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『
源
氏
物
語
』
成
立
以
後
、
宮
廷
社
会
を
舞
台
と
し
た
物
語
が
多

く
出
現
し
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
量
の
う
え
で
も
物
語
の
展
開
に

お
い
て
も
『
源
氏
物
語
』
を
凌
い
で
は
い
な
い
。
特

κ中
世
に
な
る 国

文
学
科
三
十
一
回
生
十
六
号

黒

田

異

理

子

と
、
虚
構
の
情
緒
に
溺
れ
た
王
朝
栄
華
の
追
想
か
ら
、
創
造
力
の
乏

し
い
擬
古
物
語
が
数
多
く
生
ま
れ
て
い
る
。
日
常
の
生
活
の
ど
ん
な

局
面
に
で
も
す
ぐ
に
古
典
を
回
顧
し
た
乙
の
当
時
、
物
語
が
古
典
を

踏
襲
し
た
の
も
当
然
す
ぎ
る
乙
と
か
も
し
れ
な
い
。
『
我
身
に
た
ど

る
姫
君
』
も
乙
の
部
類
に
含
ま
れ
る
作
品
で
あ
る
。

ζ

の
物
語
の
作
者
は
未
詳
で
、
成
立
年
代
も
不
明
で
あ
り
、
他
の

物
語
の
研
究
に
比
べ
て
か
な
り
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

『
無
名
草
子
』
に
「
何
事
も
、
物
ま
ね
び
は
必
ず
も
と
に
劣
る
わ

ぎ
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ζ

の
物
語
も
『
源
氏
物
語
』
の

影
響
を
抜
け
切
っ
て
い
な
い
部
分
も
あ
り
ζ

の
非
難
を
受
け
る
に
ち

が
い
な
い
。

ζ
ζ

で
は
、
叙
情
も
余
韻
も
す
で
に
枯
れ
果
て
、
心
境

描
写
も
情
景
描
写
も
荒
く
、
あ
た
か
も
年
代
記
の
よ
う
な
感
を
与
え

る
と
の
物
語
の
底
流
で
あ
る
系
譜
と
人
物
造
型
に
つ
い
て
考
察
し
、

そ
の
上
で
新
境
地
を
狙
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
巻
五
、
巻

六
、
巻
七
の
主
人
公
を
取
り
あ
げ
構
想
面
か
ら
吟
味
し
で
い
く
と
と

に
す
る
。

尚
、
テ
キ
ス
ト
に
は
、
現
段
階
で
は
惟
一
の
本
文
と
注
釈
が
な
き
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れ
て
い
る
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
物
語
全
註
解
』
徳
満
澄
雄
著
（
有

精
堂
）
を
使
用
し
た
。

本

論

第
一
章
系
譜
と
人
物
造
型

主
な
る
三
系
に
つ
い
て
系
譜
を
追
っ
て
み
る
と
、
ど
の
家
系
も
前

世
代
の
人
物
像
を
踏
襲
し
て
お
り
類
型
的
な
人
物
造
型
が
な
さ
れ
て

い
る
と
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
三
系
に
二
の
宮
系
が
介
在
し
て
血
脈

的
融
合
が
完
成
さ
れ
、

ζ

乙
で
第
一
世
代
か
ら
続
い
て
き
た
公
然
・

非
公
然
の
恋
愛
模
様
が
一
段
落
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ζ

れ
に

は
物
語
を
予
定
調
和
の
方
向
に
推
進
さ
せ
る
た
め
の
誘
因
と
し
て
、

密
通
に
関
し
て
の
罪
意
識
の
軽
減
や
宿
命
的
観
念
が
大
き
く
働
き
か

け
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

鎌
倉
期
の
物
語
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
物
語
作
家
の
構
想
力
不

足
に
よ
っ
て
物
語
が
一
貫
し
た
内
容
を
持
つ
ζ

と
な
く
分
裂
し
て
終

わ
る
傾
向
が
あ
り
、
年
代
や
人
物
関
係
に
お
い
て
も
組
酷
し
破
綻
を

示
す
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
と
の

作
品
で
は
各
登
場
人
物
の
官
位
昇
進
や
人
物
関
係
、
ま
た
時
間
の
経

過
巻
み
て
も
阻
厳
し
て
い
る
点
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
も
差
し

支
え
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。
作
者
は
い
わ
ゆ
る
「
長
い
目
」
を
も
っ

て
し
て
ζ

の
作
品
を
成
し
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
主
な
る
三

系
の
流
れ
も
第
四
世
代
に
お
け
る
予
定
調
和
の
方
向
に
向
か
っ
て
い

る
と
言
う
ζ

と
が
で
き
、
ま
さ
し
く
ζ

乙
に
作
者
の
意
図
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
ζ

の
物
語
は
家
系
の
流
れ
そ
の
も
の
を
描

い
た
も
の
で
あ
り
、
乙
の
家
系
と
い
う
も
の
申
守
浮
き
上
が
ら
せ
る
た

め
に
各
人
物
は
類
型
的
で
世
代
踏
襲
が
な
さ
れ
た
造
型
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
者
の
視
点
は
常
に
個
人
に
向
け
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
て
家
系
の
流
れ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

き
て
、

ζ

の
よ
う
な
年
代
記
的
構
想
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
当

時
の
仏
教
思
想
が
作
者
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る。

ζ

の
物
語
に
出
て
く
る
「
宿
世
」

l
l前
世
か
ら
の
因
縁
や
宿

命
を
意
味
し
て
い
る
｜
｜
の
語
数
を
拾
っ
て
み
る
と
左
表
の
よ
う
に

な
る
。

巻

一

二

五

七

「

宿

世

」

の

数

1

1

8

5

7

※
『
源
氏
物
語
』
の
「
宿
世
」
の
総
数
回

ζ

の
数
字
を
「
源
氏
物
語
』
と
比
較
す
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者

の
持
つ
語
嚢
量
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

ζ

の
作
品
が

「
源
氏
物
語
』
の
約
六
分
の
一
の
規
模
と
い
う
点
を
含
め
て
み
る
と

そ
の
総
数
に
お
い
だ
は
『
源
氏
物
語
』
の
約
同
倍
の
頻
出
度
で
あ
り
、

数
字
の
上
か
ら
い
え
ば
宿
世
観
が
強
く
出
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。
さ
ら
に
巻
別
に
そ
の
数
を
み
る
と
、
前
半
（
巻
三
ま
で
）

が
7
で
あ
る
乙
と
に
対
し
て
後
半
は
幻
で
あ
る
。
前
半
が
約
四
年
間

の
出
来
事
を
詳
細
に
叙
し
て
い
る
乙
と
に
対
し
後
半
は
約
二
十
余
年

聞
に
わ
た
る
多
数
の
人
物
の
動
静
を
短
い
文
面
に
圧
縮
さ
せ
て
お
り
、

乙
こ
に
も
物
語
の
流
れ
、
つ
ま
り
家
系
の
流
れ
を
「
宿
世
」
に
還
元

さ
せ
る
よ
う
な
筆
致
が
窺
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
巻
八
に
は
ζ

の
語
が
一
回
も
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、

ζ

れ
は
注
も
自
然
に
予
定
調

和
的
に
三
系
の
融
合
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
作
者
の

筆
使
い
の
う
ま
さ
と
受
け
取
り
た
い
。

5 I三

」品
ノ、

OI八．

281計

四

I 

。。



以
上
の
よ
う
に
、

ζ

の
物
語
の
底
流
で
あ
る
系
譜
と
人
物
造
型
に

つ
い
て
、
作
者
が
と
の
物
語
の
主
軸
と
し
て
い
る
の
は
各
家
系
の
流

れ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
個
々
の
人
物
は
そ
の
流
れ
に
包
含
S
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
と
、
そ
の
よ
う
な
背
景
と
し
て
宿
世
観
が
介

入
し
て
い
る
と
い
う
ζ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
章
各
人
物
設
定
と
構
想

鎌
倉
期
の
類
廃
し
た
公
家
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
物
語
は
し
ば
し

ば
グ
ロ
テ
ス
ク
な
場
面
を
描
き
出
し
、
恋
態
・
怪
奇
を
扱
い
、
露
骨

な
描
写
も
少
く
な
い
も
の
が
多
い
。
乙
の
物
語
に
お
い
て
も
宿
世
観

の
介
入
し
た
血
脈
の
流
れ
と
は
ま
た
別
に
、
と
う
い
う
部
類
の
世
界

も
作
者
は
創
出
し
て
い
る
。
思
う
に
と
の
作
者
は
常
に
物
語
を
二
つ

の
観
点
か
ら
描
乙
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
源
氏

物
語
』
の
「
宇
治
十
帖
」
の
世
界
の
続
編
を
思
わ
せ
る
よ
う
伝
権
中

納
言
と
こ
の
宮
、
さ
ら
に
そ
の
息
の
殿
の
左
大
将
と
宮
の
右
大
将
の

設
定
も
さ
る
と
と
な
が
ら
、
女
帝
と
そ
の
異
母
妹
の
前
斎
宮
と
の
両

極
端
な
人
物
設
定
や
、
巻
七
で
は
新
帝
と
一
品
の
宮
の
悲
恋
を
描
く

一
方
で
後
涼
肢
と
宮
の
右
大
将
の
密
通
ゃ
、
意
に
反
し
た
藤
壷
般
の

三
の
宮
懐
妊
な
ど
対
照
的
な
内
容
を
網
羅
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

と
で
は
第
四
世
代
に
お
け
る
血
脈
的
融
合
と
は
直
接
的
に
は
関
係
が

な
い
が
物
語
の
進
行
の
上
で
異
彩
を
放
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
女
帝

な
ど
以
下
の
人
物
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

第
一
節
我
身
姫
の
位
置
付
け

ζ

の
駒
語
に
は
、
巻
ご
と
に
主
人
公
の
亜
流
的
人
物
が
甚
だ
多
く

存
在
し
て
い
て
く
し
く
も
主
人
公
を
支
え
て
い
る
と
い
っ
た
観
が
強

ぃ
。
し
か
し
時
間
的
な
面
か
ら
見
て
み
る
と
、
我
身
姫
に
つ
い
て
は

そ
の
出
生
か
ら
死
ま
で
が
点
描
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
巻
六
を
除
く
す

べ
て
の
巻
に
登
場
し
て
い
る
と
と
か
ら
乙
の
物
語
の
中
心
人
物
と
言

え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
乙
で
我
身
姫
に
与
え
ら
れ
た
位
置
に
つ
い

て
考
え
て
み
る
と
と
に
す
る
。

前
半
の
巻
一
か
ら
巻
三
ま
で
は
我
身
姫
と
同
時
代
の
人
物
に
関
す

る
描
写
が
多
く
、
彼
女
も
物
語
の
第
一
線
に
位
置
付
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
物
語
の
展
開
の
上
で
は
さ
ほ
ど
際
立
っ
た
存
在
で
は
な
い
よ

う
だ
。
個
々
の
出
来
事
の
主
役
と
い
う
よ
り
も
前
半
部
を
包
み
と
む

漠
然
と
し
た
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
巻
回
以
後
は

各
出
来
事
の
背
景
に
見
え
隠
れ
す
る
程
度
で
あ
る
。
我
身
姫
の
登
場

す
る
「
場
面
」
に
注
目
し
て
み
る
と
、
そ
の
約
半
数
が
頗
る
不
倫
の

匂
い
が
強
い
各
恋
愛
護
に
関
係
し
て
い
る
乙
と
に
気
が
つ
く
。
権
中

納
言
と
女
三
の
宮
、
後
涼
殿
と
宮
の
右
大
将
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

特

κ巻
七
の
新
帝
と
一
品
の
宮
と
の
悲
愛
に
は
、
宮
の
母
親
と
い
う

立
場
も
さ
る
ζ

と
な
が
ら
、
一
面
、
不
倫
の
愛
の
傍
観
者
と
い
う
シ

リ
ー
ズ
の
極
ま
っ
た
形
を
見
い
出
す
と
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
ぞ
れ
の
密
通
関
係
が
表
面
化
す
る
に
つ
れ
て
読
者
に
、
あ
の
一

世
代
目
の
関
白
と
皇
后
の
宮
の
関
係
を
呼
ぴ
起
ζ
さ
せ
る
べ
き
手
段

と
し
て
我
身
姫
の
存
在
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

我
身
姫
の
人
物
紹
介
的
措
写
の
中
で
特
に
巻
四
で
は
「
我
身
に
た

ど
る
と
か
や
初
め
よ
り
思
し
乱
れ
し
御
上
な
め
る
」
、
さ
ら
に
巻
八

の
我
身
姫
崩
御
の
と
こ
ろ
で
は
「
我
身
に
た
ど
る
と
か
や
初
め
よ
り

聞
乙
え
た
ま
ひ
し
御
上
よ
」
と
な
っ
て
い
る
．
乙
れ
ら
は
巻
一
の

n
w
d
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「
我
が
身
に
た
ど
る
契
り
な
り
け
ん
」
の
歌
を
踏
ま
え
て
の
描
写
で

あ
る
。
機
会
あ
る
C
と
に
作
者
は
我
身
姫
の
立
場
を
物
語
の
発
端
に

返
っ
て
再
篠
認
し
て
い
る
わ
け
で
、
や
は
り
と
こ
に
も
水
尾
帝
皇
后

の
宮
と
関
白
と
の
関
係
が
尾
を
引
い
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
時
の
皇
后
の
宮
と
関
白
と
の
聞
の
秘
密
の
子
と
し
て
の
運
命
を

背
負
わ
さ
れ
た
我
身
姫
は
、
そ
の
「
我
身
に
た
ど
る
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉

そ
の
も
の
が
物
語
全
体
の
シ
ル
エ
ッ
ト
的
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
多

く
の
人
々
が
登
場
し
て
は
い
っ
と
も
な
く
消
え
去
る
乙
の
物
語
に
お

い
て
し
ぶ
と
く
そ
の
存
在
を
保
持
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
「
時
の
流
れ
」
の
主
人
公
と
し
て
の
位
置
を
我
身
姫
に
見
て
取
る

乙
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

物
語
は
ま
ず
、
音
羽
の
尼
上
に
養
育
さ
れ
て
い
た
我
身
姫
が
「
め

づ
ら
か
に
き
よ
ら
な
る
御
注
ま
に
て
、
心
ひ
と
つ
に
思
ひ
乱
れ
た
ま

ふ
」
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
あ
る
雪
の
日
三
位
の
中
将
に
垣

間
見
ら
れ
、
さ
ら
に
こ
の
宮
も
我
身
姫
に
心
を
寄
せ
初
め
た
乙
と
を

知
っ
た
実
母
・
皇
后
の
宮
は
心
痛
の
あ
ま
り
崩
御
し
て
し
ま
い
、
我

身
姫
は
実
父
・
関
自
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
る
。
時
の
い
た
ず
ら
か

ら
か
春
宮
の
御
息
所
と
な
り
、
中
宮
、
皇
太
后
女
院
を
経
て
そ
の
一

生
を
閉
じ
て
い
る
。
我
身
姫
自
身
に
は
同
母
弟
の
こ
の
宮
か
ら
言
い

寄
ら
れ
た
乙
と
以
外
乙
れ
と
い
っ
た
事
件
は
な
く
、
二
の
宮
と
の
関

係
も
皇
后
の
宮
が
一
一
の
宮
の
夢
に
現
れ
、
二
人
の
乙
と
を
そ
れ
と
な

く
諭
し
た
こ
と
で
決
着
が
つ
い
て
い
る
。
最
後
も
「
皇
太
后
の
宮
の

御
事
の
後
、
尽
き
せ
ぬ
御
嘆
き
に
弱
ら
せ
た
ま
ひ
に
し
な
り
。
」
と

あ
る
よ
う
に
親
に
先
立
っ
た
一
品
の
宮
の
死
の
延
長
線
上
に
一
生
が

終
っ
て
お
り
、
自
分
自
身
よ
り
も
他
の
人
物
の
行
動
の
背
景
に
生
き

た
人
物
で
あ
る
。
全
体
的
に
み
て
主
体
性
が
な
く
「
宿
世
」
に
流
さ

れ
て
生
き
る
タ
イ
プ
の
女
性
で
、
「
足
立
た
ぬ
蛭
の
子
」
的
は
か
な

き
ゃ
位
び
し
さ
を
雰
囲
気
と
し
て
持
っ
て
お
り
「
王
朝
的
あ
は
れ
」

を
感
じ
と
る
と
と
が
で
き
る
人
物
の
よ
う
だ
。
鎌
倉
期
の
乱
れ
た
宮

廷
社
会
の
落
胤
で
あ
る
と
同
時
に
過
ぎ
去
り
し
よ
き
王
朝
時
代
に
憧

れ
、
思
い
を
馳
せ
る
作
者
の
よ
す
が
と
し
た
の
が
と
の
我
身
姫
で
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
節
女
帝
に
つ
い
て

巻
五
に
は
承
香
殿
皇
后
の
即
位
に
よ
る
女
帝
の
治
世
が
描
か
れ
て

い
る
。
史
実
上
の
女
帝
は
奈
良
時
代
の
称
徳
天
皇
以
来
長
く
絶
え
て

お
り
、
江
戸
時
代
の
明
正
天
皇
に
至
っ
て
再
現
を
み
る
も
の
で
、

ζ

の
女
帝
の
設
定
は
作
者
の
独
創
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

女
帝
は
皇
后
の
宮
の
息
・
嵯
峨
院
と
関
自
の
娘
・
嵯
峨
女
院
と
の

聞
の
姫
君
で
あ
る
。
「
姫
宮
ひ
と
と
ζ

ろ
ぞ
持
た
せ
た
ま
へ
る
」
と

あ
り
両
親
の
期
待
を
一
心

κ集
め
て
の
登
場
で
、
ま
ず
嵯
峨
院
は
我

身
帝
に
入
内
を
申
し
込
む
。
し
か
し
中
宮
（
我
身
姫
）
以
外
の
女
性

に
は
戯
れ
に
も
関
心
を
示
さ
な
い
我
身
帝
が
乙
れ
を
拒
否
し
た
た
め

春
宮
の
后
に
し
よ
う
と
試
み
る
が
「
関
白
殿
の
御
あ
た
り
い
か
に
も

一
方
は
あ
る
べ
き
き
ま
な
め
れ
ば
、
な
み
な
み
の
更
衣
な
ど
だ
に
参

り
ぐ
る
し
う
す
る
に
、
ま
し
て
民
の
外
の
后
は
、
女
院
い
み
じ
う
御

諌
め
あ
」
っ
て
前
途
多
難
で
あ
る
。
し
か
し
「
た
だ
い
か
で
も
限
り

あ
ら
ん
御
位
ひ
と
つ
を
わ
が
世
の
末
な
く
て
や
み
ぬ
る
御
哀
ぴ
に
」

と
い
う
嵯
峨
院
の
た
っ
て
の
希
望
が
通
じ
て
春
宮
へ
の
入
内
の
運
び

と
な
っ
て
い
る
。
三
条
帝
の
後
宮
に
は
他
に
「
藤
壷
に
殿
の
女
御
、

後
涼
殿
に
三
条
の
女
御
、
麗
景
殿
に
式
部
卿
宮
の
女
御
」
と
鋪
鐸
た
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る
メ
ン
バ
ー
が
織
っ
て
い
る
の
で
、
帝
の
愛
の
対
象
と
い
う
よ
り
も

次
の
帝
位
に
つ
く
べ
き
足
掛
り
的
趣
き
が
強
い
よ
う
だ
。

三
条
帝
皇
后
の
地
位
に
あ
る
時
は
他
の
后
と
の
競
争
を
避
け
て
里

が
ち
で
あ
り
「
御
手
は
た
世
に
類
な
き
ま
で
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
」
と

才
学
の
面
の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
三
条
帝
譲
位
の
後
帝
位
に
つ

く
と
「
あ
ゃ
に
く
に
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ふ
乙
と
も
な
き
御
様
・
容
貌

を
は
じ
め
（
中
略
）
ま
乙
と
に
言
葉
も
及
ぶ
ま
じ
く
ぞ
お
は
し
ま
芝

「
も
と
よ
り
け
し
か
ら
ぬ
底
清
き
御
さ
ま
の
、
人
に
似
さ
せ
た
ま
は

ぎ
り
し
」
と
い
う
よ
う
に
女
帝
讃
嘆
が
な
さ
れ
て
お
り
、
政
策
面
で

も
「
み
な
の
事
は
け
ぎ
や
か
に
揺
れ
も
な
く
の
み
も
て
つ
け
た
る
用
意
、

ま
ζ

と
に
き
ら
ぎ
ら
し
」
と
理
想
的
形
態
を
と
っ
て
「
心
な
き
草
木
｝

ま
で
も
康
く
治
世
で
あ
る
。
乙
れ
を
巻
ご
と
に
見
る
と
、

巻
四
0

（
三
条
帝
皇
后
）
帝
の
寵
愛
は
薄
い
方
で
里
が
ち
で
あ
る
。

0

和
歌
の
才
能
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

巻
五
O

（
女
帝
）
宮
中
の
綱
紀
粛
正
に
努
め
理
想
的
政
治
を
行
っ

て
い
る
。

o
三
条
院
の
寵
愛
が
以
前
よ
り
も
深
ま
る
。

O

和
歌
に
加
え
て
音
楽
的
才
能
も
備
え
て
い
る
。

。
仏
教
的
教
養
も
身
K
つ
け
て
い
る
。
（
「
御
み
づ
か
ら
書

か
せ
た
ま
ひ
し
金
泥
の
五
部
の
大
乗
教
」
）

巻
六
0

（
女
帝
）
才
学
が
聖
域
に
達
し
て
い
る
。
（
「
い
み
じ
き

明
王
に
も
た
て
ま
つ
れ
る
か
な
」

l
l
民
部
卿
の
言
）

漢
学
的
教
養
の
付
加
（
『
群
書
治
要
』
を
読
ん
で
い
る
。
）

o
人
間
性
に
幅
が
出
て
い
る
。
（
扇
を
め
ぐ
る
側
近
へ
の
心

づ
か
い
。
）

。
政
治
的
収
拾
力
が
あ
る
。
（
前
斎
宮
邸
の
と
り
ま
と
め
）

o
三
条
院
の
影
が
な
い

o
l－
－
「
帝
」
と
し
て
一
個
の
独
立

し
た
形
の
篠
立

と
な
っ
て
い
る
。
巻
六
は
巻
五
の
並
び
の
巻
で
あ
る
と
と
も
あ
り
、

巻
五
で
完
成
さ
れ
た
女
帝
像
の
さ
わ
り
の
部
分
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ

た
描
写
と
い
え
よ
う
。
非
の
打
ち
ど
ζ
ろ
の
な
い
人
間
l
l
そ
れ
が

女
帝
な
の
で
あ
る
。
前
に
も
触
れ
た
が
女
帝
は
第
一
世
代
の
皇
后
の

宮
の
息
・
嵯
峨
院
と
関
白
の
娘
・
嵯
峨
女
院
と
の
聞
の
姫
君
で
あ
る
。

皇
后
の
宮
と
関
白
は
不
倫
な
愛

κよ
っ
て
結
ぼ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、

そ
の
子
達
は
彼
ら
の
愛
を
ま
と
も
な
形
で
顧
現
し
た
乙
と
に
な
る
。

乙
乙
に
皇
后
腹
系
と
関
自
家
系
の
不
義
に
よ
ら
な
い
正
統
な
接
触
が

あ
る
わ
け
で
、
女
帝
は
そ
の
出
生
か
ら
し
て
作
者
の
理
想
と
す
る
人

物
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
女
帝
の
治
世
は

第
四
世
代
の
人
々
に
と
っ
て
も
精
神
的
支
柱
と
な
っ
て
お
り
、
女
帝

は
来
た
る
べ
き
三
系
の
融
合
上
潔
癖
す
ぎ
る
ぞ
ら
い
美
化
さ
れ
た
象

徴
と
言
う
ζ

と
が
で
き
よ
う
。

次
に
「
天
降
れ
ら
ん
乙
女
の
姿
も
及
ぶ
ま
じ
う
」
と
い
う
文
を
初

め
と
し
て
「
か
ぐ
や
姫
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
常
に
女
帝
の
存
在
と
重
な

っ
て
い
る
乙
と
も
興
味
深
い
。
以
下
関
係
箇
所
を
あ
げ
て
み
る
。

マ
さ
ら
に
天
降
れ
ら
ん
乙
女
の
姿
も
及
ぷ
ま
じ
う
、
つ
や
つ

や
と
め
で
た
き
御
髪
の
す
そ
ま
で
」

マ
「
か
け
ざ
り
し
棋
の
波
に
袖
濡
れ
て
神
代
あ
や
し
き
身
の

割
引
か
な
」（

豊
の
御
棋
で
の
三
条
院
の
歌
に
対
す
る
女
帝
の

返
歌
）
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マ
「
色
に
出
で
ん
秋
の
涙
の
か
ひ
も
あ
ら
じ
月
の
都
に
契
り

絶
え
な
ば
」（

三
条
院
へ
の
行
幸
の
場
面
で
の
女
帝
の
歌
）

マ
例
の
こ
ち
た
き
御
契
り
も
、
月
の
都
の
み
ぞ
恐
ろ
し
う
思

レ
め
・
8
れ
て（

三
条
院
へ
の
行
幸
の
場
面
）

マ
「
お
ほ
か
た
の
す
み
果
て
ぬ
世
の
は
か
な
さ
を
月
の
都
に

た
れ
か
か
乙
た
ん
」

（
三
条
院
へ
の
行
幸
の
場
面
で
の
女
帝
の
歌
）

マ
五
日
の
月
の
い
と
ほ
そ
く
か
す
か
に
て
、
御
車
に
さ
し
む

か
ひ
た
る
心
地
す
る
に
「
月
の
都
」
は
、
ま
づ
思
し
め
し

出
で
ら
れ
て（

一
二
条
院
が
故
女
帝
を
懐
し
む
場
面
）

そ
の
他
嵯
峨
院
へ
の
行
幸
の
折
「
昔
の
姫
宮
の
御
世
思
し
出
で
て
、

御
膝
に
も
据
ゑ
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
く
」
思
っ
て
い
る
父
・
嵯
峨
院

や
、
離
別
の
悲
し
み
の
あ
ま
り
「
つ
つ
み
あ
へ
ず
御
凡
帳
押
し
や
ら

せ
た
ま
ふ
。
女
院
の
御
類
ひ
さ
ら
に
隔
て
き
と
え
さ
す
べ
く
や
は
と

あ
ま
り
の
御
心
ざ
し
に
は
、
軽
軽
し
く
も
や
闇
乙
ゆ
ら
ん
」
と
評
さ

れ
る
よ
う
な
常
態
を
逸
し
た
行
動
を
取
っ
て
い
る
母
・
嵯
峨
女
院
の

様
は
、
女
帝
へ
の
愛
情
そ
の
も
の
で
あ
り
、
翁
の
か
ぐ
や
姫
に
対
す

る
愛
情
と
同
類
で
あ
る
と
言
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
女
帝
は
死
後
兜
率
の
内
院
で
和
歌
の
会
を
催
し
て
い
る
乙
と

に
な
っ
て
い
る
が
、
兜
率
の
内
院
で
の
歌
会
と
い
う
の
も
か
ぐ
や
姫

の
連
想
か
ら
い
け
ば
あ
り
う
る
乙
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
巻
八
で
、
生

前
養
育
し
て
い
た
今
上
帝
が
病
に
倒
れ
、
祈
穏
や
さ
ま
ざ
ま
な
薬
も
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効
を
奏
注
な
か
っ
た
時
、
女
帝
が
太
皇
太
后
と
今
上
帝
の
夢
に
現
れ

て
今
上
帝
の
治
世
を
予
言
し
病
を
快
癒
さ
せ
て
い
る
が
、
と
の
辺
も

か
ぐ
や
姫
の
後
日
談
的
性
格
と
呼
べ
な
い
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

乙
れ
ら
一
連
の
か
ぐ
や
姫
の
連
想
は
、
女
帝
を
一
一
層
神
霊
化
す
る

と
同
時
に
現
実
離
れ
し
た
存
在
へ
と
走
っ
て
い
る
点
は
否
め
な
い
。

し
か
し
女
帝
設
定
に
窺
え
る
思
想
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

当
時
の
宮
廷
社
会
を
み
る
と
、
例
え
ば
「
と
は
ず
が
た
り
』
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
皇
室
に
お
い
て
も
い
わ
ゆ
る
倫
理
観
の
枠
を
越
え
た

愛
の
遍
歴
が
公
然
と
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中

で
第
一
に
王
政
復
古
の
思
想
が
そ
れ
で
あ
る
。
閉
鎖
的
類
廃
的
な
貴

族
社
会
を
背
景
に
し
て
乙
の
物
語
の
中
で
女
帝
の
設
定
が
な
さ
れ
た

と
と
は
目
を
見
張
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
壊
れ
つ
つ
あ
る
宮
廷
社
会

の
復
興
を
女
帝
に
託
し
て
夢
見
て
い
る
作
者
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る

よ
う
だ
。

ζ

の
王
政
復
古
の
思
想
は
い
わ
ば
厳
し
い
現
実
批
判
の
上

に
生
ま
れ
た
も
の
だ
が
、
作
者
は
天
人
女
薦
議
の
伝
奇
的
ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
を
も
っ
て
女
帝
を
創
出
し
て
い
る
。
よ
っ
て
女
帝
は
物
語
の

中
で
の
み
活
躍
す
る
人
物
で
あ
り
、
社
会
的
に
発
展
性
が
な
い
の
が

難
点
と
な
っ
て
い
る
観
が
あ
る
。
次
に
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
第
二
に

結
婚
拒
否
の
思
想
が
窺
え
る
と
と
で
あ
る
。
兜
率
天
で
の
女
帝
の
歌
は
、

「
露
霜
の
結
ぶ
契
り
を
い
き
め
来
し
朝
日
の
光
り
今
日
や
は
伍aa苛

れ
ぬ
る
」

p

「
か
り
そ
め
の
水
に
宿
り
し
日
か
げ
を
惜
し
み
顔

κも
濡

れ

伍

し

袖

か

な

」

同

と
あ
り
、
三
条
帝
と
の
夫
婦
の
仲
も
白
紙
に
戻
す
べ
き
状
況
で
あ
る
。

と
の
物
語
の
中
に
は
多
様
な
女
性
像
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

q
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の
中
で
と
の
女
性
ζ
そ
作
者
の
週
想
と
す
る
人
物
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
頭
脳
明
噺
・
容
姿
端
麗
、
さ
ら
に
夫
に
追
随
的
で
は

な
く
一
個
の
独
立
し
た
存
在

l
！
と
ζ

に
理
想
的
な
女
性
の
創
出
が

な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

叙
述
に
お
い
て
先
雌
物
語

κ執
着
し
す
ぎ
た
と
い
う
問
題
が
あ
る

に
し
ろ
、
や
は
り
構
想
か
ら
見
る
と
女
帝
設
定
は
擬
古
物
語
の
新
境

地
を
狙
っ
た
も
の
と
し
て
十
分
評
価
で
き
る
と
思
う
。

第
三
郎
前
斎
宮
を
め
ぐ
っ
て

嵯
峨
院
に
は
女
帝
の
他
に
異
腹
の
姫
君
が
あ
っ
て
斎
宮
と
し
て
伊

勢
に
下
っ
て
い
た
が
、
女
帝
の
御
代
に
な
っ
て
上
京
し
た
。
乙
の
前

斎
宮
を
め
ぐ
っ
て
の
請
が
巻
六
町
主
部
を
占
め
て
い
る
。
巻
六
は
構

造
上
の
問
題
や
作
者

κつ
い
て
、
ま
た
他
巻
と
の
成
立
年
代
に
関
し

て
も
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
乙
乙
で
は
前
斎
宮
の
人
物
像

そ
の
も
の
と
全
体
の
構
炉
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

作
者
が
前
斎
宮
と
い
う
人
物
を
と
の
巻
六
と
い
う
物
語
の
流
れ
の

上
で
も
中
軸
と
言
え
る
部
分
に
設
定
し
て
い
る
ζ

と
は
注
目
さ
れ
る
。

さ
ら
に
巻
三
と
巻
四
の
聞
に
約
十
七
年
間
の
空
白
の
部
分
を
置
い
て

物
語
を
進
め
て
い
る
点
と
比
べ
て
み
て
も
、
時
間
の
重
複
を
許
し
て

ま
で
前
斎
宮
と
い
う
人
物
を
描
き
き
っ
て
い
る
と
い
う
ζ

と
は
意
味

深
長
と
い
っ
た
と
乙
ろ
で
あ
る
。

前
斎
宮
の
特
徴
と
し
て
は
、
ま
ず
色
情
症
的
性
格
が
あ
げ
ら
れ
る
。

中
で
も
巻
六
の
官
頭
、
宮
の
右
大
将
が
前
斎
宮
邸
を
垣
間
見
す
る
と

「
さ
し
も
あ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
、
も
の
あ
つ
れ
て
な
り
ゆ
く
頃
を
、

薄
き
衣
を
ひ
き
か
づ
き
た
る
う
ち
に
、
か
ぎ
り
も
な
く
息
も
せ
ざ
ら

ん
と
見
ゆ
る
ほ
ど
に
、
首
を
抱
き
て
ぞ
臥
し
た
る
。
さ
る
は
伺
と
い

ふ
に
か
、
う
ら
泣
き
、
は
な
か
み
な
ど
も
す
。
あ
は
れ
に
か
な
レ
き

ζ
と
や
あ
ら
ん
と
見
る
ほ
ど
も
な
く
、
ま
た
た
へ
が
た
げ
に
笑
ふ
。

心
え
ず
見
た
ま
ふ
。
衣
の
下
も
静
か
な
ら
ず
、
何
と
す
る
に
か
、
む

つ
か
し
う
も
の
ぐ
る
ほ
し
げ
な
る
に
、
・
8
ま
か
は
り
、
ゆ
か
し
き
か

た
も
ま
じ
れ
と
、
あ
や
に
く
に
心
深
く
な
れ
な
れ
し
き
筋
を
好
み
た
ま

は
ぬ
人
は
、
見
だ
に
も
は
て
ず
出
で
た
ま
ひ
ぬ
る
」
と
異
常
な
同
性

愛
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り
、
さ
す
が
に
右
大
将
も
帰
っ
て
し
ま
う
。

「
暑
き
に
首
も
痛
く
、
物
な
ど
も
い
と
や
す
ら
か
に
も
え
食
は
ず
。

御
箸
に
て
く
く
め
な
ど
せ
ら
る
れ
ば
、
や
せ
た
く
わ
び
し
き
に
」
と

言
う
の
は
、
小
宰
相
が
前
斎
宮
に
食
べ
・
8
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
様
で
、

さ
ら
に
新
大
夫
の
君
を
加
え
て
「
三
人
寝
た
ら
ん
」
と
い
う
乙
と
に

な
っ
て
い
る
。
後
に
は
源
中
将
が
前
斎
宮
の
相
手
と
な
る
が
「
ひ
ま

な
き
槍
隈
川
の
ま
き
か
く
る
や
’
之
な
前
斎
宮
の
行
為
に
源
中
将
も
閉

口
し
て
し
ま
う
。
「
槍
隈
川
」
は
巻
四
で
関
白
が
女
四
の
宮
に
と
り
込

め
ら
れ
て
い
る
と
乙
ろ
に
も
「
槍
の
隈
川
に
ひ
き
と
ど
め
ら
れ
て
あ
り

つ
る
文
も
遅
く
な
る
を
」
と
引
か
れ
て
お
り
、
「
夜
す
が
ら
日
暮
ら
し

と
り
龍
め
て
」
解
放
し
よ
う
と
し
な
い
女
四
の
宮
と
関
自
の
様
に
一
脈

通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
と
と
ろ
で
関
白
が
女
四
の
宮
の
激
し
い
嫉
妬
に

対
し
て
「
乙
は
物

κ狂
は
せ
た
ま
ふ
か
」
と
問
う
と
宮
は
「
何
事
宣

ふ
ぞ
」
と
否
定
し
て
い
る
。
乙
の
前
斎
宮
に
あ
っ
て
は
関
自
の
言
が

そ
の
ま
ま
現
実
に
な
っ
て
現
れ
た
形
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

次

κ軽
薄
な
面
も
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
小
宰
相
の
と
乙
ろ

へ
た
っ
た
一
人
の
身
内
で
あ
る
異
母
兄
の
兵
衛
佐
か
ら
風
流
な
檀
紙
・

薄
様
な
ど
の
入
っ
た
手
箱
が
届
け
ら
れ
る
と
、
前
斎
宮
は
「
主
よ
り

は
ま
づ
き
き
に
開
け
ち
ら
し
て
、
『
あ
な
を
か
し
げ
の
下
絵
や
。
薄
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様
の
箔
の
置
き
ゃ
う
の
よ
S
』
な
ど
、
て
て
く
ら
せ
た
ま
ふ
。
」
あ
り
さ

ま
で
あ
る
。
ま
た
二
人
の
兄
妹
仲
を
妬
ん
で
異
母
姉
の
女
帝
に
手
紙

を
出
す
が
「
さ
る
は
あ
り
つ
る
兵
衛
佐
の
心
ざ
し
の
薄
様
な
り
け
企

と
小
宰
相
に
贈
ら
れ
た
薄
様
を
使
っ
て
お
り
、
そ
と
に
書
か
れ
て
い

る
歌
に
も
「
海
の
原
」
、
「
雪
聞
の
草
」
と
二
つ
の
歌
が
引
か
れ
て

い
る
。
尼
上
が
家
具
を
持
ち
去
る
時
の
応
答
で
も
「
年
頃
も
『
入
り

ぬ
る
磯
』
に
の
み
な
ら
は
せ
た
ま
へ
ど
『
葦
垣
』
に
の
み
乙
そ
な
ぐ

さ
み
は
べ
る
に
心
細
く
ζ

そ
」
と
「
入
り
ぬ
る
磯
」
「
葦
垣
」
の
引

歌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
乙
れ
ら
は
『
源
氏
物
語
』
の
常
夏
の
巻
に

登
場
す
る
田
舎
育
ち
の
近
江
の
君
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
教
養
の
あ

る
人
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

さ
ら
に
伺
か
先
天
的
な
精
神
病
質
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
箇
所
も
少

な
く
な
い
。
同
性
愛
の
対
象
が
中
将
の
君
か
ら
小
宰
相
に
移
る
と
中

将
の
君
は
「
移
れ
ば
か
は
る
世
の
中
を
」
と
言
い
お
い
て
荒
く
戸
を

閉
め
て
行
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
ち
小
宰
相
は
中
将
の
君
の
嫉
妬
を
哀

れ
に
思
っ
て
出
て
行
こ
う
と
す
る
と
「
『
君
さ
へ
や
捨
て
た
ま
ふ
べ

き
』
と
手
を
引
き
寄
せ
て
し
ほ
し
ほ
泣
き
か
け
た
ま
ひ
、
手
の
内
に

涙
を
泣
き
た
め
て
、
尼
君
の
御
万
よ
り
あ
り
つ
る
御
く
だ
も
の
の
土

器
に
移
し
入
れ
た
ま
へ
ば
、
ひ
と
土
器
泣
き
入
れ
つ
」
と
か
な
り
オ

ー
バ
ー
な
表
現
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ζ

の
前
斎
宮
に
関
し
て
は

あ
ま
り
違
和
感
を
感
じ
な
い
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。
ま
た
中
将
の
君

の
嫉
妬
に
拠
る
物
の
怪
が
強
い
と
」
言
っ
て
「
お
判
り
な
げ
き
、
と
も
す

れ
ば
声
を
た
て
て
ひ
め
か
せ
た
ま
ふ
。
物
の
怪
強
き
と
て
、
南
面
の

妻
戸
お
し
放
ち
て
草
の
露
し
げ
き
庭
に
ふ
は
り
と
臥
し
な
ど
せ
さ
せ

た
ま
」
う
あ
た
り
は
、
も
は
や
常
人
の
域
を
越
え
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
前
斎
宮
が
発
す
る
語
に
は
同
語
反
復
が
多
い
が
、

ζ

れ
も
先
天
的
な
精
神
病
質
の
傾
向
だ
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
前
斎
宮
に
託
さ
れ
た
人
間
像
は
狂
人
的
面
ば
か
り
で
は
な
い

と
思
う
。
邸
に
落
ち
て
い
た
男
持
ち
の
扇
を
見
つ
け
て
そ
の
持
主
を

し
つ
こ
く
詮
索
し
た
り
「
『
新
犬
、
門
を
さ
さ
せ
ば
や
。
ま
た
恥
づ

か
し
き
事
も
こ
そ
あ
れ
。
見
よ
や
』
な
ど
仰
せ
ら
る
れ
ど
、
つ
ね
よ

り
も
薫
物
な
ど
け
ぷ
ら
か
し
て
」
今
か
今
か
と
男
の
来
訪
を
待
っ
て

い
る
あ
た
り
は
異
様
と
い
え
ば
異
様
だ
が
、
斎
宮
と
い
う
男
子
禁
制

の
世
界
に
年
月
を
送
っ
た
女
性
の
描
写
と
し
て
は
か
な
り
現
実
的
趣

向
が
汲
み
と
れ
る
。
御
櫛
笥
殿
の
遺
産
相
続
を
め
ぐ
っ
て
伯
母
大
納

言
の
尼
上
と
大
弐
を
筆
頭
と
す
る
口
さ
が
な
い
女
房
の
聞
で
争
い
が

起
き
る
が
、
当
の
主
役
で
あ
る
前
斎
宮
は
尼
上
の
好
き
な
よ
う
に
さ

せ
て
お
り
、
そ
乙
に
は
世
間
知
ら
ず
で
気
が
い
い
前
斎
宮
の
姿
が
描

か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
前
斎
宮
が
気
に
な
っ
て
か
小
宰
相
は
邸

を
出
て
行
っ
た
後
も
し
ば
し
ば
訪
ね
た
h
贈
物
を
し
た
り
し
て
い
る
。
ま

た
少
納
言
の
君
は
衣
服
の
新
調
を
強
引
に
ね
だ
る
前
斎
宮
か
ら
裁
縫

に
追
い
た
て
ら
れ
な
が
ら
も
「
い
た
は
し
げ
に
思
ひ
き
ζ
え
」
て
い

る
点
か
ら
し
て
、
色
情
狂
的
て
ら
い
と
は
別
に
憐
潤
と
同
情
を
ひ
き

起
こ
さ
せ
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

今
井
源
衛
氏
は
、

そ
の
（
前
斎
宮
）
人
間
像
に
は
、
必
ず
し
も
類
廃
と
か
奇
矯
の
語

を
以
て
片
附
け
き
れ
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。

ベ注
1
〉

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
前
斎
宮
は
一
見
同
性
愛
的
晴
好
や
軽
薄
な
言

動
の
た
め
に
物
語
か
ら
遊
離
し
た
存
在
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、

そ
の
実
は
前
斎
宮
な
し
で
は
描
き
－
－
さ
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界

l
i

A
斗品。，“
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寸

仰
圧
さ
れ
た
鎌
倉
貴
族
の
変
質
的
個
性
の
縫
立
を
リ
ア
リ
テ
ィ
に
取

り
あ
げ
た
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
巻
六
の
後
半
に
は
前
斎
宮
邸
の
遺
産
紛
争
を
解
決
し
た
女
帝

の
聡
明
談
が
続
い
て
お
り
、
一
一
層
神
聖
化
さ
れ
た
女
帝
と
狂
人
的
で

は
あ
る
が
現
実
味
を
帯
び
た
前
斎
宮
の
対
照
性
が
明
催
に
描
き
出
さ

れ
て
い
る
。
女
帝
と
前
斎
宮
と
い
う
直
接
物
語
の
進
行
と
は
関
係
し

て
い
な
い
人
物
の
語
が
物
語
の
盛
り
上
が
り
の
部
分
に
対
を
な
し
て

置
か
れ
、
特
に
前
斎
宮
の
よ
う
な
「
王
朝
的
あ
は
れ
」
を
真
っ
向
か

ら
否
定
し
た
人
物
の
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
点
は
王
朝
文
学
か
ら
の

脱
出
を
試
み
た
も
の
と
き
ロ
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
四
節
新
帝
と
一
品
の
宮
を
め
ぐ
っ
て

新
帝
と
一
品
の
宮
の
宿
命
的
悲
恋
の
語
は
、
巻
七
の
大
部
分
を
占

め
て
お
り
、
お
よ
そ
乙
の
物
語
の
あ
い
ま
い
な
密
通
を
主
と
す
る
他

の
恋
愛
護
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
二
人
の
愛
の
要
因
に
は
、
血

縁
的
危
険
性
と
同
時
に
破
局
へ
と
導
く
べ
き
恋
愛
に
対
す
る
未
熟
さ

が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
乙
の
悲
恋
は
「
二
人
の
死
」
と

い
う
形
で
決
着
が
つ
き
、
誠
に
あ
っ
け
な
い
幕
切
れ
を
迎
え
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
が
か
え
っ
て
迫
真
性
を
帯
び
物
語
の
終
擦
を
強
く
印
象

づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
帝
と
一
品
の
宮
の
悲
恋
の
意
義
付
け
は
、

ま
だ
ζ

れ
と
い
っ
て
さ
れ
て
い
な
い
が
系
譜
と
作
者
の
恋
愛
観
か
ら

と
れ
を
考
え
て
み
た
い
。

『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
恋
愛
護
の
主
軸
は
「
密
通
」
で
あ
る
。

新
帝
と
一
品
の
宮
に
も
乙
の
言
葉
は
通
用
す
る
と
思
う
。
し
か
し
他

の
密
通
事
件
と
は
異
な
る
点
が
あ
る
。
ま
ず
人
物
か
ら
し
て
他
の
讃

は
皇
室
内
部
者
と
乙
れ
以
外
の
関
係
人
物
だ
っ
た
が
、
乙
乙
は
二
人

司

Q
事
ト
h

音
頭
芭
屯
し
で
は
描
き
き
る
ζ

と
の
で
き
な
い
世
界
｜
｜

と
も
皇
室
内
部
の
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
密
通
の
結
果
を
み
る
と
他

の
語
は
露
見
せ
ず
に
、
あ
る
い
は
第
四
世
代
の
そ
の
関
係
者
の
よ
う

に
、
露
見
の
余
地
が
あ
っ
て
も
う
ま
い
ぐ
あ
い
に
取
り
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
が
、

ζ

乙
で
は
『
狭
衣
物
語
』
の
女
二
の
宮
を
ひ
き
あ
い
に

出
し
な
が
ら
の
予
想
外
な
二
人
の
死
と
い
う
形
で
あ
る
。
乙
の
二
点

か
ら
し
て
、
作
者
は
乙
の
密
通
を
一
番
罪
の
重
い
も
の
と
し
て
設
定

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
一
世
代
目
の
皇
后
の
宮
と
関

白
を
皮
切
り
に
、
密
通
が
惰
性
的
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
け
し
て
作

者
は
そ
れ
ら
を
あ
る
べ
き
体
と
は
し
て
い
な
い
。
は
に
か
み
な
が
ら

も
「
宿
世
」
の
一
語
に
凝
縮
さ
せ
て
い
る
よ
う
だ
。
密
通
に
よ
る
各

登
場
人
物
の
血
脈
的
融
合
は
、
物
語
の
展
開
の
う
え
で
不
可
欠
な
も

の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
淫
ら
な
恋
愛
関
係
に
一
矢
報
い
て
や

り
た
い
と
い
う
作
者
の
気
持
を
こ
の
悲
恋
に
見
て
と
る
ζ

と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
か
。
巻
八
で
の
各
系
の
融
合
を
前
に
し
て
、
そ
の
融
合

と
は
直
接
関
係
し
て
い
な
い
二
人
に
作
者
が
今
ま
で
黙
認
し
続
け
て

き
た
密
通
を
一
つ
の
区
切
り
と
し
て
精
算
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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結

び

先
行
文
学
か
ら
の
脱
出
を
試
み
た
も
の
と
し
て
は
女
帝
と
前
斎
宮

の
設
定
ぐ
ら
い
で
あ
る
が
、
王
朝
文
学
か
ら
の
引
歌
や
語
句
の
引
用
、

さ
ら
に
プ
ロ
ッ
ト
や
モ
チ
ー
フ
の
借
用
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
作
者
の

教
養
が
窺
え
る
よ
う
な
筆
致
に
は
た
い
へ
ん
興
味
を
覚
え
る
。
特
に

引
歌
は
乙
の
作
品
を
正
雄
慨
に
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は

ま
さ
し
く
古
典
の
踏
襲
の
粋
に
は
ま
っ
た
擬
古
的
な
要
素
で
は
あ
る



が
、
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
な
い
独
自
な
世
界
も
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。全

体
的
に
み
て
人
間
洞
察
に
徹
し
き
っ
た
作
者
像
が
浮
か
び
あ
が

っ
て
く
る
が
、
ユ
ニ
ー
ク
な
表
現
や
古
典
の
パ
ロ
デ
ィ
も
随
所
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
け
し
て
片
意
地
な
人
物
で
は
な
い
よ
う
だ
。
今
の
と

ζ
ろ
作
者
は
未
詳
で
あ
る
。
今
後
乙
の
点
に
つ
い
て
も
研
究
が
深
ま

る
乙
と
を
期
待
し
た
い
。

注
1
・
「
我
身
に
た
ど
る
姫
君
」
の
ユ
ー
モ
ア
｜
｜
「
語
文
研
究
｝

第
五
十
二
・
五
十
三
号
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