
13 はじめに

は
じ
め
に

王
朝
時
代
の
『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』
に
端
を
発
す
る
歴
史
物
語
は
、
中
世
に
も
命
脈
を
保
っ
た
。
類
縁
の
歴
史
的
叙
述
も
数
多
く
残

さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
そ
の
中
で
も
、
鏡
物
型
歴
史
物
語
の
伝
統
を
最
も
強
く
受
け
継
ぐ
『
増
鏡
』
と
『
梅
松
論
』
と
を
主
な
対
象
と

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
創
的
構
想
と
文
学
史
的
先
取
性
に
注
目
す
る
。

両
作
品
の
細
部
で
は
な
く
全
体
に
、
外
貌
で
は
な
く
内
奥
に
注
目
す
る
。
作
品
中
の
多
様
な
要
素
を
集
約
し
て
構
成
さ
れ
、
作
品
の
中

心
軸
を
貫
流
す
る
も
の
を
追
究
す
る
と
こ
ろ
に
本
書
の
眼
目
が
あ
る
。
喩
え
て
言
う
な
ら
ば
、
身
体
内
部
に
隠
れ
て
全
身
を
支
え
る
骨
格
、

視
認
で
き
な
い
な
が
ら
も
全
体
を
統
御
す
る
中
枢
神
経
系
の
よ
う
な
も
の
の
見
取
図
を
描
き
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
作
品
世
界
の
す

べ
て
を
統
御
す
る
機
構
を
露
呈
さ
せ
て
み
た
い
。
こ
の
骨
格
の
よ
う
な
内
部
構
造
を
「
基
幹
組
成
」
と
仮
称
す
る
。

本
書
は
四
編
二
十
三
章
か
ら
成
る
。

序
編
で
『
増
鏡
』
と
『
梅
松
論
』
の
文
学
史
的
位
置
づ
け
と
両
作
の
関
係
性
の
一
端
を
示
し
た
上
で
、
第
一
編
で
『
増
鏡
』
に
つ
い
て
、

第
二
編
で
『
梅
松
論
』
に
つ
い
て
論
究
し
、
第
三
編
で
は
中
世
歴
史
物
語
史
を
展
望
し
て
い
る
。

第
一
編
の
第
一
～
四
章
で
、『
増
鏡
』
の
「
明
暗
循
環
」
構
想
に
よ
る
二
家
系
対
照
の
基
幹
組
成
を
見
い
だ
し
、
第
五
～
九
章
に
よ
っ

て
そ
れ
を
補
強
し
つ
つ
作
品
世
界
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
天
皇
家
の
両
統
問
題
、
先
例
や
予
言
の
機
能
、
宮
廷
公
家
社

会
、
隠
岐
の
設
定
な
ど
を
取
り
上
げ
る
中
で
、
引
用
・
論
証
が
重
出
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
省
略
し
て
い
な
い
。

第
二
編
で
は
、「
天
」
と
「
将
軍
」
の
相
関
に
注
目
し
て
、
歴
史
物
語
『
梅
松
論
』
の
基
幹
を
形
成
す
る
皇
位
継
承
史
構
想
の
特
色
を

明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
際
に
後
堀
河
院
・
後
嵯
峨
院
・
光
厳
院
・「
先
代
（
様
）」・『
太
平
記
』
な
ど
に
着
目
す
る
。



14はじめに

最
後
の
第
三
編
で
は
、
中
世
歴
史
物
語
史
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、『
増
鏡
』
の
復
古
性
と
進
取
性
に
、『
梅
松
論
』
の
革
新
的
新
奇
性

に
注
目
す
る
。
こ
の
二
作
品
の
独
創
性
に
よ
っ
て
歴
史
物
語
史
の
針
路
が
示
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

序
編
　『
増
鏡
』
と
『
梅
松
論
』
─
中
世
歴
史
物
語
史
の
岐
路
─
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第
一
章
　
歴
史
物
語
史
の
中
の
『
増
鏡
』
と
『
梅
松
論
』

は
じ
め
に

─
歴
史
物
語
の
性
格

─

文
学
史
用
語
と
し
て
の
「
歴
史
物
語
」
は
、『
栄
花
物
語
』
や
四
鏡
（『
大
鏡
』『
今
鏡
』『
水
鏡
』『
増
鏡
』）
を
代
表
的
作
品
と
し
、『
秋

津
島
物
語
』『
池
の
藻
屑
』『
月
の
ゆ
く
へ
』
を
加
え
た
八
作
品
の
総
称
と
し
て
通
用
し
て
い
る
）
（
（

。『
六
代
勝
事
記
』『
五
代
帝
王
物
語
』

『
梅
松
論
』『
松
蔭
日
記
』
等
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
作
品
選
別
に
お
け
る
見
解
の
相
違
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
）
（
（

。
そ
の
一
方

で
、
歴
史
物
語
の
本
質
や
そ
の
作
品
群
に
含
ま
れ
る
た
め
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
確
説
を
得
る
に
は
ほ
ど
遠
い
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
）
（
（

。

歴
史
物
語
の
範
囲
や
本
質
が
解
明
さ
れ
難
い
一
因
に
、
歴
史
性
と
文
芸
性
と
い
う
異
質
で
相
容
れ
な
い
属
性
が
混
融
す
る
実
情
が
関
与

す
る
こ
と
は
疑
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
文
学
作
品
と
し
て
見
れ
ば
、
歴
史
的
構
成
や
記
録
的
記
述
が
目
立
っ
て
美
的
興
趣
を
減
退
さ
せ
る
こ

と
に
な
り
、
歴
史
叙
述
と
し
て
見
れ
ば
、
心
理
や
感
情
の
表
現
や
物
語
的
装
飾
が
多
す
ぎ
て
歴
史
と
し
て
の
有
効
性
を
失
う
こ
と
に
な
る

こ
と
か
ら
、
歴
史
物
語
の
根
幹
に
「
不
充
足
」
感
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
（
（

。
科
学
の
よ
う
に
「
真
」
を
追
求
す
る
歴
史
と
、
芸
術

に
属
し
て
「
美
」
を
発
現
す
る
文
芸
と
の
本
質
的
相
違
に
基
づ
く
必
然
的
「
不
充
足
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

─
分
岐
す
る
中
世
歴
史
物
語

─
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こ
の
よ
う
に
相
反
す
る
二
要
素
が
併
存
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
い
ず
れ
が
枢
要
で
あ
り
、
い
ず
れ
が
根
幹
部
分
を
形
成
し
て
い
る
か
が

判
断
で
き
れ
ば
、
本
質
究
明
に
寄
与
す
る
は
ず
で
あ
る
。
仮
に
文
芸
の
枠
内
に
歴
史
が
収
ま
り
、
歴
史
的
部
分
が
文
芸
的
部
分
に
内
包
さ

れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
本
質
は
文
芸
で
あ
り
、
文
芸
と
し
て
探
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、
歴
史
叙
述
の
中
に

文
芸
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
正
体
は
歴
史
と
判
断
さ
れ
る
。
文
芸
と
歴
史
の
優
劣
軽
重
や
包
含
関
係
が
定
ま
ら
な
い
た
め

に
、
歴
史
物
語
の
本
質
解
明
に
至
ら
な
い
と
い
う
実
情
を
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
一
定
の
結
論
に
到
達
し
て

も
、
作
品
群
全
体
に
は
適
用
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
、
歴
史
物
語
の
本
質
論
を
混
迷
に
導
い
て
い
る
の
で
あ

る
。そ

も
そ
も
、
こ
の
混
迷
こ
そ
が
、
歴
史
か
文
芸
か
と
い
う
二
者
択
一
的
発
想
が
歴
史
物
語
の
解
明
方
法
と
し
て
の
不
適
切
さ
を
証
明
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
）
（
（

。
歴
史
と
文
学
の
二
元
性
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
と
め
る
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
も
い
る
）
（
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
と
文
芸
の
関
係
、
特
に
包
含
関
係
を
完
全
に
慮
外
し
て
歴
史
物
語
を
論
ず
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
こ

と
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
関
係
を
め
ぐ
る
研
究
史
の
蓄
積
も
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
歴
史
物
語
の
性

格
に
つ
い
て
の
見
解
を
、「
歴
史
を
題
材
と
す
る
物
語
」
す
な
わ
ち
歴
史
が
物
語
に
内
包
さ
れ
る
と
捉
え
る
立
場
と
「
物
語
風
に
書
か
れ

た
史
書
」
す
な
わ
ち
物
語
が
歴
史
に
内
包
さ
れ
る
と
認
識
す
る
立
場
と
に
二
分
す
る
試
み
か
ら
本
稿
の
考
究
を
開
始
し
た
い
。
歴
史
物
語

の
語
義
を
「
歴
史
の
物
語
」
と
解
す
る
場
合
と
「
歴
史
を
物
語
る
」
と
解
す
る
場
合
と
に
二
分
す
る
試
み
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

文
学
研
究
の
立
場
か
ら
物
語
の
側
面
を
重
視
す
る
観
点
と
、
歴
史
研
究
の
立
場
か
ら
歴
史
に
属
す
る
側
面
を
重
視
す
る
観
点
と
の
対
立
を

注
視
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
な
い
。

ま
ず
、
歴
史
を
内
包
す
る
物
語
、「
歴
史
の
物
語
」
と
す
る
見
解
を
例
示
す
る
。
主
に
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
、
文
学
史
の
中
に
歴
史

物
語
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
物
語
の
側
面
が
重
視
さ
れ
る
場
合
も
こ
の
範
疇
に
入
る
。
阿
部
秋
生
の
「
歴
史
に
素
材
を
と
っ
た
物
語
）
（
（

」、
竹

鼻
績
の
「
平
安
時
代
に
発
生
し
た
歴
史
を
素
材
と
し
た
物
語
）
（
（

」
と
い
う
説
明
は
こ
の
例
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
加
納
重
文
も
、
歴
史
物

語
が
日
本
文
学
史
の
中
の
「
あ
る
場
所
を
占
め
て
い
る
」
事
実
か
ら
古
典
文
学
作
品
と
認
定
し
た
上
で
そ
の
性
格
を
考
察
す
る
）
（
（

。
こ
の
よ

う
に
、
物
語
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
所
説
は
少
な
く
な
い
。

岡
一
男
は
、
特
に
『
栄
花
物
語
』
の
歴
史
性
と
文
芸
性
を
考
察
し
て
、
単
な
る
仮
名
の
国
史
で
は
な
く
、
歴
史
を
主
題
と
す
る
物
語
で

あ
る
と
結
論
づ
け
る
際
に
、
年
紀
や
史
実
の
お
び
た
だ
し
い
「
誤
謬
」
に
よ
っ
て
歴
史
叙
述
で
あ
る
こ
と
を
疑
い
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
「
面

白
さ
」
を
文
学
作
品
で
あ
る
こ
と
の
一
根
拠
と
し
た
）
（（
（

。
歴
史
物
語
の
本
質
を
物
語
（
文
芸
）
と
す
る
論
拠
に
、
歴
史
性
よ
り
も
文
芸
性
が

優
越
す
る
と
い
う
考
え
方
が
関
与
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
（（
（

。「
歴
史
を
題
材
と
す
る
物
語
で
あ
る
」
と
い
う
理
解
は
「
歴
史
を
題
材
と
す

る
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
措
い
て
は
成
り
立
た
な
い
。
諸
説
を
踏
ま
え
た
上
で
、
増
淵
勝
一
は
作
者
の
認
識

と
読
者
の
態
度
を
精
査
し
て
、「
歴
史
物
語
は
歴
史
を
対
象
と
し
た
物
語
で
あ
っ
て
、
文
学
的
感
動
を
読
者
に
与
え
る
こ
と
を
第
一
義
と

し
た
作
品
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
た
）
（（
（

。
こ
こ
に
歴
史
物
語
の
本
質
に
文
学
性
を
見
い
だ
す
論
拠
が
明
示
さ
れ
た
と
言
え
る
。

次
に
、
物
語
を
内
包
す
る
歴
史
、「
歴
史
を
物
語
る
」
作
品
と
し
て
歴
史
物
語
が
捉
え
ら
れ
る
所
説
を
挙
げ
て
お
く
。
歴
史
研
究
の
対

象
と
し
て
は
、
歴
史
物
語
は
史
学
史
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
、
史
書
と
し
て
の
側
面
が
優
先
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
た

と
え
ば
「
平
安
時
代
後
期
以
降
に
著
わ
さ
れ
た
仮
名
書
き
の
歴
史
叙
述
の
書
物
を
指
す
呼
び
名
。（
中
略
）
国
史
学
で
は
、
む
し
ろ
『
物

語
風
歴
史
（
史
書
）』
と
呼
ば
れ
る
。」
と
説
明
さ
れ
る
）
（（
（

。
坂
本
太
郎
は
、
歴
史
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
「
物
語
風
歴
史
」
と
し
て
『
栄
花

物
語
』
以
下
の
歴
史
物
語
諸
作
品
を
検
証
し
た
）
（（
（

。
山
中
裕
は
、
歴
史
物
語
を
「
歴
史
を
仮
名
で
物
語
風
に
書
く
」
意
に
理
解
し
）
（（
（

、「
平
安

後
期
以
降
に
成
立
し
た
、
歴
史
を
仮
名
で
物
語
風
に
叙
述
し
た
書
物
」
と
約
言
す
る
）
（（
（

。
ま
た
、
文
学
研
究
に
お
い
て
も
、
該
当
各
作
品
が

「
雑
史
」
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
関
与
し
て
、
古
く
は
歴
史
書
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
芳
賀
矢
一
の
「
国
文
で
記
し
た
歴
史
）
（（
（

」、

石
川
徹
の
「
王
朝
風
の
物
語
文
体
を
用
ゐ
て
書
い
た
歴
史
）
（（
（

」
な
ど
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。


