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令
和
六
年
四
月
五
日 

監
査
懇
話
会 

『
源
氏
物
語
』
の
時
代―

―

大
河
ド
ラ
マ
「
光
る
君
へ
」
の
歴
史
背
景―

―
 

 

京
都
先
端
科
学
大
学 

山
本
淳
子 

     

一
『
源
氏
物
語
』 

【
源
氏
物
語
】
桐
壷
（
冒
頭
） 

い
づ
れ
の
御
時

お
ん
と
き

に
か
、
女
御

に
ょ
う
ご

、
更
衣
あ
ま
た
候

さ
ぶ
ら

ひ
た
ま
ひ
け
る
中
に
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ

ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
た
ま
ふ
、
あ
り
け
り
。
初
め
よ
り
、
我
は
と
思
ひ
上
が
り
た
ま
へ
る
御
方
々
、

め
ざ
ま
し
き
も
の
に
お
と
し
め
、
そ
ね
み
た
ま
ふ
。
同
じ
ほ
ど
、
そ
れ
よ
り
下
臈

げ

ろ

う

の
更
衣
た
ち
は
、
ま
し
て

や
す
か
ら
ず
。
朝
夕
の
宮
仕
へ
に
つ
け
て
も
、
人
の
心
を
の
み
動
か
し
、
恨
み
を
負
ふ
積
も
り
に
や
あ
り
け

む
、
い
と
篤あ

つ

し
く
な
り
ゆ
き
、
も
の
心
細
げ
に
里
が
ち
な
る
を
、
い
よ
い
よ
飽
か
ず
あ
は
れ
な
る
も
の
に
思

ほ
し
て
、
人
の
謗そ

し

り
を
も
え
憚

は
ば
か

ら
せ
た
ま
は
ず
、
世
の
た
め
し
に
も
な
り
ぬ
べ
き
御
も
て
な
し
な
り
。 

（
大
意
） 

ど
の
帝

み
か
ど

の
御
世

み

よ

で
あ
っ
た
か
。
女
御

に
ょ
う
ご

・
更
衣

こ

う

い

な
ど
き
さ
き
が
居
並
ぶ
中
に
、
そ
う
最
高
の

家
柄
で
は
な
く
て
、
抜
き
ん
で
て
ご
寵
愛

ち
ょ
う
あ
い

を
受
け
て
い
る
方
が
い
た
。 

 

最
初
か
ら
「
我
こ
そ
は
」
と
自
負
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
き
さ
き
達
は
、
こ
の
思
い
の
ほ
か

の
邪
魔
者
を
見
下
し
、
ま
た
妬 ね

た

ま
れ
る
。
同
じ
身
分
や
そ
れ
以
下
の
更
衣
た
ち
は
ま
し
て
穏
や

か
で
は
な
い
。
朝
夕
の
帝
へ
の
お
仕
え
に
つ
け
て
も
、
た
だ
た
だ
人
の
心
を
動
揺
さ
せ
恨
み
を

買
う
こ
と
ば
か
り
で
、
や
が
て
そ
れ
が
積
も
り
積
も
っ
た
の
だ
ろ
う
、
ひ
ど
く
病
気
が
ち
に
な

っ
て
、
心
細
そ
う
に
実
家
に
帰
っ
て
ば
か
り
い
る
。
す
る
と
帝
は
ま
す
ま
す
恋
し
く
い
じ
ら
し

い
も
の
と
お
感
じ
に
な
っ
て
、
周
囲
の
非
難
を
気
に
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
全
く
世
間
の
語
り

草
に
も
な
り
そ
う
な
ご
寵
愛
で
あ
る
。 

 

【
参
考
】
藤
原
克
己
《
座
談
会
》「
源
氏
物
語
の
こ
と
ば
へ
」『
文
学
』
二
〇
〇
六
年
九
・
十
月
号
） 

■
『
源
氏
物
語
』
に
繰
り
返
し
描
か
れ
る
愛
の
パ
タ
ー
ン
（
概
要
） 

①
女
は
も
と
高
貴
な
血
筋
で
あ
る
が
、
親
が
亡
く
な
る
な
ど
後
見
も
な
く
不
安
定
な
境
遇
に
あ
る
。 

 

②
男
は
、
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
あ
る
女
に
、
世
俗
的
な
利
害
打
算
か
ら
自
由
な
純
愛
を
流
露
さ
せ
る
。 

③
女
も
、
そ
の
よ
う
な
男
の
愛
情
が
胸
に
し
み
て
い
な
が
ら
、
し
か
し
そ
の
男
の
愛
情
以
外
に
よ
り
す

が
る
も
の
の
な
い
境
遇
に
あ
る
だ
け
に
、
い
っ
そ
う
深
刻
な
愛
の
不
安
を
経
験
し
つ
つ
、
つ
い
に
亡
く

な
っ
て
し
ま
う
。
が
、
そ
の
最
期
に
、
女
も
男
を
「
あ
は
れ
」
と
思
う
心
情
を
全
面
的
に
流
露
さ
せ
る
。 

④
あ
と
に
残
さ
れ
た
男
は
、
女
の
面
影
を
恋
い
慕
い
つ
つ
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
悲
し
み
に
く
れ
惑
う
。 

 

紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
』
が
藤
原
道
長
の
後
援
に
よ
る
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

で
は
、
道
長
は
な
ぜ
『
源
氏
物
語
』
を
後
援
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
紫
式
部
は
こ
の
物
語
で
何
を

伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
背
景
と
な
っ
た
歴
史
の
一
端
を
お
話
し
し
ま
す
。 
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二
『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
の
母
・
桐
壺
更
衣
は
実
話
か 

（
物
語
内
系
図
） 

右
大
臣 

 
 

         

弘
徽
殿

こ

き

で
ん

の

女
御

に
ょ
う
ご

（
実
家
権
力
ナ
ン
バ
ー
１
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朱
雀
帝
（
長
男
） 

女
御
た
ち 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
              

桐 

壷 

帝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

光
源
氏
（
二
男
） 

大
納
言(

没) 
 
 
 
 

桐
壷
更
衣
（
家
柄
順
位
ず
っ
と
下
位
） 

 

（
史
実
系
図 

西
暦
一
〇
〇
〇
年
現
在
） 

左
大
臣 

藤
原
道
長 

 
 
 

中
宮
彰
子
（
実
家
権
力
ナ
ン
バ
ー
１
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

女
御
三
人 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

一
条
天
皇 

 
 
 
 
 

 

（
女
一
宮
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

敦あ
つ

康や
す

親
王 

 
 

関
白 

藤
原
道
隆

み
ち
た
か(

没) 
  

 

中
宮
定
子
（
実
家
没
落
） 

（
女
二
宮
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
周
（
こ
れ
ち
か
・
兄
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

隆
家
（
た
か
い
え
・
弟
） 

◆
愛
と
悲
劇
の
后
・
定
子
と
『
枕
草
子
』・『
源
氏
物
語
』
略
年
表 

 
 
 

は
桐
壺
と
の
共
通
要
素 

990

（
正
暦
元
） 

993

（
省
略
四
） 

995

（
長
徳
元
） 

996

（
長
徳
二
） 

 997

（
長
徳
三
） 

999

（
長
保
元
） 

   1000

（
長
保
二
） 

1001

（
長
保
三
） 

二
、
三
年
後
か 

 1005

（
寛
弘
二
） 

一
条
天
皇
11
、
定
子
14
と
結
婚
。
定
子
、「
中
宮
」
と
な
る 

★
清
少
納
言
28
？
定
子
17
に
宮
仕
え 

定
子
19
の
父
関
白
道
隆
43
、
死
亡
。
代
わ
っ
て
弟
の
道
長
30
が
最
高
権
力
者
に
。 

５
月 

定
子
20
の
兄
弟
、
大
罪
に
よ
り
流
刑
。
定
子
、
懐
妊
中
な
る
も
絶
望
し
出

家
。
一
家
没
落 

★
第
一
次
『
枕
草
子
』（
随
想
な
ど
）
執
筆
開
始 

６
月 

一
条
天
皇
18
定
子
21
を
復
縁
。「
天
下
甘
心

か
ん
し
ん

せ
ず
」
貴
族
ら
批
判 

２
月 

藤
原
道
長
の
娘
の
彰
子
12
、
一
条
天
皇
20
に
入
内
決
定
。 

２
月 

定
子
23
、
二
度
目
の
懐
妊 

貴
族
社
会
か
ら
い
じ
め 

11
月
１
日 

彰
子
、
一
条
天
皇
に
入
内
。 

11
月
７
日 

定
子
、
一
条
天
皇
の
長
男
・
敦あ

つ

康や
す

親
王
を
産
む 

皇
子
を
出
産 

12
月 

定
子
24
、
一
条
天
皇
21
の
女
二
宮
を
生
み
、
崩
御
。
死
亡 

●
４
月 

紫
式
部
、
夫
と
死
別 

★
清
少
納
言
、
第
二
次
『
枕
草
子
』（
定
子
回
想
録
か
）
を
執
筆
・
流
布 

●
紫
式
部
、
原
『
源
氏
物
語
』（
恋
愛
ヒ
ー
ロ
ー
短
編
か
）
を
家
で
執
筆 

●
紫
式
部
、
彰
子
18
に
宮
仕
え
（
こ
の
前
後
、『
源
氏
物
語
』
長
編
化
） 

摂
関
政
治
下
、
天
皇
に

と
っ
て
結
婚
は
公
務
。 

桐
壷
帝…

公
務
よ
り
私

情
（
愛
）
を
優
先
＝
実
家

の
無
力
な
桐
壺
更
衣
を

寵
愛 

→

貴
族
社
会
批
判→

桐
壷
更
衣
没 

 

一
条
天
皇…

公
務
よ
り

私
情
を
優
先
＝
実
家
没

落
・
出
家
離
縁
し
た
中

宮
定
子
を
寵
愛 

→

貴
族
社
会
批
判→

定
子
没 
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■
定
子
と
桐
壺
更
衣
の
辞
世
（
こ
の
世
と
の
別
れ
の
和
歌
）
の
符
合 

実
【
後
拾
遺
和
歌
集
】
巻
十 

哀
傷
（
定
子
辞
世
三
首
の
う
ち
一
首
） 

537 

知
る
人
も 

無
き
別
れ
路
に 

今
は
と
て 

心
細
く
も 

急
ぎ
た
つ
か
な 

（
大
意
）
こ
の
世
と
別
れ
、
知
る
人
も
い
な
い
死
の
世
界
へ
、
今
は
行
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
心
細
い

け
れ
ど
、
急
い
で
旅
立
つ
の
で
す
。 

 

物
【
源
氏
物
語
】
桐
壷
（
桐
壷
更
衣
辞
世
） 

限
り
と
て 

別
る
る
道
の 
悲
し
き
に 

い
か
ま
ほ
し
き
は 

命
な
り
け
り 

（
大
意
）
も
う
お
し
ま
い
。
お
別
れ
し
て
、
行
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
で
も
そ
の
死
出

し

で

の
道
の
悲
し
い

こ
と
。
行
き
た
い
の
は
、
生
き
た
い
の
は
こ
ん
な
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
私
は
命
を
生
き
た
い
の
に
。 

  

三 

藤
原
道
長
は
な
ぜ
『
源
氏
物
語
』
を
後
援
し
た
か
？ 

■
定
子
の
死
の
記
憶
は
時
代
の
共
有
す
る
記
憶
と
な
り
、
社
会
は
心
の
傷
を
抱
え
た
。 

 

① 

藤
原
道
長
、
怨
霊
体
験
か
ら
恐
怖
に
お
の
の
く 

② 

貴
族
層
、
罪
悪
感
か
ら
定
子
に
一
転
同
情 

 
 
 

定
子
の
鎮
魂
急
務 

③ 

若
者
層
、
無
常
観
か
ら
連
鎖
的
出
家 

 
 
 
 
 
→

『
枕
草
子
』
定
子
回
想
録
、
排
斥
さ
れ
ず 

④ 

一
条
天
皇
、
定
子
へ
の
追
慕 

 
 
 
 
 
 
 
 
→

道
長
側
か
ら
も
作
品
提
供
、
補
強
の
要 

 

 

史
料
①
【
権
記
（
藤
原
行
成
日
記
）】
長
保
二
年
十
二
月
十
六
日
（
定
子
崩
御
当
日
）
道
長
の
言 

■
定
子
崩
御
の
当
日
、
道
長
は
定
子
の
父
・
道
隆
ら
の
怨
霊
に
襲
わ
れ
る
妄
想
を
抱
い
た
。 

（
大
意
） 

「
藤

典

侍

と
う
の
な
い
し
の
す
け

の
霊
気

れ

い

き

を
帯
び
た
様
子
は
普
通
で
は
な
か
っ
た
。…

女
房
た
ち
が
驚
く
声
で
私
が
振
り
向
く

と
、
藤
典
侍
が 

 

を
手
に
捧
げ
持
ち
、
つ
か
み
か
か
ろ
う
と
襲
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
体て

い

は
、

垂
れ
髪
が
更
に
逆
さ
ま
に
な
り
、
大
き
く 

 

を
張
り
、
放
つ
音
は
人
の
耳
を
驚
か
せ
た
。
私
は
た
ま
た
ま

仏
法
僧

ぶ
っ
ぽ
う
そ
う

三
法

さ
ん
ぽ
う

の
加
護

か

ご

を
得
て
そ
の
霊
の
左
右
の
手
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
、
引
き
据
え
た
。 

何
刻

な
ん
こ
く

か
経
っ
て
思
っ
た
が
、
そ
の 
 

は
、
最
初
に
何
か
言
っ
た
の
は
関
白
（
長
兄
道
隆
・
定
子
の
父
）

の
霊
の
よ
う
だ
っ
た
。
ま
た
二
条
の
大
臣
（
次
兄
道
兼
）
の
言
葉
に
も
似
て
い
た
」 

 

史
料
④
【
後
拾
遺
集
】
哀
傷 

五
四
三
番
歌 

 

長
保
二
年
十
二
月
に
皇
后
宮
う
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
葬
送
の
夜
、 

雪
の
降
り
て
侍
り
け
れ
ば
遣
は
し
け
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
条
院
御
製 

野
辺
ま
で
に 

心
ひ
と
つ
は 

通
へ
ど
も 

我
が
「
み
ゆ
き
」
と
は 

知
ら
ず
や
あ
る
ら
ん 

（
大
意
） 

 
 

 

長
保
二
（
一
〇
〇
〇
）
年
十
二
月
に
皇
后
の
宮
（
定
子
）
が
亡
く
な
っ
て
、
葬
送
の
夜
、
雪
が
降
っ
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て
い
た
の
で
詠
み
お
く
っ
た
歌 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
条
院
の
御
歌 

定
子
、
あ
な
た
が
運
ば
れ
た
鳥
辺
野
の
墓
地
ま
で
、
天
皇
で
あ
る
私
は
つ
い
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
で

も
心
だ
け
は
一
緒
だ
、
傍
に
い
る
よ
。
あ
な
た
を
包
む
深
雪

み

ゆ

き

は
、
帝
で
あ
る
私
の
外
出
を
言
う
行
幸

み

ゆ

き

な
の
だ
。

だ
が
あ
な
た
は
、
も
う
そ
れ
さ
え
分
か
ら
な
い
で
眠
っ
て
い
る
の
だ
ね
。 

 

〈
参
考
〉
清
水
婦
久
子
（『
源
氏
物
語
の
巻
名
と
和
歌 

物
語
生
成
論
へ
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
四
） 

・
桐
壺
巻
の
役
割
の
一
つ
は
、
亡
く
な
っ
た
人
の
鎮
魂
で
あ
っ
た
と
思
う
。…

・
史
実
を
モ
デ
ル
に
し
た
と

い
う
よ
り
、
む
し
ろ
天
皇
を
な
ぐ
さ
め
る
意
図
で
、
よ
く
似
た
境
遇
の
主
人
公
を
作
っ
た
の
だ
ろ
う
。…

・

哀
傷
・
鎮
魂
の
物
語
を
作
れ
ば
、
愛
す
る
后
を
無
く
し
た
天
皇
を
慰
め
る
こ
と
と
同
時
に
、
天
皇
の
悲
し
み

を
理
解
で
き
る
若
い
后
を
育
て
る
こ
と
も
で
き
る
。 

  

四 

紫
式
部
は
な
ぜ
『
源
氏
物
語
』
に
定
子
を
登
場
さ
せ
た
の
か
？  

① 

桐
壺
更
衣
、「
モ
デ
ル
は
楊
貴
妃
」 

【
源
氏
物
語
】「
桐
壺
」
続
き 

上
達
部

か

ん

だ
ち

め

、
上
人

う
え
び
と

な
ど
も
あ
い
な
く
１
目
を
側
め
つ
つ
、
い
と
ま
ば
ゆ
き
人
の
御
お
ぼ
え
な
り
。「
２
唐
土

も
ろ
こ
し

に
も
、
か
か
る
事
の
起
こ
り
に
こ
そ
、
世
も
乱
れ
悪
し
か
り
け
れ
」
と
、
や
う
や
う
、
天
の
下
に
も
、
あ
ぢ

き
な
う
人
の
も
て
な
や
み
ぐ
さ
に
な
り
て
、
３
楊
貴
妃
の
例
も
引
き
出
で
つ
べ
く
な
り
ゆ
く
に
、
い
と
は
し

た
な
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
か
た
じ
け
な
き
御
心
ば
へ
の
た
ぐ
ひ
な
き
を
頼
み
に
て
交
じ
ら
ひ
た
ま
ふ
。 

（
大
意
） 

公 く

卿
ぎ
ょ
う

や
殿
上
人
な
ど
も
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
１
見
つ
つ
手
を
こ
ま
ね
き
、
実
に
正
視
に
耐
え
な
い
御

寵
愛
ぶ
り
で
あ
る
。「
２
中
国
で
も
ま
さ
に
こ
う
し
た
事
件
が
あ
っ
て
世
も
乱
れ
大
変
だ
っ
た
」
と
、
だ
ん

だ
ん
世
間
も
、
こ
れ
を
ど
う
に
も
な
ら
な
い
悩
み
の
種
と
見
る
よ
う
に
な
り
、
３
楊
貴
妃
の
例
ま
で
持
ち
出

し
そ
う
に
な
っ
て
い
く
も
の
だ
か
ら
、
更
衣
と
し
て
は
身
の
置
き
所
も
な
い
ば
か
り
だ
が
、
帝
の
勿
体
な
く

も
深
い
御
愛
情
一
つ
を
支
え
に
、
後
宮
勤
め
を
続
け
て
お
ら
れ
る
。 

 

１ 

楊
貴
妃
を
文
学
化
し
た
白
居
易
の
詩
「
長
恨
歌

ち
ょ
う
ご
ん
か

」
の
解
説
「
長
恨
歌
伝

ち
ょ
う
ご
ん
か
で
ん

」
の
言
葉
「
目
を
側そ

ば

だ
つ
」 

２ 

「
唐
土
」
＝
中
国
の
事
件
を
持
ち
出
す 

３ 

楊
貴
妃
の
名
を
明
示 

 

②
「
長
恨
歌
」
の
成
立
と
唐
社
会 

【
長
恨
歌
伝
】
白
居
易
の
友
人
・
陳
鴻
の
作
。
「
長
恨
歌
」
の
解
説
と
創
作
の
経
緯
（
関
係
個
所 

大
意
） 

元
和
元
（
八
〇
六
）
年
冬
十
二
月…

（
私
た
ち
三
人
、
白
楽
天
と
陳
鴻
と
王
質
夫
は
）
話
し
て
い
て
こ
の

話
題
に
及
び
、
共
に
感
動
し
た
。
王
質
夫
は
酒
を
楽
天
の
前
に
挙
げ
て
言
っ
た
。「
そ
も
そ
も
、
楊
貴
妃
事

件
と
い
う
希
代
の
出
来
事
は
、
傑
出
し
た
人
物
が
作
品
に
し
て
記
し
置
か
な
け
れ
ば
、
時
と
共
に
消
え
去
り
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社
会
に
伝
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
楽
天
は
詩
に
造
詣
が
深
く
、
情
の
豊
か
な
人
物
だ
。
だ
か
ら
、
試
し

に
こ
れ
を
作
品
化
し
て
は
ど
う
か
」。
そ
れ
で
楽
天
は
「
長
恨
歌
」
を
作
っ
た
の
だ
。
思
う
に
、
た
だ
感
動

し
た
だ
け
で
は
な
く
、
一
方
で
は
傾
城
を
懲
ら
し
め
、
秩
序
の
乱
れ
を
未
然
に
防
ぎ
、
将
来
の
訓
戒
と
し
よ

う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。 

■
傾
城
＝
世
に
禍
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
絶
世
の
美
女 

 

■
「
長
恨
歌
」
に
は
傾
城
と
皇
帝
へ
の
批
判
と
い
う
儒
教
的
意
図
が
あ
っ
た
と
「
長
恨
歌
伝
」
は
言
う
。 

 

③ 

傾
城
だ
っ
た
？
定
子 

■
定
子
は
生
前
、
則
天
武
后
に
喩
え
ら
れ
批
判
さ
れ
て
い
た
。 

【
権
記
（
藤
原
行
成
日
記
）】
長
保
元
（
九
九
九
）
年
八
月
十
八
日 

江ご
う

学
士

が

く

し

来
た
り
て
語
る
つ
い
で
に
曰
く
「
白
馬
寺
の
尼
、
宮
に
入
り
て
、
唐
杣
（
祚
）
亡ほ

ろ

び
し
由
あ
り
」。

と
。
皇
后
の
内
に
入
る
を
思
ひ
て
、
内
の
火
の
事
に
旧
事
を
引
け
る
か
。 

（
大
意
） 

大
江
匡
衡

お
お
え
の
ま
さ
ひ
ら

が
来
た
つ
い
で
に
語
っ
た
こ
と
に
は
「
中
国
で
は
、
か
つ
て
尼
で
あ
る
則
天
武
后

そ
く
て
ん
ぶ
こ
う

が
後
宮
に
入

っ
た
こ
と
で
、
唐
の
国
が
滅
び
た
と
か
」。
彼
は
皇
后
定
子
様
が
後
宮
に
復
帰
し
た
こ
と
を
原
因
と
考
え
て
、

内
裏
の
火
事
の
事
に
つ
き
、
中
国
の
故
事
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

■
定
子
は
生
前
、
国
家
の
た
め
に
は
有
害
の
后
と
非
難
さ
れ
て
い
た
。 

【
権
記
（
藤
原
行
成
日
記
）】
長
保
二
年
正
月
二
十
八
日 

我
が
朝
は
神
国
な
り
。
神
事
を
以
て
先
と
す
べ
し
。
中
宮
は
正
妃
た
り
と
雖
も
、
已
に
出
家
入
道
せ
ら

れ
、
随
ひ
て
神
事
を
勤
め
ず
。
殊
に
私
の
恩
有
る
に
依
り
て
、
職
号
を
止
む
る
こ
と
無
く
、
封
戸
を
全
部

納
す
る
な
り
。 

（
大
意
） 

我
が
国
は
神
国
で
す
。
神
事
を
第
一
と
す
べ
き
で
す
。
中
宮
定
子
様
は
正
当
な
妃
で
は
あ
り
ま
す
が
、

已
に
出
家
入
道
さ
れ
て
い
て
、
神
事
を
勤
め
て
い
ま
せ
ん
。
特
別
に
、
主
上
か
ら
の
私
的
な
ご
寵
愛
に
よ

っ
て
、
中
宮
の
称
号
も
停
止
さ
れ
ず
、
国
か
ら
の
支
給
を
丸
取
り
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

④ 

紫
式
部
の
方
法 

■
紫
式
部
は
、
桐
壺
更
衣
の
造
型
に
自
身
の
問
題
意
識
を
幾
つ
も
託
し
た
。 

・『
枕
草
子
』
の
定
子
美
化
に
反
対…

（
後
の
『
紫
式
部
日
記
』
清
少
納
言
批
判
へ
） 

・
儒
教
的
視
点
「
風
諭
」
（
文
学
に
託
し
て
権
力
を
諫
め
る
方
法
）…

（
漢
学
者
の
父
・
藤
原
為
時
譲
り
） 

・
リ
ア
リ
ズ
ム
「
後
見
な
き
女
の
悲
劇
」…

（『
源
氏
物
語
』
の
主
題
の
一
つ
） 

・
仏
教
的
視
点 

愛
と
い
う
煩
悩…

（
紫
式
部
自
身
の
喪
失
体
験
） 

 

⑤ 

一
条
天
皇
は
怒
ら
な
か
っ
た
の
か
？ 

■
一
条
天
皇
は
風
諭
を
求
め
て
い
た
。 
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【
本ほ

ん

朝
ち
ょ
う

麗れ
い

藻そ
う

】
御
製
「
清
夜
月
光
多
し
」 

席
上
の
英
才
、
宜よ

ろ

し
く
露
膽

ろ

た

ん

す
べ
し 

由
来

も
と
よ
り

、
風
諭

ふ

う

ゆ

は
詩し

能の
う

に
附つ

き
た
り 

（
大
意
） 

今
宵
、
詩
会
に
参
会
の
優
れ
た
詩
人
た
ち
よ
。
よ
く
そ
の
自
由
な
思
想
を
発
露
し
よ
う
。 

も
と
よ
り
「
風
諭
」
の
精
神
は
、
詩
の
才
能
に
付
き
物
で
は
な
い
か
。 

 

■
『
源
氏
物
語
』
は
、
や
が
て
一
条
天
皇
の
愛
読
書
に
も
な
っ
た
。 

【
紫
式
部
日
記
】
消
息
体
。
記
事
内
容
は
一
〇
〇
八
年
頃
の
こ
と
か 

う
ち
の
上
の
、
源
氏
の
物
語
人
に
読
ま
せ
給
ひ
つ
つ
聞
こ
し
め
し
け
る
に
、
「
こ
の
人
は
日
本
紀
を
こ
そ

読
み
給
ふ
べ
け
れ
。
ま
こ
と
に
才ざ

え

あ
る
べ
し
」
と
、
の
た
ま
は
せ
け
る
を 

（
大
意
） 

一
条
天
皇
は
、
源
氏
の
物
語
を
女
房
に
朗
読
さ
せ
て
お
聞
き
に
な
り
な
が
ら
「
こ
の
作
者
は
公
に
日
本
書

紀
を
講
義
し
て
く
だ
さ
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
な
。
い
や
実
に
漢
文
の
素
養
が
あ
る
よ
う
だ
」
そ
う
冗
談
交

じ
り
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。…

 

       

〈
参
考
資
料
〉 

増
田
繁
夫
「
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
の
視
角
●
主
題
と
し
て
」
学
燈
社
『
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』

一
九
九
一
年
五
月
） 

高
島
要
「
清
夜
月
光
多
し
」
注
釈
（
本
朝
麗
藻
を
読
む
会
『
本
朝
麗
藻
簡
注
』
勉
誠
社
、
一
九
九
三
年 

藤
原
克
己
《
座
談
会
》「
源
氏
物
語
の
こ
と
ば
へ
」
岩
波
書
店
『
文
学
』
二
〇
〇
六
年
九
・
十
月
号
） 

後
藤
昭
雄
『
大
江
匡
衡
』（
吉
川
弘
文
館
人
物
叢
書
、
二
〇
〇
六
年
） 

山
本
淳
子
『
源
氏
物
語
の
時
代
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
〇
七
年
） 

清
水
婦
久
子
（『
源
氏
物
語
の
巻
名
と
和
歌 

物
語
生
成
論
へ
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
四
） 

山
本
淳
子
「『
源
氏
物
語
』
の
準
拠
の
方
法―

―

定
子
・
楊
貴
妃
・
桐
壺
更
衣―

―

」
小
山
利
彦
・
河
添
房

江
・
陣
野
英
則
編
『
王
朝
文
学
と
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
文
化
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
五
年 

山
本
淳
子
『
枕
草
子
の
た
く
ら
み
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
七
年
） 

山
本
淳
子
『
紫
式
部
ひ
と
り
語
り
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
） 

山
本
淳
子
「
道
長
も
の
が
た
り
」
（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
二
三
年
） 

自
分
の
た
め
・
世
の
た
め
に
定
子
の
魂
を
癒
す
と
共
に
、
彰
子
の
た
め
に
一
条
天
皇
を
振
り
向
か
せ
る

作
品
を
欲
し
て
い
た
藤
原
道
長
。
一
方
、
漢
学
教
養
を
骨
肉
と
し
て
問
題
意
識
を
抱
く
と
共
に
、
愛
別

離
苦
の
人
生
の
浄
化
（
カ
タ
ル
シ
ス
）
を
求
め
て
い
た
紫
式
部
。
定
子
に
準
拠
し
た
桐
壺
更
衣
を
登
場

さ
せ
る
『
源
氏
物
語
』
は
二
人
の
共
通
の
利
益
に
よ
っ
て
世
に
登
場
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 


