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『
源
氏
物
語
』
の
治
政
と
聖
代
の
か
た
ち

―
天
皇
親
政
／
外
戚
政
治

―

村
　
口
　
進
　
介

は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
が
描
く
四
代
の
帝
に
よ
る
治
政
を
、
外
戚
の
有
無
や
父
院
の

関
与
す
る
度
合
い
を
基
準
に
、
歴
史
学
の
成
果
を
参
照
し
つ
つ
、
桐
壺
朝
と

冷
泉
朝
を
天
皇
親
政
、
桐
壺
院
生
前
の
朱
雀
朝
前
期
を
院
政
、
崩
御
後
の
後

期
な
ら
び
に
今
上
朝
を
摂
関
政
治
と
捉
え
、
各
々
の
政
権
構
造
や
力
学
を
解

き
明
か
す
試
み
は
、
朱
雀
朝
を
中
心
に
こ
れ
ま
で
も
多
く
な
さ
れ
て
き
た
が（（
（

、

本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
、
か
よ
う
な
用
語
の
枠
組
み
に
拠
ら
ず
、
具
体
的
な
叙

述
に
寄
り
添
い
、
物
語
が
志
向
す
る
治
政
の
あ
り
方
や
か
た
ち
を
析
出
し
、

聖
代
と
の
関
わ
り
を
探
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、

摂
関
政
治
な
ど
の
名
づ
け
可
能
な
か
た
ち
が
物
語
に
認
め
ら
れ
る
意
義
に
つ

い
て
も
触
れ
る
。

一
、「
わ
が
ま
ま
」
な
執
政
臣

　
「
典
型
的
な
「
ミ
ウ
チ
政
治
」
と
し
て
の
狭
義
の
摂
関
政
治
（
（
（

」
と
見
な
さ
れ

る
こ
と
の
多
い
、
朱
雀
朝
後
期
の
検
討
か
ら
は
じ
め
る
。

Ａ
帝
は
、
院
の
御
遺
言
た
が
へ
ず
あ
は
れ
に
思
し
た
れ
ど
、
若
う
お
は
し

ま
す
う
ち
に
も
、
御
心
な
よ
び
た
る
方
に
過
ぎ
て
、
強
き
と
こ
ろ
お
は

し
ま
さ
ぬ
な
る
べ
し
。
母
后
、
祖
父
大
臣
と
り
ど
り
に
し
た
ま
ふ
こ
と

は
え
背
か
せ
た
ま
は
ず
、
世
の
政
御
心
に
か
な
は
ぬ
や
う
な
り
。

�

（
賢
木
②
一
〇
四
）

Ｂ（
帝
）「
…
。
春
宮
を
院
の
の
た
ま
は
せ
し
さ
ま
に
思
へ
ど
、
よ
か
ら
ぬ

こ
と
ど
も
出
で
来
め
れ
ば
心
苦
し
う
」
な
ど
、
世
を
御
心
の
ほ
か
に
ま

つ
り
ご
ち
な
し
た
ま
ふ
人
の
あ
る
に
、
若
き
御
心
の
強
き
と
こ
ろ
な
き

ほ
ど
に
て
、
い
と
ほ
し
と
思
し
た
る
こ
と
も
多
か
り
。

�

（
須
磨
②
一
九
八
）

掲
出
し
た
二
つ
の
引
用
文
は
、
朱
雀
朝
に
お
け
る
外
戚
政
治
の
あ
り
方
を
端

的
に
言
い
表
す
箇
所
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
、
傍
線
な
ど
で
強
調

し
た
と
お
り
、
構
成
要
素
の
重
な
り
が
類
型
的
な
特
徴
を
よ
く
表
わ
し
て
い

る
。

　

二
重
傍
線
と
太
字
か
ら
は
、「
世
」
を
統
べ
る
立
場
と
し
て
は
柔
和
す
ぎ
る

性
格
ゆ
え
に
、「
祖
父
大
臣
」
右
大
臣
、「
母
后
」
弘
徽
殿
大
后
の
所
業
に
抗

え
ず
、
結
果
的
に
「
世
の
政
御
心
に
か
な
は
ぬ
」
朱
雀
帝
の
す
が
た
が
浮
き

ぼ
り
に
な
る
一
方
で
、
帝
の
思
い
描
く
「
御
心
に
か
な
」
う
「
世
の
政
」
の
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内
実
が
、
院
の
遺
言
の
遵
守
に
あ
る
こ
と
が
傍
線
か
ら
知
ら
れ
る
。

　

須
磨
巻
で
、
帝
は
朧
月
夜
を
前
に
「
院
の
思
し
の
た
ま
は
せ
し
御
心
を
違

へ
つ
る
か
な
。
罪
得
ら
む
か
し
」（
②
一
九
七
）
と
泣
嘆
し
て
い
る
。「
御
遺

言
」
と
あ
っ
て
も
よ
い
と
こ
ろ
、「
御
心
を
違
へ
つ
る
」
と
「
御
心
に
か
な
は

ぬ
」
と
平
仄
を
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
は
興
味

深
い
が
、
た
と
え
帝
に
「
若
き
御
心
の
強
き
と
こ
ろ
」
が
あ
っ
た
と
て
、
光

源
氏
と
左
大
臣
の
重
用
を
含
む
遺
言
の
履
行
は
は
な
は
だ
困
難
で
あ
り
、
右

大
臣
た
ち
に
と
っ
て
は
お
よ
そ
受
け
入
れ
る
余
地
の
な
い
内
容
で
あ
る
こ
と

も
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
帝
の
意
に
沿
わ
な
い
彼
ら
の
ふ
る
ま
い
に
一
定
の
妥
当
性

も
認
め
ら
れ
よ
う
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ａ
、
Ｂ
の
叙
述
が
、
外
戚
家
に

よ
る
専
横
を
強
く
示
唆
す
る
表
現
た
り
え
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
よ
り
前
に

見
え
て
い
た
、
次
の
行
文
が
響
い
て
い
よ
う
。

Ｃ
帝
は
い
と
若
う
お
は
し
ま
す
、
祖
父
大
臣
、
い
と
急
に
さ
が
な
く
お
は

し
て
、
そ
の
御
ま
ま
に
な
り
な
ん
世
を
、
い
か
な
ら
む
と
、
上
達
部
、

殿
上
人
み
な
思
ひ
嘆
く
。�
（
賢
木
②
九
八
）

Ｄ（
藤
壺
ハ
）
大
后
の
御
心
も
知
り
た
ま
へ
れ
ば
、
心
に
ま
か
せ
た
ま
へ
ら

む
世
の
は
し
た
な
く
住
み
う
か
ら
む
を
思
す
よ
り
も
、�
（
同
九
九
）

い
ず
れ
も
桐
壺
院
の
崩
御
を
受
け
、
事
態
の
推
移
を
上
達
部
た
ち
や
藤
壺
が

案
ず
る
一
節
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
傍
線
は
い
か
に
も
右
大
臣
や
弘
徽
殿
大
后
に

よ
る
政
治
の
壟
断
を
予
感
さ
せ
る
文
言
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
執
政
臣
が
「
わ

が
ま
ま
」
に
ふ
る
ま
っ
た
り
、「
世
」
を
「
心
に
ま
か
せ
る
」
こ
と
自
体
を

『
源
氏
物
語
』
は
否
定
し
な
い
。

Ｅ（
左
右
）
大
臣
の
御
仲
も
も
と
よ
り
そ
ば
そ
ば
し
う
お
は
す
る
、（
左
大

臣
ハ
）
故
院
の
御
世
に
は
わ
が
ま
ま
に
お
は
せ
し
を
、
時
移
り
て
し
た

り
顔
に
お
は
す
る
を
あ
ぢ
き
な
し
と
思
し
た
る
、
こ
と
わ
り
な
り
。

�

（
賢
木
②
一
〇
二
）

Ｆ
世
の
中
の
事
、
た
だ
な
か
ば
を
分
け
て
、
太
政
大
臣
（
光
源
氏
）、
こ
の

大
臣
（
頭
中
将
）
の
御
ま
ま
な
り
。�

（
澪
標
②
三
〇
一
）

Ｅ
は
右
大
臣
方
の
権
勢
が
増
す
な
か
、
左
大
臣
が
桐
壺
朝
を
回
顧
す
る
一
節
、

Ｆ
は
冷
泉
朝
の
始
発
期
の
政
情
を
示
す
一
節
で
あ
る
。
光
源
氏
が
夕
霧
の
大

学
入
学
を
見
定
め
て
い
く
思
惟
の
な
か
に
も
「
わ
が
心
に
ま
か
せ
た
る
世
に

て
」（
少
女
③
二
〇
）
と
あ
る
ほ
か
、「
今
は
天
の
下
を
御
心
に
か
け
た
ま
へ

る
大
臣
」（
玉
鬘
③
一
一
二
）、「
か
の
大
臣
た
ち
の
御
心
に
か
か
れ
る
世
に

て
」（
真
木
柱
③
三
七
二
）
と
い
っ
た
表
現
も
み
え
る
。

　

執
政
臣
が
「
世
」
を
「
わ
が
ま
ま
」
に
す
る
と
い
う
文
言
は
『
蜻
蛉
日
記
』

や
『
大
鏡
』
に
も
見
ら
れ
、
執
政
臣
の
ふ
る
ま
い
を
示
す
表
現
と
し
て
は
慣

用
的
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
Ｄ
の
傍
線
の
直
前
に
「
大

后
の
御
心
も
知
り
た
ま
へ
れ
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
右
大
臣
と
弘
徽
殿
大
后

の
場
合
に
は
「
い
と
急
に
さ
が
な
く
」（
Ｃ
）、「
御
心
い
ち
は
や
く
て
」（
賢

木
②
一
〇
一
）
と
規
定
さ
れ
る
、
帝
の
「
御
心
」
を
ふ
み
に
じ
る
ほ
ど
の
苛

烈
な
性
情
に
対
し
、
批
判
的
な
眼
差
し
は
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二
、
帝
の
「
御
心
に
か
な
ふ
」「
世
の
政
」

　

以
上
か
ら
執
政
臣
の
「
わ
が
ま
ま
」
な
ふ
る
ま
い
が
、
帝
の
「
御
心
に
か

な
ふ
」「
世
の
政
」
に
あ
や
ま
た
ず
合
致
す
る
治
政
の
あ
り
方
を
一
つ
の
範
型

と
し
て
取
り
出
し
た
う
え
で
、
他
朝
も
見
わ
た
し
つ
つ
、
朱
雀
朝
後
期
の
様

相
を
な
お
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

同
じ
く
外
戚
政
治
で
括
ら
れ
る
今
上
朝
は
、
即
位
と
同
時
に
「
右
大
臣
に

な
り
た
ま
ひ
て
ぞ
、
世
の
中
の
政
仕
う
ま
つ
」
る
外
舅
の
鬚
黒
と
、
春
宮
の
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外
舅
で
「
大
納
言
に
な
」
っ
た
夕
霧
が
「
い
よ
い
よ
あ
ら
ま
ほ
し
き
御
仲
ら

ひ
」（
若
菜
下
④
一
六
五
）
を
結
び
、
こ
の
二
人
の
外
戚
が
中
心
と
な
り
政
務

を
執
り
し
き
っ
た
が
、
Ｃ
や
Ｄ
と
同
じ
よ
う
な
懸
念
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
ば
か
り
か
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て
は
次
の
一
節
も
あ
っ
た
。

Ｇ
春
宮
（
今
上
帝
）
も
お
と
な
び
さ
せ
た
ま
ひ
に
た
れ
ば
、
う
ち
継
ぎ
て
、

世
の
中
の
政
な
ど
こ
と
に
変
る
け
ぢ
め
も
な
か
り
け
り
。�（
同
一
六
四
）

傍
線
で
そ
の
成
熟
が
言
挙
げ
さ
れ
る
の
は
、
む
ろ
ん
父
・
朱
雀
帝
の
「
若
さ
」

の
裏
返
し
で
あ
ろ
う
が
、
同
様
の
措
辞
は
今
上
帝
が
春
宮
時
代
に
朱
雀
院
を

見
舞
っ
た
場
面
で
す
で
に
見
え
て
い
た
。

Ｈ
宮
（
今
上
帝
）
に
も
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
世
を
た
も
ち
た
ま
は
む
御
心
づ

か
ひ
な
ど
、
聞
こ
え
知
ら
せ
た
ま
ふ
。
御
年
の
ほ
ど
よ
り
は
、
い
と
よ

く
お
と
な
び
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
御
後
見
ど
も
も
、
こ
な
た
か
な
た
軽
々

し
か
ら
ぬ
仲
ら
ひ
に
も
の
し
た
ま
へ
ば
、
い
と
う
し
ろ
や
す
く
思
ひ
き

こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。�
（
若
菜
上
④
一
九
）

将
来
の
治
政
の
安
寧
を
約
束
す
る
前
提
条
件
に
、
あ
ら
か
じ
め
「
お
と
な
び
」

た
帝
像
を
定
着
さ
せ
た
う
え
で
、「
御
後
見
ど
も
も0

」
と
外
戚
た
ち
の
「
仲
ら

ひ
」
に
展
叙
し
て
ゆ
く
筆
致
は
、
Ｇ
か
ら
「
い
よ
い
よ
あ
ら
ま
ほ
し
き
御
仲

ら
ひ
」
へ
語
り
お
さ
め
る
流
れ
に
重
な
る
。
こ
れ
は
「
十
一
」
歳
で
即
位
し

た
冷
泉
帝
に
も
繰
り
返
し
「
お
と
な
し
」（
澪
標
②
二
八
一
）
の
評
言
が
用
い

ら
れ
た
の
と
同
じ
構
図
で
あ
り
、
帝
を
中
心
に
据
え
た
治
政
観
が
読
み
取
れ

る
。

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
Ｇ
の
傍
線
に
つ
づ
く
「
う
ち
継
ぎ
て
、
世
の
中
の
政

な
ど
こ
と
に
変
る
け
ぢ
め
も
な
か
り
け
り
」
に
目
を
向
け
て
み
れ
ば
、
太
政

大
臣
の
致
仕
に
と
も
な
う
政
権
交
代
は
あ
り
つ
つ
も
、
帝
の
「
御
心
に
か
な

ふ
」
治
政
が
冷
泉
朝
と
変
わ
ら
ず
、
継
続
す
る
こ
と
の
謂
い
と
解
せ
よ
う
。

女
三
宮
と
の
結
婚
を
承
引
す
る
光
源
氏
の
発
言
の
な
か
に
も
「
お
ほ
や
け
と

な
り
た
ま
ひ
、
世
の
政
御
心
に
か
な
ふ
べ
し
と
は
い
ひ
な
が
ら
」（
若
菜
上
④

四
八
）
の
一
節
が
見
え
て
い
た
。

　

さ
て
、
Ｈ
で
は
帝
、
春
宮
そ
れ
ぞ
れ
の
外
舅
で
あ
る
鬚
黒
、
夕
霧
を
「
御

後
見
ど
も
」
と
記
す
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
外
戚
＝「
後
見
」
と
い
う
関
係

を
必
ず
し
も
結
ば
な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
「
後
見
」
が
多
義
的
で
、
辞
書
的
な
意
味
で
は
そ
の
範
疇

に
入
ら
な
い
人
物
た
ち
を
も
「
後
見
」
に
包
摂
し
て
ゆ
く
物
語
独
自
の
用
法

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が（
（
（

、
本
稿
の
関
心
に
照
ら
せ
ば
、
朱
雀
帝
の
外
祖
父
・

右
大
臣
を
た
だ
の
一
度
も
「
御
後
見
」
と
記
さ
な
い
点
が
重
要
で
、
そ
れ
に

反
し
て
桐
壺
院
が
朱
雀
帝
へ
の
遺
言
の
冒
頭
で
光
源
氏
の
こ
と
を
「
は
べ
り

つ
る
世
に
変
ら
ず
、
大
小
の
こ
と
を
隔
て
ず
何
ご
と
も
御
後
見
と
思
せ
」（
賢

木
②
九
五
）
と
述
べ
た
一
文
が
興
味
深
い
。

　

光
源
氏
と
朱
雀
帝
の
紐
帯
は
、
明
石
か
ら
召
喚
し
た
光
源
氏
を
「
常
に
召

し
」、「
世
の
中
の
こ
と
な
ど
も
、
隔
て
な
く
の
た
ま
は
せ
つ
つ
、
御
本
意
の

や
う
な
れ
ば
」（
澪
標
②
二
八
〇
）
な
ど
に
、
そ
の
一
端
は
う
か
が
え
る
が
、

外
戚
に
あ
ら
ざ
る
者
を
「
御
後
見
と
思
す
」
と
い
う
表
現
は
他
に
、
当
の
桐

壺
院
が
左
大
臣
を
「
故
院
の
や
む
ご
と
な
く
重
き
御
後
見
と
思
し
て
、
長
き

世
の
か
た
め
と
聞
こ
え
お
き
た
ま
ひ
し
」（
賢
木
②
一
三
八
）
こ
と
が
別
の

「
御
遺
言
」
に
見
え
る
。
こ
れ
を
敷
衍
す
れ
ば
、
実
際
の
外
戚
関
係
に
関
わ
ら

ず
、
帝
が
「
御
後
見
と
思
す
」
か
否
か
に
焦
点
は
あ
て
ら
れ
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

　

桐
壺
巻
に
、
桐
壺
帝
の
左
大
臣
に
対
す
る
「
御
お
ぼ
え
い
と
や
む
ご
と
な

き
」（
桐
壺
①
四
八
）
と
の
一
節
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
帝
が
執
政
臣
を
「
御

後
見
と
思
す
」
関
係
は
「
御
お
ぼ
え
」
の
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
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が
、「
御
後
見
」
同
様
、
朱
雀
帝
が
右
大
臣
た
ち
に
「
御
お
ぼ
え
」
を
示
す
叙

述
も
認
め
ら
れ
な
い
。
Ｈ
の
二
重
傍
線
で
朱
雀
院
が
春
宮
に
「
聞
こ
え
知
ら

せ
」
た
「
世
を
た
も
ち
た
ま
は
む
御
心
づ
か
ひ
」
は
執
政
臣
た
ち
と
の
関
係

性
の
機
微
を
含
ん
だ
も
の
言
い
と
捉
え
ら
れ
、
治
政
に
関
し
苦
い
思
い
を
抱

き
つ
づ
け
た
院
の
千
鈞
の
重
み
を
も
つ
言
葉
と
し
て
、
味
読
し
た
い
。

　

こ
の
よ
う
な
「
御
心
づ
か
ひ
」
は
桐
壺
院
が
光
源
氏
へ
の
遺
誡
で
「
朝
廷

に
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
べ
き
御
心
づ
か
ひ
」
を
「
か
へ
す
が
へ
す
」
説
い
た

よ
う
に
（
賢
木
②
九
七
）、
帝
の
み
な
ら
ず
、
臣
下
の
側
に
も
求
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
、
光
源
氏
は
尚
侍
と
し
て
出
仕
す
る
玉
鬘
に
「
た
だ
あ
る
べ
き

や
う
、
御
心
づ
か
ひ
を
教
へ
」（
真
木
柱
③
三
五
六
）
て
い
る
。

　

帝
と
執
政
臣
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
「
御
心
づ
か
ひ
」
を
具
体
的
に
う
か
が

わ
せ
る
例
と
し
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
記
事
を
参
照
し
た
い
。

Ｉ
太
政
大
臣
（
藤
原
忠
雅
）
は
、
さ
る
や
む
ご
と
な
き
一
の
人
に
お
は
す
。

左
大
臣
の
お
と
ど
（
源
正
頼
）、
世
の
中
を
ま
つ
り
ご
ち
、
帝
も
政
を
預

け
給
へ
る
や
う
に
て
、
い
さ
さ
か
の
こ
と
も
の
た
ま
は
せ
で
は
し
給
は

ず
、
奏
し
給
ふ
こ
と
も
否
び
給
は
ず
。
お
と
ど
も
、
朝
廷
の
そ
し
り
と

あ
る
べ
き
こ
と
は
、
御
た
め
に
も
や
む
ご
と
な
き
こ
と
な
れ
ば
、
奏
し

給
は
ず
。�

（
国
譲
・
下
・
八
〇
〇
）

引
用
文
は
、
今
上
帝
が
藤
壺
腹
の
第
一
皇
子
を
春
宮
に
定
め
た
こ
と
で
、
立

坊
争
い
に
端
を
発
し
た
政
界
の
混
乱
が
よ
う
や
く
収
束
し
た
こ
と
を
告
げ
る

「
か
く
て
、
世
の
中
定
ま
り
け
り
」
に
直
接
す
る
叙
述
で
あ
る
。
Ｉ
は
続
け
て

「
右
の
お
と
ど
を
ば
、」
と
藤
原
兼
雅
に
も
触
れ
て
ゆ
く
が
、
帝
は
彼
ら
外
舅

と
で
は
な
く
、
外
戚
関
係
の
な
い
正
頼
と
緊
密
な
連
携
の
も
と
、「
政
」
を
治

め
た
こ
と
が
傍
線
部
か
ら
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
続
く
奏
上
を
め
ぐ
る
阿
吽

の
呼
吸
に
留
目
し
た
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
も
、

Ｊ
親
王
（
式
部
卿
宮
）
の
御
お
ぼ
え
い
と
や
む
ご
と
な
く
、
内
裏
（
冷
泉

帝
）
に
も
、
こ
の
宮
の
御
心
寄
せ
い
と
こ
よ
な
く
て
、
こ
の
こ
と
と
奏

し
た
ま
ふ
こ
と
を
ば
え
背
き
た
ま
は
ず
、
心
苦
し
き
も
の
に
思
ひ
き
こ

え
た
ま
へ
り
。�

（
若
菜
下
④
一
五
九
～
一
六
〇
）

「
御
お
ぼ
え
」
に
加
え
、
帝
の
式
部
卿
宮
に
対
す
る
「
御
心
寄
せ
」
も
な
み
な

み
で
は
な
い
関
係
性
の
な
か
で
傍
線
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
と
奏
上
す
る
こ
と

に
は
「
え0

背
き
た
ま
は
ず0

」
と
あ
る
ほ
か
、
今
上
帝
は
朱
雀
院
の
遺
言
ど
お

り
女
三
宮
を
扱
い
、「
何
ご
と
も
も
と
の
ま
ま
に
て
、
奏
せ
さ
せ
た
ま
ふ
こ
と

な
ど
は
、
か
な
ら
ず
聞
こ
し
め
し
入
れ
」（
宿
木
⑤
四
七
七
）
て
お
り
、

Ｋ（
光
源
氏
ガ
）
七
つ
に
な
り
た
ま
ひ
し
こ
の
か
た
、（
桐
壺
）
帝
の
御
前

に
夜
昼
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
奏
し
た
ま
ふ
こ
と
の
な
ら
ぬ
は
な
か
り

し
か
ば
、
こ
の
御
い
た
は
り
に
か
か
ら
ぬ
人
な
く
、
御
徳
を
喜
ば
ぬ
や

は
あ
り
し
。�

（
須
磨
②
一
八
四
）

と
、
光
源
氏
の
鑑
識
眼
へ
寄
せ
る
桐
壺
帝
の
信
頼
は
厚
か
っ
た
。

　

む
ろ
ん
、
奏
上
の
す
べ
て
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。

Ｌ
后
（
弘
徽
殿
大
后
）
は
朝
廷
に
奏
せ
さ
せ
た
ま
ふ
こ
と
あ
る
時
々
ぞ
、

御
賜
ば
り
の
年
官
、
年
爵
、
何
く
れ
の
こ
と
に
ふ
れ
つ
つ
御
心
に
か
な

は
ぬ
時
ぞ
、
命
長
く
て
か
か
る
世
の
末
を
見
る
こ
と
と
取
り
返
さ
ま
ほ

し
う
、
よ
ろ
づ
を
思
し
む
つ
か
り
け
る
。�

（
少
女
③
七
五
）

冷
泉
帝
は
朱
雀
院
へ
行
幸
し
た
折
に
、
弘
徽
殿
大
后
も
見
舞
う
。
大
后
は
御

後
に
候
す
太
政
大
臣
光
源
氏
に
接
し
て
、「
世
を
た
も
ち
た
ま
ふ
べ
き
御
宿
世

は
消
た
れ
ぬ
も
の
に
こ
そ
、
と
い
に
し
へ
を
悔
い
」（
同
）、
往
時
を
噛
み
し

め
る
が
、
Ｌ
の
よ
う
に
、
年
官
年
爵
の
こ
と
な
ど
が
「
御
心
に
か
な
は
ぬ
時
」

こ
そ
朱
雀
朝
の
日
々
を
取
り
戻
し
た
く
思
う
と
い
う
一
節
は
、
強
意
の
係
助
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詞
「
ぞ
」
が
よ
く
利
き
、
い
か
に
朱
雀
朝
後
期
が
大
后
に
と
っ
て
「
御
心
に

か
な
ふ0

時
」
で
あ
っ
た
か
を
あ
ら
た
め
て
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

Ｍ
今
は
い
と
ど
一
族
の
み
、
か
へ
す
が
へ
す
栄
え
た
ま
ふ
こ
と
限
り
な
し
。

世
の
お
も
し
と
も
の
し
た
ま
へ
る
大
臣
（
左
大
臣
）
の
、
か
く
世
を
の

が
れ
た
ま
へ
ば
、
お
ほ
や
け
も
心
細
う
思
さ
れ
、
世
の
人
も
心
あ
る
か

ぎ
り
は
嘆
き
け
り
。�

（
賢
木
②
一
三
八
）

右
大
臣
の
圧
政
に
耐
え
か
ね
た
左
大
臣
の
蟄
居
に
つ
づ
く
一
節
で
、
傍
線
に

は
朱
雀
帝
の
左
大
臣
へ
の
心
寄
せ
も
う
か
が
え
る
が
、
右
大
臣
は
他
氏
の
み

な
ら
ず
、
四
の
君
の
婿
、
頭
中
将
で
さ
え
も
間
遠
を
理
由
に
、「
心
と
け
た
る

御
婿
の
中
に
も
入
れ
た
ま
は
ず
。
思
ひ
知
れ
と
に
や
、
こ
の
た
び
の
司
召
に

も
漏
れ
ぬ
れ
ど
」（
同
一
三
九
）
と
い
っ
た
狭
量
な
態
度
で
臨
ん
だ
。

　
「
一
族
」
と
認
め
た
者
だ
け
が
恩
恵
に
あ
ず
か
る
御
代
が
大
后
に
と
っ
て
の

「
御
心
に
か
な
ふ0

時
」
で
あ
り
、
同
じ
時
を
「
御
心
に
か
な
は
ぬ
」
思
い
で
過

ご
し
て
い
た
帝
と
の
懸
隔
は
あ
ま
り
に
大
き
い
。

　

こ
こ
で
Ｌ
に
Ｉ
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
記
事
を
読
み
あ
わ
せ
、
さ
ら
に
「
史

上
の
円
融
上
皇
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
院
の
朝
政
関
与
は
摂
政
を
通
し

て
行
わ
れ
、
摂
政
は
、
院
の
意
向
に
配
慮
し
つ
つ
も
そ
れ
を
排
除
す
る
、
高

度
な
政
治
判
断
や
巧
妙
な
政
治
手
腕
が
要
請
さ
れ
る
（
（
（

」
と
の
指
摘
も
参
照
す

れ
ば
、「
朝
廷
の
御
後
見
を
す
る
」
光
源
氏
が
大
后
の
奏
上
を
あ
ら
か
じ
め
斥

け
て
い
た
可
能
性
も
考
慮
さ
れ
よ
う
。

三
、
多
様
な
治
政
の
か
た
ち

　

執
政
臣
の
「
わ
が
ま
ま
」
な
ふ
る
ま
い
が
、
帝
の
「
御
心
に
か
な
ふ
」「
世

の
政
」
に
合
致
す
る
治
政
の
あ
り
方
を
範
型
に
、
物
語
全
体
を
見
わ
た
し
た

う
え
で
、
両
者
間
で
交
わ
さ
れ
る
「
御
心
づ
か
ひ
」
の
一
例
と
し
て
奏
上
を

取
り
上
げ
、
朱
雀
朝
後
期
の
様
相
を
照
ら
し
だ
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
右
大

臣
政
権
を
外
戚
政
治
の
典
型
と
み
な
す
視
点
は
歴
史
学
に
も
共
有
さ
れ
、
倉

本
一
宏
氏
は
Ａ
～
Ｃ
の
記
述
を
挙
げ
、「
こ
れ
ら
は
、
ミ
ウ
チ
的
結
合
の
中
に

包
摂
さ
れ
た
日
本
古
代
天
皇
制
の
本
質
を
、
無
意
識
の
う
ち
に
語
っ
て
い
る

と
共
に
、
摂
関
期
の
政
治
の
基
本
構
造
を
象
徴
的
に
記
述
し
」、「
古
記
録
を

は
じ
め
と
す
る
歴
史
史
料
か
ら
の
み
で
は
、
な
か
な
か
明
ら
か
に
し
難
い
」

「
摂
関
や
国
母
が
、
自
己
の
政
治
意
志
を
ど
の
よ
う
に
し
て
天
皇
に
同
意
さ
せ

る
か
と
い
う
」「
政
策
決
定
へ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
到
達
の
様
相
を
よ
く
伝
え
て

い
る
」
と
説
い
た（（
（

。

　
「
摂
関
期
の
政
治
の
基
本
構
造
」
が
抽
出
で
き
る
こ
と
は
よ
い
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
の
行
論
を
ふ
ま
え
、
Ａ
の
「
母
后
、
祖
父
大
臣
と
り
ど
り
に
し
た
ま

ふ
こ
と
は
え
背
か
せ
た
ま
は
ず
」
を
見
つ
め
な
お
せ
ば
、
お
よ
そ
「
御
心
づ

か
ひ
」
を
欠
く
右
大
臣
た
ち
が
帝
と
の
間
で
合
意
形
成
を
図
っ
て
い
た
と
は

見
え
ず
、
朱
雀
朝
の
評
価
と
し
て
は
首
肯
し
が
た
い
。
ま
た
、
傍
線
の
よ
う

に
同
論
で
は
繰
り
返
し
「
無
意
識
」
を
強
調
す
る
が
、
こ
れ
に
は
ま
ず
、
清

水
好
子
氏
の
慧
眼
、「
そ
も
そ
も
今
日
私
た
ち
は
日
本
歴
史
学
の
常
識
的
な
用

語
と
し
て
「
摂
関
政
治
」
と
い
う
言
葉
を
使
」
っ
て
い
る
が
、「
平
安
時
代
に

お
け
る
そ
の
よ
う
な
権
力
の
握
り
方
を
誰
が
始
め
て
意
識
に
の
ぼ
せ
、
概
念

化
し
た
の
か
。
誰
が
方
法
と
し
て
の
そ
れ
を
自
覚
し
た
の
か
。
私
は
源
氏
物

語
だ
と
思
う
（
（
（

」
を
反
芻
し
た
い
。

　

同
じ
外
戚
政
治
の
枠
組
み
で
括
ら
れ
る
朱
雀
朝
後
期
と
今
上
朝
に
お
け
る

「
ミ
ウ
チ
」
の
対
照
的
な
配
置
か
ら
も
、
外
戚
政
治
の
要
諦
を
知
悉
し
た
う
え

で
の
記
述
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
朱
雀
朝
後
期
で
は
外
祖
父
の

右
大
臣
と
外
舅
の
大
納
言
が
廟
堂
を
、
母
后
・
弘
徽
殿
大
后
が
後
宮
を
そ
れ

ぞ
れ
押
さ
え
て
い
た
が
、
今
上
朝
で
は
官
職
を
同
じ
く
し
つ
つ
、
政
務
を
担
っ
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た
の
は
帝
と
春
宮
の
外
舅
で
あ
り
、
母
・
承
香
殿
女
御
に
い
た
っ
て
は
す
で

に
亡
く
、
皇
太
后
位
が
追
贈
さ
れ
て
い
る
（
若
菜
下
④
一
六
五
）。

　

こ
の
よ
う
に
も
っ
と
も
濃
密
な
「
ミ
ウ
チ
」
に
囲
繞
さ
れ
た
朱
雀
朝
に
対

し
、
今
上
朝
の
そ
れ
は
き
わ
め
て
薄
く
、
い
わ
ば
両
朝
は
外
戚
政
治
の
両
極

的
な
あ
り
方
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
人
物
の
配
置
、
関
係
の
構
築
は

お
よ
そ
「
無
意
識
」
の
な
せ
る
わ
ざ
で
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
桐
壺
朝
、

朱
雀
朝
前
期
、
同
後
期
、
冷
泉
朝
、
今
上
朝
に
は
、
源
氏
と
藤
原
氏
の
組
み

合
わ
せ
も
含
め
、
一
つ
と
し
て
同
じ
政
治
体
制
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
多
様
な
治
政
の
か
た
ち
を
『
源
氏
物
語
』
が
描
き
わ
け
た
意

義
を
、
帝
の
「
御
心
に
か
な
ふ
」
治
政
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
な

ら
ば
、
外
戚
政
治
や
院
政
的
な
政
治
状
況
や
体
制
を
構
造
的
に
描
き
だ
す
こ

と
自
体
や
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
理
想
的
な
政
治
体
制
と
し
て
称
揚
す
る
こ
と

が
目
的
で
は
な
く（（
（

、
物
語
が
見
つ
め
て
い
た
の
は
、
各
々
の
体
制
や
人
間
関

係
の
な
か
に
あ
っ
て
、
い
か
に
帝
の
「
御
心
に
か
な
ふ
」
治
政
は
可
能
か
を

探
る
試
み
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

外
祖
父
や
外
舅
、
母
后
と
い
っ
た
帝
に
と
っ
て
最
も
身
近
で
、
盤
石
な
後

見
で
あ
る
は
ず
の
「
ミ
ウ
チ
」
に
支
え
ら
れ
た
御
代
で
あ
っ
て
も
、
容
易
に

帝
の
「
御
心
に
か
な
ふ
」
治
政
を
挫
き
、
外
戚
家
の
専
横
を
招
き
う
る
こ
と

を
、
各
人
物
に
際
立
っ
た
性
格
を
付
与
し
つ
つ
、
誇
張
的
に
描
い
て
み
せ
た

の
が
朱
雀
朝
後
期
で
あ
っ
た
。

四
、
聖
代
の
か
た
ち

　

外
戚
に
拠
ら
な
い
政
務
の
運
営
と
い
う
意
味
で
、
桐
壺
朝
や
冷
泉
朝
は
し

ば
し
ば
天
皇
親
政
と
評
さ
れ
る
が
、
外
戚
の
有
無
を
指
標
に
外
戚
政
治
と
天

皇
親
政
を
対
比
的
に
捉
え
る
こ
と
へ
の
留
保
は
歴
史
学
で
言
わ
れ
て
久
し
く（（
（

、

『
源
氏
物
語
』
研
究
に
お
い
て
も
散
見
さ
れ
る（（
（

。
い
ま
天
皇
親
政
を
帝
の
「
御

心
に
か
な
ふ
」
治
政
の
謂
い
と
す
る
な
ら
ば
、
外
戚
政
治
と
天
皇
親
政
は
両

立
可
能
で
あ
る
。

　

ま
た
、
盛
儀
と
名
高
い
紅
葉
賀
、
花
宴
を
御
代
の
晩
期
に
催
し
た
桐
壺
朝

と
、「
い
み
じ
き
盛
り
の
御
世
」（
絵
合
②
三
九
二
）
と
評
さ
れ
る
冷
泉
朝
を

聖
代
と
み
な
す
こ
と
も
通
説
に
等
し
い
が
、
と
は
い
え
天
皇
親
政
が
そ
の
ま

ま
聖
代
の
実
現
と
理
解
す
る
こ
と
も
短
絡
に
過
ぎ
よ
う（（1
（

。

　

冷
泉
朝
の
聖
代
を
言
い
表
し
た
「
い
み
じ
き
盛
り
の
御
世
」
は
、
光
源
氏

と
頭
中
将
に
よ
る
内
裏
絵
合
を
経
て
醸
成
さ
れ
た
文
化
的
状
況
を
記
す
次
の

一
文
に
見
え
た
。

Ｎ
さ
る
べ
き
節
会
ど
も
に
も
、
こ
の
御
時
よ
り
と
、
末
の
人
の
言
ひ
伝
ふ

べ
き
例
を
添
へ
む
と
（
光
源
氏
ハ
）
思
し
、
私
ざ
ま
の
か
か
る
は
か
な

き
御
遊
び
も
め
づ
ら
し
き
筋
に
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
い
み
じ
き
盛
り
の

御
世
な
り
。�

（
同
上
）

光
源
氏
が
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
、
聖
代
を
現
出
せ
し
め
た
と
い
う
構
図

は
見
や
す
い
。
こ
れ
は
夕
霧
の
大
学
入
学
を
契
機
に
大
学
振
興
の
機
運
が
高

ま
り
、
人
材
の
輩
出
が
期
待
さ
れ
る
状
況
を
示
し
た
う
え
で
、「
す
べ
て
何
ご

と
に
つ
け
て
も
、
道
々
の
人
の
才
の
ほ
ど
現
る
る
世
に
な
む
あ
り
け
る
」（
③

三
〇
）
と
語
り
お
さ
め
る
少
女
巻
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

し
か
し
冷
泉
朝
の
聖
代
と
は
、
こ
の
よ
う
な
光
源
氏
を
中
心
と
し
た
文
化
的

な
営
み
に
よ
っ
て
の
み
成
り
立
つ
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。

　

御
代
を
統
べ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
帝
か
否
か
を
は
か
る
基
準
の
一
つ
に
、
物

語
が
秩
序
だ
っ
た
後
宮
運
営
を
見
定
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
桐
壺
巻

で
上
達
部
た
ち
か
ら
白
眼
視
さ
れ
、
国
政
の
将
来
が
危
ぶ
ま
れ
る
ほ
ど
桐
壺

更
衣
へ
耽
溺
し
た
桐
壺
帝
も
、
花
宴
巻
に
至
っ
て
は
弘
徽
殿
女
御
へ
の
配
慮
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も
怠
ら
ず
理
性
的
に
ふ
る
ま
う
姿
が
看
取
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
後
宮
へ
の
関

わ
り
が
、
ひ
い
て
は
政
治
的
な
安
定
を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
な
が
り
、
聖
帝

と
認
め
る
に
不
可
欠
な
面
と
い
え
る
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
国
譲
・
下
に
も
、「
藤
壺
一
辺
倒
だ
っ
た
帝
が
、
政
の
一

環
と
し
て
後
宮
の
秩
序
あ
る
運
営
に
自
覚
的
に
な
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
（
（（
（

」
一
節
、

Ｏ
順
に
て
参
上
ら
せ
給
へ
ば
、
い
と
は
な
や
か
に
な
ま
め
か
し
く
も
て
な

し
給
ひ
て
、
世
の
中
、
政
も
い
と
か
し
こ
う
せ
さ
せ
給
ふ
。

�

（
八
〇
〇
）

が
、
今
上
帝
が
聖
帝
の
相
貌
を
見
せ
は
じ
め
る
端
緒
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

か
か
る
点
か
ら
冷
泉
帝
を
考
え
る
と
き
に
着
目
し
た
い
の
が
、
絵
合
巻
の
、

前
斎
宮
の
入
内
か
ら
内
裏
絵
合
に
か
け
て
の
一
連
の
叙
述
で
あ
る
。
前
斎
宮

の
入
内
に
際
し
、
帝
は
そ
れ
を
後
押
し
し
た
藤
壺
か
ら
「
か
く
恥
づ
か
し
き

人
参
り
た
ま
ふ
を
、
御
心
づ
か
ひ
し
て
見
え
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
」
と
の

助
言
を
受
け
、
九
歳
年
長
の
前
斎
宮
を
「
大
人
は
恥
づ
か
し
う
や
あ
ら
む
と

思
」
い
つ
つ
、「
い
た
う
夜
更
け
て
参
上
」
っ
た
姿
に
い
ざ
接
し
て
み
れ
ば
、

Ｐ
い
と
つ
つ
ま
し
げ
に
お
ほ
ど
か
に
て
、
さ
さ
や
か
に
あ
え
か
な
る
け
は

ひ
の
し
た
ま
へ
れ
ば
、
い
と
を
か
し
と
思
し
け
り
。�

（
②
三
七
三
）

と
、
い
か
に
も
恥
じ
ら
い
深
く
お
っ
と
り
し
て
、
小
柄
で
華
奢
な
雰
囲
気
に

帝
は
た
い
そ
う
魅
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
文
脈
は
屈
曲
し
、
次
の
よ
う
に
続

く
。Ｑ

弘
徽
殿
に
は
御
覧
じ
つ
き
た
れ
ば
、
睦
ま
し
う
あ
は
れ
に
心
や
す
く
思

ほ
し
、
こ
れ
（
前
斎
宮
）
は
人
ざ
ま
も
い
た
う
し
め
り
恥
づ
か
し
げ
に
、

大
臣
（
光
源
氏
）
の
御
も
て
な
し
も
や
む
ご
と
な
く
よ
そ
ほ
し
け
れ
ば
、

侮
り
に
く
く
思
さ
れ
て
、
御
宿
直
な
ど
は
等
し
く
し
た
ま
へ
ど
、
う
ち

と
け
た
る
御
童
遊
び
に
、
昼
な
ど
渡
ら
せ
た
ま
ふ
こ
と
は
、
あ
な
た
が

ち
に
お
は
し
ま
す
。�

（
同
三
七
四
）

頭
中
将
の
娘
で
、
太
政
大
臣
の
養
女
と
し
て
先
に
入
内
し
て
い
た
弘
徽
殿
女

御
を
「
よ
き
御
遊
び
が
た
き
に
思
」
っ
て
い
た
こ
と
は
入
内
当
初
か
ら
言
わ

れ
（
澪
標
②
三
二
二
）、
Ｑ
で
も
慣
れ
親
し
む
様
子
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ

ら
の
文
脈
の
な
か
に
挟
み
こ
ま
れ
た
傍
線
部
、
と
り
わ
け
「
大
臣
の
」
以
下

が
深
長
で
あ
る
。

　

落
ち
着
い
て
「
恥
づ
か
し
さ
」
を
感
じ
さ
せ
る
前
斎
宮
の
人
柄
に
く
わ
え
、

光
源
氏
の
「
御
も
て
な
し
」
も
丁
重
で
、
格
式
ば
っ
て
い
る
の
で
、
粗
略
に

扱
う
こ
と
は
憚
ら
れ
、
夜
御
殿
へ
は
等
し
く
召
し
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
藤
壺

の
助
言
に
み
え
た
「
御
心
づ
か
ひ
」
に
適
っ
た
ふ
る
ま
い
で
も
あ
り
、
女
御

た
ち
の
背
後
に
控
え
る
後
見
の
存
在
を
に
ら
み
つ
つ
、
私
情
よ
り
も
後
宮
秩

序
の
維
持
を
優
先
さ
せ
る
帝
の
す
が
た
が
認
め
ら
れ
、
昼
の
渡
御
に
お
い
て

も
同
様
の
配
慮
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
「
あ
な
た
が
ち

0

0

」
か
ら
も
読
み
取
れ

る
。

　

こ
の
の
ち
、
帝
の
「
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
絵
を
興
あ
る
も
の
に
思
」

す
嗜
好
が
明
か
さ
れ
、
前
斎
宮
の
「
い
と
を
か
し
う
描
」
く
姿
に
「
御
心
移

り
て
、
渡
ら
せ
た
ま
ひ
つ
つ
、
描
き
か
よ
は
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
、
描
画
の
や

り
取
り
を
通
じ
て
交
流
を
深
め
、
次
第
に
前
斎
宮
方
へ
昼
渡
り
す
る
頻
度
の

増
す
様
子
が
、
光
源
氏
や
藤
壺
か
ら
の
働
き
か
け
に
拠
ら
ず
、
あ
く
ま
で
帝

の
主
体
的
な
「
御
心
」
の
移
り
ゆ
き
と
し
て
、
丁
寧
に
た
ど
る
点
が
重
要
で

あ
る（（1
（

。

　

こ
の
状
況
に
危
機
感
を
覚
え
た
頭
中
将
は
物
語
絵
の
制
作
に
励
み
、
そ
れ

が
や
が
て
内
裏
絵
合
へ
展
開
し
、
光
源
氏
方
の
勝
利
に
終
わ
る
過
程
を
い
ま

は
省
き
、
敗
北
を
喫
し
た
の
ち
の
頭
中
将
の
動
静
を
記
す
一
節
を
掲
出
し
た
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い
。Ｒ

は
か
な
き
こ
と
に
つ
け
て
も
、（
光
源
氏
ガ
）
か
う
も
て
な
し
き
こ
え
た

ま
へ
ば
、
権
中
納
言
は
、
な
ほ
お
ぼ
え
お
さ
る
べ
き
に
や
と
心
や
ま
し

う
思
さ
る
べ
か
め
り
。
上
の
御
心
ざ
し
は
、
も
と
よ
り
思
し
し
み
に
け

れ
ば
、
な
ほ
こ
ま
や
か
に
思
し
め
し
た
る
さ
ま
を
、
人
知
れ
ず
見
た
て

ま
つ
り
知
り
た
ま
ひ
て
ぞ
、
頼
も
し
く
さ
り
と
も
と
思
さ
れ
け
る
。

�

（
絵
合
②
三
九
一
～
二
）

絵
合
の
よ
う
な
取
る
に
足
ら
な
い
遊
び
に
つ
い
て
も
、
光
源
氏
の
前
斎
宮
の

引
き
立
て
は
並
々
な
ら
ず
、
頭
中
将
は
娘
、
弘
徽
殿
女
御
に
対
す
る
世
評
も

圧
さ
れ
る
か
と
不
快
に
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
と
あ
る
の
に
続
け
て
、
人
知
れ

ず
帝
の
様
子
を
う
か
が
い
、
以
前
と
変
わ
ら
ぬ
女
御
へ
の
寵
愛
ぶ
り
を
認
め
、

安
堵
す
る
頭
中
将
を
記
し
と
ど
め
る
。
御
前
絵
合
の
結
果
が
帝
寵
を
左
右
す

る
こ
と
は
な
く
、
不
安
な
眼
差
し
で
み
つ
め
る
頭
中
将
に
「
さ
り
と
も
」
と
、

立
后
へ
の
期
待
を
抱
か
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
帝
に
よ
る
秩
序
だ
っ

た
後
宮
運
営
の
確
か
さ
を
証
す
。

　

ま
た
、
Ｑ
の
や
や
後
に
は
、

Ｓ
か
く
隙
間
な
く
て
二
と
こ
ろ
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、
兵
部
卿
宮
、
す
が

す
が
と
も
え
思
ほ
し
立
た
ず
、
帝
お
と
な
び
た
ま
ひ
な
ば
、
さ
り
と
も

え
思
ほ
し
棄
て
じ
と
ぞ
、
待
ち
過
ぐ
し
た
ま
ふ
。�

（
同
三
七
五
）

と
、
前
斎
宮
と
弘
徽
殿
女
御
が
帝
寵
を
競
い
あ
う
な
か
、
兵
部
卿
宮
が
王
女

御
の
入
内
の
機
会
を
う
か
が
う
記
事
が
あ
る
。
傍
線
部
「
え0

～
じ0

」
の
「
～

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
憶
測
の
裏
づ
け
に
は
、
頭
中
将
と
同
様
に
、

公
平
な
後
宮
運
営
に
努
め
る
帝
の
態
度
を
看
取
し
た
ゆ
え
の
判
断
が
働
い
て

い
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
冷
泉
帝
の
す
が
た
は
少
女
巻
の
、
立
后
争
い
後
の
場
面
に
も

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｔ「（
略
）。
さ
す
が
に
、
上
に
つ
と
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ひ
て
、
夜
昼
お
は
し

ま
す
め
れ

0

0

ば
、
あ
る
人
々
も
心
ゆ
る
び
せ
ず
、
苦
し
う
の
み
わ
ぶ
め
る

に
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
に
は
か
に
ま
か
で
さ
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

御
暇
も
ゆ
る
さ
れ
が
た
き
を
、
う
ち
む
つ
か
り
た
ま
ひ
て
、
上
は
し
ぶ

し
ぶ
に
思
し
め
し
た
る
を
、
し
ひ
て
御
迎
へ
し
た
ま
ふ
。�

（
③
五
〇
）

立
后
が
か
な
わ
な
か
っ
た
弘
徽
殿
女
御
の
里
下
が
り
を
、
意
趣
返
し
も
含
め

て
頭
中
将
は
強
行
し
た
。
立
后
な
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
と
前
接
の
文
脈
を
「
さ

す
が
に
」
で
屈
曲
さ
せ
続
く
傍
線
部
に
、『
新
編
全
集
』
は
（
略
）
部
に
見
え

る
一
節
「
女
御
の
世
の
中
思
ひ
し
め
り
て
も
の
し
た
ま
ふ
を
」
と
は
「
や
や

矛
盾
、
大
臣
自
身
の
激
し
た
感
情
が
や
や
先
行
す
る
行
文
」
と
施
注
す
る
が（
（1
（

、

「
つ
と
」
や
「
夜
昼
」
に
は
ふ
さ
ぎ
込
む
女
御
を
気
づ
か
い
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
寵
愛
を
か
た
む
け
る
帝
の
様
子
が
読
み
と
れ
る
。

　

頭
中
将
も
そ
の
意
を
く
み
取
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
傍
点
「
め
り
」
か

ら
知
ら
れ
、
ゆ
え
に
強
引
な
内
裏
退
出
が
示
威
的
な
意
味
を
帯
び
る
。
二
重

傍
線
部
に
は
そ
れ
に
抗
い
「
均
衡
を
保
と
う
と
す
る
帝
ら
の
政
治
的
判
断
（
（1
（

」

が
働
く
も
、
不
満
げ
な
頭
中
将
を
察
し
、「
し
ぶ
し
ぶ
」
女
御
の
退
出
を
認
め

る
文
脈
に
、
後
宮
勢
力
へ
の
配
慮
を
怠
ら
な
い
冷
泉
帝
の
、
聖
帝
た
る
相
貌

を
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

　

光
源
氏
の
権
勢
の
基
盤
を
形
づ
く
る
前
斎
宮
の
入
内
と
立
后
を
記
す
絵
合

巻
と
少
女
巻
に
、
御
前
絵
合
と
夕
霧
の
大
学
入
学
と
い
う
、
文
化
的
に
爛
熟

し
た
冷
泉
朝
聖
代
を
象
徴
す
る
事
象
の
み
な
ら
ず
、
秩
序
あ
る
後
宮
運
営
へ

主
体
的
に
関
わ
る
冷
泉
帝
の
す
が
た
を
同
時
に
記
し
と
ど
め
て
い
る
こ
と
は

偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
桐
壺
帝
の
場
合
に
も
盛
儀
の
花
宴
と
弘
徽
殿
女
御
を

気
づ
か
う
場
面
は
一
つ
ら
な
り
に
描
き
こ
ま
れ
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
が
文
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化
的
営
み
と
秩
序
だ
っ
た
後
宮
運
営
の
両
面
か
ら
聖
代
を
捉
え
て
い
た
こ
と

が
、
か
よ
う
な
記
事
の
配
置
か
ら
知
ら
れ
る
。

五
、
冷
泉
帝
の
「
御
お
ぼ
え
」

　

帝
の
「
御
後
見
と
思
す
」
者
た
ち
へ
の
態
度
が
「
御
お
ぼ
え
」
の
か
た
ち

で
示
さ
れ
る
こ
と
は
第
二
節
で
触
れ
た
が
、
冷
泉
帝
の
「
御
お
ぼ
え
」
の
対

象
は
光
源
氏
は
も
と
よ
り
、
多
方
面
に
わ
た
り
、
こ
れ
も
少
女
巻
に
集
中
的

に
見
え
る
。

・
右
大
将
（
頭
中
将
）
を
は
じ
め
き
こ
え
て
、
御
伯
父
の
殿
ば
ら
、
み
な

上
達
部
の
や
む
ご
と
な
き
御
お
ぼ
え
こ
と
に
て
の
み
も
の
し
た
ま
へ
ば
、

�

（
③
二
〇
）

・
兵
部
卿
宮
と
聞
こ
え
し
は
、
今
は
式
部
卿
に
て
、
こ
の
御
時
に
は
ま
し

て
や
む
ご
と
な
き
御
お
ぼ
え
に
て
お
は
す
る
、
御
む
す
め
本
意
あ
り
て

参
り
た
ま
へ
り
。�

（
同
三
一
）

・
帝
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
思
し
た
る
さ
ま
な
べ
て
な
ら
ず
、
世

に
め
ず
ら
し
き
（
夕
霧
ノ
）
御
お
ぼ
え
な
り
。�
（
同
六
二
）

頭
中
将
と
そ
の
兄
弟
た
ち
を
は
じ
め
、
帝
の
伯
父
に
あ
た
る
紫
の
上
の
父
、

式
部
卿
宮
、
夕
霧
へ
の
信
望
も
示
し
、
の
ち
に
は
鬚
黒
も
こ
の
列
に
連
な
る
。

こ
の
大
将
（
鬚
黒
）
は
、
春
宮
の
女
御
の
御
兄
弟
に
ぞ
お
は
し
け
る
。

大
臣
た
ち
を
措
き
た
て
ま
つ
り
て
、
さ
し
次
ぎ
の
御
お
ぼ
え
い
と
や
む

ご
と
な
き
君
な
り
。�

（
藤
袴
③
三
四
二
）

こ
の
よ
う
に
広
く
臣
下
へ
信
望
を
寄
せ
る
姿
勢
は
、
冷
泉
後
宮
の
全
体
像
を

示
す
真
木
柱
巻
の
記
述
、「
こ
と
に
乱
り
が
は
し
き
更
衣
た
ち
、
あ
ま
た
も
さ

ぶ
ら
ひ
た
ま
は
ず
。
中
宮
、
弘
徽
殿
女
御
、
こ
の
宮
の
女
御
、
左
の
大
殿
の

女
御
な
ど
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
。
さ
て
は
中
納
言
、
宰
相
の
御
む
す
め
二
人
ば

か
り
ぞ
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
け
る
」（
③
三
八
二
）
に
も
通
じ
て
お
り
、
Ｆ
で

「
世
の
中
の
事
」
は
光
源
氏
や
頭
中
将
の
「
御
ま
ま
」
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、

決
し
て
彼
ら
一
辺
倒
で
は
な
い
、
目
配
り
の
行
き
届
い
た
御
代
の
形
成
に
大

き
く
寄
与
し
て
い
る
。

　

そ
の
な
か
で
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
が
式
部
卿
宮
へ
の
「
御
お
ぼ
え
」

で
あ
る
。
そ
れ
が
「
や
む
ご
と
な
き
」
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
前
掲

Ｊ
に
も
見
え
、
奏
上
に
背
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
一
方

で
こ
れ
も
少
女
巻
に
、
紫
の
上
が
光
源
氏
の
後
援
を
う
け
父
宮
の
五
十
賀
を

準
備
す
る
文
脈
の
な
か
に
、
宮
の
次
の
心
内
描
写
が
見
え
る
。

Ｕ
年
ご
ろ
世
の
中
に
は
あ
ま
ね
き
御
心
な
れ
ど
、
こ
の
わ
た
り
を
ば
あ
や

に
く
に
情
な
く
、
事
に
ふ
れ
て
は
し
た
な
め
、
宮
人
を
も
御
用
意
な
く
、

愁
は
し
き
こ
と
の
み
多
か
る
に
、�

（
少
女
③
七
七
）

光
源
氏
は
須
磨
へ
流
離
し
た
の
ち
に
距
離
を
置
い
た
宮
が
恨
め
し
く
、
帰
京

後
に
冷
淡
な
態
度
で
接
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
と
同
文
的
な
言
い
回
し
で
す
で

に
言
わ
れ
て
い
た
。

Ｖ
兵
部
卿
の
親
王
、
年
ご
ろ
の
御
心
ば
へ
の
つ
ら
く
思
は
ず
に
て
、
た
だ

世
の
聞
こ
え
を
の
み
思
し
憚
り
た
ま
ひ
し
こ
と
を
大
臣
は
う
き
も
の
に

思
し
お
き
て
、
昔
の
や
う
に
も
睦
び
き
こ
え
た
ま
は
ず
。
な
べ
て
の
世

に
は
あ
ま
ね
く
め
で
た
き
御
心
な
れ
ど
、
こ
の
御
あ
た
り
は
、
な
か
な

か
情
な
き
ふ
し
も
う
ち
ま
ぜ
た
ま
ふ
を
、�

（
澪
標
②
三
〇
一
）

こ
の
よ
う
に
私
情
の
も
つ
れ
か
ら
光
源
氏
と
は
懸
隔
の
あ
る
式
部
卿
宮
に
対

し
、
帝
が
厚
い
信
望
を
寄
せ
る
こ
と
は
、
大
局
的
に
見
れ
ば
、
政
権
の
埒
外

に
置
か
れ
か
ね
な
い
宮
を
包
摂
す
る
機
能
を
果
た
し
、
具
体
的
に
は
王
女
御

が
立
后
争
い
に
加
わ
る
機
会
を
用
意
し
た
。
そ
の
結
果
、
帝
が
退
位
す
る
直

前
の
若
菜
下
巻
に
は
Ｊ
に
つ
づ
け
て
「
お
ほ
か
た
も
、
い
ま
め
か
し
く
お
は
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す
る
宮
に
て
、
こ
の
院
、
大
殿
に
さ
し
つ
ぎ
た
て
ま
つ
り
て
は
、
人
も
参
り

仕
う
ま
つ
り
、
世
人
も
重
く
思
ひ
き
こ
え
け
り
」（
④
一
五
九
）
と
あ
り
、
光

源
氏
と
頭
中
将
に
次
ぐ
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
、
世
評
も
高
い
。

　

冷
泉
朝
が
源
氏
、
藤
原
氏
に
加
え
、
親
王
家
に
も
開
か
れ
、
全
方
位
的
な

支
持
を
取
り
つ
け
た
御
代
と
し
て
成
り
立
つ
礎
に
は
、
か
よ
う
な
帝
に
よ
る

働
き
か
け
の
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

　

雨
夜
の
品
定
め
の
発
端
、
女
性
三
品
論
に
続
け
て
実
例
の
披
瀝
へ
話
題
が

転
じ
る
ま
く
ら
に
、
左
馬
頭
が
「
狭
き
家
の
内
の
あ
る
じ
」（
帚
木
①
六
一
）

た
る
良
妻
選
び
の
難
し
さ
の
比
喩
と
し
て
次
の
よ
う
に
語
る
一
節
が
あ
る
。

男
の
朝
廷
に
仕
う
ま
つ
り
、
は
か
ば
か
し
き
世
の
か
た
め
と
な
る
べ
き

も
、
ま
こ
と
の
器
も
の
と
な
る
べ
き
を
と
り
出
だ
さ
む
に
は
か
た
か
る

べ
し
か
し
。
さ
れ
ど
、
か
し
こ
し
と
て
も
、
一
人
二
人
世
の
中
を
ま
つ

り
ご
ち
し
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
上
は
下
に
輔
け
ら
れ
、
下
は
上
に
靡
き

て
、
事
ひ
ろ
き
に
ゆ
つ
ろ
ふ
ら
む
。（
同
六
一
～
二
）

傍
線
は
い
か
に
も
聖
徳
太
子
「
十
七
条
憲
法
」
に
も
通
じ
る
国
家
経
営
の
理

念
的
な
か
た
ち
を
開
陳
し
て
い
る
が
、
四
、
五
節
で
確
か
め
た
冷
泉
帝
の
ふ

る
ま
い
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
貴
族
社
会
の
あ
り
方
を
具
現
し
た
も
の
と
捉

え
ら
れ
よ
う
。

＊
本
文
の
引
用
は
、『
源
氏
物
語
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）、『
う

つ
ほ
物
語
』
は
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語 

全 

改
訂
版
』（
お
う
ふ
う
）
に
、
そ

れ
ぞ
れ
よ
り
、
巻
名
・
冊
番
号
・
頁
数
を
記
し
、
傍
線
な
ど
私
に
付
し
た
。

注（
1
）�

日
向
一
雅
「
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
―
親
政
の
理
想
と
「
家
」
の
遺
志
、
そ

し
て
「
長
恨
」
の
主
題
―
」（『
源
氏
物
語
の
準
拠
と
話
型
』
至
文
堂
、
一
九

九
九
年
、
初
出
一
九
九
六
年
）、
浅
尾
広
良
「
朱
雀
帝
御
代
の
権
力
構
造
」

（『
源
氏
物
語
の
准
拠
と
系
譜
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）、
湯
淺
幸
代
「
朱

雀
朝
の
「
摂
関
政
治
」
―
摂
関
と
母
后
の
位
相
・
関
係
性
か
ら
―
」（『
源
氏

物
語
の
史
的
意
識
と
方
法
』
新
典
社
、
二
〇
一
八
年
、
初
出
二
〇
〇
六
年
）、

①
高
橋
麻
織
「
桐
壺
院
の
〈
院
政
〉
確
立
―
後
三
条
朝
の
史
実
か
ら
―
」

『
源
氏
物
語
の
政
治
学　

史
実
・
准
拠
・
歴
史
物
語
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六

年
、
初
出
二
〇
〇
九
年
）、
②
同
「
弘
徽
殿
大
后
の
政
治
的
機
能
―
朱
雀
朝

の
「
母
后
」
と
「
妻
后
」
―
」（
前
掲
書
、
初
出
二
〇
一
四
年
）、
助
川
幸
逸
郎

「
物
語
が
桐
壺
帝
に
託
し
た
も
の
―
摂
関
時
代
に
、「
天
皇
親
政
」
の
理
想
を

抱
く
帝
王
が
存
在
し
得
た
か
、
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
同
氏
他
編
『
新
時
代
の

源
氏
学
2　
関
係
性
の
政
治
学
Ⅰ
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
。

（
2
）�

前
掲
注（
1
）
高
橋
②
論
文
。
な
お
、
以
下
、
本
稿
で
は
行
論
の
都
合
上
や

む
を
得
な
い
場
合
を
の
ぞ
き
、「
摂
関
政
治
」
は
用
い
な
い
。
右
大
臣
や
鬚
黒

の
摂
関
職
就
任
を
明
示
す
る
本
文
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
想
定
せ
ず
と
も
理
解

は
十
分
可
能
と
考
え
る
。
拙
稿
「「
た
だ
人
に
て
朝
廷
の
御
後
見
を
す
る
」
光

源
氏
」（『
国
語
と
国
文
学
』
九
五

－

四
、
二
〇
一
八
年
四
月
）
参
照
。

（
3
）�

加
藤
洋
介
「「
後
見
」
攷
―
源
氏
物
語
論
の
た
め
に
」（『
名
古
屋
大
学
国

語
国
文
学
』
六
三
、
一
九
八
八
年
一
二
月
）

（
4
）�

福
長
進
「
少
女
巻
の
朱
雀
院
行
幸
」（『
む
ら
さ
き
』
四
四
、
二
〇
〇
七
年

一
二
月
）

（
5
）�

倉
本
一
宏
「『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
摂
関
政
治
像
」（『
摂
関
政
治
と
王
朝

貴
族
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）

（
6
）�
清
水
好
子
「
源
氏
物
語
執
筆
の
意
義
」（『
源
氏
物
語
論
』
塙
書
房
、
一
九

六
六
年
）
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（
7
）�

前
掲
注（
1
）
日
向
論
文
は
天
皇
親
政
、
高
橋
①
論
文
は
父
院
に
よ
る
院

政
、
瀧
浪
貞
子
「
わ
た
し
の
〝
源
氏
物
語
千
年
紀
〟」（『
本
郷
』
七
七
、
二
〇

〇
八
年
九
月
）
は
摂
関
政
治
を
、『
源
氏
物
語
』
は
理
想
的
な
政
治
体
制
と
し

て
描
い
た
と
す
る
。

（
8
）�

佐
々
木
恵
介
「
天
皇
の
変
貌
と
摂
関
政
治
」（『
天
皇
と
摂
政
関
白
』
講
談

社
、
二
〇
一
一
年
）

（
9
）�

高
橋
亨
「『
源
氏
物
語
』
と
後
宮
文
化
論
の
た
め
の
素
描
」（
森
一
郎
他
編

『
源
氏
物
語
の
展
望
』
六
、
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）、
前
掲
注（
1
）
助

川
論
文

（
10
）�

今
井
久
代
「
書
評 

袴
田
光
康
著
『
源
氏
物
語
の
史
的
回
路　

皇
統
回
路
の

物
語
と
宇
多
天
皇
の
時
代
』
―「
聖
代
」
と
い
う
皮
肉
―
」（『
日
本
文
学
』

五
九

－

一
二
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）

（
11
）�

新
全
集
③
三
五
五
鑑
賞
注

（
12
）�

土
方
洋
一
氏
は
Ｐ
や
Ｑ
を
掲
出
し
、
冷
泉
帝
の
「
言
動
に
つ
い
て
は
触
れ

ら
れ
る
こ
と
が
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
、「
御
前
の
絵
合
と
い
う
場
面
設
定
に

関
わ
る
だ
け
で
、
作
中
人
物
と
し
て
は
描
写
の
外
に
置
か
れ
る
空
白
と
し
て

残
さ
れ
る
」
と
す
る
が
（「
空
虚
な
る
主
体
・
冷
泉
院
」
森
一
郎
編
『
源
氏
物

語
作
中
人
物
論
集
』
勉
誠
社
、
一
九
九
三
年
）、
本
文
で
述
べ
た
帝
の
心
情
の

変
化
は
人
物
論
的
に
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
13
）�

新
全
集
③
五
〇
頭
注
一
一

（
14
）�

針
本
正
行
編
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識 

二
七 

少
女
』（
至
文
堂
）、

一
一
一
頁
脚
注

（
む
ら
ぐ
ち　

し
ん
す
け
／
摂
南
大
学
非
常
勤
講
師
）


