
栄
花
物
語

の
方
法
を
め
ぐ

っ
て

増

淵

勝

一

i

記
述
の
誤
り
の
意
味
す
る
も
の
ー

1

『
栄
花
物
語
』
四
十
巻
は
、
そ
の
書
名
が
示
す
よ
う
に
、
御
堂

関
白

藤
原
道

長

の
栄
花
を
主
題
と
し

て

い

る
。
し
た
が

っ
て
、
『栄
花
物

語
』
の
叙
述
が
、

こ
の
主

題
に
向
け
て
周
到
な

布
石
の
も
と
に
進
め
ら

れ
て
お
る
こ
と
は
想
像

に

難

く
な
い
の
で
あ

っ
て
、
事
実
、
本
物

語
開
巻

「月

の
宴
」

で
は
、
早
く
岡

一

男
先
生

が
指
摘

さ
れ
た
よ
う

に
、

「
藤
氏
栄
華

の
基
い
を

ひ

ら

い
た
師
輔
を
兄

実
頼

よ
り

ほ
め

て
書

い
て
の
ち
の
ち

の
巻

の
伏
線

と
し
」

て

い

る

の

で
あ

る

艫
跛
黝
薦
肱
睇
ぺ
睇
畔

霜
躰
馼
悖
騰
礪
組
。

ま

た
最
終
巻

「紫
野
」
が
、
師
通

の
子

忠
実
が
行
末
を
祝
福
し

て
結
着
す

る
の
も
、
道
長

の
栄
花
を
主
題
と
す

る

『
栄

花
物
語
』

の
構
想
圏
か
ら
逸
脱
す

る
も

の
で
は
な

い

關
)一
男
轟
齢
宀
穉
燃
鞄
璢
丶
沸
町

佛
咽
肝
形
輝
。

こ
う
し
た

『
栄
花
物
語

』
の
叙
述
指
向

は
、
九
条
流

・
道
長

一
家

へ
の
無
条
件

の
賛
嘆
と
、
他
家

・
他
流

へ
の
意
識
的
な
批
判
と

い
う
本
物
語

の

偏
向

に
当
然
関
連
し

て
来
る
が
、

そ
れ
が
客
観
的
立
場
か
ら

の
事
実
認
識
に
反

す

る
こ
と

は
言
う
ま

で
も
な
か
ろ
う
。

こ
の
現
実
は
、

『栄
花
物
語
』
が
歴
史
を
対
象
と
し
な

が

ら

も
、
き
わ
め

て

多
数

の
記
述

(
史
実
)

の
誤
り
を
お
か
し

て
い
る
実
情

と
、
事
実

誤
認
と
い
う

点

で

一
致
す
る
。
も

っ
と
も
、

そ
う
し

た
史
実
関
係

の
誤
記

の
原
因
は
、
多
く

見
聞

の
記
憶

に
よ

っ
て
お
り
、

そ
の
背
景

に

『
栄
花
物
語
』
作
者

の

『
源
氏
物

物
』
的
世
界

へ
の
傾
倒
が
あ

る
と
す
る
見
解
も
あ
る

繍
瀰
嗹
激
祇
名
踝
糀
物
孺
駐
禰
齣

桶
梱
敏
か
朋
顎
四
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
増
鏡
』
に
み
ら
れ
る
如
く
、

作
者

の

『
源

氏
物
語
』
的
世
界

へ
の
傾
斜
は
、
必
ず
し
も
史
実

の
軽

視
や
編
年
意
識

の
稀
薄

さ
に
直
結
す
る
も

の
で
は
な
い
の

で
あ

る
。
『栄
花
物

語
』
作
者
が

『
源
氏
物

語
』
的
世
界
を
か
ぎ
り
な
く
憧
憬
し
て
い
た
と
い
う
実
情

は
、
岡

一
男
先
生

の

前
掲

「
歴
史
物

語
」
論

や
春
秋
社
版

『
源
氏
物
語
事
典
』
輛
楙
二
肝
砒
等

に
特

に

詳

し
く
闡
明

さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ

は

『
栄
花
物
語
』
が

『
源
氏
物
語
』

の
文

体

・
手
法
を
ま

ね
て
、
描
述
対
象
を
虚
構

で
は
な
く

て
、
歴
史

に
と

っ
た
と

こ

ろ
に
最
も
顕
著

に
う
か
が

い
得

る
。
し

た

が

っ
て
、
『
栄
花
物
語
』
も

一
つ
の

フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
で
あ

る
こ
と

に
は
か
わ
り
が
な
く
、
誤
記
が
存
在
す
る
と
か
し

な

い
と
か

い

っ
た
平
面
的
な
事
象
よ
り
も
、

そ
れ
ら
を
配
置
し
て
主

題
に
向

け

て
叙
述
す
る
と

い
う
立
体
的
な
現
象
に
、
い

っ
そ
う

『
源
氏
物

語
』
的

世
界

へ

の
作
者

の
連
関
を
見
る

べ
き
な

の
で
あ
る
。

『
栄
花
物
語
』
が
六
国
史

を
承
け
て
、
「月

の
宴

」
巻
を
宇
多

天
皇

よ

り

起

筆
し
た

こ
と
や
、
叙
述
に
あ
た

っ
て
、

年
月
日
等
を
明
記
し
て
行

く
と

い
う
姿
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勢
は
、
作
者

の
歴
史

に
対
す
る
関
心
が
並
み
並

み
な

ら
ぬ
も

の
で
あ

っ
た

こ
と

を
物
語
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
記
述

の
誤
り
を
、多

く
見
聞
の
記
憶

に
よ
る
と
片

付
け

て
ば
か
り
も
お
れ
ま

い
。
た
と
え
ば
、
冐

の
宴
」
巻
軸
の
永

平
親

王
飢
の
暗

愚
譚

は
、
斎
藤
浩

二
氏
が
解
明
さ
れ
た
よ
う
に
、
当
条

の
年
紀
た
る
天
禄

三
年

(九
七

二
)
元
旦

に
す

る
必
要
も
な

い
、
親
王

の
昌
子
内
親
王

へ
の
参
賀

の
話

を
載

せ
、
ま

た
当
時
起
り
得
な

い
親
王

の
済
時
女
城
子

へ
の
恋
慕
譚
を
含
み
、

さ
ら

に
冒
頭
部

に
八
の
宮
勿
語

に
は
説
話
と
し

て
は
不
必
要
な
人
物

の
系
譜
関

係
ま
で
叙
し
て

い

る

の

で
あ

る
。
斎
藤
氏

は
、

こ
の
改
変
お
よ
び
挿

入
が
、

「
三
条
院

の
後
宮
に
あ

っ
て
宿
命
的
な
対
立
関

係
に
お
か
れ
た
宣
耀
殿

の
女
御

城
子

(
済
時
女
)
と
、

中
宮
妍
子

(
道
長
次
女
)
、

そ
の
妍
子
を
高
め
、

城
子

を
低
め
る
」
目
的

で
な
さ
れ
、
は
る
か
に
後
方

の

「
日
蔭

の
か
づ
ら
」
巻

に
照

応
す
る
と
説
か
れ
た
諏

鮭

蟹

鸛

霹
罐

醺

慊
」恥
鮃
肢
遡

。
ま
た
岡
勇

先
生
も
、
斎
藤
氏

の
意
見

に
賛
成

さ
れ
、
さ
ら

に
八

の
宮
物
語
が

「
月

の
宴
」

の
巻
軸

と
し

て
、
年
紀
を
記
す
最
初

の
朱
雀
天
皇
条
と
照
応
し

て
い
て
最
適

で

あ
り
、
な

お
、
一
つ
の
ま

と
ま

っ
た
説
話
を
年
紀

に
か
け

る
の
は

『
日
本
書
紀
』

腓
下
に
普

通
見

ら
れ
る
手
法

で
あ

る
こ
と
を
明
ら

か
に
さ
れ
た

一蘿
鞁
渤
轆
泓
糒
。

す
な
れ
ち
、

こ
の
永

平
親

王
暗

愚
譚
に
お
け
る
記
述

の
誤
り

は
、

『栄
花
物
語
』

の
編
年
的
な
枠
組
み
を
考
慮
し

つ
つ
も
、
き
わ
め
て
作

為
的
な
構
想

の
中

で
な

さ
れ

て
い
る

の
で
あ

っ
て
、
間
接
的
に
は
九
条

流

・
道

長
家

へ
の
賛
辞

に
な

っ

て
い
る
こ
と

は
明
白

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
本
話

に
お
け
る
史
実

の
錯
誤
は
、
冒

頭

に
述

べ
た
道
長

の
栄
花
と

い
う
主
題

へ
向
か
わ
ん

と

す

る
、
『
栄
花
物
語
』

作
者

の
叙
述
指
向

に
連
な

る
も

の
の

一
つ
な

の
で
あ

る
。

2

と

こ
ろ
で
、
第
三
巻

「様

々
の
悦
し

は
、

一
条
天
皇
践
祚

の
寛
和

二
年

(
九

八
六

)
六
月

か
ら
筆
を
起
す
が
、
主

人
公

の
道
長
が
颯
爽
と

デ
ビ

ュ
ー
し

て
、

爾

後
の
栄

花
叙
述

の
起
点

に
な

っ
て
い
る
。
し
か

る
に
劈
頭

の
、
「
か
く

て
帝
、

東
宮
た
立
せ
給
ひ
ぬ
九
ば
、
東
三
条
の
大
臣
蘇
、
①
育

廿
三
謔

爨

咀
匕日

か
ぶ
ら
せ
給
ふ
。
②
准
三
宮
に

て
、
③
内

舎
人
随
身

二
人
、
左
右
近
衛
兵
衛
な

ど

の
御
随
身
仕
う
ま

つ
る
。
④
右

大
臣
に
は
、
御

は
ら
か
ら
の

一
条
大
納
言

鵡

と
聞
え

つ
る
、
な
り
給
ひ
ぬ
」
と
あ
る

一
文
よ
り
し
て
、
①

は
六
月
廿
四

日
の

誤
り

で
あ
り
儀
舩
噸
、

ま
た
②
は
八
月
廿
五

日
、
③
は
六
月
廿
八

日
、
④
は
七
月

廿

日
の
こ
と
で
あ

る
か
ら

胴
、
②
以
下

の
日
時
は
錯
綜
し

て

い

る

こ
と

に

な

る
。
①

の
日
付

の
誤
り

は
し
ば
ら
く
措

い
て
、
高
橋
伸
幸
氏
は

こ
れ

に

つ
き
、

②
以
下
は
①

の
兼
家
摂
政
宣
旨

の
記
事

の
も

と
に
集
約

し
た
の
で
あ

っ
て
、

そ

れ
は
ひ
と
え
に
、
史

実

・
虚
構
の
記
述

に
か
か

わ

ら

ず
、

「同
類
事
項
を
、
あ

る
代
表
的
な
事
項

(
そ

の
記
事

の
中
心
と
す

べ
き
事
項

)
に
集

約
し
て
、

そ
の

物
語

に
於
け
る

一
記
事
と
し

て
の
緊
張
状
態
を
作
り

上

げ

る
」
と
い
う
、

『栄

花
物
語
』
作
者

の
手
法

に
基
づ

い
た
も

の
で
あ
る
と
説
か
れ
た
払
轢

読
艷

齬

勧

珊
湘
朋
計
五
。

な

る
ほ
ど

こ
れ
な
ら
あ
る
程
度

の
記
述

の
出
入
り
と
か
錯
誤
と
か

は
問
題

に
な
ら
な

い
。

こ
こ
で
い
え
ば
、
①
～
③
は

い
ず
れ
も
兼
家

の
摂
政
宣

ヘ

ヘ

ヘ

へ

旨

に
伴
う
彼
自
身

の
人
事

で
あ

る
か
ら
、
兼
家

の
昇
任
を
強
調
す

る
意
味

で
、

こ
の
前
後

の
め

で
た
き

よ
ろ
こ
び
を

一
括
し

て
記
す
と

い
う

こ
と

は
十
分
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
な

が
ら
、
④

は
ど
う

か
。
高
橋
氏

は
こ
れ
が
①

に
集
約
さ
れ

た

の

は
、

「七
月
廿

日
に
兼

家
が
右
大
臣
を
辞
し
、
筆
頭
大
納
言

の
為
光
が
任
官
さ
れ
た
為

で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
る

翻
焔
。
し

か
し
こ
れ
で
は

任
官

の
移
動
が
あ

っ
た
と

い
う
事
実
は
説
明

で
き

て
も
、
④

を
ど

う
し
て
①

に

集
約
す

る
必
要
が
あ

っ
た

の
か
と

い
う
説
明

に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
七
月

廿

日
の
除

目
に
は
、
後
出

の
朝
光
や
道
隆
ち

の
ほ
か
、
顕
光
や
公
季
ら

の
昇
進

も
あ

っ
た
か
ら

で
あ

る
。

つ
ま
り
、
な
ぜ
為
光

の
任
右
大
臣

の
事
実
だ
け
を

こ
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の
兼
家

の
昇
任
記
事
に
集
約
し
た

の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず

る
の
で
あ

る
。

そ

こ
で
想
起
さ
れ
る

の
は
、前

述

の

「月

の
宴
」
巻

末
の
永

平
親

王
の
話
が
、

天
禄
三
年

の
事
実
と
は
思
え
ぬ
に
も
か
か
わ
ら
ず

、
巻

初
お
よ
び
次
巻

「花
山

訪

ぬ
る
中
納

言
」
以
下
と
の
継
承

の
中
で
、
決
し

て
お

か
し

く
な

い
位
置

に
あ

っ
た
と
い
う
実
情

で
あ

る
。

「様

々
の
悦
」
巻

の
前
巻

「
花
山
訪

ぬ
る
中
納
言
」

は
、
花

山
院

の
出
家
後

の
動
静
を
伝
え

て
終

っ
て
い
る
が
、
院

の
入
道

の
直
接

ヘ

へ

動
機

は
、
為
光
女

の
女
御
抵
子
が
死
去
し
た

こ
と

に
よ

る
。
と
す
れ
ば
、
前
巻

末
尾

の
話
を
承

け

つ
つ
も
、
新
た

に
兼
家

の
栄
花
を
叙
す
る

に
際
し

て
の
橋
渡

し
と
し

て
、
為
光
が
最
も

ふ
さ
わ
し

い
と

い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
も

為
光
は
兼
家

の

「
御
は
ら
か
ら
」

で
あ
る
。
兼
家

の
栄
耀
を
側
面
か
ら

強
調
す

る

こ
と

に
も
な

る
。
す
な
わ
ち
、
④

が

①

に
集

約

さ

れ

た

の

は
、

『栄
花
物

語
』

の
持

つ
編
年
的
な
粋
組
み
を
念
頭
に
置
く

一
方

、
新

た
な
兼

家
の
栄
花

譚

を
起
す
に
あ
た

っ
て
の
、
作
者

の
意
識
的

な
設
定
な

の
で
あ

る
。

さ
ら

に
言
え

へ

ば
、
「
様

々
の
悦
」

の
最
初

の
年

紀

た

る

「六
月
廿

三
日
」
も
、
前
巻

の
花
山

へ

院
修
行

の
条

の
直
前

に
、

「
か
く
て
廿

三
日
に
東

宮
痘
懿
位

に

つ
か

せ
給

ひ
ぬ
。

東
宮
に
は
冷
泉
院
の
二
の
宮
纛

居
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
(中
略
)
東
息

ひ
総

∋

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

条

の
大
臣

の
御
孫

に
こ
そ
お

は
し
ま

せ
。

い
み
じ
う
め

で
た
き
事
限
り
な
し
」

と
あ

る
の
を
承

け
た
の
で
あ

っ
て
、
兼
家

の
摂
政
宣
旨
を
両
孫

の
即
位

・
立
坊

当
日
に
す

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

そ
の
寵
遇

の
厚

い
こ
と
を
暗
示
し
た

の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
①

の
年
紀

の
誤
り
も
、
編
年
的
記
述
を
考
慮
す
る

一
方

、
兼

家

の
よ
り

い

っ
そ
う

の
栄
光
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
作
者

の
意
図
か
ら
生
じ
た

の
で
あ

る
。

こ
こ
に
お

い
て
、
①
～
④

の
記
事
は
、
兼
家

の
昇
任
を
中
心
に
、
東
三
条

殿

の
栄
花
を
強
調
す

る
と

い
う
意
識

で
統

一
さ

れ

る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
前
巻

「花
山
訪

ぬ
る
中
納
言
」
か
ら

の
記
述

の
流
れ
を
、
本

巻

で
分
断
す
る

こ
と
な

く
、
自
然
に
継
承
し
よ
う
と
す
る
配
慮
も
う

か
が
え
る
。

い
ず

れ
に
し

て
も
、

こ
こ
に
出
現
す
る
記
述

の
誤
り
は
、

『栄

花
物

語
』
作
者

の
、
主

題
と

構

想

と

の
融
合
を
試
み
よ
う

と
す
る
過
程
で
生

じ
だ
錯

誤
な

の
で
あ

る
。

3

㌔
「様

々
の
悦
」
巻

で
は
、

つ
づ

い
て
、
①

(
寛
和

二
年
)
七
月

五
日
詮
子
立

后

の
こ
と
が
述

べ
ら
れ
、
彼
女
と
同
腹

の
三
兄
弟

に

つ
き
、
「
ま
だ
御
位
ど
も

浅

け
れ
ど
、
上
達
部

に
な
り
も

て
お
は
す
」
と
叙
し

て
、
②
三
位
中
将
道
隆
任

(
権
)
中
納
言
兼
皇
太
后
宮
大
夫
、
③
蔵
人
頭
道
兼
任
参
議
、
④
四
位
少
将
道

長
任

三
位
中
将

の
記
事
を
置
き
、
⑤
さ
ら
に
は
か

つ
て
兼
家
を
迫
害
し
た
兼
通

の
子
朝
光

の
東
宮
大
夫
兼
任

の
記
事
が

つ
づ
く
。
年
紀
的
に
は
、
①
②
が
七
月

五
日
、
③
⑤
が
七
月
廿

日
の
こ
と

で
問
題
は
な

い
が
、
注

目
す

べ
き
は
④

で
あ

る
。
道
長

の
前
官
位
四
位
少
将
は
、
実
際

に
は
翌
永
延
元
年

(
九
八
七
)

正
月

七

日
任
命

の
も

の
で
あ
り
、
ま
た
新

叙

の
三
位
も
同
じ
く
永

延
元
年
九
月
廿

日

に
得
た
も

の
で
あ
り
、
か

つ
道
長
は
中
将
在
官

の
経
歴

が
な

か

っ
た
と
い
う
事

実

が
あ
る
か
ら
で
あ

る

撫
舩
啣
。

こ
れ
に

つ
き
、

高
橋

伸
幸

氏
は
、
③
以

下
を

七
月
五
日

の
①

詮
子
立
后
と
②

道
隆
任
中
納

言
と
の
史
実

の
部
分

に
集
約
し

た

の
で
あ
り
、

そ
れ
は
東

三
条

殿
兼
家

一
門

の
様

々
の
よ

ろ
こ
び
を
描

く
に
あ
た

っ
て
の
冒
頭
で
あ

る
が
故

に
、
ま

た

「近

く
、
兼
家

に
注

い
だ
主
流
が
奔
注
す

べ
き
御
堂

殿
道

長
の
登
場

で
も
あ

る
が
故

に
」
集
約
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
黼
焔
。

大
筋

は
そ
の
辺

の
と
こ
ろ
に
落
着
く

で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
橋
氏

の

説

明
で
は
、
兼
家

に
注

い
だ
主
流

の
近
く
奔
注
す

べ
き
道
長
が
、
ど
う
し

て
核

と

は
な
ら
ず

に
、
逆

に
詮
子

や
道
隆
と

い
う
核

に
集
約
さ
れ
た

の
か
と

い
う
疑

問
が
生
ず

る
し
、
ま

た
③

や
⑤
も
な
ぜ
直
接
的

に
兼
家

の
記
事
に
集
約
さ
れ
ず

に
、
①
②
を
経
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
の
か
と

い
う
不
審
が
残
る

の
で
あ
る
。

II



ρ

七
月

五
日
の
次

の
日
付
は
、
御
禊

・
大
嘗
会

の
準
備
を
記
す

「十
月

」
で
あ

る
。
と

こ
ろ
で
、
②

の
道
隆

は
、
七
月
廿

月
に
は
権
大
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
、
同

月
廿

二
日
従

二
位

に
叙

せ
ら
れ
、
同
月
廿
七

日
に
は
正

二
位

に
叙
せ
ら
れ

て
い

る
。
ま
た
③
の
道
兼
は
十
月
十
五
日
に
権
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
鸛

。

し

た

が

っ
て
、

『栄
花
物
語

』
の
作
者

は
道
隆
と
道
兼

の
昇
任
記
事
を
、
七
月

五
日
以
降
十
月

に
至
る
間

に
載

せ
れ
ば
載

せ
得
た

の
で
あ

る
。
と

こ
ろ
が
、

二

人
の
昇
任

は
、

『栄
花
物
語

』
で
は
、
永
延

元
年

(
九
八
七
)
正
月
条

に
、
「
司

召

に
、
中
納
言

殿
驥
は
大
納
言

に
な
り
給

ひ
ぬ
。
宰
相
殿

瀧
は
巾
納
言

に
な
り

給

ひ

ぬ
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
こ
に
お

い
て
、
詣口同
橋
氏

の
言
わ
れ

る

よ
う
に
、
兼
家

一
門
の
様

々
の
よ
ろ

こ
び
の
冒
頭
を
飾

る
目
的

で
、
②
③
が
存

在

す
る
と
す
れ
ば
、
な
に
ゆ
え
に
、
両
者

の
い

っ
そ
う

の
昇
任

の
よ

ろ
こ
び
を

描
か
な
か

っ
た

の
か
と
い
う
疑
問
が
生

ず
る
の
で
あ

る
。

他
方
、
④

の
道
長
の
任
官

は
架

空
の
職
を
与

え
て
ま
で
披
露

し
て
い
る
。

そ

し
て
そ
れ
は
、
後
文

に

「
五
郎
君
三
位

中
将

に
て
」
と
あ
り
、

永
延
元
年
条

に

入

っ
て
も

「
三
位
中
将
殿
」
「
こ
の
三
位

殿
」
と

記

し

て
、
執

拗
に
確

認
す
る

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
道
隆

・
道
兼
の
昇
任
を
抑
え
、
道
長
を
引
上
げ
る
と
い
う
作
為
が
、

「
十
月
」

の
記
事

の
直
前
に
置
か
れ
た
(
道
隆

・
道
兼

・
道

長
三
兄
弟

の
比
較

の
場
面

に
連
な

っ
て
来
る
。
も

っ
と
も
、
道
隆
は

「
御
容
貌
も
心
も

い
と
な
ま

め
か
し
う
、
御
心
ざ
ま

い
と
う
る
は
し
う
お
は
す
」
と
あ

っ
て
、

一
見
好
意
的

ヘ

ヘ

へ

に
描
か
れ

て
い
る
が
、
高
内
侍
貴
子

に
た
は
れ
た

こ
と
が
強
調
さ
れ

て
お
り
、

批
判
が

こ
め
ら
れ

て
い
る
と
見

て
よ

い
。
な
お
、
兼
家
が
道
隆

の
大
千
代
君
道

頼

報
鱇
嬬

を

「
と
り

は
な
ち
わ

が
御

子
に
せ
さ
せ
給
」

う
た
の
に
対
し
、
道
隆

は
貴

子
腹

の
伊
周
を

「小
千
代

君
と

つ
け
奉
り
給
」

う
た
由

記
さ
れ
、
永
延
元

年
条

に
も
兼
家

と
道
縫

と
の
大
千
代

君

・
小
千
代
君

に
対
す

る
偏
愛

ぶ
り
が
対

比

さ
れ

て
い
る
が
、
次
巻

の

「
見
果

て
ぬ
夢
」
「
浦

々
の
別
」
を
思

い
う

か

べ

る
ま

で
も
な

く
、
小
千
代
君
偏
愛

の
道
隆
が
間
接
的
に
批
難
さ
れ

て
い
る

こ
と

に
気
付

く
。

つ
ぎ

の
道
兼

は
容
貌

・性
格
と
も

に
貶
辞

で
固
め
ら
れ

て
い
る
が
、

こ
の
両
者

に
対
す

る
に
道

長
は
、

「
ひ
き
た
が

へ
、
様

々
に
い
み
じ
う
ら
う
ら
う

じ
う
雄

々
し
う
、
道
心
も

お
は
し
、
わ
が
御
方

に
心
寄

せ
あ

る
人
な
ど
を
心

こ

と
に
お
ぼ
し
顧
み
は
ぐ
く
ま

せ
給

へ
り
」
と
あ

る

一
文
以

下
、
終
始
賛
美

の
こ

と
ば

で
描
か
れ
て
い
る
。
特

に

注

目
す

べ
き

は
、

三
兄
弟

は

「
中
納
言
殿
」

「
宰
相

殿
」
「
三
位

中
将
」
と
、

冒
頭
の

②

③

④
が

そ
の
ま
ま
再
確
認

さ
れ
、

さ
ら
に
道
長
に

つ
い
て
は
、
「
后
の
宮

撒

も
、
と
り
わ
き
思

ひ
聞
え
給

ひ
て
、

わ
が
御
子
と
聞
え
給

ひ
て
、
心

こ
と
に
何
事
も
思
び

聞
え
さ
せ
給

へ
り
」
と
記

さ
れ

て
、
①
と
照
応
し
て
い
る
事
実

で
あ

る
。

そ
う
と
す
れ
ば
、
①

～
④
は

こ
の
三
兄
弟

の
比

較
の
場

面
と
密
接
不
可
分

の

関
係

に
あ
る

ζ
と
は
明
白

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
時

間
的

に
は
②

以
下
が
①

に
集
約
さ
れ
る
と
し

て
も
、
む
し
ろ
作
者

の
描
述
意
図
は
③
に
あ

っ
て
、
道

長

の
栄
達

の
ス
タ
ー
ト
を
、
後
に
道
長

の
後
援
者
と
な
る
詮
子
立
后

の
記
事
①

で

飾
り
、
さ
ら
に
道
隆
と
道
兼

の
官
位
昇
進
②
③
を
故
意
に
抑
え
て
、
こ
れ
を
強

調

さ
せ
た
と

い
う

こ
と
が

で
き
よ
う
。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
道

長
自
身
に

関
し

て
は
、

「
三
位
中
将
」
と

い
う
架
空

の
官
位
を
付
与
し
た

の
で
あ

る

が
、

こ
れ

は
名
誉
職
と

い
う

こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
父
兼
家

の
か

つ
て
の
官

位

で
あ

っ
た
と
い
う
と

こ
ろ
に
主
眼
が
あ

ろ
う

楓
舩
噸
。
す
な
わ
ち
、
道
長

の

栄
花

の
進

発
に
あ

た

っ
て
、
父
兼
家

の
栄
光

の
契

機

と

な

っ
た
、
由
緒
あ
る

「
三
位
中
将
」

の
官
位
を
道
長
に
付
与
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
将
来
道
長

の
栄

花
が
展
開
す
る
で
あ

ろ
う
こ
と
を
暗

に
示
唆
し

た
の
で
あ

る
。

,

こ
う
し
だ
道
長

へ
の
集
巾
的
な

配
慮

は
、
彼
が
間
も
な
く
父
兼
家

の
正
統
的

な
後
継
者
と
し
て
繁
栄

す
る
こ
と
で
、
当

然
兼
家
自
身

の
栄
花

そ
れ
自
体

に
連
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な

る
も

の
と
言

い
得

よ
う
。

そ
う
と
す
れ
ば
、
①
～
④

は
内
容
的
に
は
、
④
を

き
わ
だ
た
せ

つ
つ
、

こ
れ
ら
す

べ
て
が
冒
頭

の
摂
政
兼
家

に
連
繋
し

て
、
東
三

条

殿
の
栄

花
を
強

調
す

る
役
割
を
担

っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。

そ
し

て
①
～
④

は
時

間
的

に
も
正
し
い
配
列
に
な

っ
て
い
る
が
、

そ
う

い
う

こ
と
よ
り
も
、
兼

家

の
摂

政
を
も

た
ら
し

た

一
条
天
皇
母
后

の
詮
子
を
ま
ず
描
き
、

つ
づ

い
て
そ

の
同
腹

の
三
兄
弟
を

写
す

と
い
う
系
譜
的
興
味
が
支
配
的
な

の
で
あ

っ
て
、

こ

れ
は
、

ひ
と
え
に
兼
家

の
栄
光
を
浮
彫
す

る
意
図
か
ら
な

さ
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
⑤

に

つ
い
て
も
、
結
果
的

に
は
時
間
的
に
適
正
な
配
置
と
な

っ
て

い
る
が
、

四
兄
妹
の
系
譜
外

に
あ

る
朝
光
を
任
官
記
事

の

つ
い
で
に
①
～
④

の

後

に

つ
づ

け
、
兼
家

の
人
徳
を

さ
ら

に
顕
彰
す

る
役
割
を
担
わ

せ
た

の
で
あ
る
。

す
な

わ
ち
、
①

～
⑤

は
兼
家

の
栄
花
を
強
調
す

る
と

い
う
同

一
の
目
標

で
各

々
叙
述

さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、

そ
の
中

に
も
、
兼
家

の
正
統
的
継
承
者
た
る
道

長

へ
の
配
慮
が
施

さ
れ

て
い
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、

こ
の
記
述

に
あ
た

っ
て
は

系
譜
的
序

列
が
重

用
さ
れ
、

こ
の
た
め
時
間
的
な
錯
誤
が
生
ず
る

の
を
避
け
て

こ
れ
ら

の
時
間

に
ふ
れ

る
こ
と
な
く
、
詮
子
立
后

の

「
七
月
五
日
」
に
代
表

さ

せ
た
の
で
あ

る
。

つ
ま
り

こ
巳
に
う
か
が
え

る
の
は
、
主
題
に
向

け
て
周
到
な

配
慮
を
す

る

ド『
栄
花
物
語
』
,
作
者

の
姿
勢
と
、
編
年
的
枠
組
み
を
逸
脱

し
ま

い

と
す

る
も
う

一
つ
の
そ
れ

で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
応

々
後
者
が
前
者

に
引
き
ず
ら

れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
史
実

の
改
変

・
フ
ィ
ク

シ

ョ
ン
の
補
入
等

が
行
な
わ

れ

て
い
る

こ
と
に
気
付
く

の
で
あ
る
。

4

そ
う

い
う
観
点
か
ら
、
さ
ら
に

「
様

々
め
悦

」
巻

の
展
開

を
見

て
行

く
と
、

ヘ

へ

つ
ぎ
に
、
①
兼
家
の
落
胤
宮
の
宣
旨
が
出
現
し
、
②
そ
の
后
の
宮
撒
の
侍
女
と

の
対
比
か
ら
、
東
宮
殖
鋒
の
侍
女
た
る
藤
典
侍
と
橘
典
侍
と
に
筆
が
及
び
、
③

こ
の
東
宮
の
副
臥

と
い
う

こ
と

で
、
兼
家

側
室

轗
姫
国

腹

の
三
女
緩
子
が
登
場

し
、④

つ
い
で
彼
女

の
妹

の
宮

の
御
匣

殿
が
描

か
れ

る
と

い
う
風

に
、
兼
家

の
子

女

を
姉
妹

順
に
述

べ
る
と
い
う
大
筋

に
添

っ
て
な

さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し

か
も
年
紀
的
に
言

え
ば

、
①

の
宮

の
宣
旨

が

「殿

の
御
女
と
名

の
り
給
」
う
た

の
は
、
『
源
氏
物

語
』
の
近

江
の
君
の
出
現
を
ま
ね

て
い
る
が
、
こ
の
寛
和

二
年

七
月

の
こ
と
か
ど

う
か
不
明
で
あ

る
。
ま

た
③

の
緩
子
が
尚
侍

に
な

っ
た

の
は

『
大
鏡
』
「
兼
家
」
伝
に
よ
る
と
、
彼
女
十

一
歳

の
永
観

二
年

(
九
八

四
)
で
あ

り
、
か

つ
東

宮
の
副
臥

に
な

っ
た

の

は
、
「
三
条
院

の
東
宮

に
て
御
元
服

せ
さ

せ
た
ま
ふ
夜

の
御

そ
ひ
ぶ
し

に
参
ら

せ
給

ひ
て
」
翻
棘
砧
膜
詮
と
同
伝

に
あ

る
よ

う
に
、
当
寛
和
二
年

(
九
八
六
)
七
月
十
六

日
の
こ
と

で
あ

る
晦
『
躰
鯱
。
と

こ

ろ
が

『栄
花
物

語
』
は
、

「
こ
の
十
月

に
御
元
服

の
事
あ

る
べ
き

に
」
と
記
し
、

そ
の
十
月
条

で
は
さ
ら

に
、

「東
宮

の
御

元
服
十
月
と
あ
り

つ
れ
ど
、

か

や

う

に
さ
し
あ

ひ
た
る
御

い
そ
ぎ
ど
も

簸

糠

に
て
、
+

二
月
ば
か
り

に
と
お
ぼ
し

ヘ

へ

め
し

た
り
」
と
あ

っ
て
、
東
宮
元
服
を
十
月

の
予
定
と
改
変

・
確
認
し

て
、
十

二
月

に
延
期
し

て
い
る
。

そ
う
と
す
れ
ば
、
①
～
④

で
の
年
紀
は
、
前
述

の
兼
家

の
子
女

の
序
列

で
述

べ
る
と

い
う
主
筋

に
吸
収

さ
れ
た
と
見

る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
③

の
変
改

は
、

そ
れ
が

一
条
天
皇

の
大
嘗
会
御
禊
行
幸

肝
お
よ
び
大
嘗
会

卅
一
の
記
事

の

後

に
置
か
れ

て
い
る
こ
と
よ
り
推
し

て
、

一
条
天
皇
を
東
宮
に
優
先

さ
せ
た

の

で
あ
り
、
他

方
兼
家

の
正
統
的
な
陰

の
後
継
者
詮
子
を
き
わ
だ
た
せ
る
た
め
、

七
月
条

に
は
め

で
た
か
る

べ
き
東
宮
元
服

・
緩
子
副
臥

の
記
事
を
置
か
ず

に
、

詮
子

の
縁
者
と
し

て
の
紹
介
だ
け
に
と
ど
め
た

の
で
あ

る
。
そ
れ
は
間
接

的
に

は
、
①
～
④

の
後

に
つ
づ
く
、
道
隆
以
下
三
兄
弟

の
対
比

の
記
事
と
、

詮
子
立

后

の
記
事
と
を
直
結
さ

せ
、
そ

の
詮
子

の
道

長
を

「と
り
わ

き
思
い
聞
え
給
」

う
た
と

い
う
密
接
な
関
係
を
い

っ
そ
う
早
急

に
印

象
付

け
る
こ
と
に
も
な

っ
て

一46一



い
る
。
「
や
が
て
御
副
臥
に
と
お
ぼ
し
掟

て
さ
せ
給

ひ
て
、

そ
の
御
調
度
ど
も
、

夜
を
昼

に
急
が
せ
給
ふ
」
と
い
う

一
文

は
、
緩
子
の
参
内
を
延
期

さ
せ
る
釈
明

に
な

っ
て
い
る
と
と
も
に

、
兼
家

の
よ
ろ

こ
び
を
暗

示
す
る
効

果
を
も
上
げ

て

い
る
。

道
隆
ら
三
兄
弟
比
較

の
記
事

の
後
は
、
詮
子

の
姉
故
超
子

の
子
、

つ
ま
り
兼

家

の
外
孫
た

る
冷
泉
院
三

の
宮

繍
囀
と
同
四

の
宮

繖
艫
と
が
紹
介
さ
れ
る
が
、

特

に
兼
家
が
東
宮

潭
鞣
と
四

の
宮
と
を

「
類
な
き
物
に
思
ひ
聞
え
給
」
う

て
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「来
年
ば
か
り
御
元
服

は
と
お

ぼ
し
め
す
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
そ

の
予
告
は

三
年
後

の
水
祚
元
年

(
九
八
九
)

に
実
現
し
、

そ

の
本

文
に
、
「
か
く

て
三

.

四
の
宮

の
御

元
服

一
度

に
せ
さ
せ
給

ふ
。

さ
て
三
の
宮
を
ば
弾
正

の
宮
と
聞
え

さ
す
。

四
の
宮
を
ば
帥
宮
と
聞
え

さ
す
」
と
見
え

て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
な
る

ほ
ど
為
尊
親

王
元
服
は
水
祚
元
年
十

一
月
廿

一
日
だ
が

紘
噸
紘
、
帥
宮

の
そ
れ

は
正
暦

四
年

(九
九

三
)
二
月
廿

二
日
で
あ

っ
て

講

描
腕
』
、
両
者
は
同
時
に
は

元
服
し
て
い
な

い
の
で
あ

る
。

そ
の
上
、
肝
心

の
兼
家

は
正
暦
元
年
(
九
九
〇
)

七
月

二
日
に
薨

じ
て
い
る
か
ら

機
舩
噸
、
敦
道
親
王

の
元
服

に
彼
が
直
接
立
会

っ
た
こ
と
も
な

か

っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
な
ぜ

『栄
花
物
語
』
の
作
者
が
敢

え
て
、

敦
道
親

王

へ
の
兼
家

の
好
意
を
叙

べ
、
元
服
を
も
彼

の
生
前

に
位
置

せ

し
め
た
か
と

い
え

ば
、

そ
れ
は
、

「初
花
」
巻

鞘
翹
七

に
、
敦
道
親
王

の
北

の

方

が
例

の
小

一
条

済
時

の
二
女
、

つ
ま
り
宣
耀
殿
女
御
城
子

の
妹

で
あ
り
、
そ

の
済
時

二
女

が
和
泉
式

部
に
心
を
移

し
た
敦
道
親
王

に
捨

て
ら
れ
た
と
す
る
記

事
に
照
応
し
て
来

る

の
で
あ

る
。
す
な
わ

ち
、
斎
藤
浩

二
氏
が
永
平
親
王

の
話

の
中
に
、
三
条
院

後
宮
に
お
サ
る
妍

子
側
か
ら

の
誠
子

一
們

へ
の
批
判
を
見

て

と
ら
れ
た
よ
う
に

黼
畑
、
こ
の
敦
道
親

王
が
城
子

の
妹
を
打
捨

て
た
と

い
う
事

実
に
、
『栄

花
物

語
』

の
作
者

は
好

意
を
見

て

と

り
、
問
接
的

に
城
子

一
門
を

批
判
す
る
と
と
も
に
、
兼
家

の
先

見
の
明
を
高

く
評
価
し

て
い
る
か
ら
な

の
で

あ

る

。

5

「
様

々
の
悦
」
巻
初

の
記
述

の
錯
綜

、
お
よ
び
そ
の
物

語
構
成
を
概
観
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
そ

こ
に
は
道
長

の
栄
花
と
い
う
主

題
に
向

け
て
の
作
者

の
強

烈
な
叙
述
指
向
と
、
そ
れ
を
進
め
る
に
あ
た

っ
て

の
編
年
的
枠
組
み

へ
の
配
慮

と

σ
混
在
し

て
い
る

こ
と
が
理
会
さ
れ
た
。
し
か
も
後
者

は
前
者

の
目
的
の
た

あ

に
応

々
無
視

・
改
変
さ
れ
る
傾
き
に
あ
る

こ
と
も
判
明
す
る
。
『栄

花
物

語
』

の
記
述

の
誤
り

や
フ
ィ
ク

シ

ョ
ン
の
導
入
は
、
そ
う
し
た
主

題
を
追
求
せ
ん
と

す

る
作
者

の
強
烈
な
叙
述
過
程

に
お

い
て
生
じ

て
い
渇

こ
と
が
多

い
。
極
言

す

れ
ば
、

『栄
花
物
語
』

の
作
者
は
、
兼
家

・
道
長

一
門

の
栄
花

の
描

述

・
高

湯

の
た
め

に
は
、
年
紀
を
も
無
視
し
、
史
実
を
も
改
変
す
る

こ
と
さ
え
辞
さ
な
い

の
で
あ

る
。

「様

々
の
悦
」
巻

の
兼
家
摂
政
宣
旨
よ

り

そ

の
外
孫
敦
道
親
王
寵

遇
に
至
る
ま

で
の
錯
綜
す

る
記
事

は
、
後
継
者
道
長

へ
の
好

意

を

包

含

し

つ

つ
、
す

べ
て
そ
の
父
兼
家
栄
花

の
高
揚

に

つ
な
が

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

兼
家

・
道
長

へ
の
賛
嘆
も
、
史
実

の
誤
り

の
多
く
も
、

こ
れ

で
そ

の
発
生

の

基
盤

が
軌
を

一
に
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た

で
あ
ろ
う
。
そ
う

い
う
錯
誤
を

敢

え
て
行
な

っ
て
ま

で
、
道
長

の
栄
花
物
語
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
叙
述
姿
勢

に
こ
そ
、

『栄
花
物

語
』

の

『
源
氏
物
語
』
的
世
界

へ
の
傾
倒
を
見
る

べ
き

な

の
で
あ

る
。

(
一
九
七

一
・

=

一
・
二

一
)
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