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『
源
氏
物
語
』

は
な
ぜ
帝
妃
の
密
通
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
か

ご
承
知
の
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
左
の
よ
う
な
人

間
関
係
が
土
台
に
な
っ
て
い
ま
す
。
実
線
は
社
会
公
認
の
関
係
、
破
線
は

社
会
に
は
認
知
さ
れ
て
い
な
い
秘
密
の
関
係
で
す
。
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冷
泉
帝

後
に
冷
泉
院
と
呼
ば
れ
る
帝
の
王
子
が
、
じ
つ
は
そ
う
で
は
な
く
て
、

同
じ
帝
の
王
子
(
兄
光
源
氏
)
と
帝
の
後
添
え
藤
壷
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ

た
子
で
あ
っ
た
と
い
う
、
驚
く
べ
き
内
容
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
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い
わ
ば
不
義
の
子
が
、
や
が
て
即
位
す
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
内
容
は
、
万
世
一
系
の
天
皇
を
神
型
に
し
て
犯
す
べ
か
ら

ざ
る
神
と
崇
め
、
皇
位
継
承
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、

せ
ん
。
そ
の
、

皇
統
は
一
系
に
し
て
分
つ
べ
か
ら
ず
。
天
皇
直
系
の
子
孫
在
す
限
り

は
、
子
孫
皇
位
を
承
け
た
ま
ふ
こ
と
を
古
来
の
正
法
と
す
。
(
中
略
)

皇
位
を
承
け
た
ま
ふ
べ
き
皇
胤
は
、
直
近
の
天
皇
の
直
系
の
子
孫
た

る
べ
き
こ
と
を
正
則
と
為
す
。

(
『
帝
室
制
度
史
』
第
三
巻
第
二
款
「
皇
位
の
一
系
」
)

と
定
め
て
き
た
戦
前
の
皇
室
観
、
天
皇
観
か
ら
は
、
お
よ
そ
許
す
こ
と
の

出
来
な
い
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。

は
た
し
て
、
昭
和
十
年
代
に
、
小
学
校
の
国
語
読
本
に
『
源
氏
物
語
』

の
若
紫
巻
、
光
源
氏
の
北
山
行
き
の
場
面
が
採
ら
れ
、
小
学
生
向
け
で
す

か
ら
原
文
で
は
な
く
て
そ
の
口
語
訳
が
載
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
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て
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
激
し
い
批
判
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

源
氏
物
語
の
情
的
葛
藤
中
、
最
も
重
要
な
枢
軸
を
な
す
藤
壷
中
宮
対

源
氏
の
君
の
関
係
、
こ
れ
よ
り
起
こ
っ
た
第
三
帝
(
桐
壷
の
巻
に
出
で

給
ふ
帝
を
第
一
帝
と
し
て
数
え
申
す
)
御
即
位
の
事
、
源
氏
の
君
が
太
上

天
皇
に
准
ぜ
ら
れ
る
事
、
こ
れ
ら
は
大
不
敬
の
構
怨
で
あ
る
。
源
氏

の
君
の
須
磨
引
退
の
原
因
と
な
っ
た
第
二
帝
の
寵
姫
臨
月
夜
内
侍
と

の
関
係
も
亦
然
り
。
源
氏
物
語
は
全
篇
一
貫
し
て
、
そ
の
性
格
が
淫

廓
で
あ
り
不
健
全
で
あ
る
。
平
安
貴
族
表
亡
の
素
因
を
露
呈
し
た
文

学
で
あ
る
。(

橘
純
一
「
小
学
園
諸
説
本
第
十
一
「
源
氏
物
語
」
に
つ
い
て
文
部
省

の
自
省
を
懇
摘
す
る
」
)

今
日
の
『
源
氏
物
語
』
の
人
気
か
ら
考
え
る
と
、
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う

な
光
景
で
す
が
、
し
か
し
、
帝
国
憲
法
下
の
皇
室
観
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ

ほ
ど
奇
矯
な
発
言
で
は
な
か
っ
た
、
と
も
い
え
ま
す
。

そ
れ
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
千
年
前
の
宮

廷
で
作
ら
れ
、
そ
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
の
方
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
千
年
前
の
宮
廷
で
は
、
天
皇
の
子
で
な
い
者
が
天
皇
の
位

に
つ
く
と
い
う
よ
う
な
話
が
、
何
の
抵
抗
も
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で

四

し
よ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
は
、
『
紫
式
部
日
記
』
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
宮
廷
社

会
に
流
布
し
た
そ
の
初
め
か
ら
、
人
気
を
博
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
し

て
、
時
代
と
と
も
に
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
読
み
に
く
く
な
っ
て
く
る
と
、
早

く
も
平
安
時
代
の
末
に
は
注
釈
の
よ
う
な
こ
と
が
始
ま
り
ま
す
。
中
世
に

な
る
と
「
源
氏
学
」
と
し
て
、
公
卿
は
も
と
よ
り
上
級
武
士
の
教
養
と
し

て
も
重
き
を
な
す
よ
う
に
な
り
、
次
々
と
膨
大
な
注
釈
書
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
つ
ね
に
傑
作
と
し
て
賞
讃
の
言
葉
に
固
ま
れ
て
い
た
か
と
い

う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
時
折
、
『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
懐
疑

や
批
判
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
『
平
家
物
語
』
の
「
鹿

ヶ
谷
」
の
陰
謀
で
流
罪
に
な
っ
た
平
康
頼
の
編
に
な
る
『
宝
物
集
』
と
い

う
仏
教
説
話
集
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。

マ
チ
カ
ク
ハ
紫
式
部
ガ
虚
言
ヲ
以
テ
源
氏
物
語
ヲ
造
リ
タ
ル
罪
ニ
ヨ

リ
テ
、
地
獄
ニ
堕
チ
テ
苦
患
忍
ピ
ガ
タ
キ
故
ニ
、
早
ク
源
氏
物
語
ヲ

破
リ
捨
テ
¥
一
日
経
ヲ
書
キ
テ
ト
プ
ラ
フ
ベ
シ
ト
、
人
々
ノ
夢
ニ

見
エ
タ
リ
ケ
ル
ト
テ
、
歌
読
ミ
ド
モ
寄
リ
合
ヒ
テ
一
日
経
書
キ
供
養

シ
ケ
ル
ハ
、
覚
エ
給
フ
ラ
ン
モ
ノ
ヲ
。



こ
れ
は
、
『
源
氏
物
語
』
を
書
い
た
紫
式
部
が
、
死
後
、
『
源
氏
物
語
』

と
い
う
作
り
事
、
す
な
わ
ち
根
も
葉
も
な
い
狂
言
締
語
を
書
い
た
と
い
う

仏
罰
に
よ
り
、
地
獄
に
堕
ち
て
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
文

章
で
す
。
紫
式
部
堕
地
獄
説
は
、
稲
曲
や
御
伽
草
子
の
『
源
氏
供
養
』
に

受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
の
見
方
も
あ
っ

た
の
で
す
。

ま
た
、
時
代
は
下
っ
て
、
江
戸
時
代
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
修
学
院

離
宮
を
造
営
し
、
日
本
古
典
に
親
し
ん
で
、
み
ず
か
ら
『
伊
勢
物
語
』
の

講
釈
を
行
っ
た
り
、
『
源
氏
物
語
』
に
関
す
る
書
物
を
遺
し
た
後
水
尾
天
皇

の
第
四
子
、
十
七
世
紀
中
期
の
後
光
明
と
い
う
天
皇
は
、
ど
う
い
う
わ
け

か
父
後
水
尾
天
皇
と
は
正
反
対
で
、
『
源
氏
』
嫌
い
で
有
名
で
し
た
。

同
帝
(
後
光
明
天
皇
)
常
々
被
仰
候
は
、
五
口
国
朝
廷
の
衰
微
い
た
し
候

は
和
歌
の
発
興
と
源
氏
物
語
の
行
は
れ
候
と
の
二
つ
よ
り
起
候
。
中

古
以
上
の
天
子
、
文
は
大
臣
の
内
に
も
、
天
下
を
治
め
礼
楽
に
志
有

之
衆
に
、
誰
か
歌
を
数
寄
申
人
有
之
候
哉
。
況
、
源
氏
は
淫
乱
の
書

に
相
極
候
旨
被
仰
候
て
、
一
向
歌
は
不
被
為
統
候
。
源
氏
、
伊
勢
の

類
は
御
目
通
へ
も
遣
不
申
候
。
或
時
、
菊
亭
殿
、
関
東
よ
り
帰
京
の

節
、
御
冠
棚
を
献
上
有
之
其
棚
、
源
氏
物
語
の
内
の
絵
を
蒔
絵
に
仕

候
御
手
箱
を
指
添
候
て
被
上
候
処
、
大
に
御
気
色
を
被
損
候
て
、
朕

『
源
氏
物
語
』
は
な
ぜ
帝
妃
の
密
通
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
か

が
悪
む
処
の
源
氏
の
絵
を
画
候
事
、
御
満
足
に
不
被
思
召
候
よ
し
に

て
、
不
被
留
候
。
菊
亭
殿
一
生
迷
惑
に
被
存
候
由
。

(
室
崎
巣
『
嶋
巣
小
説
』
)

和
歌
と
『
源
氏
物
語
』
を
朝
廷
衰
微
の
元
凶
と
見
な
し
て
、
『
源
氏
物

語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
に
は
目
も
向
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
、
い
わ
ば
『
源
氏
物
語
』
否
定
論
に
お
い
て
も
、

そ
の
理
由
と
し
て
、
光
源
氏
と
藤
壷
の
密
通
を
や
り
玉
に
挙
げ
る
も
の
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
明
治
に
な
っ
て
も
同
じ
で
す
。
日
露
戦
争
に
反
対

し
て
、
第
一
高
等
学
校
校
長
の
職
を
辞
し
た
熱
烈
な
キ
リ
ス
ト
者
、
内
村

鑑
三
は
、
明
治
三
十
三
年
の
「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
と
い
う
講
演
の
な

か
で
、
次
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
を
弾
劾
し
て
い
ま
す
。

日
本
人
が
文
学
者
と
い
ふ
者
の
生
涯
は
ど
う
云
ふ
生
涯
で
あ
る
だ
ら

う
と
思
う
て
居
る
か
と
云
ふ
に
、
そ
れ
は
給
州
紙
屋
へ
行
っ
て
見
る

と
分
る
。
ど
う
云
ふ
締
が
あ
る
か
と
い
ふ
と
、
赤
く
塗
つ
で
あ
る
御

堂
の
中
に
美
し
い
女
が
机
の
前
に
坐
っ
て
居
て
、
向
ふ
か
ら
月
の
上

っ
て
来
る
の
を
築
を
脚
期
し
て
眺
め
て
居
る
。
是
は
何
で
あ
る
か
と
い

ふ
と
紫
式
部
の
源
氏
の
聞
で
あ
る
。
是
が
日
本
流
の
文
学
者
で
あ
る
。

然
し
文
学
と
云
ふ
も
の
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
学
は
後

五



世
へ
の
造
物
で
は
な
く
し
て
却
っ
て
後
世
へ
の
害
物
で
あ
る
。
成
程

源
氏
物
語
と
い
ふ
本
は
美
し
い
言
葉
を
日
本
に
侍
へ
た
も
の
で
あ
る

か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
併
し
源
氏
物
語
が
日
本
の
士
気
を
鼓
舞
す
る
こ

と
の
為
め
に
何
を
し
た
か
。
何
も
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
我
々
を
女

ら
し
き
意
気
地
な
し
に
な
し
た
。
あ
の
や
う
な
文
学
は
我
々
の
中
か

ら
根
こ
そ
ぎ
に
絶
や
し
た
い
。

「
武
士
道
」
の
立
場
か
ら
の
『
源
氏
物
語
』
批
判
と
で
も
昔
守
え
ま
し
ょ
う

か
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
『
源
氏
物
語
』
は
、
た
だ
「
女
々
し
さ
」
と
い

う
点
で
批
判
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
要
と
な
る
光
源
氏
と
藤
壷
の
破

戒
に
は
言
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
内
村
鑑
三
は
ど
の
程
度
『
源
氏
物
語
』

の
内
容
を
知
っ
て
い
た
の
か
、
疑
わ
し
く
も
あ
り
ま
す
が
。

し
か
し
、
他
方
『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
・
藤
壷
関
係
を
問
題
視
し
て

い
た
人
た
ち
も
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
昭
和
に
な
っ
て
勃
興
す
る
皇
国
史
観
の
源
で
も
あ
っ
た
水
戸

学
に
属
す
る
学
者
で
す
。

元
禄
時
代
、
水
戸
の
徳
川
光
聞
に
仕
え
、
契
沖
の
指
導
を
受
け
て
光
閣

の
万
葉
集
研
究
に
協
力
し
た
、
安
藤
為
章
と
い
う
国
学
者
が
い
ま
す
。
為

章
は
『
万
葉
集
』
以
外
に
も
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
や
『
栄
華
物
語
』
に
つ
い

て
著
述
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
為
章
に
『
紫
家
七
論
』
と
い
う
『
源
氏
物

_._ 
/、

語
』
評
論
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
紫
家
七
論
』
は
、
『
紫
式
部
日
記
』
な
ど

を
も
と
に
紫
式
部
の
伝
記
、
人
柄
を
論
じ
、
日
本
文
学
の
傑
作
と
し
て

の
『
源
氏
物
語
』
の
特
質
を
論
じ
た
書
で
す
。
そ
の
な
か
で
、
為
章
は
、

光
源
氏
と
藤
壷
と
の
密
通
を
、
『
源
氏
物
語
』
全
体
に
か
か
わ
る
重
大
な
事

件
ご
部
大
事
」
と
位
置
づ
け
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

さ
る
は
藤
壷
に
源
氏
の
か
よ
ひ
て
冷
泉
院
を
う
み
給
ふ
は
、
ま
こ
と

に
あ
る
ま
じ
き
あ
や
ま
ち
に
し
て
、
源
氏
は
姪
然
の
罪
お
も
し
と
い

へ
ど
も
、
皇
胤
の
ま
ぎ
れ
お
も
は
ず
な
る
か
た
に
は
あ
ら
ず
、
桐
壷

帝
の
御
為
に
は
正
し
く
子
也
、
孫
也
、
神
武
天
皇
の
御
血
脈
也
。
伊

勢
の
宗
廟
そ
の
把
を
う
け
給
ひ
、
天
下
の
蒼
生
そ
の
政
を
い
た
ジ
き

奉
る
べ
し
。
そ
れ
す
ら
、
猶
冷
泉
院
の
御
後
を
す
て
朱
雀
の
正
統
に

か
へ
せ
る
は
、
い
と
き
び
し
き
筆
に
あ
ら
ず
や
。
抑
一
日
一
人
倫
の
み

だ
れ
と
、
永
く
皇
胤
の
ま
ぎ
れ
と
、
い
づ
れ
か
重
く
、
い
づ
れ
か
軽

か
る
べ
し
ゃ
。
断
案
を
く
だ
し
が
た
し
と
い
へ
ど
も
、
臣
下
の
意
に

て
い
は
ジ
、
源
氏
の
罪
を
し
ら
ざ
る
ま
ね
し
て
、
皇
胤
の
お
も
は
ぬ

か
た
な
ら
ぬ
を
よ
ろ
こ
ぶ
べ
し
。
式
部
が
真
意
を
し
は
か
る
べ
し
。

さ
し
も
用
意
ふ
か
き
式
部
が
、
当
時
宮
中
に
披
館
す
る
物
語
に
、
心

得
な
く
し
て
か
く
ぺ
し
ゃ
。
此
造
言
楓
輸
に
心
づ
か
せ
給
ひ
て
、
い

か
に
も
い
か
に
も
物
の
ま
ぎ
れ
を
あ
ら
か
じ
め
ふ
せ
が
せ
給
ふ
べ
し
。



こ
こ
で
為
章
は
、
光
源
氏
と
藤
壷
の
関
係
、
お
よ
び
そ
の
問
に
子
を
な

し
た
こ
と
を
、
「
ま
こ
と
に
あ
る
ま
じ
き
あ
や
ま
ち
」
で
あ
り
、
「
源
氏
は

姪
然
の
罪
お
も
し
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
は
、
さ
き
に
ご
紹
介
し

た
古
来
の
『
源
氏
物
語
』
批
判
と
は
一
線
を
画
す
る
と
こ
ろ
で
、
『
源
氏
物

語
』
の
急
所
を
衝
い
た
批
評
で
す
。
し
か
し
為
章
は
そ
の
点
を
真
正
面
か

ら
批
判
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
皇
胤
の
ま
ぎ
れ
お
も
は
ず
な
る
か

た
に
は
あ
ら
ず
」
、
す
な
わ
ち
光
源
氏
・
藤
壷
密
通
の
結
果
は
「
皇
胤
の
ま

ぎ
れ
」
を
起
こ
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
全
く
突
飛
な
こ
と
を
書
い
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
訳
は
、
天
皇
に
は
な
ら
な
か

っ
た
光
源
氏
の
子
が
即
位
す
る
と
い
う
「
ま
ぎ
れ
」
は
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、

光
源
氏
と
て
帝
の
子
、
密
通
で
生
ま
れ
た
冷
泉
帝
も
桐
壷
帝
の
孫
に
な
る

の
で
、
他
氏
の
血
が
混
じ
っ
た
の
で
は
な
く
、
神
武
天
皇
以
来
の
皇
室
の

純
血
は
保
た
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
す
。

こ
れ
は
、
為
章
自
身
が
「
一
日
一
人
倫
の
み
だ
れ
と
、
永
く
皇
胤
の
ま
ぎ

れ
と
、
い
づ
れ
か
重
く
、
い
づ
れ
か
軽
か
る
ぺ
し
ゃ
。
断
案
を
く
だ
し
が

た
し
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
倫
道
徳
を
血
統
の
純
血
と
す
り
替
え

た
、
あ
る
い
は
混
同
し
た
、
ち
ょ
っ
と
お
か
し
な
論
理
で
す
。
そ
し
て
、

皇
族
な
ら
ぬ
臣
下
の
分
際
と
し
て
は
、
光
源
氏
の
罪
に
は
目
を
つ
む
っ
て

(
「
し
ら
ざ
る
ま
ね
し
て
」
)
、
皇
室
の
血
筋
が
保
た
れ
た
こ
と
を
評
価
す
べ
し
、

と
言
う
に
い
た
っ
て
は
、
も
う
こ
れ
は
文
学
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し

『
源
氏
物
語
』
は
な
ぜ
帝
妃
の
密
通
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
か

て
『
源
氏
物
語
』
を
書
い
た
紫
式
部
の
「
真
意
」
は
、
そ
の
よ
う
な
「
物

の
ま
ぎ
れ
」
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ

る
の
を
防
ぐ
た
め
の
「
調
喰
」
の
言
だ
っ
た
、
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
見
方
を
も
っ
と
露
骨
に
主
張
し
た
の
が
、
幕
末
の
国
学
者

い
つ
の
お
た
け
び

橘
守
部
で
す
。
『
稜
威
雄
諮
』
と
い
う
著
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

彼
の
源
氏
の
物
語
に
、
冷
泉
院
の
帝
は
実
に
は
桐
壷
の
帝
の
御
子
に

あ
ら
ず
、
光
源
氏
の
御
胤
な
る
よ
し
を
書
た
り
。
此
は
深
き
心
の
あ

る
事
に
て
、
吾
が
朝
廷
に
て
は
歴
代
さ
る
疑
ひ
は
い
さ
さ
か
有
べ
き

な
ら
ね
ど
、
式
部
博
く
も
ろ
こ
し
を
見
わ
た
し
て
、
彼
国
こ
そ
さ
で

も
あ
れ
、
五
日
が
皇
統
は
天
つ
神
の
御
胤
な
り
。
も
し
後
々
か
や
う
な

る
混
ひ
も
あ
ら
ば
国
家
の
一
大
事
也
と
て
、
光
源
氏
の
み
そ
か
事
に

准
へ
て
調
諌
し
た
る
な
り
け
れ
ば
、
是
ぞ
源
氏
一
部
の
眼
目
な
る
。

か
か
る
事
の
上
に
つ
き
て
も
吾
が
皇
朝
の
正
し
く
貴
き
ほ
ど
を
恩
ふ

ベ
し
。

光
源
氏
と
藤
壷
の
物
語
の
よ
う
な
こ
と
は
我
が
国
の
朝
廷
で
は
起
こ
る

は
ず
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
将
来
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
れ
ば
「
国
家

の
一
大
事
」
だ
か
ら
、
そ
う
な
ら
ぬ
よ
う
に
と
紫
式
部
は
「
物
の
ま
ぎ
れ
」

を
「
調
諌
」
の
意
を
こ
め
て
書
い
た
の
だ
、
と
。
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し
か
し
、
こ
う
ま
で
言
わ
れ
る
と
、
な
ん
だ
か
息
苦
し
く
あ
り
ま
せ
ん

か
。
『
源
氏
物
語
』
は
政
治
を
、
人
心
を
、
正
し
く
導
く
た
め
の
道
具
だ
っ

た
の
か
と
、
反
問
し
た
く
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
、
新
し
い
『
源

氏
物
語
』
の
読
み
方
を
提
唱
し
た
の
が
、
国
学
の
大
人
、
本
居
宣
長
で
す
。

安
藤
為
章
や
橘
守
部
が
唱
え
た
よ
う
な
「
一
部
大
事
」
に
対
す
る
「
調

轍
」
、
「
調
諌
」
的
な
理
解
を
、
宣
長
は
作
品
の
実
態
か
ら
か
け
離
れ
た
観

念
的
な
「
儒
者
ご
こ
ろ
」
と
し
て
非
難
し
、
文
学
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」

を
む
ね
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
独
自
の
論
を
『
源
氏
物
語
玉
の
小

櫛
』
で
展
開
し
ま
す
。

又
冷
泉
院
の
物
の
ま
ぎ
れ
を
、
調
諭
に
と
り
て
、

し
て
、
そ
の
よ
し
を
ろ
ん
じ
た
る
も
、
な
ほ
儒
者
ご
こ
ろ
に
し
て
、

ひ
た
す
ら
も
ろ
こ
し
の
ふ
み
ど
も
の
例
に
の
み
な
づ
み
て
、
物
語
の

こ
こ
ろ
を
し
ら
ざ
る
も
の
也
。
そ
の
論
の
中
に
、
源
氏
の
君
と
藤
壷

中
宮
と
の
密
事
を
、
は
じ
め
に
は
、
い
と
も
や
さ
し
き
さ
ま
に
か
き

な
し
、
終
り
に
は
、
い
と
お
そ
ろ
し
く
、
有
ま
じ
き
あ
や
ま
ち
な
り

け
り
と
、
こ
と
は
り
た
る
気
象
を
見
よ
、
と
い
ひ
て
、
し
ひ
て
風
諭

に
せ
む
と
し
た
れ
ど
も
、
さ
き
に
薄
雲
巻
を
引
て
い
へ
る
知
く
、
源

一
部
の
大
事
也
と

a
-
a
、、

一一
a，ノ

氏
の
君
、
此
事
を
後
に
は
、
い
と
お
そ
ろ
し
く
あ
る
ま
じ
か
り
け
る

事
と
、
お
も
ひ
し
り
給
ひ
な
が
ら
、
其
後
も
な
ほ
、
腕
月
夜
の
君
に
、

忍
び
忍
び
逢
給
ひ
し
は
何
と
か
い
は
む
。
も
し
藤
壷
の
中
宮
の
御
事

を
、
い
と
お
そ
ろ
し
き
あ
や
ま
ち
な
り
と
、
こ
と
わ
れ
る
心
な
ら
ば
、

其
後
に
か
か
る
事
を
、
ま
さ
に
書
ぺ
し
ゃ
。
も
し
は
た
し
て
調
諭
な

ら
む
に
は
、
一
た
び
は
い
ま
し
め
な
が
ら
、
又
立
か
へ
り
で
す
す
む

る
に
ぞ
な
り
ぬ
べ
き
。
(
中
時
)
か
に
か
く
に
此
御
事
、
わ
き
て
調
諭

と
い
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
そ
も
そ
も
此
物
の
ま
ぎ
れ
は
、
古
今
な

ら
び
な
き
大
事
に
は
あ
れ
ど
も
、
物
語
は
物
語
な
れ
ば
、
さ
る
世
の

中
の
大
事
を
、
一
部
の
大
事
と
し
て
、
書
く
べ
き
に
は
あ
ら
ず
。
こ

れ
も
物
語
に
て
は
、
た
だ
物
語
の
中
の
一
つ
の
事
に
ぞ
有
け
る
。
然

ら
ば
此
事
は
、
い
か
な
る
怠
に
て
香
る
ぞ
と
い
ふ
に
、
ま
づ
藤
つ
ぼ

の
中
宮
と
の
御
事
は
、
上
に
も
い
へ
る
ご
と
く
、
恋
の
物
の
あ
は
れ

の
か
ぎ
り
を
、
深
く
き
は
め
っ
く
し
て
見
せ
む
た
め
也
。

宣
長
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
光
源
氏
の
藤
壷
と
の
密
事
だ
け
で
な
く
、

朱
雀
帝
の
寵
姫
臓
月
夜
尚
侍
と
の
密
事
も
語
ら
れ
て
お
り
、
も
し
「
調
輸
」

と
し
て
舎
か
れ
た
の
な
ら
、
繰
り
返
し
そ
の
よ
う
な
事
を
書
く
は
ず
が
な

い
、
と
反
論
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
脅
か
れ
た
の
は
、
「
恋
の
物
の
あ

は
れ
の
か
ぎ
り
を
、
深
く
き
は
め
っ
く
し
て
見
せ
む
」
た
め
で
あ
る
、
と



い
う
。
文
学
は
倫
理
・
道
徳
の
た
め
の
勧
善
懲
悪
の
手
段
で
は
な
く
、
「
物

の
あ
は
れ
」
と
い
う
心
の
働
き
を
述
べ
て
、
人
を
感
動
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
近
代
的
な
文
学
観
に
も
通
じ
る
考
え

方
で
、
今
日
、
こ
の
「
物
の
あ
は
れ
」
論
に
正
面
切
っ
て
異
を
唱
え
る
人

は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
も
、
「
物
の
あ
は
れ
」
論
は
文
学
論
と
し
て
の
普
遍
性
を
有
す
る
理
論

と
し
て
評
価
し
ま
す
。
し
か
し
、
同
時
に
、
『
源
氏
物
語
』
を
考
え
る
際
、

そ
れ
で
す
べ
て
が
解
決
す
る
と
は
、
必
ず
し
も
思
え
な
い
の
で
す
。
光
源

氏
・
藤
壷
の
関
係
が
「
恋
の
物
の
あ
は
れ
の
か
ぎ
り
を
、
深
く
き
は
め
っ

く
し
て
見
せ
む
」
た
め
の
設
定
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
物
の
あ
は
れ
の
か
ぎ

り
」
は
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に
し
か
見
出
せ
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
「
王
妃
と
の
恋
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
答
え
は
、

「
物
の
あ
は
れ
」
論
か
ら
は
出
て
こ
な
い
の
で
す
。

な
ぜ
、
千
年
前
の
宮
廷
で
、
天
皇
の
子
で
な
い
者
が
天
皇
の
位
に
つ
く

と
い
う
よ
う
な
話
が
書
か
れ
、
何
の
抵
抗
も
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で

し
よ
う
か
。

四

室
町
時
代
、
第
三
代
足
利
将
軍
義
詮
に
献
上
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の

注
釈
書
『
河
海
抄
』
は
、
そ
の
回
目
頭
で
、
光
源
氏
の
創
造
に
つ
い
て
、

『
源
氏
物
語
』
は
な
ぜ
帝
妃
の
密
通
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
か

光
源
氏
を
も
安
和
の
左
相
に
比
す
と
い
へ
ど
も
、
好
色
の
方
は
、
そ

の
道
の
先
達
な
る
が
ゆ
へ
に
在
中
将
の
風
を
ま
ね
び
て
、
五
条
、
二

条
の
后
を
薄
雲
女
院
、
臓
月
夜
の
尚
侍
に
よ
そ
へ
、
或
は
か
た
の
〉

少
将
の
そ
し
り
を
思
へ
り
。

(
巻
一
・
料
簡
)

と
述
べ
て
い
ま
す
。

光
源
氏
に
は
、
更
衣
腹
の
一
世
源
氏
で
大
臣
に
ま
で
な
る
こ
と
、
ま
た

須
磨
退
去
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
政
界
で
の
失
脚
な
ど
、
醍
醐
天
皇
皇
子
で

左
大
臣
の
地
位
に
あ
り
な
が
ら
安
和
の
変
で
失
脚
し
た
、
源
高
明
の
面
影

が
あ
る
と
同
時
に
、
女
性
遍
歴
の
方
面
で
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
在

原
業
平
に
倣
っ
て
、
業
平
が
二
条
后
(
藤
原
高
子
)
や
五
条
后
(
藤
原
明
子
)

と
艶
聞
を
流
し
た
よ
う
に
、
光
源
氏
も
藤
壷
や
鵬
月
夜
尚
侍
と
の
密
事

が
語
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
の
で
す
。
后
妃
と
の
恋
と
い
う
題
材
は
、
『
伊

勢
物
語
』
を
踏
襲
し
た
、
と
い
う
見
方
で
す
。

こ
れ
は
い
か
に
も
そ
の
通
り
で
、
今
日
の
文
学
史
に
お
い
て
も
認
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
「
后
妃
と
の
恋
愛
」
と
は
い
う
も
の
の
、
『
源
氏

物
語
』
と
『
伊
勢
物
語
』
と
の
聞
に
は
、
類
似
と
同
時
に
大
き
な
違
い
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
違
い
と
は
、
『
源
氏
』
の
場
合
は
后
妃
と
の
恋
か
ら
子
が

生
ま
れ
、
さ
ら
に
そ
の
子
が
即
位
す
る
と
い
う
波
乱
に
富
ん
だ
展
開
を
す

る
の
に
対
し
、
『
伊
勢
』
の
方
は
恋
歌
に
よ
る
交
渉
を
述
べ
る
だ
け
で
、
そ
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れ
以
上
の
展
開
は
な
い
、
と
い
う
点
で
す
。

そ
う
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
ご
部
大
事
」
と
し
て
の
光
源
氏
・
藤
壷
、

そ
し
て
冷
泉
帝
の
即
位
と
い
っ
た
内
容
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
影
響
を
超
え

た
、
『
源
氏
物
語
』
の
独
創
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
な
ぜ
そ
れ
が
書
け
た
の

か
と
い
う
最
初
の
疑
問
は
依
然
解
消
し
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
か
つ
て
、
関
西
大
学
の
清
水
好
子
先
生
(
故
人
)
は
、
『
伊
勢

物
語
』
か
ら
は
出
て
こ
な
い
冷
泉
帝
の
問
題
に
触
れ
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
ま
す
。

首
巻
桐
壷
の
巻
で
明
瞭
に
、
誤
る
余
地
な
く
、
ま
た
以
後
の
重
要
な

時
点
で
も
一
貫
し
て
、
具
体
的
な
歴
史
的
事
実
を
標
傍
し
て
き
た
の

は
、
肝
腎
な
と
こ
ろ
で
歴
史
を
超
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。
準
拠
を
あ

れ
だ
け
や
か
ま
し
く
取
り
用
い
て
き
た
の
は
、
こ
こ
と
思
う
と
こ
ろ

で
準
拠
ば
な
れ
が
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
作
者
の
し
ん

に
独
創
の
刃
を
振
う
と
こ
ろ
が
拓
け
て
い
た
の
だ
。

作
者
が
も
っ
と
も
大
切
に
育
ん
で
き
た
準
拠
ぱ
な
れ
は
不
義
の
子
冷

泉
帝
の
即
位
で
あ
る
。
(
『
源
氏
物
語
の
文
体
と
方
法
』
)

后
妃
と
の
恋
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
『
伊
勢
物
語
』
の
世
界
で
あ
る
が
、

冷
泉
帝
の
誕
生
と
即
位
は
、
『
源
氏
物
語
』
会
心
の
独
創
で
あ
る
、
と
い
う
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見
方
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
室
町
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
『
花
烏
余
情
』
に
は
、

そ
の
当
時
、
今
日
の
理
解
か
ら
は
大
き
く
隔
た
る
『
伊
勢
物
語
』
の
読
み

方
が
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

陽
成
院
の
御
舟
二
条
后
也
。
業
平
中
将
か
の
后
に
ち
か
づ
き
ま
い
る

事
、
伊
勢
物
か
た
り
に
み
え
た
り
。
よ
て
陽
成
の
御
門
は
中
将
の
子

と
い
ふ
事
あ
り
。
そ
れ
も
た
し
か
に
し
る
し
っ
た
へ
た
る
ふ
み
な
ど

は
な
き
な
り
。
う
す
雲
の
女
院
の
御
事
、
こ
れ
に
な
ぞ
ら
へ
て
思
ふ

ベ
し
。

『
伊
勢
物
語
』
本
文
に
は
業
平
と
二
条
后
の
恋
し
か
苦
か
れ
て
い
な
い
け

れ
ど
も
、
消
和
天
皇
の
子
で
二
条
后
腹
の
陽
成
天
皇
は
、
じ
つ
は
二
条
后

と
業
平
と
の
間
の
子
だ
っ
た
、
と
い
う
説
が
あ
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
の
光

源
氏
・
藤
壷
・
冷
泉
帝
の
物
語
は
、
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
読
む
べ
し
、
と

い
う
の
で
す
。

「
陽
成
帝
は
業
平
の
子
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
『
日
本
三

代
実
録
』
の
よ
う
な
歴
と
し
た
書
物
に
は
載
っ
て
い
ま
せ
ん
。
「
確
か
に
記

し
伝
へ
た
る
書
な
ど
は
な
き
な
り
」
で
す
。
で
は
『
花
鳥
余
情
』
の
著
者

一
条
兼
良
は
、
そ
の
よ
う
な
情
報
を
ど
こ
か
ら
得
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、



中
世
の
『
伊
勢
物
語
』
や
『
古
今
集
』
の
学
問
、
す
な
わ
ち
「
伝
授
」
の

世
界
で
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
、
私
た
ち
の
歴
史
知
識
か

ら
す
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
事
柄
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

陽
成
天
皇
は
、
実
義
に
は
業
平
の
御
子
な
り
。
一
一
条
の
后
に
業
平
し

の
び
つ
与
あ
ひ
た
ま
ひ
て
う
み
た
ま
へ
る
御
子
な
り
。

こ
れ
は
、
「
古
今
伝
授
」
に
用
い
ら
れ
た
、
『
玉
伝
深
秘
巻
』
と
い
う
舎

の
記
述
で
す
。
ま
た
、
中
世
の
『
伊
勢
物
語
』
注
釈
書
に
も
、

陽
成
ハ
業
平
ノ
子
ニ
テ
坐
ス
卜
也
。
是
ハ
二
条
后
ニ
忍
テ
逢
奉
シ
時
、

実
ハ
業
平
ノ
子
也
ケ
レ
共
、
御
門
シ
ロ
シ
メ
サ
デ
有
シ
カ
パ
、
太
子

ト
シ
テ
位
ニ
ツ
キ
給
フ
也
。

(
『
伊
勢
物
語
十
巻
抄
』
)

と
、
同
じ
様
な
記
事
が
出
て
き
ま
す
。

今
日
、
歴
史
の
分
野
で
も
文
学
史
の
分
野
で
も
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は

事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
史
実
か
ど
う
か
は
、
大

い
に
疑
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
史
実
で
な
く
て
も
風
説
と
し
て

そ
の
よ
う
な
事
柄
が
平
安
時
代
に
す
で
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
を
生
み
出
す
強
力
な
源
泉
に
な
っ
た
の

『
源
氏
物
語
』
は
な
ぜ
帝
妃
の
密
通
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
か

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

五
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
が
苦
か
れ
た
平
安
時
代
に
、
す
で
に
「
陽
成
帝
は

業
平
の
子
」
と
い
う
よ
う
な
風
聞
が
流
布
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
残

念
な
が
ら
そ
れ
を
文
献
で
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
の
可
能
性
は
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

私
た
ち
戦
後
の
日
本
人
も
、
何
と
な
く
天
皇
は
万
世
一
系
だ
と
思
い
こ

ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
「
万
世
一
系
」
と
い
う
理
念
は
、
そ
ん
な
に
古
い

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
静
書
を
引
い
て
も
、
古
代
、
中
世
の
文
献
に
は

用
例
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
「
万
世
一
系
」
の
確
実
な
用
例
は
、

じ
つ
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
、
明
治
の
帝
国
憲
法
が
最
初
な
の
で
す
。
と

い
う
こ
と
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
人
々
の
天
皇
観
は
、
私
た
ち
と
同
じ
で

あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

万
世
一
系
と
い
う
と
、
当
代
の
天
皇
か
ら
血
筋
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
け

ば
初
代
の
神
武
天
皇
に
到
達
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
実

際
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
近
代
以
前
は
父
子
直
系
の
皇
統
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
、
兄
弟
で
皇
位
を
継
承
し
た
り
す
る
と
、
皇
統
は
分
裂
し
、
分

裂
し
た
両
皇
統
聞
で
札
撲
も
生
じ
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代

に
持
明
院
・
大
覚
寺
両
統
に
別
れ
て
皇
位
を
争
っ
た
両
統
迭
立
時
代
、
そ

四



し
て
そ
の
延
長
上
に
内
乱
を
も
た
ら
し
た
南
北
朝
の
争
い
が
あ
り
ま
し
た
。

高
校
で
習
う
程
度
の
日
本
史
の
知
識
で
す
と
、
皇
室
が
こ
う
い
う
風
に

分
裂
し
争
う
の
は
、
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
に
つ
い
思
っ
て
し

ま
い
が
ち
で
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皇
統
が
分
裂
し
相
魁
す
る

と
い
う
事
態
は
平
安
時
代
に
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
最
た
る
例

が
『
伊
勢
物
語
』
と
深
い
関
係
の
あ
る
時
代
な
の
で
す
。

『
伊
勢
物
語
』
の
業
平
の
恋
の
相
手
は
清
和
天
皇
の
后
、
二
条
后
藤
原
高

子
で
し
た
。
そ
の
消
和
天
皇
と
い
う
帝
は
、
系
譜
で
示
す
と
、
次
の
よ
う

な
位
置
に
あ
る
帝
で
す
。

桓
武
|
|
平
城

l
阿
保
親
王
|
在
原
業
平

;;j: 

博
和 4

(
数
字
は
即
位
の
順
を
示
す
)

平
安
京
遷
都
を
行
っ
た
桓
武
天
皇
の
後
、
そ
の
子
、
平
城
・
嵯
峨
・
淳

和
の
兄
弟
が
順
次
皇
統
を
嗣
ぎ
ま
す
が
、
結
局
は
嵯
峨
天
皇
の
子
孫
に
皇

四

統
は
継
承
さ
れ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
文
徳
、

清
和
両
朝
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
皇
統
は
次
の
陽
成
帝
で
断
絶
し
ま
す
。

そ
れ
も
陽
成
帝
あ
る
い
は
そ
の
兄
弟
に
継
嗣
が
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
二
十
歳
に
な
る
か
な
ら
ぬ
か
と
い
う
若
さ
で
陽
成
帝
が
退

位
を
強
制
さ
れ
、
皇
統
は
陽
成
帝
の
祖
父
文
徳
帝
の
弟
光
孝
へ
と
移
っ
た

の
で
す
。
こ
の
皇
位
継
承
は
異
例
こ
の
上
な
い
も
の
で
、
王
朝
交
替
の
な

い
日
本
で
は
革
命
に
匹
敵
す
る
大
変
動
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
陽
成
の
子

孫
が
皇
位
に
返
り
咲
く
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
後
世
の
両
統
迭

立
の
よ
う
な
事
態
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
両
者
の
関
係
が
厳
し
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
学
者
の
次
の
よ
う
な
見
解
か
ら
も
、
容
易

に
想
像
で
き
ま
す
。

天
皇
制
の
歴
史
の
上
で
、
直
系
の
皇
統
が
跡
絶
え
で
、
傍
系
に
皇
統

が
移
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
直
系
の
天
皇
が
生
存
し
な
が
ら
、
皇
統
が
傍
系
に
移
行
し

た
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
そ
の
希
有
の
例
が
陽
成
の
退
位
と
光
孝
の

即
位
で
あ
っ
た
。

(
河
内
枠
輔
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
)

光
孝
・
宇
多
の
王
統
は
、
文
徳
の
王
統
の
否
定
の
上
に
成
立
し
た
王

統
で
あ
る
。

(
木
村
茂
光
「
光
孝
朝
の
成
立
と
承
和
の
変
」
)



仁
明
帝
以
来
、
天
皇
家
の
正
統
で
あ
っ
た
文
徳
系
皇
統
は
、
陽
成
退
位
・

光
孝
即
位
で
一
挙
に
逆
転
さ
れ
、
以
後
の
光
孝
皇
統
下
で
は
傍
系
に
転
落

し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
も
申
し
た
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』
は
傍

系
に
転
じ
た
文
徳
皇
統
を
舞
台
と
す
る
物
語
で
し
た
。
『
伊
勢
物
語
』
に
は
、

「
陽
成
帝
は
業
平
の
子
」
と
い
う
、
そ
の
も
の
ズ
パ
リ
の
内
容
は
も
ち
ろ

ん
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
も
そ
も
業
平
と
二
条
后
と
の
密
事
を
あ
か

ら
さ
ま
に
記
し
た
の
は
『
伊
勢
物
語
』
だ
っ
た
の
で
す
。

_J_， 
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そ
の
『
伊
勢
物
語
』
も
、
し
か
し
業
平
・
二
条
后
の
こ
と
を
正
面
切
っ

て
語
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』

の
ほ
と
ん
ど
の
章
段
は
、
「
男
」
と
「
女
」
の
歌
の
や
り
取
り
で
す
。
男
は

「
男
」
で
あ
り
、
女
も
「
女
」
と
記
さ
れ
て
、
固
有
名
調
を
出
さ
な
い
の
が

原
則
で
す
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
章
段
に
は
、
そ
の
末
尾
に
、
種
明
か

し
的
に
「
女
」
の
素
性
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
部
分
を
、
「
後
人
注

(
記
)
」
あ
る
い
は
「
段
末
注
記
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
次
に
示
す
よ
う
に
、

「
二
条
后
」
が
登
場
す
る
の
は
そ
の
部
分
な
の
で
す
。

む
か
し
を
と
こ
あ
り
け
り
。
懸
想
じ
け
る
女
の
も
と
に
、

と
い
ふ
物
を
や
る
と
て
、

ひ
じ
き
も

『
源
氏
物
語
』
は
な
ぜ
帝
妃
の
密
通
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
か

思
ひ
あ
ら
ば
む
ぐ
ら
の
や
ど
に
ね
も
し
な
ん
ひ
じ
き
も
の
に
は

袖
を
し
つ
つ
も

二
条
の
き
さ
き
の
ま
だ
み
か
ど
に
も
つ
か
う
ま
つ
り
た
ま
は
で
、
た

だ
人
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
の
こ
と
な
り
。

(
『
伊
勢
物
語
』
三
段
)

こ
の
三
段
以
外
に
も
、
「
後
人
注
記
」
部
分
の
み
を
示
せ
ば
、

二
条
の
后
に
し
の
び
て
ま
ゐ
り
け
る
を
、
世
の
聞
え
あ
り
け
れ
ば
、

兄
人
た
ち
の
ま
も
ら
せ
給
ひ
け
る
と
ぞ
。

l司

五
段
)

こ
れ
は
、
二
条
の
后
の
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
、
仕
う
ま
つ
る

や
う
に
て
ゐ
給
へ
り
け
る
を
、
か
た
ち
の
い
と
め
で
た
く
お
は
し
け

れ
ば
、
盗
み
て
負
ひ
て
い
で
た
り
け
る
を
、
御
兄
人
堀
河
の
大
臣
、

太
郎
国
経
の
大
納
言
、
ま
だ
下
臓
に
て
内
へ
ま
ゐ
り
給
ふ
に
、
い
み

じ
う
泣
く
人
あ
る
を
き
〉
つ
け
て
、
と
ジ
め
て
と
り
か
へ
し
給
う
て

け
り
。
そ
れ
を
か
く
鬼
と
は
い
ふ
な
り
け
り
。
ま
だ
い
と
若
う
て
、

后
の
た
ジ
に
お
は
し
け
る
時
と
や
。

l両j

ハ
段
)

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
後
人
注
記
」
な
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
業
平
自
身
も
関
与
し
た
で
あ
ろ
う
『
伊
勢
物
語
』
の
原
型
に
、
そ
の

四



後
、
「
歌
語
り
」
と
い
う
文
芸
享
受
の
場
で
付
加
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い

う
、
妹
尾
好
信
氏
の
説
明
が
お
お
む
ね
説
得
的
で
す
。

業
平
没
後
、
原
形
『
伊
勢
物
語
』
は
紀
氏
の
手
に
渡
り
、
貫
之
が
晩

年
に
大
幅
に
増
補
し
て
「
昔
男
」
の
一
代
記
の
ス
タ
イ
ル
を
整
え
る

と
と
も
に
、
作
中
和
歌
や
人
物
に
対
す
る
評
言
な
ど
も
記
し
て
、
自

己
の
歌
論
を
表
白
し
、
人
の
心
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
た
。
そ
し
て
、

十
世
紀
後
半
に
な
っ
て
そ
の
子
時
文
が
さ
ら
に
章
段
を
増
補
し
、
登

場
人
物
の
実
名
を
明
ら
か
に
す
る
段
末
注
記
を
書
き
添
え
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
当
時
の
歌
語
り
流
行
の
気
運
を
背
景
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

(
『
平
安
朝
歌
物
語
の
研
究
[
伊
勢
物
語
篇
]
』
第
三
市
『
伊
勢
物
語
』

の
形
成
過
程
と
段
末
注
記
)

し
か
し
、
歌
語
り
の
場
で
実
名
開
示
が
求
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
た
と

え
ば
二
三
段
の
筒
井
筒
の
女
は
誰
な
の
か
、
二
五
段
の
色
好
み
の
女
は
誰

な
の
か
。
そ
れ
ら
に
対
す
る
答
え
も
要
求
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
人
注
記
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
目
で
見
る
と
、
『
伊
勢
物
語
』
の
後
人
注
記
は
、
業
平
と
二
条

后
、
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
業
平
の
問
題
行
動
を
語
る
章
段
に
集
中
し

四
四

て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
「
問
題
行
動
」
と
は
、
六
九
段
に
語
ら
れ
る
、

業
平
と
伊
勢
斎
宮
密
会
の
件
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う

し
た
事
が
語
ら
れ
る
つ
い
で
に
、
「
女
」
の
素
性
だ
け
で
な
く
帝
の
名
も
口

に
出
さ
れ
る
の
で
す
。

水
の
尾
の
御
時
な
る
べ
し
。

六
五
段

斎
宮
は
水
の
尾
の
御
時
、
文
徳
天
皇
の
御
む
す
め
、
惟
喬
の
親
王
の
妹
。

六
九
段
)

「
水
の
尾
の
御
時
」
と
は
消
和
天
皇
の
こ
と
で
す
が
、
こ
う
い
う
芳
し
か

ら
ぬ
事
柄
に
関
連
し
て
帝
の
名
が
出
る
の
は
尋
常
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
清
和
天
皇
直
系
の
皇
統
下
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
さ
き
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
皇
統
を
異
に
す
る
光
孝
皇
統
で
は
、

清
和
帝
へ
の
遠
慮
は
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
り
も
文
徳
皇
統
を

庇
め
て
自
ら
の
正
統
性
の
確
立
に
腐
心
す
る
と
い
う
情
勢
だ
っ
た
可
能
性

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、
陽
成
帝
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

清
和
帝
の
親
王
の
な
か
に
じ
つ
は
業
平
の
子
が
い
た
と
い
う
話
す
ら
、

『
伊
勢
物
語
』
の
後
人
注
記
に
は
見
出
さ
れ
ま
す
。



む
か
し
、
氏
の
な
か
に
親
王
う
ま
れ
給
へ
り
け
り
。
御
産
屋
に
人
び

と
歌
よ
み
け
り
。
御
祖
父
が
た
な
り
け
る
翁
の
よ
め
る
。

わ
が
門
に
千
尋
あ
る
蔭
を
う
ゑ
つ
れ
ば
夏
冬
た
れ
か
か
く
れ
ざ
る

べ
き

こ
れ
は
貞
数
の
親
王
、
時
の
人
、
中
将
の
子
と
な
む
い
ひ
け
る
。
兄

の
中
納
言
行
平
の
む
す
め
の
腹
な
り
。

(
七
九
段
)

こ
う
し
た
状
況
で
は
、
業
平
・
二
条
后
の
物
語
(
こ
れ
自
体
、
事
実
か
ど

う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
)
の
延
長
上
に
、
「
陽
成
帝
は
業
平
の
子
」
と
い
う
風

聞
が
発
生
し
流
布
し
て
も
、
決
し
て
お
か
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
す
が

に
そ
れ
は
正
面
切
っ
て
言
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
宮

廷
人
士
の
暗
黙
知
と
し
て
、
脈
々
と
中
世
の
『
伊
勢
物
語
』
や
『
古
今
集
』

注
釈
・
伝
授
書
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

『
源
氏
物
語
』
の
時
代
の
一
条
天
皇
も
、
光
孝
皇
統
の
天
皇
で
す
。
そ
の

宮
廷
に
仕
え
る
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
に
と
っ
て
、
「
陽
成
帝
は
業
平
の
子
」

と
い
う
風
説
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
物
語
構
想
の
ヒ
ン
ト
に
す
る
こ
と
に
は
、

何
の
抵
抗
も
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
は
、
藤
壷
の
死
を
語
る
巻
で
す
。
そ
こ
で
藤
壷
の

死
後
、
自
ら
の
実
父
が
源
氏
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
驚
き
悩
み
、
そ

の
よ
う
な
先
限
を
め
ぐ
っ
て
史
書
を
渉
猟
す
る
冷
泉
帝
の
姿
が
、
次
の
よ

『
源
氏
物
語
』
は
な
ぜ
帝
妃
の
密
通
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
か

う
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
の
書
ど
も
を
御
覧
ず
る
に
、
も
ろ
こ
し
に
は
あ
ら
は
れ
て

も
忍
び
て
も
乱
り
が
は
し
き
事
い
と
お
ほ
か
り
け
り
。
日
の
本
に
は

さ
ら
に
御
覧
じ
う
る
と
こ
ろ
な
し
。
た
と
ひ
あ
ら
む
に
で
も
、
か
や

う
に
忍
び
た
ら
む
事
を
ば
、
い
か
で
か
伝
へ
知
る
や
う
の
あ
ら
む
と

す
る
。

こ
の
前
半
は
、
帝
の
子
で
な
い
者
が
帝
位
に
つ
く
と
い
っ
た
人
倫
の
乱

れ
は
、
中
国
に
は
多
い
が
日
本
に
は
見
出
せ
な
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。
け

れ
ど
も
後
半
で
は
、
か
り
に
そ
の
よ
う
な
事
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
史
書
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
後
世
に
は
伝
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
。
こ
れ
は
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
思
わ
せ
ぶ
り
な
文
言
で
、
そ
の

背
後
に
「
陽
成
天
皇
は
業
平
の
子
」
と
い
う
風
説
の
匂
い
を
唄
ぐ
こ
と
も

不
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
蛍
巻
の
「
物
語
論
」
と
い
わ
れ
る
、
『
源

氏
物
語
』
作
者
の
物
語
観
が
窺
わ
れ
る
個
所
で
は
、
有
名
な
、

日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
、
こ
れ
ら
に
こ
そ
道
々
し
く

く
は
し
き
こ
と
は
あ
ら
め
。

四
五



四
ノ、

と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
「
史
書
に
は
記
さ
れ
な

い
事
実
も
あ
る
、
物
語
は
そ
れ
を
書
い
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
意
識
で
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
た
ん
な
る
一
般
論
で
は
な
く
、
「
陽
成
帝
は
業
平
の
子
」

と
い
う
、
平
安
時
代
宮
廷
社
会
の
暗
黙
知
を
物
語
化
し
た
作
者
に
し
て
は

じ
め
て
言
え
た
言
葉
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
史
書
に
記

録
さ
れ
る
よ
う
な
表
向
き
の
歴
史
で
は
な
い
、
し
か
し
荒
唐
無
稽
な
作
り

話
で
も
な
い
の
だ
|
|
こ
の
よ
う
な
認
識
に
支
え
ら
れ
て
、
『
源
氏
物
語
』

の
「
帝
妃
の
密
通
」
の
物
語
は
帯
か
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

(
い
ま
に
し

ゅ
う
い
ち
ろ
う
・
九
州
大
学
教
授
)


