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吹
き
ま
が
ひ
、
生
け
る
仏
の
御
国
と
お
ぼ
ゆ
。（
初
音
・
④
・
一
丁
オ
〜
ウ

（
１
））

傍
線
部
の
よ
う
に
〈
場
所
〉
で
も
っ
て
紫
上
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
明

石
の
姫
君
が「
姫
君
の
御
方
に
」（
三
丁
オ
）と
あ
り
、玉
鬘
が「
西
の
対
へ
」（
五

丁
オ
）
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
表
記
法
が
な
に
も
紫
上
に
の

み
見
ら
れ
る
特
異
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、
空
蝉
は
ど
う
い
う

わ
け
か
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
〈
場
所
〉
で
も
っ
て
示
さ
れ
な
い
。

〈
資
料
二
〉

空
蝉
の
尼
衣
に
も
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
り
。
う
け
ば
り
た
る
さ
ま
に
は
あ

ら
ず
、
か
ご
や
か
に
局
住
み
に
し
な
し
て
、
仏
ば
か
り
に
と
こ
ろ
得
さ
せ

た
て
ま
つ
り
て
、
行
ひ
勤
め
け
る
さ
ま
、
あ
は
れ
に
見
え
て
、
経
、
仏
の

御
飾
り
、
は
か
な
く
し
た
る
閼
伽
の
具
な
ど
も
、
を
か
し
げ
に
な
ま
め
か

し
う
、
な
ほ
心
ば
せ
あ
り
と
見
ゆ
る
人
の
け
は
ひ
な
り
。

（
初
音
・
④
・
一
二
丁
オ
〜
ウ
）

空
蝉
を
訪
れ
、
そ
の
様
子
を
記
し
た
点
は
紫
上
の
場
合
と
同
様
な
の
だ
が
、

は
じ
め
に

落
成
後
、
は
じ
め
て
春
を
迎
え
た
六
条
院
の
風
景
を
描
く
初
音
巻
。
六
条
院

に
君
臨
す
る
光
源
氏
は
女
君
た
ち
の
も
と
を
訪
れ
る
。
紫
上
を
皮
切
り
に
、
明

石
の
姫
君
、
花
散
里
、
玉
鬘
、
そ
し
て
明
石
の
君
の
も
と
で
一
夜
を
過
ご
し
、

二
条
東
院
に
住
ま
う
末
摘
花
、
空
蝉
の
順
に
め
ぐ
っ
て
い
く
。
一
見
す
る
と
、

と
り
た
て
て
述
べ
る
ほ
ど
の
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。前
巻
で
あ
る
玉
鬘
巻
に
て
、

年
末
、
主
要
な
女
君
た
ち
へ
の
衣
配
り
の
さ
ま
が
描
か
れ
て
も
い
た
わ
け
だ
か

ら
、
回
礼
を
兼
ね
て
女
君
た
ち
の
様
子
を
源
氏
が
確
認
し
た
と
し
て
、
さ
し
た

る
不
審
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
そ
こ
に
初
音
巻
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
と

理
解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
紫
上
を
訪
れ
た
さ
い
、
そ
の
本
文

は
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。

〈
資
料
一
〉

春
の
お
と
ど
の
御
前
、
と
り
わ
き
て
、
梅
の
香
も
御
簾
の
う
ち
の
匂
ひ
に

「
空
蝉
の
尼
衣
」
考

― 

玉
鬘
巻
・
衣
配
り
か
ら
初
音
巻
に
お
よ
ぶ 

―

小

　

林

　

理

　

正
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一　
「
尼
衣
」
と
「
尼
君
」

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
尼
君
」
と
い
う
語
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
空
蝉

を
「
尼
衣
」
と
わ
ざ
わ
ざ
記
す
必
要
性
は
ど
こ
に
も
な
い
。
た
と
え
ば
、〈
資

料
二
〉
掲
出
場
面
の
の
ち
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

〈
資
料
四
〉

尼
君
も
も
の
あ
は
れ
な
る
け
は
ひ
に
て
、「
か
か
る
方
に
頼
み
き
こ
え
さ

す
る
し
も
な
む
、
浅
く
は
あ
ら
ず
思
ひ
た
ま
へ
知
ら
れ
は
べ
り
け
る
」
と

聞
ゆ
。 

（
初
音
・
④
・
一
二
丁
ウ
）

〈
資
料
四
〉
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
が
、
空
蝉
は
傍
線
部
の
よ
う
に
「
尼
君
」

と
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
女
性
で
あ
っ
た
。
試
み
に
『
源
氏
物
語
大
成
　
校
異

篇
』
（
３
）

を
利
用
し
、「
空
蝉
の
尼
衣
」
の
異
同
を
確
認
す
る
と
、
池
田
本
・
阿
里

莫
本
・
麦
生
本
の
三
本
に
異
同
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
だ
が
、

池
田
本
は
「
う
つ
せ
み
の
あ
ま
こ
ろ
（
君
に
）
も
に
も
」
と
あ
っ
て
、「
こ
ろ
」

を
ミ
セ
ケ
チ
に
し
、「
君
に
」
と
改
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、「
尼

君
に
も
に
も
」
と
い
う
本
文
を
も
つ
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
ま
ま
で
は

意
味
を
な
さ
な
い
。
余
分
の
「
に
も
」
を
削
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
阿
里
莫

本
は
「
う
つ
せ
み
の
君
に
も
」
と
あ
り
、「
尼
衣
」
を
「
君
」
に
改
め
て
い
る
し
、

麦
生
本
は
「
う
つ
せ
み
の
あ
ま
衣
君
に
も
」
と
あ
っ
た
。
麦
生
本
の
本
文
に
つ

い
て
は
、
池
田
本
の
よ
う
な
傍
書
を
有
す
る
本
文
を
書
写
し
た
さ
い
、
そ
の
傍

書
が
本
文
化
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
該
箇
所
に

「
空
蝉
の
尼丶

丶衣
」
と
い
う
一
文
は
、
ほ
か
の
女
君
と
は
明
ら
か
に
そ
の
レ
ベ
ル

が
異
な
る
。
当
該
箇
所
を
通
行
す
る
諸
注
釈
書
、
現
代
語
訳
（
２
）

で
確
認
す
る
と
、

お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

〈
資
料
三
〉

○
　
空
蝉
の
尼
君
の
所
へ
も
、
顔
を
お
出
し
に
な
っ
た
。 

（『
評
釈
』）

○
　
序
に
尼
姿
の
空
蝉
の
所
に
も
顔
を
出
さ
れ
た
。 

（『
新
釋
』）

○
　
尼
姿
の
空
蝉
の
も
と
に
も
、
顔
を
お
出
し
に
な
っ
た
。 

（『
全
集
』）

○
　
尼
姿
の
空
蝉
の
も
と
へ
も
、
お
顔
を
お
出
し
に
な
っ
た
。 

（『
集
成
』）

○
　
君
は
、
尼
姿
の
空
蝉
の
も
と
に
も
顔
を
お
出
し
に
な
っ
た
。 （『
完
訳
』）

○
　
君
は
、
尼
姿
の
空
蝉
の
も
と
に
も
顔
を
お
出
し
に
な
っ
た
。

 

（『
新
編
全
集
』）

○
　
尼
姿
の
空
蝉
の
も
と
へ
も
お
顔
を
お
出
し
に
な
り
ま
し
た
。 （『
正
訳
』）

「
尼
衣
」
は
「
尼
君
／
尼
姿
」
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
本
文
そ
の
も
の
を
十

全
に
読
み
解
い
た
と
は
い
え
な
い
。
た
し
か
に
現
代
語
訳
を
記
す
さ
い
、
尼
衣

は
尼
装
束
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
ら
「
尼
姿
」
と
す
る
措
置
は
理
解
で
き
る
し
、

そ
れ
を
誤
り
と
批
判
す
る
つ
も
り
も
な
い
。
だ
が
、空
蝉
が
〈
場
所
〉
や
「（
御
）

方
」
な
ど
で
は
な
く
「
尼
衣
」
と
記
さ
れ
て
い
た
事
実
を
、
ほ
か
の
女
君
た
ち

と
十
把
一
絡
げ
に
読
み
解
く
―
ま
し
て
や
、
そ
の
本
質
を
無
下
に
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
「
空
蝉
の

尼
衣
」
と
あ
っ
た
表
現
上
の
狙
い
を
探
ろ
う
と
思
う
。
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我
を
ば
見
知
り
た
り
や
」
と
て
、
顔
さ
し
出
で
た
り
。

（
玉
鬘
・
④
・
二
一
丁
ウ
）

○
　（
女
君
達
ヲ
）
み
な
さ
し
の
ぞ
き
わ
た
し
た
ま
ひ
て
、「
お
ぼ
つ
か
な
き

日
数
つ
も
る
折
々
あ
れ
ど
、
心
の
う
ち
は
怠
た
ら
ず
な
む
。
た
だ
か
ぎ
り

あ
る
道
の
別
れ
の
み
こ
そ
う
し
ろ
め
た
け
れ
。
命
を
知
ら
ぬ
」
な
ど
、
な

つ
か
し
く
の
た
ま
ふ
。 

（
初
音
・
④
・
一
三
丁
ウ
）

本
来
、
こ
の
よ
う
に
「
さ
し
の
ぞ
」
く
対
象
は
〈
人
／
場
所
〉
で
あ
る
場
合

が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、た
と
え
ば
「
台
盤
所
に
」
と
あ
っ
た
末
摘
花
巻
の
例
は
、

「
台
盤
所
に
」
い
る
命
婦
の
も
と
に
顔
を
出
し
た
の
で
あ
っ
て
、
対
象
は
人
で

あ
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
例
で
も
あ
る
。
で
は
、「
空
蝉
の
尼
衣
」
は
い

か
が
か
。〈
資
料
五
〉
に
よ
っ
て
、「
さ
し
の
ぞ
」
く
の
語
感
を
確
認
す
る
か
ぎ

り
、「
空
蝉
の
尼
衣
に
も
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
り
」
は
、
本
来
、「
空
蝉
の
尼
君丶

に
も
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
り
」
な
ど
と
あ
る
べ
き
で
、
本
稿
冒
頭
で
確
認
し
た

通
行
す
る
諸
注
釈
書
、
現
代
語
訳
の
理
解
は
、
こ
の
あ
た
り
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

読
み
取
っ
た
結
果
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。

な
お
、「
尼
衣
」
と
い
う
本
文
は
、
藤
原
定
家
を
は
じ
め
、
数
多
く
の
歌
人

や
連
歌
師
、
さ
ら
に
は
一
条
兼
良
の
よ
う
な
古
典
学
者
を
含
め
た
〈
読
み
手
〉

の
校
訂
・
校
勘
を
パ
ス
し
、
現
在
ま
で
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
尼
君
」
で

は
な
く
「
尼
衣
」
と
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
は
、
当
該
語
句
の
使
用
に
何
ら
か

の
意
図
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

「
君
」
と
あ
る
伝
本
は
掲
出
し
た
三
例
を
除
い
て
管
見
に
入
ら
な
い
。

（
４
）

つ
ま
り
、

「
尼
衣
」
は
い
わ
ゆ
る
青
表
紙
本
や
河
内
本
な
ど
と
い
っ
た
特
定
の
伝
本
群
に

偏
る
こ
と
な
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
転
写
過
程
に
お
け
る
誤
写
・
誤
読
な
ど

に
よ
っ
て
偶
発
的
に
生
ま
れ
た
損
傷
本
文
で
は
な
い
と
い
え
る
。

と
は
い
え
、
考
え
て
も
み
る
と
「
尼
衣
に
も
さ
し
の
ぞ
」
く
こ
と
な
ど
あ
る

だ
ろ
う
か
。
い
い
換
え
れ
ば
、「
尼
衣
」
は
「
さ
し
の
ぞ
」
く
対
象
と
な
り
得

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
初
音
巻
の
例
を
除
い

た
「
さ
し
の
ぞ
」
く
の
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
全
用
例
（
＝
二
五
例
）
（
５
）

の
う

ち
か
ら
、
い
く
つ
か
確
認
す
る
こ
と
で
、
当
該
語
句
の
語
感
を
捕
捉
し
よ
う
と

思
う
。
な
お
、
掲
出
し
な
か
っ
た
「
さ
し
の
ぞ
」
く
の
ほ
か
の
用
例
を
検
討
し

て
も
、
後
述
す
る
結
果
に
変
わ
り
は
な
い
。

〈
資
料
五
〉

○
　
い
か
な
る
者
の
集
へ
る
な
ら
む
と
や
う
変
り
て
思
さ
る
。（
中
略
）、
少

し
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
れ
ば
、
門
は
蔀
の
や
う
な
る
、
押
し
あ
げ
た
る
、

見
い
れ
の
程
な
く
も
の
は
か
な
き
す
ま
ひ
を
、
あ
は
れ
に
、「
い
づ
こ
か

さ
し
て
」
と
、
お
も
ほ
し
な
せ
ば
玉
の
台
も
同
じ
こ
と
な
り
。

（
夕
顔
・
①
・
一
丁
ウ
〜
二
丁
オ
）

○
　
又
の
日
、う
へ
に
さ
ぶ
ら
へ
ば
、台
盤
所
に
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
ひ
て
、「
く

は
や
。
昨
日
の
返
り
事
、
あ
や
し
く
心
ば
み
過
ぐ
さ
る
る
」
と
て
な
げ
た

ま
へ
り
。 

（
末
摘
花
・
②
・
三
三
丁
オ
）

○
　
わ
が
齢
も
い
と
ど
お
ぼ
え
て
恥
づ
か
し
け
れ
ど
、「
な
ほ
さ
し
の
ぞ
け
。
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と丶

誰
が
着
て
も
差
支
え
の
な
い
聴
色
―
薄
紅
色
の
御
衣
（
下
襲
）
を
も
添

え
て
配
り
な
さ
れ
た
。 

（『
大
系
』）

○
　
お
召
し
料
の
中
の
梔
子
色
の
御
衣
に丶

聴
色
の
を
お
加
え
に
な
っ
て
、

（『
全
集
』）

○
　
ご
自
分
の
お
召
料
の
中
の
梔
子
色
の
御
衣
の
聴
色
の
を
お
加
え
に
な
っ

て
、 

（『
完
訳
』）

○
　
ご
自
分
の
お
召
料
の
中
の
梔
子
色
の
御
衣
の
聴
色
の
を
お
加
え
に
な
っ

て
、 

（『
新
編
全
集
』）

○
　
ご
自
身
の
お
召
料
の
中
の
梔
子
色
の
御
衣
の
聴
色
の
を
お
添
え
に
な
っ

て
、 

（『
正
訳
』）

解
釈
は
二
と
お
り
あ
り
、
一
つ
目
は
「
青
鈍
の
織
物
」
に
加
え
、「
く
ち
な

し
の
御
衣
」
と
〝
ゆ
る
し
色
の
衣
〞
の
合
計
三
種
も
の
衣
が
贈
ら
れ
た
と
理
解

す
る
向
き
（『
全
書
』・
『
評
釈
』・
『
大
系
』・
『
全
集
』・
『
新
大
系
』・
『
注

釈
』）
（
７
）、

二
つ
目
は
「
青
鈍
の
織
物
」
と
〝
ゆ
る
し
色
で丶

丶

丶
あ
る
〞「
く
ち
な
し
の

御
衣
」を
贈
っ
た
、つ
ま
り
二
種
の
衣
が
贈
ら
れ
た
と
理
解
す
る
向
き（『
完
訳
』・

『
新
編
全
集
』・
『
正
訳
』）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
は
、「
ゆ
る
し
色
な
る
添

へ
た
ま
ひ
て
」
を
め
ぐ
っ
て
、「
な
る
」
の
下
に
襲
な
ど
の
語
が
省
略
さ
れ
て

い
る
と
読
む
か
、「
く
ち
な
し
の
御
衣
（
の
）
ゆ
る
し
色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
」

な
ど
の
よ
う
に
同
格
と
理
解
す
る
か
に
因
る
と
い
え
る
。

二
と
お
り
の
解
釈
の
う
ち
ど
ち
ら
を
と
る
べ
き
か
、
空
蝉
の
記
述
を
正
し
く

読
み
解
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
試
み
に
衣
が
配
ら
れ
た
ほ
か
の
女
君
た
ち
の
記
述

二
　
空
蝉
へ
の
衣
配
り
再
解
釈

空
蝉
が
そ
の
身
に
纏
う「
尼
衣
」は
衣
配
り
に
よ
っ
て
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
衣
配
り
の
場
面
は
、「
尼
衣
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
確
認
す

る
た
め
に
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

〈
資
料
六
〉

空
蝉
の
尼
君
に
、
青
鈍
の
織
物
、
い
と
心
ば
せ
あ
る
を
見
つ
け
た
ま
ひ
て
、

御
料
に
あ
る
く
ち
な
し
の
御
衣
、
ゆ
る
し
色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
、
同
じ

日
着
た
ま
ふ
べ
き
御
消
息
聞
こ
え
め
ぐ
ら
し
た
ま
ふ
。
げ
に
似
つ
い
た
る

見
む
の
御
心
な
り
け
り
。 

（
玉
鬘
・
④
・
四
八
丁
ウ
〜
四
九
丁
オ
）

掲
げ
た
本
文
が
問
題
と
す
る
衣
配
り
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
は
大
き

な
異
同
も
な
い
た
め
、
充
分
な
検
討
が
施
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
感
が
あ
る
。
（
６
）

し

か
し
、
傍
線
部
の
解
釈
に
は
諸
注
釈
書
、
現
代
語
訳
間
に
〝
ゆ
れ
〞
が
存
在
し
、

い
ま
だ
明
確
な
解
答
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
通
行
す
る

諸
注
釈
書
、
現
代
語
訳
の
理
解
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〈
資
料
七
〉

○
　
源
氏
の
お
召
料
の
中
に
あ
る
く
ち
な
し
色
の
御
衣
に丶

禁（
マ
マ
）色

の
薄
紅
の
衣

を
添
へ
て
。 

（『
全
書
』）

○
　
御
自
分
の
お
召
し
料
の
く
ち
な
し
色
の
お
衣
に丶

、
聴
し
色
の
を
お
加
え

に
な
っ
て
、 

（『
評
釈
』）

○
　
源
氏
自
身
の
御
召
し
料
の
中
に
あ
る
、梔
子
色
―
黄
色
の
御
衣
（
下
襲
）
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て
明
ら
か
な
よ
う
に
「
装
束
＋
に
」
の
型
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
と
は
い
え
、

明
石
の
姫
君
の
記
述
「
艶
や
か
な
る
掻
練
と
り
添
へ
て
」
と
空
蝉
の
「
ゆ
る
し

色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
」
は
酷
似
し
て
お
り
、
こ
れ
を
承
け
た
の
か
、
あ
る
い

は
単
純
に
語
順
ど
お
り
読
み
解
い
た
の
か
、
大
半
の
注
釈
書
は
当
該
箇
所
を
空

蝉
に
三
種
の
衣
が
贈
ら
れ
た
と
理
解
す
る
。
だ
が
、
空
蝉
を
除
く
ほ
か
の
女
君

た
ち
に
贈
ら
れ
た
装
束
数
を
考
え
合
わ
せ
る
と
き
、
空
蝉
に
三
種
の
衣
が
贈
ら

れ
た
と
は
思
え
な
い
。
源
氏
は
、
紫
上
に
「
葡
萄
染
の
御
小
袿
」
と
「
今
様
色

の
い
と
す
ぐ
れ
た
る
」
装
束
を
、
明
石
の
姫
君
に
「
桜
の
細
長
」
と
「
艶
や
か

な
る
掻
練
」
を
、花
散
里
に
「
浅
縹
の
海
賦
の
織
物
」
と
「
い
と
濃
き
掻
練
」
を
、

玉
鬘
に
「
曇
り
な
く
赤
き
」
装
束
と
「
山
吹
の
花
の
細
長
」
を
、末
摘
花
に
「
柳

の
織
物
」
を
、
明
石
の
君
に
「
唐
め
い
た
る
白
き
小
袿
」
と
「
濃
き
が
艶
や
か

な
る
」
装
束
を
贈
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
源
氏
の
関
心
を
集
め
る
主
要
な
女
君

た
ち
に
は
、
多
く
て
二
種
の
衣
を
贈
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
空
蝉
に
の
み
三
種

の
装
束
を
贈
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
紫
上
と
末
摘
花
の
例
は
、
空
蝉
同
様
、「
装
束
＋
に
」
の
型
で

記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
空
蝉
の
一
文
を
正
確
に
把
握
す
る
う
え
で
、
こ
れ
ら
二

例
を
読
み
解
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。ま
ず
紫
上
の
例
に
つ
い
て
だ
が
、

「
紅
梅
の
い
と
紋
浮
き
た
る
葡
萄
染
の
御
小
袿
、
今
様
色
の
い
と
す
ぐ
れ
た
る

と
は
」
と
あ
っ
た
。「
葡
萄
染
の
御
小
袿
」
と
「
今
様
色
の
い
と
す
ぐ
れ
た
る
」

が
並
列
関
係
に
あ
り
、衣
が
二
種
贈
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、

並
列
す
る
Ａ
・
Ｂ
を
掲
げ
て
「
と
は
」
で
受
け
る
型
の
本
文
に
は
次
の
よ
う
な

と
比
較
し
、
問
題
の
本
文
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
探
ろ
う
と
思
う
。
な

お
、
引
用
本
文
に
み
ら
れ
る
源
氏
が
贈
っ
た
装
束
は
、
私
に
二
重
傍
線
を
付
し

表
示
し
て
お
い
た
。

〈
資
料
八
〉

○
　（
紫
上
ニ
ハ
）
紅
梅
の
い
と
紋
浮
き
た
る
葡
萄
染
の
御
小
袿
、
今
様
色

の
い
と
す
ぐ
れ
た
る
と
は
か
の
御
料
、 

　（
玉
鬘
・
④
・
四
七
丁
ウ
）

○
　（
明
石
ノ
姫
君
ニ
ハ
）
桜
の
細
長
に丶

、
艶
や
か
な
る
掻
練
と
り
添
へ
て

は
姫
君
の
御
料
な
り
。 

（
玉
鬘
・
④
・
四
七
丁
ウ
）

○
　（
花
散
里
ニ
ハ
）
浅
縹
の
海
賦
の
織
物
、
織
り
ざ
ま
な
ま
め
き
た
れ
ど
、

に
ほ
ひ
や
か
な
ら
ぬ
に丶

、
い
と
濃
き
掻
練
具
し
て
夏
の
御
方
に
、

 

（
玉
鬘
・
④
・
四
七
丁
ウ
〜
四
八
丁
オ
）

○
　（
玉
鬘
ニ
ハ
）
曇
り
な
く
赤
き
に丶

、
山
吹
の
花
の
細
長
は
、
か
の
西
の

対
に
た
て
ま
つ
れ
た
ま
ふ
を
、 

（
玉
鬘
・
④
・
四
八
丁
オ
）

○
　（
末
摘
花
ニ
ハ
）
か
の
末
摘
花
の
御
料
に
、
柳
の
織
物
の
よ
し
あ
る
唐

草
を
乱
れ
織
れ
る
も
、
い
と
な
ま
め
き
た
れ
ば （（
玉
鬘
・
④
・
四
八
丁
オ
）

○
　（
明
石
ノ
君
ニ
ハ
）
梅
の
折
枝
、
蝶
、
鳥
、
飛
び
ち
が
ひ
、
唐
め
い
た

る
白
き
小
袿
に丶

、
濃
き
が
艶
や
か
な
る
重
ね
て
、
明
石
の
御
方
に
、

 

（
玉
鬘
・
④
・
四
八
丁
ウ
）

空
蝉
の
例
を
脇
に
置
き
、
示
し
た
例
を
眺
め
れ
ば
、
二
種
の
装
束
が
贈
ら
れ

た
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
、
一
つ
目
の
衣
に
二
つ
目
を
加
え
る
の
に
「
装
束
＋

に
」
の
形
を
取
る
も
の
が
多
い
。
空
蝉
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
一
見
し
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ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
知
れ
る
。
試
み
に
、
次
に
同
格
の
「
の
」
が
省
略
さ
れ

た
例
を
い
く
つ
か
示
す
が
、
そ
の
な
か
に
装
束
を
め
ぐ
る
本
文
が
存
在
す
る
こ

と
は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
引
用
本
文
に
同
格
の
「
の
」
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
箇
所
に
「（
φ
）」
を
付
し
て
お
い
た
。

〈
資
料
一
〇
〉

○
　
女
君
の
御
乳
母
（
φ
）
こ
侍
従
と
て
は
や
り
か
な
る
若
人
、
い
と
心
も

と
な
う
か
た
は
ら
い
た
し
と
思
ひ
て
、 

（
末
摘
花
・
②
・
一
六
丁
ウ
）

○
　
表
着
に
は
黒
貂
の
皮
衣
（
φ
）
い
と
き
よ
ら
に
か
う
ば
し
き
を
着
た
ま

へ
る
。 

（
末
摘
花
・
②
・
二
六
丁
オ
）

○
　
当
帝
の
御
子
は
右
大
臣
の
む
す
め
（
φ
）
承
香
殿
の
女
御
の
御
腹
に
男

御
子
生
ま
れ
た
ま
へ
る
、
二
に
な
り
た
ま
へ
ば
、
い
と
い
は
け
な
し
。

 

（
明
石
・
③
・
三
八
丁
オ
）

○
　
い
と
き
よ
ら
な
る
朽
葉
の
羅
（
φ
）
今
様
色
の
に
な
く
う
ち
た
る
な
ど
、

ひ
き
散
ら
し
た
ま
へ
り
。 

（
野
分
・
⑤
・
一
八
丁
ウ
〜
一
九
丁
オ
）

〈
資
料
一
〇
〉
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
空
蝉
の
例
に
視
線
を
戻
し
た
い
。
空

蝉
の
場
合
、「
く
ち
な
し
の
御
衣
、ゆ
る
し
色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
」
と
あ
っ
た
。

空
蝉
の
例
の
解
釈
に
つ
い
て
の
私
案
は
、『
完
訳
』・
『
新
編
全
集
』・
『
正
訳
』

と
同
様
、「
く
ち
な
し
の
御
衣（
の丶

）ゆ
る
し
色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
」と
想
定
し
、

同
格
の
「
の
」
が
省
略
さ
れ
た
も
の
と
読
み
解
く
―
つ
ま
り
、
末
摘
花
の
例
と

同
型
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

私
案
の
成
り
立
つ
可
能
性
を
探
る
う
え
で
、「
く
ち
な
し
の
御
衣
、
ゆ
る
し

も
の
が
あ
る
。

〈
資
料
九
〉

○
　
五
節
の
参
る
儀
式
は
、
い
づ
れ
と
も
な
く
、
心
々
に
に
な
く
し
た
ま
へ

る
を
、
舞
姫
の
容
貌
、
大
殿
と
大
納
言
殿
と
は
す
ぐ
れ
た
り
、
と
め
で
の

の
し
る
。 

（
乙
女
・
④
・
四
二
丁
オ
）

○
　
少
将
と
藤
侍
従
と
は
、
い
と
か
ら
し
と
思
ひ
た
り
。

 

（
常
夏
・
⑤
・
三
丁
ウ
）

○
　「
大
人
に
な
り
た
ま
ひ
な
ば
、
こ
こ
に
住
み
た
ま
ひ
て
、
こ
の
対
の
前

ま
へ
な
る
紅
梅
と
桜
と
は
、花
の
折
々
に
心
留
め
て
も
て
あ
そ
び
た
ま
へ
。

さ
る
べ
か
ら
む
折
は
、
仏
に
も
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ

ば
、 
（
御
法
・
⑦
・
一
〇
丁
オ
）

い
ず
れ
の
例
も
、「
Ａ
と
Ｂ
と
＋
は
」
型
で
あ
り
、
前
項
に
下
接
す
る
「
と
」

は
省
略
さ
れ
て
は
い
な
い
。
大
島
本
全
体
に
お
い
て
も
、「
Ａ
と
Ｂ
と
＋
は
」

型
の
最
初
の
「
と
」
を
省
略
す
る
例
は
管
見
に
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
、

紫
上
の
場
合
は
例
外
と
な
る
が
、
文
脈
上
、
並
列
関
係
を
示
す
語
法
と
認
定
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
う
え
で
、「
御
料
に
あ
る
く
ち
な
し
の
御
衣
、
ゆ
る
し

色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
」
と
あ
っ
た
空
蝉
の
例
と
比
べ
る
と
、「
と
は
」
を
有

し
な
い
空
蝉
の
例
と
は
同
型
で
は
な
い
。

次
に
末
摘
花
の
例
で
あ
る
が
、「
柳
の
織
物
の
よ
し
あ
る
唐
草
を
乱
れ
織
れ

る
も
」（
傍
線
は
小
林
）
と
あ
っ
た
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
傍
線
部
「
の
」
は
同

格
の
「
の
」
で
あ
る
か
ら
、「
柳
の
織
物
」
が
「
よ
し
あ
る
唐
草
を
乱
れ
織
」
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（
総
角
・
⑨
・
一
〇
一
丁
ウ
）

『
落
窪
物
語
』
の
一
例
と
、
空
蝉
の
記
述
を
除
い
た
『
源
氏
物
語
』
に
お
け

る
「
ゆ
る
し
色
」
の
全
用
例
を
掲
出
し
た
が
、必
ず
色
目
と
し
て
「
ゆ
る
し
色
」

は
使
用
さ
れ
て
い
た
。「
ゆ
る
し
色
」
の
み
で
装
束
を
意
味
す
る
こ
と
は
な
い
。

と
な
れ
ば
、や
は
り
空
蝉
の
本
文
は
「
青
鈍
の
織
物
」と
「
ゆ
る
し
色
な
る
」「
く

ち
な
し
の
御
衣
」の
二
種
の
装
束
が
贈
ら
れ
た
と
理
解
す
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、「
く
ち
な
し
の
御
衣
、
ゆ
る
し
色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
」
に
つ
い
て

の
解
釈
は
、「
く
ち
な
し
の
御
衣
＝
ゆ
る
し
色
な
る
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
理

解
に
従
え
ば
、〈
資
料
七
〉
に
掲
出
し
た
諸
注
釈
書
（『
全
書
』・『
評
釈
』・『
大

系
』・
『
全
集
』）
が
示
し
た
理
解
、
つ
ま
り
、
空
蝉
に
の
み
三
種
の
装
束
が
贈

ら
れ
た
と
す
る
解
釈
は
成
り
立
ち
え
な
い
こ
と
が
知
れ
る
。
（
９
）

　

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
源
氏
が
空
蝉
に
「
青
鈍
の
織
物
」
と
「
く
ち
な
し
御

衣
、
ゆ
る
し
色
な
る
」
を
贈
っ
た
の
は
確
か
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
も
そ
も
源

氏
は
、
な
ぜ
空
蝉
に
そ
の
よ
う
な
衣
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
衣
配
り
と
い
う

営
み
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
吉
野
誠（

10
）は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〈
資
料
一
二
〉

光
源
氏
の
、
衣
を
〈
与
え
る
〉
行
為
は
、
女
君
の
そ
れ
ぞ
れ
の
美
質
に
ふ

さ
わ
し
い
衣
服
の
贈
与
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
〈
着
こ
な
す
〉
女
君

た
ち
の
セ
ン
ス
、
教
養
、
機
知
を
問
い
、
そ
の
質
に
よ
っ
て
、
愛
情
の
分

配
の
在
り
方
す
ら
定
ま
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
権
力
的
な
営
為
で
も
あ
る
の

だ
っ
た
。

色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
」
に
含
ま
れ
る
「
ゆ
る
し
色
」
に
つ
い
て
も
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、〈
資
料
七
〉
を
見
れ
ば
、
通
行
す
る
注
釈

書
の
う
ち
、『
全
書
』・
『
評
釈
』・
『
大
系
』・
『
全
集
』
な
ど
が
「
ゆ
る
し
色
」

を〝
ゆ
る
し
色
の
衣
〞と
読
み
解
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、「
ゆ

る
し
色
」
は
あ
く
ま
で
も
「
色
目
」
を
指
す
語
で
あ
り
、
次
に
示
す
よ
う
に
単

独
で
装
束
を
表
現
す
る
こ
と
が
な
い
。

〈
資
料
一
一
〉

○
　
ゆ
る
し
色
の丶

い
み
じ
く
か
う
ば
し
き
を
、
君
に
被
け
奉
ら
ん
と
て
、
女

君
に
う
ち
被
け
た
ま
へ
ば
、「
何
の
禄
な
ら
ん
」
と
て
笑
ひ
た
ま
ふ
。

 

（
九
条
家
本
「
お
ち
く
ほ
物
語
」・
巻
二
・
三
三
丁
オ

（
８
）

）

○
　
ゆ
る
し
色
の丶

わ
り
な
う
上
白
み
た
る
一
襲
、
な
ご
り
な
う
黒
き
袿
重
ね

て
、
表
着
に
は
黒
貂
の
皮
衣
、
い
と
き
よ
ら
に
か
う
ば
し
き
を
着
た
ま
へ

る
。 

（
末
摘
花
・
②
・
二
六
丁
オ
）

○
　
山
賤
め
き
て
、
ゆ
る
し
色
の丶

黄
が
ち
な
る
に
、
青
鈍
の
狩
衣
、
指
貫
、

う
ち
や
つ
れ
て
、
こ
と
さ
ら
に
田
舎
び
も
て
な
し
た
ま
へ
る
し
も
、
い
み

じ
う
見
る
に
笑
ま
れ
て
き
よ
ら
な
り
。 

（
須
磨
・
③
・
四
八
丁
ウ
）

○
　
御
衣
の
色
の
変
ら
ぬ
を
、
か
の
御
方
の
心
寄
せ
わ
き
た
り
し
人
々
の
、

い
と
黒
く
着
か
へ
た
る
を
、
ほ
の
見
た
ま
ふ
も
、

紅
に
落
つ
る
涙
も
か
ひ
な
き
は
形
見
の
色
を
染
め
ぬ
な
り
け
り

ゆ
る
し
色
の丶

氷
解
け
ぬ
か
と
見
ゆ
る
を
、
い
と
ど
濡
ら
し
そ
へ
つ
つ
な
が

め
た
ま
ふ
さ
ま
、
い
と
な
ま
め
か
し
く
き
よ
げ
な
り
。
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と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
梔
子
色
と
山
吹
色
が
と
も
に
黄
系
統
の
色
で

あ
り
、和
歌
で
は
近
し
い
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
「
く
ち
な
し
／
山
吹
」
の
歌
語
イ
メ
ー
ジ
は
『
源
氏
物
語
』
の
〈
読
み
手
〉

も
理
解
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
た
と
え
ば
、
次
に
示
す
よ
う

な
源
氏
の
詠
歌
を
み
る
か
ぎ
り
、『
源
氏
物
語
』
の
物
語
世
界
に
お
い
て
も
「
く

ち
な
し
＝
山
吹
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

〈
資
料
一
四
〉

「
色
に
衣
を
」
な
ど
の
た
ま
ひ
て
、

　
　
思
は
ず
に
井
出
の
中
道
隔
つ
と
も
言
は
で
ぞ
恋
ふ
る
山
吹
の
花

顔
に
見
え
つ
つ
」
な
ど
の
た
ま
ふ
も
聞
く
人
な
し
。

（
真
木
柱
・
⑤
・
四
〇
丁
ウ
〜
四
一
丁
オ
）

「
色
に
衣
を
」
と
は
先
に
示
し
た
「
お
も
ふ
と
も
」
歌
を
引
歌
と
す
る
表
現

で
あ
る
。「
色
に
衣
を
」
な
ど
と
述
べ
た
う
え
で
、「
言
は
で
ぞ
恋
ふ
る
山
吹
の

花
」
と
詠
む
源
氏
は
、
明
ら
か
に
山
吹
が
も
つ
歌
語
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
理

解
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
山
吹
」
に
は
次
の
よ
う
な
詠
出
例
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

〈
資
料
一
五
〉春

ご
ろ
、
久
し
く
音
せ
ぬ
人
の
、
山
吹
に
日
頃
の
罪
は
許
せ
と
言
ひ

た
る
に

と
へ
と
し
も
思
は
ぬ
八
重
の
山
吹
を
許
す
と
言
は
ば
折
り
に
こ
ん
と
や

（
榊
原
本
『
和
泉
式
部
集
』
上
・
一
四
丁
オ
・
一
五
八
番
歌（

12
）
）

さ
ら
に
、
吉
野
は
、
初
音
巻
に
て
女
君
た
ち
を
め
ぐ
る
源
氏
の
行
為
を
「
女

性
の
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
ぐ
う
衣
服
を
選
び
得
た
自
分
の
審
美
眼
を
自
己
確
認
す
る

た
め
の
も
の
で
は
な
い
」
と
も
述
べ
る
。
単
に
物
語
世
界
に
色
彩
を
添
え
る
た

め
だ
け
に
、
源
氏
に
衣
を
贈
ら
せ
た
の
で
は
な
い
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
く
ち
な
し
の
御
衣
、
ゆ
る
し
色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
」
を
贈
っ
た
理
由
は
ま

だ
充
分
に
は
読
み
解
け
て
い
な
い
。

三　
「
く
ち
な
し
の
御
衣
、

　
　
　

ゆ
る
し
色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
」
の
基
層

「
く
ち
な
し
の
御
衣
、ゆ
る
し
色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
」に
あ
る
「
く
ち
な
し
」

が「
口
無
し
」に
通
じ
る
歌
語
で
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
歌
語「
く

ち
な
し
」の
根
幹
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
は
次
に
示
す
歌
に
代
表
さ
れ
る
と
い
え
る
。

〈
資
料
一
三
〉

　
　
　
　
　
く
ち
な
し

○
　
お
も
ふ
と
も
こ
ふ
と
も
い
は
じ
く
ち
な
し
の
い
ろ
に
こ
ろ
も
を
そ
め
て

こ
そ
き
め 

（『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
五
・
三
五
〇
八
番（

11
）
）

　
　
　
　（
題
し
ら
ず
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
素
性
法
師

○
　
山
吹
の
花
色
衣
ぬ
し
や
た
れ
と
へ
ど
こ
た
へ
ず
く
ち
な
し
に
し
て

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
一
九
・
誹
諧
歌
・
一
〇
一
二
番
）

「
く
ち
な
し
」
は
胸
に
秘
め
た
思
い
を
顕
さ
な
い
表
現
と
結
ば
れ
る
歌
語
で

あ
る
。『
古
今
集
』
歌
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
が
、「
く
ち
な
し
」
は
「
山
吹
」
と
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が
「
く
ち
な
し
の
御
衣
」
に
言
寄
せ
た
格
好
で
あ
る
。「
と
へ
と
し
も
」
歌
が

「
春丶

丶

丶
ご
ろ
」
に
「
山
吹
に
日
頃
の
罪
は
許
せ
と
言
ひ
た
る
」
と
の
詞
書
を
有
し
、

山
吹
に
言
寄
せ
た
格
好
で
あ
っ
た
の
と
通
い
合
う
と
い
え
ば
、
い
い
過
ぎ
で
あ

ろ
う
か
。四　

装
束
に
込
め
ら
れ
た
〈
コ
ー
ド
〉

「
く
ち
な
し
の
御
衣
、
ゆ
る
し
色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
」
を
め
ぐ
る
本
文
は
、

こ
こ
ま
で
の
検
討
と
次
に
掲
出
す
る
場
面
に
描
か
れ
る
源
氏
の
姿
を
考
え
合
わ

せ
る
と
き
、「
と
へ
と
し
も
」
歌
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

〈
資
料
一
六
〉

青
鈍
の
几
帳
、
心
ば
へ
を
か
し
き
に
、
い
た
く
居
隠
れ
て
、
袖
口
ば
か
り

ぞ
色
こ
と
な
る
し
も
な
つ
か
し
け
れ
ば
、
涙
ぐ
み
た
ま
ひ
て
、「
松
が
浦

島
を
遙
か
に
思
ひ
て
ぞ
や
み
ぬ
べ
か
り
け
る
。
昔
よ
り
心
憂
か
り
け
る
御

契
り
か
な
。
さ
す
が
に
か
ば
か
り
の
御
睦
び
は
、絶
ゆ
ま
じ
か
り
け
る
よ
」

な
ど
の
た
ま
ふ
。
尼
君
も
も
の
あ
は
れ
な
る
け
は
ひ
に
て
、「
か
か
る
方

に
頼
み
き
こ
え
さ
す
る
し
も
な
む
、
浅
く
は
あ
ら
ず
思
ひ
た
ま
へ
知
ら
れ

は
べ
り
け
る
」
と
聞
ゆ
。 

（
初
音
・
④
・
一
二
丁
ウ
）

ま
ず
考
え
た
い
の
は
二
重
傍
線
部
の
意
味
で
あ
る
。
場
面
は「
青
鈍
の
几
帳
」

に
隠
れ
る
空
蝉
の
姿
―
「
袖
口
ば
か
り
ぞ
色
こ
と
な
る
」、
つ
ま
り
「
く
ち
な

し
の
御
衣
」
を
身
に
纏
っ
て
い
る
姿
―
を
目
に
し
た
源
氏
が
涙
ぐ
ん
だ
、
と
い

う
も
の
な
の
だ
が
、
な
ぜ
「
く
ち
な
し
の
御
衣
」
を
纏
っ
た
空
蝉
の
姿
を
確
認

〝
山
吹
は
八
重
に
咲
く
の
で
あ
っ
て
十丶

丶重
咲
き
と
は
思
わ
な
い
よ
う
に
、
私

は
あ
な
た
に
訪
れ
て
下
さ
い
（
＝
訪丶

丶へ
）
と
も
思
わ
な
い
の
に
、
く・

・

・

・

ち
な
し
色

の
山
吹
よ
ろ
し
く
音・

・

・

・

信
不
通
で
あ
っ
た
過
往
（
＝
罪
）
を
許
す
と
私
が
い
う
な

ら
ば
、八
重
山
吹
を
手
折
り
に（
＝
私
に
逢
い
に
）来
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
〞

と
詠
ま
れ
て
い
る
。
歌
意
か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
、当
該
歌
に
お
け
る
「
山
吹
」

は
「
く
ち
な
し
（
口
無
し
）」
の
イ
メ
ー
ジ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
問
題
は
詞
書

に
み
ら
れ
る
「
山
吹
に
日
頃
の
罪
は
許
せ
と
言
ひ
た
る
」
行
為
―
〝
山
吹
に
言

寄
せ
た
〞
点
に
あ
る
。
源
氏
は
装
束
を
「
同
じ
日
着
た
ま
ふ
べ
き
御
消
息
」
と

と
も
に
贈
っ
て
お
り
、
そ
の
有
り
様
は
「
げ
に
似
つ
い
た
る
見
む
の
御
心
な
り

け
り
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ
た
。
源
氏
の
「
御
消
息
」
は
装
束
と
と
も
に
贈

ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
、空
蝉
に
配
ら
れ
た
装
束
の
一
領
は
「
く
ち
な
し
の
御
衣
」

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
源
氏
が
「
聞
こ
え
め
ぐ
ら
し
」
た
「
御
消
息
」
は
、
空

蝉
に
つ
い
て
の
み
い
え
ば
〝「
く丶

丶

丶

丶

丶

丶

丶

ち
な
し
の
御
衣
」
に
言
寄
せ
た
〞
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

試
み
に
「
と
へ
と
し
も
」
歌
を
と
お
し
て
「
御
料
に
あ
る
く
ち
な
し
の
御
衣
、

ゆ
る
し
色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
、
同
じ
日
着
た
ま
ふ
べ
き
御
消
息
聞
こ
え
め
ぐ

ら
し
た
ま
ふ
」
と
あ
っ
た
空
蝉
へ
の
衣
配
り
周
辺
の
本
文
を
読
み
解
い
て
み
よ

う
。「
年丶

丶

丶

の
暮
に
御
し
つ
ら
ひ
の
こ
と
、
人
々
の
御
装
束
な
ど
、
や
む
ご
と
な

き
御
つ
ら
に
思
し
お
き
て
た
る
」（
玉
鬘
・
④
・
四
六
丁
オ
）
源
氏
は
、
空
蝉

に
「
青
鈍
の
織
物
」と
「
く
ち
な
し
の
御
衣
、ゆ
る
し
色
な
る
」装
束
を
贈
っ
た
。

装
束
は
「
同
じ
日
着
た
ま
ふ
べ
き
御
消
息
」
と
と
も
に
贈
ら
れ
た
か
ら
、
源
氏
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メ
ー
ジ
と
は
異
な
る
意
味
が
、
衣
配
り
で
贈
ら
れ
た
「
く
ち
な
し
の
御
衣
、
ゆ

る
し
色
な
る
」
に
は
付
与
さ
れ
て
い
た
と
み
る
必
要
が
あ
る
。

空
蝉
に
贈
ら
れ
た
「
く
ち
な
し
の
御
衣
」
を
め
ぐ
る
一
文
を
、
我
々
は
ど
の

よ
う
に
読
み
解
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
試
案
と
し
て
、和
泉
式
部
の
詠
歌「
と

へ
と
し
も
」
歌
の
詞
書
の
ご
と
く
「
山
吹
に
日
頃
の
罪
は
許
せ
」
と
い
っ
た
意

味
が
贈
ら
れ
た
装
束
に
込
め
ら
れ
て
い
た
、と
い
う
解
釈
を
提
案
し
た
い
。い
っ

て
し
ま
え
ば
、「
く
ち
な
し
の
御
衣
、
ゆ
る
し
色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
、
同
じ

日
着
た
ま
ふ
べ
き
御
消
息
聞
こ
え
め
ぐ
ら
し
た
ま
ふ
」
と
い
う
一
文
に
、
空
蝉

を
二
条
東
院
へ
引
き
取
っ
て
の
ち
、
無
沙
汰
で
あ
っ
た
こ
と
を
許
す
よ
う
求
め

る
〈
コ
ー
ド
〉
が
含
ま
れ
て
い
た
、
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
な
お
、〈
コ
ー
ド
〉を
孕
ん
だ
装
束
を
身
に
纏
っ
た
空
蝉
に
つ
い
て
は
、

源
氏
の
要
求
に
応
え
て
い
た
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

和
泉
式
部
の
詠
歌
が
引
歌
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
つ
と
に
鬼
束
隆
昭
や
寺
本
直
彦
に
よ
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
（
14
）

だ
が
、「
と
へ
と
し
も
」
歌
に
つ
い
て
、
言
及
し
た
論
考
は
い
ま
だ
管
見
に
入

ら
な
い
。
試
案
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
検
討
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

五　
〝
空
白
〞
の
〈
読
み
〉

〈
資
料
一
六
〉
に
お
け
る
傍
線
部
「
さ
す
が
に
か
ば
か
り
の
御
睦
び
は
、
絶

ゆ
ま
じ
か
り
け
る
よ
」
の
意
味
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
試
案
の
成
立
す
る
可
能

性
を
探
っ
て
み
た
い
。〝
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
う
し
た
お
付
き
合
い
（
＝
物

し
た
源
氏
が
涙
ぐ
む
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
疑
問
を
解
消
す
る
鍵
こ
そ
本

稿
で
取
り
あ
げ
て
い
る
「
く
ち
な
し
の
御
衣
、ゆ
る
し
色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
」

の
一
文
な
の
で
は
な
い
か
。

そ
も
そ
も
女
君
た
ち
が
衣
配
り
に
お
い
て
贈
ら
れ
た
装
束
に
身
を
包
む
行
為

と
は
、
ど
う
い
っ
た
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。
三
田
村
雅
子（

13
）は
次
の
よ
う
な
見

解
を
示
し
て
い
る
。

〈
資
料
一
七
〉

正
月
用
の
衣
装
は
、
女
た
ち
の
個
性
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
衣
料
が
選
ば
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
光
源
氏
に
よ
っ
て
序
列
化
さ
れ
、

差
異
化
さ
れ
た
役
割
・
品
格
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
「
衣
装
」
を
身
に
ま

と
い
、
そ
の
暗
黙
の
要
求
に
応
え
て
、
衣
装
に
ふ
さ
わ
し
い
気
品
と
風
格

を
演
じ
る
こ
と
が
六
条
院
の
女
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、「
く
ち
な
し
の
御
衣
」
を
身
に
纏
う
行
為
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。〈
資
料
一
三
〉
に
て
示
し
た
「
お
も
ふ
と
も
」
歌
の
よ
う

に
、や
は
り
「
く
ち
な
し
」に
は
「
口
無
し
」の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
。「
く

ち
な
し
」
の
も
つ
「
口
無
し
」（
＝
無
言
）
の
語
感
に
従
い
、
素
直
に
初
音
巻

の
問
題
の
場
面
を
読
み
解
け
ば
、
源
氏
が
「
さ
す
が
に
か
ば
か
り
の
御
睦
び
は

絶
ゆ
ま
じ
か
り
け
る
よ
」
な
ど
と
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
本
来
、
空
蝉
は
「
か

か
る
方
に
頼
み
聞
こ
え
さ
す
る
し
も
な
む
、
浅
く
は
あ
ら
ず
思
ひ
た
ま
へ
知
ら

れ
は
べ
り
け
る
」
な
ど
と
応
対
す
べ
き
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語

世
界
で
は
空
蝉
は
応
対
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歌
語
「
く
ち
な
し
」
の
イ
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が
予
測
」
で
き
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、「
さ
す
が
に
か
ば
か
り
の
御
睦
び
は
、

絶
ゆ
ま
じ
か
り
け
る
よ
」
と
い
う
発
言
を
み
る
か
ぎ
り
、
空
白
の
期
間
、
源
氏

は
空
蝉
に
無
沙
汰
で
あ
っ
た
可
能
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の

も
、
仮
に
源
氏
が
、
玉
鬘
巻
の
衣
配
り
で
空
蝉
に
装
束
を
「
同
じ
日
着
た
ま
ふ

べ
き
御
消
息
」
と
と
も
に
贈
ら
ず
、
ま
た
初
音
巻
で
空
蝉
の
も
と
を
訪
れ
な
け

れ
ば
、
二
人
の
関
係
は
絶
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
逆
を
い
え
ば
、
源
氏
が

訪
れ
た
か
ら
こ
そ
「
か
ば
か
り
の
御
睦
び
は
、
絶
ゆ
ま
じ
か
り
け
る
」
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
つ
ま
り
、
描
か
れ
な
か
っ
た
空
白
期
間
の
源
氏
は
空
蝉
に
無
沙

汰
で
あ
り
、源
氏
自
身
空
蝉
と
の
関
係
が
絶
え
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
贈
っ
た
装
束
に
身
を
包
ん
だ
空
蝉
の
姿
（
＝
要
求
に
応
え
た
姿
）

を
確
認
し
た
源
氏
は
涙
ぐ
み
も
し
、「
か
ば
か
り
の
御
睦
び
は
、
絶
ゆ
ま
じ
か

り
け
る
よ
」
と
述
べ
た
の
で
は
な
い
か
。

謎
と
さ
れ
て
き
た
空
白
で
あ
っ
た
が
、〈
作
者
〉は
本
文
を
記
さ
な
い
こ
と（
＝

空
白
）
に
よ
っ
て
、
源
氏
が
空
蝉
に
無
沙
汰
で
あ
っ
た
実
態
を
表
現
し
て
い
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
い
換
え
れ
ば
、
空
白
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
読

み
手
〉
に
源
氏
の
無
沙
汰
を
察
知
さ
せ
よ
う
と
す
る
目
論
見
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
空
白
に
よ
っ
て
無
沙
汰
で
あ
る
こ
と
を
示
す
他
例
は
見
当
た
ら
な
い

が
、
初
音
巻
に
お
け
る
源
氏
と
空
蝉
を
描
い
た
本
文
に
つ
い
て
の
疑
問
は
、
空

白
を
本
稿
で
示
し
た
推
定
の
ご
と
く
読
み
解
き
、「
と
へ
と
し
も
」
歌
を
想
定

す
る
こ
と
で
解
消
可
能
で
あ
っ
た
。〈
読
み
手
〉
が
お
の
お
の
自
由
に
物
語
を

読
み
解
い
た
な
か
に
、
試
案
と
し
て
示
し
た
解
釈
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る

越
し
で
の
対
面
）
は
、
絶
え
そ
う
も
な
か
っ
た
の
だ
ね
〞
と
い
っ
た
具
合
に
理

解
で
き
る
当
該
箇
所
な
の
だ
が
、
な
ぜ
、
源
氏
は
「
さ
す
が
に
か
ば
か
り
の
御

睦
び
は
、
絶
ゆ
ま丶

丶

丶

丶

じ
か
り
け丶

丶る
よ丶

」
と
述
べ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
疑

問
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
玉
鬘
巻
の
衣
配
り
に
至
る
ま
で
、
関
屋
巻
で
出
家

し
た
空
蝉
と
源
氏
の
交
渉
、
そ
の
一
切
が
描
か
れ
な
か
っ
た
事
実
は
見
逃
せ
な

い
。
後
藤
祥
子
、
山
田
利
博
ら
は
、
二
条
東
院
へ
の
引
き
取
り
の
事
実
の
経
緯

が
充
分
に
記
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、納
得
が
い
か
な
い
旨
を
指
摘
す
る
（
15
）
わ
け
だ
が
、

異
文
と
し
て
も
本
文
が
存
在
し
な
い
た
め
、
踏
み
込
ん
だ
検
討
は
現
在
ま
で
な

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。こ
の
描
か
れ
な
か
っ
た
空
白
期
間
の
実
態
は
謎
と
さ
れ
、

読
み
解
こ
う
と
す
る
向
き
さ
え
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
（
16
）

そ
の
全
容
が
詳
ら
か
で
な
い
空
白
だ
が
、『
源
氏
物
語
』・
雲
隠
巻
と
同
様
、

記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
そ
の
も
の
に
注
目
し
て
読
み
解
く
こ
と
で
、
幾
分
な
り

と
も
そ
の
実
態
を
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
Ｗ
．
イ
ー
ザ
ー（

17
）

は
空
白
（
＝
欠
落
部
分
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

〈
資
料
一
八
〉

個
々
の
文
の
相
関
体
が
次
に
来
る
も
の
を
志
向
し
て
い
る
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
に
は
限
度
が
あ
り
、
そ
こ
で
呼
び
起
こ
さ
れ
る
期
待
は
、
ど

れ
ほ
ど
具
体
的
で
あ
っ
て
も
、
ど
こ
か
が
欠
落
し
て
い
る
。
こ
の
欠
落

部
分
こ
そ
、
そ
の
補
足
が
予
測
さ
れ
る
た
め
に
、
期
待
を
生
み
出
す
働

き
を
す
る
。

〈
読
み
手
〉
が
、
イ
ー
ザ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
空
白
に
対
し
て
「
そ
の
補
足
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で
は
本
稿
で
示
し
た
解
釈
同
様
の
理
解
で
当
該
箇
所
を
読
み
解
く
〈
読
み
手
〉

は
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
と
思
う
。
そ
れ
は
藤
原
定
家
、
源
光
行
・
親
行
父
子

の
手
が
け
た
そ
れ
ぞ
れ
の
『
源
氏
物
語
』本
文
の
流
れ
を
汲
む
伝
本
が
「
尼
衣
」

を
「
尼
君
」
へ
改
め
る
こ
と
な
く
残
す
こ
と
か
ら
も
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
本
稿
は
「
と
へ
と
し
も
」
歌
を
引
歌
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、〈
コ
ー
ド
〉
を
読
み
解
く
の
は
あ
く
ま

で
〈
読
み
手
／
享
受
者
〉
に
許
さ
れ
る
行
為
で
あ
っ
て
、〈
作
者
〉
で
は
な
い

た
め
で
あ
る
。
引
歌
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
で
は
あ
る
が
、
当
該
場
面
を
理
解
す

る
た
め
に
求
め
ら
れ
た
要
素
が
「
と
へ
と
し
も
」
歌
で
あ
る
蓋
然
性
は
高
い
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
引
歌
に
至
ら
な
い
ま
で
も
、
表
現
の
根
底
に
存

在
す
る
〝
発
想
〞
の
原
点
を
捉
え
る
検
討
は
、
作
品
理
解
に
対
し
て
無
意
味
で

は
あ
る
ま
い
。

【
注
】

（
1
）古
代
學
協
會
・
古
代
學
研
究
所
編『
大
島
本
　
源
氏
物
語
』第
一
〜
九
巻（
角
川
書
店
、

平
成
八
年
）。『
源
氏
物
語
』
の
引
用
本
文
は
、
特
記
し
な
い
か
ぎ
り
同
書
に
拠
っ
た
。

な
お
引
用
の
さ
い
、
本
文
の
仮
名
表
記
を
漢
字
に
改
め
た
り
、
句
読
点
を
付
し
た
り
、

括
弧
を
付
す
な
ど
の
措
置
を
私
に
取
っ
た
。
ミ
セ
ケ
チ
に
つ
い
て
は「
―
」と
示
し
た
。

な
お
巻
名
・
巻
数
・
丁
数
を
括
弧
に
入
れ
、
本
文
の
所
在
を
示
し
た
。

（
2
）
以
下
、
本
稿
で
扱
う
諸
注
釈
書
、
現
代
語
訳
の
書
誌
情
報
と
略
称
を
掲
げ
る
。
池
田

亀
鑑
校
注
『
日
本
古
典
全
書
　
源
氏
物
語
』
第
三
巻
（
朝
日
新
聞
社
、昭
和
三
一
年
・

こ
と
は
、
充
分
可
能
だ
と
思
う
。

お
わ
り
に

「
御
料
に
あ
る
く
ち
な
し
の
御
衣
、
ゆ
る
し
色
な
る
添
へ
た
ま
ひ
て
、
同
じ

日
着
た
ま
ふ
べ
き
御
消
息
聞
こ
え
め
ぐ
ら
し
た
ま
ふ
」
に
〈
コ
ー
ド
〉
が
孕
ま

れ
て
い
る
可
能
性
と
、
謎
と
さ
れ
て
き
た
空
白
期
間
、
源
氏
が
空
蝉
に
無
沙
汰

で
あ
っ
た
可
能
性
を
本
稿
で
は
示
し
た
。
源
氏
の
求
め
た
〈
コ
ー
ド
〉
は
、
贈

ら
れ
た
装
束
を
空
蝉
が
纏
っ
た
こ
と
か
ら
、
受
け
容
れ
ら
れ
た
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば
検
討
箇
所
が
「
空
蝉
の
尼
君
」
と
あ
っ
た
場
合
、
本

稿
で
示
し
た
解
釈
に
従
っ
た
と
こ
ろ
で
、〈
読
み
手
〉
は
空
蝉
が
源
氏
の
贈
っ

た
装
束
を
着
用
し
た
か
、
当
該
箇
所
か
ら
判
断
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、「（
空
蝉

の
）
尼
君
」
で
は
、
空
蝉
が
源
氏
の
要
求
に
応
え
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
の

で
あ
る
。
一
方
、「
尼
衣
」
と
あ
っ
た
場
合
、「
尼
君
」
と
あ
っ
た
さ
い
の
問
題

は
解
消
さ
れ
る
。

思
う
に
「（
空
蝉
の
）
尼
衣
」
と
あ
っ
た
表
現
上
の
狙
い
は
、「
尼
衣丶

」
と
記

す
こ
と
で
、
装
束
を
身
に
つ
け
た
（
＝
要
求
に
応
え
た
）
空
蝉
を
描
き
出
す
こ

と
、
さ
ら
に
、
無
沙
汰
で
あ
っ
た
過
往
と
は
異
な
る
新
た
な
関
係
が
、
空
蝉
と

源
氏
の
間
に
構
築
さ
れ
た
こ
と
を
〈
読
み
手
〉
に
示
唆
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
と
へ
と
し
も
」
歌
が
『
後
拾
遺
集
』
に
入
集
し
た
こ
と
も
手
伝
い
、
後
代
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や
、
吉
野
誠
「『
源
氏
物
語
』
第
一
部
の
服
飾
表
現
―
赤
色
袍
・
直
衣
・
衣
配
り
、
ま

た
は
着
る
光
源
氏
・
着
せ
ら
れ
る
玉
鬘
」（
河
添
房
江
編
『
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
九

巻
　
王
朝
文
学
と
服
飾
・
容
飾
』、
竹
林
舎
、
平
成
二
二
年
五
月
）、
有
田
祐
子
「『
源

氏
物
語
』
の
衣
装
論
――
「
玉
鬘
」・
「
初
音
」
巻
を
通
し
て
――
」（「
成
蹊
國
文
」
第

四
五
号
、
平
成
二
四
年
三
月
）
な
ど
が
あ
る
が
、
贈
ら
れ
た
衣
と
人
物
の
関
係
を
検

討
す
る
ば
か
り
で
、
表
現
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
は
な
い
。

（
7
）
た
と
え
ば
『
新
大
系
』
は
こ
の
箇
所
、
語
釈
し
か
見
当
た
ら
な
い
が
、
初
音
巻
の
脚

注
に
「
袿
の
袖
口
の
色
も
、
源
氏
か
ら
贈
ら
れ
た
梔
子
色
、
聴
し
色
で
あ
ろ
う
」（
傍

線
は
小
林
）
と
あ
り
、
こ
の
場
面
を
三
種
の
衣
が
贈
ら
れ
た
と
理
解
し
て
い
る
と
み

て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た『
注
釈
』は【
注
釈
】の
項
に
て「
く
ち
な
し
」と「
ゆ
る
し
色
」、

そ
れ
ぞ
れ
に
注
を
施
す
。「
ゆ
る
し
色
」
に
つ
い
て
は
「「
聴
色
」
は
禁
色
に
対
し
て
、

誰
も
が
着
用
を
許
さ
れ
た
色
。
薄
紫
と
薄
紅
」
と
あ
っ
て
、
修
飾
関
係
に
つ
い
て
言

及
し
な
い
あ
た
り
を
見
れ
ば
、
三
種
の
衣
が
贈
ら
れ
た
と
理
解
し
て
い
る
と
み
て
よ

い
か
。

（
8
）
吉
田
幸
一
『
古
典
聚
英
四
　
お
ち
く
ほ
〈
九
条
家
本
と
別
本
草
子
〉
上
』（
古
典
文
庫
、

昭
和
六
一
年
）。
な
お
引
用
本
文
に
つ
い
て
は
注
⑴
と
同
様
の
措
置
を
取
っ
た
。

（
9
）た
と
え
ば
松
村
さ
や
か
は
そ
の
論
考「『
源
氏
物
語
』に
お
け
る
尼
の
服
色
に
つ
い
て
」

（
河
添
房
江
編
『
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
九
巻
　
王
朝
文
学
と
服
飾
・
容
飾
』）
の
な

か
で
、
ま
た
後
述
す
る
三
田
村
雅
子
（
＝
注
⒀
）
も
稿
者
と
同
様
、
二
種
の
衣
が
贈

ら
れ
た
と
理
解
し
、
三
種
贈
ら
れ
た
と
し
な
い
。

（
10
）
注
⑺
吉
野
誠
の
論
考
。

（
11
）
和
歌
の
引
用
は
、特
記
し
な
い
か
ぎ
り
『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
に
拠
っ
た
。

（
12
）
小
町
谷
照
彦
『
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
九
　
榊
原
本
私
家
集
一
』（
貴
重
本
刊
行
会
、

昭
和
五
三
年
）。
な
お
引
用
本
文
に
つ
い
て
は
注
⑴
と
同
様
の
措
置
を
取
っ
た
。

（
13
）
三
田
村
雅
子
「
浮
舟
物
語
の
〈
衣
〉
――
贈
与
と
放
棄
――
」（
同
『
源
氏
物
語
　
感

覚
の
論
理
』、
有
精
堂
出
版
、
平
成
八
年
三
月
）
収
録
。

第
四
版
）
―
『
全
書
』。
山
岸
徳
平
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
源
氏
物
語
』
第
二

巻
（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
四
年
）
―
『
大
系
』。
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
五

巻
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
〇
年
）
―
『
評
釈
』。
吉
澤
義
則
『
對
校
源
氏
物
語
新
釋
』

第
三
巻（
国
書
刊
行
会
、昭
和
四
六
年
）―『
新
釋
』。
阿
部
秋
生
、秋
山
虔
ほ
か
校
注
・

訳
『
日
本
古
典
文
学
全
集
　
源
氏
物
語
』
第
三
巻
（
小
学
館
、
昭
和
四
七
年
）
―
『
全

集
』。
石
田
穣
二
、清
水
好
子
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
源
氏
物
語
』
第
四
巻
（
新

潮
社
、
昭
和
五
四
年
）
―
『
集
成
』。
柳
井
滋
、
室
伏
信
助
ほ
か
校
注
『
新
日
本
古
典

文
学
大
系
　
源
氏
物
語
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
平
成
六
年
）
―
『
新
大
系
』。
阿
部

秋
生
、秋
山
虔
ほ
か
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
源
氏
物
語
』第
三
巻
（
小

学
館
、
平
成
八
年
）
―
『
新
編
全
集
』。
山
崎
良
幸
、
和
田
明
美
ほ
か
編
『
源
氏
物
語

注
釈
』
第
五
巻
（
風
間
書
房
、
平
成
一
六
年
）
―
『
注
釈
』。
阿
部
秋
生
、
秋
山
虔
ほ

か
校
注
・
訳
『
完
訳
　
日
本
の
古
典
　
源
氏
物
語
』
第
四
巻
（
小
学
館
、昭
和
六
〇
年
）

―
『
完
訳
』。
中
野
幸
一
訳
『
正
訳
　
源
氏
物
語
　
本
文
対
照
』
第
四
冊
（
勉
誠
出
版
、

平
成
二
八
年
）
―
『
正
訳
』。

（
3
）
池
田
亀
鑑
編
『
源
氏
物
語
大
成
　
校
異
篇
』
巻
二
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
七
年
・

第
一
〇
版
）。

（
4
）注
⑶
同
書
の
収
録
諸
伝
本
は
、示
し
た
三
本
を
除
い
て
、い
ず
れ
も「
尼
衣
」と
あ
っ
た
。

な
お
注
⑶
同
書
未
採
録
伝
本
を
対
校
に
用
い
た
『
新
編
全
集
』
や
『
新
大
系
』
の
「
校

訂
付
記
」、
源
氏
物
語
別
本
集
成
刊
行
会
編
『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』
第
六
巻
（
お
う

ふ
う
、
平
成
五
年
）
な
ど
も
参
照
し
た
が
、
本
稿
で
示
し
た
伝
本
を
除
い
て
「
尼
君
」

と
あ
る
も
の
は
確
認
で
き
な
い
。

（
5
）
上
田
英
代
、
村
上
征
勝
ほ
か
編
『
源
氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引
　
自
立
語
篇
』
第
三

巻
（
勉
誠
出
版
、
平
成
六
年
）
を
利
用
し
た
。

（
6
）
衣
配
り
の
検
討
に
多
く
の
紙
幅
を
費
や
し
た
論
考
に
は
、柳
瀬
あ
や
子
「『
源
氏
物
語
』

衣
配
り
に
み
る
衣
装
観
―
人
柄
の
象
徴
と
し
て
の
衣
装
の
色
目
―
」（「
神
戸
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
造
形
大
学
・
神
戸
文
化
短
期
大
学
研
究
紀
要
」第
三
一
号
、平
成
一
九
年
三
月
）
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（
14
）
鬼
束
隆
昭
「
源
氏
物
語
と
和
泉
式
部
と
の
交
渉
」（
早
稲
田
大
学
平
安
朝
文
学
研
究

会
編
『
岡
一
男
博
士
頌
寿
記
念
論
集
　
平
安
朝
文
学
研
究
　
作
家
と
作
品
』、
有
精
堂

出
版
、昭
和
四
六
年
三
月
）
収
録
。
寺
本
直
彦
『
源
氏
物
語
受
容
史
論
考
　
続
編
』（
風

間
書
房
、
昭
和
五
九
年
一
月
）
収
録
の
一
連
の
論
考
。

（
15
）
後
藤
祥
子
「
空
蝉
」（「
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
第
一
三
巻
六
号
、
學
燈
社
、

昭
和
四
三
年
五
月
）、山
田
利
博「「
忌
避
す
る
」女
性
の
連
鎖
」（
同『
源
氏
物
語
解
析
』、

明
治
書
院
、
平
成
二
二
年
一
一
月
）
収
録
。

（
16
）
近
現
代
以
降
の
『
源
氏
物
語
』
の
研
究
史
を
確
認
し
た
が
、
空
蝉
を
め
ぐ
る
空
白
を

積
極
的
に
読
み
解
こ
う
と
す
る
論
考
は
い
ま
だ
管
見
に
入
ら
な
い
。

（
17
）
Ｗ
．
イ
ー
ザ
ー
／
轡
田
収
訳
『
岩
波
現
代
選
書
　
行
為
と
し
て
の
読
書
　
美
的
作
用

の
理
論
﹇
特
装
版
﹈』（
岩
波
書
店
、
平
成
一
〇
年
）。

― 

こ
ば
や
し
・
た
だ
ま
さ
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
在
学 

―


