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御

局

「
桐

壺

」

考

植

田

恭

代

、
更
衣
の
御
局

「
い
つ
れ

の
御
時

に
か
」

と

い
う
あ

ま

り

に
も

有
名

な

出

だ

し

で
始
ま

る

『源

氏

物
語

』
。

そ

の
冒

頭

の

一
巻

が

「
桐
壷

」
と

呼

ば

れ

る

の
は

、

光

源
氏
前

史

と
位

置
づ

け
ら

れ
る
始

発

の
悲
恋

物
語

に
よ
る
。

そ

の
中
心

人

物

で
あ

る
帝

や
更
衣

は

「桐

壺
」
・と
呼

ば

れ
、

同
時

に
ま
た

、

さ
り
げ

な

く

は
さ

ま

れ

る

一
文

に
よ

っ
て
知

ら

れ

る
局

の
呼

称
も

、

「
桐
壺

」

で

あ

っ
た

。

(
1
)

御

局
は
桐

壷

な
り

。

桐
壺

二

〇

時

に
冗

長
と

さ
え

言
わ

れ

る
こ

の
物

語

の
文
章

に
、
ふ
と

は

さ
み

こ
ま

れ

る
簡

潔

な
短
文

は

、
そ

れ

ゆ
え

か
え

っ
て
際
だ

ち
、

読

み
手

の
心

に
深
く

刻

印

さ
れ

る
。

「
桐

壼
」

と

い
う

空

間

こ
そ

が
、

物
語

の
焦
点

と

な

っ
て

ゆ
く

の
で
あ

る
。

こ

の

「
御
局

は
」

を

「
御

さ
う

し
は
」

と
す

る
本

文
も

あ
る
煙

「桐
壺
」
に
異
同
は
み
ら
れ
な
い
。
『岷
江
入
楚
』
は
こ
の
部
分

に

つ
い

て
、

「
桐

壺

は
御

と

の
よ

り
う

し
と

ら

の
す

み

に
あ

た

る

そ

の

間

に

弘
徽

殿

麗

景

殿
宣

耀

殿

な

ど

の
め
だ

う

を

へ
て
と
を

る
也
」

と

い

う
。

丑
寅

と

い
え

ば

鬼
門

の
イ

メ
ー

ジ

で
あ

る

が
、
物

語

が
更
衣

の
御

局

を

「
桐
壷
」

と

明
記

す

る

の
は

、
何

よ
り

、
続

く

一
文

の
リ

ア
リ

テ
ィ
ー

を
、

揺

る
ぎ
な

い
も

の
と

し

て
印

象

づ
け

る
た

め

に
ほ
か

な
ら
な

い
。

あ
ま

た

の
御

方

々
を

過
ぎ

さ
せ

た
ま

ひ

て
ひ
ま

な
き
御

前
渡

り

に
、

人

の
御
心

を
尽

く
し

た
ま

ふ
も
げ

に
こ
と

わ
り
と

見
え

た
り

。

桐

壺

二
〇

多

く

は

『
大
内
裏

図

考
証
』

あ

た
り

に
基
づ

い
て

い
る
ら

し

い
、

辞
書

や

注
釈

書
類

の
末

尾
な

ど

に
掲

載

さ
れ

る
内
裏

図
を

み

れ
ば

、

一
目
瞭
然

で

あ

る
よ
う

に
、
後

宮

の
東
北

の
角

に
位

置
す

る
局

が
、
「
淑
景
舎

」
で
あ

る
。

後
宮

五
舎

の
ひ

と

つ
で
、
庭

に
桐

の
木

を
植

え

た
と

こ

ろ
か
ら
、

そ

の
別

称
は

「
桐

壷
」

と
な

る
。

『
和
名

抄

』

に
は

「
淑
景
舎

岐
利
豆
保
」
と

あ

る
。
帝

の
在

住
す

る
清

涼
殿

か

ら
遠
く

、

そ

の
間

に
は
女
御

や
他

の
更

衣
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た
ち

の
局

が
多

々
あ

る
と

い
う

条
件

ゆ
え

、
帝

が
お

出
ま

し

に
な

る
に
し

て
も

、
更

衣
が

参
上

す

る
に

つ
け

て
も
、

見
守

る
女

性
た
ち

の
心

情
を

逆

撫

で
し

て
し
ま

う
。

も

し
、
更

衣
が

弘
徽

殿
あ

た
り

に
局
を

賜

る

こ
と
が

で
き

る

の
な
ら

、

こ

の
よ
う

な

物
語

の
展

開
は

生
ま

れ

る
は
ず
も

な

い
。

し
か

し
、
按

察
大

納
言

の
父

は
す

で

に
亡
く

拠
り

所
な

い
身

で
あ

る
た

め
、

政
界

で
十

分

に
勢
力

を
奮
え

る

現
職
大

臣

ク

ラ
ス

の
父
親
を

持

つ
女
御

た

ち

の
よ
う

な
割

り
当

て

に
は
な

ら
な

か

っ
た
、
と

す

る

の
が

物
語

の
言

い

分

で
あ

る
。

「
桐

壼
」

つ
ま

り

淑
景

舎

と

い
う

殿
舎

は

、
女

御

た
ち

が

睨

み
を
き

か

せ
、

同
等
も

し
く

は

よ
り
身

分

の
低

い
更
衣

た
ち

の
さ

ら
な

る

反
感

の
募

る
な

か
、

「
い
と

や
む
ご

と

な
き

際

に

は
あ

ら

ぬ
が

す
ぐ

れ

て

と

き

め
き
た

ま

ふ
」
と

紹
介

さ

れ
る
更

衣

の
、
分

不
相
応

の
寵
愛

を
際

だ

た
せ

る
局
と

し

て
設
定

さ
れ

、
実

際
、

更
衣
を

悲

劇
的

な
死

に
追

い
や
る

大

き
な

要
因

と
な

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

し

か
し
、
『
源

氏
物
語

』
に
お

い

て
、
こ

の

「
桐
壺

」
の
悲

劇

的
な

イ

メ
ー

ジ

は
、

そ

の
後
も

ず

っ
と
続

い
て

い
る
わ
け

で
は

な

い
。

光

源
氏

は
私
邸

と

し

て
母
更

衣

の
里
邸

で
あ

る

二
条

院

を
伝
領

す

る
が

、
宮

中

に
お

い
て

も

「
桐
壼

」

を
宮

中
参
内

時

の
私
的

な

場
と

し

て
使

用

し

て
お
り

、

の
ち

に
春
宮
女

御

と
し

て
入
内

す

る
明

石
姫

君

の
御

局
と

な

っ
た

の
も
、
ま

た

、

こ

の

「
桐
壼

」

な

の

で
あ

っ
た

。

「桐

壷
」

は

、
物

語

始
発

に
位

置
す

る

巻

の
知
名

度

か
ら

、
更
衣

の
悲

劇

の
イ

メ
ー
ジ

を
か

ぶ
せ

ら
れ

が
ち

で
あ

る

が
、

齟
決

し

て
そ

れ
ば

か
り

で
は
な

い
の

で
あ

る
。

物

語

の
大
前

提

の
よ
う

に
あ

る

「
桐
壷
」

と

い
う
御

局

は
、

ど

の
よ
う

な

場

で
あ

っ
た

の
か
。

桐
壺

巻

を

め
ぐ

る
研

究

の
隆

盛

に

比

し

て
、

「
桐

壺
」
そ
の
も
の
に
正
面
か
ら
向
か
い
あ
う
考
察
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
よ

(
3
)

う

に
見

受
け

ら
れ

る
。

こ

の
殿
舎

に

つ
い
て
、

い
ま

一
度
物

語
を
詳

細

に

た
ど
り

つ

つ
考
え

直

し

て
み
る

の
が
、

本
稿

の
試

み

で
あ
る
。

二
、
「御
宿
直
所
」
と

し
て

桐

壺

更
衣

亡
き
後

の

「
桐
壷

」
は

、
ど

の
よ
う

に
描
か

れ

て

い
る

の
か

、

そ

れ
を

ま
ず
確

認
す

る

こ
と

か
ら
始

め
た

い
。

光

源

氏
が
成

長

し
元
服

を
済

ま

せ
た
桐

壺
巻

末

に
は

、
「
淑
景

舎
」
と

い

う
呼

称

で
、

そ

の
後

の

「
桐
壷

」

の
様
子

が
伝

え
ら

れ

る
。

内
裏

に
は
、
も

と

の
淑
景

舎
を

御
曹

司

に

て
、

母
御
息

所

の
御
方

の

人

々
ま

か

で
散

ら
ず

さ

ぶ
ら

は
せ
た

ま

ふ
。

桐

壺

五
〇

あ

の

.
「桐

壷
」

は
光

源
氏

の

「
御
曹

司
」

つ
ま

り
宮

中
参
内

時

の
私
的

な

空
間

と
な

り
、

亡
き

更
衣

ゆ
か

り

の
人

々
は

い
ま
だ

そ

こ
に
集

っ
て

い
る

と

い
う
。

こ

の

一
文

に
続

い
て

「
里

の
殿

は
、
修

理

職
、
内

匠
寮

に
宣

旨

下
り

て
、

二
な
う

改

め
造

ら
せ

た
ま

ふ
」

と
、

母

の
里
邸

で
あ

る

二
条

院

改
造

の
様

が
語

ら
れ

、
光

源
氏

は

こ

の
よ
う

な
所

に

「
思

ふ
や
う

な
ら

む

人
を

据

ゑ
て
住

ま
ば

や
」
と

思
う

。
「
桐
壼

」
は
本

格
的

に
光

源
氏

の
物

語

が
始

動
す

る

に
あ

た
り

、
将

来
有

望
な

一
賜

姓
源

氏

の
、
宮

中

に
お
け

る

か
な

り
自
在

な
拠

り
所

と

し

て
、
私
邸

二
条

院
と

と
も

に
位

置
づ

け
ら

れ

て

い
る
よ
う

で
あ

る
。

そ

こ

で

「
桐
壷

」

で
は
な

く

「
淑
景
舎

」

と
呼

び

か
え

ら
れ

て

い
る

の
は

、

こ

の
巻

の
前

半
を

占
め

る
更

衣

の
イ

メ
ー
ジ

を

遠

ざ

け
よ
う

と
す

る
せ

い
で
あ

ろ
う

か

。
光

源
氏

は
、
宮

中

に
も
自

由

に

な

る
空

間

の
所
有

権
を

得

て

い
る
こ
と

に
な

る
。
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物
語

中

に
お

い

て
、

実
際

「
桐
壷

」

は
、
光

源

氏
参
内

時

の
足
場

と

し

て
活
用

さ
れ

て

い
た
よ
う

で
あ

る
。

桐
壺

に
は
、

人

々
多

く

さ

ぶ
ら
ひ

て
、

お
ど

ろ
き
た

る
も

あ
れ

ば
、

か

か
る
を

、
「
さ
も

た

ゆ
み
な
き

御

忍
び
歩

き

か
な
」
と

つ
き

し

ろ

ひ

つ

つ
、

そ
ら
寝

を

そ
し
あ

へ
る
。

花
宴

三

五
八

花
宴

の
余

韻

漂
う
な

か

、
光
源

氏
が

朧

月
夜
と

出
会

っ
た

直
後

に
、
事

情

を
察

し
た

周

辺

の
女

房
た

ち

が
光
源

氏

の
忍
び

歩
き

を
噂

し
あ
う

場

面

で

あ

る
。

こ

こ

で
は

「
桐
壷

」

の
呼

称

が

用

い
ら

れ

て
お
り

、

「人

々
」

と

あ

る

の
は

、
前

か
ら

の
流

れ
を
考

慮
す

れ
ば

、
母

御
息

所

の
ゆ
か
り

の
人

々

中
心

と
考
え

る

の
が
自

然

で
あ

ろ
う

か
。
も

ち

ろ

ん
、
光

源
氏
づ

き

の
女

房
は

出
入

り
可
能

で
あ

っ
た
は
ず

で
あ

る
。
も

っ
と
も

、

こ

の
場

面

は
花

宴
と

い
う

行
事

の
あ

っ
た

晴
れ

の
日
の

こ
と

で
あ

る

か
ら

、
集
ま

っ
て

い

る
女

房
た

ち
も

、

い

つ
も

よ
り
多

め

で
あ

っ
た

可
能
性

は
あ

ろ
う

。
光

源

氏
を

と
り

ま
く
女

房

た
ち

が

「桐

壷
」

に
大

勢
詰

め

て
お
り

、
だ

か
ら

こ

そ
帰

ら

ぬ
光

源

氏

が
話

題

と
な

る
。

「桐

壼
」

は

、
光

源
氏

が

帰

っ
て
き

て
然

る

べ
き

場

所
と

し

て
想

定

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
引

用
部

に
続

い

て
語

ら
れ

る

の
は
、

「
入
り

た
ま

ひ

て
臥
し

た
ま

へ
れ

ど
、
寝

入

ら
れ
ず

」

と
、
朧

月
夜

に
逢

っ
た

興
奮

さ

め
や

ら
ぬ
ま

ま
、

な
か

な
か

ま
ど

ろ
め

ぬ

光

源
氏

の
姿

で
あ

る
。

宴

果

て
て

の
ち

、
光

源
氏

は
直

接

二
条

院

へ
退

出

す

る

の

で
は
な
く

、
「淑

景
舎

」
に
下

が
る
段

取
り

で
あ

っ
た

こ
と

が
わ

か

・

る
。こ

う

し

て
考
え

て

み
れ
ば

、
桐

壷
巻

の
次

に
位

置
す

る
帚
木

巻

で

「御

宿

直
所
」

と

あ

っ
た

こ
と
が

想
起

さ
れ

る
。
あ

の
雨
夜

の
品
定

め

の
段

の

語
り

出

し
で
あ

る
。

長
雨

晴
れ

間
な
き

こ
ろ
、
内

裏

の
御
物

忌

さ
し

つ
づ
き

て
、

い
と

ど

長
居

さ

ぶ
ら
ひ

た
ま

ふ
を

、
大
殿

に
は
お

ぼ

つ
か
な
く

恨

め
し
く

思

し
た

れ
ど

、
よ

う
つ

の
御

よ
そ

ひ
何
く

れ
と

め
づ

ら
し

き
さ

ま

に
調

じ
出

で
た
ま

ひ

つ
つ
、
御
む

す

こ

の
君

た
ち

、
た

だ

こ

の
御

宿
直

所

の
宮
仕

を

つ
と

め
た
ま

ふ
。

帚

木

五

四

こ

こ
で
女
性

談
義

の
場

と
な

っ
て

い
る

「
御

宿
直

所
」

と
は

、
ど

こ

で
あ

ろ
う

か
。
桐

壺
巻

末
を

念
頭

に
お

く
な

ら
ば

、

や
は
り

、
ま
ず

淑
景

舎

に

思

い
当

た

る
。
「御

宿
直

所
」
を
淑

景
舎

と
す

る
解
釈

は
古

注
釈

の
段

階

で

す

で

に
示
さ

れ

て
お
り

、
『
花
鳥

余
情

』
に

「御

と

の

ゐ
所
と

は
源
氏

の
君

の
御

さ
う

し
き
り

つ
ほ

を

い
ふ
也
」

と

あ
り

、

『岷

江

入

楚
』
も

「
源

の

御

と

の
ゐ
所

き
り

つ
ほ
也

」
と

同
様

の
指

摘
を

す

る
。

そ
れ

は
、
現

代

の

諸

注
釈

に
も
受

け
継

が

れ
、
玉

上

琢
彌

『
源
氏

物

語
評
釈

』

や
日
本

古
典

文

学
大

系

(岩
波
書
店
)
を

経

て
、
新

日
本
古

典

文
学

大
系

(岩
波
書
店
)

が

「
源
氏

の

い
る

ほ
う

の
宿
直

所
。

淑
景
舎

(桐
壺
)

の
曹
司

か
」
と

し

、

新

日
本
古

典

文
学
全

集

(小
学
館
)
で
も

「
源
氏

の
宮

中

で

の
私

室
」
と
注

し

て
桐
壷

巻
末

の

一
文
を

参
照

さ

せ

て

い
る
。

雨
夜

の
品

定

め

の
場

所
と

な

っ
た

「
御
宿

直
所

」

は
、

ほ
ん

の
少

し
前

の
桐
壼

巻
末

の
記

述
か

ら
す

れ
ば

、

お

の
ず

と

「
桐
壷
」

と

み
な

せ

る

の
で
あ

る
。
桐

壺
巻
末

と
花

宴

の
用

例
を

合
わ

せ

て
考
え

る
な

ら
ば

、
母

更
衣

の
縁

で
特
権

的

に
得

ら
れ

た
私

的
空

間

は
、
宿

直
所

と
し

て
も

使
用

さ
れ

て

い
た

こ
と

に
な
る
。

す

ぐ
あ

と

に
、
も
う

一
度

「御

宿
直

所
」

と

繰
り

返
さ

れ
る
。

つ
れ

づ
れ

と
降

り
暮

ら
し

て
、

し
め

や
か

な
る
宵

の
雨

に
、

殿
上

に

一49一



も

を

さ
を

さ
人
少

な

に
、
御

宿
直

所
も

例
よ

り
は

の
ど

や
か

な
る

心

地

す

る
に
、

大
殿

油
近

く

て
書
ど

も
な

ど
見

た
ま

ふ
。帚

木

五

五

『
源
氏
物

語
』

中
、

「
御

宿
直

所
」
も

し

く
は

「
宿
直

所
」

の
用

例

は
全
十

四
例

で
あ

る
。
そ

の
う

ち
、
光

源
氏

に
か

か
わ

る
も

の
は

七
例

に

の
ぼ
り

、

(4
)

い
ず

れ
も

「桐

壺
」

を

さ
す

と

み

ら
れ

、

「桐

壺
」

は

帚

木
巻

の

の
ち
も

宿
直

所

に
な
り

続

け
る

空
間

で
あ

っ
た

こ
と

が
確
認

で
き

る
。

さ
ら

に
、

な

お
か

つ

「御

宿
直

所
」
と
と

も

に
使
わ

れ

て

い
る

「淑

景
舎
」

の
例
を

、

二
例
見

出
せ

る

の
で
あ

る
。

ひ
と

つ
は

、
須
磨

流
謫

・
明

石
滞

在
を

経

た
光
源

氏

が
、

ふ
た
た

び
都

に
召
還

さ
れ
た

場

面

で
あ

る
。

世

の
情
勢

も
変

わ
り

、
光

源
氏

が
改

め

て

栄
華

の
道

を
邁

進

し

て
ゆ
く

に
あ
た

り
、

宿
直

所
も

紹
介

し
直

さ
れ

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
の
大
臣

の
御

宿
直

所
は

昔

の
淑
景

舎
な

り
。

梨
壺

に
春

宮
お

は

し

ま

せ
ば
、

近
隣

り

の
御
心

寄

せ
に
、

何
ご

と
も

聞

こ
え

通

ひ

て
、
宮

を
も

後
見

た

て
ま

つ
り
た

ま

ふ
。

澪

標

三

〇

〇

宿
直

所

に
は
、

か

つ
て
自

在

に
使
え

た

「
淑
景
舎

」

が

ふ
た

た

び
当

て
ら

れ

る
。

「昔

の
」

と
あ

る
と

こ
ろ
か
ら

、
光

源

氏
が

不
遇

に
陥

る
以
前

の
、

あ

の
華

や
か
な

時
代

に
得

て

い
た

「
淑
景
舎

」

と

い
う

印
象

を
濃

厚

に
す

る
。

右
大

臣
方

に
政

権
が
移

っ
て

い
た
間

の

「
淑
景
舎

」

の
様

子
は
描

か

れ
ず

、
御
代

が

わ
り

を
し
光

源

氏
方

に
よ

り
確

か
な

政
権

が
戻

っ
て
き

た

こ

の
時

を

迎
え

て
、
「
昔

の
淑
景

舎
」
「と

「
桐

壺
」

が
呼

び

起

こ

さ
れ

て

く
る

の
で
あ

る

。
朱
雀

帝
時

代

の
空
白

は
、
逆

に
光

源

氏

に
と

っ
て

の

「
淑

景
舎

」

の
意

味
を

強

調

し

て

い
よ
う

。

「
淑

景
舎
」

は

、
桐

壷

帝
在

世

時

に
お
け
る
光
源
氏
の
特
権
的
私
有
空
間
で
あ
り
、
冷
泉
帝
治
世
の
到
来
と

と
も
に
光
源
氏
の
自
由
が
と
り
戻
さ
れ
た
時
、
晴
れ
や
か
な
復
権
に
見
合

う
よ
う
に
、
ふ
た
た
び

「宿
直
所
」
と
し
て
、
「淑
景
舎
」
と
い
う
空
間

を
所
有
す
る
自
由
も
甦
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
新
た
な
物
語
の
展
開
に
お
い
て
、
「淑
景
舎
」
を
復
活
さ
せ
る

必
然
性
も
ひ
と
き
わ
高
ま
っ
て
い
る
。
冷
泉
帝
即
位
の
の
ち
、
梨
壺
に
住

ま
う
春
宮
を
後
見
す
る
た
め
に
も
絶
好
の
場
所
、
そ
れ
が

「淑
景
舎
」
な

の
で
あ
る
。
清
涼
殿
か
ら
遠
く
に
位
置
す
る
と

い
う
条
件
が
、
か
え
っ
て

そ
う
し
た
配
慮
も
し
や
す
い
環
境
を
提
供
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
第
二

部
若
菜
下
巻
で
、
冷
泉
帝
譲
位
に
よ
σ
帝
位
に

つ
く
春
宮
は
、
朱
雀
院
と

承
香
殿
女
御
と
の
間
の
皇
子
で
あ
り
、
そ
の
後
見
を
す
る
こ
と
は
今
後
の

朱
雀
帝
と
の
関
係
を
保
証
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
私
的
な
空
間
で
あ
り
な

が
ら
政
治
的
な
性
格
も
付
与
さ
れ
て
い
る
場
と
も
み
な
せ
よ
う
。
栄
耀
を

手
中
に
し
て
い
く
光
源
氏
を
支
え
る
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「桐
壷
」
は

澪
標
巻
以
降
の
物
語
に
向
け
て
設
定
し
直
さ
れ
て
も
い
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
後
の

「桐
壼
」
の
動
向
に

つ
い
て
は
詳
細
が
知
ら
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
再
度
、
物
語
世
界
に
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
明
石

姫
君
入
内
に
際
し
て
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ

の
御

方
は

、
昔

の
御

宿
直

所
、

淑
景
舎

を
改

め

し

つ
ら
ひ

て
、
御

参

り
延

び
ぬ

る
を

、
宮

に
も
心

も
と

な

が
ら

せ
た
ま

へ
ば

、

四
月

に

と

定
め

さ
せ

た
ま

ふ
。

梅

枝

四

一
四

こ

こ
に
至

り

、

「御

宿

直

所
」

じ
た

い
が

「昔

の
」

を

か

ぶ

せ
ら

れ

る
過

去

の
も

の
と

な
る

。
、
二
月

二
十

日
過
ぎ

の
春
宮

元
服

の
の
ち
、

い
ま

や
周
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囲
を

圧
倒

す

る
勢

い
の
光

源
氏

の
娘

の
存

在

に
他

の
姫

君
た
ち

の
入
内

が

遠
慮

さ
れ

る

の
を
危

惧

し
、
明

石
姫

君

の
入
内

は
延
期

さ

れ

四
月
と

な

る
。

他

の
女
性

た
ち

を
気

遣

っ
て
あ

と
か

ら
入

内
す

る
娘

の
た

め

に
、
光

源
氏

は
、
調

度
品

等
も

最
高

の
も

の
を

整
え

る

べ
く
手

配
す

る
。
「
す

ぐ
れ

た
る

道

々

の
上

手

ど
も

を

召

し
集

め

て
」

「
い
に
し

へ
の
上

な
き

際

の
御

手

ど

も

の
、

世

に
名
を

残
し

た

る
た
ぐ

ひ
」

と
語

ら
れ

る
鳴

り
物

入
り

入
内

の

落

ち

着
き

先

こ
そ
、

「
淑

景
舎

」

な

の

で
あ

る
。

い
ま

や

「
桐

壺
」

は

か

つ
て

の
悲

劇

の
気

配
す

ら
感

じ
さ

せ
ぬ

、
華

や
ぎ

の
象
徴

と

し

て
存

在
す

る

。以

後
、
こ

こ
に
住

ま
う

明

石
姫
君

の
呼

称
そ

の
も

の
に

「
桐

壷
」
や

「淑

景
舎
」

が

使
わ

れ

て

い
く

こ
と

に
な

る
。

い
ま

、

そ
れ
ら

を
列

挙

し
て

み

る
。①

桐

壷

の
御
方

は

、
う

ち
は

へ
え

ま
か

で
た

ま
は
ず

。
御

暇

の
あ
り

が

た

け

れ
ば

、
心

や
す

く
な

ら
ひ

た
ま

へ
る
若

き
御

心

地

に
、

い
と

苦

し
く

の
み
思

し
た

り
。

夏

ご
ろ
な

や
ま

し
く

し
た

ま

ふ
を
、

と

み
に

も

ゆ

る
し
き

こ
え

た
ま

は
ね

ば
、

い
と

わ
り

な

し
と
思

す
。

め
づ

ら

し
き

さ
ま

の
御

心

地

に
ぞ
あ

り
け

る
。

若
菜

上

入
六

②

「夕

方

、
か

の
対

に
は

べ
る

人

の
、
淑

景
舎

に
対

面
せ

ん
と

て
出

で

立

つ
、

そ

の

つ
い
で

に
、
近

づ
き
き

こ
え

さ

せ
ま

ほ
し
げ

に
も

の
す

め

る
を
、

ゆ

る
し

て
語
ら

ひ
た

ま

へ
。

…
略

…
」

若
菜

上

八
七

③

挿
頭

の
台

は
沈

の
華

足
、

黄
金

の
鳥

、
銀

の
枝

に

ゐ
た
る
心

ば

へ
な

ど
、

淑
景
舎

の
御

あ

つ
か

り

に
て
、

明
石

の
御
方

の
せ
さ

せ
た
ま

へ

る
、

ゆ

ゑ
深
く

心

こ
と
な

り
。

若

菜
上

九

四

④

年
返

り

ぬ
。
桐

壺

の
御

方

近
づ
き

た
ま

ひ

ぬ

る
に
よ

り
、

正
月
朔

日

よ
り
御

修
法

不

断

に
せ
さ

せ
た
ま

ふ
。

若

菜

上

一
〇

二

⑤
寝

殿

の
東
面

、
桐

壷

は
若
宮

具

し
た

て
ま

つ
り

て
参
り

た
ま

ひ

に
し

こ
う
な

れ
ば

、

こ
な
た

隠

ろ

へ
た

り
け

り
、

遣
水

な
ど

の
行
き

あ

ひ

は

れ

て
、
よ

し
あ

る
か

か
り

の
ほ

ど
を

尋
ね

て
立

ち
出
づ

。

若
菜

上

=
二
七

⑥

聞

こ
し

め
し

お
き

て
、
桐

壷

の
御
方

よ
り

伝

へ
て
聞

こ
え

さ

せ
た
ま

ひ

け
れ
ば

、
ま

ゐ
ら

せ
た

ま

へ
り
。

・

若
菜

下

一
五
七

⑦

心
ば

へ
の
か
ど

か
ど

し
く

け
近

く
お

は
す

る
君

に

て
、
対

面
し

た
ま

ふ
時

々
も

、

こ
ま

や
か

に
隔

て
た

る
気
色

な
く
も

て
な
し

た
ま

へ
れ

ば
、
大

将
も

、

淑
景
舎

な
ど

の
う

と
う

と

し
く

及
び

が
た
げ

な

る
御

心

ざ
ま

の
あ

ま
り

な

る

に
、

さ
ま

異
な

る
御

睦
び

に
て
、
思

ひ
か

は

「
し
た
ま

へ
り

。

若

菜

下

一
五
九

い
ず

れ
も
、
若

菜

上
下
巻

に
み
え

る
用
例

で
あ

る
。
右

の
七
例

の
う

ち

「桐

壷

の
御

方
」

と
あ

る

の
は
①
④

⑥

、

「桐

壺
」

と

の
み
あ

る

の
が
⑤

、

「
淑

景
舎

」

は
②
③

⑦

で
あ

る
。
①

で
は
、

入
内

し
た

明
石
女

御
を

語
り

手

が

「
桐

壺

の
御

方
」

と

呼

ぶ
。

こ

こ

で
明
か

さ

れ

る

の
は
、

後
宮

の
暮

ら

し

が

日
常
と

な

っ
た
姫

君

の
懐
妊

で
あ

る
。

引
用

部

に
続
き

、
よ
う

や
く
帝

の
許

し
を

得

て
春

の
町

の
寝

殿

東
面

に
里

下
が

り
す

る
姫

君

に
、
明

石

の

君
が

つ
き

添

っ
て
出

入
り

で
き

る

よ
う

に
な

っ
た

こ
と

が
語

ら

れ
、

「
あ

ら
ま

ほ
し
き

御
宿

世
な

り
か

し
」

と
評

さ
れ

る
。

一
族

の
栄
え

を

担
う

姫

君

な

の

で
あ

る
。

す
ぐ

あ
と

に
②

が
見
え

、
③

は
、
紫

上
薬

師
仏

供
養

の
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精

進
落
と

し

の
様

子

で
あ

る

。
④

は
、
女

御
と

な

っ
た
姫

君

が
年
改

ま

っ

て
出
産

間
近

と
な

っ
た

場
面

で
あ
り

、

ほ
ど

な
く
姫

君

は
無
事

に
男
皇

子

を

産

み
、
国

母
と

な

る
こ
と

は
ほ

ぼ
確

実
と

な
る

。
そ

の
語

り
だ

し

の
呼

称

は
、
「
桐
壺

の
御

方
」
で
あ

る
。
⑤

は
、
柏
木
女

三
宮

事
件

の
発
端

と
な

っ

た

あ

の
六
条

院

の
蹴
鞠

の
場

面

で
、
明

石
女
御

の
不
在
を

語

る
と

こ

ろ
、

⑦

は
、

夕
霧

側

が
姫
君

に
対

す

る
時

の
様
子

を
語

る
と

こ

ろ
で
、

入
内

し

た

姫
君

に
は

気
を

遣
う

け
れ

ど
も

、
玉

鬘
は

ま
た

違
う

接
し

方
が

で
き

る

と

思
う

夕
霧

の
心

が
描

か

れ

て

い
る
。

こ

れ
ら

の
用
例

に
み
る

「
桐
壺

」
と

「
淑
景

舎
」

の
使

い
分

け

は
、
「
御

方

」

と

の
結

び

つ
き

や
す

さ
以
外

は
あ

ま
り

明
確

で
は
な

い
に

し

て
も

、

「
桐
壺

」
四
例
と

、
前

述

の
梅

枝
巻

も
含

め

「
淑
景

舎
」
四
例

の
計

八
例

が
、

明
石

女
御

に
関

す

る
も

の
で
あ

る

の
は
、

注
目

さ
れ

る
。
物

語

に
お

け
る

(
5
)

「
桐
壺

」

の
用
例

は
全

八
例

で
、
「
淑

景
舎
」

の
場
合

は
桐
壺

巻
末

と
澪

標

巻

の
各

一
例
を

あ
わ

せ

て
全
六

例

の
み

で
あ

る
。
全

体

の
用
例
数

は
少

な

い
な
が

ら

、
そ

の
内

訳

を

み

る
な

ら

ば

「
桐

壺
」

「
淑

景
舎

」

は
、

明
石

女
御

に

関
す

る
も

の
が
、

圧
倒

的

に
多

く

、
そ

れ
ら

は
若
菜

上

下
巻

に
集

中

し

て

い
る

の

で
あ

る
。
若
菜

巻

で
は
、
物

語
第

二
部

の
始

発

に
あ

た
り
、

第

一
部

の
物
語

を
呼

び
起

こ
し
、
繰

り
返

さ

れ
る
過

去

に
よ

っ
て
物

語

の

(
6
)

現
在
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
過
去
が
ふ

た
た
び
登
場
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
明
ら
か
な
過
去
と
現
在
と
の
対
比
構

(7
∀

造

が
看

取
さ

れ
、

そ

の
な
か

で
、

こ

の

「
桐
壷

」
も

出

て
く

る

の
で
あ

る
。

か

つ
て
悲
劇

の
要

因
と

な

っ
た
場

は
、
若

菜
巻

の

い
ま

、
揺

る
ぎ

な

い
栄

華

栄
耀

の
場

と
な

る
。
明
石
女

御

の
将
来

に
わ

た

る
繁
栄

は

、
華

や
ぐ

「
桐

壼
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
物
語
に
根
づ
か
せ
る
。
重
ね
て
用
い
ら
れ
る

「桐

壺
」
「淑
景
舎
」
の
呼
称
は
、
変
容
し
た
現
在
を
確
実
に
物
語
に
定
着
さ

せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
通
称
と
し
て
光
源
氏
の
父
帝
を
桐
壼
帝
と
呼
び
慣
わ
し
て
い

る
が
、
物
語
中
で
そ
う
し
た
呼
称
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
母
更
衣

に
し
て
も
、
「桐
壷
」
を
冠
す
る
の
は
桐
壺
巻
と
須
磨
巻
に

一
例
ず
つ
あ
る

(8
)

ば

か
り

で
あ

る
。
『
源
氏
物

語

』
の
巻

名

は
当
該

巻
中

の
和

歌

に
由
来

す

る

こ
と
が
多

い
が
、
桐

壷
巻

の
場
合

は
例
外

で
あ

る
。

巻
名

の

「
桐
壼

」

さ

え

、
実

は
あ

の

「御

局

は
桐
壷

な

り
」

の

一
文

に
拠

っ
て

い
る

の
で
あ

っ

た

。
簡

潔
な

短
文

の
衝
撃

の
大
き

さ
を
確

認

す

る
と
と

も

に
、
物

語
内
呼

称

と

し

て
の

h
桐

壷
」

は
、

の
ち

に
中

宮
と

な

る
明
石

女
御

の
そ

れ
と

し

て
機
能

し

て

い
る
こ
と

に
も

、
同

等

に
目
を

向
け

て
み
る

べ
き

な

の
で
は

な

い
か
。

「御

局
は

桐
壺

な
り
」

は

、
明

ら
か

に
悲
劇

の
根

源

と
し

て

の

「
桐
壷

」

を
語

っ
て

い
る
。

し

か
し
、

桐
壺

巻
末

で
光

源

氏

の
所

有
を

示
す

時
点

か

ら
、
す

で

に

「
桐

壼
」

「
淑

景
舎

」

の
悲

劇

性

は
解

消

さ

れ
、
澪

標

巻

の

政
界
復

帰

と
と
も

に
ふ
た

た
び
物

語

に
呼
び

起

こ
さ

れ
、
梅

枝
巻

の
明

石

女
御

入

内
以

降

は

、
新

た

に
栄

華

の
象

徴
と

な

り

、
「
桐

壺
」

は
存

続

し

て

い
く

の
で
あ

る
。

も

っ
と
も

、
そ

の
後

の

「
桐
壷
」

の
様

子

が
ど
う

で

あ

る
か
は

、
描

か
れ

て
は

い
な

い
。

明

石
女

御

が
中
宮

と

な

っ
て
か

ら
は

ど

の
よ
う

で
あ

る

の
か
、

匂
宮

は
ど

う

し
て

い
た
か

、
な

ど

に

つ
い
て
は

明

ら
か

に
さ

れ

て
は

お

ら
ず
、
物

語

世
界

の
表
舞

台

に

「桐

壷
」
「
淑
景

舎
」

が

出

て
く

る

こ
と
も

な
く

な

っ
て
ゆ
く
。

光
源

氏

の
栄
華

形
成

に
密

着

し

一52一



た
空

間
と

し

て

「
桐
壺

」

「
淑
景
舎

」

は
あ

る
。

物

語
世

界

裟

お

い
て
、
「
桐

壺
」

は

、
貴
族

社

会

の

一
員

と

な

っ
た

光

源

氏

が
自
由

に

で
き

る
空
間

と

し

て
所

有
さ

れ
た

。
常

に

「
桐
壺
」

の
詳

細

な
情

報
が

開
示

さ
れ

て

い
る
わ

け

で
は
な

い
け

れ
ど
も

、

物
語
叙

述

が

随

所

に

み
せ

る

「
桐
壺

」

「
淑
景

舎
」

情

報

は
、

光
源

氏

の
特

権

と
も

い

う

べ
き
権

限
を

想
定

し

つ
つ
読

む

こ
と
を

可
能

に
す

る
。

不
遇

の
象

徴
空

間
を

拠
点

に
し

て
栄

華
を

築
く

。
な

ん
と

ド

ラ

マ
テ

ィ

ッ
ク
な

し
か

け

で

あ

ろ
う

か
。
物

語

は
、
五
十

四
帖

を

と
お

し

て
四
代

の
帝

の
治

世
を
描

く
。

そ

の
な
か

で

、
類

い
稀
な

資
質

に
恵

ま

れ

て

い
る
と

は
言
え

、

臣
籍

降

下

を

し
た
光

源
氏

が
桐

壼
帝

在
世

時

に
自
由

に
な

る
空

間
を

得
ら

れ
、
,冷

泉

帝

の
時
代

に
な

る
と

ふ
た

た
び

そ

の
所
有

権

の
主
張

が
可
能

に
な
る

と

い

う
物

語

の
設
定

は
、

現
実

に
は
考

え

に
く

い
も

の
で
あ

ろ
う

。
む

し

ろ
、

そ
れ
を

描
き

続

け
る

の
が

『
源
氏

物

語
』
と

み

る

べ
き

な

の
で

は
な

い
か
。

こ
う

し
た

「
桐
壷

」
幻

想

が
生
き

て

い
る

よ
う

に
描

か
れ

る
か
ら

こ

そ
、

明
石
姫

君

は

「桐

壺
」

に
入
り

、
自

分

の
空

間
と

し

て
使

い
続
け

る

の

で

あ

る
。

『源

氏

物

語
』

世
界

史

に

お
け

る
負

の
遺

産

は
、
栄

耀

の
拠

点

と

な

っ
て
光
輝

を
放

ち
続

け

る
と

い
う

、

い
わ

ば
逆

転
現

象
を

生

み
出
し

て

ゆ
く
。

三
、
史
実

の
な

か
の

「桐
壺
」

で

は
、

「
桐
壷

」
と

い
う

殿
舎

は
、

実

際

に
は

ど

の
よ

う

な
場

と

し

て

受

け
と

め
ら

れ

て

い
た

の
だ

ろ
う

か
。
少

し
角

度
を

変
え

て
考
え

て
み

る
。

す

で

に
知

ら

れ

て

い
る
史

料
も

多

い
が
、

い
ま

一
度

そ

れ
ら
を

た
ど

り
直

し

て
み
た

い
。

諸
記

録

に
は

、「桐

壺
」

と

記
さ

れ
る
例

は

な
く

、
す

べ

て

「
淑
景

舎
」

で
あ

る
。

ま

ず
、

醍

醐
朝

あ

た

り

に
は

、
穢

れ

に
ふ

れ

る

記
事

が
散

見

(9
)

す
る
。延

喜
十
年
六
月

一
日
記
云
供
忌
火
御
飯
昨
日
内
膳
司
申
云
淑
景
舎
死

穢
満
…
略
…

・
『江
次
第
抄
』
第
七

こ
の
前
に
は

「禁
中
有
穢
時
猶
供
之
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
詳
細
は
わ
か

ら
な
い
け
れ
ど
も
、
淑
景
舎
に
死
の
穢
れ
が
あ
り
な
が
ら
内
膳
司
の
行
事

で
あ
る
忌
火
御
飯
を
行

っ
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。

淑
景
舎
巓
倒
。
打
敏
七
歳
男
子
云
々
。
仍
止
仁
王
経
御
読
経
。

『日
本
紀
略
』
(延
喜
十
五
年
五
月
六
日
)

「淑
景
舎
」
の
倒
壊
に
よ
る
七
歳
の
男
児
の
事
故
死
で
あ
り
、
仁
王
経
御
読

経
が
中
止
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
『小
右
記
』
逸
文
の

〔三
條
西
家
重
書
古
文
書
〕
に
は
、
長
元

三
年
二
月
十
五
日
の
条
に

「外
記
季
通
勘
申
宮
中
有
死
穢
之
時
被
行
大
祓

例
」
と
あ
る
あ
と
に
、
「延
長
七
年
四
月
廿
七

日
、
丙
寅
、
未

一
剋
許
、

於
淑
景
舎
、
書
司
女
孺
佐
伯
有
子
死
去
、
五
月
十

一
日
、
乙
夘
、
於
建
礼

門
、
有
大
祓
事
、
是
去
月
□
七
日
内
裏
淑
景
舎
嫗
頓
死
」
と
い
う
記
述
を

載
せ
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
「淑
景
舎
」
は
し
ば
し
ば
死
の
穢
れ
に
見
舞

わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
が

「淑
景
舎
」
を
特
徴
づ
け
る
で

き
ご
と
と
断
定
し
て
よ
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
の
余

地
が
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
穢
れ
ば
か
り
が
記
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
村
上
朝
に
は
虹
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の
記

述
も

あ

る
。

虹
立

淑
景
舎

北

庭
。

『
日
本
紀

略

』

(康

保

三
年

二
月
廿

四

日
)

一
方

で
、

「
淑
景
舎

」

は

さ
ま
ざ

ま

な

催

し

の
場
と

も

な

っ
て

い
た
ら

し

い
。

ま
ず

円
融

朝
か

ち
。

摂
政
右

大

臣
於

淑
景
舎

有

官
奏

。

『
日
本
紀

略
』

(天
禄

元
年

六
月

八

日
)

摂
政

右
大

臣
は

藤
原

伊

尹
で
あ

る
。
伊

尹

は

「
淑
景
舎

」

で
官
奏

を
行

っ

て

い
る
。

「
淑
景
舎

」

は
公

務

の
場

と

し

て
用

い
ら
れ

て

い
る

こ
と

に
な

る
。

ま
た

、

こ
こ
が

内
宴

の
場

と
な

っ
た

こ
と
も

知

ら
れ

る
。

内
宴

。
詩

題
云

。
鶯

啼
宮

柳
深

。
於

淑
景
舎

有

此
宴
。

『
日
本

紀
略

』

(
天
禄

二
年

正
月

廿

一
日
)

内
宴

の
場

と
な

っ
た

「淑

景
舎

」
は

、
数

日
後

に
は

除
目

の
場

に
も

な

っ

た

よ
う

で
あ

る
。

於
淑

景
舎

除

目
。

『
日
本

紀
略

』

(
天
禄

二
年

正
月

廿
七

日
)

「
淑

景
舎
」
を
時

の
権

力
者

が
使

い
、
そ

こ
で
私

用

の
み
な

ら
ず

公
務

が
執

り
行

わ

れ

て

い
る

の
は

、
た

い

へ
ん
興
味

深

い
。

さ
ら

に
時
代

が
く

だ

る
と
、

人
生

儀
礼

の
場

と

し
て
使

用
さ

れ

て

い
る

例

が
み

ら
れ

る
。
「

右
大

臣
息

男
於

淑
景

舎
御

前
加

元
服

。
摂

政
養

子
也

。
授
従

五
位

上
。

有
饗

宴
。

弁
少

納
言

史
等

預
之

。

『
日
本

紀
略

』

(寛

和

二
年

十
月

廿

一
日
)

花
山

朝

か
ら

一
条
朝

へ
と
御
代

が
わ

り

し

て
ま

も
な

く
、

摂
政

つ
ま

り
藤

原
兼

家

の
養

子
道
信

が

淑
景
舎

で
元
服

の
儀
を

行

っ
て

い
る
。

兼
家

ほ
ど

の
人
物

の
養

子
と

な
れ

ば
、

元
服

の
場
も

そ

れ
相
当

の
と

こ
ろ
が

選
ば

れ

る
は

ず

で
あ

り

、
そ

れ

が

「
淑
景

舎
」

な

の
で
あ

る

。
さ

ら

に
、

「
淑
景

舎
」

は

、
宮

中

に
お

い

て
兼

家

の
所
有

す
る

空
間

と
も

な

っ
て

い
た
。

於

摂
政

直
廬

淑
景
舎

除

目
始

。

『
日
本
紀

略
』

(永
祚

元
年

正

月
廿
七

日
)

こ
こ

で
は
、

兼
家

の
直
廬

す

な
わ

ち
賜

っ
た

個
室

で
あ

る

「淑

景
舎

」
が
、

や
は
ゆ

除

目

の
場

と
な

っ
て

い
る
。・
直
廬

は

宮
中

に
お

け

る
私
的

所
有
空

間

で
あ

る
も

の
の
、
公

務

の
た
め

に
使

用
さ

れ
る
場

で
も

あ

る
。
そ

れ

が
、

「
淑
景
舎

」

な

の
で
あ

る
。

ま
た

、
帝

の
滞

在
場

所
と

な

っ
た
例

も

み
ら
れ

る
。

天
皇
移

御
摂

政
宿

所
淑

景
舎

。
諸

卿
殿

上
人

有
被

物
禄
物

等
事

。

『
日
本
紀

略
』

(正
暦

二
年

十

二
月
九

日

)

前

年
摂

政
と

な

っ
た
藤

原
道

隆

の
宿
所

で
あ

る

「
淑
景

舎
」

に

一
条
天
皇

が
移

御

さ
れ

た

、
と

い
う
。

宿

所

は
直

廬

と

ほ

ぼ
同

義

と

さ

れ
、

そ

の

「
淑
景
舎

」

は
帝

の
移

御

に
も

見
合

う

場

で
あ

っ
た
、

と
考
え

ら

れ
よ
う

。

一
条

朝

前

夜

あ

た
り

か

ら

、
政

権

の
中
心

と

な

る

よ
う

な
人

物

た

ち

が

「
淑
景

舎
」

に
出

入
り

し

、
時

に
所

有

し
、

本
来

私

室

で
あ

っ
た

は
ず

の

そ

の
空

間

は
、
公

務

や
公
的

な
性

格

の
強

い
儀
式

の
場

と

し

て
用

い
ら

れ

て

い
た

こ
と
が
う

か

が
え

る

の
で
あ

る
。
「
淑
景
舎

」
は
決

し

て
虐

げ
ら

れ

た
場

所
な

ど

で
は
な

く
、
む

し

ろ
政
治

に
も

絡
む

場
所

と
し

て
像
を

結

ぶ
。

こ
こ

で
、

「淑

景
舎

」
が
直

廬

と
な

っ
た

例
を

、

み
て
お

こ
う
。

今

明
内

御
物

忌

、
於
摂

政
御

直
廬

撰
定

人

々
申
文

、

『小

右

記
』

廣

本

(永
祚

元

年
正

月
廿

六

日
)
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大

日
本

古
記

録

で
は

「
御
直

廬
」

の
横

に

,
(淑
景

舎
)

と
注

す

る
が
、

こ

れ
は
先

に

み
た

『
日
本

紀
略

』
永

祚
元

年

の
記
述

の
前

日

で
あ
り

、
兼
家

の
直
廬

と
な

っ
た

「
淑

景
舎
」

で
あ

る
と

み
ら
れ

る
。

「
淑

景
舎
」

が

摂

政

の
直
廬

と

な

っ
た

こ
と
を

示

す
例

は

ほ

か

に
も
あ

る

。
参
摂

政
御

宿

所
、
淑
景
舎
、

『小
右

記

』

廣

本

(寛
仁

三
年

正

月
五

日
)

こ
れ

は
、

藤
原

道
長

の
長

男
頼
道

の
宿
所

と
な

っ
た

淑
景
舎

で
あ

る
。

そ

の
後

、
堀

河
朝

に
も

み
え

る
。

暫

候
直

廬

、
淑
景
舎
、

『
殿
暦
』

(康

和

二
年

七

月
十

七
日

)

戌

剋

許
着

直

衣
参

内
宿

所

、
梅

壼
也

、
今

日
依

吉

日
渡

居
也

、
本
宿

所
淑
景
舎
也
、

『
殿
暦

』

(康

和

四
年
十

二
月
十

六
日
)

や
は
り

直
廬

で
あ

る

「
淑
景
舎

」

の
例

が
あ

り
、
宿

所
を

「
淑
景
舎

」

か

ら

梅
壺

つ
ま

り
凝

華
舎

に
移

し
た

例
な

ど
も

み
え

て

い
る
。

こ
う

し

て
み

る
と
、

比
較
的

早

い
時
期

に
突

発
的

な
事

件

な
ど

が
記

さ

れ

て

い
た

「
淑
景
舎

」

は
、

一
条
朝

の
近

づ
く

頃
か

ら
、

し
ば

し
ば

政
権

の
中

心

に
関
わ

る
人

物

た
ち

に
使
わ

れ
、

公
的

な
意

味
あ

い
の
強

い
諸
事

の
場

と
な

っ
て

い
る
こ
と

が
、

明
ら

か

で
あ

ろ
う

。

実
際

、
そ

の
後
も

直

廬

と

し

て
使
わ

れ
た

こ
と

は
、
う

か

が
え

る

の
で
あ

る
。

も

っ
と

も
、
直

廬

や
宿

所
が

、
物
語

に
言

わ

れ
る

よ
う
な

「
御

宿
直

所
」

と

ど
う

切

り
結

ぶ

の
か

に

つ
い
て
は
、
い
ま

し
ば

ら
く

慎
重

で
あ
り

た

い
。

周

知

の
と

お
り
、

内
裏

そ

の
も

の
が
、

村
上
朝

の
頃
か

ら
頻

繁

に
炎

上
を

(10
)

繰

り
返

す
と

い
う

災
難

に
見

舞
わ

れ

て
も

い
る
。

度
重

な

る
火
災

に
よ

っ

て
、

「桐

壺
」

「
淑
景

舎
」

そ

の
も

の
が
変

容

し

て

い
る

可
能
性
も

否

め
な

い
。

し

か
し

、
み

て
き
た

よ
う

に
諸

記
録

が
伝
え

る

「
淑

景
舎
」

を
と

り

ま
く

事
情

は
、

や
は

り
物

語

の
外
側

に
あ

る
も

の
と

し

て
視

野

に
入

れ

て

お
か

な
け

れ
ば

な

る
ま

い
。

で
は
、
「桐

壺
」
と

関
係

の
深

い
女
性

と

し

て
は

ど

の
よ
う

な
人
物

が

い

た
か

。

「桐

壺
」

を

考
え

る
う
え

で
忘

れ

て
は

な

ら
な

い
の
は

、
藤

原

原

(
11
)

子

で
あ

る
。

原
子

は
、

道
隆

の
二
女

で
母
は
高

階

成
忠
女

貴

子
、
定

子

の

同

母

妹

に
あ

た

る
。

『
尊
卑

分
脈

』

に

「
女

子
」
と

あ
り

「
三
条

院
坊

時

御

息

所
」

と
注

さ

れ

る

の
が
、

こ

の
原

子

と

み
ら

れ

る
。

『
日
本

紀

略
』

長

徳
元
年

正

且
十
九

日

の
条

に

「
今

夜
。

関
白

第

二
女

参

東
宮
」
と
あ

り

、

春
宮

、
つ
ま
り

の
ち

の
三
条
帝

に
入

内

し
た

こ
と
が

記
さ

れ

て

い
る
。
『
枕

草

子
』

に
も

、
こ

の
原
子

入
内

に
関

わ

る
章

段

が
あ

る
。

淑
景

舎
、

春
宮

に
ま

ゐ
り

た
ま

ふ
ほ

ど

の
事

な

ど
、

い
か

が
、

め

で

た
か

ら

ぬ
こ
と

な
し

。
正

月
十

日

に
ま

ゐ
り
た
ま

ひ

て
、
御

文
な

ど

は
し

げ
う

通

へ
ど
、

ま
だ
御

対

面
は
な

き
を

、

二
月
十

日
余

日
、

宮

の
御
方

に
わ

た
り

た
ま

ふ

べ
き
御

消
息

あ
れ

ば
、
常

よ

り
も
御

し

つ

ら
ひ
心

こ
と

に

み
が
き

つ
く

ろ

ひ
、
女

房
な

ど
、
み
な

用
意

し
た
り

。

こ

こ
で
は
原

子

の
入
内

を
正

月
十

日
と
す

る

が
、
『
小
右

記
』
で
は

長
徳

元

年

正
月

十
九

日

の
条

に

「
関
白

二
娘

齶
黜
御

今
夜

参

青
宮

云

々
」

と

し

て

お

り
.

「
青
宮

」
は

「東

宮
」

と
思

わ
れ

、

『
日
本
紀

略
』

の
記

述
と
二

致

す

る
。

『
枕

草

子
』

は
原

子

の
入

内
直

後

め

二

月
半

ば
、

定

子
と

の
対
面

を

め
ぐ

る

華

や
か

な
様

子

を

描
く

。

「
淑
景

舎
」

は

、
す

ば
ら

し

い
女

御

の
呼

称
と

も
な

る
御

局

で
あ

る
。
周

知

の
と
お

り
、

そ

の
二

ヶ
月
後

に
は
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道

隆

薨
去

、
中

の
関
白

家

の
零
落

に
至
る

の
で
あ

り

、

こ

の
章
段

は

そ

の

最
後

の
輝
き

を

記

レ
た

と

も

み
な

し
得

る
。

『
栄
花

物

語
』

は
、

こ

の
原

子
入

内
を

次

の
よ
う

に
描

く
。

中
姫

君
、

十

四
五
ば

か
り

に
な

ら
せ

た
ま

ひ

ぬ
。
東
宮

に
参

ら

せ
た

て
ま

つ
り

た
ま

ふ
有

様
、

は
な

ば
な

と
め

で
た

し
。

さ

て
参

ら

せ
た

ま

ひ
ぬ

れ
ば

、
宣
耀

殿

は
ま
か

で
た

ま
ひ

ぬ
。

淑
景
舎

に
ぞ
住

ま
せ

た
ま

ふ
。

何

ご
と
も

た
だ

か

や
う
な

れ
ば

、

い
は

ん
方
な

く

め

で
た

し
。

『
栄
花
物

語

』
巻
第

四

「
み
は

て
ぬ

ゆ
め
」

「淑

景
舎
」
に
住
む

こ
と

に
な

っ
た

原
子

の
入
内

は

、
大
変

に
華

や

い
で

い

た

ら
し

い
。

そ
れ

ゆ
え
宣

耀

殿
女
御

は

退
出

し

て

い
る
。

宣
耀

殿
女

御

は

藤

原
賊

子
。

引
用

部

の
あ

と

に
は

、
娥

子
を
見

慣

れ
た

春
宮

に
は

、
原
子

が

「
事

に

ふ
れ
今

め
か

し
う

思
さ

る
」

と
も
書

か

れ

て
お
り

、
当

世
風

の

華

や
か

な
印

象

に
彩
ら

れ
た

原
子

の
入

内

で
あ

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

し
か

し
、
原

子

の
人
生

は
、

そ

の
ま
ま

華

や
か

に
展
開

し

て

い

っ
た
わ

け

で
は

な

い
。

『
大
鏡

』

に
は
次

の
よ
う

に
語

ら
れ

て

い
る
。

さ

て
ま

た
、

こ
の
宮

の
御
母

后

の
御

さ
し

つ
ぎ

の
中

の
君
は

、

三
条

院

の
東

宮
と

申

し
し
折

の
淑

景
舎

と

て
、
は

な

や
が
せ

た
ま

ひ
し
も

、

父
殿
う

せ

さ
せ

た
ま

ひ

に
し
後

、
御
年

二
十

二
三
ば

か
り

に

て
う

せ

さ
せ

た
ま

ひ

に
き

。

『
大

鏡
』

「
道
隆

」
伝

『
日

本
紀

略

』

に
よ

れ
ば

、
長

徳

元
年

四

月

六

日
、
道

隆

の
出

家

に
と

も

な

い
、

「
中
宮

井

東
宮

女

御
行

啓

彼

里
第

」
と

あ

り

、
原

子
は

定

子
と

と

も

に
里
邸

に
退

出
す

る
。

中

の
関
白

家
没

落

の
時

期

に
あ

っ
て
、
原

子
も

後
宮

で

羽
振

り

を

き

か

せ

る

に
は

至

ら

な

か

っ
た

の

で
は

な

い
か

。
結

局

、
原

子
自

身
も

定
子

同
様

早
世

し

て
お
り

、

や
は
り
悲

劇

の
女
御

と

言

わ

ね
ば

な

る
ま

い
。
行

成

は
、
原

子

の
死
を

次

の
よ
う

に
記

す
。

臨

昏
為

文
朝

臣
来

告
、
淑
景
舎

君
於

東

三
條
東

対
御

曹

司
頓
滅

云

々
、

聞

悲
無

極

『
権
記

』

(長

保

四
年

八
月

三

日
)

原
子

は
頓

死

で
あ

っ
た
ら

し

い
。

そ

れ
は
、

世
間

に

は
奇
怪

な
謎

と

し

て

受

け

と
め

ら
れ

た

に
違

い
な

い
。

原
子

の
入
内

に
際

し
、
そ

の
華

や

か
さ

.

を

伝
え

て

い
た

『
栄

花
物

語
』

は
、

一
方

で
賊
子

と

の
対
照

性
を

強

調
し

て

い
た
が

、

の
ち

の
叙
述

で
も

二
人
を

意

識
的

に
対

比
さ

せ

て

い
る
。

東
宮

に
は

宣
耀

殿

の
あ
ま

た

の
宮

た

ち
お

は
し

ま
し

て
、
御

仲

ら
ひ

い
と

水
漏

る
ま

じ
げ

な
れ

ば
、

淑
景
舎

参

り
た

ま

ふ
こ
と

難
し

。

『栄

花
物

語

』
巻
第

七

「
と
り

べ
野
」

賊
子

は

、
正
暦

五
年

に
敦

明
を

も
う

け
、

続

い
て
長

徳

三
年

敦

儀
、

長
保

元
年

に
敦

平
を

産

み
、
定

子

の
出
産

直
前

に
あ

た

る
、
.こ

の

『栄

花
物

語
』

の
長

保

二
年
時

点

で
、
春

宮
と

の
問
に
す

で

に
三
人

の
皇

子
が

あ

る
。
「と

り

べ
野
」

巻
末

は

、

こ
の
原

子

の
奇

怪
な

急

死

で
閉
じ

ら
れ

る
。

日
頃
病

ん
で

い
た
わ

け

で
も

な

い
原

子

の
死

の
あ

り

さ
ま

は

「御

鼻

口
よ
り

血
あ

え

さ
せ

た
ま

ひ

て
、
た

だ

に
は
か

に
う

せ
た

ま

へ
る
な

り
」
と

言

わ
れ

、

物

語
は

「
世

の
中

は
か

な

し
と

い
ふ
な

か

に
も
、

め
づ

ら
か

に
心
憂

き
御

有

様
な

り
」

と
評

す

る
。

一
方
、

重

い
病
を

患

っ
て

い
た
賊

子
は

反
対

に

快

復

し
た
た

め
、

世

の
人

は

「
宣

耀
殿

た
だ

に
も

あ
ら

ず

し
た

て
ま

つ
ら

せ
た
ま

へ
り

け
れ

ば
、

か
く

な
ら

せ
た

ま
ひ

ぬ

る
」

と

呪
詛

の
疑

い
を

噂

し
合

っ
た
と

い
う

。
春

宮
後

宮

の
人

間
関
係

へ
の
詮
索

は
、

世
間

の
不

穏

な

噂

を

増

長

さ

せ

た

と

思

わ

れ

る
。

「
淑

景

舎

女

御

」
と

言

わ

れ

た

原
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(12
)

子

は
、
華

や

い
だ

入
内
を

伝
え

ら

れ
な

が
ら
定

子
崩

御
か

ら

ほ
ど
な

く
頓

死

し
、
後

宮

で

の
確

執

が
、
世

間

で
は
裏

側

の
妥

当

な
理
由

と

し

て
取
り

ざ
た

さ

れ

て

い

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。

そ
も

そ
も
、
「
桐
壼

」
を

拠
点

と

し
た
后

妃
た

ち
は

ど

の
く
ら

い
い
た

の

だ

ろ
う
か

。
女

御

や
更
衣

で

「
桐
壺
」

を

局
と

し
た

人
は

、
原

子
が

初
め

(13
)

て
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
い
ま
角
田
文
衛
氏
の

「歴
代
后
妃
表
」
に
よ
れ

ば
、
入
内
し
て

「桐
壺
」
と
呼
ば
れ
た
女
御
更
衣
は
見
え
ず
、
「淑
景
舎
」

(14
)

と

み
え

る

の
は

、

こ
の
原

子
ひ
と

り

の
み

で
あ

る
。

一
条
朝

に
知

ら

れ
た

原
子

の
存

在

は

、

「桐

壺
」

を
考

え

る

う
え

で
、
極

め

て
大

き

い
も

の
な

の

で
は
な

か

っ
た
か

。
栄
華

と
悲

劇
を

同
時

に
背

負
う

「淑

景
舎

」

の
イ

メ
ー

ジ
は
、

原

子

の
存

在

に
よ

っ
て
、

事
実

と

い
う

よ
り
噂

が
先

行
す

る

か

た
ち

で
世

間

に
記
憶

さ

れ
た

は
ず

で
あ

る
。
『栄

花
物

語
』
に
は

原
子

の

歌

を
載

せ

る
。

秋

霧

の
絶
え

間
絶
え

間

を
見
渡

せ

ば
旅

に
た

だ
よ

ふ
人

ぞ
悲

し
き

『栄

花
物

語
』

巻
第

五

「
浦
浦

の
別

れ
」

こ
れ

は
後

世

の
歌

集

に
も

入

集

さ
れ

て

い
る
。

『続

古

今
和

歌

集
』

に
は

「あ

き

ぎ
り

の
た
え

ま

た
え

ま
を

な

が

む
れ

ば

そ
ら

に
う

き

た

る
月

ぞ
な

が

る

る
」

(巻

第

五

秋

歌

下

四
九

二

淑

景
舎

女
御

)
と

あ
り

、

『万

代
和

歌
集

』

で
は

三
句
以

下
を

「な

が
む

れ
ば

う
き

た

る
く
も

ぞ
あ

は
れ

な

り

け

る
」

巻

第

五

秋

歌

下

一
〇

三
七

題

知

ら

ず

淑

景

舎

女

御

)
と
す

る
。

の
ち

の
時

代

に
ま

で
わ
た

り
、

華
麗

な
入

内

ゆ
え

の
悲
劇

の
女

御
と

し

て
、

こ

の
原

子

が
受

け

と

め
ら
れ

て

い
た

こ
と
を

思
わ

せ
ら

れ

る

の
で
あ

る
。
も

ち

ろ
ん
、

物
語

の
空

間

の
意

味

あ

い
を
、

諸
記
録

か

ら
規
定

し

て

い
く

こ
と

に
は
限

界
が

あ

ろ
う

し

、
物

語
世
界

の
人

物
と

史

実

の
な

か

の

人
物

を

性

急

に

重
ね

あ

わ

せ

て

し
ま

う

こ
と
も

危

険

で
あ

る
。

し
か

し
、
物

語

の
外
側

に
歴

然
と

存
在

す

る

こ
う

し
た

「
桐

壷
」
「
淑

景
舎
」

事
情

は
、

否
定

す

る
こ
と

も

で
き
な

い
。

視

野
を
拡

げ

て
複
眼

的

に
と
ら

え

て
お
く

必
要

が
あ

る
。

史
実

の
方

か
ら

は
、

一
条
朝

周

辺

に
お

い
て
、

「淑

景
舎

」

が
政

界

の
要

人

た
ち

の
出

入
り

す

る
公

的
空

間

と
も

な

っ
て

い
る
こ
と

、
栄

華
と

悲
劇

を
同

時

に
に
な
う

一
条
朝

の
春
宮

女
御

が

「
淑

景
舎

」

で
あ

っ
た

こ
と

に
着

目
さ

れ

る
。

「
淑

景
舎

」
と

い
う

名

(15
)

称

に
は

本
来

め

で
た

い
意

味

が

こ
め
ら

れ

て

い
る

は
ず

で
あ
り

、

殿
舎

じ

た

い
が

悲
劇

的
な

性
格
を

ひ
き

ず

る
わ

け

で
は
な

い
。

そ
し

て
、

平
安
中

期

に
は

政
治

絡
み

の
私
的

空

間
と

し

て
所

有

さ
れ
用

い
ら
れ

て
も

い
た

の

で
あ

る

。
光

源
氏

が
私
的

に
使

え

る
空

間
と

し

て

「
桐
壺

」
を

得

る
こ
と

も

、
そ

れ
じ

た

い
が
現
実

と
乖

離

し

て

い
る
も

の
で
は
な

い
。

そ

れ
だ
け

に
、
物

語

で
は
、
光

源
氏

の
人

生

の
浮
き

沈

み

に
見

合
う

よ
う

に

「
淑
景

舎
」

の
所

有
を

描

い
て

い
る

こ
と

が
、
特

徴
と

し

て
立
ち

の
ぼ

っ
て
く
る

の
で
あ

る
。

そ

れ

で
は
、

悲
恋

物
語

の

「
桐
壷
」

に
み

る
あ

の
翳
り

は
ど
う

と

ら
え

た
ら

よ

い

の
で
あ

ろ
う

か

。
翳

り

の
由

来

を
断
定

す

る

の
は
難

し
く

一
面

的

に
は
考
え

ら

れ
な

い
。
し
か

し
、
作

り
物

語

の
創
造

で
あ

る

に
し

て
も

、

栄
華

と
悲
劇

を

に
な
う

女
御

の
存

在

が
、
「
淑
景
舎

」
の
イ

メ
ー

ジ

に
翳

り

を

も

た
ら
す

の
に

一
役

か

っ
て

い
た

可
能
性

は
十

分

に
あ

ろ
う
。

後
宮

の

様

子

を
知

る
周

辺

の
人

々
に
原

子

の
存

在

は
大
き

く

、
も

し
原
子

が

い
な

け
れ
ば

「淑

景
舎

」
の
イ

メ
ー
ジ
も

ず

い
ぶ
ん
違

っ
て

い
た

は
ず

で
あ

る
。
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帝

か

ら
破
格

の
寵
愛

を
受

け

て
と

き

め

い
て

い
た
母
更

衣

が
㍉

そ
れ

ゆ
え

幼

い
皇

子

を
残

し

て
世
を

去
ら

ね
ば

な
ら

な
か

っ
た
と

い
う

展

開
は

、
寵

愛

さ

れ

て
謎

の
死
を

と
げ

る
原

子
と

、

一
脈

通

じ

て
も

い
よ
う
。

も
ち

ろ

ん
ぴ

た
り

と
重

な

る
と

い
う

も

の

で
は
な

い
。
、
そ
も

そ
も

『
源
氏

物
語

』

「

桐

壺
巻

頭

で
は

「
桐
壺

」

と
言

い
切

る

の
で
あ
り

、
す

で
に
そ

こ
か
ら

史

実
と

の
完
全

な

整
合

性
は
否

定

さ
れ

て

い
る
。

そ
れ

で
も

、
な

お
、
時

代

に
共
有

さ

れ

る
イ

メ
ー
ジ

の
影
響

力

は
、
決

し

て
見

過
ご

せ
な

い
も

の
な

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

そ

の
う
え

で
、
あ

ら
た

め

て
物
語

に
た
ち

か
え

れ
ば

、

こ
う

し
た

「
淑

景
舎
」

を

「
桐

壷
」

と

い
う

別
称

で
語
り

出
し

、
そ

の
悲
劇

の
拠

点
を

、

朱
雀

帝
時

代

の
空
白

を
経

た

の
ち

に
、
栄
華

の
拠

点

に
転
換

し

て

ゆ
く

、

物
語

の
ダ

イ

ナ
ミ

ッ
ク
な

し
か

け
が

鮮

や
か

に
浮
か
び

あ

が

っ
て
く

る

の

で
あ

る
。

四
、
「
桐
壺
」
幻

想
の
ゆ
く
え

そ
れ

で
は

『
源
氏

物
語

』
以
降

の

「
桐
壷

」
は
ど
う

な

っ
て

い
く

の
か
。

物
語

史
を

詳
細

に
た

ど
り

直

し
て

の
検

討

は
、
ま

た
機

会
を

改

め

て
試

み

る

こ
と
と

し

て
、

い
ま
は

さ

し
あ

た

り
、

目

に

つ
い
た

こ
と
か

ら
記

し

て

お
き

た

い
。

『
源
氏
物

語
』
以
降

の

い
わ

ゆ
る
後
期

物
語

で

「桐

壷
」
が
登

場
す

る

の

は
、

『
狭
衣

物

語
』

で
あ

る
。

『
狭
衣

物
語

』
後
半

、
大

納
言

の
姫

君
を

母

君
が

兵
部

卿
宮

と
結

婚
さ

せ
た

い
と

願

い
、
叶
え

ら

れ
ぬ
場

面

に
続

い
て
、

そ

の
兵
部

卿
宮

が

「
桐
壺
」

を

賜

る
こ
と

が

み
ら
れ

る
。

桐

壷
を

、
女

宮

の
御

し

つ
ら

ひ

の
や
う

に
、

め

で
た
く
き

よ

ら

に
せ

さ
せ
た

ま

ひ

て
、

女
房

な
ど

、
か

た
ち

、
心

す
ぐ

れ
た

る
限
り

、
あ

(16
V

ま

た
候

は

せ
た
ま

ひ

て
ぞ
、

お
は

し
ま

さ
せ

た
ま

ひ
け

る
。

「
め

で
た
し
」

に
加

え

、
「
き

よ
ら

な
り
」

と

い
う

最
高

の
美
を

も

っ
て
表

さ

れ
、

選
り

す
ぐ

り

の
女
房

た
ち

が
大

勢
集
う

「
桐
壷
」

に
は
、
悲

劇

の

か

け
ら

は
微

塵
も

な

い
。
光

源
氏

の
よ
う

に
所
有

が
可
能

と

な

っ
た

「桐

壺

」

は
、
明

石
女
御

の
め

で
た
く

華

や

い
だ

イ

メ
ー
ジ

に
結

び

つ

い
て

い

よ

・つ
。

現
存

本

『
し

の
び
ね

』

の
冒
頭

に
あ

る

「桐

壺
」

も

、
ま

た
同
様

な
描

か

れ
方

と

み
ら
れ

る
。

殿

・
上

の
か

な

し
と
思

し
た

る
御

気
色

、

い
つ
れ

の
君

達
よ
り

も
す

ぐ

れ

て
か

し
づ
き

聞

こ
え
た

ま

ふ
。
御
妹

は

春
宮

の
女
御

、
桐

壷

に

て
お
は

し
ま

す
。

と
り

ど
り

に

い
と
は

な
や

か
な

る
御
覚

え

、
や

ん

(17
)

ご
と
な
き
御
様
ど
も
な
り
。

四
位
の
少
将
の
妹
で
あ
る
春
宮
女
御
の
御
在
所
が

「桐
壺
」
と
い
う
設
定

で
あ
る
。
女
御
は
帝
の
寵
愛
も
得
て
勢
い
づ
い
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ

(
18
)

の

「桐

壺
」

も
華

や
ぎ

の
場

と

し
て
物

語

に
描

か

れ

て

い
る
。

清
涼

殿
か

ら
遠

い
た

め

に
悲
劇
を

招

く
よ
う

な

「
桐
壷
」
は
、
『源

氏
物

語

』

の

「桐

壺
」

巻
以

降
、

今

に
伝

わ

る
物

語

の
本
文

に
は
根

づ

い
て

い

か

な

い
。
描

か
れ

る

の
は
、

栄
華
を

象

徴
す

る
場

と
し

て

の

「
桐
壷

」

で

あ

る

。
そ

れ
も

「
淑
景

舎
」

で
は

な
く

、

「桐

壼
」

そ

の
ま

ま

な

の
で
あ

る
。
,
作

り
物

語

の
系

譜

の
な

か

に
、
光

源
氏

の
所
有

権

や
明

石
女
御

型

の

栄

華
を

表
す

「
桐
壼

」

が
、

ひ
と

つ
の
典
型
的

な
あ

り

か
た
と

し

て
定
着
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し

て

い
る

こ
と

が
、

ま
ず

推
定

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

一
方
、
和

歌

の
世

界

で
は

、

「桐

壼
」

と

い
え

ば

更
衣

の
悲

劇

で
あ

る

ら

し

い
。

時
代

の
く

だ

っ
た
貞
治

五
年

の
二
条
良

基
主

催

『
年
中

行
事

歌

合
』

に
は

、
内
裏

殿
舎

に
寄

せ
る
恋

題

八
首

が
あ

り

、
そ

の
な

か

に
み
ら

れ

る

「桐

壼
」

も
更

衣

の
悲
恋

に
拠

っ
て

い
る
。

卅
九
番

左

寄
萩
戸
恋

頓
阿

七
七

物
ぞ
お
も
ふ
下
葉
色
づ
く
萩
の
戸
の
あ
く
る
幾
夜
か
い
ね
が
て
に

し
て右

寄
桐
壷
恋

兼
煕
(91

)

七
八

花
鳥
の
色
ね
に
つ
け
て
お
も
ふ
に
も
た
ぐ
ひ
な
か
り
し
人
の
面
影

判

詞

に
は

「
右
、

花
鳥

の
色

に
も

音

に
も
と

云

へ
る
桐

つ
ぼ

の
更
衣

の
事

に
や
」

と
あ

る
。

作
歌

の
規

範
と

し

て

『源

氏
物

語
』

を
絶

対
視

し

て

い

た
は

ず

の
人

々

の
間

で
、

「桐

壷
」

が

更
衣

の
御

局

で
あ

る

の
は
、

考
え

て
み

れ
ば
当

然

の

こ
と

と

で
も
あ

る
。

詠

歌

の
題
材

と
し

て
桐
壺

巻

が
好
ま

れ

て

い
た

ら

し

い
こ
と

は
、
他

の

歌
集

か
ら
も

確

認

で
き

る

。

源

氏
物

語

の
き

り

つ
ぼ

の
ま
き

の
、
な

ほ
あ

さ
ま

つ
り
ご

と

も

お

こ
た
り

ぬ

べ
か

め
り
、

と
あ

る
と

こ

ろ

円
覚

法
師

九

〇
八

み
し

ゆ
め
を

や

み

の
う

つ

つ
に
た

ど
り

つ

つ
な

ほ
お
き

ま
よ

ふ
秋

の
あ

さ
露

『
楢
葉

和
歌

集
』

巻
第

十

二

雑

三

更

衣

へ
の
哀

傷
を
描

く

場
面

で
、
悲

嘆

に
く

れ
る
帝

を
念

頭

に
お

い
た
歌

で
あ

ろ
う

。

内
裏

に

て
源

氏

の
ま
き

ま

き

を

題

に

て
歌

よ

み
侍

り
け

る

に
、
き

り

つ
ぼ

四
七

二
す

み
ま
さ

る

い
け

の
心

に
あ

ら

は
れ

て
も

と

の
こ
だ
ち

の
か
げ
も

み
え

け
り

『
人

家
和

歌
集

』
巻
第

十

嘉

禎

三
年
成

立

の
素
俊

法
師

撰

『
楢
葉

和
歌
集

』
に
お

さ
め
ら

れ
た

歌
は

、

詞
書

に
あ

る
と

お
り

、
桐
壺

巻
を

題
材

と

し

て
詠

ま

れ

て

い
る
。
念

頭

に

お
か

れ

て

い
る
の
は
更

衣
哀

傷

の
よ
う

で
あ

る
。

十

三
世
紀

後
半

の
成

立

と
言

わ
れ

る

『
人
家

和
歌
集

』

の
方
も

桐
壺

巻

に
よ

せ

て
の
詠
歌

で
あ

る

が
、

こ

れ
は
桐

壷
巻

末

の
二
条
院

改
修

の
く
だ
り

に

「
も
と

の
木

立
、

山

の
た
た
ず

ま

ひ
お
も

し

ろ
き
所

な
り

け

る
を
、
池

の
心
広
く

し

な
し

て
、

め

で
た
く

造
り

の
の
し

る
」
と

あ

る
こ
と

に
基

づ

い
て

い
よ
う

。

こ

の
歌

は
悲

恋

そ

の
も

の
を

詠
む

も

の

で
は

な

い
が
、
『
源
氏

物
語

』
本
文

で
そ

の

直
前

に
位

置
す

る

、
光
源

氏

の
御
曹

司
と

な

っ
た

「
淑
景
舎

」

は
、

眼
中

に
入

っ
て

い
な
さ

そ
う

で
あ

る
。
、撰

者

で
あ

る
藤
原

行
家

は

『
続
古

今
和

歌

集
』

撰
者

の

一
人

で
あ

り

、

こ
の
周

辺

の
人

々
の
間

で
桐
壷

巻

へ
の
意

・識

が
高

か

っ
た

こ
と
を
う

か

が
え

る
。

さ

ら

に
、
物
語

和
歌

を
集

め
た

歌
集

に
も

「
桐
壷
」
が

み
ら
れ

る
。
「桐

壷

」

の
語
と

と
も

に
切
り
出

さ

れ

て
く

る
歌

は
、

帝
と

更
衣

の
悲
恋

に
ま

つ
わ

る

も

の
が

ほ
と

ん
ど

で
あ

る
。

ま
ず

、

『
物

語

二
百
番

歌

合
』

の
用

例
を

あ
げ

て

み
る
。
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*
五
十
四
番

哀
傷
部

左

き
り
つ
ぼ
の
宮
す
ど
こ
ろ
か
く
れ
て
秋
の
月
の
よ

故
院
御
製

一
〇
七

く
も
の
う
へ
も
な
み
だ
に
く
る
る
秋
の
月
い
か
で
す
む
ら
む
あ

さ
ち
ふ
の
や
ど

*
五
十

六
番

左

き

り

つ
ぼ

の
宮
す

ど

こ

ろ
か
く

れ

て
の
ち

、
は
は

の
も

と

に

つ
か

は
し
け

る

故

院
御

製

一
み
や
ぎ

の
の

つ
ゆ
ふ
き

む
す

ぶ
か

ぜ

の
お
と

に

ご
は
ぎ

が
も

と
を

お

も

ひ
こ
そ

や
れ

(後
百

番
歌

合
)

*
十

六
番

左

き
り

つ
ぼ

の
宮

す

ん
所
か

く
れ

て

の
ち

故

院
御

製

二
一一二

た
つ

ね

ゆ
く
ま

ぼ

ろ
し
も

が
な

つ
て
に

て
も

た
ま

の
あ

り

か
を

そ

こ
と

し
る

べ
く

*
五
十

一
番

左

内

の
御

つ
か

ひ

に
て
、
き

り

つ
ぼ

の
宮
す

ん
所

の
母

の

も
と

に
ま

う

で

て
ま

ち

お
は

し
ま
す

ら
む

と

い
そ
ぎ

か

へ
る
に
、

月

い
り
が

た
ち

か
き

そ
ら
き

よ

く
風

す
ず

し

く

ふ
き

て
、
く

さ
む

ら

の
む

し

の

こ
ゑ
ご

ゑ
も

よ
ほ

し

「
が

ほ
な

る

に

ゆ
げ

ひ

の
命
婦

三

〇

↓
す
ず

む

し

の
こ
ゑ

の
か
ぎ

り
を

つ
く

し

て
も
長

き
夜

あ
か

ず

ふ
る

な

み
だ
か

な

一
覧

し

て
明

ら
か

な

よ
う

に

、

い
ず

れ

も

、

『源

氏

物
語

』
桐

壺

巻

中

の
悲
恋

物
語

に
ま

つ
わ

る
歌

で
あ

る
。

こ
れ

は

『
風
葉
集

』

の
場
合

で
も

ほ

ぼ
同
様

で
あ

り

、
右

の

一
〇
七
番

歌
、

一

一
一
番

歌

、
三

〇

一
番

歌
は

、

詞
書

・
作

者
名

表
記

は
異

な

る
も

の

の
重

複
す
麺

。

こ

こ
で
は

、
そ

れ
以

外

の
用
例

の
み
を
あ

げ

て
お
く

。

巻

第

九

哀

傷や
ま

ひ

お
も
く

な
り

て
、
ま

か

で
ん
と

し
け

る
に
、
う

へ
、

さ
り

と
も

う
ち

す

て
て
は

え

ゆ
き

や
ら

じ
と

の
給
は

せ
け

る

に

源
氏

の
き

り

つ
ぼ

の
更

衣

六

五

二
か
ぎ

り
と

て
別

る

る
道

の
悲

し
き

に

い
か
ま

ほ

し
き

は
命
な

り
け

り

こ
れ
ら

物
語

和
歌

を
題

材
と

す

る
歌
集

に
お

い
て
は
、
「
桐
壺
」
と

言
え

ば
桐

壺
巻

の
更

衣

の
悲
劇
を

さ

す
と

い

っ
て
も

よ

い
ほ
ど

な

の
で
あ

る
。

十

三
世
紀
後

半

の
成

立
と
推

定

さ
れ

る

『源

氏
物

語
歌

合
』
に
お

い
て
も
、

「桐

壺

」

は

「き

り

つ
ぼ

の
御

門
」

だ

け

で
あ

る
。

桐
壷

巻

の
印

象

は

、

こ
う

し
た
後

世

の
享
受

を
と

お

し

て
、

い

っ
そ
う
煮

詰

め
ら

れ

て

い

っ
た

こ
と
が
う

か

が
え

よ
う

。
な

か

で
も

中

世
和

歌

の
世
界

の
影
響

力

は
強

そ

う

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
歌

集

中

に
、
明

石
女
御

と
結

び

つ
く

「
桐
壷
」

は

,

み
ら

れ

な

い
。

ま
た

、
物

語
評

で
知

ら
れ

る

『
無
名

草
子

』

の
次

の
よ
う

な
く

だ
り

は
、

中
世

の

「
桐
壺
」

観

を
う

か
が
う

う
え

で
興
味
.深

い

一
節
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で
あ

る
。

「
巻

々
の
中

に
、

い
つ
れ

か
、

す

ぐ

れ

て
心

に
し

み

て

め

で
た
く

お

ぼ

ゆ
る
」

と
言

へ
ば

、

「
『桐

壺
』

に
過

ぎ
た

る
巻

や

は
侍

る

べ
き

。

『
い
つ

れ

の
御

時

に
か
』

と
う

ち

は
じ

め
た

る
よ
り

源
氏

初
元

結

の
ほ
ど

ま

で
、
言

葉
続

き
、

有
様

を

は
じ

め
、
あ

は

れ

に
悲

し
き

こ
と

、

こ

の
巻

に
籠

り

て
侍

る

(
21
)

ぞ

か
し
。

…
略

…
」

桐
壼

巻

が
最
高

と

言
わ

ん
ば

か
り

の

口
調

で
あ

り

、
そ

こ

で
評

価

の
対
象

と

な

っ
て

い
る

の
は
、

や
は

り
帝

と
更
衣

の
悲
恋
物

語

で
あ

る
。
後

世

の

『
源
氏

物

語
』

享
受

に
お

い
て
冒
頭

巻

が

い
か

に
印

象

深
く

受

け
と

め

ら

れ

て

い
た

か
、
は

か
り

し

れ
な

い
衝
撃

の
強

さ
を

想
像

す

る

べ
き

な

の
だ

ろ
う
。

さ

ら

に
付

け
加

え

る
な

ら
ば

、
散
逸

し

た
物

語

の
な
か

に

「桐

壷
」
「
淑

景
舎

」

が
描

か

れ

て

い
た

こ
と

も

、
『
風

葉
集

』

か

ら
推

定

で
き

る
。

ひ

と

つ
は

『
浪

の
し
め

ゆ

ふ
』

で
あ

る
。

*
巻

第
九

哀

傷

兵

部
卿

の
み
こ

か
く
れ

て
の
ち

に
、
夢

に
み
え

侍

り
け

れ
ば

な

み

の
し
め

ゆ
ふ

の
淑
景
舎

女

御

六

九

〇
夢

の
う

ち

に
み

ゆ
る

わ
か

れ

の
悲

し

さ
も
あ

り

し
う

つ
つ
に
お
と

り

や
は
す

る

*
巻
第
十
六

雑

一

だ
い
し
ら
ず

浪
の
し
め
ゆ
ふ
の
淑
景
舎
女
御

=

一四

一
い
か

に
し

て
冬

の
よ
す

が
ら
う

ち

は
ら

ふ
を

し

の
上
毛

の
霜

と

き

え
な

ん

散

逸

物

語

の
あ

ら

す

じ

は
、

近
年

重

ね

ら

れ

て

い
る
復

原

の
試

み

に

(22
)

よ

っ
て
、

そ

の
概

要
を

把
握

す

る

こ
と

が

で
き

る
。
平

安
時

代

の
作

で
あ

ろ
う

と
推
定

さ

れ
る

『
浪

の
し

め

ゆ
ふ
』

の
内
容

と

し

て
は
、
帝

と
淑

景

舎

の
女
御

の
間

に

一
宮
が

誕
生
す

る

こ
と

、
早

く
関
係

の
あ

.っ
た

兵
部

卿

(
23
)

宮
を

追
慕

す

る
こ
と

な
ど

が
、

知
ら

れ

て

い
る
。
そ

の
復

原
資
料

と

な
る

歌

に

「
淑
景

舎

女
御

」
と

明

記

さ

れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

『
風
葉

集

』

に

よ

っ
て
知

ら
れ

る

こ

の
作

品

の
詠

者

四

人
全

八
首

の
う

ち

「
淑

景
舎

女

御
」
と
あ

る
歌

は
帝

の
歌
と

同
様

に
三
首

で
あ
り

、
「
淑

景
舎
女

御

」
が
物

語

中
重

要
な

人
物

で
あ

っ
た

の
は
動

か

な

い
で
あ

ろ
う

が
、

そ

の
呼

称
と

な

る

「
淑
景
舎

」

が
ど
う

い
う

空

間
と

し

て
彩

ら

れ

て

い
た

の
か

に

つ
い

て
は
、

い
ま

だ
確

か
な
手

が

か
り

は
得

ら
れ

て

い
な

い
。
今
後

の
検

討

課

題

で
あ

る
。

人
物

呼
称

に

「桐

壷
」
の

み
ら
れ

る
も
う

ひ
と

つ
の
散
逸

物
語

は

、
『
箸

鷹

』

で
あ

る
。

巻

第

十

賀

三

条
院
御

こ
こ

ろ
と

め

ぬ
さ
ま

に
み
え

さ
せ
給

ひ

け
れ
ば

た

て
ま

つ
り
侍

り
け

る

は
し

た
か

の
き

り

つ
ぼ

の
御

息

所

九
七

一
数

な
ら

ぬ
身

を
ば

の
き

ば

の
さ
さ

が

に

の

い
か

に
か
す

べ
き

心
ぼ

そ
さ
を

『箸

鷹
』

は
鎌

倉

期

の
物

語

に
分
類

さ

れ

て
お

り
、

そ

の
内

容

は
、
女

院
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と
呼
ば
れ
る
女
性
と
三
条
院
と
の
恋
物
語
で
、
そ
こ
に
桐
壷
御
息
所
の
出

(24
)

仕

も
絡

む

よ
う

で
あ

る
。

「き

り

つ
ぼ

の
御
息

所
」

を
詠

者
と

す

る
歌
は

、

知

ら

れ
る
全

九
首

中

の

一
首

で
あ

り
、

こ

の

「
桐
壺

」

の
様

子

に

つ
い
て

も

、
現
段

階

で
は

不
明

と
言

わ
ざ

る
を
え

な

い
。

こ
れ
ら

名

の
み
が

伝
え

ら

れ
る

「
桐
壺

」

の
、
物

語

に
お
け

る
実

態
が

明
ら

か

に
で
き

れ
ば

、
物

語
史

に
お

け

る

「桐

壷
」

の
系

譜
が

よ
り

鮮
明

に
な

っ
て
く

る
の
は

間
違

い
な

い
。

さ
ら

な

る
手

が

か
り

に
期

待
し

た

い
。

以

上

み

て
き

た

よ
う

に
、

『
源

氏
物

語

』
以

降

の
物

語

で
は
、
悲

劇

の

空
間

と
し

て

の

「
桐
壷

」

が
継
承

さ

れ

て

い

っ
た

わ
け

で
は
な
く

、
む

し

ろ
光
源

氏

や
明

石
女
御

に
み
ら
れ

た

よ
う

な

栄
華

の

「
桐
壺
」

が
描

か

れ

て

い
る
。
か

た

や

『源

氏
物

語
』

を
正

典
と

す

る
和
歌

世
界

に
み

ら
れ

る

よ
う

に
、
桐
壼

巻

の
御

局

に
よ
る

「
桐
壷

」
信

仰

の
根

は
深
く

、

「
桐
壺
」

は
物

語

冒
頭

の
イ

メ

ー
ジ
を
色

濃

く
漂
わ

せ

る
名
称

と

し

て
享

受
さ

れ
続

け

て

ゆ
く

。

こ
う

し
た

二

つ
の
方
向

を
、

い
ま

の
段

階

で
は
お

さ
え

て
お

き
た

い
。

ま
と
め
に
か
え
て

『源

氏

物

語
』

冒
頭

で
強

調
さ

れ

る

「
桐
壺
」

に

つ
い
て
、
物

語

の
展

開

を

た
ど
り

つ

つ
史
実

に
も

目
を
向

け

て
検

討
し

て
き

た
。

最
後

に
、

本

稿

で
明

ら
か

に
な

っ
た

こ
と

を

い
ま

一
度
整

理
し

て
お

く
。

ま
ず
物

語

内

で
は
、
桐

壷

巻

の

「
御

局
は
桐

壷

な
り
」

と

い
う

一
文

に

よ

り
、

「
桐

壺
」

が
悲

劇

の
場

と

し

て
強

調

さ

れ

て

い
る
が

、
桐

壺
巻

末

に

至
る
と

元

服
し

た
光
源

氏

の
宮
中

に

お
け

る
私
的

な
空

間
と

し

て
再
設

定

さ
れ

、
冒

頭
巻

の
時
点

に

お

い
て
す

で
に

「
桐
壷

」

の
据
え
直

し

が
な

さ

れ

て

い
る

。
そ

の
結

果

、

「
桐
壺
」

す

な

わ

ち

「
淑
景

舎
」

は

、
物

語

世
界

で
光

源
氏

の
自
由

に
な

る
空

間

と
し

て
所
有

さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。

朱

雀

帝
政
権

下
の
空
白

を
経

て
都

に

召
還

さ
れ
た

光
源

氏
が

、
冷

泉
帝

の

時

代

を
迎
え

栄
華

の
道

を
極

め

て
ゆ
く

時
、

ふ
た

た
び

か

つ
て

の
自

在

な

空

間

の
所
有

権
を

獲
得

し
、

新
た

な
物

語
内

情
勢

に

ふ
さ
わ

し
く
活

用

さ

れ

て

い
く

の
で
あ

る
。

さ
ら

に
、
若

菜
巻

に
至
り

一
族

に
繁
栄

を
も

た

ら

す

明

石
女

御

の
入
内

が
描

か

れ
る

に
際

し

て
、
女
御

の
入
る
場

所
は

「桐

壺
」

と
定

め

ら
れ

、
今
度

は
女

御

の
呼
称

と

し

て
の

「桐

壺
」

「
淑
景

舎
」

が

繰
り

返
し

用

い
ら

れ

る
。
物

語
は

、
悲

劇

の
要
因

と
な

っ
た
空

間
を

逆

手

に
と

る
よ
う

に
そ

の
再

設
定

を
試

み
、
「
桐
壺

」
は

栄
華

の
拠
点

と

し

て

生
き

続
け

る

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る

。

一
方
、

そ
う

し
た
物

語

世
界

の
外

側

に
、
史
実

と

し

て
の

「淑

景
舎
」

「
桐
壺
」

は

あ

る
。

一
条
朝
始

動

の
頃

に
は

、

「淑

景
舎
」

に
政
界

の
要

人

た
ち

が
出

入
り
を

し
所

有
も

す

る
よ
う

に
な

る
。
直

廬

も
し

く
は

宿
所
と

宿

直
所

の
関

係

や
、

そ
れ

に
後
宮

の
殿
舎

が

当

て
ら
れ

る

こ
と

の
実

態

や

そ

の
意

味

に

つ
い
て
は

、
き

ら
な

る
考
究

の
余

地

が
あ
り

、
史

実

に
お
け

る

「
淑

景
舎
」

の
問
題
を

明

ら
か

に
す

る
た

め
に
引

き
続
き

検

討
し

て

い

か
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
課

題

で
あ

る
。
ま

た
、
一.条

朝

の
春
宮

女
御

と

な

っ

た
原

子

は
、
直

接

「
桐
壺
」

を

冠
さ

れ

て
呼
ば

れ

て
は

い
な

い
も

の
の
、

「
桐
壷

」
と

極

め

て
密

接
な

関
係

に
あ

る
稀

少
な
女

御

と
し

て
、
物

語
を

考

え

る
う

え

で
も
注

目

さ
れ

る
。
定

子

の
妹
と

し

て
ほ

ぼ
同
時

期

に
栄
華

と

悲

劇

を

同

時

に
背

負

う

人

生

を

生
き

た

人

物

で

あ
り

、

そ

の
入

内

先

に
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よ

っ
て

「
淑
景

舎
女

御
」

と
呼

ば
れ

、
後

世

に
ま

で
名
を
知

ら

れ

て
も

い

る
。物

語
を

と
り

ま
く

状
況

を
視

野

に
入
れ

れ
ば

、
「
桐

壺
」
の
翳

り

や
宮

中

に
お

け

る
所
有

の
問

題
な

ど
、

物
語

と

の
影

響

関
係

が
想
定

さ

れ
る
と

と

も

に
、

」だ

か
ら

こ
そ

、
悲
劇

を

も
た

ら

し
た
負

の
遺

産
を
逆

に

い
か

し
、

し
た

た
か

な
ま

で

に
.利
用

し

て
最
終

的

に
栄
華

の
拠

点

に
作

り

か
え

て

ゆ

く
、

物
語

独
自

の
鮮

や
か

な

し
か
け

が
、

浮
上

し

て
く

る

の
で
あ

る
。

こ
う

し
た

「
桐
壺
」

は

、
以

後

の
物
語

史

に
お

い
て
は

、
ひ

と

つ
に
は

典
型

的
な

繁
栄

の
場

と
す

る
系

譜
を

推
定

で
き

そ
う

で
あ

り
、

一
方

で
、

和
歌

世
界

を
中

心

に

『源

氏
物

語
』

が
正

典
化

し
、

桐
壺

悲
恋

信
仰

が
浸

透

し

て
ゆ
く
な

か

で
、
「桐

壺
」
は
悲

恋

の
局
と

し

て

の
印
象

を

よ
り

強
め

て

い

っ
た

と
思

わ

れ
る
。

こ
れ

ら

に

つ

い
て
も

、
今

後

さ
ら
な

る
検

討
と

考
察

を
加

え

て

い
き

た

い
。

こ

の
よ
う

に
あ

ら
た

め

て
物

語
を

た
ど

っ
て
み

る
と

、
桐
壼

巻

の

「御

局

は

桐
壼

な

り

」
ば

か

り

が
突

出

し

て

い
る

よ
う

に

さ
え

思

わ

れ

て
く

る
。

簡
潔

な
短

文

が

い
か

に
強

烈

な
印
象

を
与

え
続

け

て
き
た

か
。

そ
れ

に
は

『
源
氏
物

語

』
を
と

り
ま

く
諸

事
情

も

関
与

し

て

い
よ
う

。
物

語
冒

頭

の
衝
撃

と

、
五
十

四
帖

を
読

み

通
す

ご
七

の
困
難

さ
と

。
須

磨
返

り
な

ら

ぬ
桐
壷

返
り

す

ら
め
ず

ら

し
く

は
な

い
現
代

に
お

い
て
は
、

制
約

を

ひ

き
ず

る

教
科
書

や
抜

粋
型

テ
キ

ス
ト

に
み
ら

れ
る

「
桐
壺

」
尊

重
傾

向
ま

で
あ

る

。
そ
う

し

た
受

け
と

め
る

側

の
事

情

は
、
時

に
物

語

の
全
貌

を

み

え

に
く

く
し
て

し

ま
う

。
「桐

壷
」
は
決

し

て
桐

壷
巻

だ

け

の
も

の
で
は
な

い
の
で
あ

る
。
続

く
帚

木
巻

以
降

に
見

え
隠

れ
す

る

「
桐
壼
」

「淑

景
舎

」

を

あ
わ

せ

て
み

る
時

、
「
御
局

は
桐

壺
な

り
」
と
紹

介
さ

れ
た

空
間

の
重

さ

が
明
ら

か

に
な
り

、

そ
れ
を

描
く

物
語

の
し
た
た

か
な

ま

で

の
創

造
力

が

鮮
や

か

に
現
出

し

て
く

る

の
で
あ

る
。

注(
1
)

『源
氏
物
語
』
本
文

の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
全

集

(小
学
館

)
、に
よ
り

、

巻
名
と
頁
数
を
記
す
。
他

の
作
品
も
基
本
的

に
は
同
全
集

に
よ
り
、
違
う
場
合

は
そ
れ
ぞ
れ

の
引
用
部

に
注
を
施
し

て
示
す

こ
と
と
す

る
。
な
お
、

一
部
表
記

を
私

に
改
め

た
と

こ
ろ
も
あ

る
。

ま
た
、
引

用
本
文

の
重
要
な
部
分

に
は
私

に
傍
線
を
施
し
た
。

(2
)

尾
州
家
河
内
本
本
文

で
は

「お
ほ

ん
さ
う

し
」

で
あ

る
。
池

田
亀
鑑

『源
氏

物
語
大
成
』

(中
央
公
論
社
)
に
よ
れ
ば
そ

の
他

の
異
同
は
み
ら
れ
な

い
。
.

(3
)

池

田
亀
鑑

『源
氏
物
語
事
典
』
(東
京
堂
出
版
)
に
個

々
の
用
例
と
解
説
が
あ

ゆ

、
全
体

の
用
例

が
知
ら
れ

る
。
増

田
繁
夫

「源
氏
物
語

の
後
宮
-
桐
壷

・
藤

壷

・
弘
徽
殿
1
」

『源
氏
物
語

の
鑑
賞
と
基
礎
知
識

1
桐
壷
』

(至
文
堂

1
9

9
ε

・
10
)

は
、
そ
れ
ら
を
概
観

し
史
料

に
ふ
れ

て

い
る
。
な
お
、
増

田
氏

に

は
そ
れ
以
前

に

「女
御

・
更
衣

・
御
息
所

の
呼
称
-
源
氏
物
語

の
後
宮

の
背
景

1
」
山
中
裕
編

『平
安
時
代

の
歴
史
と
文
学

文
学
編
』
(吉

川
弘
文
館

1
9

8
1

・
11
)
「弘
徽
殿

と
藤
壷
ー

源
氏
物
語

の
後
宮
ー

」
(
『国
語
と

国
文
学
』
1

9
8
4

・
11
)
な
ど
が
あ
り

、
後
宮

に

つ
い
て
考
察

さ
れ
て
い
る
。

(4
)

こ
れ
ま

で
に
引
用
し
た
二
例
、
次

に
引

用
す

る
二
例
以
外

の
用
例
を
あ
げ

て

お
く
。
「御

宿
直
所
」

「宿
直
所
」

の
使
用
者
を

【

】

に
記

し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
用
例
を
列

挙
し
て
み
る
。

【光
源
氏
】

*
穢
ら
ひ
忌
み
た
ま
ひ
し
も

ひ
と

つ
に
満
ち

ぬ
る
夜

な
れ
ば
、

お
ぼ

つ
か
な

が
ら

せ
た
ま
ふ
御

心
わ
り
な
く
て
、
内
裏

の
御

宿
直
所

に
参
り
た
ま

ひ
な
.ど
す
。

夕
顔

一
入
三

*
年
も
暮
れ
ぬ
。
内
裏
の
宿
直

所
に
お
は
し
ま
す
に
大

輔
の
命

婦
参

れ
り
。

末

摘
花

二
九

入

一63一



*
朔

日
の
ほ
ど
過
ぎ

て
、
今
年

、
男
踏
歌
あ

る
べ
け
れ
ば
、
例

の
所
ど

こ
ろ
遊
び

・
の
の
し
り
た
ま

ふ
に
も

の
騒
が
し
け
れ
ど
、

さ
び

し
き
所

の
あ
は
れ

に
思
し

や

ら
る
れ
ば
、
七

巴
の
日
の
節
会
は

て
て
夜

に
入
り

て
御
前
よ
り
ま
か

で
た
ま
ひ

け

る
を
、
御
宿
直
所

に
や
が
て
と
ま
り
た
ま

ひ
ぬ
る
や
う

に
て
、
夜
更
か
し

て

お
は
し
た
り
。

末
摘
花

三

〇
三

こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
、

「桐
壺
」

で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

ち
な

み
に
他

の
人
物

に
関
わ
る

「宿
直
所
」
も
あ
げ

て
お
く
。

【頭
中
将
】

*
中

将
、
宿

直
所
よ
り
、

「こ
れ
ま
つ
と
ち

つ
け
さ
せ
た
ま

へ
」

と
て
、
お
し
包

み
て
お

こ
せ
た
る
を
、

い
か

で
取
り

つ
ら
む
と
心

や
ま
し
。紅

葉
賀

三
四
五

【髭

黒
大

将
】

*
宿
直
所

に
ゐ
た
ま
ひ

て
、
日

一
日
聞

こ
え
暮
ら
し
た
ま

ふ
こ
と
は
、
「夜
さ
り
ま

か

で
さ
せ
た

て
ま

つ
り

て
ん
。
か
か
る

つ
い
で
に
と
思
し
移
る
ら
ん
御
宮
仕
な

む
や
す
か
ら
ぬ
」
と

の
み
、
同
じ
こ
と
を
責
め
き
こ
え
た
ま

へ
ど
、
御
返
り
な

し
。

・

真
木
柱

三
八
三

【夕
霧
】

*
や
う
や
う
夜
更
け
ゆ
ぐ
ほ
ど
に
、
い
た
う
そ
ら
な

や
み
し

て
、
「乱
り
心
地

い
と

た

へ
が
た
う
て
、
ま
か
で
ん
空
も
ほ
と
ほ
と
し
う
こ
そ
は
べ
り
ぬ
べ
け
れ
。
宿

直
所
ゆ
づ
り
た
ま
ひ

て
ん
や
」

と
中
将
に
愁

へ
た
ま
ふ
。
藤
裏
葉

四
四
〇

た
だ
し
、
こ
れ
は
雲
居
雁
と

の
結
婚
を
許
さ
れ
た
夕
霧
が
、
婉
曲
に
寝

所
を

も
と
め
て

い
る
例
で
あ
る
。

【匂
宮
】

*
中
宮

の
上

の
御
局
よ
り
御

宿
直

所
に
出
で
た
ま
ふ
ほ
ど
な
り
。
紅
梅

四
九

*
里
住
み
が
ち
に
お
は
し
ま
す
を
諌

め
き
こ
え

た
ま

へ
ば

、
い
と
苦
し
と
思
し

て
、

御

宿
直

所
に
出
で
た
ま
ひ
て
、
御

文
書
き

て
奉

れ
た
ま

へ
る
、
な
ご
り
も

い
た

く
う
ち

な
が
め
て
お
は
し
ま
す

に
、
中
納

言
の
君
参
り

た
ま

へ
り
。

総
角

二
七
六

*
雪
に
は
か
に
降
り

乱
れ
、
風
な
ど

は
げ

し
け
れ
ば

、
御

遊
び
と
く

や
み
ぬ
。

こ

の
宮

の
御

宿
直

所
に
人
々
参
り

た
ま

ふ
。

浮
舟

一
四
七

匂
宮

の
三
例
が
ど

こ
に
な

る
の
か
、
こ
の
時

の

「桐
壷
」

が
ど
う

で
あ

っ
た

の
か

に
つ
い
は
、
明
確

で
は
な

い
。

.【墓

*
中
納

言
殿
よ
り
、
「昨

夜
、
参

ら
む
と
思
た
ま

へ
し
か
ど
、
宮
仕

の
労
も

し
る

し
な
げ
な
る
世
に
、
思
た
ま

へ
恨
み

て
な
む
。
今
宵
は
雑
役
も
や
と
思
う
た
ま

へ
れ
ど
、宿
直
所

の
は
し
た
な
げ

に
は
べ
り

し
乱
り
心
地

い
と
ど
・や
す
か
ら

で
、

や
す
ら
は
れ
は

べ
る
」
と
陸
奥
紙
に
追
ひ

つ
ぎ
書
き
た
ま
ひ
て
、

総
角

二
七
四

前
夜

の
こ
と
を
婉
曲
に
言

っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(5
)

す
で
に
引
用
し
た
桐
壷
巻
と
花
宴

巻

の
用
例
に
加
え
、
桐
壺
更
衣
を
さ
す
用

例
が
二
例
あ
る
。
次

の
と
お
り
で
あ
る
。・

*

「あ
な
恐

ろ
し
や
、
春
宮

の
女
御

の
い
と

さ
が
な
く

て
、

「桐
壷

の
更

衣
の
、
.

あ
ら
は
に
は
か
な
く
も
て
な
さ
れ
に
し
例
も

ゆ
ゆ
し
う
」

と

桐
壺

四
二

*
こ
の
君
か
く
て
お
は
す
と
聞
き
て
、
母
君
に
語
ら
ふ
や
う

「桐
壷

更
衣

の
御
腹

の
源
氏
の
光
る
君
こ
そ
、
…
略
…
」

須
磨

二

一
〇

(6
)

清
水
好
子

「若
菜

上
下
巻
の
方
法
」

『源
氏
物
語

の
方
法
』

(東
大
出
版
会

一

1
9
8
0
)。

(7
)

注

(6
)
論
文
を
受

け
、
若
菜
巻

に
お
け
る

「
い
ま
」

「む
か
し
」
「
い
に
し

「

へ
」

を
用

い
た
過
去
と

現
在

の
対
比

に

つ
い
て
、
か

つ
て
論

じ
た

こ
と

が
あ

る

の
で
、
あ

わ
せ
て
ご
参

照

い
た
だ

け
れ
ば
幸

い
で
あ

る
。

「『源
氏
物
語
』
若
菜

の
巻

の
時

間
1
そ

の
方
法

を
め
ぐ

っ
て
ー
」

(『物

語
研
究
』

四
号

1

9
8

3

・
4
)。

(8
)

注

(5
)
参
照
。

(9
)

記
録
類

の
引
用

は
、

『江
次
第
抄
』
が
続

々
群
書
類
従
、
『
日
本
紀
略
』

が
国

史
大
系

.(吉

川
弘
文
館
)
、
『小
右
記
』
が
大

日
本
古
記
録

(岩
波
書
店
)
、
『権

記
』

は
史
料
纂
集

(続
群
書
類
従
刊
行
会
)

に
よ
る
。
な
お
、
旧
字
体
を
私

に

改

め
た
部
分

が
あ

る
。

(10
)

村
井
康
彦

「内
裏
お
よ
び
公
卿
邸
宅
火
災
年
表
」

『平
安
貴
族

の
世
界
』

(徳

間
書
店

1
9
6
8
)

(11
)

注

(3
)
増

田
氏
論
文
参
照
。

(12
)

『本
朝
世
紀

』
長
保
四
年
八
月
三
日
の
条
に

「今
夜
東
宮

淑
景
舎
女
御
卒
去
」

(国
史
大
系

に
よ
る
)
と
あ
る
。



(13
)

注

(5
)
増
田
氏
論
文
。

(14
)

角
田
文
衛

『日
本
の
後
宮
』
学
燈
社
。

(15
)

『楽
府
詩
集
』
「第

六
巻

郊
廟

歌
辞
六

唐
五
郊
楽
章
」

に

「
淑
景
遅
遅

和
風

習
習
」
、
柳

宗

元

「迎

長

日
賦
」
に

「淑
景

初
延

幽

陽
潜
起
」
、
杜
甫

「紫
宸
殿
退
朝

口
號
詩
」
に

「香

飄
合
殿
東
風
轉

花
覆

千
宮
淑
景
移
」
な
ど

が

あ
る
。
こ
う

し
た
記

述
が
典
拠
と

な

っ
て
、
殿
舎

に

「
淑
景
舎
」
と

い
う
名
称

が

つ
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま

た
、
日
本
に
お

い
て
も

『本
朝
文
粋
』
巻

第
十

詩
序
三

木
」

に
紀

納
言
と

し
て
、
紀
長
谷
男
の
作

「仲
春
釈

聴
講

禮
記
同
賦
桃
始
華
」

に
、
「飃
綬
彩
於
淑
景
」
と
あ
る
。

(16
)

『狭
衣
物
語
』

の
引
用
は

日
本
古
典
集
成

(新
潮
社
)

に
よ
る
。

(17
)

『し

の
び
ね
』

の
引
用
は
中
世
王
朝
物
語
全
集

(笠
間
書
院
)

に
よ
る
。

(18
)

拙
稿

「引
用
」

『中
世
王
朝
物
語
御
伽
草
子
事
典
』

(勉
誠
出
版

近
刊
)
で

ふ
れ
た
ゆ

(19
)

和
歌
の
引
用
は
す

べ
て
新

編
国
歌
大
観

(角

川
書
店
)
に
よ
り

、
本
文

中
ふ

れ
て

い
る
歌
集
お
よ
び
歌
合
も
す

べ
て
そ
れ
に
よ

っ
て

い
る
。

(20
)

『風
葉
集
』

の
詞
書
お
よ
び
作
者
表
記
は
次

の
と
お
り

で
あ
る
。

一
〇
七
↓

『風
葉

集
』
六
三
八

き
り

つ
ぼ
の
更
衣
う

せ
て
の
ち
、
月
の
あ
か
か
り
け
る
夜
、
ふ
る
さ
と
を

お
ぼ
し
め
し
や
ら
せ
給
ひ
て
よ
ま
せ
給
ひ
け
る

さ
か
き

の
院

の
御
歌

一
一
一
↓
同

二
三
三

の
わ
き
だ
ち
た
る
ゆ
ふ
べ
、
き
り

つ
ぼ
の
更
衣
の
は
は

の
許
に

つ
か
は
さ

せ
給
ひ
け
る

源
氏
の
さ
か
き

の
院
御
歌

三
〇

一
↓
同

二
九
九

き
り

つ
ぼ

の
更
衣
の
は
は
の
も
と
に
御

つ
か
ひ
に
て
ま
か
で
た
る
に
、
風

い
と
す
ず
し
く
、
草
む
ら
の
む
し

の
こ
ゑ
ご
ゑ
も
よ
ほ
し
が
ほ
な
れ
ば

源
氏

の
ゆ
げ
ひ
の
命

婦

(21
)

『無
名
草
子
』

の
引
用
は

日
本
古
典
集
成

(新
潮
社
)

に
ょ
る
。

(22
)

神
野
藤
昭
夫

「散
佚
物

語

《後
期
》
」
『体
系
物
語
文
学
史

第
三
巻
』

有

精

堂

1
9
8
3
)、
神
野
藤
昭
夫

「〈
付

〉
散
佚
物
語
事
典
-
鎌
倉
時
代
物
語
編
」

(『体
系
物
語
文
学
史

第
五
巻
』

有
精
堂

1
9
9
1
)
、
三
角
洋

一

『
物
語

の
変
貌
』

(若
草
書
房

1
9
9
6
)
、
神

野
藤

昭
夫

『散
佚

し
た
物
語
と
物
語

史
』
若
草
堂
旦
房
1
9
9
8
)
な
ど
。

(23
)

注

,(21
)

の
諸
文
献
参
照
。
神
野
藤
氏

「散
佚
物
語

《後
期
》
」
に
よ
れ
ば

、

「帝
と
淑
景
舎
女
御

の
冊
に
は

=
呂
が
誕
生
す
る
が
、女
御
は
早
く
丘
ハ部
卿
宮
と

関
係

が
あ

つ
た
ら

し
い
。
宮

の
亡
き
あ
と
女
御
は
宮
を
追
慕

し
、
宮

の
正
妻
か

と
推
量
さ
れ

る
冷
泉
院
女

一
宮
は
、

一
周
忌

に
出
家
を
遂
げ

る
。
歌
数
か
ら
す

る
と
帝
が
主
人
公
か
と
考
え
ら
れ
る

が
、
題
号
か
ら
は
、
宮
と

の
恋
が
か
な
わ

ず
、
入
内
し

て
皇
子
を
生

み

つ
つ
、
宮
を
追
慕
す

る
女
御

の
人
生

の
変
転
ど
そ

の
心

情
を
主
題
化

し
て

い
た
も

の
、
と

み
る
こ
と
が

で
き

る
。
・『し

の
び
ね
物

語
』
と

の
類
似
性
に
注

目
さ
せ
ら
れ
る
物

語
で
あ

る
。
」
と
さ
れ

る
。
い
ま

、
「桐

壺
」
を
考
え

る
立
場
か
ら
す

る
と
、
本
文

で
述

べ
た
と
お
り

「桐
壺
」

の
登
場

す

る

『し

の
び
ね
』
と

の
類
似
性
ど

い
う
指
摘
は
興
味
深

い
。
も

つ
と
も
、
『し

の
び

ね
』
は

「桐
壺
」
で
あ
り
、

『浪

の
し

め
ゆ
ふ
』

の
資
料
と
な

る
歌
は

い

ず
れ
も

「淑
景
舎
」
と
な

っ
て
お
り
、
呼
称

の
微
妙
な
違

い
に
は
、
少
し
距
離

の
あ

る
印
象
も
抱

か
せ
ら
れ
よ
う
。
注

(22
)

一一、一角

氏
著
書
所
収

「
『浪

の
し

め
ゆ
ふ
』
小
考
」

に
詳

し
い
考
証
が
あ
り
、

そ
れ

に
よ

っ
で
成
立
時
期
は
か
な

り
追

い
つ
め

ら
れ
て
い
る
が
、
「淑
景
舎
」
そ
の
も

の
を
ど
う
と
ら
え
た
ら
よ

い

の
か
に

つ
い
て
は
、
.い
ま
だ
明
ら
か

で
は
な

い
。

(
24
)

注

(22
)

の
神
野
藤
氏

「〈
付

〉
散
佚
物
語
事

典
-

鎌
倉
時
代

物
語
編
」

に

よ
れ
ば
、

「
の
ち

の
女
院
が
若

い
頃
、

一
時
小
野
に
隠
れ
住
む
こ
と
が
あ
る
が
、

三
条
院

は
そ
の
行
方
を
聞
き
出

し
再
会
す

る
。
後
年
、
女
院

は
小

野
の
地
を
再

訪

し
、
昔
を
偲

ぶ
。
女
院

が
姿
を
消

し
た

の
は
、
桐
壺
御
息
所

の
出
仕
と
関
係

が
あ

る
か
も
知

れ
な
い
が
、
そ
の
御
息
所

は
三
条
院

の
寵
愛

の
衰
え
を
嘆
く
。

ほ
か
に
左
大

臣
の
娘

に
恋
文
を
お
く

る
関
白

、
つ
れ
な

い
女
と

の
逢
瀬
を
嘆
く

按
察
大
納
言

の
存
在

や
左
大
臣

の
遊
宴
歌
な
ど

が
知
ら
れ

る
が
、
主
筋
と

の
関

係

は
不
明
。」
と

す
る
。
こ
れ
は

「
淑
景
舎
」
で
は
な

く

「桐

壺
御
息
所
」
と

し
て
お
り
、

や
は
り
呼
称

の
違

い
は
気

に
な

る
と

こ
ろ
で
あ

る
。
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