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子

は
じ
め
に

　

摂
関
期
の
文
学
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
担
い
手
で
あ
り
享
受
者
で
も
あ
っ
た
女
房
た
ち

の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
の
女
房
た
ち
の
活
動
は
、
主
人
と
女
房
集
団
を

核
と
し
て
構
成
さ
れ
、
歌
合
な
ど
の
開
催
の
ほ
か
、
対
外
的
・
対
内
的
に
文
化
的
な
営
み
が
行
わ
れ

る
場
と
し
て
の
「
サ
ロ
ン
」
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。

後
宮
を
中
心
と
し
た
サ
ロ
ン
活
動
の
成
果
と
し
て
は
、『
枕
草
子
』
な
ど
サ
ロ
ン
活
動
自
体
を
記

し
た
作
品
（
1
）、
歌
合
な
ど
の
歌
人
の
活
躍
の
場
が
挙
げ
ら
れ
る
。
物
語
作
品
の
直
接
の
成
果
と
し
て
天

喜
三
年
（
一
〇
五
五
）
禖
子
内
親
王
物
語
合
で
披
露
さ
れ
た
十
八
の
物
語
が
あ
る
ほ
か
、
後
期
物
語

が
サ
ロ
ン
活
動
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
2
）。

多
く
の
散
逸
物
語
の
制
作
も
サ
ロ
ン
と

密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、『
源
氏
物
語
』
に
も
彰
子
周
辺
の
サ
ロ
ン
活
動
が
影
響
を
与

え
て
い
た
可
能
性
が
高
い
（
3
）。『

栄
花
物
語
』
も
、
女
房
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
も
た
ら
し
た
作
品

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
（
4
）。

広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
上
東
門
院
彰
子
の
も
と
に
は
名
だ
た
る
女
房
が
出
仕
し
、
一
大
サ

ロ
ン
を
作
り
上
げ
て
い
た
。
こ
の
サ
ロ
ン
に
つ
い
て
は
酒
井
み
さ
を
氏
が
そ
の
所
属
メ
ン
バ
ー
を
挙

げ
て
論
じ
て
い
る
が
（
5
）、

活
動
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
現
状
が
あ
り
、
サ
ロ
ン
そ
の
も
の
の
評
価

は
低
い
。
確
か
に
彰
子
サ
ロ
ン
で
は
、
彰
子
自
身
が
主
導
し
た
例
は
目
立
た
ず
、
歌
合
な
ど
の
記
録

も
少
な
い
。
し
か
し
、
大
斎
院
選
子
内
親
王
や
定
子
の
サ
ロ
ン
活
動
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
日
常
の
風

流
な
営
み
は
彰
子
サ
ロ
ン
で
も
見
ら
れ
、
そ
の
点
で
彰
子
サ
ロ
ン
が
劣
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

本
稿
は
、
彰
子
サ
ロ
ン
の
活
動
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
女
房
集
団
の
営
み
と
い
う
視
点
で
論
じ

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
彰
子
サ
ロ
ン
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
道
長
か
ら
頼
通
の
時
代
に
お
け
る
、

女
性
が
担
っ
た
文
学
活
動
を
考
察
す
る
一
端
と
し
た
い
。

　

な
お
、
和
歌
は
新
編
国
歌
大
観
、
散
文
作
品
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
っ
た
。

一
、
サ
ロ
ン
に
お
け
る
女
主
人
の
あ
り
方

　

摂
関
期
の
サ
ロ
ン
に
お
い
て
、
主
要
な
構
成
員
で
あ
る
女
房
集
団
を
選
ぶ
の
は
、
女
主
人
で
は
な

い
。
サ
ロ
ン
の
主
人
に
は
誕
生
と
と
も
に
乳
母
が
つ
け
ら
れ
る
が
、
ま
だ
幼
い
間
の
女
房
集
団
は
両

親
の
女
房
集
団
と
一
体
化
し
て
い
る
。
入
内
、
結
婚
等
を
契
機
に
、
両
親
や
そ
れ
に
準
じ
た
保
護
者

に
よ
っ
て
女
房
が
集
め
ら
れ
、
女
主
人
独
自
の
女
房
集
団
が
形
成
さ
れ
る
。
基
本
的
に
当
時
の
女
房

集
団
は
こ
の
繰
り
返
し
で
形
成
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
サ
ロ
ン
の
形
成
当
初
は
乳
母
や
そ
れ
に
準

じ
た
両
親
の
代
か
ら
の
女
房
が
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
存
在
し
、
女
主
人
が
強
い
指
導
力
を
発
揮
す
る
こ

と
は
ま
れ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

選
子
内
親
王
も
和
歌
の
詠
作
に
お
い
て
常
に
強
い
指
導
力
を
発
揮
し
て
い
た
わ
け
で
は
い
。『
大

斎
院
前
御
集
』
で
は
、
選
子
内
親
王
の
言
動
や
与
え
ら
れ
た
歌
題
に
よ
っ
て
女
房
が
歌
を
詠
む
例
も

み
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
宰
相
・
馬
・
進
ら
の
集
団
指
導
体
制
が
貫
か
れ
て
お
り
、
傍
線
部
の
よ

う
に
当
時
二
十
代
の
選
子
内
親
王
は
女
房
の
行
動
を
追
認
す
る
立
場
で
あ
っ
た
（
6
）。

・　
　

な
ま
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
山
に
か
す
み
い
と
い
み
じ
う
た
ち
た
り
、
か
す
み
か
け
ぶ
り
か
な
ど

い
へ
ば
、
宰
相

い
つ
し
か
と
か
す
み
も
さ
わ
ぐ
山
べ
か
な
の
び
の
け
ぶ
り
の
た
つ
に
や
あ
る
ら
む
（
二
）

む
ま

か
す
が
の
の
と
ぶ
ひ
の
の
も
り
心
あ
ら
ば
け
ふ
の
か
す
み
を
た
め
〔　

〕
は
せ
よ
（
三
）

進

は
る
ひ
や
く
山
の
か
す
み
て
け
ぶ
れ
る
は
み
ね
の
こ
の
め
や
も
え
い
で
ぬ
ら
む
（
四
）

こ
れ
を
の
ち
に
き
こ
し
め
し
て

野
辺
ご
と
に
か
す
み
は
は
る
の
さ
か
な
れ
ば
た
ち
い
で
て
見
ね
ど
そ
ら
に
し
り
に
き
（
五
）

そ
れ
は
、『
出
羽
弁
集
』
に
よ
っ
て
永
承
六
年
（
一
〇
五
一
）
の
春
か
ら
秋
ま
で
の
歌
を
残
す
、

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
藤
原
彰
子
／
サ
ロ
ン
／
女
房
／
物
語
／
私
家
集

＊
平
成
一
七
年
度
生　

国
際
日
本
学
専
攻
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諸
井　

上
東
門
院
彰
子
サ
ロ
ン

当
時
二
十
七
歳
の
章
子
内
親
王
の
女
房
集
団
に
も
共
通
し
て
い
る
。

・　
　

せ
じ
ど
の
、
な
ほ
人
人
の
お
も
た
ま
へ
ら
ん
こ
と
ど
も
も
す
こ
し
ば
か
り
き
か
む
な
ど

せ
め
た
ま
へ
ば
、
ま
づ
さ
ら
ば
い
か
が
と
き
こ
え
し
か
ば
、
お
ぼ
え
け
る
こ
と
を

あ
ま
の
が
は
あ
さ
く
も
あ
ら
ば
た
な
ば
た
に
こ
の
お
と
た
か
き
み
づ
を
か
さ
ば
や
（
五
五
）

大
納
言
の
君

あ
き
か
ぜ
の
す
ず
し
く
今
日
は
た
な
ば
た
の
か
さ
ね
や
す
ら
ん
あ
ま
の
は
ご
ろ
も
（
五
六
）

山
と

い
か
ば
か
り
な
が
き
ち
ぎ
り
を
む
す
び
け
ん
そ
ら
に
た
え
せ
ぬ
た
な
ば
た
の
い
と
（
五
七
）

じ
じ
う
の
命
婦

た
ま
み
だ
る
う
は
ば
の
つ
ゆ
は
た
な
ば
た
の
た
え
せ
ぬ
い
と
に
ぬ
き
と
め
て
見
む
（
五
八
）

ま
た
れ
い
の
み
な
い
ひ
と
ら
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
物
も
お
ぼ
え
ず
ぞ

そ
こ
き
よ
き
い
づ
み
の
水
に
う
つ
し
て
ぞ
ほ
し
あ
ひ
の
そ
ら
も
こ
と
に
見
え
け
る
（
五
九
）

章
子
内
親
王
の
姿
は
描
か
れ
ず
、
女
房
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
「
せ
じ
殿
」
の
促
し
で
他
の
女
房
が
歌

を
詠
む
。
こ
の
「
せ
じ
殿
」
は
、
章
子
内
親
王
の
母
、
威
子
の
中
宮
宣
旨
を
務
め
た
女
房
で
、
章
子

内
親
王
の
乳
母
で
も
あ
り
、
章
子
内
親
王
の
中
宮
宣
旨
を
も
務
め
た
（
7
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
サ
ロ
ン
は
女
房
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る
場
合
が
多
い
。『
枕
草
子
』

に
は
定
子
自
身
が
強
い
指
導
力
を
発
揮
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
は
例
外
的
な

女
主
人
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
女
主
人
が
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
か
否
か
と

い
う
尺
度
で
は
、
当
時
の
サ
ロ
ン
の
営
み
の
全
貌
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

彰
子
サ
ロ
ン
の
評
価
が
低
い
理
由
に
、『
紫
式
部
日
記
』
で
の
同
僚
女
房
批
判
が
挙
げ
ら
れ
る
。

上
臈
中
﨟
の
ほ
ど
ぞ
、
あ
ま
り
ひ
き
入
り
ざ
う
ず
め
き
て
の
み
は
べ
る
め
る
。
さ
の
み
し
て
、

宮
の
御
た
め
、
も
の
の
か
ざ
り
に
は
あ
ら
ず
、
見
ぐ
る
し
と
も
見
は
べ
り
。

出
自
の
高
い
彰
子
女
房
の
中
に
は
実
務
的
に
頼
り
な
い
人
も
い
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
中
宮
大
夫
藤

原
斉
信
と
の
取
り
次
ぎ
が
滞
る
様
子
が
『
紫
式
部
日
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
づ
は
、
宮
の
大
夫
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
、
啓
せ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
あ
り
け
る
を
り
に
、

い
と
あ
え
か
に
児
め
い
た
ま
ふ
上
臈
た
ち
は
、
対
面
し
た
ま
ふ
こ
と
難
し
。
ま
た
、
あ
ひ
て

も
何
ご
と
を
か
、
は
か
ば
か
し
く
の
た
ま
ふ
べ
く
も
見
え
ず
。
…
下
臈
の
い
で
あ
ふ
を
ば
、

大
納
言
こ
こ
ろ
よ
か
ら
ず
と
思
ひ
た
ま
ふ
な
れ
ば
、
さ
る
べ
き
人
々
、
里
に
ま
か
で
、
局
な

る
も
、
わ
り
な
き
い
と
ま
に
さ
は
る
を
り
を
り
は
、
対
面
す
る
人
な
く
て
、
ま
か
で
た
ま
ふ

と
き
も
は
べ
る
な
り
。

当
時
貴
人
は
取
り
次
ぎ
の
女
房
を
固
定
す
る
こ
と
が
多
く
、
頭
中
将
で
あ
っ
た
時
期
に
定
子
女
房

の
中
で
は
清
少
納
言
と
親
し
く
し
て
い
た
斉
信
も
、『
紫
式
部
日
記
』
が
執
筆
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
い

寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
当
時
は
権
大
納
言
で
あ
り
、
下
臈
女
房
が
取
り
次
ぐ
わ
け
に
は
い
か
な
い

の
で
あ
ろ
う
。『
紫
式
部
日
記
』
の
船
遊
び
の
場
面
で
は
、
上
臈
女
房
の
宰
相
の
君
（
道
綱
女
の
豊

子
と
み
ら
れ
る
）
が
斉
信
の
相
手
を
し
て
い
る
の
も
そ
れ
を
裏
付
け
る
。

目
加
田
さ
く
を
氏
は
、
紫
式
部
の
同
僚
女
房
批
判
か
ら
中
宮
時
代
の
彰
子
サ
ロ
ン
は
大
し
た
活
動

を
し
て
い
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
（
8
）が

、
そ
れ
の
み
か
ら
彰
子
サ
ロ
ン
の
活
動
を
否
定
す
る
の
は
早
計

と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
『
紫
式
部
日
記
』
に
見
え
る
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
一
月

の
御
冊
子
作
り
は
、
道
長
の
後
見
が
あ
っ
た
に
せ
よ
彰
子
の
指
示
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、『
御

堂
関
白
集
』
に
は
『
紫
式
部
日
記
』
が
書
か
れ
た
の
と
重
な
る
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
の
妍
子
や

道
綱
な
ど
血
縁
関
係
に
あ
た
る
人
物
と
の
交
流
だ
け
で
な
く
、
選
子
内
親
王
と
の
贈
答
も
多
く
残
さ

れ
て
お
り
、
サ
ロ
ン
活
動
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
彰
子
サ
ロ
ン
に
お
け
る
道
長
と
倫
子
の
支
援

　

彰
子
の
女
房
集
団
を
構
成
す
る
核
と
な
っ
て
い
た
の
も
、
道
長
倫
子
夫
妻
に
仕
え
て
い
た
赤
染
衛

門
ら
ベ
テ
ラ
ン
女
房
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
（
9
）、

入
内
に
あ
た
っ
て
追
加
さ
れ
た
女
房
た
ち
は
道
長
倫
子

夫
妻
の
意
向
で
選
ば
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
道
長
倫
子
夫
婦
が
彰
子
の
女
房
集
団
を
ど
の
よ
う
に
支
援

し
て
い
た
か
述
べ
て
い
き
た
い
。

（
１
）
道
長
の
支
援

　

『
枕
草
子
』
に
道
隆
と
女
房
が
和
歌
を
詠
み
合
う
場
面
が
み
ら
れ
な
い
の
と
対
照
的
に
、
道
長
が

女
房
に
歌
を
よ
く
求
め
て
い
た
こ
と
は
『
赤
染
衛
門
集
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
彰
子
女

房
に
対
し
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
次
の
ａ
ｂ
は
『
紫
式
部
日
記
』、
ｃ
は
『
和
泉
式
部
集
』
に
見
え

る
道
長
と
の
贈
答
で
あ
る
。

ａ
橋
の
南
な
る
を
み
な
へ
し
の
い
み
じ
う
さ
か
り
な
る
を
、
一
枝
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
几
帳
の

上
よ
り
さ
し
の
ぞ
か
せ
た
ま
へ
る
御
さ
ま
の
、
い
と
恥
づ
か
し
げ
な
る
に
、
わ
が
朝
が
ほ
の

思
ひ
し
ら
る
れ
ば
、「
こ
れ
、
お
そ
く
て
は
わ
ろ
か
ら
む
」
と
の
た
ま
は
す
る
に
こ
と
つ
け
て
、

硯
の
も
と
に
よ
り
ぬ
。

を
み
な
へ
し
さ
か
り
の
色
を
見
る
か
ら
に
露
の
わ
け
き
け
る
身
こ
そ
知
ら
る
れ

「
あ
な
疾
」
と
ほ
ほ
ゑ
み
て
、
硯
召
し
出
づ
。

白
露
は
わ
き
て
も
お
か
じ
を
み
な
へ
し
こ
こ
ろ
か
ら
に
や
色
の
染
む
ら
む

ｂ
源
氏
の
物
語
、
御
前
に
あ
る
を
、
殿
の
御
覧
じ
て
、
例
の
す
ず
ろ
ご
と
ど
も
出
で
き
た
る
つ
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二
〇
一
三
年

い
で
に
、
梅
の
し
た
に
敷
か
れ
た
る
紙
に
か
か
せ
た
ま
へ
る
。

す
き
も
の
と
名
に
し
立
て
れ
ば
見
る
人
の
折
ら
で
過
ぐ
る
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

た
ま
せ
た
れ
ば
、

人
に
ま
だ
折
ら
れ
ぬ
も
の
を
た
れ
か
こ
の
す
き
も
の
ぞ
と
は
口
な
ら
し
け
む

め
ざ
ま
し
う
と
聞
こ
ゆ
。

　
　

ｃ　
　

 

あ
る
人
の
あ
ふ
ぎ
を
と
り
て
も
た
ま
へ
り
け
る
を
、
御
ら
ん
じ
て
、
大
と
の
、
た
が
ぞ

と
と
は
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
そ
れ
が
と
き
こ
え
給
ひ
け
れ
ば
、
と
り
て
、
う
か
れ
め
の
あ

ふ
ぎ
と
か
き
つ
け
さ
せ
た
ま
へ
る
、
か
た
は
ら
に

こ
え
も
せ
む
こ
さ
ず
も
あ
ら
ん
逢
坂
の
関
守
な
ら
ぬ
人
な
と
が
め
そ
（
二
二
五
）　
　
　

ａ
は
風
流
を
好
む
道
長
の
姿
を
記
す
好
例
、
ｂ
ｃ
は
、
紫
式
部
の
作
品
及
び
和
泉
式
部
の
評
判
を

も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
道
長
は
彰
子
女
房
と
そ
の
作
品
に
大
き
な
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
道
長

自
身
が
そ
の
才
能
を
買
い
、
積
極
的
に
彰
子
女
房
と
し
て
出
仕
さ
せ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

　

ま
た
、
道
長
は
物
語
の
流
行
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
。
既
に
『
大
斎
院
前
御
集
』
に

は
、
選
子
内
親
王
の
指
示
で
「
歌
司
」
や
「
物
語
司
」
と
呼
ば
れ
る
役
職
が
作
ら
れ
、
和
歌
や
物
語

の
蒐
集
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
）
10
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。
ま
た
、『
栄
花
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
道

長
の
兄
で
あ
る
道
兼
は
、
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
娘
の
た
め
に
絵
物
語
を
集
め
て
い
た
と
い
う
。
そ

の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
の
中
で
、『
赤
染
衛
門
集
』
に
よ
れ
ば
、
道
長
に
も
物
語
が
献
上
さ
れ
て
い
た
。

と
の
に
、
は
な
ざ
く
ら
と
い
ふ
も
の
が
た
り
を
、
人
の
ま
ゐ
ら
せ
た
る
つ
つ
み
が
み
に

か
い
た
る

か
き
つ
む
る
心
も
あ
る
を
は
な
ざ
く
ら
あ
だ
な
る
風
に
ち
ら
さ
ず
も
が
な
（
一
六
六
）

返
し
せ
よ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
か
ば

み
る
程
は
あ
だ
に
だ
に
せ
ず
花
ざ
く
ら
よ
に
ち
ら
ん
だ
に
を
し
と
こ
そ
思
へ
（
一
六
七
）

「
は
な
ざ
く
ら
」
と
い
う
物
語
を
道
長
の
も
と
に
贈
っ
て
よ
こ
し
た
人
に
対
し
て
、
赤
染
衛
門
が
返

歌
を
し
た
も
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
一
部
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
道
長
の
も
と
に
献
上
さ
れ

た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

献
上
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。『
赤
染
衛
門
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
物
語
制
作
歌
群
が
あ
る
。

と
の
の
御
前
、
も
の
が
た
り
つ
く
ら
せ
給
ひ
て
、
五
月
五
日
あ
や
め
草
を
て
ま
さ
ぐ
り

に
し
て
、
け
ぢ
か
う
み
る
を
む
な
つ
し
を
と
て

我
が
宿
の
つ
ま
と
は
み
れ
ど
あ
や
め
草
ね
も
み
ぬ
ほ
ど
に
け
ふ
は
き
に
け
り
（
一
三
六
）

こ
れ
が
か
へ
し
せ
よ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
か
ば

あ
や
め
ふ
く
宿
の
つ
ま
と
も
し
ら
ざ
り
つ
ね
を
ば
た
も
と
の
玉
を
こ
そ
み
れ
（
一
三
七
）

け
ぢ
か
う
な
り
て
あ
か
つ
き
に
、
を
と
こ

こ
く
か
ら
に
し
ば
し
と
つ
つ
む
物
な
が
ら
し
ぎ
の
は
が
き
の
つ
ら
き
け
さ
か
な
（
一
三
八
）

返
し

百
羽
が
き
か
く
な
る
鴫
の
て
も
た
ゆ
く
い
か
な
る
か
ず
を
か
か
む
と
す
ら
ん
（
一
三
九
）

か
か
る
事
き
こ
え
て
、
す
げ
な
う
も
て
な
さ
れ
て
、
も
の
な
げ
か
し
げ
に
て
、
を
ん
な

い
か
に
ね
て
み
え
し
な
る
ら
む
あ
か
つ
き
の
夢
よ
り
後
は
物
を
こ
そ
お
も
へ
（
一
四
〇
）

あ
ら
か
じ
め
作
ら
れ
た
絵
と
物
語
に
合
わ
せ
た
歌
を
赤
染
衛
門
が
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
歌
群
は
寛
弘

三
年
（
一
〇
〇
五
）
以
降
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
、『
源
氏
物
語
』
執
筆
と
同
時
期
に
、
道
長
の
主
導

で
赤
染
衛
門
ら
女
房
集
団
が
絵
物
語
を
共
同
制
作
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
）
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。

　

『
紫
式
部
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
道
長
は
紫
式
部
の
局
に
置
い
て
あ
っ
た
物
語
を
全
て
妍
子
の
も
と

に
持
っ
て
行
っ
た
と
い
う
。
サ
ロ
ン
は
作
品
の
制
作
の
場
で
も
あ
り
、
発
表
の
場
で
も
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
、
道
長
は
幼
く
し
て
入
内
し
た
彰
子
を
文
化
的
な
面
で
も
支
援
し
て
お
り
、
女
房
集
団
も

そ
の
意
向
に
従
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

（
２
）
倫
子
の
支
援

　

こ
れ
ま
で
倫
子
に
つ
い
て
文
学
の
立
場
か
ら
論
じ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、『
赤
染
衛
門
集
』

に
見
え
る
倫
子
は
風
流
を
好
み
女
房
を
気
遣
う
理
想
的
な
女
主
人
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　

ａ　
　

一
条
殿
桜
御
覧
じ
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
し
に
、
な
や
む
事
あ
り
て
御
共
に
ま
ゐ
ら
ざ
り
し

か
ば
、
か
へ
ら
さ
せ
給
ひ
て
ち
り
た
る
花
を
つ
つ
み
て
た
ま
は
せ
た
り
し
に

　
　
　

さ
そ
は
れ
ぬ
身
に
だ
に
な
げ
く
桜
花
ち
る
を
み
つ
ら
ん
人
は
い
か
に
ぞ
（
一
二
九
）

　
　

ｂ　
　

帥
殿
に
し
た
し
き
人
の
ゆ
か
り
し
は
）
12
（

え
ま
ゐ
る
ま
じ
と
な
ん
あ
る
と
き
き
し
か
ば
、
さ

と
に
あ
る
は
る
）
13
（

、
う
へ
の
御
前
の
お
ほ
せ
事
に
て
花
の
さ
か
り
な
る
を
み
せ
ま
ほ
し
く

な
ん
あ
る
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
り
し
に
ま
ゐ
ら
せ
た
る

　
　
　

も
ろ
と
も
に
み
る
よ
も
あ
り
し
花
桜
人
づ
て
に
聞
く
花
ぞ
か
な
し
き
（
一
三
〇
）

　
　
　
　
　

さ
て
ま
ゐ
り
た
れ
は
、
に
は
に
つ
も
り
た
る
を
か
き
あ
つ
め
て
雪
ま
ゐ
ら
せ
む
と
て
い

れ
た
り
し
に

　
　
　

雪
を
こ
そ
花
と
は
み
し
か
う
ち
か
へ
し
花
も
雪
か
と
見
ゆ
る
春
か
な
（
一
三
一
）

ａ
は
同
行
で
き
な
か
っ
た
赤
染
衛
門
を
気
遣
っ
た
も
の
で
、
ｂ
は
、
赤
染
衛
門
が
藤
原
伊
周
の

縁
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
蟄
居
し
て
い
た
際
に
見
せ
た
気
遣
い
で
あ
る
。
ｂ
に
似
た
状
況
が
、『
枕
草

子
』
の
一
三
七
段
に
あ
る
。
定
子
は
、
道
長
側
の
人
間
だ
と
さ
れ
た
清
少
納
言
に
、「
言
は
で
思
ふ
ぞ
」

と
だ
け
書
い
て
出
仕
を
促
し
、
再
出
仕
し
て
も
控
え
め
に
伺
候
し
て
い
た
彼
女
を
女
房
の
輪
の
中
に

入
れ
よ
う
と
気
遣
っ
た
。
対
抗
勢
力
の
側
で
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
出
来
事
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

６－３



諸
井　

上
東
門
院
彰
子
サ
ロ
ン

か
る
。
こ
の
倫
子
の
気
遣
い
に
よ
っ
て
、
赤
染
衛
門
は
再
び
出
仕
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

『
紫
式
部
日
記
』
に
も
、
紫
式
部
を
気
遣
っ
た
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

　
　

ｃ
九
日
、
菊
の
綿
を
、
兵
部
の
お
も
と
の
持
て
来
て
、「
こ
れ
、
殿
の
上
の
、
と
り
わ
き
て
。

い
と
よ
う
老
の
ご
ひ
捨
て
た
ま
へ
と
、
の
た
ま
は
せ
つ
る
」
と
あ
れ
ば
、

　
　
　
　
　

菊
の
露
わ
か
ゆ
ば
か
り
に
袖
ふ
れ
て
花
の
あ
る
じ
に
千
代
は
ゆ
づ
ら
む

　
　
　

と
て
、
か
へ
し
た
て
ま
つ
ら
む
と
す
る
ほ
ど
に
、「
あ
な
た
に
帰
り
渡
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
」
と

あ
れ
ば
、
よ
う
な
さ
に
と
ど
め
つ
。

　
　

ｄ
「
雪
を
御
覧
じ
て
、
を
り
し
も
ま
か
で
た
る
こ
と
を
な
む
、
い
み
じ
く
に
く
ま
せ
た
ま
ふ
」

と
、
人
々
も
の
た
ま
へ
り
。
殿
の
上
の
御
消
息
に
は
、「
ま
ろ
が
と
ど
め
し
た
び
な
れ
ば
、

こ
と
さ
ら
に
い
そ
ぎ
ま
か
で
て
、
疾
く
ま
ゐ
ら
む
と
あ
り
し
も
そ
ら
ご
と
に
て
、
ほ
ど
ふ
る

な
め
り
」
と
、
の
た
ま
は
せ
た
れ
ば
、
た
は
ぶ
れ
に
て
も
、
さ
聞
こ
え
さ
せ
、
た
ま
は
せ
し

こ
と
な
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
く
て
ま
ゐ
り
ぬ
。

ｃ
は
こ
の
時
期
の
彰
子
女
房
の
中
で
は
年
長
で
あ
る
紫
式
部
へ
の
気
遣
い
、
ｄ
は
倫
子
が
紫
式
部

に
消
息
を
送
り
、
早
く
戻
る
よ
う
に
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
紫
式
部
の
出
仕
に
倫
子
の
後

押
し
が
あ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
）
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、
い
ず
れ
に
せ
よ
倫
子
は
彰
子
の
女
房
集
団
に
も
配

慮
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
女
房
に
対
す
る
配
慮
の
仕
方
は
、
当
時
人
の
上
に
立
つ
女
性
に
必
須
の
能
力
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
。
職
場
に
お
け
る
人
間
関
係
が
重
要
な
の
は
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
事
実
と
し
て

興
味
深
い
が
、
も
と
も
と
入
内
を
望
め
る
ほ
ど
の
出
自
を
も
つ
倫
子
で
あ
る
か
ら
、
女
主
人
と
し
て

の
統
率
力
を
若
い
頃
か
ら
学
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
彰
子
は
そ
の
よ
う
な
能
力
を
倫
子
か
ら
学
び
、

女
房
の
才
能
が
発
揮
で
き
る
よ
う
な
場
を
提
供
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
と

し
て
『
伊
勢
大
輔
集
』（
ｅ
）
と
『
和
泉
式
部
集
』（
ｆ
）
を
挙
げ
る
。

　
　

ｅ　
　

い
づ
み
し
き
ぶ
、
ゐ
ん
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
り
し
に
、
も
の
い
へ
、
と
お
ほ
せ
ら
れ

し
に
、
は
づ
か
し
き
ひ
と
に
こ
そ
さ
ぶ
ら
ふ
な
れ
、
い
か
で
か
、
な
ど
申
し
し
か
ど
も
、

よ
も
す
が
ら
も
の
い
ひ
あ
か
し
て
、
つ
と
め
て
御
ま
へ
に
お
こ
せ
た
り
し

　
　
　

思
は
む
と
お
も
ひ
し
人
と
お
も
ひ
し
に
お
も
ひ
し
こ
と
も
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
（
八
五
）

 

と
ぞ
あ
る
。）
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御
も
の
い
み
に
て
、
御
は
ら
か
ら
の
き
み
た
ち
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま

ひ
て
、
い
と
を
か
し
き
こ
と
に
こ
そ
、
と
て
返
事
せ
よ
、
な
ど
あ
り
し
も
わ
り
な
き
心

ち
し
て

　
　
　

君
を
我
思
は
ざ
り
せ
ば
わ
れ
を
き
み
お
も
は
む
と
し
も
お
も
は
ざ
ら
ま
し
（
八
六
）

　
　

ｆ　
　

祭
の
ひ
、
御
前
に
人
ず
く
な
に
て
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
葵
に
御
て
な
ら
ひ
を
せ
さ
せ
給
ひ
て

　
　
　

ゆ
ふ
か
け
て
お
も
は
ざ
り
せ
ば
あ
ふ
ひ
ぐ
さ
し
め
の
ほ
か
に
ぞ
人
を
き
か
ま
し
（
四
五
五
）

　
　
　

 

お
ほ
む
か
へ
し
き
こ
え
む
も
は
ゆ
け
れ
ば
、
ゆ
ふ
を
御
み
丁
の
か
た
び
ら
に
ゆ
ひ
つ
け

て
た
ち
ぬ

　
　
　

し
め
の
う
ち
を
な
れ
ざ
り
し
よ
り
ゆ
ふ
だ
す
き
心
は
き
み
に
か
け
て
し
も
の
を
（
四
五
六
）

ｅ
は
『
和
泉
式
部
集
』
に
も
見
え
、
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
頃
に
和
泉
式
部
が
初
出
仕
し
た
際
、

相
手
を
す
る
よ
う
彰
子
が
伊
勢
大
輔
に
求
め
た
も
の
、
ｆ
は
、
彰
子
が
手
習
の
形
で
好
意
を
示
し
、

和
泉
式
部
が
返
歌
を
木
綿
に
書
い
て
御
帳
台
の
帷
子
に
つ
け
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
彰
子
が
女
房

た
ち
を
気
遣
い
な
が
ら
人
間
関
係
を
円
滑
に
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

後
年
紫
式
部
と
伊
勢
大
輔
が
偶
然
同
日
に
清
水
参
詣
を
し
た
際
、
彰
子
を
主
君
と
す
る
幸
せ
を
詠

み
合
っ
た
歌
が
『
伊
勢
大
輔
集
』
に
見
え
る
。

と
う
し
き
ぶ
き
よ
水
に
ま
ゐ
り
あ
ひ
て
、
御
ま
へ
の
れ
う
に
御
あ
か
し
た
て
ま
つ
る
を

き
き
て
、
し
き
み
の
は
に
か
き
て
お
こ
せ
た
り
し

こ
こ
ろ
ざ
し
君
に
か
か
ぐ
る
と
も
し
火
の
お
な
じ
光
に
あ
ふ
が
う
れ
し
さ
（
八
一
）

か
へ
し

世
世
を
ふ
る
契
も
う
れ
し
君
が
た
め
と
も
す
光
に
か
げ
を
な
ら
べ
て
（
八
二
）　

女
房
た
ち
に
こ
の
よ
う
な
感
慨
を
も
た
ら
し
た
の
も
、
彰
子
の
女
主
人
と
し
て
の
能
力
の
高
さ
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
彰
子
は
崩
御
に
際
し
て
も
、
自
ら
に
仕
え
た
女
房
が
不
本
意
な
形
で
散

り
散
り
に
な
る
こ
と
を
避
け
、
土
御
門
第
の
西
の
院
に
留
ま
れ
る
よ
う
処
置
し
た
と
い
う
（
『
栄
花

物
語
』
巻
三
十
九
布
引
の
滝
）。
彰
子
と
女
房
集
団
の
強
い
絆
が
う
か
が
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

三
、
彰
子
サ
ロ
ン
に
お
け
る
女
房
主
体
の
文
化
活
動

　

実
際
に
彰
子
サ
ロ
ン
の
女
房
集
団
は
ど
の
よ
う
な
文
化
的
な
営
み
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
当

時
の
サ
ロ
ン
の
活
動
に
は
、
歌
合
の
開
催
、
物
語
（
絵
を
伴
う
も
の
を
含
む
）
の
制
作
と
い
っ
た
文

学
的
成
果
の
ほ
か
、
対
外
的
・
対
内
的
な
詠
歌
も
含
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。『
紫
式
部
日
記
』
が
大

斎
院
サ
ロ
ン
で
詠
ま
れ
た
和
歌
に
つ
い
て
言
及
す
る
よ
う
に
、
和
歌
は
そ
の
サ
ロ
ン
の
文
化
レ
ベ
ル

を
示
す
指
標
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

『
御
堂
関
白
集
』
は
、
彰
子
女
房
の
視
点
で
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
）
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。
彰
子
の
も
と
に
は
、
中
納
言
の
宣
旨
の
局
か
ら
紅
梅
が
（
九
番
歌
）、
進
の
内
侍
か
ら
撫
子
が

献
上
さ
れ
（
三
二
番
歌
）、
そ
れ
ぞ
れ
彰
子
の
命
で
女
房
が
返
歌
す
る
な
ど
、
四
季
の
風
流
を
好
む

サ
ロ
ン
の
様
子
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
彰
子
の
御
殿
を
訪
れ
た
貴
人
と
女
房
の
や
り
と
り
も
多

６－４



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
六
巻　

二
〇
一
三
年

く
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　

ａ　
　

ふ
ぢ
つ
ぼ
の
戸
口
に
あ
つ
ま
り
て
も
の
が
た
り
な
ど
す
る
ほ
ど
に
、
か
の
頭
中
将
、
ま

ゐ
り
侍
り
つ
る
か
ひ
あ
り
て
う
れ
し
く
侍
る
わ
ざ
か
な
、
と
云
ひ
て
、
歌
う
た
ひ
も
の

誦
じ
な
ど
す
る
ほ
ど
に
、
春
宮
よ
り
ま
づ
参
り
た
ま
へ
と
あ
れ
ば
、
わ
り
な
し
と
て
、

た
だ
今
ま
た
か
へ
り
ま
ゐ
ら
む
、
し
ば
し
ま
た
せ
た
ま
へ
、
と
て
た
ち
ぬ
、
お
く
の
か

た
よ
り
、
い
づ
ら
、
お
は
し
つ
る
人
は
た
ち
た
ま
ひ
ぬ
る
か
と
あ
れ
ば
、
春
宮
へ
、
と

く
今
ま
ゐ
ら
む
と
て
あ
り
つ
る
と
い
へ
ば
、
こ
こ
ろ
う
の
事
や
と
て

　
　
　

霞
立
つ
春
の
み
や
に
と
い
そ
ぎ
つ
る
花
心
な
る
人
に
や
あ
る
ら
む
（
五
）

　
　
　
　
　

と
云
ふ
ほ
ど
に
お
は
し
た
り
、
か
く
こ
そ
と
い
へ
ば

　
　
　

へ
だ
て
け
る
心
も
し
ら
で
春
霞
う
し
ろ
め
た
く
も
立
ち
に
け
る
か
な
（
六
）

家
集
の
配
列
か
ら
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）
の
詠
で
、
女
房
た
ち
の
も
と
を
訪
れ
た
頭
中
将
（
源

経
房
と
さ
れ
る
）
が
、
折
に
合
う
詩
歌
を
口
ず
さ
む
。
東
宮
に
呼
ば
れ
て
中
座
し
た
頭
中
将
を
女
房

が
「
花
ご
こ
ろ
な
る
人
」
と
呼
び
、
頭
中
将
が
軽
い
恨
み
の
歌
を
詠
む
。『
枕
草
子
』
の
日
記
的
章

段
に
似
た
題
材
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
）
17
（

、
貴
人
と
の
風
流
な
交
流
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

伊
勢
大
輔
も
彰
子
サ
ロ
ン
を
代
表
す
る
歌
人
で
あ
っ
た
。
彰
考
館
本
『
伊
勢
大
輔
集
』
に
、
寛
弘

四
年
（
一
〇
〇
七
）
春
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
）
18
（

著
名
な
歌
が
あ
る
。

　
　

ｂ　
　

女
院
の
中
宮
と
申
し
け
る
時
、
内
に
お
は
し
ま
い
し
に
、
な
ら
か
ら
僧
都
の
や
へ
ざ
く

ら
を
ま
ゐ
ら
せ
た
る
に
、
こ
年
の
と
り
い
れ
人
は
い
ま
ま
ゐ
り
ぞ
と
て
紫
式
部
の
ゆ
づ

り
し
に
、
入
道
殿
き
か
せ
た
ま
ひ
て
、
た
だ
に
は
と
り
い
れ
ぬ
も
の
を
と
お
ほ
せ
ら
れ

し
か
ば

　
　
　

い
に
し
へ
の
な
ら
の
み
や
こ
の
や
へ
桜
け
ふ
九
重
に
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な
（
五
）

 

と
の
の
御
ま
へ
、
殿
上
に
と
り
い
だ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
か
む
だ
ち
め
君
達
ひ
き
つ
れ
て

よ
ろ
こ
び
に
お
は
し
た
り
し
に
、
院
の
御
返

　
　
　

こ
こ
の
へ
に
に
ほ
ふ
を
み
れ
ば
桜
が
り
か
さ
ね
て
き
た
る
は
る
か
と
ぞ
思
ふ
（
六
）

彰
子
の
歌
と
さ
れ
る
六
番
歌
は
紫
式
部
が
代
詠
し
た
も
の
ら
し
い
（
『
紫
式
部
集
』
一
〇
三
番
歌
）。

ま
た
同
集
に
よ
っ
て
、
一
条
天
皇
の
崩
御
に
伴
い
内
裏
を
去
っ
た
彰
子
の
も
と
を
訪
れ
る
殿
上
人
の

存
在
か
ら
、
寛
弘
年
間
の
彰
子
の
御
殿
に
殿
上
人
が
多
く
近
侍
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　

ｃ　
　

三
条
院
御
時
、
院
の
里
に
お
は
し
ま
し
し
時
、
ご
せ
ち
に
む
か
し
お
ぼ
え
て
殿
上
人
ひ

き
つ
れ
て
い
り
た
り
し
中
に

　
　
　

は
や
く
み
し
山
井
の
み
づ
の
う
は
ご
ほ
り
う
ち
と
け
ざ
ま
は
か
は
ら
ざ
り
け
り
（
一
三
）

『
後
拾
遺
集
』（
一
一
二
〇
）
か
ら
寛
弘
九
年
（
一
〇
一
一
）
十
一
月
の
歌
と
さ
れ
る
。
訪
れ
た
殿
上

人
も
彰
子
女
房
も
、
一
条
天
皇
在
世
の
頃
を
懐
か
し
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

長
和
年
間
（
一
〇
一
二
）、
既
に
皇
太
后
と
な
っ
た
彰
子
サ
ロ
ン
に
は
、
妹
の
妍
子
の
女
房
が
参

上
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
や
は
り
彰
考
館
本
『
伊
勢
大
輔
集
』
に
、

　
　

ｄ　
　

月
あ
か
き
よ
、
院
の
御
ま
へ
の
お
も
し
ろ
き
に
と
て
皇
太
后
宮
の
女
房
た
ち
、
む
つ
ま

し
き
殿
上
人
た
ち
に
か
く
さ
れ
て
ま
ゐ
り
た
り
し
に
、
か
げ
の
ほ
の
ぼ
の
み
え
し
に
、

も
の
い
ひ
に
や
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
に

　
　
　

う
き
く
も
は
た
ち
か
く
せ
ど
も
ひ
ま
も
り
て
空
行
く
月
の
か
げ
を
み
る
か
な
（
七
）

　
　
　

か
へ
し
、
ま
さ
み
ち

　
　
　

浮
雲
に
か
く
れ
て
と
こ
そ
思
ひ
し
か
ね
た
く
も
ひ
ま
の
も
り
に
け
る
か
な
（
八
）

と
あ
り
、
妍
子
女
房
が
殿
上
人
の
後
ろ
に
隠
れ
て
参
上
し
て
き
た
際
、
彰
子
が
伊
勢
大
輔
に
詠
歌

を
求
め
、
雅
通
が
答
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
彰
子
と
妍
子
の
姉
妹
の
仲
の
良
さ
は
『
御
堂
関
白

集
』
に
も
見
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
房
た
ち
の
交
流
も
盛
ん
で
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

次
に
、
彰
子
が
関
係
す
る
半
ば
公
的
な
場
に
お
い
て
、
彰
子
サ
ロ
ン
の
女
房
た
ち
が
ど
の
よ
う
に

風
流
な
営
み
を
支
え
て
い
た
か
挙
げ
て
い
き
た
い
。

　

『
赤
染
衛
門
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　
　

ｅ　
　

京
極
殿
の
い
け
に
か
が
り
火
と
も
し
て
、
人
人
小
舟
に
の
り
て
あ
そ
ぶ
、
蔵
人
為
資
が

か
ぢ
と
り
し
た
る
に
や
る

　
　
　

浪
さ
わ
ぐ
風
に
ま
か
せ
て
ゆ
く
ふ
ね
の
ほ
か
げ
に
み
ゆ
る
か
ぢ
取
や
た
れ
（
一
一
九
）

　
　
　

返
し

　
　
　

お
も
へ
ど
も
い
は
ね
の
う
ら
を
こ
ぐ
程
は
い
そ
の
な
の
り
ぞ
せ
ら
れ
ざ
り
け
る
（
一
二
〇
）

『
赤
染
衛
門
集
全
釈
』
が
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
彰
子
立
后
の
大
饗
と
し
て
い
る
の
に
従
う
。
京

極
殿
の
池
に
舟
や
筏
を
浮
か
べ
る
大
掛
か
り
な
イ
ベ
ン
ト
で
、
女
房
た
ち
も
船
遊
び
を
楽
し
ん
だ
。

　

寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
に
敦
成
親
王
が
誕
生
し
た
際
の
一
連
の
流
れ
は
『
紫
式
部
日
記
』
に
詳

し
く
、
産
養
や
行
幸
と
い
っ
た
行
事
に
お
い
て
女
房
が
実
務
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
が
、
サ
ロ
ン
活
動
と
し
て
は
内
裏
還
啓
が
近
づ
い
た
十
一
月
に
行
わ
れ
た
御
冊
子
作
り
を
挙

げ
て
お
き
た
い
。

　
　

ｆ
御
前
に
は
、
御
冊
子
つ
く
り
い
と
な
ま
せ
た
ま
ふ
と
て
、
明
け
た
て
ば
、
ま
づ
む
か
ひ
さ
ぶ

ら
ひ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
紙
選
り
と
と
の
へ
て
、
物
語
の
本
ど
も
そ
へ
つ
つ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

に
ふ
み
書
き
く
ば
る
。
か
つ
は
綴
じ
あ
つ
め
し
た
た
む
る
を
役
に
て
、
明
か
し
暮
ら
す
。

前
述
の
よ
う
に
道
長
は
物
語
に
注
目
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
紙
や
筆
を
提
供
す
る
後
見
の
立
場

に
留
ま
り
、
彰
子
主
導
で
紫
式
部
を
中
心
と
し
た
女
房
集
団
が
行
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
内
裏
還

６－５



諸
井　

上
東
門
院
彰
子
サ
ロ
ン

啓
に
際
し
て
の
御
冊
子
作
り
で
あ
る
か
ら
、
半
ば
公
的
な
意
味
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
物

語
は
『
源
氏
物
語
』
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
壮
麗
な
冊
子
に
仕
立
て
る
こ
と
は
、
彰
子
が
自
ら
の
サ

ロ
ン
活
動
の
成
果
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
を
捉
え
て
い
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
ほ
か
彰
子
サ
ロ
ン
に
お
け
る
女
房
集
団
の
活
躍
が
見
ら
れ
る
例
と
し
て
、
長
元
五
年

（
一
〇
三
二
）
十
月
十
八
日
に
行
わ
れ
た
上
東
門
院
菊
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彰
子
が
法
成
寺
に
お
い

て
念
仏
法
要
を
営
み
、
高
陽
院
に
還
啓
す
る
に
あ
た
り
女
房
が
左
右
に
分
か
れ
て
菊
合
を
催
し
、
高

陽
院
に
還
御
し
た
翌
日
、
上
達
部
・
殿
上
人
を
念
人
と
し
て
歌
合
を
開
催
し
た
も
の
で
あ
る
）
19
（

。
伊
勢

大
輔
（
左
の
頭
で
あ
っ
た
こ
と
が
家
集
か
ら
知
ら
れ
る
）・
弁
乳
母
（
紫
式
部
の
娘
賢
子
）・
小
弁

と
い
っ
た
歌
人
た
ち
が
左
右
に
分
か
れ
て
歌
を
詠
み
、
女
房
の
手
に
よ
る
仮
名
日
記
も
残
さ
れ
て
い

る
。
仮
名
日
記
に
よ
れ
ば
、
仏
前
に
植
え
た
菊
の
歌
を
女
房
た
ち
が
詠
ん
だ
こ
と
が
契
機
で
あ
っ
た
。

当
時
彰
子
サ
ロ
ン
で
歌
合
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彰
子
が
「
あ
は
す
る
に
て
は
お
も
ひ

も
あ
へ
ぬ
こ
と
も
あ
ら
む
も
の
を
」
と
消
極
的
で
あ
る
こ
と
、
歌
を
詠
ん
だ
女
房
た
ち
が
「
い
と
か

た
は
ら
い
た
う
は
し
た
な
き
こ
と
も
あ
り
な
む
か
し
」
と
思
い
な
が
ら
参
加
し
た
こ
と
か
ら
も
う
か

が
え
る
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
内
裏
歌
合
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
期
に
お
い
て
、
私
的

な
営
み
と
は
い
え
準
備
期
間
も
な
し
に
歌
合
が
で
き
る
ほ
ど
の
歌
を
詠
み
、
そ
れ
を
仮
名
日
記
に
残

す
文
才
が
あ
る
、
彰
子
女
房
の
文
学
的
レ
ベ
ル
の
高
さ
で
あ
る
。
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
九
月
の

上
東
門
院
住
吉
詣
に
お
い
て
も
、
天
王
寺
で
彰
子
の
和
歌
の
詠
作
が
あ
り
、
天
の
河
で
女
房
が
数
多

く
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が
記
録
と
し
て
残
る
（
『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
一
殿
上
の
花
見
）。
こ
の
頃

の
彰
子
の
も
と
に
は
詠
歌
に
す
ぐ
れ
た
女
房
が
集
っ
て
い
た
の
で
あ
る
）
20
（

。
こ
の
菊
合
の
後
、
頼
通
主

宰
の
歌
合
が
数
度
に
渡
っ
て
開
催
さ
れ
る
が
、
頼
通
の
歌
合
へ
の
情
熱
の
契
機
に
こ
の
菊
合
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
既
に
萩
谷
氏
が
指
摘
し
て
お
り
、
彰
子
サ
ロ
ン
が
文
化
を
湧
出
す
る
場
と
し
て
機
能
し

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

四
、
次
世
代
へ
伝
わ
る
彰
子
サ
ロ
ン
の
営
み

　

彰
子
女
房
の
中
に
は
、
母
娘
で
女
房
と
し
て
仕
え
た
例
も
み
ら
れ
る
。
和
泉
式
部
の
娘
小
式
部
内

侍
、
ま
た
遅
く
と
も
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
に
は
、
紫
式
部
の
娘
賢
子
も
彰
子
の
も
と
に
出
仕
し

て
い
た
）
21
（

。
次
に
挙
げ
る
の
は
『
大
弐
三
位
集
』
端
白
切
）
22
（

に
見
え
る
源
朝
任
と
の
贈
答
で
あ
る
。

お
な
じ
人
、
く
ろ
ど
の
か
た
に
た
ち
あ
か
し
て
、
つ
と
め
て

し
る
ら
め
や
ま
や
の
と
の
ど
の
あ
く
る
ま
で
あ
ま
そ
ゝ
き
し
て
た
ち
ぬ
れ
ぬ
と
は
（
八
）

か
へ
し

　
　
　

い
と
ほ
し
と
な
に
し
か
ゝ
け
ん
あ
ま
そ
ゝ
き
ま
や
の
と
の
ど
に
ぬ
る
と
き
く
〳
〵
（
九
）

こ
の
贈
答
以
前
に
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
「
雨
そ
そ
き
」
を
詠
ん
だ
和
歌
は
『
源
氏
物
語
』
に
見
ら

れ
る
の
み
で
、
朝
任
が
『
源
氏
物
語
』
を
念
頭
に
お
い
て
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
賢
子
は
『
源
氏
物
語
』
の
詞
や
場
面
を
取
り
込
ん
だ
歌
を
詠
む
こ
と
で
、
作
者
の
娘
と

し
て
の
周
囲
の
期
待
に
応
え
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
23
（

。
そ
の
後
賢
子
は
後
冷
泉
天
皇
の

乳
母
と
な
る
が
、
そ
れ
は
彰
子
サ
ロ
ン
の
文
化
的
成
果
が
、
彰
子
の
血
縁
に
列
な
る
次
世
代
の
サ
ロ

ン
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
）
24
（

。
そ
の
賢
子
の
働
き
は
、
後
冷
泉
天
皇
の
御
代

に
つ
い
て
「
弁
の
乳
母
を
か
し
う
お
は
す
る
人
に
て
、
お
ほ
し
た
て
慣
は
し
申
し
た
ま
へ
り
け
る
に

や
。」（
『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
六
根
あ
は
せ
）
と
見
え
る
こ
と
で
も
う
か
が
え
る
。

　

当
初
彰
子
に
仕
え
た
女
房
が
、
血
縁
に
連
な
る
別
の
主
人
に
出
仕
し
た
例
と
し
て
、
ほ
か
に
も
出

羽
弁
や
祐
子
内
親
王
家
小
弁
が
挙
げ
ら
れ
る
。
出
羽
弁
は
『
栄
花
物
語
』
や
『
経
信
母
集
』
後
記
な

ど
に
よ
っ
て
、
当
初
彰
子
の
も
と
に
出
仕
し
、
そ
の
後
威
子
、
さ
ら
に
そ
の
所
生
の
章
子
内
親
王
に

仕
え
た
と
さ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
『
出
羽
弁
集
』
に
よ
っ
て
章
子
内
親
王
の
サ
ロ
ン
の
一
員
と
し

て
活
躍
し
、『
栄
花
物
語
』
に
歌
が
頻
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
成
立
に
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
小
弁
は
、
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
の
上
東
門
院
住
吉
行
啓
に
随
行
し
た
小
弁
と
同

人
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
六
条
斎
院
禖
子
内
親
王
の
物
語
合
に
お
い
て
、
頼
通
が
他
の
作
品
を
と
ど

め
て
ま
で
提
出
を
待
っ
た
と
い
う
逸
話
を
も
つ
。

　

ま
た
、
伊
勢
大
輔
の
娘
に
は
四
条
宮
寛
子
に
仕
え
た
筑
前
（
康
資
王
母
）
が
お
り
、
家
集
に
も
四

条
宮
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、『
伊
勢
大
輔
集
』
に

見
ら
れ
る
、
次
の
贈
答
で
あ
る
。

皇
后
宮
よ
り
な
ら
の
や
へ
ざ
く
ら
を
た
ま
は
せ
て
か
く

こ
れ
や
こ
の
な
ら
の
み
や
こ
の
や
へ
ざ
く
ら
に
ほ
ひ
も
か
ず
も
し
ら
れ
ざ
り
け
り
（
一
七
）

御
か
へ
し

お
も
か
げ
は
見
し
に
か
は
ら
で
や
へ
ざ
く
ら
い
ろ
は
む
か
し
の
心
地
こ
そ
す
れ
（
一
八
）

母
伊
勢
大
輔
の
著
名
な
歌
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
贈
答
は
早
く
て

も
天
喜
年
間
（
一
〇
五
三
〜
一
〇
五
八
）
の
も
の
と
み
ら
れ
、
五
十
年
に
も
わ
た
っ
て
伊
勢
大
輔
の

八
重
桜
の
歌
が
語
り
継
が
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

彰
子
の
も
と
に
は
、
女
院
と
な
っ
て
か
ら
も
「
か
た
ち
を
好
ま
せ
た
ま
ひ
て
、
今
も
よ
き
若
き
人

ど
も
参
り
集
ま
り
て
、
め
で
た
く
あ
ら
ま
ほ
し
き
御
有
様
な
り
。」（
『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
一
殿
上

の
花
見
）
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
後
宮
サ
ロ
ン
を
形
成
し
た
若
い
女
房
た
ち
が
集
っ
て
い
た
。

彰
子
サ
ロ
ン
に
は
次
世
代
の
女
房
を
育
て
る
働
き
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

以
上
、
彰
子
サ
ロ
ン
の
文
化
的
営
み
を
女
房
集
団
の
活
動
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
た
。
当
時
の

後
宮
サ
ロ
ン
で
は
、
女
房
集
団
が
文
化
的
営
み
を
主
導
す
る
こ
と
が
多
く
、
女
主
人
に
求
め
ら
れ
た

の
は
強
い
指
導
力
と
い
う
よ
り
、
女
房
集
団
の
人
間
関
係
に
気
を
配
り
ま
と
め
る
能
力
で
あ
っ
た
。

若
く
し
て
入
内
し
た
彰
子
の
サ
ロ
ン
も
、
道
長
と
倫
子
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
、
女
房
集
団
が
文
化

的
な
活
動
を
営
ん
で
い
た
。
彰
子
サ
ロ
ン
に
属
し
た
女
房
の
家
集
に
よ
っ
て
、
彰
子
が
中
宮
か
ら
皇

太
后
、
太
皇
太
后
を
経
て
女
院
に
至
る
長
い
期
間
に
渡
っ
て
、
公
私
様
々
な
営
み
が
女
房
集
団
を
中

心
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
文
化
的
な
営
み
は
、
彰
子
の
血
縁
に
列
な

る
主
人
に
仕
え
た
女
房
に
よ
っ
て
、
次
世
代
の
サ
ロ
ン
に
引
き
継
が
れ
た
。

　

彰
子
の
弟
頼
通
が
安
定
的
な
政
権
を
保
っ
た
時
代
に
は
、
融
和
的
な
後
宮
サ
ロ
ン
が
営
ま
れ
、
歌

合
等
に
お
い
て
の
女
房
た
ち
の
相
互
交
流
も
盛
ん
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
次
世
代
の

サ
ロ
ン
を
形
成
す
る
核
と
な
っ
て
い
た
の
は
も
と
も
と
彰
子
に
仕
え
た
女
房
集
団
で
あ
り
、
彰
子
女

房
が
つ
な
ぐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
物
語
制
作
や
歌
合
の
隆
盛
と
い
っ
た
新
た
な
サ
ロ
ン
の
文

化
的
営
み
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
え
る
。
彰
子
サ
ロ
ン
は
、
文
化
を
湧
出
し
次
世
代
に
伝
え
る
女
房

集
団
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
）　

『
御
堂
関
白
集
』『
四
条
宮
下
野
集
』
と
い
っ
た
私
家
集
に
も
そ
の
よ
う
な
要
素
が
あ
る
。 

（
２
）　

神
野
藤
昭
夫
氏
「
散
逸
物
語
『
岩
垣
沼
の
中
将
』
の
復
元
」（
『
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史
』
若
草
書
房

一
九
九
八
年
）
は
、
六
条
斎
院
物
語
合
で
提
出
さ
れ
た
宣
旨
自
身
の
作
『
玉
藻
に
遊
ぶ
権
大
納
言
』
を
は
じ
め

女
別
当
の
『
霞
へ
だ
つ
る
中
務
宮
』、
小
弁
の
『
岩
垣
沼
の
中
将
』
が
、『
狭
衣
物
語
』
に
影
響
を
与
え
た
と
指
摘

す
る
。

（
３
）　

清
水
婦
久
子
氏
「
源
氏
物
語
の
成
立
と
巻
名
」（
『
源
氏
物
語
の
展
望
』
第
九
輯　

三
弥
井
書
店　

二
〇
一
一
年
）

は
、『
源
氏
物
語
』
が
「
作
者
一
人
の
知
識
や
着
想
だ
け
で
創
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
和
歌
活
動
が
活
発
に

行
わ
れ
た
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
」
も
の
と
指
摘
す
る
。

（
４
）　

加
藤
静
子
氏
「
『
赤
染
衛
門
集
』
の
女
房
た
ち
と
『
栄
花
物
語
』
」（
『
王
朝
歴
史
物
語
の
方
法
と
享
受
』
竹
林

舎　

二
〇
一
一
年
）
の
指
摘
に
よ
る
。 

（
５
）　

酒
井
み
さ
を
氏
『
上
東
門
院
の
系
譜
と
そ
の
周
辺
』（
白
帝
社　

一
九
八
九
年
）。 

（
６
）　

三
田
村
雅
子
氏
「
女
性
た
ち
の
サ
ロ
ン―

大
斎
院
サ
ロ
ン
を
中
心
に
」（
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究　

第

三
十
四
巻
十
号　

一
九
八
九
年
八
月
）。

（
７
）　

二
条
院
宣
旨
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
宮
宣
旨
の
一
考
察―

威
子
・
章
子
内
親
王
に
仕
え
た
宣
旨―

」（
平
野

由
紀
子
氏
編
『
平
安
文
学
新
論―

国
際
化
時
代
の
視
点
か
ら―

』
風
間
書
房　

二
〇
一
〇
年
）
参
照
。 

（
８
）　

目
加
田
さ
く
を
氏
『
平
安
朝
サ
ロ
ン
文
芸
史
論
』（
風
間
書
房　

二
〇
〇
三
年
）。

（
９
）　

加
藤
静
子
氏
「
赤
染
衛
門
の
女
房
職
、
家
集
と
『
栄
花
物
語
』
」（
『
王
朝
歴
史
物
語
の
方
法
と
享
受
』
竹
林

舎  

二
〇
一
一
年
）
は
、
赤
染
衛
門
が
倫
子
の
も
と
に
出
仕
し
、
倫
子
が
道
長
と
結
婚
す
る
こ
と
で
道
長
に
仕
え
、

子
女
た
ち
の
な
か
で
は
彰
子
に
仕
え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

（
10
）　

三
田
村
雅
子
氏
前
掲
論
文
。 

（
11
）　

こ
の
歌
群
に
つ
い
て
は
別
稿
の
準
備
が
あ
る
。
一
三
六
番
歌
「
け
ぢ
か
う
み
る
を
む
な
つ
し
を
」
は
不
明
。

一
三
八
番
歌
「
こ
く
か
ら
に
」
は
、『
赤
染
衛
門
集
全
釈
』（
風
間
書
房　

一
九
八
六
年
）
が
「
か
く
か
ら
に
」
と

す
る
の
に
従
っ
て
解
釈
し
た
。 

（
12
）　

『
赤
染
衛
門
集
全
釈
』
が
「
ゆ
か
り
な
り
し
は
」
と
す
る
の
に
従
っ
て
解
釈
し
た
。 

（
13
）　

底
本
「
さ
と
に
あ
る
は
は
」
と
あ
る
が
、『
赤
染
衛
門
集
全
釈
』
が
「
さ
と
に
あ
る
は
る
」
と
す
る
の
に
従
う
。

（
14
）　

斎
藤
正
昭
氏
『
紫
式
部
伝　

源
氏
物
語
は
い
つ
、
い
か
に
し
て
書
か
れ
た
か
』（
笠
間
書
院　

二
〇
〇
五
年
）。 

（
15
）　

句
点
が
あ
る
も
の
と
解
し
た
。

（
16
）　

平
野
由
紀
子
氏
『
御
堂
関
白
集
全
釈
』（
風
間
書
房　

二
〇
一
二
年
）、
山
村
英
理
子
氏
「
『
御
堂
関
白
集
』
の

編
纂
に
つ
い
て
」（
国
文　

百
十
九
号　

二
〇
一
三
年
七
月
）。

（
17
）　

森
田
奈
々
氏
「
御
堂
関
白
集
の
基
礎
的
研
究
」（
国
文　

九
十
三
号　

二
〇
〇
〇
年
七
月
）。 

（
18
）　

『
伊
勢
大
輔
集
』
は
久
保
木
哲
夫
氏
『
伊
勢
大
輔
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会　

一
九
九
二
年
）
を
参
照
し
た
。

（
19
）　

久
保
木
哲
夫
氏
「
上
東
門
院
菊
合
序
と
そ
の
性
格
」（
講
座
平
安
文
学
論
究　

第
五
輯　

風
間
書
房　

一
九
八
八
年
）、
萩
谷
朴
氏
「
『
上
東
門
院
菊
合
』
の
研
究―

十
巻
本
『
歌
合
』
巻
五
所
収
本
の
書
誌
・
評
釈―

」

（
古
代
文
化　

四
十
巻
九
号　

一
九
八
八
年
九
月
）、
同
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

増
補
新
訂
』（
同
朋
舎
出
版　

一
九
九
五
年
）。
な
お
本
文
は
萩
谷
朴
氏
の
翻
刻
に
拠
っ
た
。

（
20
）　

な
お
、
目
加
田
氏
は
、
彰
子
サ
ロ
ン
の
活
動
と
し
て
『
栄
花
物
語
』
巻
十
九
御
裳
ぎ
に
見
え
る
、
治
安
三
年

（
一
〇
二
三
）
八
月
の
土
御
門
邸
で
の
歌
会
を
挙
げ
る
。
男
性
貴
族
の
詠
ん
だ
「
秋
月
光
清
」「
池
水
長
澄
」
の

二
題
の
後
に
、
女
房
の
歌
が
一
首
の
み
見
え
る
。
目
加
田
氏
は
「
時
に
、
彰
子
の
も
と
に
、
こ
れ
ら
貴
公
子
達

相
手
に
、
堂
々
と
詠
出
出
来
る
才
媛
女
房
不
在
で
あ
っ
た
か
」
と
述
べ
る
が
、
酒
な
ど
の
も
て
な
し
が
あ
っ
た

あ
と
の
歌
会
に
、
女
房
が
同
席
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
女
房
の
歌
が
二
つ
の
歌
題
を
合
わ
せ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
も
、
本
来
女
房
が
そ
の
歌
会
の
参
加
者
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
よ
う
。
こ
の
他
、
彰
子

の
中
宮
大
饗
で
も
歌
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
『
御
堂
関
白
記
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
男
性
貴
族
を
中
心
と
し

た
文
化
的
な
営
み
が
彰
子
の
も
と
で
行
わ
れ
た
事
実
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
女
房
集
団
を
中
心
と
し
た
今
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諸
井　

上
東
門
院
彰
子
サ
ロ
ン

回
の
考
察
か
ら
は
除
い
た
。

（
21
）　

拙
稿
「
大
弐
三
位
賢
子
の
出
仕
時
期―

女
房
呼
称
と
私
家
集
か
ら―

」（
和
歌
文
学
研
究　

百
四
号　

二
〇
一
二
年
六
月
）。 

（
22
）　

『
新
編
私
家
集
大
成
』
大
弐
三
位
Ⅱ
に
拠
り
、
私
に
濁
点
を
付
し
た
。 

（
23
）　

中
周
子
氏
「
大
弐
三
位
賢
子
の
和
歌―

贈
答
歌
に
お
け
る
古
歌
摂
取
を
め
ぐ
っ
て
」（
樟
蔭
女
子
短
期
大
学
紀

要　

文
化
研
究　

十
三
号　

一
九
九
九
年
六
月
）。

（
24
）　

注
21
拙
稿
参
照
。

脱
稿
後
、
加
藤
静
子
氏
「
一
写
本
か
ら
の
贈
り
物
」（
む
ら
さ
き　

第
五
十
輯　

二
〇
一
三
年

十
二
月
）
を
拝
読
し
た
。
学
習
院
本
『
栄
花
物
語
』
に
よ
っ
て
、
出
羽
弁
が
威
子
出
仕
以
前
に
彰
子

に
仕
え
て
い
た
こ
と
の
有
力
な
証
が
崩
れ
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。
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A Study of Jōtō Mon in FUJIWARA no Shoshi s Salon
―ladies-in-waiting in a place creating culture―

MOROI Ayako

Abstract

Here I investigate Jōtō Monin FUJIWARA no Shoshi s salon.  A salon here is defined as the place 

where cultural activities are performed mainly by a master and ladies-in-waiting.  Famous ladies-in-

waiting, such as Akazomeemon, Murasakishikibu, Isenotaifu, and Izumishikibu, had served Shoshi. 

The big salon was constituted by them.  In the salon of the court of this era, ladies-in-waiting led 

cultural activity in many cases.  What was needed for a landlady was the capability to take care of 

human relations between ladies-in-waiting instead of strong leadership.  It became clear with the 

private anthology of waka poems of the ladies-in-waiting belonging to Shoshi s salon that the ladies-

in-waiting performed cultural activity in her salon, supported by Michinaga and Rinshi who are 

Shoshi s parents at the beginning.  This activity was taken over to the next-generation salon from 

the mothers ladies-in-waiting to the daughters ladies-in-waiting who served Shoshi and the masters 

of her blood relatives.  It can be said that cultural activities of a new salon, such as making tales and 

Utaawase, became in full flourish because of the network which Shoshi, ladies-in-waiting connected.

Key words: FUJIWARA no Shoshi, salon, ladies-in-waiting, monogatari (tales), shikashu (private 

anthology of waka poems)
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