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『兵

部

卿

物

語
』
の

構

造

―
―
当
狭
衣
』
『
小
夜
衣
』
と

の
比
較
を
通
し

て
―
―

一

続
々
群
書
類
従
に
収
め
ら
れ
た

『
兵
部
卿
物
語
』
は
三
十
頁
に
み
た
な
い
小

篇
で
あ
る
が
、
そ
の
文
辞
に
は
、
か
な
り
の
長
文
に
わ
た
っ
て

『狭
衣
』
と
酷

蜘
け
一
鰤
獅
「
」
ル

『 所
颯
諸
Γ
華

史
（
複

級
鵠
け
れ
ゴ
溜
辞
哺
却
一
¨
″
〔

ｏ．
ｒ
は

Ａ帥
麟̈
鶴
肇
蒻
興辟
絲
溝
【調
鰐
蝠
絨
』牲
繁
緯

ひ
つ
つ
、
宮
た
ち
と
同

＾
じ
染
う
に
て
生
ひ
出
で
さ
せ
給
へ
り
。
こ
の
ご
ろ
は
十
四
五
に

も
や
な
ら
せ
給
ふ
ら
ん
、
御
か
た
ち
有

＾
様
現
奉
ら
ん
人
々
は
い
か
な
る
も
の
の
ふ
な
り

と
も
和
ら
ぐ
心
は
必
ず
つ
き
ぬ
べ
き
を
、
宮
は
幼
く
よ
り
見
な
れ
給
ふ
に
、
幼
き
御
ひ

と
へ
心
に
か
か
り
て
苦
し
き
ま
で
思
ほ
し
し
み
つ
つ
（六
四
〇
頁
下
段
１０
１
１９
行
）

″」醐釦つつ官役酬靱婦無」が続へ帝̈
］淋“判ユ一げ翻』̈
剛鵠嘲̈
脚囃証″

一嚇一」一̈」一̈聞とヵ、押義一［赫『』］一一一̈̈
軸『̈一̈赫警い一一

な
き
方
添
ひ
て
、
思
ひ
か
し
づ
き
聞
え
さ
せ
給
へ
り
。
十
に
四
つ
五
つ
余
ら
せ
給
へ
る

，
貶
轟
鱗
難
城
″ρ馬
Ｐい一和れ摯恥弾
一

片

岡

“
＝
「

不

博

九
二
頁
１
行
）

心
は
砕
け
ま
さ
り
つ
つ、鮮
【心
細
く
眺
め
が
ち
の
み
に
て
、
と
て
も
か
く
て
も
こ
の
御

事
は
御
心
に
か
な
ふ
ま
じ
き
を
、
い
か
に
な
ず
ら
へ
給
は
ん
人
だ
に
あ
ら
ば
と
思
ほ
す

に
や
、
人
知
れ
ぬ
御
忍
び
あ
り
き
な
ど
も
重
な
れ
ど
、
御
心
と
ゼ
毎
べ
き
方
な
き
に
、

い
と
ど
類
無
き
人
の
御
さ
ま
と
、
な
は
、
心
は
砕
け
ま
さ
り
て
、
つ
ひ
に
い
か
な
る
さ

ま
に
か
身
を
な
し
果
て
ん
と
心
細
き
折
が
ち
な
り
。

（六
四
一
頁
上
段
８
行
―
下
段
２

行
）

Ｆ
、
ゴ^
葉
よ
Ｌ
が
ば
か
り
隔
つ
る
事
な
く
生
ひ
立
ち
給
ひ
て
、
親
撻
姥
始
め

＾
奉
め
、
よ
そ

の
人
々
、
帝

・
東
宮
も
一
つ
妹
背
と
思
し
召
し
掟
て
た
る
に
、
「我
弾
峨
と
か
か
る
心

の
付
き
初
め
て
、
思
ひ
佗
び
仄
め
か
し
て
も
、
甲
斐
な
き
も
の
か
ら
、
あ
は
れ
に

＾
思
鉛

交
は
し
給
へ
る
に
、
思
は
ず
な
る
心
の
あ
り
け
る
と
思
し
疎
ま
れ
こ
そ
せ
め
」
と
、
「大

殿
。
宮
な
ど
も
、
類
無
き

（
御
妹
と
い
ひ
な
が
ら
、
こ
の
御
事
は
、
さ
ら
ば
さ
て
も
あ
れ

と
も
、
よ
に任
せ
給
は
じ
、〈社
の
人
の
聞
き
思
は
む
事
も
、
ゆ
か
し
げ
な
く
け
し
か
ら

がいも』鉢萎［れ↑殷げ嘘（崚しヵ、いが準薮刊̈
銀げ産は』は姜導嗽つれ強一
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「
つ
ひ
に
は
い
か
な
る
さ
ま
に
か
身
を
も
な
し
果
て
む
」
と
、
心
細
き
折
が
ち
な
り
。

（上
巻

一
人
七
頁
１
１
１０
行
）

Ａ
・
Ｂ
は

『
兵
部
卿
物
語
』
を
続
々
群
書
類
従
の
本
文
に
よ
り
、
だ

。
ゴ
は

Ａ
・
Ｂ
に
相
応
す
る

『狭
衣
』
の
本
文
を
日
本
古
典
全
書

（底
本
は

「
元
和
九

年
五
月
中
旬
　
心
也
開
板
」
の
刊
記
を
も
つ
古
活
字
本
。
三
谷
栄

一
氏
の
分
類

に
よ
れ
が
い
詠
二

は
第
四
系
統
、
巻
二
・
巻
三
は
第
二
系
統
、
巻
四
は
第

一
系

統
に
属
す
る
。）
に
よ
っ
て
、
読
み
易
い
よ
う
に
用
字

・
句
読
を
私
に
改
変
し

て
、
示
し
た
。
Ａ
・
″
お
よ
び
Ｂ

・
プ
の
互
い
に
似
て
い
る
こ
と
は
、　
一
読
す

れ
ば
納
得
さ
れ
る
と
思
う
が
、
文
章
構
造
を
比
較
す
る
の
に
便
利
な
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
に
０
１
И
の
符
号
を
つ
け
た
。

Ａ
・
Ｂ
は
、
内
側
υ
り
を
欠
き
、
国
例
の
よ
う
に
表
現
を
抽
象
的
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
文
辞
を
簡
略
化
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
総
じ
て
だ

。
ｇ
を
縮
小

し
た
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
図
ロ
ロ
の
よ
う
に
ｒ

・
ゴ
に
な
い
語
句
が
入
っ
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
０
に
つ
い
て
、
三
谷
栄

一
氏
は
前
掲
書
の
中
で
、
だ
の

例
に
続
く
、
第

一
系
統

『
狭
衣
』
に
だ
け
見
ら
れ
る
本
文
、

我
も
幼
く
お
は
せ
し
折
は
、
互
に
か
く
の
み
幼
き
人
は
め
で
た
き
も
の
と
の
み
思
し
な

ら
ひ
た
る
を
、
や
う
ノ
ヽ
も
の
の
心
知
り
ゆ
く
ま
ゝ
に
、
こ
の
様
な
ら
ん
を
見
ば
や
、

さ
ら
ざ
ら
ん
こ
そ
生
け
る
甲
斐
な
か
る
べ
け
れ
と
、
お
ぼ
し
し
み
に
け
れ
ば
、
か
く
い

と
す
さ
ま
じ
き
御
心
な
が
ら
も
、
自
ら
心
に
く
き
あ
た
リ
ノ
、
を
、
い
か
に
せ
ん
ノ
ヽ

と
の
み
、
も
の
歎
し
う
や
う
ノ
ヽ
な
り
給
て
…
…

を
挙
げ
ら
れ
、
「兵
部
卿
宮
物
語
の
前
掲
の
終
の
部
分

（
Ａ
ノ
同
）
が
、
狭
衣

の
掲
げ
た
例
の
終
末
の
括
孤
の
部
分

（右

二
掲
ゲ
タ
ト
コ
ロ
）
に
よ
っ
て
出
来

上

っ
た
と
す
れ
ば
、
兵
部
卿
宮

（
物
臨
わ
こ
の
部
分

（
Ａ
）
は
、
第

一
系
統
に
よ

っ
た
も
の
と
断
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、　
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
国
や
例
の
例
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
本
文
と
同
と
の
類
似
も
認
め
る

べ
き
か
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
０
例
の
場
合
は
そ
の
前
後
の
句
が
や
は
り
Ａ

・
Ｂ
と
″

・
ピ
と
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
に
入
れ
る
必

要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
や
例
を
単
独
で
比
較
す
る
と
、
今
問
題
の
個
所
と
同

様
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
似
て
い
る
だ
け
で
措
辞
は
随
分
異
な
っ
て
い
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
日
と
内
、
あ
る
い
は
、
同
ぞ
０
と
い
う
ま
と
ま
り
と
し

て
比
較
し
て
み
る
と
、
や
は
り
両
者
は
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
た

め
に
、
Ａ
の
国
は
ｒ
の
問
に
、
Ｂ
の
例
は
Ｆ
の
例
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

逆
に
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
国
の
場
合
は
、
そ
の
あ
と
が
、

「
は
か
な
き
花

・
紅
葉
に
つ
け
て
も
…
…
」
と
い
う
ふ
う
に
、
『狭
衣
』
の
本
文

（第

一
系
統
で
あ
れ
、
第
四
系
統
で
あ
れ
）
か
ら
は
全
く
離
れ
て
い
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
三
谷
氏
の
掲
げ
ら
れ
た
本
文
が
同
に
相
当
す
る
と

い
う
こ
と
は
断
定
し
に
く
く
な
っ
て
く
る
。
日
に
つ
い
て
も
、
『狭
衣
』
の
本
文

か
ら
似
た
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
個
所

（
し
た
が

っ
て
、
若
干
の

共
通
す
る
語
句
は
当
然
あ
る
）
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
事
情
は
同
の

場
合
と
同
様
で
あ

っ
て
、
今
は
、　
一
応
、
同
劇
は

『
兵
部
卿
物
語
』
の
独
自
の

本
文
と
見
て
お
く
。

そ
こ
で
、
Ａ
・
ｒ
、
Ｂ
・
ピ
の
句
の
出
入
り
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ

う
に
な
る
。

Ａ
１
０
０
　
０
国
内
０
０
　
回
四
０
回

ｒ
ｌ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
国
内
同
ｏ
ｕ
　
叫
例
　
ω

Ｂ
Ｉ
同
開
　
И
　
困
囲
同
国
０
日
И

ピ
ー
同
例
ｕ
ｏ
図
同
開
同
国
回
　
閉



こ
れ
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
両
者
の
間
に
は
句
の
出
入
り
は
あ

っ
て
も
、

句
の
配
列
が
前
後
す
る
個
所
は
ひ
と
つ
も
な
い
。
こ
れ
は
、
措
辞
の
類
似
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
Ａ
・
Ｂ
と
Ａ
・
３
と
の
比
較
に
お
い
て
は
注
目

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

こ
の
こ
と
と
も
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
『狭
衣
』
の
異
本
の
問
題

に
ふ
れ
た
つ
い
で
に
、　
も
う
少
し
た
ち
入
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、　
Ａ
・
Ｂ

は

『狭
衣
』
第

一
系
統
よ
り
は
む
し
ろ
第
四
系
統
の
方
に
は
る
か
に
近
い
、
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
０
を
見
て
み
る
。
Ａ
と
Ａ
と
は
、
「
人
々
」
と

「人
」

と
の
ち
が
い
だ

け
で
、
あ
と
は
全
く
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
が
第

一
系
統

（
日
本
古
典
文

学
大
系
の
本
文
に
よ
る
）
で
は
、

Ａ
、
御
か
た
ち
の
、
ほ
の
見
た
て
ま
つ
り
け
ん
人
は
、
い
か
な
ら
ん
武
士
な
り
と
も
、
や

は
ら
ぐ
心
は
必
ず
つ
き
ぬ
べ
き
を

（三
六
頁
８
１
１０
行
）

と
な
っ
て
い
る
。
だ
と
比
べ
る
と
、
ｒ
は

「有
様
」

を
欠
い
て
お
り
、

「見
奉

ら
む
人
」
が

「
ほ
の
見
奉
り
け
ん
人
」
、
「
い
か
な
る
」
が

「
い
か
な
ら
ん
」
と

な
っ
て
い
て
、
Ａ
か
ら
は
遠
く
な
る
。

国
に
お
い
て
も
、
プ
で
は

「類
無
き
御
志
」
と
あ

っ
て
Ｂ
と

一
致
す
る
と
こ

ろ
が
、
第

一
系
統
で
は

「
な
ら
び
な
き
御
心
ざ
し
」
公
二
一
頁
１
行
）
と
な
っ

て
い
る
。

さ
ら
に
、

「
よ
に
任
せ
給
は
じ
」
か
ら
閉
同
国
に
か
け
て
、
Ｂ
と
Ｆ

と
は
か
な
り
よ
く
似
た
文
辞
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
が
、
第

一
系
統

で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

Ｆ
、ヽ
さヽらヽ薇
さヽ
てヽもぁヽれヽ
いしヽ』ヽ
２■
、
ょ
に思
さじ。
何、方、に、かけ、て、も、ヽ
ト
カ、、い
力ヽ、

”
思
し
嘆
か
ん
。
か
た
ハ
ヽ
に
あ
る
ま
じ
き
事
」
と
、
ふ
か
く
思
ひ
知
り
給
ひ
に
し
も
、

あ
や
に
く
ぞ
心
の
中
は
砕
け
優
り
つ
ゝ
（三
一
頁
２
１
４
行
）

「任
せ
給
は
じ
」
と

「思
さ
じ
」
、
「
心
」
と

「
心
の
中
」
と
い
っ
た
語
句
の
ち

が
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
圏
点
を
付
け
た
部
分
が
Ｂ
や
ピ
の
開
例
と
は
全
く

ち
が

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
ち
が
い
は
こ
の
部
分
の
み
の
ち
が
い
に
は
お

さ
ま
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
Ｂ
の
開

「世
の
人
の
思
は
ん
事
も
め
づ
ら
し
げ

な
き
や
う
に
ぞ
あ
る
べ
き
な
ど
」
に
相
当
す
る
句
は
、
実
は
第

一
系
統
の
本
文

に
も
あ
る
の
で
あ
る
。

Ｆ
、
世
の
人
間
き
思
は
ん
事
も
、
む
げ
に
思
ひ
や
り
な
く
う
た
て
あ
る
べ
し
。
３
一〇
頁

・６
行
―
三
一
頁
１
行
）

が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
句
は
、
第

一
系
統
の
本
文
で
は
図
と
閑
の
間
に
位
置

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
Ｂ
と
ｇ
と
は
句
の

配
列
に
お
い
て
、

Ｂ
１
０
例
　
０
　
的
開
同
国

ゴ
ー
同
例
レ
図
図
困
例
同
国

と
い
う
ふ
う
に
一
致
し
て
い
た
の
が
、
第

一
系
統
で
は
、

プ
ー
０
例
υ
Ｏ
図
囲
閉
○
○
＝

と
い
う
ふ
う
に
、
句
が
前
後
す
る
形
に
な
る
の
で
あ
る
。

本
稿
の
問
題
か
ら
は
や
や
外
れ
る
の
で
あ
る
が
、
三
谷
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う

計
繹
渕
不
》
許
輩
螂
ュ「科
一一賜

所
説
と
私
見
と
の
異
同
を
整
理
し
て
お
く
。

一
、
『兵
部
卿
物
語
』

の
Ａ
の
部
分
が

『狭
衣
』
の
本
文
に
似
て
い
る
と
見
る

点
で
は
三
谷
氏
の
御
指
摘
と

一
致
す
る
。

一
、
私
は
さ
ら
に
Ｂ
の
部
分
も

『
狭
衣
』
の
本
文
に
似
て
い
る
と
見
る
。

一
、
三
谷
氏
は
、
Ａ
の
回
を

「我
も
幼
く
お
は
せ
し
折
は
…
…
や
う
ノ
ヽ
な
り

給
て
」
（前
掲
）
に
よ
っ
た
と
す
れ
ば
、
Ａ
は
第

一
系
統

の

『狭
衣
』
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
と
断
言
し
得
る
、
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
私
は
、
Ａ
の
ｕ
は



『兵
部
卿
物
語
』
の
独
自
の
本
文
で
あ
る
、
と
す
る
点
で
、
氏
と
異
な
る
。

し
た
が

っ
て
、
Ａ
が
第

一
系
統
の

『狭
衣
』
に
よ
っ
た
と
す
る
根
拠
は
、
私

の
場
合
は
全
く
な
い
。

一
、
私
は
、
Ａ
・
Ｂ
に
相
当
す
る

『狭
衣
』
の
第

一
系
統

。
第
四
系
統
の
本
文

を
比
較
し
、
措
辞
お
よ
び
句
の
配
列
の
二
点
か
ら
、
第

一
系
統
よ
り
も
第
四

系
統
の
方
が

『兵
部
卿
物
語
』
の
本
文
に
近
い
と
考
え
る
。

『麟
樺
に
な
い
講

・ 四
巻
（
系

働
「
疎
尊

つ 』
¨
麟
け
繰
″
膝
¨
“
な
呻
鞠
Ⅷ
神
嶽
¨

あ

げ
ら
れ
た
ど
の
本
よ
り
も
Ａ
・
Ｂ
に
近
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ

の
第
四
系
統
と
い
う
の
は
近
世
の
流
布
本
で
あ
る
。　
一
方
、
『兵
部
卿
物
語
』
の

制
』
れ
一
卿
調
］
鰤
］
」
れ
な
』
緩
し
い
な
い
時

お ヵ、
は
軸
飢
”
（
（
バ
％
葎
黎

な
る
と
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
確
か
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
い
え
な
く
な
る

の
で
あ
る
が
、
さ
き
に
見
た
よ
う
な
、
Ａ
・
Ｂ
と
だ

ｏ
ピ
と
の
き
わ
め
て
近
い

類
似
か
ら
、
次
の
ょ
う
な
こ
と
ぐ
ら
い
は
結
論
し
得
る
か
と
思
う
。

続
々
群
書
類
従
所
収
の

『
兵
部
卿
物
語
』
の
Ａ
・
Ｂ
の
本
文

（但
し
、
こ
れ

は
成
立
当
初
の
ま
ま
の
本
文
で
は
な
く
て
大
幅
に
改
変
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ

な
い
）
は
、
『
狭
衣
』
第
四
系
統
に
属
す
る
近
世
流
布
本
と
同
じ
本
文
、　
あ
る

い
は
そ
れ
に
き
わ
め
て
近
い
本
文
を
も
つ

『
狭
衣
』
の
だ

ｏ
ピ
の
部
分
を
も
と

に
し
て
、
ｒ

・
ピ
の
一
部
を
、
全
体
と
し
て
の
意
味
に
変
動
を
生
じ
な
い
程
度

に
文
辞
を
縮
小
し
た
り
省
略
し
た
り
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ

の
Ａ
・
Ｂ
の
文
を
つ
く
る
際
に
、
ｒ

・
Ｆ
の
模
倣
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
意
図

的
に
な
さ
れ
た
と
み
え
て
、
日
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
一
応
は

『兵
部
卿
物

語
』
の
独
自
の
本
文
と
見
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
末
尾
で

「
な
は
、

心
は
砕
け
ま
さ
り
て
」
と
い
う
ふ
う
に
ｕ
の
末
尾
の
措
辞
を
く
り
返
し
て
И
に

接
続
し
、
ピ
に
お
け
る
同
か
ら
И
へ
の
は
こ
び
に
似
せ
た
り
し
て
い
る
点
に
、

そ
の
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
と
思
う
。

二

前
節
に
見
た
よ
う
な
長
文
に
わ
た
る

『
兵
部
卿
物
語
』
と

『狭
衣
』
と
の
文

辞
の
類
似
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
さ
ら
に
両
物
語
の
構
造
の
類
似
に
も
お

願
』
ｒ
け
師
嗽
一
刹
畔
『
岬
】
い

れ 「琳
瑚
ュ
期
」
〓
椰
蒻
嬌
詢
¨
嘲
れ
魏
漱
一

「構
想
」
と
い
わ
ず
、
あ
え
て

「構
造
」
と
い
っ
た
の
は
、
今
少
し
物
語
の
展

開
全
体
を
見
た
上
で
両
者
の
比
較
を
試
み
よ
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
が
、
ま
ず

は
、
式
部
卿
宮
の
姫
君
の
物
語
か
ら
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

Ａ

・
Ｂ
と
だ

。
ピ
と
の
類
似
か
ら
、
兵
部
卿
宮
と
式
部
卿
宮
の
姫
君

（以
下
、

「宮
姫
君
」
と
称
す
る
）
と
の
関
係
が
、
狭
衣

（以
下
、
物
語
名

『
狭
衣
』
に

対
し
、
主
人
公
名
を
狭
衣
と
記
す
）
と
源
氏
官
と
の
関
係
に
似
た
設
定
を
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
官
姫
君
は

「前
斎
院
の
御

服
の
事
あ
り
て
お
り
ゐ
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
つ
か
せ
給
ふ
べ
き
姫
宮
た
ち
も
お

は
せ
ね
ば
」
全
ハ
四
五
頁
下
段
１７
行
）
と
い
う
こ
と
で
、
急
違
、
斎
院
に
卜
定
さ

れ
る
。
　
一
方
、
『狭
衣
』
に
お
い
て
も
、
巻
二
之
下
で
、
斎
院
で
あ

っ
た

一
条

院
の
后
官
の
姫
君
が
、
御
代
替
り

。
一
条
院
崩
御
に
と
も
な
っ
て
斎
院
を
お
り

た
た
め
、
「居
さ
せ
給
ふ
べ
き
女
宮
達
、
こ
の
ご
ろ
お
は
し
ま
さ
ざ
り
け
り
」

（上
巻
三
六
二
頁
７
行
）
と
い
う
こ
と
で
、
源
氏
官
が
斎
院
に
な
る
、
と
い
う
よ

う
に
両
物
語
と
も
同
じ
展
開
を
た
ど
る
。

ま
た
、
斎
院
卜
定
に
よ
る
両
物
語
の
主
人
公
の
悲
歎
を
語
る
条
も
互
い
に
似

て
い
る
。
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余
所
々
々
し
か
ら
む
御
も
て
な
し
に
て
は
、
い
か
で
か
は
限
り
あ
ら
む
命
も
長
ら
へ
遣

る
べ
か
ら
む
。

（上
巻
三
六
六
頁
８
１
１２
行
）

こ
こ
で
は
、
Ａ
と
″
や
、
Ｂ
と
プ
の
よ
う
な
措
辞
の
類
似
は
見
ら
れ
な
い
が
、

Ｃ
と
α
と
は
互
い
に
相
応
す
る
句
を
、
配
列
を
同
じ
く
し
て
、
も

っ
て
お
り
、

あ
た
か
も
Ｃ
は
σ
の
曲
折
し
た
言
い
ま
わ
し
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
よ
う
で
あ

る
。
日
は
、
Ｃ
と
σ
と
で
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
が
、
こ
れ
は
、
『狭
衣
』

の
場
合
、
巻

一
之
上
で
狭
衣
が
源
氏
官
に
恋
心
を
告
白
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の

に
対
し
、
『兵
部
卿
物
語
』
で
は
、　
兵
部
卿
官
の
恋
は
秘
め
ら
れ
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
、
と
い
う
ち
が
い
か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
例
岡
同
と
い
う
ま
と

り
を
比
較
す
れ
ば
ま
、
Ｃ
の
０
と
α
の
同
と
は
相
応
す
る
と
見
て
よ
い
と
思
う
。

『
兵
部
卿
物
語
』
に
宮
姫
君
が
登
場
す
る
の
は
、
以
上
あ
げ
て
き
た
個
所
以

外
に
は
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
『兵
部
卿
物
語
』
の
宮
姫
君
に
関
す
る
叙
述
は

す
べ
て

『
狭
衣
』
の
源
氏
官
の
物
語
を
踏
襲
し
た
と
見
て
よ
い
。

三

と
こ
ろ
で
、
『兵
部
卿
物
語
』
の
叙
述
の
大
半
を
し
め
る
の
は
兵
部
卿
宮
と

按
察
使
の
君

（＝
西
の
京
の
女
）
と
の
恋
物
語
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
に

つ
い
て
は
、
黒
川
春
村
は

「大
む
ね
は
、
か
の
孝
標
朝
臣
の
女
の
、
よ
は
の
寝

（
注
８
）

覚
の
作
意
を
と
り
て
、
つ
く
り
か
へ
し
物
な
り
」
と
い
い
、
山
岸
徳
平
氏
は
「
西

の
京
の
女
と
の
関
係
は
源
氏
と
夕
顔
と
を
思
は
せ
る
点
が
あ
（が
電
と
い
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
「男
は
兵
部
卿
宮
、
女
は
按
察
使
大
納
言
の
娘
で
、
身
寄
り
の
な
い

女
、
女
が
官
仕
え
の
た
め
に
身
を
か
く
す
そ
の
前
後
の
模
様
か
ら
、
再
会
に
至

る
事
情
ま
で

『
小
夜
衣
』

と
そ

っ
く
り
同
じ
で
あ（群
哨

と
す
る
小
木
喬
氏
、

「
若
紫
』
の
北
山
の
垣
間
見
や
、
源
氏
が
藤
壷
の
面
影
に
似
た
紫
上
を
見
出
す

（注
１１
）

趣
向
の
模
倣
が
見
ら
れ
る
」
と
す
る
岡

一
男
氏
な
ど
が
あ

っ
て
、
確
か
に
ど
れ

も
部
分
的
に
は
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
私
見
で
は
、
『狭
衣
』
の
飛
鳥
井
女
君

に
似
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
宮
姫
君
の
場
合
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と

『
狭
衣
』

を
踏
襲
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
い
え
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
『狭
衣
』
や

『
寝
覚
』
は

『
源
氏
物
語
』
の
強
い
影
響
下
に
成

っ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は

『
小
夜
衣
』
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
が
、
『
卦
酸
級
』
の
場
合
は
さ
ら

に

『
狭
衣
』
か
ら
も
き
わ
め
て
強
い
影
響
を
う
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

単
に
趣
向
が
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
特
定
の
作

品
と

『
兵
部
卿
物
三
置

と
の
関
係
を
、
「模
倣
」
と
い
う

よ
う
な
著
作
レ
ベ
ル

の
問
題
と
し
て
扱
う
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
高
貴
な
男
主
人
公
が
伏

せ
屋
に
美
女
を
見
出
し
て
恋
す
る
、
と
か
、
主
人
公
が
意
に
そ
わ
ぬ
結
婚
を
強

い
ら
れ
る
、
と
か
い
う
趣
向
は
、
物
語
に
は
好
ん
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
も
の
の

よ
う
で
あ
り
、
散
逸
物
語
の
中
に
も
そ
う
い
う
類
い
の
も
の
は
い
く
ら
も
あ

っ

た
に
ち
が
い
な
く
、
現
存
す
る
わ
ず
か
な
物
語
だ
け
を
対
象
に
考
え
て
か
た
づ

く
問
題
と
も
思
え
な
い
。

「現
象
鋤
彰
饗
論
の
次
元
を
超
え
て
、
物
語
の
源
初

的
根
深
さ
に
由
来
す
る
と
み
る
視
点
」
な
ど
も
、
こ
う
し
た
場
合
、
十
分
に
尊

重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
模
倣
と
か
影
響
と
か
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
、
単
に
類

似
点
の
多
寡
と
い
う
こ
と
だ
け
を
問
う
な
ら
、
小
木
氏
の
指
摘
さ
れ
た

『
小
夜

】
せ
「
、以

秘
蹂

『
使

¨
［
ゆ
判
時
け
制
』
誅
い

し ヵ、
微

『 り
影

部 し、
嘘
ぃ

語 っ
）
〔
ぃ
ど
″



考
え
て
み
た
い
。

本
節
は
、
『
兵
部
卿
物
語
』
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

『
小
夜
衣
』

を
、
い
わ
ば
援
用
す
る
の
で
あ

っ
て
、著
作
事
情
に
か
か
わ
る
所
謂

「構
想
論
」

で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
「小
夜
衣
』
と

『
兵
部
Ⅷ
拗
昴
』
と
の
主
人
公
の
名

称
の
一
致
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
く
な
る
の
で
、
小
木
氏
の
い
わ

れ
る

「身
寄
り
の
な
い
女
、
女
が
官
仕
え
の
た
め
に
身
を
か
く
す
そ
の
前
後
の

模
様
か
ら
再
会
に
至
る
事
情
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
両
物
語
の
共
通

点
を
列
挙
し
て
み
る
と
、

ａ
、
不
遇
の
女
君
を
主
人
公
が
見
出
し
て
通
う
。

ｂ
、
主
人
公
が
別
の
女
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
。

ｃ
、
主
人
公
が
女
君
の
も
と
へ
通
わ
な
く
な
る
。

ｄ
、
女
君
に
別
の
経
路
か
ら
誘
い
が
あ

っ
て
、
女
君
は
住
ま
い
を
変
え
る
。

ｅ
、
主
人
公
が
女
君
に
再
会
す
る
。

と
い
う
五
点
に
整
理
さ
れ
る
か
と
思
う
。
今
、
論
述
の
便
宜
上
、
五
つ
の
事
件

を

『
小
夜
衣
』
の
展
開
に
即
し
て
な
ら
べ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
明

ら
か
に
、
Ａ
出
会
い
Ｖ

ａ
↓
Ａ
障
碍
Ｖ
ｂ
↓
Ａ
途
絶
え
Ｖ

ｃ
↓
Ａ
失
踪
Ｖ
ｄ
↓

Ａ
再
会
∨

ｅ
、
と
い
う
筋
が
見
て
と
れ
る
。
こ
れ
は
鎌
倉

・
室
町
期
の
多
く
の

物
語
に
見
ら
れ
る
類
型
的
な
筋
で
あ
る
が
、　
一
方
の

『
兵
部
卿
物
語
』
も
同
様

の
筋
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
『
小
夜
衣
』
と

『兵
部
卿
物
語
』
と
は
、
右
に
み

た
五
つ
の
事
件
を
共
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
Ａ
出
会
い
Ｖ
か
ら
Ａ
再
会
Ｖ
に
い

た
る
筋
も

一
致
す
る
の
で
あ
る
。
小
木
氏
が

「
そ
っ
く
り
同
じ
で
あ
る
」
と
い

わ
れ
た
の
も
肯
け
る
の
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
『兵
部
卿
物
語
』
で
は
、

右
の
五
つ
の
事
件
が
、　
ａ
ｃ
ｂ
ｄ
ｅ
と
い
う
順
番
に
出
来
す
る
こ
と
で
あ
る
。

『
小
夜
衣
』
と
ち
が
う
の
は
ｂ
の
位
置
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
ｂ
の
前
後
を

両
物
語
で
比
較
し
て
み
る
。

『
小
夜
衣
』
で
は
、
Ａ
出
会
い
∨
の
の
ち
、
宮
は
足
繁
く
女
君
の
も
と
に
通

う

（
ａ
）
が
、
「院
に
は
宮
の
か
く
は
る
ば
る
の
御
あ
り
き
を
心
苦
し
く
思
し

召
し
て
、　
い
か
に
も
し
て
思
し
移
る
御
心
も
が
な
」

公
三
ハ
頁
■
行
―
三
七
頁

１
行
）
と
案
じ
た
す
え
、
関
自
の
中
君
と
の
結
婚
（
ｂ
）
が
も
ち
出
さ
れ
る
。
こ

の
た
め
、
宮
は

「
心
と
も
あ
ら
ず
な
が
ら
、
関
守
強
き
か
た
と
て
、
お
ぼ
ろ
け

に
も
山
里
へ
は
お
は
し
ま
さ
ず
」
（五
二
頁
１０
１
１１
行
）
な
っ
て
し
ま
う

（
ｃ
）

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、　
Ｃ
の
原
因
は
ｂ
、
ｂ
の
原
因
は
ａ
、
と
い
う
よ
う
に
、

ａ
↓
ｂ
↓

ｃ
が
因
果
関
係
の
一
本
の
筋
で
連
な
っ
て
い
る
。

「兵
部
卿
物
語
』
で
は
、
ａ
と

ｃ
の
間
に
、
前
節
に
見
た
「官
姫
君
の
斎
院
ト

定
」
と
い
う
事
件
が
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
歎
く
宮
の
心
情
も
す
で
に
見
た
と

お
り
で
、
そ
の
の
ち
官
は
「御
物
思
ひ
に
、
今
は
な
か
な
か
う
ち
籠
り
つ
つ
、
内

に
も
を
さ
を
さ
参
り
給
は
ず
、
御
里
に
の
み
お
は
し
て
、
よ
と
と
も
に
一
人
眺

め
明
か
し
暮
ら
」
盆
ハ
四
六
頁
下
段
１６
１
・８
行
）
す
よ
う
に
な
っ
て
、
女
君
の
も

と
へ
通
わ
な
く
な
る

（
ｃ
）
の
で
あ
る
。
ｂ
は
そ
の
あ
と
に
出
て
く
る
の
で
あ

っ
て
、
宮
の
そ
ん
な
沈
み
き

っ
た
様
子
を
案
じ
た
帝
が

「
か
か
る
人

（＝
妻
）

も
お
は
せ
ね
ば
、
御
心
も
お
の
づ
か
ら
あ
く
が
る
る
わ
ざ
な
れ
ば
、
こ
れ
な
ん

い
と
よ
か
る
べ
き
」
全
ハ
四
七
頁
上
段
９
１
１０
行
）と
い
う
判
断
の
も
と
に
右
大

臣
の
娘
と
結
婚
さ
せ
る

（
ｂ
）
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
『兵
部
卿
物
語
』

の
場
合
、　
ａ
と
ｂ
の
間
に
は
因
果
関
係
は
な
く
、
ｂ
と

ｃ
の
間
は
、
『小
夜
衣
』

の
場
合
と
は
逆
に
、
む
し
ろ
ｃ
が
ｂ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
形
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
ち
ら
は
、　
ｂ
が
ｄ
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。　
宮
の
足
が
途
絶
え
た

（
ｃ
）
女
君
に
、
さ
る
人
が

「右
の
大
臣
の
姫
君
、
兵
部
卿
の
宮
へ
参
ら
せ
給

ふ
は
、
な
か
な
か
内
参
り
な
ど
い
へ
ど
か
か
る
御
ひ
び
き
は
さ
き
ざ
き
も
な
か

り
し
が
、
上
薦
女
房
に
な
る
べ
き
人
、
い
ま

一
人
二
人
加
へ
さ
せ
給
ふ
べ
し
と

て
、
か
な
た
こ
な
た
尋
ね
給
ふ
に
、
御
い
た
は
し
く
と
も
こ
の
姫
君
を
出
し
奉



り
な
ん
や
」

盆
ハ
四
七
頁
下
段
１５
行
―
六
四
八
頁
上
段
１
行
）

と
誘
い
か
け
る

（
ｄ
）
。
『
小
夜
衣
』
の
場
合
、
こ
の

「
誘
い
」
の
部
分
は
父
親
か
ら
の
誘
い
に

な
っ
て
い
る
。

以
上
を
整
理
す
れ
ば
、
『
兵
部
卿
物
語
』
は
、Ａ
出
会
い
∨

ａ
↓
∧
障
碍
Ｖ
宮

姫
君
の
斎
院
卜
定
に
よ
る
主
人
公
の
悲
歎
↓
Ａ
途
絶
え
Ｖ

ｃ
↓
Ａ
失
踪
∨
ｂ
ｄ

↓
Ａ
再
会
Ｖ

ｅ
、
と
な
る
。

『
小
夜
衣
』
と
ち
が
う
の
は
、
Ａ
障
碍
Ｖ
と
Ａ
失
踪
Ｖ
と
で
あ
る
。
Ａ
障
碍
Ｖ

に
つ
い
て
い
え
ば
、
『
小
夜
衣
』
の
場
合
は
、
父
院
に
よ
る
強
制
的
な
結
婚
と

い
う
外
的
障
碍
で
あ

っ
た
ｏ
と
こ
ろ
が
、
『兵
部
卿
物
語
』
で
は
、
∧
障
碍
Ｖ

は
ほ
か
な
ら
ぬ
宮
自
身
の
心
で
あ
る
。
こ
の
ち
が
い
は
、
単
に
こ
の
Ａ
障
碍
Ｖ

の
部
分
の
み
の
ち
が
い
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

『
小
夜
衣
』
の
主
人
公
は
女
君
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
い
た
。
女
君
自
身
の
美
徳

が
強
く
主
人
公
の
心
を
魅
き
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
二
人
の

仲
を
裂
く
Ａ
障
碍
Ｖ
は
外
的
な
も
の
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。　
一
方
、

『
兵
部
卿
物
語
』
の
主
人
公
は
、
女
君
を
愛
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
の
愛
は
女
君
自
身
の
美
徳
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
「明
け
暮
れ
思
ひ
焦
が

れ
給
ふ
人

（＝
宮
姫
君
）
の
御
さ
ま
に
ふ
と
思
ひ
出
ら
れ
」

（
六
四
二
頁
上
段

・８
１
・９
行
）
た
こ
と
か
ら
く
る
愛
、
形
代
と
し
て
の
愛
で
あ

っ
た
。

「
か
か
る

下
が
下
の
品
ま
で
尋
ね
出
で
、
主
知
ら
ぬ
恋
路
に
迷
は
ん
も
い
と
あ
ま
り
な
る

心
の
程
か
な
」
公
ハ
四
三
責
上
段
１０
１
１２
行
）
と
、　
女
君
に
傾
斜
し
て
ゆ
く
お

の
れ
の
心
を
否
定
し
つ
つ
、
否
定
し
き
れ
な
か
っ
た
の
は
宮
姫
君
へ
の
秘
め
た

思
い
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
。
按
察
使
の
君
と
の
仲
を
裂
い
た
Ａ
障
碍
Ｖ
が
、

『兵
部
卿
物
語
』
の
場
合
、
宮
姫
君
の
斎
院
卜
定
に
よ
る
主
人
公
の
悲
歎
に
求

め
ら
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
ち
が
い
Ａ
失
踪
Ｖ
も
、
こ
の
両
主
人
公
の
女
君
に
対
す
る
愛
の

あ
り
方
の
ち
が
い
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
『
小
夜
衣
』
の
女
君
は
、　
宰
相
の
君

（女
君
を
主
人
公
に
紹
介
し
た
人
物
）
を
通
し
て
、
宮
の
足
が
途
絶
え
る
に
至

っ
た
事
情
を
熟
知
し
て
い
る
。
知

っ
て
い
な
が
ら
、
否
、
知

っ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
「今
は
と
て
花
や
か
な
る
こ
と

（＝
関
自
の
婿
に
な
っ
た
こ
と
）
に
定
ま

り
居
給
ひ
て
、
か
く
か
れ
が
れ
な
る
御
心
に
、
な
か
な
か
か
く
て
跡
絶
え
な
ん

は
、
人
も
お
の
づ
か
ら
思
し
出
る
折
々
も
有
り
ぬ
べ
き
を
」

（七
二
頁
６
１
８

行
）
と
考
え
て
身
を
ひ
く
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
女
君
の
行
く
先
は
父
親

の
も
と
と
い
う
、　
一
応
は
無
難
な
所
に
な
っ
て
い
る
。　
し
か
る
に
、
『兵
部
卿

物
語
』
の
女
君
は
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
主
人
公
の
新
妻
の
も
と
に
出
仕
す
る

と
い
う
悲
劇
的
な
展
開
を
た
ど
る
。
女
君
は
、
主
人
公
の
名
前
す
ら
知
ら
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
官
は
、
「
な
に
の
中
将
」
（六
四
三
頁
上
段
１５
行

・
六
四
四
頁
上
段
１
行
な
ど
）

と
い
う
偽
名
を
用
い
い
「
帰
る
さ
の
路
を
も
人

に
知
ら
れ
ず
し
て
つ
つ
み
給
ふ
」
公
ハ
四
九
頁
上
段
６
１
７
行
）。
な
ぜ
宮
が
素

姓
を
隠
す
の
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
さ
き
に
引
い
た

「
か
か
る
下
が
下

の
品
ま
で
」
云
々
と
い
う
顧
慮
と
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
宮

は
、
『
小
夜
衣
』
の
主
人
公
の
よ
う
に
は
、
女
君
を
愛
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。

そ
の
ち
が
い
が
、
両
物
語
の
∧
失
踪
Ｖ
の
様
相
を
異
な
る
も
の
に
し
た
の
で
あ

り
、　
さ
ら
に
∧
再
会
Ｖ
の
の
ち
、
『
小
夜
衣
』
は
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
な
る
の

に
対
し
、
『兵
部
卿
物
語
』

の
女
君
は
再
三
の
失
踪
を
く
り
返
す
と
い
う
ち
が

い
も
生
む
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
小
夜
衣
』
と

『兵
部
卿
物
語
』
と
は
、　
ａ
ｔ

ｅ
の
事
件
を
共
有
し
て
い
て
、
か
つ
筋
も
似
て
お
り
、
一
見

「
そ

っ
く
り
同
じ
」

に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
実
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

物
語
に
お
い
て
ど
う
い
う
思
想
が
語
ら
れ
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
さ
ほ

ど
重
要
で
あ
る
と
は
、
私
は
思
わ
な
い
が
、
物
語
と
い
う
も
の
の
叙
述
が
あ
る



思
想
の
も
と
に
求
心
的
に
進
展
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

っ
て
、
今
、
そ
の

思
想
を

「
主
題
」
と
よ
ぶ
な
ら
、
『
小
夜
衣
』
の
主
題
は

「愛
の
賞
揚
」
で
あ

り
、
『兵
部
卿
物
語
』
の
主
題
は

「愛
の
不
如
意
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
主
題
の
ち
が
い
は
、
右
に
み
て
き
た
両
物
語
の
展
開
の
ち
が
い
に
は
か
な

ら
な
い
。

『
小
夜
衣
』
に
お
い
て
は
、
宮
と
女
君
の
愛
は
絶
対
的
で
あ
り
、
こ

れ
を
賞
揚
す
べ
く
、
叙
述
は
一
本
の
筋
の
上
を
ま
っ
す
ぐ
に
進
ん
で
ゆ
く
。
そ

の
構
造
は
単
純
と
い
え
ば
単
純
で
あ
る
。
一
方
、
『兵
部
卿
物
載
置

に
お
い
て
は
、

宮
と
女
君
の
愛
、
そ
れ
自
体
が
追
求
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
、
宮
姫
君

に
対
す
る
主
人
公
の
か
な
わ
ぬ
思
い
の
故
に
そ
の
愛
が
歪
め
ら
れ
て
ゆ
く
有
様

を
描
く
べ
く
、
叙
述
が
進
展
し
て
ゆ
く
。
按
察
使
の
君
の
物
語
は
宮
姫
君
の
物

語
を
前
提
と
し
て
の
み
成
立
可
能
な
物
語
で
あ

っ
て
、
『兵
部
卿
物
語
』

の
構

造
は
∧
重
層
的
Ｖ
と
い
っ
て
よ
い
か
と
思
う
。

四

『
兵
部
卿
物
語
』
に
見
ら
れ
る
、
こ
の
Ａ
重
層
的
構
造
Ｖ
は
、
実
は

『狭
衣
』

の
特
色
で
も
あ
る
。
『
狭
衣
』
の
構
造
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
と
こ
ろ
も
あ

る
が
、
ご
く
お
お
ま
か
に
言

っ
て
、
源
氏
宮
、
飛
鳥
井
女
君
、
女
二
宮
、　
一
品

宮
、
宰
相
中
将
妹
君
を
女
主
人
公
と
す
る
五
つ
の
物
語
が
想
定
さ
れ
る
。
従
来
、

は
じ
め
の
三
つ
の
物
語
に
つ
い
て
は
よ
く
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
飛
鳥
井
女
君
の

物
語
と
女
二
官
の
物

（
語
蛯
助
展
開
に
源
氏
官
の
物
語
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
飛
鳥
井
女
君
の
物
語

。
女
二
官
の
物
語

と
源
氏
宮
の
物
語
の
間
に
み
ら
れ
る
関
係
と
同
様
の
関
係
が
、　
一
品
宮
の
物
語

と
女
二
宮

（
の
物
婦
の
間
に
も
み
ら
れ
る
、
と
私
は
考
え
て
お
り
、
か
つ
て
述
べ

た
こ
と
が
あ
る
。
宰
相
中
将
妹
君
の
物
語
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
分
か
れ
て
い

て
難
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
ず
に
お
く
が
、
『狭
衣
』
は
、源
氏
宮
の
物
語

を
前
提
と
し
て
飛
鳥
井
女
君
の
物
語

。
女
二
宮
の
物
語
が
成
立
し
て
お
り
、
さ

ら
に
、
女
二
宮
の
物
語
を
前
提
と
し
て
一
品
官
の
物
語
が
成
立
し
て
い
る
と
い

う
、
少
く
と
も
三
重
の
Ａ
重
層
的
構
造
Ｖ
を
も
つ
。
こ
の
Ａ
重
層
的
構
造
Ｖ
を

も
う
少
し
補
足
説
明
す
る
と
、
そ
れ
は
単
に
複
数
の
物
語
が
平
行
し
て
語
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
前
提
と
な
る
物
語
の
展
開
そ
の
も
の
が
、
他
方

の
物
語
の
筋
の
形
成
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
構
造
を
い
う
の
で
あ

っ

て
、
た
と
え
ば
、
女
二
宮
の
物
語
に
お
い
て
、
狭
衣
は
女
二
宮
の
降
嫁
を
強
く

拒
む
が
、　
そ
の
こ
と
が

一
品
宮
の
物
語
に
お
い
て
は

「年
ご
ろ
も
こ
の
御
事

（＝

一
品
宮
）
を
深
う
思
ひ
て
、
い
と
僻
々
し
き
ま
で
思
し
離
る
る
事

（＝
女
二

官
の
降
嫁
を
拒
ん
だ
こ
と
）
も
あ
る
な
り
け
り
」
（下
巻
五
九
頁
３
１
４
行
）と

い
う
、
堀
川
大
殿
の
誤
解
を
ま
ね
き
、　
一
品
官
の
降
嫁
に
進
展
し
て
ゆ
く
、
と

い
っ
た
類
い
で
あ
る
。
こ
う
し
た
Ａ
重
層
的
構
造
Ｖ
は
必
然
的
に
筋
を
複
雑
に

入
り
組
ん
だ
も
の
に
し
て
い
く
の
で
あ

っ
て
、
「結
構
の
上
に
工
夫
を
凝
し
、
変

化
に
富
み
て
、　
し
か
も
統

一
の
妙
あ
（凄

望
と
い
う
特
性
を
生
み
出
す
が
、
『狭

衣
』
に
お
い
て
そ
う
し
た
構
造
の
基
礎
に
な
っ
た
の
が
、
ｒ

・
ピ
に
み
ら
れ
る

狭
衣
と
源
氏
宮
と
の
義
兄
妹
と
い
う
設
定
で
あ

っ
た
。

コ
一葉
よ
り
露
ば
か
り

隔
つ
る
こ
と
な
く
」
育
て
ら
れ
た
た
め
に
官
を
い
つ
し
か
愛
す
る
よ
う
に
な
り
、

義
兄
妹
で
あ
る
が
故
に
世
の
聞
こ
え
が
は
ば
か
ら
れ
て
思
い
を
と
げ
得
な
い
、

と
い
う
こ
の
設
定
が
、
主
人
公
狭
衣
の
行
動
を
因
循
姑
息
に
し
、
他
の
女
性
と

の
愛
を
歪
ん
だ
も
の
に
し
て
ゆ
く
。
そ
の
過
程
を
描
く
の
が
、
飛
鳥
井
女
君
の

物
語
で
あ
り
、
女
二
宮
の
物
語
で
あ
る
が
、
今
そ
れ
を
述
べ
る
余
裕
は
な
い
。

女
二
宮
の
悲
劇
を
語
り
終
え
た
あ
と
に
あ
る
次
の
叙
述
を
引
い
て
、
説
明
に
代

え
る
。

「
い
み
じ
と
い
へ
ど
、
斯
ば
か
り
な
る
人
は
あ
ら
じ
か
し
」
と
、
（源
氏
宮
フ
）
見
奉

る
た
び
ご
と
に
は
、
ひ
と
か
た
の
心
惑
ひ
の
み
せ
ら
る
れ
ば
、
「
い
で
や
。
か
か
れ
ば
、
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あ
ま
た
の
人

（＝
飛
鳥
井
女
君
ヤ
女
二
官
）
を
も
い
た
づ
ら
に
な
し
つ
る
ぞ
か
し
。
つ

ひ
に
は
我
が
身
も
は
か
ば
か
し
き
事
も
あ
る
ま
じ
き
ぞ
か
し
」
と
思
へ
ば
、
涙
は
例
の

こ
ぼ
れ
給
ひ
ぬ
。
（上
巻
三
四
〇
頁
３
１
５
行
）

『兵
部
卿
物
語
』
の
兵
部
卿
官
と
宮
姫
君
と
の
関
係
は
、
は
じ
め
に
み
た
よ

う
に
、　
そ
の
文
辞
に
い
た
る
ま
で
、
『
狭
衣
』
の
狭
衣
と
源
氏
宮
と
の
関
係
を

踏
襲
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
物
語
の
大
半
を
し
め
る
按
察
使

の
君
の
物
語
は

『
狭
衣
』
よ
り
も

『
小
夜
衣
』
に
は
る
か
に
よ
く
似
て
い
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
Ａ

・
Ｂ
を

『
狭
衣
』
か
ら
大
胆
に
と
り
入
れ

る
こ
と
で
、　
全
体
と
し
て
は
、
『
兵
部
卿
物
語
』
は

『
小
夜
衣
』
の
単
純
な
構

造
と
袂
を
わ
か
ち
、
『
狭
衣
』
的
と
も
い
う
べ
き
Ａ
重
層
的
構
造
Ｖ
を
も
つ
物

語
と
な
り
得
た
と
見
ら
れ
る
。
く
り
返
し
言
う
が
、
こ
れ
は

『
小
夜
衣
』
と
『兵

部
卿
物
語
』
と
の
間
に
著
作
上
の
直
接
的
関
係
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ご

く
限
ら
れ
た
伝
本
の
範
囲
内
で
そ
う
い
う
著
作
レ
ベ
ル
の
問
題
を
扱
う
こ
と
は

き
わ
め
て
難
し
い
。
私
が
本
稿
で
述
べ
た
か
っ
た
の
は
、
多
分
に
類
型
化
し
、

そ
の
価
値
を
疑
わ
れ
て
鎌
倉

。
室
町
物
語
と

一
括
さ
れ
、
殆
ど
無
視
さ
れ
か
ね

な
い
一
群
の
物
語
の
中
に
、
『狭
衣
』
の
基
本
構
造
を
見
抜
き
、
そ
れ
を
大
胆
に

と
り
入
れ
て
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
独
自
の
世
界
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
作
品
が

あ

っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

注
田
　
『物
語
文
学
史
論
・
新
訂
版
』
（昭
“
。
有
精
堂
）
二
四
九
頁

注
②
　
『狭
衣
物
語
』
（日
本
古
典
文
学
大
系
７９
。
昭
“
・
岩
波
書
店
）
五
三
九
頁

注
③
　
注
０
に
同
じ

注
④
　
注
０
に
同
じ
、
二
五
〇
頁

注
同
　
『校
本
狭
衣
物
語
巻
一
」
（昭
５．
．
桜
楓
社
）

注
０
　
な
お
、
室
町
中
期
の
作
と
す
る
黒
川
春
村
の
説

（『古
物
語
類
字
砂
し

も
あ
る

こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

注
０
　
『日
本
文
学
書
目
解
説
０
鎌
倉
時
代

（下
ご

（岩
波
講
座
日
本
文
学
。
昭
７
・

岩
波
書
店
）
五
四
頁

注
③
　
『古
物
語
類
字
砂
』

今
物
語
草
子
目
録

。
前
篇
』
所
収

。
昭
１２

・
大
岡
山
書

店
）
一
一
四
頁

注
０
　
注
０
に
同
じ

注
⑩
　
『鎌
倉
時
代
物
語
の
研
究
』
（昭
３６
。
東
宝
書
房
）
二
四
頁

注
ｍ
　
『源
氏
物
語
事
典
』
（昭
３９
・
春
秋
社
）
四
一
六
頁

注
働
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
藤
丹
治
氏

「異
本
堤
中
納
言
と
小
夜
ご
ろ
も
」

含
国
語
と
国
文
学
』
昭
３
●
５
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

注
⑩
　
神
野
藤
昭
夫
氏
「
し
の
び
ね
物
〓
巴
の
位
相
―
―
物
語
史
変
貌
の
一
軌
跡
―
―
」

含
早
稲
田
大
学

・
国
文
学
研
究
』
昭
５３
・
６
）

注
囮
　
本
文
は
、
松
尾
聰
氏

『小
夜
衣
』
（昭
３２
・
古
典
文
庫
）
に
よ
り
、
引
用
に
際

し
て
は
、
用
字

・
句
読
を
私
に
改
変
し
た
。

注
⑩
　
『異
本
堤
中
納
言
物
語
』
は

『小
夜
衣
」
と
同
一
の
物
語
で
あ
る
が
、
女
主
人

公
按
察
使
大
納
言
の
女
は
前
者
で
は

「堤
中
納
言
の
女
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
名
称
は
、
構
造
を
考
え
る
際
に
は

あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
い
の
が
ぶ
つ
う
で
あ
る
。

注
⑩
　
森

一
郎
氏

「狭
衣
物
語
の
方
法
―
―
狭
衣
物
語
・
覚
え
書
き
―
―
」
合
国
文
学

政
』
昭
３３
・
３
）
、
鶴
賀
礼
伊
子
氏

「狭
衣
物
語
の
構
成
に
つ
い
て
」
合
国
文
』
昭
８

。
１
）、
伊
藤
扶
佐
子
氏

「狭
衣
物
語
研
究
―
―
二
人
の
女
君
を
中
心
と
し
て
―
―
」

合
東
京
女
子
大
学

。
日
本
文
学
』
昭
慇
。
３
）
な
ど

注
ｍ
　
「
「狭
衣
」
の
一
品
宮
―
―
構
造
論
の
試
み
―
―
」
合
語
文
』
昭
５２
・
６
）

注
⑩
　
藤
岡
作
太
郎
氏

「国
文
学
全
史

。
平
安
朝
篇
』
（明
３８
。
開
成
館
）
五
二
八
頁

（昭
和
五
十
三
年
十
月
三
十
日
提
出
）
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