
本
書
は
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
紫
式
部
の
生
涯
を
、
彼
女
の
家
集
（
『
紫
式

部
集
』
）
・
日
記
（
『
紫
式
部
日
記
』
）
の
詠
歌
や
記
事
を
め
ぐ
る
数
々
の
独

自
な
解
釈
に
よ
り
立
ち
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
立
ち
上
げ
に
著
者
山
本
氏

は
、
紫
式
部
自
身
の
一
人
称
語
り
に
よ
る
回
想
と
い
う
形
を
と
り
、
そ
の
方
法

を
も
っ
て
式
部
像
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
付
与
す
る
こ
と
を
得
て
い
る
。

一
人
称
の
語
り
と
い
う
形
は
、
小
説
な
ど
虚
構
作
品
の
手
法
と
見
な
さ
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
本
書
は
山
本
氏
の
想
像
に
よ
る
創
作
で
は
な
く
、
紫
式
部
を
め

ぐ
る
歴
史
資
料
・
日
本
文
学
・
日
本
史
学
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
そ
の
生
涯
の
立

ち
上
げ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
日
本
文
学
の
成
果
の
中
に
は
、
山
本
氏
が
こ
れ
ま

で
の
研
究
に
お
い
て
纏
め
ら
れ
た
『
紫
式
部
集
論
』
（
平
成

17
年
、
和
泉
書
院
）

『
紫
式
部
の
時
代
一
条
天
皇
と
后
た
ち
の
も
の
が
た
り
』
（
平
成
1
9
年
、
朝

日
新
聞
社
）
な
ど
の
ほ
か
、
一
連
の
『
紫
式
部
日
記
』
を
め
ぐ
る
論
考
の
そ
れ

が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

本
書
は
、
終
章
を
含
め
て
十
四
章
よ
り
成
る
。
以
下
に
各
章
の
概
要
を
、
そ

の
趣
意
を
ふ
ま
え
な
が
ら
示
す
。

書
評
山
本
淳
子

会
者
定
離
雲
隠
れ
に
し
夜
半
の
月

紫
式
部
の
娘
時
代
の
出
来
事
と
し
て
、
幼
馴
染
み
の
女
友
達
と
年
を
経
て
再

会
し
、
そ
の
後
女
友
達
は
筑
紫
に
下
り
式
部
は
越
前
に
下
っ
て
文
通
を
重
ね
る

こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
友
達
は
筑
紫
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
一
連
の

体
験
を
家
集
に
よ
り
辿
っ
て
、
山
本
氏
は
、
式
部
が
数
々
の
大
切
な
人
と
の
別

れ
の
悲
し
み
か
ら
目
を
そ
ら
す
ま
い
と
決
め
た
こ
と
で
『
源
氏
物
語
』
の
作
者

に
な
り
得
た
と
す
る
。

二
衿
持
ー
ー
男
子
に
て
持
た
ら
ぬ
こ
そ
、
幸
ひ
な
か
り
け
れ

紫
式
部
が
漢
学
の
素
養
を
備
え
て
い
る
こ
と
へ
の
衿
持
と
、
一
方
で
女
で
あ

る
た
め
に
そ
れ
を
隠
さ
ね
ば
な
ら
な
い
引
け
目
を
持
ち
、
更
に
そ
う
し
た
引
け

目
に
複
雑
な
思
い
を
添
え
る
も
の
と
し
て
、
曾
祖
父
兼
輔
以
来
の
名
家
で
あ
り

な
が
ら
父
為
時
が
漢
学
の
家
の
人
と
し
て
生
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
と
い
う
事
情
の
あ
る
こ
と
を
、
系
図
を
辿
っ
て
示
し
、
式
部
が
抱
え
る
家
へ

の
誇
り
と
没
落
貴
族
と
し
て
の
複
雑
な
意
識
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
。

呉

羽

『
私
が
源
氏
物
語
を
書
い
た
わ
け

紫
式
部
ひ
と
り
語
り
』

長
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恋
↓
は
解
く
る
も
の

紫
式
部
は
越
前
守
と
な
っ
た
父
為
時
に
従
っ
て
父
の
任
国
へ
下
向
す
る
が
、

本
章
で
は
為
時
の
除
目
の
際
の
申
文
を
め
ぐ
る
経
緯
、
下
向
と
同
時
期
の
中
関

白
家
の
没
落
の
様
子
を
挟
み
つ
つ
、
式
部
が
明
る
＜
世
慣
れ
た
藤
原
宣
孝
と
恋

を
し
、
越
前
の
彼
女
が
都
の
宣
孝
と
、
遥
か
道
を
隔
て
て
行
っ
た
歌
の
や
り
と

り
の
一
端
を
示
す
。
宣
孝
に
は
他
に
妻
が
お
り
式
部
は
色
好
み
の
男
と
恋
を
す

る
辛
さ
を
知
る
が
、
一
方
で
式
部
の
歌
「
折
り
て
見
ば
近
ま
さ
り
せ
よ
桃
の
花

思
ひ
ぐ
ま
な
き
桜
惜
し
ま
じ
」
を
白
居
易
「
晩
桃
花
」
の
詩
の
心
を
踏
ま
え
て

詠
ま
れ
た
も
の
と
し
、
そ
こ
に
式
部
が
宣
孝
に
求
め
る
愛
の
形
を
読
み
と
る
。

四
喪
失
ー
「
世
」
と
「
身
」
と
「
心
」

結
婚
生
活
は
、
宣
孝
の
死
に
よ
っ
て
三
年
で
終
わ
る
。
本
章
で
は
、
宣
孝
の

死
後
紫
式
部
が
し
ば
ら
く
時
の
感
覚
を
失
い
、
更
に
「
世
」
と
い
う
抵
抗
で
き

ぬ
現
実
を
知
り
、
無
力
な
現
実
存
在
「
身
」
を
実
感
す
る
姿
に
追
随
す
る
。
し

か
し
式
部
は
こ
の
後
「
心
」
の
存
在
に
気
づ
き
、
そ
れ
が
「
身
」
の
現
実
と
寄

り
添
う
形
の
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
式
部
は
精
神
の
自
由
を
得
て
「
心
」
の
世
界

に
生
き
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
式
部
の
思
考
性
が
こ
こ
に
提
示
さ
れ
る
。

五
創
作
~
は
か
な
き
物
語

夫
と
の
死
別
に
よ
り
恐
怖
に
近
い
心
細
さ
の
中
に
あ
っ
た
紫
式
部
を
救
っ
た

の
が
物
語
の
執
筆
で
あ
り
、
式
部
の
物
語
は
現
実
以
上
に
現
実
ら
し
い
短
編
II

受
領
の
女
と
光
源
氏
の
恋
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
に
源
氏
を
煽
ら
せ
る
た
め
「
雨

夜
の
品
定
め
」
を
置
き
、
そ
れ
ら
が
帯
木
三
帖
に
な
っ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う

に
始
ま
っ
た
物
語
が
、
式
部
自
身
の
生
の
問
題
、
人
の
生
き
る
問
題
を
内
包
し

な
が
ら
、
長
編
化
し
て
光
源
氏
の
一
代
記
『
源
氏
物
語
』
と
な
っ
た
と
い
う
。

六
出
仕
ー
ー
＇
い
ま
九
重
に
思
ひ
乱
る
る

藤
原
道
長
の
彰
子
後
宮
の
て
こ
入
れ
策
と
し
て
、
彼
の
妻
倫
子
の
要
請
も
あ

っ
て
、
彰
子
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
紫
式
部
で
あ
っ
た
が
、
出
仕
当
初
の
同

僚
女
房
の
冷
淡
な
態
度
に
、
里
に
ひ
き
こ
も
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し

彼
女
は
「
お
い
ら
か
」
と
自
分
を
見
せ
る
「
惚
け
痴
れ
」
の
心
術
に
よ
り
、
自

ら
の
居
場
所
を
確
保
し
、
更
に
小
少
将
の
君
、
大
納
言
の
君
と
い
っ
た
、
式
部

と
は
別
の
形
で
運
命
に
翻
弄
さ
れ
た
同
僚
と
出
会
い
、
互
い
の
心
の
孤
独
に
寄

り
添
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。

七
本
領
発
揮
ー
！
ー
楽
府
と
い
ふ
書

彰
子
中
宮
の
懐
妊
は
、
そ
れ
ま
で
帝
が
中
宮
に
心
を
向
け
ず
そ
の
徴
候
が
な

い
こ
と
に
見
か
ね
た
道
長
の
行
動
II
御
嶽
詣
で
が
功
を
奏
し
た
現
れ
と
い
う
見

解
を
披
猥
す
る
。
ま
た
そ
の
頃
、
紫
式
部
が
「
日
本
紀
の
御
局
」
と
噂
さ
れ
た

こ
と
を
聞
き
つ
け
た
中
宮
に
乞
わ
れ
『
白
氏
文
集
』
「
楽
府
」
を
進
講
す
る
よ

う
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
進
講
を
通
し
て
帝
の
世
界
を
覗
き
た
い
と
願
っ

た
中
宮
の
意
向
を
付
度
し
た
上
、
式
部
が
こ
の
進
講
に
よ
り
、
拙
い
宿
世
の
自

分
が
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
姿
を
捉
え
る
。

八
皇
子
誕
生
ー
~
秋
の
け
は
ひ
入
り
立
つ
ま
ま
に

『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
初
秋
か
ら
九
月
の
中
宮
彰
子
の
敦
成
親
王
出
産

ま
で
の
記
事
を
な
ぞ
り
、
中
宮
の
過
酷
な
人
生
へ
の
紫
式
部
の
同
情
と
敬
慕
を

指
摘
し
、
一
方
で
出
産
間
近
に
な
っ
て
物
の
怪
が
霊
媒
た
ち
に
取
り
憑
く
姿
か

ら
、
道
長
に
敗
れ
た
人
た
ち
、
特
に
定
子
の
声
を
想
定
す
る
。
ま
た
、
無
事
男
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皇
子
が
誕
生
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
誕
生
で
摂
関
の
道
を
約
束
さ
れ
た
道
長
の

強
運
を
、
式
部
の
感
想
と
し
て
確
認
し
て
い
る
。

九
違
和
感
—
ー
命
む
3
浮
き
た
る
世
を
過
ぐ
し
つ
つ

彰
子
中
宮
が
皇
子
を
出
産
し
て
後
、
帝
の
土
御
門
邸
行
幸
を
前
に
し
た
き
ら

び
や
か
な
邸
内
の
様
子
と
裏
腹
に
、
紫
式
部
の
内
に
憂
鬱
と
不
如
意
の
思
い
が

頭
を
も
た
げ
て
い
る
こ
と
は
『
紫
式
部
日
記
』
に
よ
り
知
ら
れ
る
が
、
式
部
は

女
房
生
活
に
違
和
感
を
持
ち
つ
つ
も
、
中
宮
に
仕
え
て
以
後
内
側
か
ら
変
わ
っ

て
い
く
自
分
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
内
裏
の

盗
賊
事
件
で
あ
り
、
中
宮
の
安
危
を
気
遣
う
式
部
の
行
動
に
、
山
本
氏
は
、
文

雅
を
事
と
し
て
没
落
貴
族
の
埒
内
に
孤
立
す
る
父
為
時
や
弟
惟
規
と
異
な
る
道

を
歩
ん
で
い
る
彼
女
の
姿
を
見
よ
う
と
す
る
。

十
女
房
ー
|
ー
も
の
の
飾
り
に
は
あ
ら
ず

『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、
寛
弘
五
年
十
一
月
一
日
、
敦
成
親
王
五
十
日
の
儀

の
夜
、
藤
原
公
任
が
紫
式
部
の
居
る
廂
の
間
を
覗
き
、
「
あ
な
か
し
こ
、
こ
の

わ
た
り
に
若
紫
や
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
声
を
か
け
る
出
来
事
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
記

事
に
つ
い
て
、
山
本
氏
は
式
部
が
格
下
の
文
芸
II
物
語
の
作
者
が
正
当
の
文
化

II
漢
詩
文
の
重
鎮
を
袖
に
す
る
小
気
味
よ
さ
、
更
に
「
若
紫
」
巻
で
の
『
遊
仙

窟
』
引
用
を
公
任
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
の
喜
び
を
感
じ
て
い
た
、
と
想
定
す
る
。

そ
の
上
で
、
寛
弘
六
年
十
一
月
の
敦
良
親
王
出
産
に
触
れ
て
藤
原
伊
周
の
死

の
意
味
を
述
べ
、
そ
こ
か
ら
、
日
記
に
新
た
に
な
さ
れ
た
書
き
加
え
と
し
て
、

中
宮
付
女
房
が
中
宮
を
支
え
よ
う
と
す
る
意
識
に
欠
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
式

部
の
考
え
に
触
れ
る
。
そ
れ
は
定
子
皇
后
付
の
女
房
た
ち
の
優
秀
さ
を
念
頭
に

と
の
事
情
を
示
す
。

+
-
「
御
堂
関
白
道
長
妾
」

1

戸
を
叩
く
人

紫
式
部
は
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
で
あ
る
こ
と
で
道
長
か
ら
戯
れ
に
「
好
き

者
」
と
し
て
歌
を
送
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
あ
る
夜
渡
殿
の
局
の
戸
を
道

長
に
叩
か
れ
開
け
な
か
っ
た
こ
と
で
翌
朝
難
ず
る
歌
が
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
が

あ
っ
て
、
式
部
は
そ
れ
ぞ
れ
に
場
に
応
じ
た
切
り
返
し
を
し
て
い
る
が
、
山
本

氏
は
、
そ
の
対
応
の
妙
の
所
以
を
明
示
す
る
。
加
え
て
『
紫
式
部
日
記
』
中
の

道
長
と
の
「
女
郎
花
」
の
歌
の
応
酬
を
掲
げ
、
そ
の
贈
答
が
家
集
に
載
せ
ら
れ

た
形
か
ら
、
式
部
の
「
道
長
妾
」
と
も
読
め
る
二
人
の
関
係
性
を
暗
示
す
る
。

関
連
し
て
、
宮
廷
女
房
が
主
家
の
殿
方
と
召
人
の
関
係
に
な
っ
た
例
を
紹
介

し
、
そ
う
し
た
召
人
が
『
源
氏
物
語
』
中
に
も
登
場
し
て
、
個
々
に
与
え
ら
れ

た
「
身
」
（
境
遇
）
を
生
き
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
。

汚
点
ー
ー
し
る
き
日
か
げ
を
あ
は
れ
と
ぞ
見
し

『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
十
一
月
豊
明
節
会
の
五
節
の
舞
の
折
、
中
宮
付

女
房
た
ち
の
間
で
藤
原
実
成
の
五
節
の
局
に
い
た
左
京
の
馬
と
い
う
女
房
に
対

す
る
い
じ
め
の
相
談
が
ま
と
ま
り
、
嫌
が
ら
せ
の
贈
り
物
に
添
え
て
意
地
悪
な

挨
拶
歌
を
紫
式
部
が
作
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
左
京
の
馬
を
椰
楡
す
る
歌

十 し
た
も
の
だ
が
、
山
本
氏
は
、
特
に
そ
の
女
房
た
ち
の
姿
が
清
少
納
言
『
枕
草

子
』
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
同
書
「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た

る
を
」
の
段
の
解
析
か
ら
、
『
日
記
』
中
の
清
少
納
言
評
「
ま
だ
い
と
足
ら
ぬ

こ
と
多
か
り
」
の
例
を
こ
こ
に
見
、
『
枕
草
子
』
の
虚
像
性
を
指
摘
す
る
。

章
の
最
後
で
、
こ
の
日
記
が
宮
廷
女
房
心
得
と
し
て
娘
に
宛
て
書
か
れ
た
こ
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の
返
し
が
実
成
の
父
の
内
大
臣
公
季
を
経
て
道
長
方
に
渡
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
式
部
は
こ
れ
を
汚
点
と
し
て
お
り
、
や
り
取
り
さ
れ
た
歌
の
含
意
の
詳
細

な
解
説
を
も
っ
て
、
事
件
の
推
移
に
沿
っ
て
の
式
部
の
内
面
が
辿
ら
れ
る
。

一
方
で
寛
弘
七
年
敦
良
親
王
五
十
日
の
祝
い
の
折
の
こ
と
、
宮
の
御
膳
を
受

け
取
る
役
に
あ
っ
た
伊
勢
大
輔
•
源
式
部
の
、
袖
口
の
色
合
わ
せ
の
悪
さ
に
宰

相
の
君
が
口
惜
し
が
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
式
部
は
根
拠
を
持

っ
て
反
駁
し
、
女
房
の
心
得
を
書
き
添
え
て
い
る
。

十
三
崩
御
と
客
死
ー
な
ほ
こ
の
た
び
は
生
か
む
と
ぞ
思
ふ

寛
弘
八
年
の
一
条
天
皇
の
崩
御
、
及
び
紫
式
部
の
弟
惟
規
の
逝
去
と
い
う
出

来
事
を
め
ぐ
り
、
式
部
に
と
っ
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
ず
、
帝
の
崩
御
は
道
長
の
摂
関
体
制
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
道
長
は

権
勢
ば
か
り
が
目
に
入
っ
て
帝
の
譲
位
を
中
宮
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
怠
る
こ
を

が
あ
っ
た
。
中
宮
は
そ
こ
に
道
長
の
「
隔
て
心
J

を
見
た
こ
と
で
、
新
た
に
自

ら
の
考
え
に
よ
っ
て
言
葉
を
発
す
る
意
志
を
持
ち
、
退
し
い
国
母
へ
の
道
を
踏

み
出
し
た
と
い
う
。
ま
た
式
部
は
諒
闇
の
中
で
、
帝
の
崩
御
を
め
ぐ
る
一
連
の

出
来
事
を
『
源
氏
物
語
』
の
中
の
記
事
と
重
ね
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

惟
規
は
従
五
位
下
を
叙
さ
れ
た
後
に
職
を
辞
し
て
為
時
の
任
地
の
越
後
に
下

り
客
死
し
た
が
、
山
本
氏
は
、
彼
の
紅
葉
を
愛
で
虫
を
愛
お
し
み
つ
つ
な
お
生

き
る
こ
と
に
執
す
る
死
に
様
を
式
部
が
「
見
事
」
と
評
価
し
た
と
し
、
そ
こ
に

他
の
唐
突
に
死
を
迎
え
た
人
々
と
同
様
な
悲
し
み
を
見
、
更
に
『
源
氏
物
語
』

最
後
の
ヒ
ロ
イ
ン
浮
舟
の
「
ち
っ
ぽ
け
な
」
存
在
の
「
愚
か
な
心
」
と
重
ね
る
。

終
章
到
達
|
—
ー
憂
し
と
見
つ
つ
も
永
ら
ふ
る
か
な

一
条
天
皇
崩
御
後
に
彰
子
皇
太
后
が
同
帝
の
時
代
を
紡
彿
と
さ
せ
る
象
徴
と

し
て
理
を
通
す
生
き
方
を
貫
き
、
紫
式
部
が
そ
の
皇
太
后
と
藤
原
実
資
と
の
間

の
取
り
次
ぎ
の
役
割
を
も
っ
て
女
房
の
務
め
を
果
た
し
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の

後
里
下
が
り
し
た
式
部
に
つ
い
て
、
詠
歌
を
読
み
解
き
な
が
ら
晩
年
の
心
境
を

明
ら
か
に
す
る
。
死
を
予
感
し
た
式
部
が
小
少
将
の
形
見
の
文
に
感
慨
を
催
し

つ
つ
、
自
分
の
家
集
を
作
ろ
う
と
決
意
す
る
ま
で
の
心
の
動
き
を
辿
る
。

最
後
に
、
あ
る
年
の
初
雪
の
日
に
受
け
取
っ
た
歌
へ
の
式
部
の
返
歌
を
掲
げ
、

憂
い
ば
か
り
の
我
が
人
生
を
顧
み
る
姿
を
も
っ
て
式
部
の
最
後
の
像
と
す
る
。

・
家
集
、

以
上
十
四
の
章
を
も
っ
て
山
本
氏
は
紫
式
部
の
生
涯
を
紡
ぎ
上
げ
て
い
る
。

読
み
通
し
て
、
二
（
章
）
で
示
さ
れ
た
、
没
落
し
て
漢
学
の
家
と
な
っ
た
人
の
娘

と
い
う
境
遇
が
式
部
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
点
が
印
象
強
く
感
じ
ら

れ
た
。
そ
の
複
雑
な
意
識
が
生
涯
を
貫
き
、
彰
子
後
宮
出
仕
後
も
二
」
と
い

う
漢
字
も
書
か
ぬ
偽
装
を
し
つ
つ
彰
子
に
新
楽
府
進
講
を
す
る
際
な
ど
に
、
彼

女
の
心
を
律
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

式
部
の
時
々
の
生
の
局
面
や
『
源
氏
物
語
』
の
記
述
の
背
後
に
透
か
し
見
え

る
漢
学
の
世
界
の
指
摘
も
、
そ
う
し
た
意
識
の
存
在
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
三
（
章
）
で
、
式
部
が
宣
孝
に
送
っ
た
歌
に
白
居
易
「
晩

桃
歌
」
の
影
響
を
見
る
こ
と
、
＋
（
章
）
で
は
敦
成
親
王
五
十
日
の
夜
の
藤
原
公

任
の
語
り
か
け
に
よ
り
彼
が
「
若
紫
」
巻
に
『
遊
仙
窟
』
の
影
響
を
読
み
取
っ

た
こ
と
を
知
っ
て
ひ
そ
か
に
喜
ぶ
式
部
の
思
い
を
想
定
す
る
こ
と
な
ど
、
日
記

『
源
氏
物
語
』
が
、
漢
籍
を
ふ
ま
え
て
作
ら
れ
て
い
る
点
を
、
新
見
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と
し
て
引
用
原
典
の
記
述
を
紹
介
し
な
が
ら
示
す
。

そ
う
し
た
漢
学
の
家
の
娘
と
し
て
生
き
る
紫
式
部
が
、
生
涯
に
様
々
の
別
れ

を
体
験
し
、
宮
仕
え
に
お
い
て
身
の
程
を
痛
感
す
る
。
本
書
で
は
そ
う
し
た
生

涯
の
転
機
と
な
っ
た
出
来
事
を
家
集
・
日
記
の
記
事
に
よ
り
辿
っ
て
い
る
。
特

に
注
目
し
た
い
の
は
、
背
景
と
な
る
歴
史
的
政
治
的
事
実
と
丹
念
に
照
応
さ
せ
、

彼
女
の
心
を
刷
挟
し
つ
つ
、
家
集
・
日
記
を
独
自
に
解
釈
し
て
人
生
の
ド
ラ
マ

を
跡
づ
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
独
自
な
解
釈
と
し
て
、
ま
ず
四
（
章
）
で
、
式
部

が
夫
宣
孝
の
死
か
ら
世
と
自
己
の
身
・
心
を
見
つ
め
気
力
を
も
ち
直
し
て
い
く

姿
が
辿
ら
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
の
彼
女
の
詠
歌
、

数
な
ら
ぬ
心
に
身
を
ば
任
せ
ね
ど
身
に
従
ふ
は
心
な
り
け
り

心
だ
に
い
か
な
る
身
に
か
適
ふ
ら
む
思
ひ
知
れ
ど
も
思
ひ
知
ら
れ
ず

に
つ
い
て
、
「
心
と
は
現
実
に
縛
ら
れ
な
い
も
の
な
の
だ
J

「
私
に
は
こ
ん
な

に
自
由
な
部
分
が
あ
っ
た
」
（
以
上
7
1
頁
）
「
私
は
身
で
は
な
く
心
で
生
き
よ

う
と
思
っ
た
」

(72
頁
）
と
い
う
意
を
読
み
取
り
、
新
し
く
物
語
の
世
界
に
自

ら
の
生
の
可
能
性
を
見
出
す
契
機
を
見
た
と
す
る
。
な
お
「
心
だ
に
」
の
歌
で

「
思
ひ
知
れ
ど
も
思
ひ
知
ら
れ
ず
」
を
「
私
の
心
は
自
由
な
の
だ
」
と
訳
す
こ

と
に
つ
い
て
は
、
精
神
の
自
由
を
得
て
「
心
」
の
世
界
に
生
き
よ
う
と
す
る
式

部
の
思
考
性
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
ず
、
身
に
従
お
う
と
し
て
も
従
い
き
れ

な
い
心
の
や
る
せ
な
さ
を
読
む
に
留
め
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

他
に
、
人
生
の
ド
ラ
マ
の
跡
づ
け
と
し
て
、
六
（
章
）
で
紫
式
部
が
宮
廷
女
房

と
し
て
疎
外
の
中
か
ら
自
分
の
生
き
る
あ
り
方
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経

緯
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
当
初
宮
仕
え
に
疎
外
感
を
抱
い
た
式
部
が
、
同

僚
女
房
の
彼
女
に
対
す
る
評
を
聞
い
た
こ
と
、
更
に
か
弱
い
小
少
将
の
君
と
の

仲
ら
い
を
契
機
に
、
女
房
と
し
て
生
き
る
方
法
を
獲
得
し
た
と
す
る
。
そ
の
際

里
に
引
き
こ
も
る
式
部
が
詠
み
送
っ
た
歌
に
対
し
同
僚
女
房
が
詠
み
返
し
た
歌

「
深
山
べ
の
花
吹
き
紛
ふ
谷
風
に
結
び
し
水
も
解
け
ざ
ら
め
や
は
」
に
つ
い
て
、

「
私
で
は
な
く
中
宮
様
に
お
願
い
な
さ
い
な
」
と
訳
し
、
同
僚
女
房
た
ち
の
冷

淡
を
読
む

(98
頁
）
が
、
竹
内
美
千
代
氏
『
紫
式
部
集
評
釈
』
や
新
潮
日
本
古

典
集
成
『
紫
式
部
日
記
紫
式
部
集
』
な
ど
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
同
僚
が
式
部
に

向
け
て
「
あ
な
た
が
温
か
い
態
度
を
示
せ
ば
私
が
う
ち
解
け
な
い
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
」
と
、
式
部
に
温
か
い
心
を
求
め
た
意
を
読
む
べ
き
と
考
え
る
。

終
章
で
家
集
末
尾
の
歌
を
掲
げ
、
そ
れ
ら
が
死
を
予
感
し
た
最
晩
年
の
心
境

を
読
み
込
ん
だ
も
の
と
す
る
が
、
「
降
れ
ば
か
く
」
の
歌
が
贈
答
の
返
歌
で
あ

る
と
い
う
事
情
も
含
め
、
そ
れ
ら
の
歌
が
死
を
間
際
に
し
た
詠
と
す
る
こ
と
に

は
躊
躇
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
点
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

紫
式
部
の
事
績
を
歴
史
的
政
治
的
事
実
と
丹
念
に
照
応
さ
せ
る
点
も
本
書
の

特
徴
的
方
法
の
―
つ
で
あ
る
。
中
関
白
家
と
道
長
の
確
執
の
経
緯
や
一
条
帝
崩

御
の
折
の
道
長
の
行
動
に
対
す
る
彰
子
の
決
意
な
ど
に
も
詳
細
な
解
説
を
行

い
、
式
部
が
一
人
称
の
語
り
を
も
っ
て
そ
の
歴
史
的
事
跡
を
逐
一
自
身
と
関
わ

ら
せ
、
政
治
に
対
し
自
覚
的
な
人
間
像
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

敷
術
す
れ
ば
、
七
（
章
）
「
新
楽
府
進
講
」
で
彰
子
が
漢
文
を
読
み
た
い
と
思

っ
た
理
由
を
、
一
条
帝
の
世
界
に
近
づ
き
た
い
と
願
っ
た
点
に
求
め
、
そ
の
思

い
を
知
っ
た
式
部
が
「
新
楽
府
」
を
選
ん
だ
と
す
る
推
測
を
披
露
し
て
い
る
。

こ
の
点
も
一
条
帝
の
政
治
理
念
と
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
政
治
的
思
考
性
を
も
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つ
式
部
の
姿
を
特
徴
づ
け
る
指
摘
で
あ
ろ
う
。

右
の
方
法
に
よ
り
紫
式
部
の
人
生
史
を
辿
る
中
で
、
本
書
は
式
部
の
事
跡
と

『
源
氏
物
語
』
の
記
述
と
の
関
連
を
多
く
指
摘
す
る
。
本
書
の
題
を
「
私
が
源

氏
物
語
を
書
い
た
わ
け
」
と
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
指
摘
は
、
概
し

て
式
部
の
現
実
体
験
が
い
か
に
物
語
の
各
場
面
に
素
材
的
に
掬
わ
れ
生
か
さ
れ

て
い
る
か
と
い
う
点
に
見
ら
れ
、
彼
女
の
体
験
が
『
物
語
』
に
内
在
化
し
そ
の

世
界
を
推
し
進
め
て
い
く
と
い
う
銀
点
に
お
け
る
そ
れ
で
は
な
い
点
、
や
や
物

足
り
な
さ
が
否
め
な
い
。
「
書
い
た
わ
け
」
と
は
‘
「
書
き
お
こ
し
た
わ
け
」
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
書
き
つ
ぎ
」
「
書
き
続
け
て
物
語
を
閉
じ
る
ま
で
に

至
っ
た
わ
け
」
を
さ
す
。
そ
の
「
わ
け
」
を
、
作
品
世
界
の
論
理
と
式
部
の
生

の
軌
跡
の
纏
絡
の
中
で
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
書
い
た
わ
け
」
に
関
す
る
山
本
氏
の
見
解
の
示
さ
れ
る
箇
所
は
、
五
（
章
）

の
帯
木
三
帖
の
雨
夜
の
品
定
め
と
空
蝉
の
登
場
の
件
り
で
あ
る
。
氏
は
『
源
氏

物
語
』
が
短
篇
か
ら
始
ま
る
と
し
て
、
式
部
が
女
の
物
語
と
し
て
帯
木
一
二
帖
を

最
初
に
書
き
、
光
源
氏
の
一
生
を
辿
る
長
編
を
書
き
つ
い
で
い
っ
た
と
す
る
。

本
書
巻
末
参
考
文
献
を
見
る
と
、
斎
藤
正
昭
氏
『
紫
式
部
伝
』
（
笠
間
書
院
）

の
書
名
が
あ
り
、
右
の
執
筆
過
程
は
、
同
書
に
見
え
る
帯
木
三
帖
起
筆
説
を
踏

ま
え
た
見
解
と
判
断
で
き
る
。
た
だ
し
斎
藤
氏
の
見
解
は
、
成
立
論
の
嘴
矢
と

も
い
え
る
阿
部
（
青
柳
）
秋
生
氏
の
指
摘
（
「
源
氏
物
語
の
執
筆
の
順
序
ー
—
若
紫

の
巻
前
後
の
諸
帖
に
就
い
て
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和

1
4
.
8
)
や
武
田
宗

俊
氏
の
指
摘
（
源
氏
物
語
の
最
初
の
形
態
」
『
文
学
』
昭
和

2
5
.
7
)
に
あ
る
、

「
若
紫
グ
ル
ー
プ
」
（
阿
部
氏
論
、
武
田
氏
論
で
は
「
紫
上
系
」
）
の
人
物
は
「
帯

木
グ
ル
ー
プ
」
（
阿
部
氏
論
、
武
田
氏
論
で
は
「
玉
璽
系
J

)

に
現
れ
る
が
逆
に

「
帯
木
グ
ル
ー
プ
」
の
人
物
は
「
若
紫
グ
ル
ー
プ
」
に
現
れ
な
い
、
と
い
う
事

実
を
顧
慮
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
、
和
辻
哲
郎
氏
の
所
説
（
「
源
氏
物
語
に
つ
い
て
」
『
思

想
』
大
正

1
1
.
1
2
)
な
ど
に
よ
り
「
桐
壺
」
巻
が
「
帯
木
」
巻
に
直
結
せ
ぬ

こ
と
か
ら
、
「
帯
木
」
巻
起
筆
を
提
起
す
る
も
の
で
、
光
源
氏
と
藤
壺
な
ど
上

の
品
の
恋
を
先
行
的
に
考
え
る
見
解
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
斎
藤
氏
は
帯
木
三
帖
始
発
を
述
べ
つ
つ
、
始
発
を
同
三
帖
に
限
定
す
る
こ
と

に
は
一
考
を
要
す
る
と
し
て
、
「
五
十
四
帖
に
先
行
し
た
光
源
氏
の
物
語
が
あ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
（
1
0
（
章
）
）
。
ま
た
「
帯

木
」
巻
起
筆
を
論
ず
る
和
辻
氏
は
「
原
源
氏
物
語
」
を
想
定
し
、
玉
上
琢
弥
氏

は
「
帯
木
」
巻
の
前
に
欠
巻
「
輝
く
日
の
宮
」
を
想
定
す
る
（
「
源
語
成
立
孜
」
、

『
国
語
国
文
』
昭
和

1
5
.
4
)
が
、
山
本
氏
の
場
合
そ
う
し
た
現
行
物
語
以
前

の
形
態
に
配
慮
を
行
わ
ず
、
帯
木
三
帖
の
後
「
桐
壺
」
巻
が
書
か
れ
た
と
す
る

に
止
ま
る
。
そ
う
し
た
成
立
過
程
説
の
上
に
立
っ
て
空
蝉
の
姿
を
辿
り
、
そ
の

恵
ま
れ
な
い
境
遇
に
発
す
る
女
の
悲
し
み
の
物
語
を
始
発
に
『
源
氏
物
語
』
が

作
ら
れ
た
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
身
の
程
」
を
自
覚
す
る
女
の
悲
し
み

を
描
き
出
す
こ
と
が
物
語
起
筆
の
目
的
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
五

（
章
）
の
趣
意
が
、
夫
宣
孝
を
失
い
寡
婦
と
し
て
生
き
る
紫
式
部
の
孤
独
を
物
語

執
筆
が
救
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
そ
う
し
た
孤
独
を
慰
め

る
こ
と
が
、
身
の
程
に
苦
吟
す
る
女
の
悲
し
み
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で

あ
る
の
か
。
式
部
の
悲
し
み
か
ら
の
立
ち
出
で
を
可
能
に
し
た
物
語
の
内
実
に

つ
い
て
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
空
蝉
の
心
を
解
析
す
る
と
、
彼
女
に
は
そ
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の
不
遇
感
を
根
底
と
し
つ
つ
も
、
自
ら
の
境
遇
に
囚
わ
れ
な
が
ら
抱
懐
す
る
ロ

マ
ン
ヘ
の
感
慨
が
読
み
と
れ
る
。
そ
う
し
た
感
慨
を
、
上
の
品
の
女
性
と
の
恋

と
別
次
元
に
、
中
の
品
の
女
性
と
し
て
光
源
氏
と
の
恋
を
体
験
す
る
こ
と
で
求

め
ら
れ
た
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
思
い
及
ぶ
こ
と
が
あ
っ
て
よ
い
と
思
う
。

青
年
光
源
氏
の
物
語
は
自
律
性
を
強
め
な
が
ら
中
年
期
・
晩
年
期
へ
と
進
み
、

薫
の
物
語
へ
と
続
く
。
十
一
（
章
）
末
尾
で
、
山
本
氏
は
紫
式
部
の
思
い
と
し
て

「
私
は
な
ん
と
様
々
の
境
遇
の
女
た
ち
を
見
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
下
流
か

ら
上
流
の
際
に
ま
で
至
る
貴
族
の
娘
た
ち
、
ま
た
妻
た
ち
、
そ
し
て
女
房
た
ち
。

皆
の
顔
が
脳
裏
に
浮
か
ぶ
。
誰
も
が
「
世
」
を
負
い
「
身
」
を
生
き
て
い
た
。

そ
し
て
当
然
の
こ
と
、
誰
に
も
心
が
あ
っ
た
。
私
は
そ
ん
な
女
た
ち
の
心
を
、

せ
め
て
私
の
『
源
氏
の
物
語
』
の
中
で
は
言
葉
と
声
に
し
て
響
か
せ
た
い
、
そ

う
思
っ
た
の
だ
。
」

(190
頁
）
と
書
く
。
こ
れ
が
山
本
氏
の
捉
え
る
『
源
氏
物

語
』
創
作
の
最
終
的
意
図
の
よ
う
で
あ
る
。
‘
浮
舟
の
最
後
の
姿
も
こ
う
し
た
物

語
観
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
も
の
と
読
め
る
。
脇
役
も
ヒ
ロ
イ
ン
も
合
わ
せ
て

様
々
の
女
た
ち
の
境
遇
を
描
く
こ
と
が
こ
の
物
語
を
書
く
目
的
だ
っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
た
ち
、
そ
し
て
男
た
ち
の
関
係
性
に
よ
っ
て
一
回
的
に
作

ら
れ
る
物
語
の
構
造
体
と
い
う
も
の
を
ど
う
意
味
づ
け
る
の
か
。

物
語
が
自
律
的
に
展
開
す
る
中
で
作
者
の
精
神
・
人
間
観
も
深
化
を
促
さ
れ

る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
「
書
い
た
わ
け
」
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

そ
の
た
め
に
は
、
『
紫
式
部
日
記
』
執
筆
時
の
式
部
特
有
の
心
境
が
『
源
氏
物

語
』
を
書
き
進
め
る
意
識
と
ど
う
関
連
性
を
持
つ
の
か
を
明
示
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
具
体
的
に
、
『
日
記
』
中
で
前
述
公
任
に
対
し
て

B
6
判
二
五
五
頁
、
一
四
七

0
円）

「
か
の
上
は
ま
い
て
い
か
で
も
の
し
給
は
ん
」
と
思
っ
て
黙
止
す
る
式
部
の
姿

勢
や
、
式
部
の
里
居
の
折
の
「
こ
こ
ろ
み
に
物
語
を
と
り
て
み
れ
ど
見
し
や
う

に
も
思
は
ず
」
と
い
う
述
懐
（
以
上
、
十
（
章
）
）
に
つ
い
て
、
『
源
氏
物
語
』

を
一
回
的
に
書
き
続
け
て
き
た
式
部
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
見
方
で
あ
ら
た
め
て
そ
の
意
味
を
問
い
直
す
余
地
が
あ
る
。

な
お
、
成
立
し
た
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
、
中
宮
と
帝
の
仲
を
取
り
も
っ

と
い
う
役
割
を
負
っ
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
(
+
（
章
）
）
が
、
こ
の
物
語

の
宮
廷
に
お
け
る
意
義
の
一
っ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
点
、
付
言
し
て
お
く
。

以
上
、
本
書
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
紫
式
部
が
同
時
代
の
政
治
的
情
勢

を
自
覚
的
に
受
け
止
め
、
漢
学
の
家
の
娘
と
し
て
の
複
雑
な
内
面
を
抱
え
つ
つ
、

娘
時
代
・
夫
婦
生
活
・
寡
婦
時
代
を
生
き
、
宮
廷
女
房
と
し
て
の
役
務
を
独
自

の
心
術
を
も
っ
て
勤
め
て
晩
年
に
至
っ
た
姿
を
、
時
々
の
『
源
氏
物
語
』
に
寄

せ
る
思
い
を
挿
み
つ
つ
、
彼
女
の
内
奥
に
迫
っ
て
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
世
界
の
進
展
と
纏
絡
す
る
紫
式
部
の
意
識
に
つ
い
て
著
者
の
考

え
を
猶
知
り
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
式
部
と
い
う
人
間
を
政
治
的
視
野
を
も

つ
人
と
し
て
位
置
づ
け
、
引
歌
・
引
詩
に
目
配
り
を
し
て
創
作
に
関
わ
る
彼
女

の
感
性
を
明
ら
か
に
し
、
日
記
・
家
集
の
記
述
に
つ
い
て
著
者
な
ら
で
は
の
創

意
あ
る
解
を
示
す
な
ど
、
数
々
の
注
目
す
べ
き
内
容
を
も
つ
労
作
と
い
え
る
。

一
般
読
者
に
向
け
て
の
好
著
で
あ
る
と
と
も
に
、
学
界
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
の

多
い
著
書
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
平
成
二
十
三
年
十
月
角
川
学
芸
出
版
刊
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