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平
安
時
代
の
物
語
文
学
で
日
本
の
政
治
の
公
的
頂
点
で
あ
る
天
皇
と
い
う
存
在

が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
た
の
か
を
調
査
す
る
。

天
皇
に
つ
い
て
書
か
れ
た
論
文
は
存
在
す
る
が
そ
れ
ら
の
多
く
は
人
物
論
や
実

在
の
天
皇
と
の
比
較
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
物
語
上
で
天
皇
が
ど
の
よ
う
な
存

在
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
を
調
査
し
た
論
文
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
天
皇
と

い
う
存
在
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
調
査
し
、
物
語
の
制
作
時
期

に
よ
っ
て
天
皇
の
立
場
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
「
竹
取
物
語
」「
宇
津
保

物
語
」「
落
窪
物
語
」「
源
氏
物
語
」「
狭
衣
物
語
」「
夜
の
寝
覚
め
」
を
用
い
て
調

査
す
る
。

 

１
章
で
「
公
」
の
立
場
と
し
て
の
天
皇
に
つ
い
て
調
査
す
る
。

初
め
に
、
基
本
的
に
天
皇
と
い
う
存
在
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
を
登
場
人
物
か
ら
見
た
天
皇
で
な
く
、
た
だ
天
皇
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う

に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
調
査
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
改
め
て
物
語
上
で
書
く

と
い
う
と
は
ほ
と
ん
ど
無
く
一
例
と
し
て
宇
津
保
物
語
の
よ
う
に
天
皇
の
命
令
に

従
わ
な
い
等
の
普
通
で
は
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
為
に
改
め
て
述
べ
ら
れ
る
と
い

う
例
が
あ
る
。

す
べ
て
の
物
語
を
通
し
て
天
皇
と
い
う
存
在
は
、
公
的
権
力
の
頂
点
に
お
り
変

化
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
物
語
の
中
で
は
政
治
に
つ
い
て
書
か
れ
る
事
は
ほ
ぼ
無
い
が
、
司
召
し

に
つ
い
て
は
物
語
で
も
書
か
れ
る
。
そ
こ
で
、
司
召
し
を
中
心
に
天
皇
と
政
治
の

か
か
わ
り
を
調
査
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
そ
の
当
時
の
政
治
体
制
を
考
察
す

る
。
す
る
と
物
語
の
政
策
時
期
に
よ
っ
て
司
召
し
を
行
う
経
過
の
部
分
に
つ
い
て

は
物
語
の
制
作
時
期
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。

例
え
ば
、
宇
津
保
物
語
で
は
、
天
皇
が
司
召
し
を
定
め
る
が
、
夜
の
寝
覚
め
で

は
主
人
公
で
あ
る
右
大
臣
が
司
召
し
に
て
出
世
さ
せ
る
人
物
を
定
め
そ
の
決
定
は

院
で
す
ら
反
対
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
最
終
決
定
権
は
あ
く
ま
で
天
皇
自
身
が
握
っ
て
お
り
夜
の
寝
覚
め
で
も

天
皇
の
信
任
の
下
で
行
わ
れ
て
い
る
。
も
し
天
皇
の
信
任
無
く
天
皇
の
持
つ
権
力

を
犯
し
た
な
ら
ば
、
国
が
乱
れ
る
こ
と
が
源
氏
物
語
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
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立
場
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
最
終
的
な
考
察
を
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら

の
研
究
方
法
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
を
述
べ
る
。

 ※　

文
中
に
「
物
語
」
と
だ
け
あ
る
と
き
は
、
竹
取
物
語
・
宇
津
保
物
語
・
落
窪

物
語
・
源
氏
物
語
・
狭
衣
物
語
・
夜
の
寝
覚
め
を
表
す

司
召
し
に
よ
る
官
位
の
決
定
は
天
皇
の
持
つ
権
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
権
を

握
っ
て
い
る
人
物
は
物
語
の
制
作
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
立
場
が
物
語
制
作
時
期
と
と
も
に
変
化

し
て
い
る
。

 　２
章
で
は
「
私
」
の
立
場
と
し
て
の
調
査
を
恋
争
い
か
ら
し
て
い
る
。

宇
津
保
物
語
で
は
あ
て
宮
の
恋
争
い
自
体
は
長
く
続
く
が
、
求
婚
者
達
の
和
歌

が
書
か
れ
る
順
番
や
返
歌
が
さ
れ
た
割
合
に
よ
っ
て
勝
利
者
は
読
者
に
は
あ
ら
か

じ
め
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
源
氏
物
語
や
狭
衣
物
語
を
見
る
と
、
同
じ
恋
争
い
で
も
勝
利
者
は
主

人
公
で
あ
る
光
源
氏
で
あ
り
狭
衣
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
二
つ
も
勝
利
者

が
主
人
公
で
あ
る
だ
け
で
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。

源
氏
物
語
で
は
光
源
氏
自
身
で
争
っ
た
わ
け
で
は
な
く
親
で
あ
る
桐
壺
帝
と
左

大
臣
が
決
め
た
こ
と
に
よ
る
消
極
的
勝
利
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
光
源
氏

の
ほ
う
が
東
宮
よ
り
も
す
ば
ら
し
い
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
し
恨
み
を
買
っ
て
こ
の
こ
と
が
原
因
で
後
の
不
遇
に
つ
な
が
る
。

狭
衣
物
語
で
は
こ
れ
に
対
し
て
も
と
も
と
和
歌
の
や
り
取
り
等
を
行
っ
て
い
る

中
に
割
り
込
ん
で
い
っ
て
積
極
的
勝
利
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
後
の
事
も
源
氏
物

語
と
異
な
り
狭
衣
側
に
不
利
益
な
こ
と
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

完
全
に
相
手
の
精
神
的
上
位
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
る

　
３
章
で
は
１
・
２
章
で
調
査
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
、
物
語
の
中
で
天
皇
の


