
『松
浦
宮
物
語
』
の
役
柄
語

一　

何
故
、
「
役
柄
語
」
な

の
か

『松
浦
宮
物
語
』
の
成
立
に
つ
い
て

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』

〈
一
九

八
四
年
〉
で
は

「奥
書
に

〈貞
観
三
年

（八
六

一
）
四
月
十
八
日
、
そ
め
殿

の
院
の
に
し
の
た
い
に
て
か
き
お
は
り
ぬ
〉
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
作
者
が
古

代
物
語
の
ご
と
く
擬
装
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
し
、
作
者
に
つ
い

て
は

「藤
原
定
家
の
作
と
見
な
す
説
も
あ
る
が
、
明
言
で
き
な
い
」
と
記

す
。
（中
野
幸

一
執
筆
）。

し
か
し
、
そ
の
後
藤
原
定
家
を
作
者
と
す
る
説
は
学
界
の
定
説
と
ま
で
言

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
萩
谷
朴

『松
浦
宮
全
注
釈
』
全

九
九
七
年
〉
で

は
、
『無
名
草
子
』
の
一
節
を
引
用
し
た
直
後
に

「『松
浦
宮
物
語
』
の
作
者

を
定
家
と
す
る
説
の
動
か
し
難
い
当
時
現
在
的
証
言
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
」

と
し
た
上
で
、

従
来
の
諸
家
の
研
究
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
の
内
部
徴
証
の
結
果
の
す

べ
て
が
、
平
安
末
、
鎌
倉
初
期
成
立
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
時
代
相
を

関

雄

指
向
し
、
そ
の
作
者
の
知
識
教
養

・
作
品
の
作
風
傾
向
が
、
外
部
徴
証

よ
り
し
て
定
家
的
性
格
を
示
し
て
い
る
こ
と
と
、
決
し
て
矛
盾
す
る
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

こ
の
物
語
の
作
者
を
定
家
と
想
定
し
て
こ

そ
、
よ
り
合
理
的
に
よ
り
妥
当
な
理
解
に
達
し
得
る
も
の
で
あ
る
事
実

が
、
次
々
と
証
明
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
『
松
浦
宮
物
語
』
作
者
定
家
説

は
、
今
日
で
は
動
か
し
難
い
定
説
と
し
て
学
界
の
承
認
を
受
け
る
に

至

っ
た
の
で
あ
る
。

と
、
極
め
て
断
定
的
に
言
い
切

っ
て
い
る
。

樋
口
芳
麻
呂
校
注

『
松
浦
宮
物
語
』

翁
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
し

〈
一
九
九
九
年
〉
で
は
、
同
じ
く

『
無
名
草
子
』
の

一
節
を
引
用
し
、
「定
家

の
作
と
さ
れ
る
物
語
作
品
が

「
あ
ま
た
」
と
い
う
点
に
や
や
疑
間
が
あ
る
も

の
の
、
『
松
浦
宮
物
語
』
の
作
者
が
定
家
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
」

と
あ
り
、
久
保
田
孝
夫

・
関
根
賢
司

・
吉
海
直
人

『
松
浦
宮
物
語
』
［改
訂

版
］
全
一〇
〇
二
年
〉
で
は
、
「多
方
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
た
結

果
、
ほ
ぼ

『松
浦
宮
物
語
』
は
藤
原
定
家
の
作
品
と
位
置
付
け
ら
れ
る
に
い

『松
浦
宮
物
語
』
の
役
柄
語
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た

っ
て
い
る
。
」
と
記
す
。

本
稿
は
、
『
松
浦
宮
物
語
』
の
作
者
が
藤
原
定
家
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は

定
家
以
外
の
人
で
あ
る
か
を
、
詮
索
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た

だ
、
定
家
で
あ
る
と
す
る
蓋
然
性
が
極
め
て
高
い
と
す
る
国
文
学
者
の
観
点

と
は
や
や
異
な
る
方
法
で
、
『
松
浦
宮
物
語
』

の
作
者
に
つ
い
て
も
ア
プ

ロ
ー
チ
を
試
み
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
の
相
違
は
、
こ
の
物
語
に
登
場
す
る
人
物
が
用
い
る
会
話
の
言
葉
遣
い

（会
話
文
）
に
留
意
し
て
み
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

一
体
、
物
語
文
学
の
会
話
文
は
、
物
語
と
い
う
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
人

物

（役
者
）
が
相
互
に
交
わ
し
合
う
セ
リ
フ
で
あ
り
、
地
の
文

（語
り
）
が

描
き
上
げ
る
人
物
の
動
き

（演
技
）
と
情
景

（舞
台
背
景
）
と
、
そ
れ
ら
の

時
間
の
流
れ
の
中
で
、
語
り
手
に
よ

っ
て
す
べ
て
が
実
現
す
る
。
―
―
こ
の

よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
成
立
と
さ
れ
る

『竹
取
物
語
』

『
う

つ
ほ
物
語
』
『
落
窪
物
語
』
等
の
会
話
文
に
注
目
し
て
後
述
す
る
よ
う
な

拙
論
を
発
表
し
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
物
語
の
登
場
人
物
は
、
多
く
は
皇
族

・
貴
族
で
あ

っ
て
、
そ
の

主
役
と
な
る
の
は
、
恋
物
語
で
あ
れ
ば
、
若
き
貴
公
子
で
あ
り
姫
君
で
あ

ＺＯ
。し

か
し
、
貴
族
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
が
ち
な
庶
民

（「
し
も
び
と
し

で

あ

っ
て
も
、
そ
の
物
語
に
無
く
て
は
な
ら
な
い
人
物
も
少
な
か
ら
ず
登
場
す

る
の
が
平
安
物
語
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、
先
に
挙
げ
た

『
竹
取
物
語
』

の

「
翁
」
も
そ
の

一
人
で
あ
る
。
賎
民
の
翁
が
漢
文
訓
読
と
は
、
お
よ
そ
無
縁

の

「
漢
文
訓
読
語
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
の
理
由
は
旧
稿

「
『
竹
取
物
語
』

の
用
語
と
表
現
―

「敬
語
」
「和
文
語
」
「漢
文
訓
読
語
」
を
め
ぐ

っ
て
―
」

「
筑
紫
語
学
論
叢
』
全
一〇
〇

一
年
〉
所
収
）
そ
の
他
の
拙
論
で
述
べ
て
き

た
。
が
、
こ
こ
で
簡
単
に
繰
り
返
す
な
ら
、
こ
れ
ま
で
に

「漢
文
訓
読
語
」

と
言
わ
れ
て
き
た
も
の
の
中
に
は

「漢
文
訓
読
専
用
語
」
と
し
て
、
日
本
語

の
中
に
加
わ

っ
た
も
の
も
あ

っ
た
に
は
違
い
な
か
ろ
う
が
、
逆
に
も
と
も
と

日
常
的
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
漢
文
訓
読
の
際
に
用
い
ら
れ

た
も
の
も
あ

っ
た
と
し
て
も
、
い
さ
さ
か
も
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ

が
平
安
時
代
の
日
常
的
用
語
で
あ
れ
ば
、
中
国
語
文

（漢
文
）
を
日
本
語
に

置
き
換
え
る
際
の
日
本
語
と
し
て
、
難
解
な
原
文
の
理
解
に
極
め
て
有
効
で

あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
平
安
物
語
の
会
話
文
に
も
表
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
前

述
し
た
通
り
、
物
語
文
学
の
会
話
文
は
、
物
語
と
い
う
舞
台
に
登
場
し
て
く

る
人
物

（役
者
）
が
相
互
に
交
わ
し
合
う
セ
リ
フ
で
あ
り
、
現
実
に
そ
の
よ

う
な
言
葉
が
ほ
ぼ
千
年
前
の
日
常
的
用
語
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
考

え
る
の
は
早
計
に
過
ぎ
る
。
そ
こ
で
、
物
語
を
あ
る
種
の
芝
居

（演
劇
）
に

見
倣
し
て
、
そ
の
役
者
が
用
い
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
合
と
、
逆
に
ふ
さ
わ
し

く
は
な
い
が
場
面
に
よ

っ
て
は
敢
え
て
用
い
る
言
葉

（
セ
リ
フ
）
と
を
合
わ

せ
て

「役
柄
語
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

役
柄
語
＝

『
竹
取
物
語
』
『
う

つ
ほ
物
語
』
『
落
窪
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
等

『
松
浦
宮
物
語
』
の
役
柄
語
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『松
浦
宮
物
語
』
の
役
柄
語

の
地
の
文
に
は
使
わ
れ
ず
、
会
話
文
に
限

っ
て
使
わ
れ
る
語
。
会
話
主

体
が
日
常
的
に
用
い
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
用
法

（
キ
ャ
ラ
語
と
仮

称
）
と
、
普
段
は
日
常
的
に
は
用
い
な
い
主
体
が
様
々
な
緊
張
し
た
場

面
で
、
強
い
語
気
圭
ｍ調
で
、
意
図
的
に
発
す
る
用
法
と
が
あ
る
。

前
者
は
、
主
と
し
て
身
分
の
下
位
の
者
が
、
上
位
の
聞
き
手
に
使
う

も
の
で
、
場
面
に
よ

っ
て
は
畏
ま
り

（卑
下
謙
遜
）
に
近
い
意
味
合
い

を
帯
び
る
こ
と
が
あ
る
。
後
者
は
、
上
位
の
者
が
下
位
の
者
を
叱
責
す

る
意
味
合
い
を
帯
び
る
こ
と
も
あ
る
。

な
お
、
本
稿
は
旧
稿

「
平
安
和
文
の

「
い
は
む
や
」
の
用
法
」
〔梅
光
学

院
大
学

「
日
本
文
学
研
究
」
４２

号
〕
全
一〇
〇
七
年
〉
。
「
平
安
和
文
の
役

柄
語

（
一
）
全
じ

〔梅
光
学
院
大
学

「
日
本
文
学
研
究
」
４３

号
〕
〔梅
光
学

院
大
学

「
論
集
」
４‐

号
〕
全
一〇
〇
八
年
〉
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
『
松
浦

宮
物
語
』
の
用
語
と
対
比
す
る
た
め
に
、
【参
考
例
】
な
ど
、
重
複
さ
せ
た

記
述
の
少
な
く
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

一
一　
会
話
文

の

「
漢
文
訓
読
語

〈
役
柄
語
と

『松
浦
宮
物
語
』
が
、
藤
原
定
家
の
作
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
奥
書
の

〈貞

観
三
年

（八
六

一
）
四
月
十
八
日
〉
成
立
と
い
う
い
わ
ゆ
る
偶
跛
は
、
私
見

の
役
柄
語
の
観
点
か
ら
す
る
と
ど
う
な
る
か
。

こ
の
物
語
に
も
、
地
の
文
に
は
使
わ
れ
ず
、
会
話
文
に
限
っ
て
使
わ
れ
る

語
が
あ
る
。
「
そ
も
そ
も
」
「
た
だ
し
」
「す
み
や
か
に
」
「
い
は
む
や
」
「
し

か
る
に
」
、
そ
れ
に

「
か
う
ぶ
る
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
漢
文
訓
読
語
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
語
の
、
平
安
時
代

の
物
語
。
日
記
で
使
わ
れ
た
例
を

【
参
考

例
】
と
し
て
掲
げ
、
こ
の
物
語
と
対
比
す
る
。

以
下
、
『松
浦
宮
物
語
』
か
ら
の
引
用
は
、
樋
口
芳
麻
呂
校
注

（「新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
し

に
よ
る
。

そ
も
そ
も

１
．
（母
后
）
「
そ
も
そ
も
こ
の
道
に
従

へ
る
人
々
、
か
か
る
旅
の
空
に
し
て
、

は
か
ら
ざ
る
三
万
の
い
く
さ
、
崩
る
る
が
ご
と
く
滅
び
失
せ
ぬ
る
を
見
な

が
ら
、
（略
と

〈
ニ
　
エ全
ハ
ペ
〉

【参
考
例
】

○

（翁
）
「
思
ひ
の
ご
と
く
も
、

の
た
ま
ふ
物
か
な
。
ｄ
ｄ
川
Ⅵ
、
い
か
や

う
な
る
心
ざ
し
あ
ら
ん
人
に
か
、
婚
は
む
と
お
ぼ
す
。
（略
こ

翁
竹
取
物
語
』
貴
公
子
た
ち
の
求
婚
）

○

（滋
野
真
菅

〈注
〉
）
「
利
釧
ｑ
引
ヽ
こ
の
み
正
身
は
い
か
に
ぞ
。
（略
こ

「
う

つ
ほ
物
語
』
「藤
原
の
君
し

〈注
〉
真
菅
は
齢
六
〇
歳
の
大
宰
の
大
弐

○

（旅
の
ア
何
中
の
あ
る
人
）
「
そ
も
そ
も
い
か
が
よ
ん
だ
る
」

「
土
左
日
記
』

一
月
七
日
）

○

（北
山
僧
都
）
「
（略
）
ｄ
ｄ
川
Ⅵ
女
人
は
人
に
も
て
な
さ
れ
て
大
人
に
も
な

り
給
も
の
な
れ
ば
、
く
は
し
く
は
え
と
り
申
さ
ず
、
（略
こ

翁
源
氏
物
語
』
若
紫
）
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○

（夕
霧
）
買
略
）
そ
も
′
ヽ
女

一
の
宮
の
女
御
は
ゆ
る
し
き
こ
え
給
や
。

（略
）」
「
源
氏
物
語
』
竹
河
）

【
参
考
例
】
の

『
源
氏
物
語
』
の
右
の
二
例
に
つ
い
て
、
吉
田
金
彦
。築
島

裕
他
編

『
訓
点
語
辞
典
』
公
一〇
〇

一
年
）
は

「
訓
点
語
彙
」
の

一
項
で
取

り
上
げ
、
「漢
文
の
素
養
の
あ
る
人
物
の
言
葉
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
」

と
説
明
し
、
『
竹
取
物
語
』
な
ど
の
例
も

「
訓
読
語
の
影
響
と
考
え
ら
れ

る
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
掲
の
例
の
通
り
、
漢
文
と
は
無
縁

の
竹
取
翁
の
セ
リ
フ
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
見
過
ご
し
た
誤
り
で
あ
る
。

「
そ
も
そ
も
」
は
、
当
時
の
日
常
的
用
語
で
あ
り
、
地
の
文
の
語
り
の
用

語
と
し
て
は
意
図
的
に
避
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
会
話
文
に
用
い
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
身
分
の
低
い
竹
取
翁
や
滋
野
真
菅
の
キ
ャ
ラ
を
示
し
た
り
、
夕
霧

の
よ
う
な
上
層
貴
族
の
セ
リ
フ
で
は
、
後
に
述
べ
る

「
い
は
む
や
」
と
同
じ

く
、
語
気
を
強
め
る
べ
き
場
面
で
の
表
現
効
果
を
意
図
し
て
、
登
場
人
物
に

用
い
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

『
松
浦
宮
物
語
』

で
は
、
母
后
の
セ
リ
フ
に
用
い
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は

『
源
氏
物
語
』
の
夕
霧
の
場
合
に
準
じ
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
だ
し

１
．
（臣
下
達
）
「
た
だ
し
、
け
ふ
な
ほ
軍
を
休
め
て
、
暁
に
出
で
お
は
し
ま

す
べ
し
」
全
一
六
九
ぺ
〉

２
．
（母
后
）
フ
」
れ
み
な
理
り
の
至
り
な
り
。
た
だ
し
、
我
が
国
幸
ひ
な
く

し
て
、
た
ち
ま
ち
に
尭
舜
の
君
に
別
れ
た
て
ま

つ
り
て
、
（略
と

合
一　
一
〇
〇
ぺ
〉

【参
考
例
】

○

（大
納
言
の
従
者
）
「
仰
の
事
は
い
と
も
た
う
と
し
。
た
ゞ
じ
、
こ
の
玉
、

た
は
や
す
く
え
取
ら
じ
を
。
（略
と

（『竹
取
物
語
』
竜
の
頸
の
玉
）

○

（俊
蔭
↓
娘
）
沢
略
）
た
だ
し
、
命
の
後
、
女
子
の
た
め
に
、
け
近
き
宝
と

な
ら
む
も
の
を
奉
ら
む
」
合
う

つ
ほ
物
五
巴

俊
蔭
）

『
竹
取
物
語
』
の
例
は
、
家
来
か
ら
主
人
に
申
し
上
げ
た
用
法
で
あ
り
、

『
う

つ
ほ
物
語
』
は
親
か
ら
娘

へ
の
用
法
で
あ
る
。

『
松
浦
宮
物
語
』
の
臣
下
達
の
セ
リ
フ
は
、
前
者
に
、
母
后
の
も
の
は
後

者
の
用
法
に
合
う
。

す
み
や
か
に

１
．
（母
后
）
「
略
）
広
き
野
中
に
て
、
い
ど
み
戦
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
す
み

や
か
に
過
ぎ

つ
る
山
に
帰
り
入
り
て
、
か
れ
が
軍
の
行
き
過
ぎ
ん
う
し
ろ

を
襲
ひ
て
、
（略
こ

〈
二

五
八
ぺ
〉

２
．
（母
后
）
沢
略
）
わ
ざ
は
ひ
す
み
や
か
に
、
こ
と
極
ま
り
ぬ
れ
ば
、
か

へ

さ
ひ
定
む
る
に
だ
に
及
ば
ず
。
（略
と

〈
二

六
八
ぺ
〉

３
．
（母
后
）
「
略
）
し
か
じ
、
け
ふ
軍
を
進
め
て
、
す
み
や
か
に
長
安
の
道

に
帰
ら
ん
に
は
」
合
一
六
九
ぺ
〉

【参
考
例
】

『松
浦
宮
物
語
』
の
役
柄
語



『松
浦
宮
物
語
』
の
役
柄
語

○

（阿
修
羅
↓
俊
蔭
）
「
略
）
す
み
や
か
に
そ
の
よ
し
を
申
せ
」

「
う

つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
）

○

（文
人
た
ち
↓
藤
英
）
「
略
）
す
み
や
か
に
ま
か
り
と
ど
ま
り
た
ま

へ
。

（略
）」
「
う

つ
ほ
物
語
』
祭
の
使
）

○

（忠
）し
そ
↓
嵯
峨
院
）
「
略
）
魂
静
ま
ら
ず
し
て
、
す
み
や
か
に
ま
か
り
籠

り
て
、
山
林
を
住
み
か
と
し
、
（略
と

（『
う

つ
ほ
物
語
』
吹
上
　
下
）

○

（揖
取
↓
神
）
「
み
ふ
ね
す
み
や
か
に
こ
が
じ
め
た
ま
へ
」

「
土
左
日
記
』

一
月
廿
六
日
）

○

（道
長
↓
皇
后
宮
の
妹
）
「
さ
ら
な
り
、
み
な
き
ゝ
た
る
事
な
り
。
い
と
ふ
び

ん
な
る
こ
と
に
こ
そ
は
べ
る
な
れ
。
い
ま
、
し
か
す
ま
じ
き
よ
し
、
す
み

や
か
に
い
は
せ
ん
。
か
く
い
ま
し
た
る
こ
と
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
也
。
人

し
て
こ
そ
い
は
せ
給
は
め
。
と
く
か
へ
ら
れ
ね
」
（
『
大
鏡
』
二
師
ヂ
）

〔イ
ウ
マ
デ
モ
ナ
イ
、
ミ
ン
ナ
聞
キ
オ
ヨ
ン
デ
イ
ル
コ
ト
ダ
。
タ
イ
ソ
ウ
気

ノ
毒
ナ
コ
ト
デ
ス
。
今

ス
グ
、

ソ
ノ
ョ
ゥ
ナ
コ
ト
ノ
マ
カ
リ
ナ
ラ
ヌ
旨

ヲ
、
敏
速

二
伝

エ
サ
セ
ヨ
ウ
。

コ
ノ
ョ
ウ
ニ
自
身
デ
来
ラ
レ
タ
コ
ト
ハ
不

心
得
ナ
コ
ト
ダ
。
人
ヲ
介
シ
テ
オ

ッ
シ
ャ
ッ
テ
ホ
シ
イ
。
即
刻
オ
帰
リ
ナ

サ
イ
〕

『
大
鏡
』
の
例
は
皇
后
宮
の
妹
が
零
落
し
、
所
領
の
回
復
を
道
長
に
直
訴

し
た
の
に
、
道
長
が
戒
め
る
言
葉
で
あ
る
。

〔　
　
〕
内
に
現
代
語
に
置
き

換
え
た
文
を
示
し
た
。
「
す
み
や
か
に
」
は

〈遅
滞
無
く
敏
速
に
〉
の
意
で

あ
り
、
後
続
の

「
と
く
」
は

〈即
刻
〉
の
意
で
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
『
大
鏡
』
の
例
ま
で
挙
げ
た
の
は
、
「
す
み
や
か
に
」
が
、
「
は

や
く
」
「
と
く
」
と
は
意
味
が
異
な
る
こ
と
を
本
稿
で
も
断

っ
て
置
き
た
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
三
語
の
意
味
差
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『
平
安
時

代
和
文
語
の
研
究
』
（
一
九
九
二
年
）
で
詳
述
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略

す
る
が
、
要
す
る
に

「
す
み
や
か
に
」
は
、
「
は
や
く
」
「
と
く
」
の
両
方
が

持

つ
意
味
を
加
え
合
わ
せ
て
、
「
即
刻
に
し
て
、
す
ば
や
く
」
と
い
う
よ
う

に
限
定
的
に
述
べ
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
会
話
語
と
し

て
、
聞
き
手
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
が
、　
一
方
で
、
こ
の
よ
う

な
直
裁
的
な
言
葉
遣
い
は
貴
公
子
や
姫
君
の
言
葉
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な

く
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
『土
左
日
記
』
の
例
の
よ
う
に
、
身
分
の
低
い
も
の
の

キ
ャ
ラ
を
表
す
語
と
し
て
の
役
柄
語
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て

み
る
と
、
『
松
浦
宮
物
語
』
の
作
者
が
、
母
后
の
セ
リ
フ
に

「
す
み
や
か
に
」

を
用
い
さ
せ
た
の
は
、
必
ず
し
も
正
解
で
は
な
い
が
、
地
の
文
に
は
用
い
ず

会
話
文
に
限
り
、
し
か
も

『大
鏡
』
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
上
位
者
か
ら

下
位
者

へ
強
い
語
気
圭
ｍ調
で
、
意
図
的
に
発
し
た
用
法
と
み
れ
ば
、
作
者

の
見
識
は
か
な
り
の
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

い
は
む
や

１
．
（母
后
）
「
か
の
大
将
軍
宇
文
会
、
人
の
か
た
ち
に
し
て
、
虎
の
心
あ
り
。

（略
）
た
と
ひ
軍
の
た
け
等
し
く
と
も
、
人
の
力
向
か
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

い
は
む
や
我
が
か
た
は
逃
げ
の
が
れ
て
、
か
れ
が
十
分
に
及
ば
ず
。
（略
）

す
み
や
か
に
過
ぎ

つ
る
山
に
帰
り
入
り
て
、
（略
こ

〈
二

五
七
ぺ
〉
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２
．
（母
后
）
「我
が
国
の
習
ひ
、
女
主
朝
に
臨
み
て
、
か
な
ら
ず
乱
る
る
跡

多
か
る
な
む
、
い
み
じ
う
い
た
み
思
ふ
べ
き
。
い
づ
れ
も
世
を
治
め
た
ま

ふ
君
、
か
な
ら
ず
身
の
過
ち
を
知
り
た
ま
は
ず
。
い
は
む
や
、
お
ろ
か
な

る
女
の
身
、
知
る
こ
と
な
く
て
、
万
機
の
政
に
臨
む
、
い
か
ば
か
り
の
過

ち
か
あ
ら
む

（略
こ

〈
二

九
八
ぺ
〉

３
．
（母
后
）
「
略
）
河
北
の
二
十
二
郡
、
ひ
と
り
の
仇
を
防
ぐ
臣
な
く
し

て
、
軍
の
き
た
る
こ
と
、
流
る
る
水
よ
り
も
す
み
や
か
な
り
。

つ
ひ
に
九

重
の
深
き
宮
を
出
で
て
、
剣
閣
の
あ
や
ふ
き
か
け
は
し
に
赴
く
。
い
は
む

や
、
空
し
き
野
中
に
し
て
、
す
で
に
敵
の
矢
先
に
向
か
は
ん
と
す
る
に

（略
）」
合
一　
一
〇
〇
ぺ
〉

ｃ
ｆ

「
ま
し
て
」

ゴ
。
（氏
中
ツ

父
君
Ｃ

ツ」
の
子
の
ゆ
ゑ
に
の
み
面
目
を
ほ
ど
こ
し
た
ま

へ
ば
、

ま
し
て
な
の
め
に
お
ぼ
さ
れ
む
や
は
。
全

　
一
六
ぺ
〉

２
．
道
々
の
こ
と
、
文
の
心
を
も
い
と
な

つ
か
し
う
の
た
ま
は
せ
知
ら
す
る

に
、
ま
し
て
い
く
ば
く
の
日
数
な
ら
ね
ど
、
さ
と
り
ふ
か
く
の
み
な
り
ゆ

く
。
全
　
一壬

天

〉

θ
．
ひ
と
り
寝
の
秋
の
夜
は
、
ま
し
て
思
ひ
残
す
こ
と
な
け
れ
ど
も
、
か
の

御
形
見
の
音
を
だ
に
え
掻
き
な
ら
さ
ず
。
全
　
四
二
ぺ
〉

ィ
．
年
あ
ら
た
ま
り
て
は
、
霞
み
行
く
空
の
気
色
、
梅
の
香
、
鶯
の
さ
へ
づ

り
も
、
や
う
や
う
気
色
異
な
る
に
、
ま
し
て
思
ふ
こ
と
多
く
、
な
が
め
明

か
せ
ど
、
全
一
七
六
ぺ
〉

Ｊ
。
（氏
忠
ノ
母
皇
女
）
「
ま
ろ
は
何
事
を
か
は
教

へ
む
。
負

へ
る
子
と
ぞ
い
ふ

な
る
。
い
ま
は
ま
し
て
い
み
じ
う
頼
も
し
う
ぞ
あ
る
や
」
全
　
一
〓
天

〉

δ
　
（氏
忠
）
「
略
）
ま
た
、
君
の
御
う

つ
く
し
び
仰
ぐ
べ
き
身
と
も
思
う
た

ま
へ
よ
ら
ざ
り
し
か
ば
、
ま
し
て
同
じ
世
の
生
を
か

へ
ず
は
、
お
の
づ
か

ら
頼
み
は
べ
る
べ
し
。
（略
こ

〈
二

八
二
ぺ
〉

７
．
（女
）
「
秋
風
を
だ
に
待
た
ぬ
別
れ
の
道
に
は
、
あ
り
か
定
め
ぬ
海
女
の

名
の
り
も
ま
し
て
」
企
一　
一
〇
五
ぺ
〉

【参
考
例
】

○

（大
納
言
の
従
者
）
「
仰
の
事
は
い
と
も
た
う
と
し
。
た
ゞ
し
、

た
は
や
す
く
は
え
取
ら
じ
を
。
い
は
む
や
、
竜
の
頸
の
玉
は
、

ら
む
」
「
竹
取
物
語
』
竜
の
頸
の
玉
）

◎

（大
納
一３

「汝
ら
、
よ
く
持
て
こ
ず
な
り
ぬ
。
竜
は
、
鳴
る
神
の
類
に
こ

そ
あ
り
け
れ
。
そ
れ
が
玉
を
取
ら
む
と
て
、
そ
こ
ら
の
人

ゝ
の
、
害
せ
ら

れ
な
む
と
し
け
り
。
ま
し
て
、
竜
を
捕

へ
た
ら
ま
し
か
ば
、
又
こ
と
も
な

く
、
我
は
害
せ
ら
れ
な
ま
し
。
（略
と

（『
竹
取
物
語
』
竜
の
頸
の
玉
）

従
者
が

「漢
文
訓
読
語
」
の

「
い
は
む
や
」
を
用
い
、
主
人
で
あ
る
大
納

言
が

「
和
文
語
」

の

「
ま
し
て
」
を
用
い
て
い
る
。
「
漢
文
訓
読
語
」
が

「漢
文
の
素
養
の
あ
る
人
の
用
い
る
も
の
」
と
す
る
説
明
は
当
た
ら
な
い
。

○

（阿
修
羅
）
「
略
）
た
は
や
す
く
来
た
れ
る
罪
だ
に
あ
り
、
い
は
む
や
、
そ

こ
ば
く
の
年
月
、
な
で
生
ほ
し
木
づ
く
る
。
（略
こ

と
い
ひ
て
、

「
う

つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
）

○

（大
徳
）
只
略
）
百
万
の
神
、
七
万
参
千
の
仏
に
、
御
灯
明
、
御
幣
吊
奉
り

た
ま
は
ば
、
仏
神
お
の
お
の
与
力
し
た
ま
は
む
。
天
女
と
申
す
と
も
、
下

『松
浦
宮
物
語
』
の
役
柄
語

ヽヽ こ

か の

 ゞ玉

取
｀
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『松
浦
宮
物
語
』
の
役
柄
語

り
ま
し
な
む
。
い
は
む
や
、
娑
婆
の
人
は
、
国
王
と
聞
こ
ゆ
と
も
、
赴
き

た
ま
ひ
な
む
を
や
。
ま
た
、
山
々
、
寺
々
に
、
食
な
く
も
の
な
き
行
ひ
人

を
供
養
し
た
ま
へ
」
「
う

つ
ほ
物
語
』
藤
原
の
君
）

右
の
二
例
は
、
阿
修
羅
と
大
徳
が
用
い
た
例
で
あ
る
。
大
徳
は
経
典
等
を

訓
読
す
る
こ
と
が
日
常
的
で
あ
る
か
ら
自
然
に
そ
れ
が
セ
リ
フ
に
出
た
と
す

る
考
え
方
が
従
来
の
も
の
で
あ
る
が
、
阿
修
羅
に
つ
い
て
は
当
て
は
ま
ら
な

い
。

○

（千
蔭
↓
帝
）
「
千
蔭
が
上
に
災
ひ
な
る
こ
と
を
奏
し
は
べ
り

つ
る
と
な
む

う
け
た
ま
は
り
し
」
。
帝
、
「
さ
ら
に
い
ふ
こ
と
な
し
。
人
の
上
に
だ
に
い

ふ
こ
と
な
か
り
し
人
な
り
。
い
は
む
や
さ
ら
に
親
の
上
に
は
い
ひ
て
む

や
。
心
を
知
れ
ら
む
人
は
、
さ
る
逆
さ
ま
の
こ
と
を
い
ふ
と
も
、
ま
こ
と

と
思
ほ
し
な
む
や
。
（略
と

（『
う
つ
ほ
物
語
』
忠
こ
そ
）

右
の
例
は
、
帝
が
強
い
口
調
で
、
千
蔭
を
諌
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

「
い
は
む
や
」
は
、
そ
の
後
に
続
く
文
言
に
つ
い
て
、
　
≦
［う
ま
で
も
無
い

こ
と
を
言

っ
て
置
く
の
だ
〃
と
い
う
強
い
語
気
と
含
意
を
伴

っ
て
、
聞
き
手

（臣
下
の
千
蔭
）
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
効
果
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ

２つ
。

○

（兼
雅
↓
元
行
）
「
略
）
こ
れ
は
、
か
く
に
は
か
に
労
あ
る
宣
旨
に
て
あ
る

こ
と
な
る
を
、
女
の
饗
な
ど
の
こ
と
、
い
と
清
ら
に
な
む
せ
ま
ほ
し
き
。

饗
の
こ
と
、
心
殊
に
あ
る
べ
し
。
い
は
む
や
、
た
だ
今
の
女
官
ど
も
も
な

り
。
や
む
ご
と
な
き
典
侍
な
ど
、
は
た
も
の
し
た
ま
ふ
を
、
用
意
せ
む
。

（略
）」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
う
つ
ほ
物
語
』
内
侍
の
か
み
）

右
は
、
兼
雅
が
部
下
の
元
行
に
饗
宴
の
準
備
を

〃し

っ
か
り
や
れ
″
、
と

命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

○

（正
頼
↓
季
明
）
買
略
）
宰
相
の
君
に
お
き
た
て
ま

つ
り
て
は
、
正
頼
に
く

は
し
く
い
ふ
人
侍
ら
ま
し
か
ば
、
何
か
と
も
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
。
仰

せ
言
な
く
と
も
、
む
か
し
の
こ
と
を
さ
ら
に
忘
れ
は
べ
ら
ず
。

い
は
む

や
、
さ
ら
に
か
く
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
よ
か
ら
ぬ
男
子
ど
も
よ
り
も
、
い
か

で
と
な
む
思
ひ
た
ま
ふ
る
」
翁
う
つ
ほ
物
語
』
国
譲
上
）

こ
の
例
は
前
例
と
は
逆
に
、
正
頼
が
重
病
の
兄
季
明
に
後
事
を
託
さ
れ

て
、
兄
の
心
残
り
に
思

っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
、
「
仰
せ
言
な
く
と
も
」

と
言
い
、
ま
し
て
や
、
「
仰
せ
ら
る
れ
ば
」
と
い
う
文
脈
で
用
い
た
も
の
で

あ
る
。
「
ま
し
て
」
で
は
言
い
表
せ
な
い
含
意
が

「
い
は
む
や
」
に
込
め
ら

れ
て
い
る
。

○

（正
頼
↓
忠
澄
）
「
し
か
れ
ど
、　
一
と
こ
ろ
を
だ
に
わ
れ
ら
か
し
づ
き
た
て

ま

つ
る
べ
し
。
い
は
む
や
、
七
と
こ
ろ
の
孫
の
宮
た
ち
迎

へ
た
て
ま

つ
り

た
ら
む
に
、
何
の
こ
と
と
か
あ
ら
む
。
（略
と

合
う

つ
ほ
物
語
』
国
譲
下
）

右
は
、
正
頼
が
息
子
の
忠
澄
に
返
す
言
葉
の
中
に
用
い
ら
れ
、
「
い
は
む

や
」
以
下
を
強
く
主
張
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

○

（新
大
納
言
忠
頼
↓
子
供
た
ち
）
「
異
子
供
、
是
う
ら
や
ま
し
と
だ
に
思
ふ
べ

か
ら
ず
。
同
じ
様
に
力
入
り
、
親
に
孝
し
た
る
だ
に
、
少
し
人
々
し
き
に

な
ん
よ
ろ
し
き
物
取
ら
す
る
。
い
は
ん
や
、
こ
ゝ
ら
の
年
比
返
り
見
る
を

恩
に
や
と
思

へ
」
「
落
窪
物
語
』
巻
四
）
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○

（越
前
守
↓
道
頼
）
「
い
と
不
便
な
る
事
。
身
づ
か
ら
し
お
き
侍
ら
ぬ
事
な

り
と
も
、
殿
に
の
み
な
ん
じ
ろ
じ
め
す
べ
き
。
い
は
ん
や
更
に
我
が
か
く

し
お
く
な
ど
い
ひ
お
き
侍
り
し
に
た
が
ひ
て
は
。
誰
も
く
皆
少
し
づ
ゝ
分

た
れ
侍
る
め
る
物
を
」
「
落
窪
物
語
』
巻
四
）

右
の
二
例
は
男
性
貴
族
の
セ
リ
フ
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
の

例
に

「
新
潮
古
典
集
成
」
が

「
紋
切
型
の
男
性
用
語
」
と
注
す
る
の
は
、

「
漢
文
訓
読
語
」
＝
男
性
会
話
語
と
す
る
通
説
か
ら
の
固
定
観
念
に
よ

っ
た

も
の
か
、
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
非
で
あ
る
こ
と
は
次
の
例
で
明
快
で
あ

ＺＯ
。

○

（左
大
臣
邸
カ
ラ
出
向
イ
ル
女
房
タ
チ
ノ
心
中
）
「
略
）
同
じ
程
の
殿
に
だ
に
、

御
心
よ
か
ら
ん
方
に
こ
そ
仕
う
ま

つ
ら
め
。

い
は
ん
や
さ
ら
に
こ
よ
な

や
。
（略
こ

翁
落
窪
物
語
』
巻
四
）

（　
）
内
に
補

っ
た
通
り
、
会
話
文
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
女
房
た
ち

の
心
中
を
会
話
文
同
等
に
描
出
し
た
表
現
で
、
性
差
で
は
な
く
、
「
ま
し
て
」

と
の
意
味
差
に
よ
っ
て
、
「
い
は
む
や
」
が
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
栄
花
物
語
』
に
な
る
と
、
会
話
文
と
地
の
文
に

「
い
は
む
や
」
が
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。

会
話
文
の
例

１
．
（道
長
↓
明
順
）
「
か
く
あ
る
ま
じ
き
心
な
持
た
り
そ
。
か
く
幼
う
お
は
じ

ま
す
と
も
、
さ
べ
う
て
生
ま
れ
た
ま
へ
ら
ば
、
四
天
王
守
り
た
て
ま

つ
り

た
ま
ふ
ら
ん
。
た
だ
の
わ
れ
ら
だ
に
、
人
の
悪
し
う
す
る
に
は
も
は
ら
死

な
ぬ
わ
ざ
な
り
。
い
は
ん
や
、
お
ぼ
ろ
け
の
御
果
報
に
て
こ
そ
人
の
言
ひ

思
は
ん
こ
と
に
よ
ら
せ
た
ま
は
め
、
ま
う
と
た
ち
は
、
か
く
て
は
天
の
責

を
か
ぶ
り
な
ん
。
わ
れ
と
も
か
く
も
言
ふ
べ
き
こ
と
な
ら
ず
」（は

つ
は
な
）

１
は
、
道
長
が
、
明
順
を
強
い
口
調
で
叱
責
す
る
場
面
で
あ
る
。
「
い
は

ん
や
」
以
降
は
、
害
］
ウ
マ
デ
モ
ナ
イ
ガ
〕
と
言

っ
て
お
い
て
、
敢
え
て
言

う
言
葉
に
、
明
順
は
震
え
上
が

っ
て
、
そ
の
数
日
後
に
死
に
至
る
の
で
あ

２つ
。

２
．
僧
都
の
、
御
髪
お
ろ
し
た
ま
ふ
と
て
、
（院
源
僧
都
）
「
（略
）
三
帰
五
戒

を
受
く
る
人
す
ら
、
三
十
六
天
の
神
祇
、
十
億
恒
河
沙
の
鬼
神
護
る
も
の

な
り
。
い
は
ん
や
、
ま
こ
と
の
出
家
を
や
」
な
ど
、
あ
は
れ
に
尊
く
か
な

し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
（う
た
が
ひ
）

３
．
（ヽ
水
昭
講
師
）
「
（略
）
法
華
経
書
写
供
養
の
者
、
か
な
ら
ず
切
利
天
に
生

る
。
い
か
に
況
ん
や
、
こ
の
女
房
の
い
づ
れ
か
法
華
経
を
読
み
た
て
ま

つ

ら
ざ
ら
ん
、
兜
率
天
に
生
れ
た
ま
て
、
娯
楽
快
楽
し
た
ま
ふ
べ
し
。
況
ん

や
、
金
銀
、
瑠
璃
、
真
珠
等
を
も
て
書
写
供
養
し
た
ま

へ
り
。
（略
と

（も
と
の
し
づ
く
）

３
の

「
い
か
に
況
や
」
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
見
ら
れ
な
か

っ
た
用

法
で
、
「
い
は
む
や
」
よ
り
更
に
語
気
の
強
い
言
い
方
と
し
て
会
話
に
使
わ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。

４
．
（院
源
僧
都
）
買
略
）
輪
王
の
位
久
し
か
ら
ず
、
天
上
の
楽
し
み
も
五
衰

早
く
来
り
、
な
い
し
有
頂
も
輪
廻
期
な
し
。

い
は
ん
や
世
の
人
を
や
。

『松
浦
宮
物
語
』
の
役
柄
語
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（略
と

（
つ
る
の
は
や
し
）

地
の
文
の
例

ゴ
．
四
天
王
立
ち
た
ま

へ
り
。　
一
仏
の
御
装
か
く
の
ご
と
し
。
い
は
ん
や
な

ら
ば
せ
た
ま
へ
る
ほ
ど
、
心
に
思
ひ
、
口
に
述
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

（た
ま
の
う
て
な
）

２
．
「十
千
の
魚
、
十
二
部
経
の
首
題
の
名
字
を
聞
き
て
、
み
な
例
利
天
に

生
れ
た
り
」
と
あ
り
。
い
は
ん
や
五
日
十
座
の
ほ
ど
講
ぜ
ら
れ
た
ま
ふ
法

華
経
の
功
徳
い
み
じ
う
尊
し
。
（御
裳
ぎ
）

θ
．

一
た
び
御
名
を
聞
き
て
か
か
り
、
況
ん
や
七
仏
を
見
た
て
ま

つ
ら
む
ほ

ど
、
思
ひ
や
る
べ
し
。
（と
り
の
ま
ひ
）

『
大
鏡
』
で
も

「
い
は
む
や
」
は
、
会
話
文
に
１
例
、
地
の
文
に
２
例
用
い

ら
れ
て
い
る
。

会
語
文
の
例

１
．
（皇
后
安
子
↓
村
上
天
皇
）
「
い
か
で
か
ゝ
る
事
は
せ
さ
せ
た
ま
ふ
ぞ
。
い

み
じ
か
ら
ん
さ
か
さ
ま
の
つ
み
あ
り
と
も
、
こ
の
人
ノ
ヽ
を
ば
お
ぼ
し
ゆ

る
す
べ
き
な
り
。
い
は
ん
や
、
丸
が
か
た
ざ
ま
に
て
か
く
せ
さ
せ
た
ま
ふ

は
、
い
と
あ
さ
ま
し
う
心
う
き
事
な
り
。
た
ゞ
い
ま
め
し
か
へ
せ
」

（第
三
、
右
大
臣
師
輔
）

皇
后
安
子
が
、
村
上
天
皇
に
強
い
口
調
で
懇
願
す
る
。
天
皇
は
や
む
な
く

皇
后
の
願
い
を
聞
き
入
れ
る
場
面
で
あ
る
。
女
性
の
会
話
文
に
用
い
ら
れ
る

の
は
、
こ
れ
ま
で
に
無
か

っ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
が
、
前
掲
の

『
落
窪
物

語
』
の
女
性
の
心
話
文
に
見
え
、
「
い
は
む
や
」
は
男
性
専
用
語
で
な
い
こ

と
が
、
こ
の
例
で
も
確
認
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

地
の
文
の
例

１
．
み
か
ど

（村
上
）
も
こ
の
女
御
殿

（安
子
）
に
は
い
み
じ
う
を
ぢ
ま
う
さ

せ
た
ま
ひ
、
あ
り
が
た
き
こ
と
を
も
奏
せ
さ
せ
給
ふ
こ
と
を
ば
、
い
な
び

さ
せ
た
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
り
。
い
は
ん
や
、
自
餘
の
事
を
ば
、
ま

う
す
べ
き
な
ら
ず
。
（第
二
、
右
大
臣
師
輔
）

２
．
い
さ
ゝ
か
の
こ
と
だ
に
こ
の
よ
な
ら
ず
侍
な
れ
ば
、
い
は
ん
や
、
か
ば

か
り
の
御
あ
り
さ
ま
は
、
人
の
と
も
か
く
も
お
ぼ
し
を
か
ん
に
よ
ら
せ
給

べ
き
に
も
あ
ら
ね
ど
も
、
い
か
で
か
は
院
を
を
ろ
か
に
お
も
ひ
申
さ
せ
給

は
ま
し
。
（第
五
、
太
政
大
臣
道
長
）

『
松
浦
宮
物
語
』
は
、
『栄
花
物
語
』
『大
鏡
』
と
違

っ
て
、
「
い
は
む
や
」

を
会
話
文
で
の
み
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
類
義
の

「
ま
し
て
」
は
地
の
文
と

会
話
文
の
双
方
に
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
物
語
が
古
代
物
語
で
あ
る

こ
と
の

″擬
装
〃
の
周
到
さ
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
母
后
の
セ
リ
フ
に

の
み

「
い
は
む
や
」
を
用
い
た
の
は
、
母
后
が
強
い
口
調
で
、
臣
下
に
命
令

を
下
す
場
面
が
多
い
故
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
る
に

１
．
（あ
る
人
の
文
）
買
略
）
さ
ら
に
尭
舜
の
世
に
異
な
ら
ず
。
し
か
る
に
、

我
が
国
い
ま
だ
例
な
き
こ
と
、
竜
武
大
将
軍
が
身
に
あ
り
。
（略
と
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企
一
九
九
ぺ
〉

【参
考
例
】

○

（工
匠
）
「
（略
）
玉
の
本
を
作
り
つ
か
う
ま

つ
り
し
事
、
五
穀
を
断
ち
て
千

余
日
に
力
を
尽
く
し
た
る
こ
と
、
少
な
か
ら
ず
。
し
か
る
に
、
禄
い
ま
だ

給
は
ら
ず
。
（略
と

Ｇ
竹
取
物
語
』
蓬
末
の
玉
の
枝
）

１
の
例
は
消
息
の
例
だ
が
、
平
安
時
代
の
物
語
や
日
記
で
は
、
会
話
文
と

消
息
の
用
語
は
ほ
ぼ
共
通
す
る
の
で
、
前
掲
の
用
法
と
同
じ
と
見
て
よ
か
ろ

う
。
『
竹
取
物
語
』
の
例
は
こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
通
り
、
身
分
の
低
い

も
の
の
キ
ャ
ラ
を
示
す
用
法
で
あ
る
。
１
の
例
の
母
后
に
文
を
奉

っ
た
の
は

臣
下
の

一
人
と
推
測
さ
れ
、
『
竹
取
物
語
』
の
も
の
と
同
じ
用
法
で
あ
る
。

か
う
ぶ
る

１
．
（母
后
）
「
し
か
あ
ら
ば
、
か
れ
が
党
と
し
て
、
兵
の
誉
れ
あ
り
し
八
人
、

天
の
責
め
を
か
う
ぶ
り
て
、　
一
所
に
屍
を
さ
ら
し

つ
。
（略
と（

一
一　
エハ
ル』
ぺ
）

２
．
（母
后
）
「
（略
）
い
ま
卑
し
く
お
ろ
か
な
る
女
、
聖
の
御
代
の
跡
を
慕
ふ

に
よ
り
て
、
人
な
ほ
我
が
心
を
疑
ひ
、
罪
か
う
ぶ
る
べ
し
と
恐
れ
て
、
示

し
告
ぐ
る
と
こ
ろ
な
し
。
（略
こ

（
二

九
八
ぺ
）

【参
考
例
】

○

（三
春
一口同基
↓
あ
て
宮
）
「
略
）
こ
こ
に
は
う
し
ろ
め
た
き
人
も
侍
ら
ず
、

た
だ
高
き
山
と
の
み
頼
み
聞
こ
え
て
な
む
。
必
ず
御
か
へ
り
み
か
う
ぶ
ら

む
。
さ
て
こ
れ
は
い
と
な
け
れ
ど
、
御
方
の
下
仕

へ
ら
に
も
賜
は
せ
よ
と

て
な
む
。
」
（『
う

つ
ほ
物
語
』
祭
の
使
）

○

（近
江
君
↓
内
大
臣
）
「
山
と
う
た
は
、
あ
し
，
＜
ヽ
も

つ
ゞ
け
侍
な
む
。
む

ね
ノ
ヽ
し
き
方
の
こ
と
は
た
、
殿
よ
り
申
さ
せ
た
ま
は
ば
、

つ
ま
ご
え
の

や
う
に
て
、
御
徳
を
も
か
う
ぶ
り
は
べ
ら
む
」
「
源
氏
物
語
』
行
幸
）

『
う

つ
ほ
物
語
』
の
例
は
、
会
話
に
準
じ
る
消
息
の
も
の
で
、
消
息
の
書
き

手
の
三
春
高
基
は
、
帝
の
落
胤
で
あ
る
。
御
落
胤
で
は
あ

っ
て
も
、
あ
て
宮

に
対
し
て
は
、
下
位
の
立
場
か
ら
の
言
葉
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
例
は
、

近
江
君
が
父
の
大
臣
に
申
し
上
げ
る
セ
リ
フ
で
、
と
も
に
キ
ャ
ラ
語
で
あ

フ０
。こ

の
語
で
は
、

【参
考
例
】
の
用
法
か
ら
す
る
と
、
母
后
の
セ
リ
フ
に
用

い
さ
せ
た
の
は
、
や
や
適
切
さ
を
欠
く
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
「
か
う
ぶ
る
」

を
会
話
文
に
の
み
用
い
た
こ
と
に
作
者
の
見
識
が
受
け
取
れ
る
。

〓
一　

役
柄

語

の
補

説

『
竹
取
物
語
』
『
う

つ
ほ
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
等
の
会
話
文
に
使
わ
れ
た

い
わ
ゆ
る

「漢
文
訓
読
語
」
は
、
当
時
の
身
分
階
層
を
問
わ
ず
使
わ
れ
た
日

常
的
用
語
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
平
安
物
語
で
は
身
分
の
低
い
も
の
が
日
常

的
に
使

っ
て
い
た
こ
と
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
登
場
人
物

（役
者
）
の
セ
リ
フ
に
キ
ャ
ラ
語
と
し
て
の
用
法
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ

の

一
方
で
、
皇
族
や
貴
族
な
ど
の
セ
リ
フ
や
地
の
文

（語
り
）
に
は
用
い

『松
浦
宮
物
語
』
の
役
柄
語
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ず
、
し
か
し
時
に
場
面
に
よ

っ
て
は
貴
公
子
の
セ
リ
フ
に
も
用
い
さ
せ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
語
気
を
強
め
、
聞
き
手
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
使
わ
せ
る
こ
と

も
少
な
か
ら
ず
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
、
『
松
浦
宮
物
語
』
の
用
語
選
択
を
な
し
得
た

作
者
は
、
古
典
に
通
暁
し
た
藤
原
定
家
が
最
有
力
で
あ
る
と
し
て
よ
か
ろ

う
。
ま
た
、
逆
に
こ
の
よ
う
な
推
論
に
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
筆
者

の
提
案
す
る

「
役
柄
語
」
は
、
定
家
に
よ

っ
て
支
持
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

に
、
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

※

『松
浦
宮
物
語
』
以
外
の
引
用
文
テ
キ
ス
ト
ー

『
土
左
日
記
』
『
落
窪

物
語
』
『
大
鏡
』
…
日
本
古
典
文
学
大
系
。
『
竹
取
物
語
』
『
源
氏
物
語
』

…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
。
『
う

つ
ほ
物
語
』
『
栄
花
物
語
』
…
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
。
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