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は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』「
賢
木
」
巻
に
お
い
て
桐
壺
院
が
崩
御
す
る
。
桐
壺
院
崩
御
直
後
か
ら
語
ら
れ
る
、
新
帝
・
朱
雀
帝
の
若
さ
と
、
そ
れ
に

よ
る
「
祖
父
大
臣
、
い
と
急
に
さ
が
な
く
お
は
し
て
、
そ
の
御
ま
ま
に
な
り
な
ん
世
」（「
賢
木
」
二
―
九
八
頁

（
１
）

）
へ
の
不
安
が
急
速
に
御

世
を
覆
っ
て
い
く
。そ
の
よ
う
な
変
化
と
と
も
に
、除
目
に
お
い
て
光
源
氏
を
頼
る
者
が
急
激
に
減
る
と
い
う
形（「
賢
木
」二
―
一
〇
〇
頁
）

で
、
光
源
氏
が
不
遇
な
立
場
に
な
っ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
な
か
で
光
源
氏
は
、
朧
月
夜
と
密
会
す
る
と
い
う
大
胆
な
行
動
に
出
る
。

わ
づ
ら
は
し
さ
の
み
ま
さ
れ
ど
、
尚
侍
の
君
は
、
人
知
れ
ぬ
御
心
し
通
へ
ば
、
わ
り
な
く
て
も
お
ぼ
つ
か
な
く
は
あ
ら
ず
。
五
壇

の
御
修
法
の
は
じ
め
に
て
つ
つ
し
み
お
は
し
ま
す
隙
を
う
か
が
ひ
て
、
例
の
夢
の
や
う
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
か
の
昔
お
ぼ
え
た
る

細
殿
の
局
に
、
中
納
言
の
君
紛
ら
は
し
て
入
れ
た
て
ま
つ
る
。 

（「
賢
木
」
二
―
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
）

「
例
の
」
と
、
ふ
た
り
の
密
会
が
度
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
密
会
は
、「
五
壇
の
御
修
法
」
の
、
朱
雀
帝
が
「
つ

つ
し
み
」
の
状
態
に
あ
る
最
中
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
は
、女
房
の
中
納
言
の
君
の
手
引
き
に
よ
り
、「
か
の
昔
お
ぼ
え
た
る
細
殿
の
局
」
と
、
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っ
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か
つ
て
の
朧
月
夜
と
の
密
通
を
思
わ
せ
る
弘
徽
殿
の
細
殿
か
ら
朧
月
夜
の
も
と
を
訪
れ
る
。
夜
明
け
前
に
は
、「
宿
直
奏
さ
ぶ
ら
ふ
」（「
賢

木
」
二
―
一
〇
五
頁
）
と
、宮
中
の
光
景
が
描
か
れ
て
お
り
、光
源
氏
と
朧
月
夜
の
密
通
は
、五
壇
の
御
修
法
で
「
人
目
も
し
げ
き
」（「
賢

木
」
二
―
一
〇
五
頁
）
な
か
、
行
わ
れ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
。

　

朱
雀
帝
の
即
位
に
と
も
な
い
、
朧
月
夜
は
弘
徽
殿
に
住
ま
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

后
は
、
里
が
ち
に
お
は
し
ま
い
て
、
参
り
た
ま
ふ
時
の
御
局
に
は
梅
壺
を
し
た
れ
ば
、
弘
徽
殿
に
は
尚
侍
の
君
住
み
た
ま
ふ
。
登
花

殿
の
埋
れ
た
り
つ
る
に
、
晴
れ
晴
れ
し
う
な
り
て
、
女
房
な
ど
も
数
知
ら
ず
集
ひ
参
り
て
、
い
ま
め
か
し
う
は
な
や
ぎ
た
ま
へ
ど
、

御
心
の
中
は
、思
ひ
の
外
な
り
し
こ
と
ど
も
を
、忘
れ
が
た
く
嘆
き
た
ま
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
賢
木
」二
―
一
〇
一
頁
）

姉
弘
徽
殿
か
ら
殿
舎
を
譲
り
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
弘
徽
殿
は
清
涼
殿
か
ら
直
結
す
る
有
力
な
后
の
住
ま
う
場
所
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
朧
月
夜
が
将
来
后
に
な
る
こ
と
が
嘱
望
さ
れ
、
か
つ
、
現
在
も
実
質
的
な
朱
雀
帝
の
第
一
の
皇
妃
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

　
「
五
壇
の
御
修
法
」
に
つ
い
て
は
、新
編
全
集
頭
注
が
、「
帝
や
国
家
の
重
大
事
に
行
う
修
法
。
こ
こ
で
の
重
大
事
が
何
か
は
不
明
」（「
賢

木
」
二
―
一
〇
四
頁
）
と
注
を
ふ
し
て
い
る
。『
仏
教
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
も
ま
た
、「
天
皇
や
国
家
の
重
大
な
祈
り
に
こ
れ
を
行
い
、

息
災
・
増
益
・
調
伏
等
に
修
す
る
」
と
指
摘
し
て
お
り

（
２
）

、
光
源
氏
と
朧
月
夜
と
の
密
会
は
、
国
家
的
な
重
大
事
の
最
中
で
あ
る
こ
と
が
浮

か
び
上
が
る
。『
源
氏
物
語
』
中
で
、
五
壇
の
御
修
法
の
用
例
は
本
場
面
の
み
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
も
、
物
語
全
体
の
中
で
も
重

大
な
事
態
が
差
し
迫
る
な
か
で
の
密
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
第
一
の
皇
妃
の
密
通
が
描
か
れ
る
と
い
う

大
変
不
穏
な
場
面
と
な
っ
て
い
る
の
だ

（
３
）

。

　

ま
た
、
中
古
の
文
学
作
品
を
見
て
も
、
五
壇
の
御
修
法
が
描
か
れ
る
こ
と
は
大
変
少
な
く
、『
源
氏
物
語
』
が
五
壇
の
御
修
法
を
描
い

た
意
味
は
重
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
論
で
は
、「
賢
木
」
巻
に
お
け
る
五
壇
の
御
修
法
に
つ
い
て
、
物
語
文
学
、
歴
史
資
料
に
お
け
る
五
壇
の
御
修
法
を
検
討
す
る
こ
と

を
と
お
し
て
、
桐
壺
院
の
霊
が
「
賢
木
」
巻
の
段
階
よ
り
出
現
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

二



『
源
氏
物
語
』「
賢
木
」
巻
の
五
壇
の
御
修
法

27

一
、
平
安
期
の
文
学
作
品
に
お
け
る
五
壇
の
御
修
法

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
平
安
期
の
作
品
に
お
い
て
五
壇
の
御
修
法
が
描
か
れ
る
場
面
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
当
時
の
人
々
の
と
ら
え
方

が
よ
く
わ
か
る
の
が
『
枕
草
子
』
の
例
で
あ
る
。

き
ら
き
ら
し
き
も
の　

大
将
、
御
さ
き
追
ひ
た
る
。
孔
雀
経
の
御
読
経
、
御
修
法
。
五
大
尊
の
も
。
御
斎
会
。
蔵
人
の
式
部
丞
の

白
馬
の
日
、
大
庭
練
り
た
る
。
そ
の
日
、
靫
負
佐
の
摺
衣
破
ら
す
る
。
尊
星
王
の
御
修
法
。
季
の
御
読
経
。
熾
盛
光
の
御
読
経
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』
第
二
七
六
段　

四
三
一
頁
）

「
五
大
尊
の
も
」
が
、五
壇
の
御
修
法
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
、新
編
全
集
頭
注
が
指
摘
し
て
い
る
（
四
三
〇
頁
）。
宮
中
で
行
わ
れ
る
様
々

な
も
の
の
な
か
で
、「
き
ら
き
ら
し
き
も
の
」、
す
な
わ
ち
、「
威
厳
が
あ
っ
て
堂
々
と
し
て
立
派
で
あ
る
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二

版　

小
学
館
）
も
の
の
な
か
に
五
壇
の
御
修
法
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
五
壇
の
御
修
法
が
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
効
果
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
そ
の
威
厳
の
あ
る
様
子
に
つ
い
て
も
心
ひ
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

実
際
に
五
壇
の
御
修
法
が
行
わ
れ
た
記
述
と
し
て
は
、『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る
、
彰
子
の
敦
成
親
王
誕
生
の
際
の
五
壇
の
御
修
法

が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
だ
夜
ふ
か
き
ほ
ど
の
月
さ
し
く
も
り
、
木
の
下
を
ぐ
ら
き
に
、「
御
格
子
ま
ゐ
り
な
ば
や
」「
女
官
は
い
ま
ま
で
さ
ぶ
ら
は
じ
」「
蔵

人
、
ま
ゐ
れ
」
な
ど
、
い
ひ
し
ろ
ふ
ほ
ど
に
、
後
夜
の
鉦
う
ち
お
ど
ろ
か
し
て
、
五
壇
の
御
修
法
の
時
は
じ
め
つ
。
わ
れ
も
わ
れ
も

と
う
ち
あ
げ
た
る
伴
僧
の
声
々
、
遠
く
近
く
聞
き
わ
た
さ
れ
た
る
ほ
ど
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
、
た
ふ
と
し
。

　

観
音
院
の
僧
正
、
東
の
対
よ
り
、
二
十
人
の
伴
僧
を
ひ
き
ゐ
て
、
御
加
持
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
足
音
、
渡
殿
の
橋
の
、
と
ど
ろ
と
ど
ろ

と
踏
み
鳴
ら
さ
る
る
さ
へ
ぞ
、
こ
と
ご
と
の
け
は
ひ
に
は
似
ぬ
。
法
住
寺
の
座
主
は
馬
場
の
御
殿
、
浄
土
寺
の
僧
都
は
文
殿
な
ど
に
、

う
ち
つ
れ
た
る
浄
衣
姿
に
て
、
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
き
唐
橋
ど
も
を
渡
り
つ
つ
、
木
の
間
を
分
け
て
か
へ
り
入
る
ほ
ど
も
、
は
る
か
に
見
や

る
る
心
地
し
て
、
あ
は
れ
な
り
。
さ
い
さ
阿
闍
梨
も
、
大
威
徳
を
う
や
ま
ひ
て
、
腰
を
か
が
め
た
り
。

三
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（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
紫
式
部
日
記
』
一
二
四
頁
）

　

こ
の
例
は
、
同
じ
く
彰
子
の
敦
成
親
王
誕
生
を
描
い
た
『
栄
花
物
語
』
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

ほ
ど
近
う
な
ら
せ
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
御
祈
り
ど
も
数
を
つ
く
し
た
り
。
五
大
尊
の
御
修
法
お
こ
な
は
せ
た
ま
ふ
。
さ
ま
ざ
ま
そ
の
法

に
し
た
が
ひ
て
の
な
り
有
様
ど
も
、
さ
は
か
う
こ
そ
は
と
見
え
た
り
。
観
音
院
の
僧
正
、
二
十
人
の
伴
僧
と
り
ど
り
に
て
御
加
持
ま

ゐ
り
た
ま
ふ
。
馬
場
の
御
殿
、
文
殿
な
ど
ま
で
み
な
さ
ま
ざ
ま
に
し
ゐ
つ
つ
、
そ
れ
よ
り
参
り
ち
が
ひ
集
る
ほ
ど
、
御
前
の
唐
橋
な

ど
を
、
老
い
た
る
僧
の
顔
醜
き
が
渡
る
ほ
ど
も
、
さ
す
が
に
目
た
て
ら
る
る
も
の
か
ら
、
な
ほ
尊
し
。
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
き
唐
橋
ど
も
を

渡
り
、
木
の
間
を
分
け
つ
つ
帰
り
入
る
ほ
ど
も
、
は
る
か
に
見
や
ら
る
る
心
地
し
て
あ
は
れ
な
り
。
心
誉
阿
闍
梨
は
、
軍
荼
利
の
法

な
る
べ
し
、
赤
衣
着
た
り
。
清
禅
阿
闍
梨
は
大
威
徳
を
敬
ひ
て
腰
を
屈
め
た
り
。
仁
和
寺
の
僧
正
は
孔
雀
経
の
御
修
法
を
お
こ
な
ひ

た
ま
ひ
、
と
く
と
く
と
参
り
か
は
れ
ば
、
夜
も
明
け
果
て
ぬ
。

　
　
　
　
　
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
栄
花
物
語
』
巻
第
八
「
は
つ
は
な
」
一
―
三
九
八
頁
）

　

二
十
人
の
伴
僧
を
伴
う
大
が
か
り
な
も
の
で
あ
り
、彰
子
出
産
に
か
け
る
道
長
の
願
い
が
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
。し
か
し
、こ
の
例
が『
源

氏
物
語
』
の
例
と
大
き
く
違
う
の
は
、
主
催
者
が
藤
原
道
長
で
あ
り
、
臣
下
が
行
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
場
所
も
宮
中
で
は
な
く

土
御
門
殿
で
あ
る
。
彰
子
は
中
宮
で
あ
り
、
そ
の
出
産
は
確
か
に
国
家
的
な
行
事
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
で
、
道
長
の
邸
宅
で
行
わ

れ
て
お
り
、
そ
こ
に
一
条
帝
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
五
壇
の
御
修
法
に
つ
い
て
、
森
茂
暁
氏
は
「
藤

原
氏
の
私
邸
に
お
け
る
五
壇
法
修
法
の
最
初
で
、
し
か
も
御
産
御
祈
と
し
て
五
壇
法
の
初
例
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

（
４
）

」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　
『
栄
花
物
語
』に
は
、ほ
か
に
も
二
例
の
五
壇
の
御
修
法
の
例
が
み
ら
れ
る
。
一
例
目
は
頼
通
の
病
が
治
ら
ず
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
五
壇
の
御
修
法
が
行
わ
れ
た
記
述
は
な
く
（
新
編
全
集
頭
注
）、『
栄
花
物
語
』
の
独
自
の
設
定
と
な
っ
て
い
る
。

日
ご
ろ
過
ぐ
る
に
そ
の
験
な
し
。
さ
ら
に
御
心
地
お
こ
た
ら
せ
た
ま
は
ね
ば
、
今
は
ず
ち
な
し
と
て
御
修
法
五
壇
は
じ
め
さ
せ
た
ま

ふ
。
二
十
日
ば
か
り
に
、
そ
の
験
け
ざ
や
か
な
ら
ず
、
御
物
の
怪
ど
も
出
で
来
て
の
の
し
る
、
大
殿
に
も
出
で
来
る
例
の
御
物
の
怪

四
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五

と
ぞ
い
ふ
な
る
。 

（
巻
第
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」
二
―
五
九
頁
）

当
初
、
原
因
は
「
神
の
気
」
で
あ
る
と
さ
れ
、「
御
祭
、
祓
」（
巻
第
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」
二
―
五
八
頁
）
が
行
わ
れ
た
が
効
果
が

な
く
、「
今
は
ず
ち
な
し
」、
す
な
わ
ち
、
最
後
の
手
段
と
し
て
行
わ
れ
た
の
が
五
壇
の
御
修
法
で
あ
る
と
い
う
筆
致
か
ら
は
、
五
壇
の
御

修
法
の
持
つ
威
力
を
信
じ
る
人
々
の
心
証
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
五
壇
の
御
修
法
も
効
き
目
が
な
く
頼
通
は
危
篤
に
陥
る
。
そ

の
理
由
が
、
頼
通
が
三
条
天
皇
皇
女
禎
子
内
親
王
の
降
嫁
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
頼
通
室
の
隆
姫
を
思
う
、
父
具
平

親
王
の
物
の
怪
で
あ
る
と
明
ら
か
に
な
り
、
道
長
が
降
嫁
を
と
り
や
め
る
こ
と
を
約
束
す
る
こ
と
で
、
頼
通
は
平
癒
す
る
。
以
上
の
よ
う

に
、
こ
の
五
壇
の
御
修
法
の
例
は
、
藤
原
道
長
家
族
の
私
的
な
も
の
で
あ
る
一
面
も
強
い
。   

　

二
例
目
は
、
患
う
姸
子
の
快
癒
を
祈
る
際
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

御
前
に
は
、
白
き
御
衣
二
つ
三
つ
奉
り
た
る
に
、
御
色
も
同
じ
や
う
に
て
、
た
だ
ひ
た
み
ち
に
白
う
お
は
し
ま
し
て
、
御
髪
は
押
し

く
だ
し
て
結
は
せ
た
ま
へ
る
ま
ま
に
、
結
目
の
ほ
ど
は
乱
れ
て
、
そ
れ
よ
り
下
は
つ
ゆ
乱
れ
さ
せ
た
ま
は
ず
、
こ
よ
な
く
長
く
見
え

さ
せ
た
ま
ふ
は
、
か
く
苦
し
な
が
ら
も
生
ひ
さ
せ
た
ま
ふ
な
ん
め
り
と
、
あ
り
が
た
く
み
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
さ
て
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
、

五
大
堂
の
東
の
廂
、
北
面
か
け
て
お
は
し
ま
す
。
殿
の
御
前
は
、
こ
の
同
じ
御
堂
の
戌
亥
の
方
の
間
に
お
は
し
ま
す
。
宮
の
侍
に
は
、

大
御
堂
の
北
の
廂
に
屛
幔
引
き
て
ぞ
し
た
る
。御
修
法
五
壇
始
め
さ
せ
た
ま
へ
り
。（
巻
第
二
十
九「
た
ま
の
か
ざ
り
」三
―
一
二
四
頁
）

姸
子
の
様
子
は
「
ひ
た
み
ち
に
白
」
く
、
苦
し
げ
な
様
子
で
あ
る
。
姸
子
は
中
宮
で
は
あ
る
が
、
こ
の
例
も
ま
た
一
族
の
一
員
の
病
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
五
壇
の
御
修
法
に
つ
い
て
は
、
姸
子
崩
御
後
に
、
こ
の
際
の
願
を
も
と
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
五
大
尊
」

が
造
ら
れ
て
い
る
（
巻
第
二
十
九
「
た
ま
の
か
ざ
り
」
三
―
一
三
九
頁
、
一
四
〇
頁
）。

　

頼
通
と
姸
子
の
例
は
、
大
納
言
と
中
宮
の
病
で
は
あ
る
も
の
の
、
一
方
で
道
長
一
家
の
家
族
の
問
題
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
物
語
文
学
が
描
い
た
五
壇
の
御
修
法
の
う
ち
、
本
来
的
な
国
家
の
危
機
に
際
し
て
行
わ
れ
た
も
の
は
、『
源
氏
物
語
』
の
朱
雀
帝
の

御
世
の
も
の
だ
け
で
あ
る
と
い
え
る
の
だ

（
５
）

。
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六

二
、
史
実
に
お
け
る
五
壇
の
御
修
法

　

以
上
、
物
語
文
学
に
お
け
る
五
壇
の
御
修
法
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
史
実
に
お
け
る
五
壇
の
御
修
法
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
史
実
の
五
壇
の
御
修
法
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
森
茂
暁
氏
に
詳
細
な
調
査
が
あ
り

（
６
）

、
ま
た
、
浅
尾
広
良
氏

も
整
理
を
行
っ
て
い
る

（
７
）

た
め
、
詳
細
は
二
氏
の
調
査
に
譲
り
た
い
。
浅
尾
氏
は
、
一
条
天
皇
の
御
世
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
ま
で
に

行
わ
れ
た
五
壇
の
御
修
法
に
つ
い
て
、「
天
皇
（
も
し
く
は
天
皇
を
代
行
す
る
摂
政
）
の
病
気
平
癒
や
出
産
な
ど
貴
人
の
体
調
と
関
わ
る
例
」

と
「
天
下
安
穏
な
ど
国
家
の
危
機
的
状
況
と
関
わ
る
例
」
で
あ
る
と
分
類
さ
れ
て
い
る

（
８
）

。
浅
尾
氏
は
、
帝
の
病
を
、
他
の
者
の
病
や
出
産

と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
分
類
し
て
い
る
が
、
帝
の
病
と
は
、
後
述
す
る
醍
醐
天
皇
の
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
譲
位
や
崩
御
と
結
び

つ
く
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
危
機
的
状
況
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
た
際
、
前
述
し
た
彰
子
の
例
は
、
病
気
平
癒
や
出
産
に
関
わ
る
例
に
あ
た
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
永
祚
元
年
一
条
天
皇

の
摂
政
、
藤
原
兼
家
の
病
の
例

（
９
）

、
長
徳
三
年
太
皇
太
后
昌
子
内
親
王
の
病
の
例）

11
（

が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

一
方
、
後
者
の
例
に
あ
た
る
の
は
、
史
実
に
お
け
る
五
壇
の
御
修
法
の
初
出
で
あ
る
、
延
長
八
年
七
月
二
一
日
に
行
わ
れ
た
醍
醐
天
皇

の
御
世
の
も
の
で
あ
る
。

廿
一
日
。
請
二
天
台
阿
闍
梨
五
人
於
常
寧
殿
一
。
調
―二
備
五
壇
修
法
一
。

　
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
紀
略
』
後
篇
一　

延
長
八
年
（
九
三
〇
）
七
月
廿
一
日　

二
九
頁
）

　

延
長
八
年
は
、
正
月
八
日
に
伊
予
権
守
源
悦
が
薨
去
、
一
三
日
に
は
前
斎
院
敦
子
内
親
王
が
薨
去
、
二
月
二
四
日
に
は
前
年
の
大
風
と

洪
水
、
及
び
、
流
行
中
の
疫
癘
に
よ
り
大
赦
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
月
二
八
日
に
は
式
部
卿
敦
慶
親
王
が
薨
去
、
三
月
九
日
は

儼
子
内
親
王
が
薨
去
、
五
月
一
五
日
に
は
権
律
師
貞
勝
が
亡
く
な
っ
て
お
り
、
多
く
の
人
々
が
亡
く
な
る
年
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

五
月
六
月
は
、「
雨
不
レ
降
」
と
雨
が
降
ら
な
い
状
態
と
な
る
。
六
月
二
六
日
に
は
「
各
議
二
請
雨
之
事
一
」
の
の
ち
、
清
涼
殿
に
落
雷
が

起
こ
り
、
藤
原
清
貫
、
平
希
世
が
亡
く
な
る
。
紫
宸
殿
で
は
美
努
忠
包
が
亡
く
な
り
、
紀
蔭
連
、
安
曇
宗
仁
が
負
傷
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
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こ
れ
に
よ
り
醍
醐
天
皇
も
体
調
を
崩
し
て
い
く
（
二
九
頁
）。
春
か
ら
の
疫
癘
は
夏
に
な
っ
て
も
お
さ
ま
ら
ず
、
醍
醐
天
皇
は
七
月
二
日

に
清
涼
殿
か
ら
常
寧
殿
に
う
つ
る
が
、
一
五
日
よ
り
「
御
咳
病
」
を
発
症
す
る
。
五
壇
の
御
修
法
は
、
こ
の
流
れ
の
な
か
で
、
七
月
二
一

日
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
後
の
九
月
二
二
日
に
醍
醐
天
皇
は
譲
位
、
二
九
日
に
崩
御
し
て
い
る
。

　

人
々
の
死
、
気
候
不
良
か
ら
清
涼
殿
へ
の
落
雷
と
公
卿
の
死
、
疫
癘
、
帝
の
病
と
い
う
、
ま
さ
に
国
家
的
な
危
機
に
際
し
、
初
め
て
五

壇
の
御
修
法
の
記
載
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
に
、五
壇
の
御
修
法
の
威
力
と
、そ
れ
が
行
わ
れ
る
事
態
の
深
刻
さ
を
示
す
例
と
な
っ
て
い
る
。

　

後
者
の
例
に
は
ほ
か
に
も
、
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
に
行
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
承
平
天
慶
の
乱
に
か
か
わ
る
も
の）

11
（

、
前
年
に
疫
癘
の
流

行
、
九
月
二
三
日
に
「
内
裏
焼
亡）

12
（

」
の
た
め
改
元
さ
れ
た
応
和
元
年
（
九
六
一
）
に
行
わ
れ
た
も
の）

11
（

、「
於
禁
中
為
消
御
薬
」、
す
な
わ
ち

冷
泉
天
皇
病
の
た
め
に
行
わ
れ
た
康
保
四
年
（
九
六
七
）
の
も
の）

14
（

、
三
日
後
の
『
日
本
紀
略
』
に
、「
天
皇
不
豫
」
に
際
し
て
の
修
法
の

験
力
の
た
め
、
僧
正
良
源
が
輦
を
許
さ
れ
た
と
記
録
さ
れ
る
天
元
四
年
（
九
八
一
）
の
も
の）

15
（

が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

特
に
醍
醐
天
皇
の
例
、
朱
雀
天
皇
の
例
は
深
刻
だ
が
、
康
保
の
村
上
天
皇
の
例
も
、
内
裏
焼
亡
を
受
け
て
い
る
点
で
、
国
家
的
な
事
態

と
か
か
わ
っ
て
い
る）

11
（

。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
と
き
、
朱
雀
帝
の
御
世
の
五
壇
の
御
修
法
に
お
い
て
も
、
帝
か
帝
の
周
辺
人
物
の
体
調
に
か
か
わ
る
問
題

か
、
国
家
の
危
機
的
状
況
の
ど
ち
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
彰
子
出
産
の
折
の
五
壇
の
御

修
法
は
土
御
門
殿
で
行
わ
れ
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
の
五
壇
の
御
修
法
が
宮
中
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
後
者
の
理
由
、

す
な
わ
ち
国
家
的
危
機
に
際
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
朱
雀
帝
の
御
世
が
抱
え
た
国
家
的
危
機
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

七
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三
、
朱
雀
帝
の
御
世
の
「
五
壇
の
御
修
法
」

　

朱
雀
帝
の
御
世
で
行
わ
れ
た
と
描
か
れ
る
五
壇
の
御
修
法
は
、
大
変
威
力
の
あ
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
威
力
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
速
水
脩
氏
は
、
五
壇
の
御
修
法
の
調
伏
法
と
し
て
の

役
割
に
着
目
さ
れ
て
い
る
。
速
水
脩
氏
は
、『
四
十
帖
決
』
の
、「
修
ス二
ル
ニ

調
伏
ノ

法
ヲ一

五
大
尊
之
中
不
動
大
威
徳
ハ

是
通
例
也
」（
大
正
新
脩

大
蔵
経
『
四
十
帖
決
』
No
二
四
〇
八　

七
五
巻
九
一
八
頁
下
）
な
ど
の
記
述
か
ら
、
五
壇
法
の
調
伏
法
と
し
て
の
面
を
指
摘
し
、「
五
壇

法
は
上
流
貴
族
に
と
っ
て
も
っ
と
も
切
実
な
物
怪
調
伏
の
欲
求
と
結
び
つ
い
て
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
る）

11
（

。

　

事
実
、『
紫
式
部
日
記
』
の
彰
子
出
産
の
場
面
に
お
い
て
、
五
壇
の
御
修
法
な
ど
の
修
法
の
効
果
に
よ
り
、「
御
物
の
怪
ど
も
か
り
う
つ

し
、
か
ぎ
り
な
く
さ
わ
ぎ
の
の
し
る
」（
一
三
〇
頁
）
と
、
多
く
の
物
の
怪
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

史
実
に
お
い
て
も
、
醍
醐
天
皇
の
例
は
菅
原
道
真
の
怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
冷
泉
天
皇
や
村
上
天
皇
の
病
の
例
も
、
病

の
原
因
と
な
る
物
の
怪
等
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
を
考
え
た
際
、「
賢
木
」
巻
の
五
壇
の
御
修
法
も
、
な

ん
ら
か
の
物
の
怪
な
ど
の
災
厄
の
調
伏
を
目
的
と
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、「
賢
木
」
巻
に
お
い
て
想
定

さ
れ
る
物
の
怪
、
そ
れ
は
、
桐
壺
院
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

松
井
健
児
氏
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
す
で
に
、「
右
大
臣
勢
力
が
、
桐
壺
院
霊
を
そ
の
ま
ま
に
怨
霊
と
見
な
す
と
は
思
わ
れ
な
い
も

の
の
、
す
く
な
く
と
も
こ
の
時
期
に
祓
わ
れ
る
べ
き
霊
と
は
、
現
勢
力
に
強
力
な
威
圧
と
し
て
の
し
か
か
っ
て
い
る
何
者
か
で
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
表
面
的
に
は
何
も
語
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
こ
こ
に
は
確
か
に
右
大
臣
勢
力
の
桐
壺
院
霊
に
対
す
る

穏
や
か
で
は
な
い
意
思
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う）

11
（

」
と
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
上
の
五
壇
の
御
修
法
が
す
べ
て

実
際
の
災
厄
が
起
こ
っ
た
う
え
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
朱
雀
帝
方
に
は
、
五
壇
の
御
修
法
と

い
う
強
力
な
調
伏
法
を
行
お
う
と
考
え
る
具
体
的
な
動
機
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
状
況
か
ら
考
え
る
に
、
そ
れ
は
、
桐
壺
院
の
霊

の
出
現
が
す
で
に
起
こ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
五
壇
の
御
修
法
を
行
う
こ
と
事
態
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
安

八
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材
料
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
世
間
に
明
ら
か
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
、
即
位
し
て
一
年
に
も
満
た
な
い
時
期
に
行
っ
た

と
い
う
事
実
は
、「
桐
壺
院
霊
に
対
す
る
穏
や
か
で
は
な
い
意
思
」
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
や
は
り
具
体
的
な
出
現
、
あ
る
い
は
出
現

に
類
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

五
壇
の
御
修
法
が
行
わ
れ
た
の
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
朱
雀
帝
の
桐
壺
院
の
遺
言
違
背
が
語
ら
れ
た
直
後
で
あ
る
。

帝
は
、
院
の
御
遺
言
た
が
へ
ず
あ
は
れ
に
思
し
た
れ
ど
、
若
う
お
は
し
ま
す
う
ち
に
も
、
御
心
な
よ
び
た
る
方
に
過
ぎ
て
、
強
き
と

こ
ろ
お
は
し
ま
さ
ぬ
な
る
べ
し
。
母
后
、
祖
父
大
臣
と
り
ど
り
に
し
た
ま
ふ
こ
と
は
え
背
か
せ
た
ま
は
ず
、
世
の
政
御
心
に
か
な
は

ぬ
や
う
な
り
。 

（「
賢
木
」
二
―
一
〇
四
頁
）

朱
雀
帝
自
身
に
は
遺
言
を
守
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
あ
る
が
、
一
方
で
、
守
れ
て
い
な
い
状
況
が
あ
る
こ
と
が
描
か
れ
る
。
前
後
に
体

調
不
良
な
ど
の
記
述
は
な
く
、
五
壇
の
御
修
法
を
行
っ
た
こ
と
の
原
因
と
し
て
あ
て
は
ま
る
の
は
、
桐
壺
院
の
遺
言
違
背
だ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
桐
壺
院
の
崩
御
後
の
朱
雀
帝
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
祖
父
右
大
臣
に
よ
る
専
制
（「
賢
木
」
二
―
九
八
頁
）、
予
測
さ
れ

る
光
源
氏
や
藤
壺
の
不
遇
（「
賢
木
」
二
―
九
八
頁
）、
光
源
氏
の
寂
寥
（「
賢
木
」
二
―
一
〇
〇
頁
）、
朧
月
夜
の
様
子
、
そ
し
て
、
左
大

臣
が
世
を
嘆
い
て
参
内
し
な
い
こ
と
で
あ
る
（「
賢
木
」
二
―
一
〇
二
頁
）。
桐
壺
院
に
近
し
い
人
々
の
不
遇
と
桐
壺
院
の
遺
言
が
守
ら
れ

て
い
な
い
状
況
が
描
か
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
斎
院
に
朝
顔
の
姫
君
が
選
ば
れ
た
こ
と
が
描
か
れ
た
の
ち
（「
賢
木
」
二

―
一
〇
三
頁
）、
あ
ら
た
め
て
、
桐
壺
院
の
遺
言
違
背
が
描
か
れ
、
五
壇
の
御
修
法
へ
と
続
い
て
い
く
。
こ
の
物
語
の
筆
致
か
ら
は
、
お

の
ず
と
五
壇
の
御
修
法
の
背
景
に
桐
壺
院
の
遺
言
違
背
と
、
五
壇
の
御
修
法
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
、
す
な
わ
ち
、
遺
言
違
背

に
よ
る
桐
壺
院
の
霊
の
出
現
が
読
み
取
れ
る
と
い
え
よ
う
。
後
の
朱
雀
帝
の
夢
に
桐
壺
院
が
あ
ら
わ
れ
る
場
面
は
、「
雷
鳴
り
ひ
ら
め
き
」

（「
明
石
」
二
―
二
五
一
頁
）
と
、
雷
が
描
か
れ
る
。
雷
は
、
史
料
の
五
壇
の
御
修
法
の
初
出
例
で
あ
る
醍
醐
天
皇
の
例
と
共
通
し
て
い
る
。

こ
の
場
面
に
つ
い
て
『
岷
江
入
楚
』
が
、「
お
ほ
や
け
の
さ
と
し
の
事
菅
丞
相
左
遷
し
て
薨
せ
ら
れ
し
後
内
々
に
種
々
の
怪
異
あ
り　

又

か
み
な
り
の
事
も
延
長
の
霹
靂
な
と
い
ふ
事
思
ひ
な
そ
ら
へ
ら
る
ゝ
也）

11
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
菅
原
道
真
の
例
を
想
起
さ
せ
る
効

果
を
は
た
し
て
い
る）

21
（

。
菅
原
道
真
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
た
め
の
五
壇
の
御
修
法
と
、『
源
氏
物
語
』
の
五
壇
の
御
修
法
と
が
重
な
り
あ
い
、

九
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「
賢
木
」
巻
に
、
す
で
に
鎮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
桐
壺
院
の
霊
の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
的
な
の
は
、
実
際
に
朱
雀
帝
の
夢
に
桐
壺
院
が
出
て
き
た
際
の
弘
徽
殿
大
后
の
対
応
で
あ
る
。

「
雨
な
ど
降
り
、
空
乱
れ
た
る
夜
は
、
思
ひ
な
し
な
る
こ
と
は
さ
ぞ
は
べ
る
。
軽
々
し
き
や
う
に
、
思
し
驚
く
ま
じ
き
こ
と
」
と
聞

こ
え
た
ま
ふ
。 

（「
明
石
」
二
―
二
五
二
頁
）

朱
雀
帝
が
、桐
壺
院
の
霊
が
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
衝
撃
的
な
事
実
を
告
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
は
「
思
ひ
な
し
な
る
こ
と
」
で
、「
思

し
驚
く
ま
じ
き
こ
と
」
で
あ
る
と
告
げ
て
い
る
。
冷
静
な
そ
の
対
応
か
ら
は
、
も
ち
ろ
ん
騒
ぎ
立
て
て
問
題
を
大
き
く
し
な
い
と
い
う
こ

と
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
一
方
で
、
桐
壺
院
の
霊
の
出
現
を
予
測
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
経
験
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
冷
静
さ
が
あ
る
と
い

え
よ
う
。「
賢
木
」
巻
で
、
行
わ
れ
た
五
壇
の
御
修
法
は
、
桐
壺
院
の
霊
を
鎮
め
る
と
い
う
明
確
な
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
朱
雀
帝
は
、
桐
壺
院
の
霊
の
出
現
に
対
し
、
い
ち
は
や
く
対
応
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
さ
な
か
、
光

源
氏
と
朧
月
夜
の
密
通
が
描
か
れ
る
。
三
苫
浩
輔
氏
は
、「
御
修
法
の
さ
な
か
に
、
こ
れ
も
古
代
風
に
言
え
ば
物
忌
の
さ
な
か
に
、
あ
だ

し
男
を
引
き
入
れ
て
逢
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
帝
に
ふ
り
か
か
る
災
難
邪
気
の
払
わ
れ
よ
う
は
ず
が
な
い
。
む
し
ろ
神
仏
の

怒
り
に
ふ
れ
る
で
あ
ろ
う）

21
（

」
と
指
摘
さ
れ
、
河
添
房
江
氏
も
、「
事
が
露
顕
す
れ
ば
、
光
源
氏
は
政
治
的
失
脚
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
が
、
そ

れ
が
須
磨
流
謫
と
い
う
形
で
現
実
路
線
に
な
る
以
前
に
、
は
や
く
も
朱
雀
朝
は
巫
女
を
侵
犯
さ
れ
、
そ
の
脆
弱
さ
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
」
と
指
摘
さ
れ
る）

22
（

。
以
上
の
指
摘
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
朱
雀
帝
が
行
っ
た
五
壇
の
御
修
法
に
は
ほ
こ
ろ
び
が
あ
っ

た
と
い
え
る
。
高
田
祐
彦
氏
は
、「
賢
木
」
巻
の
光
源
氏
に
つ
い
て
、「
困
難
な
相
手
だ
か
ら
こ
そ
な
お
一
層
ひ
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
源
氏

の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
、
体
制
の
枠
を
超
え
る
存
在
と
し
て
根
源
的
に
反
逆
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る）

21
（

。
朱

雀
帝
は
、
父
、
桐
壺
院
の
霊
と
い
う
存
在
と
、
そ
の
父
、
桐
壺
院
に
愛
さ
れ
、
守
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
そ
の
も
の
が
朱
雀
帝
の
御
世

を
脅
か
す
こ
と
と
な
る
光
源
氏
と
を
抱
え
込
み
な
が
ら
、
な
ん
と
か
仏
教
行
事
に
よ
っ
て
御
世
を
守
ろ
う
と
す
る
。「
賢
木
」
巻
の
五
壇

の
御
修
法
は
、
桐
壺
院
の
霊
の
出
現
が
「
須
磨
」
巻
以
前
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
可
能
性
と
、
そ
れ
に
対
し
て
仏
教
的
行
事
で
鎮
め
よ
う
と

す
る
朱
雀
帝
の
攻
防
が
現
れ
た
場
面
で
あ
っ
た
の
だ
。

一
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四
、
朱
雀
帝
の
御
世
の
「
仁
王
会
」

　

朱
雀
帝
が
、
桐
壺
院
の
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
行
っ
た
の
は
五
壇
の
御
修
法
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

「
京
に
も
、
こ
の
雨
風
、
い
と
あ
や
し
き
物
の
さ
と
し
な
り
と
て
、
仁
王
会
な
ど
行
は
る
べ
し
と
な
む
聞
こ
え
は
べ
り
し
。
内
裏
に

参
り
た
ま
ふ
上
達
部
な
ど
も
、
す
べ
て
道
閉
ぢ
て
、
政
も
絶
え
て
な
む
は
べ
る
」
な
ど
、
は
か
ば
か
し
う
も
あ
ら
ず
、
か
た
く
な
し

う
語
り
な
せ
ど
、 

（「
明
石
」
二
―
二
二
四
頁
）

　
「
明
石
」
巻
は
、「
な
ほ
雨
風
や
ま
ず
、
雷
鳴
り
静
ま
ら
で
日
ご
ろ
に
な
り
ぬ
」（「
明
石
」
二
―
二
二
三
頁
）
と
天
変
が
う
ち
続
く
状
況

か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
う
し
た
さ
な
か
、
京
の
紫
の
上
の
も
と
か
ら
送
ら
れ
た
使
者
が
語
っ
た
の
が
上
記
の
場
面
で
あ
る
。
宮
中
で
「
物
の

さ
と
し
」
に
よ
る
「
仁
王
会
」
が
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
仁
王
会
自
体
の
歴
史
上
の
事
例
は
多
い
が
、着
目
す
べ
き
は
、

中
古
の
文
学
作
品
で
仁
王
会
が
登
場
す
る
の
が
本
場
面
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
田
敦
士
氏
は
、「
臨
時
仁
王
会
に
特
徴
的

な
の
は
、
現
在
の
災
害
・
怪
異
状
況
を
詳
し
く
述
べ
た
上
で
、
除
災
・
防
災
を
祈
願
す
る
と
い
う
点
で
あ
る）

24
（

」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
朱

雀
帝
は
、
ま
さ
し
く
五
壇
の
御
修
法
に
よ
っ
て
桐
壺
院
の
霊
の
鎮
め
を
試
み
、
そ
れ
で
も
お
さ
ま
ら
な
い
「
災
害
・
怪
異
」
の
「
除
災
・

防
災
を
祈
願
」
し
て
仁
王
会
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
河
添
房
江
氏
が
、「
危
機
に
際
し
て
、
鎮
護
国
家
の
仏
教
行
事
で
切
り
抜
け

る
こ
と
を
方
針
と
す
る
の
が
、
ど
う
や
ら
朱
雀
王
朝
の
特
徴
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
注
意
さ
れ
る）

25
（

」
と
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
朱

雀
帝
の
御
世
と
仏
教
行
事
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。

　

一
方
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
な
光
源
氏
の
姿
が
み
ら
れ
る
。

春
秋
の
御
読
経
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
臨
時
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
尊
き
こ
と
ど
も
を
せ
さ
せ
た
ま
ひ
な
ど
し
て
、
ま
た
い
た
づ
ら
に
暇

あ
り
げ
な
る
博
士
ど
も
召
し
集
め
て
、
文
作
り
、
韻
塞
ぎ
な
ど
や
う
の
す
さ
び
わ
ざ
ど
も
を
も
し
な
ど
心
を
や
り
て
、
宮
仕
を
も
を

さ
を
さ
し
た
ま
は
ず
。 

（「
賢
木
」
二
―
一
三
九
～
一
四
〇
頁
）

世
に
用
い
ら
れ
な
い
博
士
た
ち
を
集
め
、
宮
中
の
季
の
読
経
を
自
邸
で
行
う
光
源
氏
の
姿
が
描
か
れ
る）

21
（

。
朱
雀
帝
の
、
仏
事
に
よ
っ
て
御

一
一
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世
を
正
常
に
戻
そ
う
と
す
る
営
み
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
光
源
氏
は
朧
月
夜
を
侵
犯
し
、帝
の
仏
事
を
侵
犯
す
る
。
朱
雀
帝
は
、

そ
う
し
た
光
源
氏
と
の
相
克
を
抱
え
、
な
ん
と
か
対
応
し
よ
う
と
試
み
な
が
ら
も
、
光
源
氏
の
須
磨
流
謫
、
そ
し
て
、
桐
壺
院
の
霊
の
登

場
に
い
た
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、『
源
氏
物
語
』「
賢
木
」
巻
に
お
け
る
五
壇
の
御
修
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
物
語
文
学
に
お
い
て
、
五
壇
の
御
修
法
が
描

か
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
事
態
、
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
に
あ
る
よ
う
に
、
五
壇
の
御
修
法
が
、

威
厳
の
あ
る
も
の
と
し
て
人
々
の
心
に
残
り
や
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
一
方
で
、
当
時
の
五
壇
の
御
修
法
に
対
す
る
調
伏
法
と
し

て
の
効
力
を
考
え
た
際
、『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
も
、
桐
壺
院
の
霊
の
出
現
が
す
で
に
「
賢
木
」
巻
か
ら
少
な
く
と
も
そ
の
萌
芽
が
あ
っ

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
朱
雀
帝
は
、
予
測
さ
れ
る
危
機
に
い
ち
早
く
対
応
し
、
五
壇
の
御
修
法
と
い
う
形
で
そ
れ
を
回
避
し
よ
う
と

努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
五
壇
の
御
修
法
の
最
中
、
朧
月
夜
と
光
源
氏
は
密
通
す
る
の
で
あ
っ
た
。
五
壇
の
御
修
法
は
完
成
し
な
か
っ
た
と
い
え

よ
う
。
高
橋
麻
織
氏
は
、「
右
大
臣
家
の
政
治
的
敗
北
の
原
因
は
朱
雀
朝
の
後
宮
政
策
の
失
敗
で
あ
り
、
そ
れ
は
光
源
氏
と
の
恋
愛
に
関

係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

21
（

」
と
さ
れ
る
。

　

朱
雀
帝
の
御
世
は
五
壇
の
御
修
法
後
も
お
さ
ま
ら
ず
、
そ
の
後
、
雷
が
鳴
り
や
ん
だ
朝
（「
賢
木
」
二
―
一
四
四
頁
）
に
、
つ
い
に
朧

月
夜
と
光
源
氏
と
の
密
会
が
明
ら
か
に
な
る
。
弘
徽
殿
大
后
は
、「
こ
の
つ
い
で
に
さ
る
べ
き
こ
と
ど
も
構
へ
出
で
む
に
よ
き
た
よ
り
な

り
と
思
し
め
ぐ
ら
す
べ
し
」（「
賢
木
」
二
―
一
四
九
頁
）
と
考
え
、
光
源
氏
は
須
磨
に
流
謫
す
る
。
あ
る
意
味
で
、
朱
雀
帝
の
御
世
を
お

び
や
か
す
存
在
は
去
っ
た
と
い
え
る
が
、
仁
王
会
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
、
そ
し
て
、
桐
壺
院
の
霊
の
出
現
の
明
文
化
、
朱
雀
帝
の

一
二
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譲
位
と
物
語
は
す
す
ん
で
い
く
。こ
の
間
の
朱
雀
帝
に
つ
い
て
は
無
力
さ
を
嘆
く
場
面
が
多
出
す
る
が
、一
方
で
、き
ち
ん
と
仏
事
を
行
い
、

光
源
氏
の
帰
還
を
自
ら
決
定
し
て
い
る
こ
と
は
着
目
さ
れ
る
。
袴
田
光
康
氏
が
、「
父
院
の
祟
り
を
恐
れ
る
だ
け
な
ら
ば
、
追
善
供
養
で

も
事
は
足
り
よ
う）

21
（

」
と
指
摘
さ
れ
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
仏
事
に
よ
っ
て
御
世
を
保
と
う
と
し
、
か
つ
、「
賢
木
」
巻
か
ら
桐
壺
院
の
霊

の
出
現
が
推
測
さ
れ
る
状
況
で
あ
る
た
め
、「
明
石
」巻
で
も
ま
た
仏
事
を
行
う
こ
と
で
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
帝
と
し
て
の
最
後
の
決
断
と
し
て
光
源
氏
召
喚
を
行
う
朱
雀
帝
か
ら
は
、
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
仏
事
を
行
い
、
御
世
の
維
持

を
保
と
う
と
心
が
け
、
一
方
で
、
極
限
の
場
面
で
は
仏
事
に
頼
る
だ
け
で
は
な
い
決
断
を
行
う
帝
と
し
て
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
「
賢
木
」
巻
の
五
壇
の
御
修
法
は
、
朱
雀
帝
の
帝
と
し
て
の
資
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
と
し
て
も
あ
っ
た
の
だ
。

註
（1）
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
の
引
用
は
、
小
学
館
刊
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
巻
名
・
巻
数
・
頁
数
を
ふ
す
。
傍
線
等
は
適
宜

補
っ
て
い
る
。

（2）
『
国
史
大
事
典
』（
吉
川
弘
文
館
）
も
、「
主
と
し
て
宮
中
公
家
に
お
い
て
安
産
・
除
病
・
除
障
を
祈
る
た
め
息
災
法
や
増
益
法
・
調

伏
法
に
よ
っ
て
修
せ
ら
れ
た
」
と
し
て
い
る
。

（3）
浅
尾
広
良
氏
は
、
朱
雀
帝
を
死
な
ど
の
災
厄
か
ら
守
る
た
め
の
修
法
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
（「
朱
雀
帝
御
代
の
始
ま
り
―
葵
巻

前
の
空
白
の
時
間
と
五
壇
の
御
修
法
―
」『
源
氏
物
語
の
皇
統
と
論
理
』
翰
林
書
房　

二
〇
一
六
年
）。

（4）
森
茂
暁
氏
「
五
壇
法
の
史
的
研
究
」（「
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
」
第
三
九
号　

一
九
九
四
年
三
月
）、「
五
壇
法
修
法
一
覧
」（「
福

岡
大
学
人
文
論
叢
」
第
三
〇
巻
第
一
号　

一
九
九
八
年
六
月
）。

（5） 

『
夜
の
寝
覚
め
』
に
も
中
の
君
の
出
産
に
か
か
わ
り
、「
修
法
五
壇
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
巻
一
―
九
四
頁
）
の
例
が
み
ら
れ

る
が
、
諸
寺
そ
れ
ぞ
れ
に
計
五
壇
ほ
ど
の
修
法
を
依
頼
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
五
壇
の
御
修
法
と
は
異
な
る
。

（6）
註

（4）
と
同
じ
。
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（7）
註

（3）
二
三
六
頁
。

（8）
註

（3）
二
三
八
頁
。

（9）
註

（4）
森
氏
の
調
査
に
よ
る
。
長
徳
三
年
の
例
は
、
続
群
書
類
従
『
五
壇
法
日
記
』
六
五
頁
で
も
確
認
で
き
る
。

（11）
続
群
書
類
従
『
五
壇
法
日
記
』
六
五
～
六
六
頁
。

（11）
『
日
本
紀
略
』
後
篇
一　

天
慶
三
年
八
月
廿
九
日　

四
〇
頁
。

（12）
『
日
本
紀
略
』
後
篇
四　

天
徳
四
年
九
月
廿
三
日　

七
九
頁
。

（11）
続
群
書
類
従
『
五
壇
法
日
記
』
六
五
頁
。

（14）
続
群
書
類
従
『
五
壇
法
日
記
』
六
五
頁
。

（15）
『
日
本
紀
略
』
後
篇
七　

天
元
四
年
八
月
一
九
日　

一
四
三
頁
。
な
お
、『
五
壇
法
日
記
』
に
よ
れ
ば
、良
源
は
五
壇
の
御
修
法
の
際
、

中
壇
を
担
当
し
て
い
る
（
続
群
書
類
従
『
五
壇
法
日
記
』
六
五
頁
）。

（11）
『
栄
花
物
語
』
に
は
、
院
の
御
所
と
し
て
い
た
枇
杷
殿
の
焼
失
に
際
し
、
三
条
院
が
「
お
ぼ
ろ
け
の
位
を
も
去
り
離
れ
た
る
に
、
か

か
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
人
の
思
ふ
ら
ん
こ
と
も
恥
づ
か
し
」（『
栄
花
物
語
』
巻
第
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」
二
―
八
三
頁
）
と
述

懐
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
内
裏
や
院
の
焼
亡
は
、
帝
や
院
に
と
っ
て
自
身
の
不
徳
を
示
す
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。

（11）
速
水
脩
氏
「
五
壇
法
」（『
呪
術
宗
教
の
世
界
―
密
教
修
法
の
歴
史
―
』
塙
書
房　

一
九
八
七
年　

一
〇
一
頁
）。
速
水
氏
「
摂
関
体

制
全
盛
期
の
秘
密
修
法
（『
平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
三
年
）
に
も
詳
細
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（11）
松
井
健
児
氏
「
光
源
氏
の
御
陵
参
拝
」（『
源
氏
物
語
の
生
活
世
界
』
翰
林
書
房　

二
〇
〇
〇
年　

二
三
〇
～
二
三
一
頁
）。

（11）
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
『
岷
江
入
楚
』「
明
石
」
二
―
一
〇
五
頁
。

（21）
桐
壺
院
の
霊
の
出
現
の
問
題
は
古
来
よ
り
多
く
の
問
題
を
呈
し
て
い
る
。
今
ま
で
の
研
究
史
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
多
角
的
に
検
証
し
た

も
の
と
し
て
袴
田
光
康
氏
「
桐
壺
帝
堕
地
獄
説
と
『
日
蔵
夢
記
』
―
延
喜
王
堕
地
獄
説
話
と
〈
聖
君
〉
の
論
理
―
」（『
源
氏
物
語
の

史
的
回
路
―
皇
統
回
帰
の
物
語
と
宇
多
天
皇
の
時
代
―
』
お
う
ふ
う　

二
〇
〇
九
年
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

一
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（21）
三
苫
浩
輔
氏
「
朧
月
夜
を
め
ぐ
る
光
源
氏
と
朱
雀
帝
」（『
源
氏
物
語
の
古
代
と
文
学
』
桜
楓
社　

一
九
八
五
年　

六
五
頁
）。

（22）
河
添
房
江
氏「
朱
雀
皇
権
の〈
巫
女
〉朧
月
夜
」（『
源
氏
物
語
表
現
史　

喩
と
王
権
の
位
相
』翰
林
書
房　

一
九
九
八
年　

三
三
八
頁
）。

（21）
高
田
祐
彦
氏
「
逆
境
の
光
源
氏
―
賢
木
巻
後
半
の
方
法
―
」（『
源
氏
物
語
の
文
学
史
』
東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
三
年　

三
一
五

～
三
一
六
頁
）。
河
添
房
江
氏
も
、「
光
源
氏
自
身
に
罪
の
自
覚
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
は
記
憶
さ
れ
て
お
い
て
よ
い
。
色
好
み
の
対
象

を
朱
雀
皇
権
に
よ
っ
て
次
々
に
神
に
緊
縛
さ
れ
、
隔
離
さ
れ
た
光
源
氏
に
、「
癖
」
が
い
わ
ば
本
能
的
、
先
験
的
に
作
用
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
」（
註

（22）
三
三
九
頁
）
と
指
摘
さ
れ
る
。
朱
雀
帝
の
御
世
と
は
、
桐
壺
院
の
霊
は
も
ち
ろ
ん
、
光
源
氏
と
の
闘
争
の
御

世
で
あ
る
こ
と
も
改
め
て
確
認
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

（24）
内
田
敦
士
氏
「
平
安
時
代
の
仁
王
会
」（「
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
第
二
六
五
号　

二
〇
一
七
年
一
二
月
）。

（25）
註

（22）
三
五
一
頁

（21）
松
井
健
児
氏
は
、
藤
壺
が
主
催
す
る
季
の
御
読
経
と
そ
こ
か
ら
の
藤
壺
の
出
家
に
つ
い
て
、「
や
は
り
そ
の
根
底
に
亡
き
桐
壺
院
霊

の
霊
威
に
頼
む
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
る
（
註

（11）
、
二
三
一
頁
）。  

（21）
高
橋
麻
織
氏
「
弘
徽
殿
大
后
の
政
治
的
機
能
―
朱
雀
朝
の
「
母
后
」
と
「
妻
后
」
―
」（『
源
氏
物
語
の
政
治
学
―
史
実
・
准
拠
・
歴

史
物
語
―
』
笠
間
書
院　

二
〇
一
六
年　

二
一
一
頁
）。

（21）
註

（21）
二
〇
三
頁
。

付
記　

本
研
究
は
、JSPS

科
研
費JP17K13394

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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