
【研
究
論
文
】

『無名草子』の女性論-伊勢の御息所を中心に

古
門
香

一

は
じ
め
に

現
存
最
古
の
文
芸
評
論
書
と
目
さ
れ
る

『無
名
草
子
』
の
成
立
は
'
建

久
九
二

1
九
八
)年
か
ら
建
仁
二
二

二
〇
二
)年
と
推
定
さ
れ
て
お
り
､
作

者
に
つ
い
て
は
藤
原
俊
成
'
藤
原
俊
成
女
､
上
覚
､
式
子
内
親
王
が
挙
げ

ら
れ
､
な
か
で
も
藤
原
俊
成
女
と
見
る
の
が
有
力
で
あ
る
1

｡
こ
の
よ
う
な

成
立
背
景
を
有
す
る

『
無
名
草
子
』
の
特
徴
と
し
て
留
意
す
べ
き
は
'
次

の
三
点
と
考
え
ら
れ
る
.

ま
ず
､
作
品
の
話
題
選
択
と
評
価
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
『無
名
草
子
』
は

複
数
の
女
房
た
ち
が
'
こ
の
世
で
捨
て
が
た
い
も
の
'
物
語
､
歌
集
､
さ

ら
に
は
女
性
を
話
題
に
し
て
語
り
合
い
､
評
価
を
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う

な
女
房
た
ち
の
話
題
選
択
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価
内
容
か
ら
'
当
時
の
文

芸

･
美
に
対
す
る
価
値
観
や
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

次
に
､
説
話
の
摂
取
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
先
行
研
究
2

で
多
く
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
'
『
無
名
草
子
』
に
は
物
語
の
影
響

や
説
話
の
摂
取
が

認
め
ら
れ
る
｡
特
に

｢女
性
論
｣
で
は
説
話
を
摂
取
し
加
工
す
る
こ
と
に

よ
り
､
既
存
の
説
話
と
し
て
で
は
な
く
'
｢女
性
論
｣
の
1
端
を
担
う
女
性

像
を
描
き
出
し
て
い
る
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
ら
の
説
話
改

編
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
､
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
話
題
に
対

す
る
価
値
を
明
確
に
示
す
こ
と
に
繋
が
る
だ
ろ
う
｡

最
後
に
作
品
の
形
式
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
女
房
た
ち
が
相
互
に
話
題
提

供
し
な
が
ら
展
開
す
る
形
式
は
､
『
宝
物
集
』
や

『
源
氏
物
語
』
の

｢雨
夜

の
品
定
め
｣
(帯
木
)へ
『大
鏡
』､
『今
鏡
』
に
認
め
ら
れ
る
と
の
指
摘
3

が
既

に
行
わ
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
､
そ
れ
ら
の
先
行
物
語
は
男
性
が
語
り

手
で

あ
っ
た
り
､
話
題
の
中
心
で
あ
っ
た
り
す
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
当
該
作
品

で
は
話
題
の
多
く
が
女
性
と
関
わ
る
内
容
で
あ
り
､
そ
れ
を
女
性
が
語
り
､

女
性
が
聞
く
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
語
り
手
､
聞
き
手
'
話
題
人
物
の

い
ず
れ
も
が
女
性
を
主
軸
に
展
開
し
て
い
る
の
が

『
無
名
草
子
』
の
特
質

の
一
つ
と
理
解
で
き
､
こ
こ
に
当
該
作
品
を
風
上
に
載
せ
る
研
究
的
意
義

が
見
出
さ
れ
よ
う
｡

こ
れ
ら
の
特
徴
に
鑑
み
た
と
き
に

｢女
性
論
｣
が

『無
名
草
子
』
中
で

大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
｢女
性
論
｣
に
つ
い
て
は
早

く
桑
原
博
史
氏
が
全
体
構
成
を
明
ら
か
に
し
て
以
降
､
基
本
的
に
桑
原
論

を
基
調
に
｢女
性
論
｣
研
究
は
展
開
し
て
い
る
4
と
認
め
ら
れ
る
｡
し
か
し
'

そ
れ
ら
の
研
究
に
み
ら
れ
る

｢女
性
論
｣
に
登

場
す
る
女
性
た
ち
の
配
列

や
'
語
ら
れ
る
内
容
と
そ
の
意
図
に
つ
い
て
は
､
女
性
た
ち
の
具
体
的
な

描
か
れ
方
に
即
し
て
今

1
度
考
察
を
加
え
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
｡

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
'
本
稿
は
女
性
た
ち
が
女
性
を
話
題
と
し
て
語
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り
合
い
評
価
す
る
と
い
う

『無
名
草
子
』
の
特
徴
に
着
目
L
t
そ
の
中
心

と
な
る

｢女
性
論
｣
の
分
析
を
通
し
て

『
無
名
草
子
』
の
本
質
の
一
端
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
な
お
考
察
に
際
し
て
は
､
｢女
性

論
｣
の
内
容
や
構
成
'
配
列
の
有
り
様
を
手
が
か
り
に
す
る
の
み
な
ら
ず
'

作
品
全
体
の
構
成
､
配
列
､
さ
ら
に
は
作
者
や
時
代
背
景
に
も
留
意
し
た

い
｡

二

｢女
性
論
｣
で
描
か
れ
て
い
る
伊
勢
の
御
息
所

本
稿
で
は
｢女
性
論
｣
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
女
性
た
ち
の
中
で
も
､

特
に
伊
勢
の
御
息
所
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
加
え
る
｡

二
二

伊
勢
の
御
息
所
の
措
か
れ
方
と
評
価

ま
ず
'
伊
勢
の
御
息
所
が

『
無
名
草
子
』
中
で
ど
の
よ
う
に
措
か
れ
て

い
る
の
か
､
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
評
価
を
得
て
い
る
の
か
を
本
文
に
即
し

て
順
に
整
理
す
る
5
｡

①

｢ま
こ
と
に
'
名
を
得
て
､
い
み
じ
く
心
に
く
く
あ
ら
ま
は
し
き
た
め

し
は
'
伊
勢
の
御
息
所
ば
か
り
の
人
は
'
い
か
で
か
昔
も
今
も
は
べ
ら

む
｡
｣

②

寛
平
法
皇
が
出
家
な
さ
っ
た
後
'
寂
し
く
ひ
っ
そ
り
と
龍
も
っ
て
い
た

(様
子
)

↓

｢た
ぐ
ひ
な
く
い
み
じ
く
お
ぼ
ゆ
れ
｡
｣

③

庭
は
桜
の
花
び
ら
が
散
り
敷
い
て
真
っ
白
で
あ
り
な
が
ら
､
苔
が
あ
ち

こ
ち
に
は
え
て
い
る
｡
邸
は
､
帽
額
の
簾
が
所
々
破
れ
'
古
び
て
い
て

も
の
さ
び
し
い
｡

④

醍
醐
天
皇
の
御
世
に
､
若
宮
の
御
袴
着
の
犀
風
歌
を
依
頼
さ
れ
'
｢散

り
散
ら
ず
-
｣
の
和
歌
を
詠
ん
だ
｡

1

｢返
す
返
す
､
心
も
言
葉
も
め
で
た
く
お
ぼ
え
は
べ
れ
｣

伊
勢
の
御
息
所
へ
の
評
価
が
見
え
る
部
分
は
'
①
と
②
､
④
で
あ
る
｡

③
は
伊
勢
の
御
息
所
の
庭
や
邸
の
様
子
で
あ
る
が
'
こ
の
描
写
は

｢神

さ
び
心
細
げ
な
り
｣
と
い
う
言
葉
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
②
の

｢
つ
れ
づ
れ
に
て
龍
り
居
た
り
け
む
有
様
｣
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
よ

う
で
も
あ
り
'
④
の
和
歌
を
詠
ん
だ
時
の
情
景
描
写
の
よ
う
で
も
あ
る
｡

特
に
④
に
つ
な
が
る
描
写
の
場
合
'
③
が
あ
る
こ
と
で
伊
勢
の
御
息
所
を

ど
の
様
に
読
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

｢女
性
論
｣
中
で
伊
勢
の
御
息
所
と
類
似
し
た
状
況
'
つ
ま
り
華
や
か

な
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
状
況
に
い
る
女
性
と
し
て
､
皇
后

定
子
と
大
斎
院
選
子
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
彼
女
た
ち
の
描
か
れ
方
や
評
価
点

を
手
が
か
り
に
､
③
の
伊
勢
の
御
息
所
の
描
か
れ
方
'
さ
ら
に

｢女
性
論
｣

中
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
い
き
た
い
｡

二
･二

皇
后
定
子
と
大
斎
院
遺
子
の
生
活
と
そ
の
評
価

皇
后
定
子
と
大
斎
院
選
子
の
生
活
に
関
す
る
部
分
と
そ
の
評
価
を
以
下

-13-



に
整
理
す
る
｡

【皇
后
定
子
】

①

中
の
関
白
殿
(父
)が
亡
く
な
り
､
内
大
臣
(兄
)が
流
さ
れ
'
家
が
衰
退

し
て
､
定
子
は
ひ
っ
そ
り
と
不
安
な
様
子
で
い
た
｡

②

頭
の
中
将
が
邸
を
訪
れ
た
と
き
に
､
若
い
女
房
が
き
ち
ん
と
し
て
定
子

に
お
仕
え
し
て
お
り
､
頭
の
中
将
が
定
子
を
軽
く
見
て
い
た
こ
と
を
女

房
た
ち
は
浅
は
か
で
あ
っ
た
と
思
っ
た
｡

③

頭
の
中
将
が

｢庭
の
草
を
払
い
な
さ
い
よ
｣
と
申
し
上
げ
た
ど
こ
ろ
'

侍
女
の
宰
相
の
君
が

『
露
置
か
せ
て
御
覧
ぜ
む
と
て
』
と
答
え
た
｡

1

｢な
ほ
古
り
が
た
く
い
み
じ
く
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま

へ
｡
｣

【大
斎
院
選
子
】

①

老
い
衰
え
て
'
人
が
め
っ
た
に
訪
れ
な
く
な
っ
た
｡

②

殿
上
人
が
そ
っ
と
邸
を
訪
れ
た
と
き
に
'
庭
の
様
子
や
､
大
斎
院
や
女

房
の
行
い
が
風
雅
で
あ
っ
た
｡

1

｢さ
は
'
か
か
る
こ
と
こ
そ
と
'
め
づ
ら
か
に
お
ぼ
え
け
る
'

こ
と
わ
り
な
り
｡
｣

こ
の
よ
う
に
皇
后
定
子
と
大
斎
院
選
子
は
そ
の
生
活
を
取
り
上
げ
て
描

か
れ
､
評
価
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
｡
こ
の
二
人
の
共
通
点
は
､
家
が

衰
退
し
て
も
人
目
が
無
く
て
も
自
分
の
意
思
を
貫
い
て
生
活
を
送
っ
て
い

る
点
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
貫
い
て
い
る
も
の
と
は
風
雅
の
心
で
あ
る
｡

皇
后
定
子
'
大
斎
院
選
子
は
風
雅
の
心
を
忘
れ
ず
に
実
践
し
て
お
り
'
そ

れ
に
対
し
て
評
価
の
言
葉
が
見
ら
れ
る
｡

二
･三

伊
勢
の
御
息
所
と
皇
后
定
子
'
大
斎
院
遺
子
の
比
較

先
に
見
た
皇
后
定
子
､
大
斎
院
選
子
と
伊
勢
の
御
息
所
を
比
較
し
て
み

る
｡
女
房
た
ち
は
'
皇
后
定
子
と
大
斎
院
遊
子
の
生
活
の
中
に
風
雅
の
心

を
読
み
取
っ
て
､
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
伊
勢

の
御
息
所
の
場
合
は
､
庭
や
邸
の
様
子
に
つ
い
て
は

｢神
さ
び
心
細
げ
な

り
｣
と
い
う
言
葉
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
'
女
房
た
ち
も
そ

こ
か
ら
風
雅
の
心
を
感
じ
と
っ
て
い
る
様
子
は
な
い
｡
そ
の
点
で
は
皇
后

定
子
や
大
斎
院
選
子
と
は
異
な
る
o
L
か
L
t
ど
の
様
な
状
況
で
も
自
分

の
意
思
を
貫
き
､
風
雅
を
実
践
し
て
い
た
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
｡

伊
勢
の
御
息
所
は
古
び
て
も
の
さ
び
し
い
よ
う
な
住
ま
い
に
龍
も
っ
て
い

な
が
ら
も
､
素
晴
ら
し
い
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
｡
こ
れ
は
'
皇
后
定
子
や

大
斎
院
選
子
の
様
に
'
ど
の
よ
う
な
状
況
で
も
風
雅
の
心
を
忘
れ
ず
に
実

践
し
た
t
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡

二
･四

伊
勢
の
御
息
所
の
評
価
点

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
'
伊
勢
の
御
息
所
は
'
庭
や
邸
の
情
景
描

写
が
あ
る
こ
と
で
'
世
間
か
ら
離
れ
て
も
の
さ
び
し
い
場
所
で
生
活
し
て

い
る
が
風
雅
の
心
を
忘
れ
ず
に
実
践
し
て
い
る
t
と
い
う
こ
と
を
評
価
さ
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れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
｡
｢返
す
返
す
'
心
も
言
葉
も
め
で
た
く

お
ぼ
え
は
べ
れ
｣
の

｢心
｣
は
単
に
和
歌
の
内
容
や
和
歌
を
詠
む
感
覚
'

心
得
な
ど
で
は
な
く
'
ど
の
よ
う
な
状
況
で
も
風
雅
を
実
践
し
て
い
る
姿

勢
も
含
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

三

｢女
性
論
｣
の
構
成
と
そ
の
主
題

三
二

｢女
性
論
｣
の
構
成
と
主
題

｢女
性
論
｣
の
構
成
に
つ
い
て
は
様
々
に
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

｢女
性
論
｣
全
体
に
つ
い
て
最
初
に
検
討
を
加
え
た
桑
原
博
史
氏
は
｢無

名
草
子
の
女
性
論
｣
(
『
中
古
文
学
』
八
､

一
九
七

一
年
九
月
)で
､
女
性
の

登
場
年
代
､
女
性
論
の
配
列
､
登
場
す
る
女
性
た
ち
の
扱
わ
れ
方
の
差
'

出
典
の
変
形
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡
女
性
の
配
列
に
つ
い
て
は
'
あ
る

女
性
か
ら
の
連
想
で
次
の
女
性
が
語
ら
れ
る
と
い
ぅ
工
夫
が
さ
れ
て
い
る

と
し
て
い
る
｡
ま
た
､
扱
い
の
軽
重
の
差
か
ら
､
女
性
た
ち
は
後
世
に
残

る
和
歌
や
散
文
作
品
を
創
造
し
た
女
性
群
と
'
降
下
し
て
い
く
環
境
の
中

で
優
雅
な
生
き
方
を
く
ず
さ
な
い
心
の
持
ち
主
た
ち
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

に
分
け
ら
れ
る
と
し
､
前
者
か
ら
後
者

へ
と
展
開
す
る
の
に
伴
い
､
｢女
性

論
｣
は
文
化
論
か
ら
人
生
論

へ
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
｡

川
島
絹
江
氏
は

｢女
性
論
-
説
話
の
摂
取
と
受
容
を
中
心
に
-
｣
(
『『源

氏
物
語
』
の
源
泉
と
継
承
』
笠
間
書
院
､
二
〇
〇
九
年
三
月
)で
'
｢女
性

論
｣
の
構
成
は
前
半
に
宮
廷
才
女
群
､
後
半
に
後
宮
貴
女
群
が
配
さ
れ
て

い
る
こ
と
'
そ
し
て
極
楽
往
生
を
遂
げ
た
と
さ
れ
る
大
斎
院
選
子
と
小
野

の
皇
太
后
宮
が
最
後
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
風
雅
に
徹
す
る
こ
と
が

極
楽
往
生
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
が
見
え
る
と
い
う
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
か
ら
も
女
性
た
ち
の
配
列
に
は
作
者
の
意
図
が
あ

る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
｡
先
行
研
究
の
見
解
や
､
女
性
た
ち
の
扱
わ
れ

方
'
つ
ま
り

｢女
性
論
｣
の
内
容
か
ら

｢女
性
論
｣
の
構
成
に
つ
い
て
次

の
よ
う
な
見
通
し
を
持
っ
た
｡

15
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｢女
性
論
｣
に
は
三
つ
の
要
素
が
見
ら
れ
る
｡
｢女
性
｣
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
が
'
｢風
雅
｣
と

｢仏
教
｣
に
つ
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
｡

ま
ず
､
｢女
性
｣
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
｢女
性
論
｣
で
は
様
々
な
女
性

の
あ
り
方

･
生
き
方
を
描
い
て
い
る
｡
そ
の
女
性
た
ち
の
姿
や
女
房
た
ち

の
評
価
か
ら
､
女
性
の
姿
は
以
下
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
る
｡

A

男
性
と
生
き
る
女
性
た
ち

B

男
性
に
引
け
を
取
ら
ず
､
文
芸
や
芸
能
で
活
躍
を
見
せ
る
女
性
た

ち

C

人
間
と
し
て
尊
敬
で
き
る
部
分
を
も
つ
女
性
た
ち

そ
し
て

｢女
性
論
｣
は
A
か
ら
C
へ
と
展
開
し
て
い
る
｡

次
に
'
｢風
雅
｣
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
｢女
性
論
｣
で
は

｢風
雅
｣
が

一

貫
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
和
歌
か
ら
始
ま
り
､
楽
器
や
物
語
な
ど

が
扱
わ
れ
な
が
ら
徐
々
に
生
活
の
中
の
風
雅
へ
と
展
開
し
て
い
く
｡

そ
し
て

｢仏
教
｣
で
あ
る
o
｢仏
教
｣
に
つ
い
て
は
1
貫
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
川
島
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
極
楽
往
生
を
遂
げ

ら
れ
な
か
っ
た
小
野
小
町
が
冒
頭
に
位
置
し
'
極
楽
往
生
を
遂
げ
た
と
さ

れ
る
大
斎
院
遺
子
'
小
野
の
皇
太
后
宮
が
最
後
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に

意
味
が
あ
る
と
考
え
る
｡

こ
の

｢女
性
｣
｢風
雅
｣
｢仏
教
｣
は
､
｢女
性
論
｣
の
主
題
な
の
で
は
な

い
か
｡
当
時
､
仏
教
の
立
場
か
ら
女
性
や
物
語
は
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
い

た
｡
ま
た

『無
名
草
子
』
｢歌
集
の
論
｣
に

昔
よ
り
'
い
か
ば
か
り
の
こ
と
か
は
多
か
め
れ
ど
､
あ
や
し
の
腰
折

れ

一
つ
詠
み
で
'
集
に
入
る
こ
と
な
ど
だ
に
女
は
い
と
か
た
か
め
り
｡
6

と
あ
る
よ
う
に
'
和
歌
の
世
界
で
も
女
性
が
活
躍
す
る
の
は
難
し
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
｡

し
か
し

｢女
性
論
｣
で
風
雅
に
秀
で
て
い
る
女
性
の
姿
を
取
り
上
げ
､

最
後
に
極
楽
往
生
を
遂
げ
た
女
性
を
配
置
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
｢女
性
｣
｢風

雅
｣
r仏
教
｣
は
共
存
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
示
し
た
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
『無
名
草
子
』
の
作
者
は
藤
原
俊
成
女
で
あ
る
と

す
る
説
が
有
力
で
あ
る
が
､
作
者
が
女
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
｢女
性
論
｣

で
こ
の
よ
う
な
主
題
を
示
す
こ
と
に
も
う
な
ず
け
る
｡

三

･二
伊
勢
の
御
息
所
の
位
置
づ
け
か
ら

ここ
で
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
伊
勢
の
御
息
所
を
例
に
'
具
体
的
に
配
列

を
み
て
み
る
｡

伊
勢
の
御
息
所
の
前
に
は
宮
の
宣
旨
が
位
置
し
'
後
ろ
に
は
兵
衛
の
内

侍
'
紫
式
部
が
位
置
し
て
い
る
｡
官
の
宣
旨
は
正
気
を
失
う
ほ
ど
に
一
途

に
一
人
の
男
性
を
思
い
続
け
た
と
い
う
姿
が
措
か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
｢男

性
と
生
き
る
女
性
｣
の
姿
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
兵
衛
の
内
侍
は
男

性
が
演
奏
す
る
の
が

一
般
的
だ
っ
た
琵
琶
を
弾
き
こ
な
せ
る
女
性
と
し
て
'

そ
し
て
紫
式
部
は
女
性
独
自
の
文
芸
で
あ
る
物
語
の
作
者
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
｡
こ
れ
は

｢男
性
に
引
け
を
取
ら
ず
'
文
芸
や
芸
能
で
活
躍
を
見
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せ
る
女
性
た
ち
｣
の
姿
で
あ
る
｡
つ
ま
り
伊
勢
の
御
息
所
は

｢男
性
と
生

き
る
女
性
た
ち
｣
と

｢男
性
に
引
け
を
取
ら
ず
'
文
芸
や
芸
能
で
活
躍
を

見
せ
る
女
性
た
ち
｣
の
間
に
位
置
し
て
い
る
｡

伊
勢
の
御
息
所
自
身
は
と
い
う
と
'
そ
の
両
方
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
｡

伊
勢
の
御
息
所
が
寂
し
く
ひ
っ
そ
り
と
穏
っ
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
が
'
そ
の
原
因
は
宇
多
天
皇
の
出
家
で
あ
る
｡
こ
の
部
分
に
伊
勢
の
御

息
所
の
男
性
と
生
き
る
女
性
と
し
て
の
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡
し
か

し
､
そ
の
よ
う
な
き
っ
か
け
で
世
か
ら
離
れ
た
生
活
を
し
て
い
て
も
風
雅

の
心
を
忘
れ
ず
'
素
晴
ら
し
い
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
｡
男
性
に
左
右
さ
れ

る
だ
け
で
は
な
く
'
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
男
性
か

ら
の
自
立
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
男
性
に
寄
り
添
い
な
が
ら
生

き
る
女
性
の
姿
と
'
男
性
か
ら
自
立
し
て
和
歌
で
活
躍
を
見
せ
る
女
性
の

姿
を
も
つ
伊
勢
の
御
息
所
は
､
｢男
性
と
生
き
る
女
性
た
ち
｣
の
グ
ル
ー
プ

と

｢男
性
に
引
け
を
取
ら
ず
'
文
芸
や
芸
能
で
活
躍
を
見
せ
る
女
性
た
ち
｣

の
グ
ル
ー
プ
の
橋
渡
し
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
.

こ
れ
は

一
例
で
あ
る
が
'
｢女
性
論
｣
は

｢女
性
｣
｢風
雅
｣
｢仏
教
｣
の

共
存
と
い
う
主
題
に
あ
わ
せ
て
配
列
に
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
.

四

『無
名
草
子
』
の
全
体
構
成

四
二

｢い
と
ぐ
ち
｣
と

｢女
性
論
｣

『
無
名
草
子
』
で
は
'
語
り
手
と
聞
き
手
と
し
て
女
房
と
老
尼
が
登
場

す
る
｡
彼
女
た
ち
の
出
会
い
を
描
き
'
語
り
の
場
を
設
定
し
て
い
る
の
が

『
無
名
草
子
』
冒
頭
の

｢い
と
ぐ
ち
｣
で
あ
る
｡
こ
の

｢い
と
ぐ
ち
｣
に

登
場
す
る
老
尼
は

｢女
性
論
｣
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
女
性
た
ち
の
要
素
で

あ
る

｢女
性
｣
｢風
雅
｣
｢仏
教
｣
を
兼
ね
備
え
て
い
る
人
物
で
あ
る
｡
｢い

と
ぐ
ち
｣
に
お
い
て
老
尼
の
仏
道
修
行
に
励
む
姿
や
､
和
歌
を
詠
ん
で
い

る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
'
か
つ
て
宮
仕
え
し
て
い
た
と
老
尼

自
身
が
語
っ
て
い
る
｡
つ
ま
り
上
流
階
級
の
風
雅
な
生
活
に
身
を
置
い
て

い
た
の
で
あ
り
､
風
雅
を
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
老
尼
は

｢
い
と
ぐ
ち
｣
で
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が

｢
い
と

ぐ
ち
｣
以
降
の
各
論
で
は
語
ら
ず
'
最
終
的
に
女
房
た
ち
の
語
り
に
よ
っ

て
老
尼
と
同
じ
要
素
を
持
つ
女
性
た
ち
を
語
る

｢女
性
論
｣
に
行
き
着
く

の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら

『無
名
草
子
』
の
中
で

｢女
性
｣
｢風
雅
｣
｢仏

教
｣
が
首
尾

一
貫
し
て
お
り
､
老
尼
は
主
題
を
示
す
象
徴
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
｡

四
三

『無
名
草
子
』
の
全
体
構
成
と
現
れ
る
要
素

『無
名
草
子
』
全
体
の
内
容
と
構
成
を
み
て
み
る
と
'
｢女
性
｣
｢風
雅
｣

｢仏
教
｣
の
要
素
が
み
ら
れ
る
｡

｢
い
と
ぐ
ち
｣
に
は

｢女
性
｣
｢風
雅
｣
｢仏
教
｣
の
三
つ
の
要
素
を
備

え
た
老
尼
が
登
場
し
'
女
房
と
出
会
い
語
り
が
始
ま
る
｡

｢捨
て
が
た
き
ふ
し
ぶ
し
の
論
｣
で
は
月
､
手
紙
'
夢
'
涙
､
阿
弥
陀

仏
､
法
華
経
と

｢風
雅
｣
の
要
素
か
ら

｢仏
教
｣
の
要
素

へ
と
展
開
し
て

い
る
｡｢物

語
論
｣
で
は

『
源
氏
物
語
』'
『
源
氏
物
語
』
以
後
の
作
り
物
語
､
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歌
物
語
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
物
語
は

一
般
的
に
女
の
手
に
よ
る
も

の
と
い
う
認
識
で
あ
り
'
女
性
に
よ
る
文
芸
で
あ
る
｡
つ
ま
り
物
語
は

｢風

雅
｣
の
要
素
で
あ
り
､
か
つ

｢女
性
｣
の
要
素
も
含
ん
で
い
る
｡
内
容
と

し
て
も

『
源
氏
物
語
』
の
女
性
論
'
男
性
論
が
あ
る
が
'
女
性
論
で
は

｢め

で
た
き
女
｣
｢い
み
じ
き
女
｣
｢好
も
し
き
女
｣
と
テ
ー
マ
を
立
て
て
語
っ

て
い
る
点
か
ら
'
女
房
た
ち
は
男
性
論
よ
り
も
女
性
論
に
興
味
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
｡

｢歌
集
の
論
｣
は
題
材
と
し
て
は
'
｢風
雅
｣
の
要
素
を
扱
っ
て
い
る
｡

し
か
し
'
女
性
が
歌
集
を
選
ぶ
こ
と
が
な
く
残
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
'
女
性
の
立
場
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
り
'

｢女
性
｣
に
つ
い
て
も
扱
っ
て
い
る
と
い
え
る
｡

そ
し
て
最
後
に
｢女
性
論
｣
で
あ
る
｡
｢女
性
論
｣
は
先
述
し
た
よ
う
に
､

｢女
性
｣
｢風
雅
｣
｢仏
教
｣
の
三
つ
の
要
素
を
扱
っ
て
い
る
｡

｢終
章
｣
で
は
男
性
論
に
触
れ
よ
う
と
す
る
女
房
た
ち
の
意
思
が
み
え

る
が
､
男
性
に
関
し
て
は

『
世
継
』
や

『
大
鏡
』
を
見
れ
ば
よ
い
と
L
t

男
性
論
は
語
ら
れ
ず
に

『無
名
草
子
』
は
閉
じ
ら
れ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら

語
り
手
の
関
心
が
女
性
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
､
こ
の

｢終
章
｣
は
具

体
的
な
内
容
や
女
房
た
ち
の
評
価
が
な
い
こ
と
か
ら

『
無
名
草
子
』
中
で

各
論
な
ど
の
よ
う
な
大
き
な
役
割
は
無
い
と
考
え
る
｡

今

『
無
名
草
子
』
の
各
論
を

｢女
性
｣
｢風
雅
｣
｢仏
教
｣
の
要
素
に
注

目
し
て
整
理
し
た
が
'
｢い
と
ぐ
ち
｣
で

｢女
性
｣
｢風
雅
｣
｢仏
教
｣
の
全

て
の
要
素
が
そ
ろ
い
､
各
論
で
三
つ
の
要
素
の
い
ず
れ
か
を
扱
い
'
最
終

的
に

｢女
性
論
｣
で

｢女
性
｣
｢風
雅
｣
｢仏
教
｣
の
全
て
を
扱
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
｡
『
無
名
草
子
』
全
体
で
こ
の
三
つ
の
要
素
が
主
題
に
関
わ

る
重
要
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
し
て
三
つ
の
要

素
が
揃
っ
て
お
り
t
か
つ
'
論
の
中
で
最
後
に
位
置
す
る

｢女
性
論
｣
が

『
無
名
草
子
』
の
核
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
つ
ま
り

『無
名
草
子
』
全

体
で

｢女
性
｣
｢風
雅
｣
｢仏
教
｣
の
共
存
を
主
題
と
し
て
い
る
と
考
え
る
｡

｢
い
と
ぐ
ち
｣
と

｢女
性
論
｣
は
そ
の
主
題
で
首
尾
対
応
し
て
い
る
と
い

え
る
｡
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『無名草子』の全体構成
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1
成
立
年
代
な
ら
び
に
作
者
の
推
定
に
つ
い
て
は

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
(岩
波

書
店
､

1
九
八
E
l年

一
〇
月
)
の

r無
名
草
子
｣
の
記
述
(鈴
木
弘
道
執
筆
)
に
概
ね

従
う
｡

2

桑
原
博
史

｢無
名
草
子
の
女
性
論
｣
(
『
中
古
文
学
』
八
二

九
七

一
.牛
九
月
)､
森

正
人

r無
名
草
子
の
構
造
J
(
『
国
語
と
国
文
学
』
五
五
･
一
〇
'
一
九
七
八
年

一
〇

月
)
'
箇
部
幹
生

｢無
名
草
子
の
女
性
論
-
古
本
説
話
集
と
の
問
題
か
ら
-
｣
(
『
駒

沢
国
文
』
二
二
'
一
九
八
五
年
二
月
)
'
菊
地
仁
｢『
無
名
草
子
』
の
女
流
作
家
評
｣
(『
解

釈
と
鑑
賞
』
五

一
二

一
'
一
九
八
六
年

二

月
)､
田
中
貴
子

｢中
世
の
女
性
と
文

学
-

『
無
名
草
子
』
を
中
心
に
｣
(脇
田
晴
子
･
S
.
B
.
ハ
ン
レ
ー
(編
)
『ジ
ェ
ン

ダ

ー
の
日
本
史

下
-
主
体
と
表
現

仕
事
と

生
活
-
』
東
京
大
学
出
版
会
'

一
九

九

五
年

一
月
)､
川
島
絹
江

r
い
と
ぐ
ち
部
分
の
虚
構
の
方
法
｣
｢女
性
論
-
説
話
の

摂
取
と
受
容
を
中
心
に
-
｣
(
『『
源
氏
物
語
』
の
源
泉
と
継
承
』
笠
間
書
院
'
二
〇

〇
九
年
三
月
)
参
照

3

森
正
人

r無
名
草
子
の
構
造
J
(
『
国
語
と
国
文
学
』
五
五
･
1
0
､

1
九
七
八
年

1
〇
月
)
､
高
橋
亨

r王
朝

(女
)
文
化
と

『
無
名
草
子
』
｣
(
『
古
代
文
学
研
究

第

二
次
』
一
〇
､
二
〇
〇

一
年

一
〇
月
)
'
川
島
絹
江

｢
い
と
ぐ
ち
の
部
分
と
虚
構
の
方

法
｣
r『
無
名
草
子
』
に
お
け
る

｢捨
て
が
た
し
J
に
つ
い
て
-

『
源
氏
物
語
』
か
ら

の
継
永
-
｣
(
『『
汲
氏
物
語
』
の
源
泉
と
継
承
』
笠
間
書
院
､
二
〇
〇
九
年
三
月
)

参
照

｡

鈴
木
弘
道

｢無
名
草
子

r女
性
論
｣
の
特
質

(
こ

｢女
性
論
｣
の
形
式
J
(
『
無

名
草
子
論
-

｢女
性
論
｣
を
中
心
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