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「
三

十

人

の
女

房
―
―
落
窪
の
君
の
御
前
を
中
心
に
」

山
本

令
子

は
じ
め
に

 

近
年

の
物
語

研
究

に
於

い
て
は
、

乳
母

子

に
代

表

さ
れ

る
と

こ
ろ

の
際

立

っ
た
個

性

を
有

す
る
女

房

に

つ
い
て
は

、
次
第

に
そ

の
役
割

が
解

析

さ

れ
て
き

た
も

の

の
、

集

団
と

し
て
点
描

さ

れ
る

に
過
ぎ

な

い
女
房

た
ち

に

つ
い

て
は
概

ね
、
儀

式

の
場

を
彩

る
景
物

と

し

か
読

み
解

か
れ

て
こ

な

か

っ
た

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

 

本
稿

で

は
、

群
衆

と

し

て
物

語

の
背
景

に
溶

け
込

ん
で

い
る
と
憶

し

い

女

房
を

巡

る
叙

述

に

つ

い
て
、
殊

に
そ

の
人

数

に
注
意

を
向

け
る

こ
と

で
、

意

味
す

る
と

こ
ろ

を
考

え

て
み
た

い
。

落
窪
の
君
の
女
房
た
ち

 

『落
窪

物
語

』
の
ヒ

ロ
イ

ン
落

窪

の
君

の
女
房

と

い
え
ば
、

夫
帯

刀

と
共

に
女
君

の
た

め

に
活

躍

す

る
あ

ご
き

の
存

在
が

ま
ず
想

起

さ
れ

よ
う
。

母

君
在
世

中

か
ら

「
う
し

ろ

み
」

と
名

付

け
て
使

わ
れ

て

い
た
女
童

で
、
髪

が
長
く

を

か
し
げ

で
あ

る

の
で
三

の
君
付

き

に
直

さ

れ
る

に
あ
た

っ
て
、

あ

ご
き

と
改
名

さ

れ
た

と

い
う

。
実

際

の
と

こ
ろ
、
父

源
中
納

言

邸
時
代

の
女
君

に
は
あ

ご
き
以
外

に
こ
れ

と

い

っ
た
女
房

が
仕

え

て

い
た

形
跡

は

見
ら

れ
な

い
。
物

語

の
冒
頭

部
分

に
記

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
、

落
窪

の
君

自

身

が

「仕

う

ま

つ
る
御

た
ち

の
か
ず

に
だ

に
お
ぼ
さ
ず

」
扱

わ

れ
て

い

た

の
で
あ

る
。

 

し

か
し

な
が

ら
、
男

君

の
庇
護

の
下

、
そ

の
母
左

大
将

の
北

の
方

の
所

有

す

る

二
条

邸

、

つ

い
で
自

ら

が
伝
領

す

る
三
条
邸

に
移

り
住

む
頃

に
は

当
然

多
く

の
女
房

が

か
し

つ
く

こ
と

と
な

る
。

 

す

な

わ
ち
、
落

窪

の
君

を

二
条

殿

に
迎
え

取

っ
た
男
君

は
、

 

 

「
人

少
な

に

て

い
と

あ
し

か
め

り
。
あ

ご
き
、

人
求

め

よ
。
殿

な

る

 

 

人
く

も

聞

こ
え
ん

と
思

へ
ど
も

、

ゆ
か
し
げ

な

き
。

あ

こ
き

お
と

 

 

な

に
な
り

ね
。

い
と

心

お
よ
す
げ

た

め
り
。
」

と
命

じ

る
。
女

房
が

不
足

し

て

い
る
状

態
を

憂
慮

し
、
あ

ご
き

に
新

た

な

女
房

た

ち
を
探

す

よ
う
言

い
付

け

る
の

で
あ

る
。

殿

-
両

親

の
邸

の
女
房

た

ち
を

「
ゆ

か
し
げ

な
き

」

と
断

じ

て

い
る
点
も

興
味
深

い
が
、

こ

の
様

な
折

に
は
本
邸

か

ら
女
房

を
呼
び

取

る

こ
と
が
窺

わ
れ

る
。

 

仰

せ

を
受
け

て
、

あ

ご
き

は
こ
れ

ま

で
多

く

の
品

の
調

達

を
頼

っ
た

お

ば
和

泉
守

の
妻

に
手
紙

を

遣

る
。

こ
の
他

に
ど

の
よ
う

な
方

面

に
依

頼

が

行

わ
れ

た
か

は
描

か
れ
な

い
も

の

の
、

十

日
ほ
ど
後

に
は
新
参

の
女

房
十

余
人

が
集

ま

っ
て

い
る
。
和

泉
守

の
元

か

ら
は
、
守

の
従
妹

が

出
仕

し

「兵

  一 1一



庫

」

の
名
を

与

え
ら

れ
た
。

ま
た

、
あ

ご
き
自
身

は
女

童

か
ら
大
人

の
女

房

と

な
り
、

「
衛

門
」

と
呼
ば

れ

る
よ
う

に
な

っ
た

と

い
う
。

 

そ

の
後

も
、

 

 

「
人

は

い
く
ら

も
ま

ゐ
ら

せ
給

へ
。
女
房

多

か
る
所

な
ん
心

に
く

}

 

 

は
な

や

か
に
も
聞

こ
ゆ
る
。
」

と

の
男
君

の
指

示
を

受
け
、

先

に
参
上

し
た
女

房

た
ち

の
引

き

で
新

た
な

女
房

た
ち

が
参
集

し

た
た

め
、
年
内

に
は
早

く
も

「廿

余
人

ば

か
り
候

」

と

い
う
有
様

で
あ

っ
た
。

 

男

君
も

さ

る
こ
と

な
が

ら
、
殊

に
女

君

の
御

心
が

の
ど

や

か
で
よ
く

て

い
ら

っ
し

ゃ
る
の

で
お
仕

え
し

や
す

い
、
と

の
評
言

に
は
、

女
房

階
級

の

女
性

た

ち
の
本
音

が
表

れ

て

い
よ
う
。

こ
う

し
た
評
判

を
聞

き

つ
け

て
、

父
中
納

言
邸

に
あ

っ
て
、
落

窪

の
君

に
同
情

を
寄

せ
て

い
た
少
納

言

ま

で

も
が

、
落
窪

の
君

の
も
と

で
あ

る
と

は
知
ら

な

い
ま
ま

に
、

弁

の
君

と

い

う
女

房

の
手

引

き

で
出
仕

す
る

こ
と

と
な

る
。

 

更

に
、

三
条

の
邸

に
移

る

に
あ
た

っ
て
も

、
男

君
か
ら

 

 

「
さ
る
心

し

て
若

き
人
く

い
ま
す

こ
し
求

め
設

け
よ
。

か

の
中

納

 

 

言

の
も
と

に
よ

ろ
し

き
も

の
は
あ

り
き

や
。

そ
れ
も

と

か
く
は
言

は

 

 

で
呼
び

取

れ
。

の
ち

に
ね

た
が

ら
せ

ん
。
」

と
申

し
付

け
ら

れ
た

衛
門

(
か

つ
て
の
あ

こ
き
)

は
、
中
納

言

邸

で

「
き

よ
げ

な
り

」
と

見

て

い
た
女

房

た
ち

1
継
母
北

の
方

付
き

で
大

層
き

れ

い

な

一
の
女
房

で
あ

っ
た
侍
従

の
君
や

三

の
君
付

き

の
す
け

の
君

、
た

い
ふ

の
お
も

と
、
下

仕

へ
の
ま
ろ
や

た

ち
を
迎

え
取

る
こ
と

に
す

る
。

こ
こ

で

も

ま
た
、
権

勢
盛

ん

な
邸

で
女
房

た

ち
を
大

切

に
な
さ

る
、

と
聞

い
た
若

人

た
ち

は
、
主

中
納

言

が
毫
砥

し

て
き
た

こ
と

か
ら
、
次

の
奉

公
先

を
探

し

て

い
た
と

こ
ろ

に
渡

り

に
船

と
、

あ

っ
さ
り
承

知
す

る
。
中

納
言

の
人

望

の
無

さ
が
浮

き
彫

り

に
さ
れ

る
と
共

に
、
女

房
階

級

の
割

り
切

っ
た
変

わ

り
身

の
早

さ
が
酷
薄

な

ま

で
に
克
明

に
語

ら
れ

の
で
あ

る
。

 

そ

れ
は
、

か

つ
て
三

の
君
付

き

の
女

の
童

に
直

さ
れ

る

に
あ
た

っ
て
、

 
 

「
わ
が

君

(落

窪

の
君
)

に
仕
う

ま

つ
ら
ん

と
思

ひ

て
こ
そ
親

し

き

 
 

人

の
迎

ふ
る

に
も

ま
か

ら
ざ

り

つ
れ
。
何

の
よ
し

に

か
異
君

取

り
は

 
 

し
た

て
ま

つ
ら
ん
」

と

泣

い
た
あ

ご
き

(当
時

は

ま
だ
う

し
ろ

み
の
呼
び

名

で
あ

っ
た

)

の
忠

誠

と

は
全

く

異
質

な
物

で
あ

っ
た
。
中

納
言

邸
を

見
限

る
女
房

た

ち

は
、

落
窪

の
君

の
現
在

の
幸
福

を
補
完

す

る
存
在

で
あ

る
と
共

に
、
そ

こ

に
至

る
ま

で
の
あ

ご
き

の
献
身

を
再

評
価

さ
せ

る
機
能

を
も
担

っ
て

い
る

の

で

あ

る
。

越
前
守
の
言
葉

 

周
知

の
如

く
、

『
落
窪

物
語
』
の
現
存

諸
本

に
は
共
通

の
損
傷

箇

所

が
見

受

け

ら
れ
、

い
ず

れ

の
本

文

を
と

っ
て
も
意

味

が
と

れ
な

い
場
合

が

ま
ま

あ

る
。

そ

の
内
、

女
房

の
叙
述

に
関

わ

る
も

の
と
し

て
は
、

次

の
例

が
注

目

さ

れ
る
。

 

 

「
四
十

人

の
女
房

た

ち
の
中

に
こ
も

り

て
お
く

こ
そ

し

に
た
れ
。

三

 

 

の
君

の
御
方

の
そ
れ
、

四

の
君

の
御
方

の
何

の
君
、

か

の
お
も

と
、

 

 

ま
ろ

や
さ

へ
な
ん

さ

ぶ
ら

ひ

つ
る
。
花

を
折

り

て
さ
う

そ

き
て

い
と

 

 

よ
し

と
思

へ
る
や

。
」

父
中
納

言

に
付

き
従

い
、

三
条
邸

で

の
饗
応

か
ら
帰
宅

し

て

の
越

前
守

の

言

葉

で
あ

る
。
掲
出

し

た
本

文
は
、

新
大
系

の
底

本

で
あ

る
九
条

家
本

の

も

の
で
あ

る
が

、
冒
頭

の

「
四
十

人

の
女

房

た
ち
」

が

「
三
十

人

の
女
房

た

ち
」

と
な

っ
て

い
る
本

も
多

い
。

一2一



 

こ
の
箇

所

に

つ
い
て
は
、

早
く

中
村

秋
香

『
落
窪

物

語
大
成

』
が

、

「前

に

『御
達

二
十

人
ば

か
り

居
並

み
た

り
』

と
あ

り

て
こ

〉
に
三
十

人

と

い

へ
る
は
そ

の
盛

な

る
さ
ま

を
述

ぶ
る

に

つ
き

て
大

数

に
よ

り

て
盛

に
之

を

い

へ
る
な
り
」

と
指
摘

し

て

い
る
。
前

に
云

々
と
あ

る

の
は
、
越
前

守

に

対

す

る
饗
応

の
場
面

の
叙
述

に
、

男

君

の
命

を
受

け

た
衛

門
、
少

納
言

が

台

盤
所

に
守

を
呼
び

入
れ

た
条

り

に
、

 

 

三
間
ば

か
り
あ

る

に
、
畳

き
よ
げ

に
敷

き

て
、
整

へ
た

る
や
う

に
劣

 

 

ら
ず

見

ゆ
る
御

た
ち

廿
人
ば

か
り

ゐ
並

み
た
り
。

お
ま

へ
に
あ

り
け

 

 

る
が

「立

て
」

と

の
た
ま

ひ
け

れ
ば
来

つ
ど

ひ
た
る

が

ゐ
た
る

な
り

 

 

け
り
。

と
あ

る

の
を
指

す
。

す
な

わ
ち
越

前
守

に
よ
る
誇

張
的

表

現
と
解

す

る

の

で
あ

る
。

 

そ

の
後

の
諸

家
も

「
二
十
人

」
と

の
矛
盾

を

、
誇
張

あ

る

い
は
誤
写

と

し

て
説

明

さ
れ

て
き
た
。

主

な
注
釈

書

の
説
を

そ

れ
ぞ
れ

の
本
文

及
び

解

釈

と
共

に
次

に
掲
げ

る
。

 

 

(6
)

a
.

大
系

(矛

盾

に

つ

い
て

の
言
及

は
特

に
な

い
。
)

 

四
十
人

の
女
房

た
ち

の
中

に
こ
も

り

て
お
く

こ

そ
し

に
た
け

れ
。

 

 

「
お
く

こ
そ

し

に
た
け

れ
」
は
久

老
本

で
は

「
を
く

こ
そ

し

に
た
れ
」

 

 
と
あ

る
。

「
し

に
た

れ
」
を

仮

に

「
し
り

た
れ
」

の
誤

写

と
す

れ
ば
、

 

 

「
(自
分

は

四
十

人

の
女
房

た

ち

の
中

に
と
り

か

こ
ま
れ

て
)
奥

む
き

 

 
の

こ
と
も
知

っ
て

い
る
」

の
意

と

で
も
な

ろ
う

か
。

 

 

(7
V 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8
)

b
.

全
集

(誤
写

)
・
新

全
集

(誤

写
あ

る

い
は
誇

張
)

 

四
十
人

の
女
房

た

ち

の
中

に

こ
も
り

て
、

さ

こ
そ
強

ひ
た

れ
。

 

 
四
十
人

の
女

房
た

ち

の
中

に
取

り

囲
ま

れ

て
、

し

か
じ

か
酒
を
無

理

 

 
強

い
さ
れ
た

よ
。

c
.
集

成

(誤
写

あ

る

い
は
誇

張

)

 

三
十

人

の
女
房

達

の
中

に
篭

り

て
。

お

ほ
く

こ
そ
強

ひ

に
た
れ
。

 

 

(「
お
ほ
く

こ
そ
」
以
下

の
傍

注
)
ず

い
ぶ

ん
た
く

さ
ん
酒

を
無

理
強

 

 

い
し

た
。

d
.
校

注

(誇
張

)

 

三
十

人

の
女
房

た

ち

の
中

に
こ
も

り
て
、

お

ほ
く

こ
そ
強

ひ

に
た
れ
。

 

 

(「
お
ほ
く

こ
そ
」

以
下

の
頭

注
)

「
代

は

り
が

は
り
強

ふ

る
に
」

を

 

 
受
け

る
。
盃

を
多

く
無

理
強

い
に
し

た
。
底

・
尊

を
く

こ
そ

し

に
た

 

 
れ
。
底

イ

・
三

に
よ

る
。

e
.
注

釈

(誤
写

あ

る

い
は
誇

張

)

 

四
十

人

の
女
房

達

の
中

に
篭
り

て
、

さ

こ
そ

し

に
た

れ
。

 

 
四
十

人

の
女
房
達

の
中

に
取

り
篭

め

ら
れ

て
…

…
、
そ

れ

こ
そ
大
層

 

 
な
も

て
な

し

で
し
た

よ
。

f
.

新
大
系

(
矛
盾

に

つ

い
て
の
言
及

は
特

に
な

い
。
)

 

四
十
人

の
女

房
た

ち

の
中

に
こ
も

り

て
お
く

こ
そ

し

に
た

れ
。

 

 

「
お
く

こ
そ
」
も

「
し

に
た
れ
」
も
語

義

不
明
。

「
し

に
」
は

「
死

に
」

 

 

か
。

 

「
お
く

こ
そ
」
以
下

に

つ

い
て
は
殊

に
異
同

も
多

く
、

そ

の
意

味

を

と
り

難

い
こ
と
が
混

迷
を

深
め

て

い
よ
う

が
、

い
ず

れ
も
主

語
を

女
房

た

ち
と

し

て
、

も

て

な

し

の
様

子

を
表

す

と

さ
れ

る
点

で

は

一
致

し

て

い
る
。

問

題

は
、

「
こ
も
り

て
」
ま

で

で
あ

る
が
、
集

成

が
読
点

で
は
な

く
句
点

を

用

い
ら

れ
た
様

に
、
こ
れ
以
下

の
句

と

は
主
語

を
異

に
す

る
。
諸

注

は
「
こ

も
り

て
」

の
主

語
を

越
前

守

と
さ

れ
る

が
、
越

前
守

を
主
語

と

す
る

な
ら
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ば

、

「
と

り
こ
め

ら
れ

て
」
位

の
言

い
廻
し

が
相
応

し

い
よ

う

に
も
思

わ
れ

る
。

「
こ
も

り

て
」
の
主
語

を
落
窪

の
君

と
み

て
は
ど

う
だ

ろ
う

か
。
多

く

の
女

房

の
中

に
か
し
つ

か
れ

て

い
る
様

と
解

す
る

の
で
あ

る
。

 

女

君

の
父
中
納
言

が

三
条
邸

に
参

上

す
る

と
、
男

君

は

「
み
な

み
の
方

の
母

屋

の
廟

」
で
対

面
を

す

る
。

女
君

は

「
丁

の
う

ち
」
に
座

っ
て
い
た
。

御
前

に
い
た
女
房

た

ち
は
、

「
北

お
も

て

へ
」
と

の
仰

せ

に
皆
下

が

っ
た
と

い
う
。
父
娘

の
再

会

に
際

し

て
人
払

い
が
行

わ

れ
た

の
で
あ

る
。
そ
し

て
、

中
納

言

や
供

の
者

た
ち

へ
の
饗

応

と
平
行

し

て
、
越
前

守

を
饗
応

す

る
た

め
に
台
盤
所

に

「来

つ
ど

ひ
」

て
居

並

ん
だ
。

と

す
れ
ば

、
御
前

に

い
た

女
房

の
す

べ
て
が

「
来

つ
ど

ひ
」

た
と

は
考

え

に
く

い
。

父
中
納

言

の
饗

応
等

に
侍

し
た
者

も

い
た
と
考

え

る

の
が
自

然

で
あ

ろ
う

。
「
四
十
人

」
あ

る

い
は

「
三
十

人
」
の
御

前

の
内
、

「
二
十
人

」
が
越
前

守

の
饗
応

に
廻

っ

た

と
考

え
れ
ば
矛
盾

は
生

じ

な

い
。

 

そ

こ
で
、
以
下

に
お

い
て
は
、

「
四
十

人
」
あ

る

い
は

コ
ニ
十

人

」
が
女

君

の
御

前

に
侍

す
女

房

の
数

を
指

す

と

の
仮
定

に
も

と
づ

き
、

『
落
窪

物

語

』
内
部

で

の
整

合
性

と
女

房

の
人
数

の
意
味

す

る
と

こ
ろ

を
検
討

し

て

い
き
た

い
。落

窪
物
語
内
部
で
の
整
合
性

 

ま
ず
、
落

窪

の
君

の
御

前

に

は
ど
れ

ほ
ど

の
女
房

が

い
た

と
考
え

ら
れ

る
で
あ

ろ
う

か
。

こ
の
場
面

に
至

る
ま

で

の
叙

述

を
追

っ
て

み
よ
う

。

①

少
納
言

の
初
出

仕

の
場
面

 
前

節

で
確

認

し
た
よ

う

に
、
今
参

り

の
女
房

た

ち
を
集

め

る
過
程

で
、

中

納
言

邸

に
あ

っ
た
少

納
言

の
君
が
出

仕
す

る

こ
と

と
な

っ
た
。

 

そ

の
折

の
、
落

窪

の
君
御
前

の
様

子

に

つ
い
て
は
、
「
そ
よ

く

と
さ
う

ぞ

き
、

か
ざ

み
着

た

る
人
、

い
と

若
う

き
よ
げ

な

る
、
十
余

人

ば

か
り

も

の
語

り
し

て
、

い
と

な
ま

め
か
し
げ

な

り
。
」

と
あ

る
。

 
新

参

の
女
房

を
迎

え
る
ご

く
私

的

な
く

つ
ろ

い
だ
場

面

で
あ

る
が
、

汗

杉

を
身

に

つ
け

た
女
童

を
含

め

て
十
数

人
が

侍
し

て

い
る
。

②
祭
見
物
の
場
面

 
打
ち
く
ひ
を
巡
っ
て
落
窪
の
君
の
父
中
納
言
方
と
争
い
、
典
薬
助
や
継

母
北

の
方

に
恥
辱

を
与

え

た
、
賀

茂
祭

の
条

り

で
あ
る

.
「
さ
う
ぐ

し
き

に
、
御

た
ち

に
も

の
見
せ

ん
」

と

の
男

君

の
言
葉

に
、

か

ね
て
よ

り
御
車

を
新

調
し

、
女
房

た

ち

に
装

束

を
与

え
、
準

備

が
な

さ
れ
た

。
祭

り

の
見

物

に
出

た

「
車

五
ば

か
り
、

お
と
な
廿

人
、

二

つ
は

わ
ら

は
四
人

、
下

使

ひ
四
人
乗

り
た

り
」

は
当
然

、

こ

の
時

点

で

お
仕

え
し

て

い
た
総

数

で
は

な

く
、
差

し
障

り

の
あ

る
者

た

ち
を
除

き
、

見
物

に
相

応
し

く
選

り
整

え

た
人
数

で
あ

る
。

更

に
男

君

の
弟

た

ち

の

一
行

が
加

わ
り
、

総
勢

は

二
十

台
余

り

で
あ

っ
た

と

い
う
。

③

父
中
納

言
邸

の
女

房
た

ち
が
迎

え

取
ら

れ
た
場

面

 

三
条
邸

へ
の
殿
う

つ
り

に
向

け

て
、
中
納

言
邸

の
見

所
あ

る
女

房

た
ち

が
引

き
抜

か
れ
、
初

見
参

す

る
。
落

窪

の
君
自
身

は
、

暑
気

あ

た
り

の
た

め
会

わ
な

か

っ
た
が

、
今
参

り

の
女
房

た

ち
は
、
「
聞

き
し
も

し

る
く

き
よ

げ

な

る
若

き
人

廿
人

ば

か
り
、

し
ら

は

り

の
ひ
と

へ
が
さ

ね
、

二
あ

ゐ

の

裳

、
濃

き
は

か
ま
着

て
、

五
六

人
、

赤

ら

か
な

る

は
か
ま

に

て
あ

や

の

ひ

と

へ
が
さ
ね
引

き

か
け

た
る
、
薄

色

の
こ
め

の
裳

、
あ

や

な
ど

お
な

じ
や

う

に
さ
う
そ

き

つ
〉
、

か

い
群

れ
群

れ

て

い
で
来

つ
〉
、

人
く

の
見

る

に
わ
び

ぬ

べ
し
」

と

い
う
有
様

で
あ

っ
た

と
記

さ

れ

て
い
る
。
①

少

納
言
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の
初

出
仕

の
場

面
と
同

じ
様

な
場
面

な

が
ら
、

増

加
し

て

い
る
。

女
房
た
ち
の
数
は
確
実
に

④

三
条
邸

へ
の
殿
う

つ
り

の
場
面

 

三
条

邸

へ
の
殿
う

つ
り

に
際

し
て
は

、
②
祭

見
物

の
場

面

と
同
様

、
前

も

っ
て
女
房

た
ち

に
装

束

一
具
つ

つ
が
与

え

ら
れ

た
。
「
い
ぬ
の
時
ば

か

り

渡
り
給

。
車
十

し

て
儀

式

め
で
た

し
。
」

と
あ

り
、

内
訳

は
不

明
な

が
ら

、

祭

見
物

の
場
面

の
車

七
台

よ
り

は
増

加

し

て

い
る
こ
と

が
わ

か
る
。

男

君

と
女
君

が
乗

る

一
の
車

を
数

に
含

め
る

か
ど

う

か
に
よ

っ
て
も
変

わ

っ
て

く
る
が

、
女

の
童

・
下

仕

へ
の
車

が

一
台

つ

つ
と

す
れ
ば

、
女

房

の
車

は

七
～

八
台

(
三
十
人
前

後
)

と

い
う
と

こ

ろ
で
あ

ろ
う

か
。

⑤

父
中
納

言
邸

の
法
華

八
講

の
場

面

 

父
娘

の
再
会

の
後

、
孝
養

と

し
て

八
講
を

主
催

す

る
こ
と

と
な

る
。
「
せ

ば

か
ら
ん
。
人

は
ま

ゐ
り
通

ひ

つ
〉
聞

け
」

と

の
男
君

の
仰

せ

か
ら
、
供

を
す

る
女
房

の
人
数

が
制
限

さ

れ
、
「
車

六
七

し

て
渡

り
給

ぬ
」

と
あ

る
。

従

っ
て
常

は
、

車
六

七
台

で
は
乗

り
切

れ

な

い
数

の
女

房
た

ち
が
侍

っ
て

い
た

こ
と
が

わ
か

る
。

 
以
上
、
①

～
⑤

の
叙

述

に
よ

れ
ば

、

問
題

の
越
前

守
饗

応

の
時
期

(④

と
⑤

の
間
)

に
は
、

三
十

人
前
後

の
女

房

た
ち
が

女
君

の
近

く

に
控

え

て

い
た

こ
と
と

な
る
。

 
次

い
で
、

『落

窪
物

語
』
の
中

で
落
窪

の
君

の
御
前

同
様

、

そ

の
人

数

が

繰

り
返

し
問

題

と

さ
れ

る

四

の
君

の
女

房

に

つ
い

て
検

討

し

て

お
き

た

い
。

ま
ず
、
帥

中
納

言
を
婿

取

る

に
あ
た

っ
て
、

三
条

邸

の
西

の
対

に
迎

え

取

ら
れ
た

四

の
君

の

お
供

は
僅

か
に

「
お
と

な

二
人

、

わ
ら

は

一
人

」

で
あ

っ
た
。
人
少

な

で
あ

る

こ
と
を
聞

い
た
落
窪

の
君

は
結
婚

当

日
、
「
わ

が
御

人
、
わ

ら
は

一
人
、

お

と
な
三

人
、

下
仕

へ
二
人

と
渡

し
給

」

と
あ

る
。

 

帥

は
、
自

邸

に
迎

え
取

る

に
先
立

っ
て
、

四

の
君

に
対

し

て

「
く

だ
ら

ん
と
言

は

ん
人
召

し
集

め
て
」

と
、

筑
紫

下
向

に
同
行

す

る
女
房

た

ち
を

集

め

る
よ
う

告
げ

る
が
、

こ
れ

も
人

少

な
故

の
発
言

と
解

せ
よ

う
。
帥

邸

に
移

る

に
あ

た

っ
て
も
、

「
車

三
し

て
渡

り
給

ぬ
」
と
ひ

っ
そ

り
と
し

た
有

様

で
あ
り
、

先

に
落

窪

の
君

に
差

し
向

け
ら

れ
た
女
房

た

ち
が

「
い
ま

さ

へ
は
何

し

に
か
ま

ゐ
る
」

と
同

行
を

拒

ん
だ

の

に
対

し

て
、
落
窪

の
君
が

強

い
て
添

え
て
遣

っ
た

と

い
う

。

 

全
体

的

に
、
不
如

意

さ
と
、

そ

れ
を
補

お
う

と
す

る
落
窪

の
君

の
厚

意

ば

か
り
が
際

立

っ
て

い
る
が
、

さ

す
が

に
下
向

を
目
前

に
、

日

に
二

・
三

人

の
今
参

り
が
集

ま

る
こ
と

と
な

り
、

最
終
的

に
は

「
お
と

な
晋
人

、

わ

ら

は
四
人
、

下
仕

へ
四

人
な

ん
ゐ

て
く

だ

る
か
ず

に
定

め
た

り
け

る
」

と

い
う

こ
と

で
、
落
窪

の
君

方

か
ら
遣

わ

さ
れ
た

女
房

た
ち

は
返

し

て

い
る
。

「
お
と
な

計
人
、

わ
ら

は
四

人
、

下
仕

へ
四

人
」

と

い
う

数

は
、

三
条
邸

へ
の
殿
う

つ
り

の
場
面

で
推
測

さ

れ
た
落

窪

の
君

の
女
房

の
数

と

ほ
ぼ

一

致

す

る

の
で
は

な

い
か
。

 

継

子

い
じ
め
↓
報

復
↓

孝
養

と

い
う
構

成

を
と

る

『
落
窪

物

語
』

に
於

い
て
、

四
の
君

の
幸
福

は
あ

く
ま

で
落
窪

の
君
及
び

男
君

の
孝

徳

に
よ

っ

て
実

現
さ

れ
る

の
で
あ

り
、

そ

の
栄

華

が
落
窪

の
君
を
し

の
ぐ

こ
と
は
考

え
ら

れ
な

い
。
従

っ
て
、

四
の
君
御

前

の
女
房

の
数

は
、
落

窪

の
君

の
そ

れ

を
規
定

す

る
こ
と

と
な

る

の
で
あ

る
。
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女
房
の
人
数
が
担
う
意
味

 

こ

こ
で
、

『落

窪
物

語
』
を
離

れ

て
広

く

同
時
代

の
文

献

に
見
え

る
集
団

と
し

て
の
女
房

の
描

写
を

検
討

し

て

い
き

た

い
。

 

ま
ず

、
成
立

年
代

の
比

較
的

近

い
と
思

わ

れ
る

『宇

津
保

物
語
』

を
見

渡

す
と

、
「
俊

蔭
」
巻

で
、

兼
雅

の
三
条

邸

に
迎

え
取

ら

れ
た
俊
蔭
女

の
御

前

に

つ
い
て
、

 

 
大

人

二
十

人
ば

か
り

、
う

な

ゐ
、
下

仕

へ
な
ど

、

い
と
多

く
召
し
集

 

 
め

て
、
使

は

せ
た

て
ま

つ
り
た

ま

ふ
。

と
あ

る
の
を

は
じ

め
と
し

て
、

「
藤
原

君
」
巻

の
絵

詞

に
見

え
る
滋

野
真
菅

の
娘

た

ち

の
御

前
、

「
春

日
詣

」
巻

の
絵
詞

に
見

え

る
桂
邸

で

の
兼

雅

・俊

蔭

女
夫

妻

の
御

前
、

「
嵯

峨
院

」
巻

の
絵
詞

に
見

え

る
大
宮

の
御
前

、
「
蔵

開

下
」
巻

に
見

え

る
兼
雅

の

一
条
邸

に
住

ま
う

嵯
峨
院

女

三
宮

の
御

前

は

い
ず

れ
も
、

二
十

人

の
女

房

か
ら
構
成

さ
れ

て
お
り

、

『宇

津
保
』
に
於

い

て
は
標

準
的

な
人
数

と

い
え

よ
う
。

 

こ
れ

に
対

し

て
、

御
前

の
人

数

が

二
十

人

を
超

え

る
場
合

を
見

て

い
く

と
、
「
藤

原
君

」
巻

に
見

え
る
あ

て
宮

並
び

に
仁
寿

殿

の
女
御

の
御
前

、
「吹

上
上
」
巻

に
見

え

る
種
松

邸

で

の
涼

の
御

前
、

「
国
譲

下
」
巻

に
見
え

る
春

宮

参
内

の
供
人

が

い
ず

れ
も

三
十
人

、

「楼

の
上
上
」
巻

に
見
え

る
秘

琴
伝

授

に
際

し

て
京

極
邸

に
移

る
折

の
供

人

が
、
俊

蔭
女

・
犬
宮

・
そ
れ
ぞ

れ

 

(14
)

三
十
人

、
仁
寿

殿

の
女
御

に

つ
い
て
は
、

 

 
女

御
殿

の

み
ぞ
、

こ
れ

は
数

ま
さ

り
た

る
と

い
ふ

べ
き
な

り
。

と
記

さ
れ

て

い
る
。

こ
れ
ら

は
、

い
ず

れ
も

厚
く
遇

さ

れ
て

い
る
人
物

で

あ
り
、

標
準

を
超

え
た
人

数

の
女
房

が

つ
き
従

う

こ
と

で
、
そ

の

い

つ
き

か

し
つ

か
れ
方

の
並

々
な

ら

な

い
こ
と

を

強

調

し

て

い
る

と
考

え

ら

れ

る
。

 

殊

に
、

あ

て
宮

に

つ
い
て
は
、

「
あ

て
宮
」
巻

に
見
え

る
東
宮
参

入

の
準

備

の
様

子

が
、

 

 
御

調
度

、
御

装

ひ
を
、

麗
し

く
清

ら

に
調
ぜ

ら
れ
、

御
供

人
、

大
人

 

 

四
十

人
、

み
な

四
位
、

宰
相

の
娘

、
髪

丈

に
あ
ま
り

、
丈

よ

き
ほ

ど

 

 

に
、
手

書

き
、
歌

詠

み
、

こ
と
、

き

ん
弾
き
、

人

の

い
ら

へ
す
る

こ

 

 

と
、
み
な
上

手
、
歳

二
十
余

の
内

、
唐
綾

、
た
だ

の
絹

一
つ
混
ぜ

ず
、

 

 

み
な
赤

色

、
童

六
人
、

五
位

の
娘

、
十

五
歳

の
う
ち

、

か
た

ち
、
す

 

 

る
わ
ざ

、
大

人

の
ご

と
く
、

装
束

、
唐
綾

の
赤

色

の
五
重
襲

の
上

の

 

 
絹

、
綾

の
上

の
袴

、
袷

の
袴

、
綾

の
袖
着

た

り
。
下

仕

へ
八
人

、
手

 

 
織

り

の
絹

は
混
ぜ

ず
、
檜

皮

色

に
紅
葉

襲
、
侍

の
娘

。
樋

洗

ま
し

二

 

 

人
、
皆

か
く

の
ご

と

し
。

と
詳
述

さ

れ
、

ま
た

「
国
譲

上
」

巻

に
見

え
る
、

伯
父
季

明

の
喪

に
服

す

る
た

め
里

邸

に
退
出

す
る
折

の
供

人

が
、

 

 
御

車

二
十

、
大

人
四
十

人
ば

か
り
、
童

、
下

仕

へ
八
人
、

樋
洗

し

二

 

 

人
。

と
記

さ

れ
る
な

ど
、

そ

の
権

勢

を
示

す

べ
く

四
十

人
も

の
女
房

が
配

さ

れ

て

い
る
。

『宇
津

保
』
に
於

け

る
集

団

と
し

て

の
女

房

の
叙

述

は
、

そ

の
人

数

の
多

寡

に
よ

っ
て
、

主

の
置

か

れ
た

状

況

を
端

的

に
物

語

る

も

の

で

あ

っ
た
。

 

こ
れ

に
対
し

て
、

『
源
氏

物
語

』
の
場
合

に

は
総

じ

て
、

『宇

津
保

物
語

』

の
よ
う

に
即
物

的

・
羅
列

的
な
描

写

は
し

な

い
姿

勢
が
見

ら

れ

る
こ
と

か

ら
、

女
房

に
関

す

る
叙

述

に
於

い
て
も
、

実
数

に
は
言

及
し

な

い

の
が
常

態

で
あ

る
。

一
例
を

あ
げ

れ
ば

、
「
梅

枝
」
巻

に
見

え

る
明

石

の
姫

君

の
裳

着

の
条

り
。
姫

君

は
勿

論
、

養

母

で
あ

る
紫

の
上
、
腰
結

役

で
あ

る
秋
好
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中

宮

な
ど

の
女
房

が

一
堂

に
会

す

る
華

や
か
な
場

面

で
あ

る

の
に
も

か
か

わ
ら
ず

、

 

 
御

方

々

の
女
房

お
し
あ

は

せ
た

る
、
数
し

ら
ず

見
え

た
り
。

の

一
文

で
あ

っ
さ
り

と
片
付

け
、

そ

の
衣

装

へ
の
言

及
は

お
ろ

か
、
人

数

す
ら

記
さ

れ
な

い
の
で
あ

る
。

 

こ
の
よ
う

に

『
源
氏

』

に
於

い
て
は

省
筆

さ
れ

る
こ
と

の
多

い
群
衆

と

し

て
の
女
房

の
叙

述

で
は
あ

る
が

、
珍

し
く
丁

寧

に
描

写

さ
れ

る
場
面

も

存

在

す
る
。

「
葵

」
巻

で
葵
上

の
喪

が
明

け

て
、

源
氏

が
左
大

臣
邸

を
辞

す

る
条

り

に
、

 

 

う
ち
見

ま

は
し

た
ま

ふ

に
、
御

几
帳

の
背
後

、
障

子

の
あ

な
た

な
ど

 

 

の
開
き

通

り
た

る
な
ど

に
、
女

房

三
十
人
ば

か
り
お

し

こ
り
て
、

濃

 

 

き
薄

き
鈍
色

ど
も

を
着

つ

つ
、

み
な

い
み
じ
う

心
細
げ

に
て
う

ち
し

 

 

ほ
れ

つ

つ
ゐ
集

ま
り

た
る
を

、

い
と
あ

は
れ

と
見
た

ま

ふ
。

と
あ

り
、

「宿

木

」
巻

に
見

え
る
匂

宮

の
正
室

と
な

っ
た
夕

霧

の
六

の
君

の

様

子

と
し

て
、

 

 

よ
き
若

人

ど
も

三
十
人

ば

か
り
、

童
六
人

か

た
ほ
な

る
な

く
、
装

束

 

 

な
ど

も
、
例

の
う

る

は
し

き
こ
と

は
目
慣

れ

て
思

さ

る

べ
か
め

れ
ば
、

 

 

ひ
き
違

へ
、
心
得

ぬ

ま

で
好

み

そ
し
た

ま

へ
る
。

と
あ

る

の
が
、

そ
れ

で
あ

る
。
前

者

は
葵

の
上

が
后

が

ね
と
し

て
大

切

に

養

育

さ
れ

た

こ
と
、
婿

取

っ
た
源

氏

と
も
ど

も
左
大

臣
家

が

か
し
つ

い
た

こ
と
を
思

い
起

こ
す

よ
す

が
と

し

て
、
後

者

は
中
君

を
圧
倒

す

る
六

の
君
、

更

に
は
そ

の
父

た

る
夕

霧

の
権
勢

を
示

す
も

の
と

し

て
機

能
し

て

い
る
。

 

ま
た
、

「
蓬
生

」
巻

で
は

源
氏
須

磨
流

離

の
後

の
末

摘
花

の
生

活

に

つ
い

て
、

 

 

す

こ
し
も

さ

て
あ
り

ぬ

べ
き
人

々
は
、

お

の
つ

か
ら
参

り

つ
き
て
あ

 

 
り

し
を

、

み
な
次

々

に
従

ひ
て
行

き
散

り

ぬ
。

女
ば

ら

の
命

た

へ
ぬ

 

 
も

あ

り
て
、

月
日

に
従

ひ
て
は
、

上
下

の
人
数

少

な
く

な
り

ゆ
く
。

と
記

す

こ
と

に
よ
り
、

そ

の
窮

乏

の
様

を
描

き
出

し

て

い
る
。

こ

の
よ
う

な

人
少

な
な

状
態

は
、

不
如
意

を
表
す

ば

か
り

で
は
な

く
、
大

き

な
事

件

の
引

き
金

と
も

な

っ
て

い
く
。

 

す

な
わ

ち
、

「若

菜
下

」
巻

で
、
女

三
宮

の
も

と

に
柏
木

が
忍
び

入

る
、

そ

の
背

景

と
し

て
は
、
二
条
院

で
病

に
臥
せ

る
紫

の
上

の
看
病

の
た
め

に
、

そ
も

そ
も

六
条
院

が
人
少

な

で
あ

っ
た

こ
と
、
そ

れ

に
加

え

て
、

翌
日

の

賀

茂
祭

の
御

襖

の
た

め
に
、
斎

院

に
差

し
上

げ

る
女
房
十

二
人

や
見
物

に

出

掛

け
る
女

房

た
ち
が

そ

の
準

備

に
忙

し
く

、
宮

の
御
前

が

手
薄

に
な

っ

て

い
た

こ
と
が
描

か
れ

て

い
る
。
蹴
鞠

見
物

に
夢
中

と

な

っ
て
、

宮

の
姿

を

柏
木

た

ち

に
見

せ

て
し
ま

っ
た
場
面

と

い

い
、

日
頃

か
ら

粗
忽

さ

の
目

立

つ
三
宮

の
周

辺

で
は
あ

る
が
、

こ
こ

で
も
そ

の
心
用
意

の
無

さ
が
災

い

を
招

く

の
で
あ

り
、
そ

れ
を
象

徴
す

る

の
が

御
前

の
人
少

な

さ

で
あ

っ
た
。

 

『源

氏
物

語
』
に
於

い
て

は
標

準
的

な
人
数

が

ど

の
あ

た

り

に
設

定

さ
れ

て

い
る

の
か
さ

し
示

す
記
述

は
見
出

だ
せ

な

い
も

の
の
、
先

掲

の
葵

上
や

六

の
君

の
例

か
ら
推

し
量

る

に
、

『宇

津
保

』
同
様

二
十

人

と
考

え

て
差

し

支

え

な

い
の

で
は
な

か
ろ
う

か
。

 

『堤

中
納

言
物
語

』
の

一
篇

「貝

あ
は

せ
」
に
は
、
母

の
な

い
姫

君

の
窮

状

に
同
情

し

て
立

派
な

洲
浜

を
届

け
た
蔵

人
少
将

が
女

の
童

の
手

引

き

で

邸
内

に
忍
び

入

り
、
姫

君

の
御

前

を
見
通

し
た
様

が
次

の
よ
う

に
描

か

れ

て

い
る
。

 

 

た
だ

同
じ

ほ
ど

な
る
若

き
人

ど
も
、
二
十

人
ば

か
り
、
さ
う

そ

き

て
、

 

 

格

子
あ
げ

そ

そ
く
め

り
。

喜

び

に
沸

き
返

る
様

に
幼

さ
は
隠

せ
な

い
も

の

の
、
弟

君

一
人

し

か
頼

る
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者

の
な

い
姫

君

に
も

二
十

人

の
若
人

が
仕

え

て
い
た

こ
と
が

わ

か
る
。

 

後

期
物
語

に
於

い
て
も
、
標

準

は
二
十
人

で
あ

っ
た

と
憶

し
く
、
『
狭
衣

物

語
』

巻

一
に
見

え
る
今

姫
君

の
御
前

、
同

じ
く
巻

三

に
見

え
る

一
条
宮

か

ら
堀
川

関
白

邸

へ
迎

え
取

ら

れ

る

一
の
宮

の
供

人
、

『浜

松
中

納

言
物

語
』
巻

三

で
衛
門
督

が
大

弐

の
女
を

迎
え
取

る
場

面

で
の
供
人

が

い
ず

れ

も

二
十
人

あ
る

い
は

二
十

人
ば

か

り
と
記

さ
れ

て

い
る
。

 

ま
た
、

『
源
氏
』
の
手

法
を
受

け
継

い
で
、

窮
乏

の
様

を
語

る
際

に

は
人

少

な
で
あ

る

こ
と
が
語

ら
れ

る
。

た
と
え
ば

、

『
浜
松
』
巻

三

に
見

え

る
吉

野

の
尼
君

と
姫
君

に
仕

え

て

い
た
女

房
た

ち

に

つ
い
て
、
次

の
よ

う

に
あ

る
。

 

 

さ

ぶ
ら
ふ
人

々

の
、
わ
つ

か

に
五
六

人
ば

か
り
あ

る

に
も
、
何

を
頼

 

 

み
ど

こ
ろ

に
て

か
は
、

い
と

か
う
た

づ
き

な
う
、

わ
び

し
き

山

の
末

 

 

に
は
過

ぐ
す

べ
か
ら
む

と
、

い
み
じ

う
心
苦

し
う

と
も
、

な

ほ

か
く

 

 

て
は
永

ら

へ
が
た

く

こ
そ

な

ど
、
な
げ

き

つ
る
心

地
ど

も
も

、
あ

き

 

 

れ

い
た
き

ま
で

お
も

ひ
よ

ろ

こ
び
た

る

こ
と
、
た

と

へ
む
か

た
な

し
。

中
納

言

の
援

助

に
よ

っ
て
持

ち
直
す

あ
た

り
ま

で
も
含

め

て
、

末
摘

花
物

語

の
焼
き
直

し

と

い

っ
て
差
し

支

え
な

い
の

で
は
あ

る
ま

い
か
。

 

ま
た

『夜

の
寝
覚

』
巻

二
で
、
大

君
方

か
ら
圧
迫

さ
れ

て

い
る
中

君

の

様
子

を
宰
相
中

将

が
父

入
道

に
報
告

す

る
場

面

で
も
、

女
房

た
ち

が
暇

を

と

っ
て
里

へ
下
が

っ
て
し
ま

い
、
御
前

に
は
五

六
人
し

か
侍

し

て

い
な

い

状
況

が
語

ら
れ

て

い
る
。

 

逆

に
手
厚

い
場
合

と
し

て
は
、

『夜

の
寝

覚
』
で
は

三
十
人

が
用

い
ら
れ

て
お
り
、
巻

一
に
見
え

る
中
宮

の
御

前
、

同
じ

く
巻

一
に
見

え

る
男
君

と

の
婚

儀

に
備

え

る
大
君

の
御
前

、
巻

三

に
見
え

る
督

の
君
参
内

の
た

め
集

め

ら
れ
た
供

人
が

い
ず

れ
も

三
十
人

と

さ
れ

て

い
る
。

『
狭

衣
物
語

』
巻

三

で
今

姫
君

の
寝
所

に
宰

相
中

将
が

忍
び

入

っ
た
折

に
、

 
 
帳

の
帷
子

を
か

か
げ

て
、

こ

の
こ
ろ
参

り
集
ま

り
た

る
女

房

、
あ

る

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

(20
)

 
 

限
り

二
十
余

人
、

我
も

我
も

と
重

な
り

ゐ

て
見

る
な

り

け
り
。

と
記

さ

れ
る

の
も
、
参

内

の
準
備

に
あ

た

っ
て
今
参

り

の
女
房

た

ち
を
集

め

て

い
た

と
解

さ
れ

る
が
、

彼
女

た
ち

が
揃

っ
て
無
作

法

で
、

様

子
を

見

に
や

っ
て
来

た
洞
院

の
上

に
た

し
な

め
ら
れ

る

の
も
、
母

代

と
今

姫
君

の

無
分

別

さ
を
象
徴

し

て

い
る
。

 
注

目

す

べ
き
は
、

『
浜
松
中

納

言
物
語

』
巻

五

に
見

え

る
関
白

の
姫
君

の

東
宮

入
内

の
条

り
、

 
 

儀
式

あ

り
さ
ま

は
、
世

の

つ
ね
な

ら
ず

、
女
房

五
十

人

、
童

女
、

下

 
 

仕

へ
八
人

つ

つ
、
世

に
知

ら

ぬ
さ
ま

に
こ

ち
た
う
も

て
な

さ
れ
給

ふ

 
 

さ

ま
、

か
た
は

ら

に
ま
た
人

た

ち
な
ら

ぶ

べ
き
や
う

も

な
し

。

及
び

、

『狭

衣
物

語
』
巻

三

に
見

え
る
斎
院

源

氏

の
宮

の
本

院
渡

御

の
御
襖

の
準

備

の
条

り
、

 
 

世

の
人

の
ご
と
ご

と

し
き
あ

り

さ
ま

に
思

ふ
ら
む

し
る

し

に
、
出

だ

 
 

し
車

の
飾

り
な

ど
、
例

に
は
ま

さ
り
た

ら
ん

を
見

よ

か
し
と

て
、

や

 
 

が

て
候

ふ
人

々
、
数

を
引

き
続
く

べ
く

も
思

し
掟

て
け

る
。

や

む
ご

 
 

と

な
き
人

は
、
女

別
当

、
宣

旨
な

ど
、
人

々
同

じ

と
、

い
ま

四
十

人
、

 
 

童

八
人
乗

る

べ
き
車

は
、
透

き
通

り

て
、
隠

れ
な
く
あ

る

べ
き
よ

し
、

 
 

簾

も
上
が

り

て
、
我

も
我

も
と
、

心
を

尽
し

た
る

に
、

い
か
ば

か
り

 
 

め

で
た

か
ら
ん
ず

ら

ん
。

で
あ

る
。

 
前

者

は
当
代

き

っ
て

の
姫
君

の
権
勢

に
、

そ

の
様
子

を
耳

に
し
た
吉

野

姫

君
が
我

が
身

の
は
か

な
さ
を

思

い
知

る
場

面

で
あ
り

、
後

者

は
堀
川

関

白

が
通
例

よ

り
は
華

や

か

に
と
心
掛

け

て
、

常

か
ら

お
仕

え
し

て

い
る
女
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房

た

ち
を
そ

の
ま

ま
渡
御

の
列

に
参

加

さ
せ
た
結

果

と
あ

る
。
「
い
ま
四
十

人

」
を
加

え

た
総
勢

が
何

人

な

の
か
、
新

全
集

の
底

本

で
あ

る
深
川

本

の

形

で

は
判

然

と
し

な

い
。

こ
の
部
分

を

旧
東
京
教

育
大

学
国

語
国
文

学

研

究

室
蔵

本

で
掲

げ

る
と
次

の
様

に
な

る
。

 

 

「
世

の
人

の

い
と

こ
と
ご

と
し
う
言

ひ
思

ふ
ら

む
し

る
し

に
は
、
出

 

 

し
車

の
数

な

ど
、
例

に
は
ま

さ
り

た
ら

む
を
見

よ
か

し
」
と

て
、

や

 

 

が

て
女
房

の
候

ふ
限

り

を
引

き
続

く

べ
う

そ
、

お
ぼ

し
掟

て
け
る

。

 

 

や
む
ご

と
な

き
人

々
十

人
ば

か
り

は
、
女

別
当

な
ど

の
同
じ
糸

毛

に

 

 

て
、
今

四
十
人

、

わ
ら

は

八
人
乗

る

べ
き
車

は
、

所

々

に
透

き
と

ほ

 

 

り

て
隠

れ
な
う

め

で
た

う
し

て
参

ら
す

べ
き
よ

し
、
受
領

ど

も

の
あ

 

 

た
り

て
、

我

も
我

も

と
心
を

尽
く

し
た

る
、
げ

に
い
か

に
め
で
た

か
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り
け
む
。

上
藤

の
女
房
十

人

と
そ

れ

に
次
ぐ

女
房

四
十
人

で
、

『
狭
衣

物
語
』

同
様

、

総
勢

五
十
人

と

い
う

こ
と

に
な

る
。
た

だ
、
五
十
人

と

い
う

女
房

の
数

は
、

後

述

す
る

よ
う

に
史

実

と
照

ら

し
合

わ
せ

て
も
破
天

荒
な
数

字

で
あ

り
、

い
か
に
も
後

期
物
語

ら

し

い
思

い
切

っ
た
誇
張

で
あ

る
と

見
倣

し
た

い
。

 

作

り
物
語

に
較

べ
る

と
な

に
が
し

か
の
写
実

性
を
有

す

る
と
思

わ
れ

る

女
流

日
記
な

ど

の
場
合

は
ど

う

か
。
女

房

の
数

に
言

及
す

る
も

の
は
思

い

の
外
少

な

い
。
中

で

『
紫
式

部

日
記
』

に
は
、

敦
成
親

王

の
出
生

の
前

日

に
参
集

し
た

女
房

を
「
四
十
余

人
」
、
道

長
主
催

の
五
日

の
産

養

の
折

に
御

帳

の
東

面

に
居
並

ん
だ

女
房

が

「
三
十
余

人
」

(
こ
の
他

に
御

膳

を
供

す
る

た

め
に
髪
上
げ

を

し
た

女
房

が

八
人
)
、
中
宮

の
内
裏

還
啓

に
居

並
ん
だ

女

房
が

「
三
十
余

人

」

(
こ
れ

に
加

え

て
内

裏

の
女
房

が
十
余

人
)
、

敦
良

親

王

の
御

五
十

日

に
中
宮

方

に
参
集

し

た
内
裏

の
女

房
が

「
十
七

人
」

と
記

さ

れ
て

い
る
。

い
ず

れ
も
綺

麗

な
数
字

で
は
な
く

、
中
途

半
端

な

と
こ

ろ

が
逆

に
真
実

味

を
感

じ

さ
せ
る
。

 
後
代

の
例

に
は
な

る
が

『
讃
岐

典
侍

日
記
』

に
は
堀
河

天
皇

の
病
床

に

侍
す
女

房

た

ち

に

つ
い
て
次

の
様

な
記

述
が

見
え

る
。

 
 

そ

の

こ
ろ
し
も

、
上

萬

た
ち
、

さ
は

り
あ

り
て
さ

ぶ
ら

は
れ
ず

。
あ

 
 

る

は
子
う

み
、

あ

る
は
母

の

い
と
ま
、

い
ま

ひ
と

り
は
、

と

く
よ

り

 
 

も

こ
も

り
ゐ

て
、
こ
の
二

三
年

参

ら
れ
ず

。
御

乳
母

た

ち
、
藤

三
位
、

 
 

ぬ
る
み
ご

こ
ち
わ

づ
ら

ひ
て
参

ら
ず
、

弁

の
三
位

は
、
東

宮

の
母

も

 
 

お

は
し

ま
さ

で
お

ひ
た

た
せ
た

ま

へ
ば

、
心

の
ま

ま

に
さ
ぶ

ら
は

る

 
 

べ
く

も

な
き

に
あ

は
せ

て
、
そ

れ
も
、

こ

の
ご

ろ

お

こ
り
ご

こ
ち

に

 
 

わ
づ

ら

ひ

て
。

た

だ
、
大

弐

の
三
位
、

わ
れ

具
し

て
、

み
た

り
ぞ

さ
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ぶ

ら
ふ
。

盛
儀

の
場

と

は
異
な

る

が
、
参

集
す

べ
き
立

場

で
あ

っ
て
も
、

さ

ま
ざ

ま

な

障

り

に

よ

っ
て
参

る

こ
と

が

で
き

な

い
者

も

多

い
こ

と
が

よ

く

わ

か

る
。
参
内

・
出
産

と

い

っ
た
場

面

に
於

い
て
も
、

必
ず

し
も
整

っ
た
数

に

は

な
ら

な

か

っ
た

の
が

現
実

で
あ

っ
た

の
で
は

な
か

ろ
う

か
。

 

ま
た
、

『枕

草

子
』
に
見
え

る
正
暦

五
年

二
月

の
道

隆

に
よ

る
法

興
院

一

切
経

供
養

の
記
事

に
は
次

の
様

に
あ

る
。

 
 

御
車

こ

め

に
十

五

、

四

つ
は
尼

の
車
、

一
の
御
車

は
唐
車

な

り
。

そ

 
 

れ

に

つ
づ

き
て
ぞ

尼

の
車

、
後

口
よ
り
水
晶

の
数
珠

、
薄

墨

の
裳

、

 
 

袈
裟

、

衣
、

い
と

い
み
じ
く

て
、
簾

は
あ
げ

ず
、

下
簾

も
薄
色

の
す

 
 

そ
す

こ
し
濃

き
、

つ
ぎ

に
女
房

の
十

、
桜

の
唐
衣

、
薄
色

の
裳
、

濃

 
 

き
衣

、

香
染

、
薄
色

の
う
は
着

ど

も
、

い
み
じ
う

な
ま

め

か
し
。

日

 
 

は

い
と
う

ら
ら

か
な

れ
ど
、
空

は
緑

に
霞

み
わ

た
れ

る
ほ

ど

に
、

女

 
 

房

の
装

束

の

に
ほ

ひ
あ

ひ
て
、

い
み
じ

き
織
物
、

色

々

の
唐

衣

な
ど

 
 

よ
り

も
、

な
ま

め

か
し
う
を

か
し

き

こ
と
か
ぎ

り
な

し
。
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関

白
殿
、

そ

の

つ
ぎ

つ
ぎ

の
殿
ば

ら
、

お
は

す
る
限

り
、

も

て
か

し

 

 
づ

き

わ
た
し

た
て
ま

つ
ら

せ
た
ま

ふ
さ

ま
、

い
み
じ
く

め

で
た
し
。

 

 

こ
れ
を

ま
つ
見

た
て

ま

つ
り
、

め

で
さ

わ
ぐ
。

こ
の
車

ど
も

の
二
十

 

 
立

て
な

ら

べ
た

る
も
、

ま
た

を

か
し
と
見

る

ら
む

か
し
。

東

三
条

院
詮

子
が
道
隆

邸

に
到

着

し
た
場

面

で
あ

る
が
、

女
院

一
行

の
車

は
十
五

台
、
内

十
台

が
女
房

の
乗

用

で
あ
る
。

対

す
る

「此

車

共
」

(定

子

の
他
貴

子
や
妹

た

ち
付

き

の
女
房

も
含

む

の
で
あ

ろ
う
)
は

二
十
台

。
「
四

人
づ

〉
、
書

き
立

て
に
し

た
が

ひ
て
」
呼
ば

れ

て
乗

せ
ら

れ
た

と

い
う
が
、

き

っ
か
り

四
人

つ

つ
乗

っ
て

い
た

か
ど

う

か
は
判
然

と

し
な

い
。
作

り
物

語

の
よ
う

に
四
十
人
、

八
十

人
と

記
さ
ず

に
、

牛
車

の
台

数

で
済

ま
せ

る

あ
た

り
が

『紫

式
部

日
記
』

同
様

、
実
情

に
即
し

て

い
る
よ
う

に
思

わ

れ

る

の
で
あ

る
。

 

以
上

の
例

の
内

に
見

え

た
四
十

人
と

い
う
女

房

の
人
数

が
担

っ
て

い
る

意
味
を

も

っ
と
も
雄
弁

に
物

語

る
の

は

『
栄
花

物
語

』

の
叙
述

で
あ

る

と

思
わ

れ
、
節
を

改

め
て
考
察

し

て
み
た

い
。

四
十
人
の
女
房
の
意
味

ま
ず

、
「
か
が
や

く
藤
壺

」
巻

に
見

え
る
彰

子
入

内

の
記
事

を
掲
げ

る
。

 
女

房

四
十

人
、
童

女

六
人
、

下
仕

六
人

な
り
。

い
み
じ

う
選

り
と

と

 

の

へ
さ
せ
た
ま

へ
る

に
、

か
た

ち
、
心

を
ば

さ
ら

に
も

い
は
ず

、

四

 
位

、
五
位

の
女

と

い

へ
ど
、

こ

と

に
交

ら

ひ
わ

ろ
く
、
成

出

き
よ
げ

 

な
ら

ぬ
を
ば
、

あ

へ
て
仕
う

ま

つ
ら

せ
た
ま

ふ

べ
き

に
も
あ

ら
ず

、

 

も

の
き
よ
ら

か

に
、
成

出

よ
き
を

と
選

ら
せ

た
ま

へ
り
。

さ
る

べ
き

 
童

女
な

ど
は
、

女
院

な
ど

よ
り
奉

ら

せ
た
ま

へ
り
。

こ
れ

は
や
が

て

 

こ

の
た
び

の
童
女

の
名

ど
も

、
院

人
、
宮

人

、
殿
人

な

ど
や

う

に

つ

 

 

け
集

め

さ
せ

た
ま

へ
り
。

四

・
五
位

の
娘

で
あ

っ
て
も
厳

し
く

選
り

整

え
た

こ
と
、

女

の
童

に

つ
い

て
は
宮

11
彰

子
方

で
集

め
る
ば

か
り

で
は

な
く

、
院

"
東

三
条

院
詮

子

の

方

か
ら
も
、
殿

目
道

長

の
方

か
ら
も
融

通

し
た

こ

と
が
わ

か

る
。

 

実

は
、

『栄
花

物
語

』
の
中

で
四
十

人

の
女
房

が
描

写
さ

れ

る

の
は
、
入

内

及
び
東

宮
参

入
記

事

に
限
ら

れ

て

い
る
。

そ
れ

ぞ
れ

の
供
人

を

一
覧

に

す
る

と
次

の
様

に
な
る
。

①
彰
子

②
妖
子

③
威
子

④
嬉
子

⑤
禎
子

大
人

40
 
童

女

6
 

下
仕

6
 

 
(
入
内
)

大
人

40
 

童

女

6
 

下
仕

4
 

 
(東
宮

参

入
)

大
人

40
 
童

女

6
 

下
仕

6
 

 
(
入
内
)

さ

き
ざ

き

の
御

参
り

に
異

な

ら
ず

(東
宮

参

入
)

さ

き
ざ

き

の
御

参
り

の
ご

と

し
 

 
(東
宮

参

入
)

⑤

に
あ
げ

た
禎

子
内

親

王

の
東
宮

敦
良

親

王
参

入

に

つ
い
て

は
、
童

女

の

装

束

を
頼

通

が
、
下

仕

の
装
束

を
教

通
が

整

え
た

と
あ
り

、
下

仕

に

つ

い

て
は

四
人
分

で
あ

っ
た

こ
と
が

記

さ
れ

て

い
る
。
従

っ
て
、
東

宮
参

入

の

場
合

に
は
、

妖
子

の
折
同

様
、

下
仕

の
人

数

は
入
内

の
場

合

の
そ

れ
よ

り

も
少

な

い
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

こ
の
供
人

の
数

字

に

つ
い
て
は
、
新

全
集

の
頭
注

が
、
「当

時

は
あ

ら
ゆ

る
儀

式

が
前

例

に
従

っ
て
行

わ

れ
た

と

い
え

る
が
、

『
栄
花

』
か
ら
も
彰

子

の
例

が
基
準

に
な

っ
て

い
る
ら

し

い
こ

と
が

わ

か
る
。

た
だ
し

、
そ

れ
は
男

性
官

人

た
ち

に
よ

る
儀
式

の
前

例
遵

守

と
は
異

な
り
、

既
述

の
類
似

記
事

に
よ
り

つ
つ
書

く

と

い
う

『栄

花
』

の
叙
述

法

に
よ

る
も

の
で
あ

ろ
う
。
」

と
指
摘

し

て

い
る
。

 

ま
た
単

に
人
数

の
多

さ
ば

か
り

で

は
な
く
、

質

に
も

心
を

砕

い
て

い
た

こ
と

は
勿
論

で
あ

り
、

そ
れ

が
次
第

に
加

熱

し

て

い

っ
た
様

は

「
あ

さ
み

ど
り

」
巻

の
威

子
入
内

の
記
事

に
述

べ
ら
れ

て

い
る
。
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大
人

四
十

人
、
童

女
六

人
、

下
仕
同

じ
数

な

り
。

は
じ

め

の
宮

々
、

 
 

摂
政

殿
な

ど

に
、

皆
人

々

こ
み
参

り
て
、

今

は
え

し
も

や
と
思

し
め

 
 

し

つ
れ

ど
、
い
つ

れ
も

恥
な

き
人

々
多

く
参

り

こ
み
た

り
。
童

女
は
、

 
 

そ

の
夜

の
御
車
寄

す

る
ま

で
選
り
調

へ
さ
せ

た
ま

へ
る

ほ
ど
、

推
し

 
 

は
か
る

べ
し
。

二
宮

の
御
参

り

の
を
り

を
り

の
こ
と
を

ぞ
、
世

語

に

 
 

人

々
聞

え
さ
す

め
る
を

、

こ
れ
は
今

す

こ
し
勝

り

た
り
。

世

の
中

の

 
 

人

の
御

心
掟

、
昨

日

に
今

日
は
勝

り

て

の
み
あ
る

わ
ざ

な
れ
ば

、

よ

 
 

う
つ
そ

れ

に
し

た
が

ひ
て

め
で
た

し
。

「
は
じ

め

の
宮

々
」

「
二
宮

」
と

は
、
彰

子

・
妖
子

の

こ
と
を
指

す
。

既

に

多

く

の
方

の
た
め

に
し

か
る

べ
き
女
房

た
ち

は
集

め
尽

く
さ

れ

て
し
ま

っ

た

の

で
は
な

い
か
と

の
杞
憂

が
払
拭

さ

れ
る

と

い
う
筆
致

は
、

道
長

女
寛

子

に
小

一
条
院

を
婿
取

る
条

り

に
も
見
受

け

ら
れ
、

『栄
花

』
の
得
意

と
す

る

フ
レ
ー
ズ

で
あ

っ
た
と
憶

し

い
。

 

尚
、

「
わ

か
ば

え
」
巻

に
見

え

る
、
万
寿

二
年

正

月

二
十

三
日

の
皇

太
后

妖

子
大
饗

の
記

事

に
は
、
桂

を
十

八
枚

も

二
十
枚

も
重

ね

た
女
房

た
ち

の

服

装

の
華

美

に

つ
い
て
、
小

野
宮

実
資

か
ら

皮
肉

を
言

わ

れ
た
頼

通
が
妖

子

に
苦
言

を
呈

し
た

こ
と
。

頼
通

自
身

も

こ

の
件

で
道

長

か
ら
叱
責

さ

れ

た
こ

と
が
記

さ
れ

て

い
る
。

「
こ
ろ
も

の
た

ま
」
巻

に
見

え

る
、

翌

万
寿

三

年

五
月
十

九
日

か
ら
枇

杷
殿

で
行

わ

れ
た
故

三
条
院

追
善

の
た

め
の
法
華

八
講

の
記

事
を
参

照

す
る

と
、
こ
の
時

に

は
研
子
方

女

房
た

ち
も

、
「
は
じ

め

の
日
撫

子
を

五

つ
着

て
、

上

に
同
じ
色

の
薄

物
、

織
物

を
着

て
、

菖
蒲

の
唐
衣

、
摺
衣

な
り
。
」
と

あ
り

、
「
世

の
常

の
な

り
」

を
心
掛

け

過
差

を

改

め

た

こ
と
が

わ

か
る
。

『
源
氏
物

語
』

の
女

三
宮

や

『狭
衣

物

語
』
の
今

姫

君

の
あ
は

つ
け

き
女
房

た
ち

の
例

を
引

く
ま

で
も

な
く
、

女
房

た

ち

の

あ
り
方

は
そ

の
ま

ま
主

の
評
価

に
繋

が

る
の

で
あ
り
、

妖

子
や
頼

通

は
慌

て

て
改

善

に

つ
と

め
た

こ
と

で
あ

ろ
う
。

 

こ
れ
ら

の
入
内

あ
る

い
は
東
宮

へ
参
入

し

た
特

別

な
姫

君

に
対

し
て
、

通
常

の
場
合

に
は
大
切

に

か
し
つ

か
れ

た
姫

君

で
あ

っ
て
も
、

そ

の
御
前

は
女

房

二
十

人
、
童

女

四
人
、

下
仕

四
人

と

い
う
構
成

で
あ

っ
た

と
思

わ

れ

る
。

た

と
え
ば

、
「
は

つ
は
な
」
巻

に
見

え

る
、
具

平
親

王
が

后

が
ね

と

し

て
育

て
た
女
隆

姫

に
頼

通

を
婿
取

る
記

事

に
は
、

 
 

女
房

二
十
人

、
童
女

、

下
仕

四
人

つ

つ
、

よ

う
つ

い
と

い

み
じ
う
奥

 
 

深
く

心

に
く

き
御
有

様

な
り
。

と
あ

り
、

「
た
ま

の
む

ら
ぎ
く

」
巻

で
、
頼

通

が
北

の
方

の
妹
中

君

に
、
敦

康
親

王
を
婿

取

る
場
合

も
、

「
も

と

の
し
つ
く

」
巻

で
斉
信

が
后

が

ね
と

し

て
育

て
た
姫

君

に
長
家

を
婿
取

る
場

合

も
同
様

で
あ

る
。

先

に
も
少

し
触

れ
た

「
ゆ

ふ
し

で
」
巻

で
道
長

女
寛

子

に
小

一
条
院

を
婿

取

る
折

や

「布

引

の
滝

」
巻

で
斎

宮
提

子
内
親

王

が
宮
中

の
初

斎
院

に
入
る
折

に

つ
い
て

は
、

い
か
に
選
び

ぬ

か
れ
た

か

の
詳

細

が
語

り
添

え
ら

れ
る
も

の
の
、
女

房

の
人
数

は
や

は
り

二
十
人

で
あ

る
。

 
殊

に
人

少
な

な
場
合

と

し
て

は
、

「
ゆ

ふ
し

で
」
巻

に
、

道
長

女
寛

子

に

小

一
条
院

を
婿
取

ら

れ

て
し
ま

っ
た
堀

河
女

御
延

子

に

つ
い
て
、

 
 

御
前

に
女
房

二
三
人
ば

か

り
さ

ぶ
ら

ひ

つ
れ
ど
、

お
は

し
ま

し

つ
れ

 
 
ば

皆

入
り

に
け

り
。

か
や
す

き
人

々

の
さ

ぶ
ら

ひ
し

か
ど
も

、

こ

の

 
 

ご

ろ
皆
出

で

て
、
え

さ
ら

ぬ
人

々
ぞ

さ
ぶ
ら

ひ
け

る
。

と
あ

る

の
が
注
目

さ

れ
る
。

堀
河
院

の
荒
廃

ぶ
り

と
併

せ
、
顕

光

・
延

子

父
娘

が
後

に
物

の
怪

と
な

っ
て
崇

る

の
も
無

理
な

い
と
思

わ

せ

る
落
魂

の

様

で
あ

る
。

 

ま
た
、

「
く

も

の
ふ
る

ま

ひ
」
巻

に
は
、
寛

徳

元
年
九

月
、

彰

子

の
御

堂

で
あ

る
東

北
院

の
念

仏
会

に
、
章

子
内

親

王
が
渡

御

し
た
折

の
記

事

の

一
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節

に
、

 
 

女
房

十
人
ば

か
り
し

て
忍
び

や

か
な

れ
ど
、

上
達
部

、
殿

上
人

い
と

 
 

多
く

参
り

た
ま

へ
り
。

と

の
叙
述

が
見

え

る
。

「
女

房
十

人
」
と
は
、

内
親

王

の
供

廻

り
と
し

て
は

人
少

な

で

「
忍
び

や

か
」
な

観
が

あ
る
。

し

か
し
な

が
ら

、
「
み
は

て
ぬ
ゆ

め
」

巻

に
見
え

る
、
道

兼

が
養
女

と
し

て
大

切

に
か
し
つ

い
て

い
る

昭
平

親

王
女

に
公
任

を
婿
取

る
場

面

に
、

 
 

二
条

殿

の
東

の
対

を

い
み
じ
う
し

つ
ら

ひ
て
、
恥

な
き

ほ
ど

の
女
房

 
 

十
人

、
童

女

二
人
、
下

仕

二
人
し

て
、

あ

る

べ
き

ほ
ど

に
め
や

す
く

 
 

し

た

て
て
お

は
し
そ

め
さ

せ
た

ま
ふ
。

と
あ

る
様

に
、

そ

の
主

に
よ

っ
て
は
充

分
な

人
数

で
も
あ

っ
た
。
た

だ
、

「
あ

さ

み
ど
り

」
巻

で
道

兼

女
が
威

子

の
も

と

に
出

仕
す

る

に
あ

た

っ
て
、

母
北

の
方

と
相

談
す

る
兄
兼

隆

の
言
葉

に
、

 
 

「
大

人
十

人
、
童

女

二
人
、
下
仕

、
さ

や
う

に
て
あ

へ
は

べ
り

な
ん
。

 
 

帥
殿

の
御

方
、
大

宮

に
参

り
た
ま

ひ

し
、
さ

や
う

に
な

ん
聞
き

た
ま

 
 

へ
し
。
」

と
あ

る
。

「
帥
殿

の
御

方
、

大
宮

に
参

り
た

ま

ひ
し
」
と

は
、
伊

周

の
次
女

周

子
が
彰

子

の
も
と

に
出
仕

し

た
先
例

を
指

す
。

后
が

ね
と

し

て
か
し
つ

か
れ
た
姫

君
た

ち
が
、

家
運

つ
た
な
く

上
萬

の
女

房

に
身

を

や

つ
す
折

の

供

人

で
あ
り
、

こ

こ
で

の

「
十

人
」

と

い
う

数
字

は

い
か

に
も
佗

し
げ

な

様

子
を
与

え

る
。

 

尚
、

三
十
人

の
女
房

の
例

と

し

て
は
、

「
謁
合
」
巻

に
見
え

る
、
長

元
九

年

の

一
品
宮
章

子
内
親

王
御

裳
着

の
準

備

の
記
事

が
あ

る
。
後

一
条

天
皇

の
御

悩

・
崩
御

の
た

め

に
延
引

さ
れ

た
当

日
、
長

暦
元
年

十

二
月
十

三

日

に
参
集

し

た
女

房

の
人
数

に

つ
い
て

は
特

に
言

及

が
見

ら

れ

な

い
も

の

の
、
準
備

の
段

階

で

「
大

人

三
十
人

、
童

女
六

人
が
装

束

」
を

用
意

し
た

こ
と
が
記

さ

れ

て
お
り
、

そ

の
人
数

が
判

明
す

る
。

た
だ

、
三
十

人
す

べ

て
が
章

子
付

き

の
女

房

で
あ

っ
た

の
か
、

上

の
女
房

な
ど

を
含

め

て

の
数

字

な

の
か

は
判

然

と
し

な

い
。

 

以
上
、
考
察

し

て
き

た
と

こ
ろ

に
よ

れ
ば

、
『
栄
花
物

語
』
に
於

い
て
も
、

女

房

の
人
数

は

二
十

人

が
通
例

で
あ

り
、

四
十

人

の
女

房

が

つ
き
従

う

の

は
、
入
内

・
東

宮
参

入

な
ど

の
特
別

な
場

合

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

お
わ
り

に

 

翻

っ
て
、
落

窪

の
君
御

前

の
女
房

の
人
数
を

考

え
て

み
る

と
、
①

そ

の

場

面

に
至

る
ま

で
に
男

君

の
指

示

で
集

め
ら

れ
た
今
参

り

の
女

房

に
よ

っ

て
女
君

の
御
前

は
三
十

人
前
後

で
あ

っ
た
と
思

わ

れ
る

こ
と
、
②

四

の
君

が
九
州

下
向

に
あ

た

っ
て
整

え
た
女

房

の
人
数

が

三
十

人

で
あ

る

こ
と
、

の

二
点

か
ら

、
そ

の
人
数

が

三
十

人
未
満

で
あ

る

と
は
考

え
ら

れ
な

い
。

更

に
、

他

の
文
献

に
見

え

る
例

と
勘

案

す
る

に
、
③

四
十

人

は
、
入

内

・

東

宮
参

入
な

ど

の
特

別

な
場
合

の
数

字

で
あ

る

こ
と
、
④

五
十

人

は
、
後

期

物
語

特
有

の
大

胆
な
誇

張

と
見

受
け

ら
れ

る

こ
と
、

の
二
点

か
ら

、

四

十

人

以
上

で
あ

る
可
能

性
も
考

え

難

い
。

 

従

っ
て
、

男
君

の
庇

護

の
下

で
か
し

つ

か
れ

て
暮

ら
す

女
君

の
御

前

と

し

て
は
、
「
三
十
人

の
女

房
」
こ
そ

が
相
応

し

い
と
結
論

し

た

い
。
そ
れ

は
、

作

り
物

語

に
於

い
て
も

、

ま
た
歴
史

物

語

に
於

い
て
も
、
殊

更

に
厚

く
遇

さ
れ

て

い
る

こ
と
を
物

語

る
数
字

で
あ

り
、
落

窪

の
君

の
到
達

し

た
幸
福

が
俊
蔭

女

た
ち

の
そ

れ
と
等

し

い
こ

と
を
端
的

に
示
す
も

の
で
あ

っ
た
。
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注(1
) 

以

下
、
『落
窪
物
語
』
の
引
用
は
、
藤
井
貞
和
校

注
『落
窪
物
語
 

住
吉
物
語
』

 
 

(新

日
本
古
典
文
学
大
系
18

・
一
九
八
九
年

・
岩
波
書
店
)

に
拠

っ
た
が
、
表

 
 
記

を
私

に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

(2
) 
後

文
で
は
、
中

の
君
付
き

で
、
越
前
守

の
召
人

で
あ

っ
た
と
さ

れ
る
。
構
想

 
 

の
変

化
か
。

(3
) 

「親
し

き
人
」
と
は
和
泉
守

の
妻
で
あ
る

お
ば
を
指
す
。
物
語
後
文

の
お
ぼ

か

 
 

ら
の
手
紙
に
、
「
む
か
し
の
人

(あ
ご
き
の
母
、
お
ば

の
姉
妹
)
の
御

か
は
り
は

 
 

あ
は
れ

に
思
ひ
き

こ
え

て
、
女
子
も
侍

ら
ね
ば
、
む
す
め
に
し
た
て
ま

つ
ら

ん
、

 
 
身

一
つ
は

い
と
や
す
ら
か

に
う
ち
か
し
づ
き
て
据
ゑ
た
て
ま

つ
ら

ん
、

と
思
ひ

 
 

て
、

さ
き
ぐ

も
御
迎

へ
す
れ
ど
も
、
渡
り
給
は

ぬ
こ
そ
う
ら

み
き
こ
ゆ
れ
。」

 
 

と
あ

る
。

(4
) 

宮
内

庁
書
陵
部
蔵
甲
本
を
底
本
と
し
て
、
版
本

二
種
及
び
そ

の
他

の
伝
本

二

 
 
十

三
種
と
の
校
合
を
行
わ
れ
た
、
柿
本
奨
『落
窪
物
語
注
釈
』

(笠
間

注
釈
叢

刊

 
 

15

・
一
九
九

一
年

)

に
拠
れ
ば
、
四
十
人
と
す
る

の
は
、
宮
内
庁
書
陵

部
蔵

本

 
 

甲

・
京

都
大
学
付
属
図
書
館
蔵
近
衛
本

・
京
都
大
学
文
学
部
研
究
室
蔵

本

・
国

 
 
学
院

大
学
蔵
本
・大
阪
府
立
中
之
島

図
書
館
蔵
本

及
び
寛
政

六
年
版
本

で
あ

り
、

 
 

そ
の
他

の
諸
本
及
び
寛
政
十

】
年
版
本
は

「三
十
人
」
と
す

る
。

ま
た
、
神

宮

 
 
文
庫
蔵

本
乙
は

「四
十
三
十
人
」
と

い
う
混
合
本
文
を
と
る

と
い
う
。

(5
)

中

村
秋
香

『落
窪
物
語
大
成
』
・
成
践
學
園
出
版
部

・
一
九
〇

一
年
刊

・
一
九

 
 

二
三
年

再
版
。

(6
)

松

尾
聰
校
注

『落
窪
物
語
 
堤
中
納
言
物
語
』

(日
本
古

典
文
学
大
系

13
・岩

 
 
波
書
店

・
 
九
五
七
年
)。

(
7
) 

三
谷
栄

一
校
注

『落
窪
物
語
 
堤
中
納
言
物
語
』

(日
本
古
典
文
学
全
集

10
・

 
 

小
学
館

・
}
九
七

二
年

)。

(8
) 

三
谷
栄

一
・
三
谷
邦
明
校
注

『落
窪
物
語

 
堤
中
納
言
物

語
』

(新

編
日
本
古

 
 
典
文

学
全
集
17

・
小
学
館

・
二
〇
〇
〇
年
)。

(9
) 

稲
賀

敬
二
校
注

『落
窪
物
語
』

(新

潮
日
本
古
典
集
成

14

・
一
九
七
七
年
)
。

 
 
詳

し
く
は
解
説
で
次

の
様

に
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

 
 
 
底

本

の

「三
十
人
」

は
、
そ
れ
な
り

に
意
味
を
持

つ
も
の
だ

ろ
う
。
多
く

の

 
 

女
性

に
取
り
囲
ま
れ
た
豪
華
な
逸
楽
を
あ

ら
わ
す
慣

用
表
現

と
し
て
は
、
『長
恨

 
 
歌
』

の

「後
宮
佳
麗
三
千
人
」

と
い
う

の
が
あ

る
。

し
か
し

コ
ニ
千
人

の
美

女

 
 
に
か
し
ず

か
れ
て
」

と
越
前
守
が
言

っ
た
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
誇
張

が
ひ
ど
す

 
 
ぎ

る
。
「
三
百
人
」
で
も
ま
だ
現
実
 
味

に
欠
け
る
。
「
三
千
人
」

の
か
わ
り
に

 
 
越
前
守

は

「佳
麗

三
十
人
」

と
も
じ
り
、

そ
の
上
で

「
三
千
寵
愛
在

一
身
」
を

 
 
も
転
用
し

て
生

か
し
た
の
で
あ

る
。

 
 
 
こ
の
よ
う
に
考

え
る
と
、

こ
こ
の
底
本

の

「
三
十

人
」
は
、
諸
本

に
よ

っ
て

 
 
改

め
た
り
す
べ
き
で
は
な

い
。

『長
恨
歌
』
が

『源
氏
物
語
』

の
構
成

・表
現

に

 
 
及

ぼ
し

た
大

き
な
影
響

は
、
改

め
て
述

べ
る
ま
で
も
な

い
。

(10
) 

寺
本
直
彦
校

注
『落
窪
物
語
』

(校

注
古

典
叢
書

・明
治
書
院

・
一
九

八
七
年
)。

(H
) 

柿
本
奨
前
掲
書
↓

(4
)。

(12
) 

藤
井
貞
和
前
掲
書
↓

(1
)。

(13
) 

以
下
、

『宇
津
保
物
語
』
の
引

用
は
、
中

野
幸

一
校

注
『う

つ
ほ
物
語
①
～
③
』

 
 

(新
編

日
本
古
典
文
学
全
集

・小
学
館

・
一
九
九
九
年
～

二
〇
〇

二
年

)
に
拠

っ

 
 
た
が
、
表
記

を
私

に
改

め
た
箇

所
が
あ
る
。

(14
) 

「楼
の
下
」巻

に
見

え
る
、
翌
年
楼

か
ら
下
り
る
際
の
描
写

に
も
、

そ
れ
ぞ
れ

 
 
三
十
人
つ

つ
の
女
房

が

つ
き
従

っ
て

い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。

(15
) 
女
御

の
御
前

と
い
う
こ
と
か
ら
、
後
述
す
る
様

に
、
そ

の
御
前

は
四
十
人
で

 
 
あ

っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。

(16
) 

あ

て
宮

の
御
前

が
四
十
人

で
あ
る
の
は
、
後
述
す
る
様

に
、
彼
女

が
東
宮
妃

 
 
で
あ
る
か
ら
と
考

え
ら
れ
る
。

(17
) 

以
下
、

『源
氏
物
語
』

の
引
用
は
、
阿
部
秋
生

・
秋
山
慶

・
今

井
源
衛

・
鈴
木

 
 
日
出
男
校

注

『源
氏
物
語
①
～
⑥

』

(新
編

日
本
古
典
文
学
全

集

・
小
学

館

・
一

 
 
九
九

四
年
～

一
九
九

八
年

)
に
拠

る
。

(18
) 

引
用

は
、
稲
賀

敬
二
校

注

『落
窪
物
語
・堤
中
納
言
物
語
』

(新

編
日
本
古
典

 
 
文
学
全
集

17

・
小
学
館

・
二
〇
〇
〇
年
)

に
拠
る
。

(19
) 

以
下
、

『浜
松
中
納
言
物
語
』
の
引

用
は
、
池
田
利
夫

校
注

『浜
松

中
納
言
物

 
 
語
』

(新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

27

・
小
学
館

・
二
〇
〇

一
年

)

に
拠

る
。

(20
) 

以
下
、

『狭
衣
物
語
』

の
引
用
は
断

り
の
な
い
限

り
、
小

町
谷
照
彦

・後
藤
祥

 
 
子
校
注

『狭
衣
物
語
①

・
②

』

(新
編
日
本
古
典
文

学
全
集

・
小
学
館

・
一
九
九

 
 
九
年
～

二
〇
〇

一
年
)

に
拠
る
。

(
21
) 

引
用
は
、
鈴
木

一
雄
校
注

『狭
衣
物
語
下
』

(新
潮
日
本
古
典
集
成

74
・
一
九
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八
六
年
)

に
拠

る
。

(22
) 

以
下
、

『紫
式
部
日
記
』
の
引

用
は
、
中
野
幸

一
校
注

『
和
泉
式
部

日
記
 
紫

 
 
式
部

日
記
 
更
級

日
記
 
讃

岐
典
侍
日
記
』

(新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

26
・小

 
 
学
館

・

一
九
九

四
年

)
に
拠

る
。

(23
) 

引
用

は
、
石
井
文
夫
校
注

『和
泉
式
部
日
記

 
紫
式

部
日
記
 
更
級
日
記
 
讃

 
 
岐
典
侍

日
記
』

(新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

26
・
小
学
館

・
一
九
九
四
年

)

に
拠

 
 
る
。

(24
) 

引
用

は
、
松
尾
聰

・永
井
和
子
校
注

『枕
草
子
』

(新
編

日
本
古
典
文

学
全
集

 
 
18

・
小
学
館

・
一
九
九

七
年

)
に
拠

る
。

(25
) 

以
下
、

『栄
花
物
語
』

の
引
用
は
山
中
裕

・
秋
山
度

・
池
田
尚
隆

・福

長
進
校

 
 
注

『栄
花
物
語
①
～
③
』

(新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

・
小
学
館

・
一
九
九
五
年

 
 
～

一
九
九

八
年
)

に
拠

る
。

(26
) 

頼
通
女
寛

子
の
入
内

と
師
実
養

女
賢
子
の
東
宮
参

入
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

 
 
れ

「
さ
る
べ
き
人

々
」

が
集

め
ら
れ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て

い
る
が
、
人
数

に
つ

 
 
い
て
は
言
及
が

な

い
。
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