女
主
人
は
ほ
と
ん
ど
パ
ラ
レ
ル
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
女

郎
花
の
優
位
性
は
こ
こ
か
ら
も
受
け
取
れ
る
。

こ
の
女
郎
花
に
喩
え
ら
れ
た
「
右
大
臣
殿
中
君
」
の
モ
デ
ル
と
し
て
想
定
さ

れ
る
の
が
、
藤
原
延
子
で
あ
る
。
右
大
臣
顕
光
の
娘
延
子
は
、
三
条
天
皇
の
第

一
皇
子
敦
明
親
王
と
結
婚
し
た
。
そ
の
時
期
は
、
親
王
が
式
部
卿
に
任
ぜ
ら
れ

（12）

た
究
弘
八
年
（
一
〇
二
）
以
降
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
結
婚
当
時
の
こ

と
に
つ
い
て
、
『
巣
花
物
菰
巴
　
に
記
述
が
あ
る
。

か
く
て
東
宮
の
一
の
官
を
ば
式
部
脚
の
宮
と
ぞ
聞
え
さ
す
る
を
、
廣
晴
の

中
納
言
は
今
は
右
の
お
と
ど
ぞ
か
し
、
承
香
殿
の
女
御
の
御
お
と
と
の
中

姫
君
に
、
こ
の
宮
婿
取
り
奉
り
給
へ
り
。
「
い
で
や
、
古
体
に
こ
そ
」
な

ど
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
ふ
に
、
そ
れ
さ
し
も
あ
ら
ず
、
い
と
目
安
き
程

御
有
様
な
り
。
（
中
略
）
式
部
胸
官
、
「
さ
ば
か
り
に
や
」
と
思
ひ
き
こ

44

え
給
し
か
ど
も
、
い
と
思
ひ
の
ほ
か
に
女
君
も
き
よ
げ
に
よ
う
お
は
し
、

抑
心
持
な
ど
も
あ
ら
ま
は
し
う
、

何
事
も
目
安
く
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、

御
l
　
仲
ら
ひ
の
心
ざ
し
い
と
か
ひ
あ
る
様
な
れ
ば
、
た
だ
今
は
、
女
御
を
又

な
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
し
父
大
臣
、
こ
の
官
の
上
を
い
み
じ
き

も
の
に
思
ひ
き
こ
え
給
へ
り
。
宮
も
い
み
じ
う
御
心
の
木
鉢
た
は
れ
給
う

け
れ
ど
、
こ
の
女
君
を
、
た
だ
今
は
い
み
じ
う
思
ひ
き
こ
え
給
へ
れ
ば
、

い
と
思
は
ず
な
る
事
に
ぞ
、
人
人
聞
え
け
る
。
（
『
柴
花
物
蒐
巴
巻
第
八
は

（
‖
）

つ
は
な
）

こ
の
部
分
か
ら
は
、
延
子
が
美
貌
の
女
性
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
心
様
も
優
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
円
満
な
夫
婦
の
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ

の
数
年
後
、
延
子
は
権
力
闘
争
の
波
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
長
和
五
年

（
一
〇
二
ハ
）
、
後
一
条
天
皇
が
即
位
し
、
敏
明
親
王
は
三
条
天
皇
の
た
っ
て
の



（14）

希
望
で
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
る
。
し
か
し
・
外
戚
関
係
の
無
い
道
長
は
、
敦
明

親
王
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
内
心
心
よ
か
ら
す
思
っ
て
い

㌔
翌
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
、
道
長
の
陰
の
圧
力
等
に
よ
り
敏
明
親
王
は
皇

太
子
を
辞
し
、
替
わ
っ
て
彰
子
所
生
の
敦
艮
親
王
が
皇
太
子
に
立
っ
た
。
こ
の

出
来
事
に
対
し
て
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
た
道
長
は
、
東
宮
を
退
下
し
た
敏
明
親

（

禁

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

1

7

）

王
に
小
一
条
院
の
院
号
を
与
え
、
な
お
か
つ
自
身
の
娘
寛
子
と
結
婚
さ
せ
た
。

こ
の
事
件
以
後
、
院
の
延
子
へ
の
訪
れ
は
ほ
と
ん
ど
途
絶
え
、
幸
福
な
愛
情
生

活
を
失
っ
た
延
子
と
政
権
へ
の
道
を
失
っ
た
父
顕
光
は
、
憂
愁
の
日
々
を
送
る

こ
と
と
な
る
。

圭
・
∴
予
へ
主
‥
音
斗
言
こ
∴
∴
∵
‥
「
ゾ
∵
…
言
＝
十
㌧
∵
‥

ら
で
臥
し
給

へ
り
。
お
と
ど
も
消
え

入
り
ぬ
ば
か
り
に
て
臥
し
給
へ
る
に

一
の
宮
お
は
し
ま
し
て
、
「
大
臣
、
や
や
、
起
き
よ
く
。
馬
に
せ
ん
」

と
起
し
奉
ら
せ
給
へ
は
、
あ
る
か
に
も
あ
ら
で
起
き
あ
が
り
給
て
、
高
這

し
て
馬
に
な
り
て
乗
せ
奉
り
た
ま
て
、
這
ひ
歩
か
せ
給
へ
は
、
一
の
宮
「
例

よ
り
も
動
か
ね
馬
悲
し
」
と
て
、
扇
し
て
し
と
し
と
と
打
ち
奉
ら
せ
給
ふ

を
、
女
御
見
や
り
奉
ら
せ
給
う
て
、
い
と
ど
目
く
る
る

心
地
せ
さ
せ
給
へ

ば
．
－
中
い
q
州
息
翻
心
」
矧
瑚
到
割
引
咄
矧
で
l
御
衣
を
引
き
被
き
て

臥
さ
せ

矧
べ
引
“
1
い
み
じ
う
あ
ほ
れ
な
る
御
有
様
な
る
に
、
「
女
御
は
若
う
お
は

す
れ
は
い
と
よ
し
や
。
殿
の
御
年
は
さ
ば
か
り
な
る
に
、
い
か
に
罪
得
さ

せ
給
ふ
ら
ん
」
と
、
見
奉
る
人
も
、
あ
は
れ
に
悲
し
く
心
憂
L
と
見
る
。

（
『
巣
花
物
蒐
巴
巻
第
十
三
ゆ
ふ
L
で
）

。
東
宮
に
た
1
せ
た
ま
へ
り
L
を
う
れ
し
き
こ
と
に
お
ぼ
し
1
か
ど
、
院
に

な
ら
せ
給
に
し
の
ち
は
、
高
松
殿
御
障
殿
に
わ
た
ら
せ
給
て
、
御
心
ば
か

り
は
か
よ
は
し
た
ま
ひ
な
が
ら
、
か
よ
は
せ

（
『
大
鏡
』
第
三
巻
兼
通
伝
）

た
ま
ふ
こ
と
た
え
に

し
か
は

そ
し
て
二
年
後
の
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
、
悲
し
み
に
沈
ん
だ
ま
ま
延
子
は

還
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。
『
小
右
記
』
（
寛
仁
三
年
四
月
十
一
日
粂
）
の

レ

　

　

　

　

　

　

　

（

拍

）

去
夜
大
左
臣
二
娘
＜
院
御
息
所
、
＞
忽
以
亡
逝
云
寸
、
」
司

と
い
う
記
述
が
印
象
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
道
長
の
栄
華
達
成
の
た
め
の
犠
牲

と
な
っ
た
・
言
わ
ば
敗
者
の
側
の
女
性
で
あ
る
延
子
が
、
女
郎
花
に
喩
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
顕
光
の
娘
た
ち
に
関
し
て
述
べ
れ
ば
、

延
子
の
姉
元
子
も
撫
子
に
擬
さ
れ
、
「
撫
子
を
常
夏
に
お
は
し
ま
す
と
言
ふ
こ

そ
う
れ
し
け
れ
」
と
賞
揚
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
道
長
の
娘
た
ち
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
彰
子
が
桔
梗
に
、

（19）

厨
子
が
吾
木
香
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
桔
梗
に
関
し
て
検
討
し
ょ
う
。

四
の
君
「
中
宮
は
、
父
大
臣
つ
ね
に
引
割
判
引
を
読
ま
せ
つ
つ
、
祈
り
が

ち
な
め
れ
ば
、
そ
れ
に
も
な
ど
か
似
さ
せ
た
ま
は
ざ
ら
む
」
（
『
は
な
だ
の

女
御
』
）

父
親
で
あ
る
大
臣
が
、
常
に
無
量
義
経
を
読
経
さ
せ
て
は
祈
っ
て
ば
か
り
の
様

子
で
あ
る
か
ら
、
義
経
と
桔
梗
を
掛
け
て
そ
れ
に
似
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
論

理
の
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
桔
梗
は
、
八
代
集
に
お
い
て
は
『
古
今
和
歌
集
』

巻
第
十
物
名
の

き
ち
か
う
の
花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
の
り

喜
秋
ち
か
う
の
は
な
り
に
け
り
白
露
の
お
け
る
く
さ
ば
も
色
か
は
り
ゆ

く

の
よ
う
に
物
名
歌
に
用
い
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
を
発
想
の
基
盤
と

し
た
の
が
、
次
に
掲
げ
た
『
村
上
御
集
』
の
歌
で
あ
る
。

六
月
の
つ
ご
も
り
に
給
へ
り
け
る
御
返
し
を
相
成
に
つ
け
て
、
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秋
ち
か
う
野
は
成
り
に
け
り
、
人
の
心
も
、

と
き
こ
え
給
へ
り



け
れ
ば

一
六
　
秋
ち
か
う
な
る
も
し
ら
れ
ず
夏
の
の
に
し
げ
る
草
葉
と
ふ
か
き
思
ひ

ま

か
へ
し

；
　
夏
す
ぐ
る
野
べ
の
あ
さ
ぢ
は
し
け
れ
ど
も
つ
ゆ
に
も
か
る
る
物
と
こ

そ
き
け

相
手
の
心
変
り
を
恨
む
手
紙
に
桔
梗
を
付
け
た
と
い
う
も
の
で
、
次
に
あ
げ
た

『
元
良
親
王
集
』
の
歌
も
同
様
の
発
想
で
あ
る
。

こ
と
女
に
も
の
の
給
ふ
と
き
き
て
、
引
可
利
引
に
つ
け
て

完
　
た
の
み
せ
は
を
さ
な
か
ら
ま
し
こ
と
の
ほ
ほ
か
は
り
に
け
り
な
き
ち

か
う
の
は
な

こ
の
よ
う
に
、
物
名
歌
に
用
い
ら
れ
る
事
が
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
の
他
は
相
手
の

心
変
り
を
恨
む
時
に
託
す
花
で
あ
る
桔
梗
を
比
喩
と
し
て
用
い
た
と
い
う
点

と
、
父
親
（
道
長
）
の
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
た
も
の
で
、
そ
の
人
物
そ
の
も

の
の
属
性
を
プ
ラ
ス
評
価
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
と
は
注
目
さ
れ
る
。

次
に
吾
木
香
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

わ
れ
も
か
う
な
ど
は
、
い
と
す
さ
ま
じ
き
霜
枯
れ
の
こ
ろ
は
ひ
ま
で
思
し

棄
て
ず
な
ど
わ
ざ
と
め
き
て
、
香
に
め
づ
る
思
ひ
を
な
ん
立
て
て
好
ま
し

（20）

ぅ
お
ほ
し
け
る
。
（
『
源
氏
物
玉
巴
匂
宮
巻
）

。
香
染
の
御
衣
ど
も
に
、
吉
き
が
、
汲
き
蒔
き
、
珂
叫
判
別
引
の
純
物
た
て

ま
つ
り
た
る
、

い
と
ゞ
匂
ひ
な
有
、
l
刺
身
到
u
劃
心
地
山
村
引
当
あ
り

わ
れ
も
か
う
に
劾
引
u
疎
に
ぞ
お
は
し

を
ば
君
「
左
大
臣
殿
の
姫
君
は
、
］

ま
す
」
な
ど
言
ひ
お
は
さ
う
ず
れ
ば
、
（
『
は
な
だ
の
女
御
』
）

吾
木
香
に
も
負
け
な
い
ぞ
と
い
う
御
様
子
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
そ

の
勝
ち
気
さ
が
強
調
さ
れ
、
吾
木
香
と
い
う
植
物
名
に
「
我
も
此
う
」
が
掛
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
植
物
は
、
私
が
調
査
し
た
限
り
で
は
和
歌
で
用
い
ら
れ
た

例
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
以
下
に
掲
げ
る
用
例
が
主
な
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

。
御
前
の
儲
栽
に
も
、
容
は
梅
の
花
園
を
な
が
め
た
ま
ひ
、
秋
は
嘲
叫
大
功

め
づ
る
女
郎
花
、
小
牡
鹿
の
妻
に
す
め
る
萩
の
露
に
も
を
さ
を
さ
御
心
移

し
た
ま
は
ず
、
老
を
忘
る
る
菊
に
、
お
と
ろ
へ
ゆ
↑
藤
袴
、

も
の
げ
な
き

し
斎
院
の
、
枯
野
奥
着
給
へ
り
し
御
掟
く
た
れ
姿
、
「
め
で
た
し
」
と
、

御
心
に
染
み
し
け
に
や
、
ま
づ
思
出
ら
れ
さ
せ
給
。
「
華
や
か
な
る
色
よ

り
も
、
な
ま
め
か
し
う
、
め
で
た
う
も
、
見
え
し
か
な
」
と
、
思
ひ
出
づ

る
も
、

武
蔵
野
の
霜
枯
に
見
し
珂
珂
引
叫
引
秋
L
も
劣
る
匂
ひ
な
り
け
り

「
同
じ
花
と
も
見
え
わ
は
、
ロ
惜
し
き
わ
ざ
か
な
」
と
、
心
の
中
に
思
ひ

（21）

続
け
ら
れ
給
に
も
、
（
『
狭
衣
物
克
巳
巻
三
）

『
源
氏
物
菟
巴
匂
宮
巻
の
引
用
で
は
、
「
世
の
人
の
塑
つ
る
女
郎
花
」
と
並
ん

で
、
「
物
げ
な
き
わ
れ
も
か
う
」
つ
ま
り
何
と
い
う
こ
と
も
無
い
吾
木
香
が
出

て
く
る
。
『
狭
衣
物
語
』
の
例
は
織
物
の
名
と
し
て
の
吾
木
香
で
あ
り
、
地
殊

な
属
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
『
栄
花
物
蒐
巴
等
で
は
派
手
好

き
な
女
性
と
し
て
登
場
す
る
研
子
を
、
こ
の
よ
う
な
植
物
を
用
い
て
喩
え
て
い

る
点
も
気
に
か
か
る
。
そ
こ
に
は
何
か
皮
肉
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
扱
い
の
相
違
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
は

な
だ
の
女
御
』
の
作
者
の
意
図
し
た
も
の
が
汲
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

三

と
こ
ろ
で
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
延
子
は
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
に
、
そ

し
て
父
顕
光
は
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
に
そ
の
生
距
を
閉
じ
た
。
死
後
の
顕
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光
・
延
子
父
子
は
物
怪
と
な
っ
て
遺
長
方
に
崇
っ
た
と
、
当
時
の
人
々
に
は
信

じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
六
月
二

十
四
日
条
を
見
る
。

或
云
、
大
〔
太
〕
関
所
悩
有
賀
布
祢
明
神
モ
〔
之
〕
出
示
『
崇
』
、
是
院

御
息
所
と
祈
也
、
＜
謂
御
息
所
者
左
府
二
娘
、
＞

も
っ
と
も
こ
れ
は
ま
だ
延
子
在
世
中
の
こ
と
で
あ
る
が
、
道
長
の
病
気
が
貴
布

禰
明
神
の
果
り
の
せ
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
延
子
の
祈
り
の
為
で
あ
る
と
い
う
風

聞
が
、
世
に
流
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
頃
道
長
は
病
兜
に
苦
し
め
ら

れ
て
お
り
、
結
局
翌
年
出
家
し
た
。
少
し
降
っ
て
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
、
こ

の
年
道
長
一
家
を
不
幸
が
襲
う
。
三
月
、
小
一
条
院
の
女
御
寛
子
・
院
の
母
君

（23）

賊
子
が
病
床
に
伏
壌
）
娘
子
は
同
月
に
そ
し
て
寛
子
は
七
月
に
亡
く
な
っ
た
。

（24）

続
い
て
道
長
の
四
女
嬉
子
が
、
八
月
に
こ
の
世
を
去
る
。
こ
れ
ら
を
記
す
古
記

録
の
一
連
の
記
事
に
お
い
て
、
「
邪
霊
」
　
「
霊
気
」
　
「
邪
気
」
の
為
だ
と
す
る

（25）

見
解
が
見
え
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
嬉
子
死
後
の
風
聞
を
記
述
す
る

『
小
右
記
』
万
寿
二
年
八
月
八
日
条
を
見
て
み
る
と
、

人
三
石
、
故
掘
河
左
村
井
院
女
院
・
御
息
所
霊
所
吐
之
詞
一
家
尤
有
嘲
毘

云
～
、
種
モ
所
陳
皆
有
矧
矧
云
＼

「
故
掘
河
左
荷
」
　
（
痍
光
）
並
び
に
「
院
女
院
」
（
娘
子
）
「
院
御
息
所
」
（
延

（26）
子
か
）
の
霊
が
吐
い
た
言
葉
を
道
長
一
家
が
最
も
恐
れ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
皆
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
当
時
の
人
々
が
認
識
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
『
栄
花
物
蒐
巴
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ら
悲
劇
の
全
て
に
「
掘
河
の
大
臣
、
女
御
」
つ
ま
り
頭
光
・
延
子
父
子
の
物
怪

が
出
現
し
た
と
語
っ
て
い
る
。

0
院
は
官
の
御
悩
を
い
み
じ
う
お
ぼ
し
欺
か
せ
給
ふ
。
こ
の
院
の
女
御
殿
も
、

い
と
苦
し
げ
に
せ
さ
せ
給
ひ
っ
（
つ
）
、
月
日
に
そ
へ
て
影
の
様
に
の
み

な
ら
せ
給
へ
げ
、
か
た
が
た
い
か
に
と
の
み
い
み
じ
う
お
ぼ
し
欺
か
せ
給

ふ
バ
入
道
殿
よ
り
も
、
か
く
お
は
し
ま
せ
ば
、
御
修
法
・
御
託
経
な
ど
も

隙
な
く
お
ぼ
し
掟
て
さ
せ
給
ふ
。
堀
河
の
大
臣
、
女
御
や
な
ど
ひ
き
連

て
、
い
と
お
ど
ろ
く
し
き
御
け
は
ひ
有
様
に
て
の
の
し
り
給

へ
ば

い
と
は
し
う
か
た
は
ら
い
た
う
の
み
お
ぼ
し
め
す
。
（
『
栄
花
物
語
』
巻
第

二
十
四
わ
か
ば
え
）

0
御
髪
そ
が
せ
給
へ
る
、
（
中
略
）
御
も
の
の
け
ど
も
い
と
い
み
じ
う
、
「
し

得
た
り
〈
」
と
、
堀
河
の
お
と
ど
・
女
御
も
ろ
ご
ゑ
に
「
今
ぞ
胸
あ
く
」

封
叫
研
創
叫
日
刊
腎
脅
．
（
『
栄
花
物
玉
巴
巻
第
二
十
五
み
ね
の
月
）

0
日
釆
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
悔
し
う
お
ば
さ
る
る
味
方
に
、
「
た
だ
今
な
ん

果
て
さ
せ
給
ひ
ぬ
る
」
と
あ
る
御
消
息
を
聞
し
め
す
御
心
の
程
、
思
ひ
や

り
き
こ
え
さ
す
べ
し
。
（
中
略
）
「
さ
て
も
あ
さ
ま
し
か
り
け
る
蝋
細
面
九

回
叫
女
到
御
叫
御
樹
矧
か
な
」
と
、
殿
も
院
も
お
ぼ
し
め
せ
ど
、
「
後
の
悔
」

と
い
ふ
事
の
や
う
に
な
ん
。
折
し
も
中
将
殿
の
上
も
、
御
も
の
の
け
に
い
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み
じ
く
悩
ま
せ
給
へ
は
、
こ
れ
を
い
と
恐
し
き
事
に
殿
の
御
前
お
ぼ
さ
る
。

そ
れ
も
こ
の
同
じ
御
物
の
け
の
思
ひ
の
あ
ま
り
な
る

べ
し
。
そ
れ
も
い
と

く
お
ぼ
さ
る

る
な
り
。
（
『
栄
花
物
語
』
巻
第
二
十
五
み
ね
の
月
）

0
凋
河
の
大
臣
・
女
御
、
さ
し
続
き
て
の
の
し
り
給
ふ
さ
ま
、
い
と
う
た
て

恐
し
う
あ
や
に
く
な
り
。

（
中
略
）
院
に
は
こ
の
事
ど
も
聞
し
め
し
て
、

堀
矧
叫
如
拙
、
l
封
狐
や
と
さ
し
続
き
、
同
日
乳
口
剖
刷
叫
訓
に
お
は
す
ら

ん
を
、
返
返
か
た
は
ら
い
た
く
苦
し
う
お
ぼ
し
や
ら
せ
給
ふ
。
（
『
栄
花
物

五
巴
巻
第
二
十
五
み
ね
の
月
）

射
河
の
お
と
ど
・
女
習
叫
御
薗
、
l
l
l
刊
笥
判
例
u
剖
劃
ど
l
引
到
粛
昂

ひ
続
け
の
の
し
り
給
ふ
。
（
中
略
）
さ
れ
ど
す
べ
て
限
に
な
り
果
て
さ
せ

給
ひ
ぬ
。
御
年
十
九
。
「
あ
な
い
み
じ
、
あ
さ
ま
し
」
と
お
ぼ
し
め
す
。



（
『
栄
花
物
五
巴
巻
第
二
十
六
廷
王
の
ゆ
め
）

そ
れ
か
ら
二
年
後
の
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
五
月
三
十
日
桑
の
『
小
右
記
』

に
は
道
長
の
次
女
研
子
の
病
悩
の
こ
と
が
見
え
、
こ
の
時
に
も
顕
光
等
の
霊
が

現
れ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

入
陪
宰
相
中
将
来
云
、
宮
御
悩
無
減
、
樹
矧
矧
劃
矧
l
・
尚
侍
霊
等
出
剰
1

奉
釈
五
百
弟
子
受
記
晶
、

ま
た
、
こ
れ
は
『
栄
花
物
玉
巴
に
の
み
見
え
る
記
事
で
は
あ
る
が
、
後
一
条
天

皇
の
病
悩
の
時
に
も
二
人
の
霊
が
出
現
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

御
も
の
の
け
ど
も
移
り
て
の
の
し
る
様
い
と
恐
し
。
併
噺
射
河
劃
対
矧
聖

女
御
殿
具
し
給
て
出
で
お
は
し
、
さ
ら
ぬ
も
の
さ
ま
ざ
ま
名
乗
り
、
い
と

苦
し
き
御
心
地
に
添
へ
て
も
、
笥
栄
花
物
或
巴
巻
第
三
十
二
歌
合
）

さ
ら
に
、
『
宇
治
拾
遺
物
或
巴
一
八
四
御
堂
関
白
御
犬
暗
明
等
奇
特
の
事
に
も

「
此
顕
光
公
は
、
死
後
に
怨
霊
と
な
り
て
、
御
堂
殿
辺
へ
は
た
1
り
を
な
さ
れ

（27）

け
り
。
悪
霊
左
府
と
な
づ
く
云
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
よ
り
、
こ
の

二
人
の
怨
霊
に
つ
い
て
は
彼
等
の
死
後
す
ぐ
に
噂
さ
れ
、
か
な
り
強
烈
な
印
象

を
持
っ
て
人
々
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
い
っ
た
背
景
を
考
え
る
と
、
こ
の
　
『
は
な
だ
の
女
御
』
は
、
延
子
・
顕

光
父
子
の
魂
を
慰
め
る
こ
と
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
口
に
鎮
魂
と
い
っ
て
も
、
書

い
た
側
の
立
場
で
微
妙
に
そ
の
内
実
が
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
の
立
場
は

大
き
く
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
遺
長
方
の
人
物
、
二
つ
目
は
小
一

条
院
に
近
い
人
物
、
三
つ
目
は
延
子
・
顕
光
に
近
い
人
物
、
そ
し
て
四
つ
目
は

全
く
関
係
の
無
い
第
三
者
で
あ
る
。
二
人
の
怨
霊
の
票
り
を
恐
れ
た
遺
長
方
の

人
物
が
書
い
た
と
す
る
と
、
先
に
検
討
し
た
桔
梗
・
吾
木
香
の
喩
え
が
気
に
か

か
る
。
単
に
延
子
・
顕
光
父
子
の
鎮
魂
を
意
図
し
た
の
な
ら
、
自
家
の
彰
子
・

研
子
姉
妹
を
わ
ざ
わ
ざ
低
め
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
木

作
品
の
執
筆
者
と
し
て
は
後
の
三
つ
、
つ
ま
り
小
一
条
院
に
近
い
人
物
、
延
子

・
顕
光
に
近
い
人
物
、
及
び
全
く
関
係
の
無
い
第
三
者
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
延
子
・
顕
光
の
怨
霊
を
恐
れ
あ
る
い
は
痛
ま
し
く
思
っ
た
人
物
が
、
敗
者

延
子
を
賞
揚
し
、
勝
者
道
長
の
娘
で
あ
る
彰
子
・
研
子
を
ど
こ
か
皮
肉
を
含
ん

だ
形
で
低
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
霊
と
し
て
世
を
騒
が
せ
る
二
人
の
魂
を
鎮

め
よ
う
と
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
作
品
が
執
筆
さ
れ
た
可
能
性
の
高
い
時
期
も

あ
る
程
度
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
品
の
成
立
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で

様
々
な
説
が
出
さ
れ
て
き
た
。
主
な
も
の
を
以
下
に
掲
げ
よ
う
。

（28）

。
鈴
木
一
雄
氏
　
〝
ほ
ぼ
、
「
源
氏
物
語
」
が
完
成
し
て
間
も
な
い
頃
－
－
－

す
な
わ
ち
「
そ
の
頃
」
巻
頭
が
あ
ら
わ
れ
る
、
「
宇
治
十
帖
」
が
完
成

し
て
間
も
な
い
頃
　
－
　
の
作
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
″

（29）

。
山
岸
徳
平
氏
　
〝
若
し
強
い
て
、
そ
の
よ
う
な
人
を
当
時
の
女
房
中
か
ら

物
色
す
れ
ば
、
風
雅
集
な
ど
に
、
四
条
大
皇
太
后
官
即
ち
前
記
記
子
に

仕
え
た
主
殿
な
ど
が
現
れ
て
来
る
″

（30）

。
野
村
一
三
氏
　
〝
『
は
な
だ
の
女
御
』
　
の
作
者
は
こ
の
掘
河
あ
た
り
で
は

あ
る
ま
い
か
〃

（31）

。
土
岐
武
治
氏
　
〝
こ
の
「
は
な
だ
の
女
御
」
物
語
の
成
立
は
、
や
は
り
今

物
語
成
立
の
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
以
後
に
お
け
る
鎌
倉
中
期
頃
か

と
思
ほ
れ
て
な
ら
な
い
″

（32）

。
郡
竹
裕
子
氏
　
〝
種
々
の
サ
ロ
ン
が
存
在
し
、
定
立
し
て
い
な
い
、
混
沌

と
し
て
い
た
一
条
帝
中
期
に
お
い
て
、
顕
光
家
サ
ロ
ソ
の
存
在
を
こ
の
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小
編
か
ら
仮
想
し
て
み
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
″

（33）

。
三
角
洋
一
氏
　
〝
万
寿
三
（
一
〇
二
六
）
年
以
後
、
「
逢
坂
越
え
ぬ
権
中

納
言
」
に
相
前
後
す
る
時
期
と
想
定
し
て
み
た
い
″

（34）

。
阿
部
好
臣
氏
　
〝
ま
ず
、
嘉
院
は
五
葉
に
讐
え
ら
れ
た
。
こ
の
五
葉
を
五

代
の
長
き
に
わ
た
り
斎
院
を
つ
と
め
た
人
と
い
う
特
異
性
を
表
わ
す
と

へ
‥
・
一
・
）

考
え
る
と
す
れ
ば
、
「
か
は
ら
せ
た
ま
は
ざ
ん
ぬ
れ
ば
」
が
、
長
い
間

の
斎
院
と
い
う
こ
と
も
重
ね
、
こ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
村
上
帝
皇
女
選
子

「

【

－

「

・

）

内
親
王
が
五
代
目
（
後
一
条
帝
）
に
入
る
の
は
寛
仁
元
（
一
〇
一
六
）

年
か
ら
で
あ
る
。
（
中
略
）
後
冷
泉
朝
、
主
殿
を
考
え
て
お
き
た
い
″

（35）

。
稲
賀
敬
二
氏
　
〝
一
応
、
十
一
世
紀
中
頃
の
女
房
た
ち
の
関
心
を
背
景
に

し
て
成
立
し
た
作
品
と
見
て
お
く
″

三
角
氏
は
、
成
立
の
上
限
を
決
定
す
る
上
で
女
院
の
問
題
に
触
れ
、
「
二
人
目

の
上
東
門
院
院
号
宣
下
に
よ
る
女
院
号
定
着
以
後
、
す
な
わ
ち
万
聖
二
（
一
〇

二
六
）
年
正
月
以
後
の
成
立
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」

と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
そ
う
い
っ
た
方
向
で
の
見
当
の
つ
け
方
も
一
方
で
は

で
き
る
と
思
う
。
が
し
か
し
、
女
院
号
の
定
着
問
題
に
つ
い
て
そ
こ
ま
で
こ
だ

わ
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。

も
っ
と
確
実
な
上
限
の
設
定
の
仕
方
と
し
て
ほ
、
す
で
に
阿
部
氏
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
文
に
お
け
る
斎
院
を
五
葉
に
喩
え
た
記
述
が
問
題
に
な

っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

尼
君
「
斎
院
、
司
鼎
と
聞
え
は
ペ
ら
む
。
か
は
ら
せ
た
ま
ほ
ざ
ん
め
れ
ば

よ
。
罪
を
離
れ
む
と
て
、
か
か
る
さ
ま
に
て
、
久
し
く
こ
そ
な
り
に
け
れ
」

と
の
た
ま
へ
ば
、
（
『
は
な
だ
の
女
御
』
）

こ
の
斎
院
の
王
丁
ル
と
な
っ
た
の
は
、
村
上
帝
第
十
皇
女
選
子
内
親
王
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
選
子
は
、
円
融
帝
を
は
じ
め
と
し
て
花
山
二
条
・
一
二
条
・

（36）

後
一
条
と
、
五
代
の
天
皇
に
斎
院
と
し
て
奉
仕
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
阿
部
氏

は
五
菜
に
五
代
が
掛
け
て
あ
る
と
み
て
、
選
子
が
五
代
目
の
天
皇
に
入
る
長
和

五
年
（
一
〇
一
六
）
を
本
作
晶
成
立
の
上
限
と
し
て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

五
葉
に
五
代
を
掛
け
て
用
い
ら
れ
る
例
は
、
現
在
私
が
調
査
し
た
限
り
で
は
見

あ
た
ら
な
い
。
五
葉
は
和
歌
の
世
界
で
は
そ
の
用
例
が
見
ら
れ
ず
、
物
語
等
の

平
安
朝
の
和
文
の
世
界
で
は
以
下
の
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
が
一
般
的
で
あ
っ

た
。。

御
返
り
は
、
こ
の
御
箱
の
蓋
に
苔
敷
き
、
巌
な
ど
の
心
ば
へ
し
て
、
可
動

の
枝
に
、風

に
散
る
紅
葉
は
か
ろ
し
春
の
い
ろ
を
岩
ね
の
松
に
か
け
て
こ
そ
見

め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
蒐
巴
少
女
巻
）

。
こ
だ
か
き
岸
よ
り
え
な
ら
ぬ
到
魂
に
か
ゝ
り
て
さ
き
こ
ぼ
れ
た
る
朝
ぼ
ら

（37）

け
の
藤
を
、
折
り
て
み
る
心
地
し
て
、
　
　
　
（
『
夜
の
寝
覚
』
巻
四
）

『
源
氏
物
議
巴
の
例
は
五
菜
に
永
遠
性
を
見
て
い
る
。
『
夜
の
寝
覚
』
　
の
方
は

女
性
の
容
貌
を
植
物
に
よ
っ
て
表
現
し
た
部
分
で
あ
り
、
そ
の
中
に
五
葉
が
出

て
き
て
い
る
。
全
体
と
し
て
五
葉
の
用
例
は
多
い
と
は
言
い
難
く
、
同
じ
よ
う

な
属
性
を
持
っ
た
租
物
と
し
て
は
松
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ

た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
五
葉
に
五
代
を
掛
け
た
と
み
る
の
は
や
や
不
安

が
残
る
け
れ
ど
も
、
単
に
永
続
性
を
示
す
た
め
な
ら
松
と
し
て
も
い
い
と
こ
ろ

を
、
そ
れ
ほ
ど
多
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
五
菜
を
敢
え
て
用
い
た
点

に
、
五
代
の
意
を
込
め
た
か
っ
た
作
者
の
作
意
が
感
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
葉
に

代
・
世
・
時
代
等
の
意
を
も
た
せ
た
使
い
方
が
漢
詩
文
の
世
界
に
見
ら
れ
る
。

今
之
吏
部
相
公
是
其
四
顧
孫
也
　
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
第
十
　
七
言
九
月
振

（38）

田
侍
北
野
廟
各
分
一
字
　
高
積
善
）
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以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
私
も
先
行
説
に
従
っ
て
五
菜
に
五
代
を
掛
け
る
と
い

う
点
に
関
し
て
は
異
論
が
な
い
。
た
だ
し
、
上
限
の
設
定
の
仕
方
に
つ
い
て
少

し
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
述
べ
て
み
た
い
。
選
子
が
斎
院
を
退
下

す
る
の
は
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
で
あ
り
、
そ
の
時
に
初
め
て
五
代
の
天
皇

に
仕
え
た
と
い
う
こ
と
が
確
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
確
な
上
限
は
こ
の
長

元
四
年
（
一
〇
三
一
）
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
あ
た
り
、
本
文
の
記
述
と
も
合
わ
せ
て
み
る
と
ど
ち
ら
と
も
決
定

し
難
い
と
思
う
。
と
も
あ
れ
、
モ
ア
ル
と
な
っ
た
人
物
た
ち
の
記
憶
が
人
々
の

中
か
ら
消
え
去
っ
て
い
な
い
時
期
、
及
び
頭
光
・
延
子
父
子
の
怨
霊
の
出
現
等

の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
上
限
と
し
て
設
定
さ
れ
る
時
期
を
そ
う
降
ら
な

い
時
に
本
作
晶
が
執
筆
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
の
頃
に
生
き
て
い
た
女
性
た
ち
（
し

か
し
、
物
語
に
お
け
る
比
喩
の
内
実
に
は
そ
の
後
の
そ
の
人
物
の
生
き
ざ
ま
も

反
映
さ
れ
て
い
る
）
を
、
少
な
く
と
も
十
数
年
以
上
隔
た
っ
た
後
世
に
お
い
て

物
語
の
中
に
モ
デ
ル
と
し
て
取
り
入
れ
、
か
な
り
事
情
の
わ
か
っ
た
読
者
に
し

か
通
じ
な
い
よ
う
な
描
写
で
も
っ
て
書
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
執
筆
者
も

か
な
り
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
読
み
手
も
そ
の
時
代
の
こ
と
を
わ

か
る
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
て
、
現
代
の
我
々
の
眼
か
ら
み
れ
ば
や
や

こ
う
い
っ
た
こ
と
が
成
り
立
つ
の
か
と
い
う
疑
問
も
当
然
現
れ
る
だ
ろ
う
と
思

う
。
し
か
し
、
現
代
の
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
氾
濫
し
て
い
る
世
の
中
と
同
レ
ベ
ル

で
考
え
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
平
安
時
代
の
こ
と
で
あ

る
。
貴
族
の
関
心
を
持
つ
事
柄
は
、
現
代
の
我
々
の
多
様
さ
と
は
く
ら
べ
も
の

に
な
ら
な
い
く
ら
い
限
ら
れ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ

っ
て
、
恐
ら
く
は
か
な
り
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
政
治
の
関
わ
る
後

宮
の
様
相
等
に
つ
い
て
の
話
題
が
、
度
々
人
々
の
口
の
端
に
の
ぼ
り
関
心
を
集

め
続
け
た
と
い
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
代
に

お
け
る
十
数
年
以
上
と
い
う
隔
た
り
は
、
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
し
な
く
て
い
い
の

で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。

ま
た
こ
う
い
っ
た
こ
と
と
と
も
に
、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
頃
に
物
語
の

如
台
を
設
定
し
、
実
際
の
比
喩
に
は
そ
の
後
の
女
性
た
ち
の
生
を
も
反
映
さ
せ

た
と
い
う
点
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）

と
言
え
ば
、
定
子
が
ま
だ
存
命
で
彰
子
は
入
内
し
た
ば
か
り
、
他
の
女
御
た
ち

も
鶏
を
競
い
あ
っ
て
い
た
時
期
で
、
ま
さ
に
後
宮
は
百
花
繚
乱
と
い
う
様
相
を

呈
し
て
い
た
。
そ
こ
に
物
語
の
時
を
設
定
し
数
多
く
の
女
性
を
登
場
さ
せ
た
こ

と
は
、
一
条
朝
の
懐
古
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
中
で

延
子
の
優
位
性
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
彼
女
の
賞
揚
も
意
味
の
あ
る
も

の
と
な
り
、
鎮
魂
と
い
う
意
図
に
も
叶
う
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え

て
い
る
。

五

と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
っ
た
鎮
魂
と
い
う
眼
で
作
晶
を
見
直
し
て
み
る
と
、
先

に
あ
げ
た
「
中
宮
は
、
父
大
臣
つ
ね
に
ぎ
き
や
う
を
読
ま
せ
つ
つ
、
祈
り
が
ち

な
め
れ
ば
」
と
い
う
箇
所
は
、
庶
流
な
る
物
怪
出
現
に
怯
え
な
が
ら
、
法
華
八

講
や
法
華
三
十
講
等
を
催
し
っ
つ
ひ
た
す
ら
に
祈
り
が
ち
な
道
長
の
姿
が
、
若

干
の
皮
肉
を
込
め
た
形
で
描
写
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
と
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
「
い
か
に
と
て
参
り
な
む
。
恋
し
く
こ
そ
お
は
し
ま
せ
。
み
な
人

も
あ
か
ぬ
に
は
ひ
を
女
郎
花
よ
そ
に
て
い
と
ど
な
げ
か
る
る
か
な
」
と
い
う
部

分
は
、
執
筆
者
を
延
子
の
側
の
人
物
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
昔
延
子
に
仕
え
て
い

た
女
房
と
し
て
見
る
と
、
世
間
で
は
物
怪
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
る
延
子
の
復

権
を
計
っ
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
『
巣
花
物
兎
巴
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は
、
敦
明
親
王
の
東
宮
退
位
後
、
日
ほ
し
い
女
房
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
延
子
の

そ
ば
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
と
記
す
。
自
ら
が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
そ
う
す
る

よ
り
は
か
な
か
っ
た
女
房
の
ひ
と
り
が
、
昔
の
主
人
の
怨
霊
説
を
聞
く
に
忍
び

ず
、
主
人
の
賞
揚
と
己
の
延
子
を
思
う
気
持
ち
の
二
心
の
無
き
を
、
本
文
の
早

く
姫
様
の
も
と
へ
参
上
し
た
い
と
い
う
記
述
に
込
め
た
、
と
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
文
に
お

い
て
女
郎
花
に
喩
え
ら
れ
た
姫
君
を
主
人
に
持
つ
女
性
が
、
最
も
好
色
者
の
思

慕
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
や
や
自
画
自
賛
的
な
趣
を
皇
し
て

く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
は
、
物
語
の
登
場
人
物
を
そ
の
ま
ま
そ

の
物
語
の
作
者
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
の
危
険
性
も
絡
ん
で
く
る
の
で
、
こ
の

よ
う
な
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
一
つ
の
提
案
に
と
ど
め
て
お

く
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
作
晶
の
執
筆
意
図
と
し
て
、
あ
る
種
の
実
験
小
説

を
目
指
し
た
と
い
う
こ
と
等
と
と
も
に
、
延
子
・
顕
光
父
子
の
鎮
魂
が
考
え
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
を
提
示
し
た
い
。

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
鎮
魂
の
意
図
を
、
作
者
は
物
語
の
中
で
明
確
に
示
さ
ず

に
何
故
故
意
に
わ
か
り
に
く
く
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
触
れ
て
結
び

と
す
る
。
こ
の
『
は
な
だ
の
女
御
』
が
執
筆
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
時
期
は
、

摂
関
政
治
を
極
め
た
藤
原
道
長
を
頂
点
と
す
る
道
長
一
門
が
隆
盛
を
誇
っ
た
時

代
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
あ
か
ら
さ
ま
に
権
力
を
握
っ
て
い
る
側
を
批
判
し
、

そ
の
権
力
の
犠
牲
と
な
っ
た
側
を
賞
揚
す
る
の
は
憧
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
手
の
こ
ん
だ
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は

延
子
・
顕
光
父
子
の
魂
を
慰
め
る
と
い
う
意
図
を
物
語
の
表
現
の
中
に
忍
ば
せ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔註〕

（
l
）
　
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
。
以
下
『
は
な
だ
の
女
御
』
の
引
用
は
同

（　　　　（　　　　（　　　　（

5　4　3　2
）　　　　）　　　　）　　　　）

（　　　　　　　（

7　　　6
＼＿ノ　　　　　　　　）

（　　　　（　　　　（

10　9　8
ヽ＿ノ　　　）　　　　　）

（　　　．へ　　　　（

151413
ヽ－ノ　　　）　　　　）

書
に
拠
る
。

山
岸
徳
平
氏
『
提
中
納
言
物
語
全
註
解
』
　
（
一
九
六
二
年
、
有
精
堂
）

稲
賀
敬
二
氏
　
完
訳
日
本
の
古
典
（
一
九
八
七
年
、
小
学
館
）

（
2
）
に
同
じ
。

都
竹
裕
子
氏
「
提
中
納
言
物
語
「
は
な
く
の
女
御
」
考
1
左
右
大

臣
該
当
者
へ
の
一
試
宏
T
－
－
」
（
「
国
文
目
白
」
一
九
七
九
年
二
月
）

稲
賀
敬
二
氏
、
前
掲
雷
。
三
角
洋
一
氏
、
講
談
社
学
術
文
庫
『
提
中
納

言
物
語
全
訳
注
』
　
（
一
九
八
一
年
十
月
）

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
堤
中
納
言
』

0
ら
ち
住
r
ん
肌
へ
、
・
ア
7
た

。
．
仕
も
一
b
∴
乱
の
ハ
い
苦
み

（
『
影
印
本
　
堤
中
納
言
』
笠
間
書
院
）

『
公
卿
補
任
』
に
拠
る
。

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
。
以
下
『
大
鏡
』
の
引
用
は
同
書
に
拠
る
。

『
一
代
要
記
』
女
御
従
二
位
藤
尊
子

長
徳
四
蟹
一
月
十
一
日
為
御
虹
殿
別
当
入
内
年
十
五
（
中
略
）
長
保
二

年
八
月
二
十
日
為
女
御
（
改
定
史
結
集
覧
。
以
下
『
一
代
要
記
』
の
引

用
は
同
書
に
拠
る
。
）

新
編
国
歌
大
観
。
以
下
和
歌
の
引
用
は
同
書
に
拠
る
。

『
一
代
要
記
』
　
小
一
條
院
寛
弘
八
年
十
月
五
日
為
親
王
叙
三
晶
年
十

八
同
十
二
月
任
式
部
椚

『
巣
花
物
語
全
注
釈
』
。
以
下
『
栄
花
物
語
』
の
引
用
は
同
書
に
拠
る
。

『
一
代
要
記
』
　
同
（
長
和
）
五
年
正
月
二
十
九
日
為
皇
太
子

こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
関
し
て
は
、
角
田
文
衛
氏
『
承
香
殿
の
女
御
』

（
一
九
六
三
年
、
中
央
公
論
社
）
、
及
び
酒
井
み
さ
を
氏
『
上
東
門
院
の
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系
譜
と
そ
の
周
辺
』
　
（
一
九
八
九
年
、
自
帝
社
）
等
に
詳
し
い
。

（
1
6
）
　
『
日
本
紀
略
』
寛
仁
元
年
八
月
九
日
粂

皇
太
子
敦
明
親
王
請
レ
退
こ
儲
白
き
。
即
日
。
立
二
帝
同
胞
弟
敦
艮
親
王
】

為
こ
皇
太
弟
車
。
＜
年
九
。
＞
（
中
略
）
以
こ
前
春
宮
坊
】
為
－
一
小
一
條
浣
】
。

年
給
官
爵
如
し
巧
　
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）

（
1
7
）
　
『
御
堂
閑
自
記
』
寛
仁
元
年
十
一
月
二
十
二
日
粂

小
一
条
院
高
松
殿
二
啓
シ
道
長
女
寛
子
ト
婚
シ
給
フ

此
夜
中
一
条
院
御
近
衛
御
門
、
東
対
東
面
借
御
車
、
左
大
将
・
左
衛
門

督
採
指
燭
、
入
従
寝
殿
東
妻
戸
、
時
成
、
中
宮
大
夫
・
修
理
大
夫
等

供
、
殿
上
人
十
八
人
、
従
母
と
許
装
束
井
会
等
送
給
、
皇
大
（
太
）
后

給
装
束
、
（
大
日
本
古
記
録
）

（
1
8
）
　
＜
　
＞
内
は
、
割
書
き
。
な
お
、
『
小
右
記
』
　
の
引
用
は
大
日
本
古
記

録
に
拠
る
。
記
事
中
の
「
左
大
臣
」
ほ
顕
光
の
こ
と
で
あ
る
（
『
公
卿
補

任
』
に
よ
れ
ば
、
顕
光
は
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
よ
り
左
大
臣
）
。

（
1
9
）
　
延
子
・
彰
子
・
研
子
を
中
心
と
し
た
略
系
図
を
参
考
と
し
て
掲
げ
る
。

敦
明
親
王
（
小
一
桑
院
）

（27）（28）（29）（30）（31）

小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
。
以
下
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
同
書
に

拠
る
。

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
。

『
小
右
記
』
万
寿
二
年
三
月
十
八
日
条

皇
后
官
不
覚
悩
給
云
＼
＜
後
開
、
為
剰
盟
被
取
入
給
、
時
剋
移
蘇
生

給
云
と
、
＞

な
お
、
晃
子
も
こ
の
時
期
病
の
床
に
あ
っ
た
こ
と
は
本
論
で
掲
げ
て
い

る
『
栄
花
物
預
巴
巻
第
二
十
四
わ
か
は
え
の
引
用
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

『
小
右
記
』
万
寿
二
年
七
月
九
日
条

院
御
息
所
亡
、
＜
頁
時
云
・
く
、
＞

『
左
経
記
』
万
寿
二
年
八
月
五
日
条

及
申
剋
尚
侍
殿
忽
卒
去
云
々
、
（
中
略
）
卒
去
之
由
所
疑
万
端
也
、
或

云
矧
叫
矧
所
為
云
々
、
或
云
産
後
依
不
加
労
、
旧
血
上
所
為
云
々
、
或

云
、
御
産
自
供
加
持
、
邪
矧
成
各
所
為
云
々
、
（
史
料
大
成
）

（
2
2
）
（
2
4
）
参
照
。

史
料
大
成
で
は
注
な
し
、
大
日
本
古
記
録
で
は
寛
子
、
大
日
本
史
料
で

は
延
子
と
い
う
注
が
あ
る
。
し
か
し
、
私
ほ
国
光
と
の
関
係
か
ら
こ
こ

は
延
子
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
。

鈴
木
一
雄
氏
「
堤
中
納
言
物
語
の
作
風
と
そ
の
成
因
を
め
ぐ
っ
て
」

（
「
東
京
教
育
大
学
文
学
部
紀
要
」
七
、
一
九
五
六
年
二
月
）

山
岸
徳
平
氏
、
前
掲
書
。

野
村
二
二
氏
「
提
中
納
言
物
語
中
八
篇
の
作
者
に
つ
い
て
」
（
「
平
安
文

学
研
究
」
一
九
六
八
年
六
月
）

土
岐
武
治
氏
『
堤
中
納
言
物
語
の
注
釈
的
研
究
』
　
（
一
九
七
六
年
、
風
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36　35
ヽ＿ノ　　　）

問
書
房
）

都
竹
裕
子
氏
、
前
掲
論
文
。

三
角
洋
一
氏
、
前
掲
書
。

阿
部
好
臣
氏
「
物
語
の
視
界
5
0
選
は
な
だ
の
女
御
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」

一
九
八
一
年
十
一
月
）

稲
賀
敬
二
氏
、
前
掲
書
。

『
賀
茂
斎
院
記
』
選
子
内
親
王

村
上
天
皇
第
十
皇
女
也
。
母
中
宮
安
子
。
藤
原
師
輔
之
女
也
。
円
融
院

天
延
三
年
六
月
二
十
五
日
ト
定
。
（
中
略
）
後
一
条
院
即
位
之
後
。
斎

王
不
レ
改
。
風
元
四
割
九
月
二
十
二
日
選
子
依
レ
有
二
老
病
】
私
以
退
出
。

（
中
略
）

是
月
二
十
八
日
選
子
落
飾
為
レ
尼
。
逆
子
在
二
斎
院
一
之
問
。
凡

歴
こ
五
代
－
。
当
時
称
こ
大
斎
院
－
。
（
中
略
）
長
元
八
年
六
月
二
十
二
日

前
㌢
＜
年
七
十
二
。
＞
（
群
書
類
従
第
四
輯
）

（
3
7
）
　
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
。

（
3
8
）
　
身
延
山
久
遠
寺
蔵
『
本
朝
文
粋
』
に
拠
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
平
成
三
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会
に
お

い
て
同
項
で
口
頭
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
。
席
上
昔
重

な
御
助
言
を
賜
り
ま
し
た
諸
先
生
方
に
は
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
ま
た
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
稲
賀
敬
二
先
生
お
よ
び
位
藤
邦
生

先
生
に
は
御
多
忙
の
折
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
終
始
暖
か
い
御
指
導
を
賜

り
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

－
　
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
－

《
会
員
近
著
紹
介
》

『
椎
名
麟
三
論
－
－
＜
判
ら
な
い
も
の
＞
を
求
め
て
　
－
　
』

富
　
野
　
光
　
男
　
著

『
語
り
え
ぬ
も
の
へ
の
つ
ぶ
や
き
1
椎
名
堅
二
の
文
学
1
』
に
続
く
著

者
の
椎
名
論
の
集
成
で
あ
る
。
「
椎
名
麟
三
研
究
」
に
発
表
さ
れ
た
六
編
の
論

考
を
収
め
る
。
副
題
が
示
す
通
り
、
椎
名
文
学
に
お
け
る
＜
判
ら
な
い
も
の
＞

を
追
究
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
甘
か
れ
た
本
書
は
、
前
著
の
延
長
線
上
に
位
置

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
「
＜
判
ら
な
い
も
の
＞
解
明

の
た
め
の
、
も
う
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
木
文
中
に
も
す
で
に
出
て
き
た

こ
と
で
あ
る
が
、
＜
誤
解
＞
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
る
昨
今

で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
も
見
ら
れ
る
。
著
者
の
柾
名
論
の
更
な
る
進
展
が
楽
し

み
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
の
内
容
は
左
記
の
通
り
。

「
第
一
章
　
判
ら
な
い
と
い
う
こ
と
　
ー
初
期
作
品
を
中
心
に
し
て
ー
ー
」

「
第
二
葦
　
判
ら
な
さ
に
由
来
す
る
誤
解
－
1
「
そ
の
日
ま
で
」
を
中
心
に
し

て
　
－
　
」

「
第
三
章
　
判
ら
な
い
＜
死
か
ら
先
の
一
行
＞
　
－
　
「
希
望
」
を
中
心
に
し
て

ー

　

」

「
第
四
章
　
＜
何
か
＞
が
判
ら
な
い
　
ー
　
「
赤
い
孤
独
老
」
を
中
心
に
し
て

－

　

」

「
第
五
章
　
判
ら
な
い
も
の
あ
れ
こ
れ
　
－
　
「
あ
る
不
幸
な
報
告
書
」
な
ど
に

ふ
れ
な
が
ら
　
ー
　
」

「
第
六
章
　
判
ら
な
い
も
の
の
表
現
－
　
「
遊
近
」
に
ふ
れ
な
が
ら
　
－
」

（
四
六
版
、
一
九
五
ペ
ー
ジ
。
一
九
九
二
年
六
月
、
朝
文
社
刊
。

二
四
〇
〇
円
）
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