
こ
の
物
語
に
お
い
て、
「
狭
衣」

と
い
う、

喩
と
し
て
の
「
衣」

が
物
語

の
根
幹
を
語
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は、

も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い

が、

ま
ず、

そ
の
喩
と
し
て
の
「
衣」

が
言
説
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
に
あ

た
っ
て、

形
あ
る
実
物
の
「
衣」

の
登
場
に
よ
っ
て
そ
の
喩
が
引
き
出
さ
れ

る
と
い
う、
「
狭
衣」

の
原
点
に
注
目
し
て
み
た
い
と
考
え
る。

た
だ、

実

際
の
「
衣」

と
は
言
っ
て
も、

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
天
の
羽
衣」

で
あ
っ
て

一
、
「
天
の
羽
衣」

ー
『
狭
衣
物
語』

前
史

r
狭
衣
物
語』

は
数
多
の
衣
に
縞
わ
る
表
現
を
持
ち、

ま
た、

女
君
自
身

や
狭
衣
と
女
君
と
の
関
係
を、

そ
れ
ら
の
表
現
が
表
わ
し、

か
つ
物
語
の
展

(

1
)
 

開
に
関
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
中
で、
「
狭
衣」

の
表
現
は
ど
の
よ
う
に
生
ま

れ、

ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か。

ま
た、

現
象
と
し

て
の
形
あ
る
衣
と
喩
と
し
て
の
衣
の
在
り
方
の
問
に
は
ど
の
よ
う
な
差
異
や

関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か。

は
じ
め
に

『
狭
衣
物
語』
「
衣」

考

喩
と
し
て
の
衣
・

形
あ
る
衣、

の
起
点
と
行
方

物
語
・

伝
説
上
に
見
ら
れ
る
「
衣」

で
あ
っ
た
と
い
う
複
雑
な
様
相
も
加
味

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

楽
の
声、

い
と
ど
近
く
な
り
て、

紫
の
雲
た
な
ぴ
く
と
見
る
に、

天
稚

御
子、

角
髪
結
ひ
て、

首
ひ
知
ら
ず
を
か
し
げ
に
香
ば
し
き
童
に
て、

ふ
と
降
り
ゐ
た
ま
ふ
と
見
る
に、

糸
遊
の
や
う
な
る
博
き
衣
を
中
将
の

君
に
う
ち
掛
け
た
ま
ふ
と
見
る
に、
・・・
（
巻
一
、

上
•

四一1-
1
四
四）

五
月
の
「
む
つ
か
し
げ
な
る
」

空
の
折、

帝
主
佃
の
管
弦
の
宴
に
て
天
に

澄
み
上
る
笛
の
音
を
披
露
し
た
狭
衣
の
も
と
に、

天
稚
御
子
が
現
わ
れ、

狭

衣
に
「
糸
遊
の
や
う
な
る
瑚
き
衣」

を
箔
せ
る
。

天
稚
御
子
降
下
の
場
面
で

あ
る
。

こ
こ
で、
一

旦、

天
の
羽
衣
が
か
け
ら
れ
た
狭
衣
は、

地
上
の
人
々

と
は
異
な
る
者
と
し
て
あ
り
つ
つ
、

し
か
し
な
が
ら
ま
だ
地
上
に
属
し
て
い

る
と
い
う、

地
上
と
天
（
月
の
都）

と
の
撹
界、

中
間
に
位
惜
し
て
い
る
状

(

2
)
 

態
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
帝
と
束
宮
の
引
き
止
め
に
よ
っ
て
天
稚
御
子
は

狭
衣
を
伴
う
こ
と
を
断
念
し
て
帰
還
す
る。

し
か
し
狭
衣
が
い
つ
し
か
月
の

都
へ
と
行
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
「
あ
や
ふ
さ」

は
依
然
解
消
せ
ず、

地

上
に
い
な
が
ら、

未
だ
「
境
界」

の
者
で
あ
る
狭
衣
を
確
実
に
地
に
留
め
る

「
狭
衣」

土

井

達

子

- 37 -



(3)
 

べ
く、
帝
は
錘
愛
の
女
二
宮
を
降
嫁
さ
せ
よ
う
と
考
え、

み
の
し
ろ
も
我
脱
ぎ
消
せ
ん
返
し
つ
と
思
ひ
な
わ
び
そ
天
の
羽
衣

（
巻一
、
上・
五一
）

と
詠
む。
帝
の
要
第
に
は、
天
地
の
境
界
人
で
あ
る
狭
衣
を
地
に
砥
く
に
は、

そ
れ
相
応
の
要
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
思
念
が
強
く
窺
え
る。
そ
れ
ゆ
え、

「
天
の
羽
衣」
の
代
償
と
し
て
「
み
の
し
ろ」
11
女
二
宮
が
浮
上
し
て
く
る

の
で
あ
り、
こ
こ
に
お
い
て、
形
あ
る
「
衣」
が、
喩
と
し
て
の
「
衣」
に

ず
ら
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る。
し
か
も、
そ
の
際、
「
衣」
の
輩
え
が

，．
ほ
か
で
も
な
い、
要・
女
性
と
し
て
の
意
味
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は、
狭
衣

の
超
人
性
を
姿
付
け
る
天
人
降
下
に
深
っ
た、
巧
み
な
仕
掛
け
で
あ
っ
た。

こ
こ
で、
「
衣」
を
要

：女
性
の
喩
と
す
る
こ
と
に
お
い
て、
遥
か
『
万

葉
梨』
に
て、
最
も
特
徴
的
な
恋
に
か
か
わ
る
衣
と
と
も
に、
女
性
が
機
を

織
り
布
に
し、
染
め、
経
い、
肌
に
滸
る
も
の
で
あ
り、
お
の
ず
か
ら
そ
の

(

4
)
 

衣
自
体
が
滋
用
す
る
女
性
を
表
わ
す
こ
と
と
も
な
っ
た
と
い
う、
女
性
と

衣
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
想
起
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
泣
ね
て、
集

中
度
々
窺
え
る、
衣
で
あ
る
愛
し
い
女
性
を
培
た
い
と
詠
む
歌
々
の
存
在
も、

基
盤
と
し
て
伏
流
す
る
引
用
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か、
と
思
わ
れ
る。
一
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば、
「
紅
の
深
染
め
の
封
を
下

に

剖ば
人
の
見
ら
く
に
に
ほ
ひ
出
で
む
か
も」
（
巻
＋ー

ニ
八
三
九）
「
か

く
に
の
み
あ
り
け
る
君
を
衣
に
あ
ら
ば
下
に
も

剖糾
と
我
が
思
へ
り」
（
巻

十
二

二
九
七
六）
な
ど
で
あ
ろ
う
か。
そ
う
し
た
楽
打
ち
が、「
衣」
の
要·

女
性
の
喩
と
し
て
の
意
味
を、
よ
り
し
っ
か
り
と
支
え
て
い
る、
と
考
え
ら

れ
よ
う。

さ
て、
こ
の
「
糸
遊
の
や
う
な
る
薄
き
衣」
I「
天
の
羽
衣」
に
つ
い
て、

し
ば
し
振
り
返
る
と、
r
竹
取
物
語」
に
て
か
ぐ
や
姫
が
昇
天
の
際
に
身
に

ま
と
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く、
さ
ら
に
は、
r
伊
勢
物
語』
一
六
段
紀

有
常
要
の
詠
r
こ
れ
や
こ
の
あ
ま
の
羽
衣
む
べ
し
こ
そ
君
が
み
け
し
と
た
て

ま
つ
り
け
れ」
の
「
天」
と
「
尼」
と
の
掛
詞
や、
『
源
氏
物
語』
で
の
浮

舟
の
竹
取
引
用
及
び
最
終
歌
ー
あ
ま
ご
ろ
も
か
は
れ
る
身
に
や
あ
り
し
世
の

か
た
み
に
袖
を
か
け
て
し
の
ば
ん」
（
手
習
巻）
よ
り、
「
尼
衣」
11
「
ア
マ

ゴ
ロ
モ」
と
い
う、
こ
と
ば
の
響
き
を
通
し
て
「
天
の
羽
衣」
が
「
尼
衣
L(5)
 

と
の
関
係
と
狙
層へ
と
繋
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
辿
ら
れ
る。

そ
う
し
た、
殊
に
女
性
た
ち
と
強
く
結
ば
れ
る
「
天
の
羽
衣」
（「
ア
マ
ゴ

ロ
モ」）
が
狭
衣
に
浩
せ
か
け
ら
れ
た、
と
い
う
こ
と
に
い
ま一
度
注
意
を

払
い
た
い。
狭
衣
が、
他
で
も
な
い、
「
天
の
羽
衣」
を
媒
介
と
し
つ
つ、

(6)
 

か
ぐ
や
姫
—
浮
舟
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た、
と
い
う
こ
と
は、
狭

(1)
 

衣
は
r
天
の
明
衣」
に
よ
り、
超
人
性
と
罪
を
有
し
な
が
ら、
男
／
女
の

(

8
)
 

越
境、
性
差
の
無
化
及
び
解
体
を
前
提
に
『
狭
衣
物
語」
前
史
を
引
継
ぎ、

引
き
受
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か。
そ
の
よ
う
な
淵
源
へ
の
問
い
か
け

が
立
ち
硯
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る。

「
天
の
羽
衣
L

は
ま
た、
い
わ
ゆ
る
「
天
人
女
房
節」
に
て、
天
女
が
隠

さ
れ
た
羽
衣
を
発
見
し、
そ
れ
を
ま
と
っ
て
天
に
帰
る
と
い
う
役
目
を
持
つ

「
天
女
の」
衣
で
あ
っ
て、
狭
衣
が一
旦
羽
織
っ
た
「
糸
遊
の
や
う
な
る
薄

(9)
 

き
衣」
と
は、
「
天
人
女
房
靡
L

の
変
形
を
思
わ
せ
る
表
現、
そ
の
イ
メ
ー
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ジ
を
誘
発
さ
せ
る
r
衣」
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
も、
こ
こ
に
考
え

合
わ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う。

と
す
れ
ば、
は
し
な
く
も
「
糸
遊
の
や
う
な
る
遮
き
衣」
ー
「
天
の
羽
衣」

は、
そ
れ
を
ま
と
う
狭
衣
の、
女
性
性
を
と
も
な
っ
た
や
さ
し
い
美
を
照
ら

(

10
)
 

し
出
し
つ
つ、
そ
の
両
性
具
有
の
美
よ
り、
狭
衣
自
ら
の
聖
性、
も
し
く
は、

い
ま
最
後
の
少
年
の
時
間
に
と
ど
ま
る
狭
衣
の、
少
年
／
大
人
の
境
界
に
て、

(11)

-12)
 

天
稚
御
子
と
響
き
合
う
「
窟」
と
し
て
幻
視
さ
れ
る
両
性
芙
の
浬
性
を
証

し
立
て
る
も
の
で
あ
っ
た
と、
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い。

．

物
語
の
歴
史
を
辿
れ
ば、

狭
衣
の
か
ぐ
や
姫
引
用
に
あ
た
り、
r
八
月
十

五
夜」
「
形
見
の
衣」
「

文」
「

不
死
の
薬」
な
ど
か
ぐ
や
姫
を
表
わ
す
さ
ま

(13)

（14)

ざ
ま
な
要
素
や
記
号
か
ら、
「
月
の
都」
（
不
在
で
あ
る
が）
と
と
も
に、

ま
さ
に
「
天
の
羽
衣」
が
選
ぴ
取
ら
れ
た
と
い
う
意
味
は
予
想
を
越
え
て
遥

か
に
大
き
い。
狭
衣
自
身
の
型
性
や
同
性
的
美
質
を
語
り
源
え
つ
つ、
「
か

ぐ
や

姫—
浮
舟」
と
い
う
方
向
よ
り
r
狭
衣
物
悟』
前
史
を
浮
か
ぴ
上
が
ら

せ
る
の
で
あ
り、

同
時
に、
「
衣」
を
軸
と
し、
モ
チ
ー
フ
と
す
る
こ
の
物

語
の
表
題
と
な
る、
「

狭
衣」
の
表
現
へ
と
流
れ
ゆ
く、
そ
の
「
衣」
表
現

の
嘴
矢
と
し
て
も
あ
っ
た
の
で
あ
る。
ま
さ
に、
「
天
の
羽
衣」
は
そ
の、

連
結
と
始
発
の
記
号
と
し
て、
結
節
点
と
し
て
登
場
す
る
と
見
て
取
れ
よ
う。

二、
「
少
女
の
袖」

の
意
義
—
そ
し
て
「
狭
衣」
へ

さ
て、
再
び
帝
詠
「
み
の
し
ろ
も
我
脱
ぎ
沼
せ
ん
返
し
つ
と
思
ひ
な
わ
ぴ

そ
天
の
羽
衣」
に
立
ち
戻
り、
「
み
の
し
ろ」
か
ら
の
「
衣」
の
表
現
の
広

が
り
を
見
て
み
た
い。
帝
が
女
二
宮
を
r
み
の
し
ろ」
と
し
て
詠
じ
た
こ
と

に
よ
っ
て、
絶
え
ず
源
氏
宮
を
思
う
狭
衣
は、
ひ
と
り
密
か
に
源
氏
宮
を
「
武

蔵
野
の
わ
た
り
の
夜
の
衣
」

と
醤
え、
r
衣」
の
喩
は
伸
張、
展
開
し
始
め

る
が、
こ
こ
で、
狭
衣
は
自
身
の
心
中
を
明
確
に
は
帝
に
告
げ
え
ず、

新
た

に
源
氏
宮
を
も
「

衣」
に
な
ぞ
ら
え
た
こ
と
に
よ
っ
て、
こ
の
帝
の
「
み
の

し
ろ
も」
歌
に、
曖
味
か
つ
両
義
的
な
歌
を
返
す
の
で
あ
る。

心
と
き
め
き
し
て
お
ぽ
ゆ
る
こ
と
な
れ
ど、
い
で
や
武
蔵
野
の
わ
た
り

の
夜
の
衣
な
ら
ば、
替
へ
ま
さ
し
て
も
や
と
お
ぽ
え
ま
し、
と
思
ひ
ぐ

ま
な
き
心
地
す
れ
ど、
い
た
う
長
ま
り
て、

紫
の
み
の
し
ろ
衣
そ
れ
な
ら
ば
少
女
の
袖
に
ま
さ
り
こ
そ
せ
め

と
申
さ
れ
ぬ
る
も、
何
と
か
は
開
き
分
か
せ
た
ま
は
ん。
何
も
向
ひ
の

岡
は
離
れ
ぬ
御
仲
ど
も
な
れ
ば、
い
と
よ
か
り
け
り。

（
巻
l

、
上
・
五一
）

源
氏
宮
は
母
方
の
従
妹、
女
二
宮
は
父
方
の
従
妹
に
あ
た
り、
「
何
も
向

ひ
の
岡
は
離
れ
ぬ
御
仲
ど
も」、
ど
ち
ら
も
狭
衣
自
身
に
と
っ
て
は
間
違
い

な
く
確
か
に
「
ゆ
か
り」
の
女
性
で
あ
る。
狭
衣
詠
の
「
紫
の
み
の
し
ろ
衣」

は、
狭
衣
に
と
っ
て
は、
浪
愛
の
源
氏
宮
で
あ
っ
て
ほ
し
く、
帝
か
ら
は
女

(IS←
 

二
宮
で
あ
る、
と
い
う
危
う
い
両
義
の
「
衣」
な
の
で
あ
る

狭
衣
に
と
っ

て
は
「
源
氏
宮」
と
い
う
〈
衣〉
な
の
で
あ
り、
こ
こ
で
「
女
二
宮」
と
い

う
〈
衣〉
と
比
さ
れ
る
形
で、
源
氏
宮
が
＾
衣〉
と
し
て
の
醤
え
を
「
武
蔵

野
の
わ
た
り
の
夜
の
衣」
↓
「
紫
の
み
の
し
ろ
衣」
と、
確
実
な
も
の
と
す

る
過
程
が
看
取
で
き
る。
た
だ
し、
あ
く
ま
で
も
r
天
の
羽
衣」
に
相
当
す

- 39 -



る
の
は
女
二
宮
と
信
じ
る
帝
と
の
隔
た
り
を
物
語
は
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は

な
い。

し
か
し、

語
ら
ず
留
保、

箱
晦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

二
人
の
女
君

の
ど
ち
ら
も
が、

狭
衣
に
と
っ
て
〈
衣＞

と
言
わ
れ
る
存
在
と
し
て
あ
り
続

け
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
こ
と
こ
そ、
「
後
の
女
二
宮
と
の
関
係
に
お

(
16
)

 

い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た」

の
で
あ
っ
た。

そ
う
し
た
「
紫
の
み
の
し
ろ
衣」
の
両
義
性
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で、

先

の
「
天
の
羽
衣」

の
解
続
を
考
え
合
わ
せ
つ
つ、
r
紫
の
み
の
し
ろ
衣」
と

並
ぴ
比
べ
ら
れ
る
「
少
女
の
袖」

に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い。

「
天
の
羽
衣」
と
は
ま
た、

天
人
が
そ
の
袖
で
岩
を
撫
で
尽
く
す
ま
で
を

単
位
と
す
る、

周
知
の
「
劫」

の
時
間
と
し
て、

悠
久
の
時
の
流
れ
を
語
る

際
に
あ
っ
た。

そ
の
「
天
の
羽
衣」

が
「
少
女
の
袖
L

と
言
い
換
え
ら
れ
る

の
は、

例
え
ば
「
君
が
世
は
天
の
羽
衣
ま
れ
に
き
て
撫
づ
と
も
尽
き
ぬ
巌
な

ら
な
ん」
（
拾
退
集
・
賀
・
ニ
九
九）
I

動
き
な
き
巌
の
果
て
も
君
ぞ
見
む
剖

と
め
の
袖
の
撫
で
尽
く
す
ま
で」
（
同
・
―
11
0
0)

の
二
首
統
き
の
顕
著
な

例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き、

こ
の
物
語
で
も
極
め
て
自
然
に
表
現
を
変
え
た

も
の、

と
酋
え
る。

そ
う
で
あ
り
つ
つ、
「
天
の
羽
衣」

が
狭
衣
自
身
に
よ
り
「
少
女
の
袖」

．

と
旨
い
直
さ
れ
る
こ
と
は、

昇
天
に
ま
さ
る
源
氏
宮
（
女
二
宮）

の
意
で
あ

る
と
同
時
に、

先
に
女
性
と
の
結
ぴ
つ
き
に
つ
い
て
触
れ
た
が、

や
は
り
そ

の
「
天
の
羽
衣」

が、

天
つ
少
女
の
湘
る
も
の、

と
し
て
捉
え
返
さ
れ、

再

認
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う。

狭
衣
は、

天
つ
少
女
の
焙
る
ぺ
き
衣
を

着
せ
か
け
ら
れ
た
と
換
言
で
き
よ
う。

と
す
れ
ば、

源
氏
宮
（
女一一
宮）

が

「
少
女
の
袖」

に
優
越
す
る、

と
狭
衣
自
ら
が
詠
む
こ
と
は、

天
界
よ
り
も

女
君
を
選
ぴ
取
る、
と
い
う
表
明
で
あ
る
と
同
時
に、
そ
れ
は
「
天
の
羽
衣」

_「
少
女
の
袖
L、

天
つ
少
女
の
衣
に
別
れ
を
告
げ、

狭
衣
は
自
ら
の
ゃな
た
そ

れ
よ
り
離
れ、

お
の
ず
と
自
身
を
「
女」
と
分
化
し、

渋
界
に
あ
っ
た
時
間

か
ら
脱
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

狭
衣
は、

初
め
て
そ
の
「
あ
わ
い
」

か
ら

分
か
た
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

両
性
美
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も、

天

女
に
加
え
て、
五
節
の
舞
姫、

文
字
通
り
少
女
を
表
わ
す、
「
少
女」
の
袖
は、

や
は
り、

こ
れ
か
ら
狭
衣
が
培
る
べ
き
衣
で
は
な
い
こ
と
を
表
わ
し
つ
つ
あ

る
言
説
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

「
天
の
羽
衣」
は、
物
語
が
狭
衣
を
女
君
た
ち
と
の
恋
に
導
き
つ
つ、
r
衣」

の
あ
り
方
を
主
題
と
関
わ
ら
せ
て
い
く、

そ
の
表
現
の
起
点
で
あ
っ
た
こ
と

も、

こ
こ
に
気
づ
か
さ
れ
る。

帝
と
の
贈
答
を
迎
し
て
の
狭
衣
の
境
界
性
の

確
認
と
そ
の
分
化、

そ
し
て
表
現
の
面
で
は、

物
語
内
で
の
「
衣」
の
表
現

の
拡
張
と
い
う
二
血
の
機
能
が、
「
天
の
羽
衣」
ー「
少
女
の
袖」

の
表
現
の

紐
帯
と
追
動
の
上
に
折
り
狐
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

そ
の
「
衣」
の
表
現

の
拡
張
と
は、
「
夜
半
の
狭
衣」

を
先
取
り
す
れ
ば、
「
天
の
羽
衣」

↓
「
み

の
し
ろ
衣」
（
女
二
宮）

↓
r
武
蔵
野
の
わ
た
り
の
夜
の
衣」
（
源
氏
宮）

↓

「
紫
の
み
の
し
ろ
衣」
（
源
氏
宮
・
女
二
宮）
↓
「
夜
半
の
狭
衣」
（
源
氏
宮）

(
17
)

 

と
続
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
r
天
の
羽
衣」

が、

女
二
宮
を
介
し
て、

源
氏

官
を
も
「
衣」
と
し
て
位
囮
づ
け
る。
そ
う
し
た
表
現
の
蓄
積
を
基
底
に、
r
狭

衣」
の
器
が
押
し
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る。
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い
ろ
い
ろ
に
頂
ね
て
は
滸
じ
人
知
れ
ず
思
ひ
そ
め
て
し
夜
半
の
狭
衣

（
巻一
、
上・
五一＿一
ー
五
四）

そ
し
て、
「
夜
半
の
狭
衣」
11
源
氏
宮
と
と
も
に、
女
二
宮
11
「
み
の
し
ろ
衣」、

．
の
二
つ
の
〈
衣〉
の
喩
は
そ
れ
ぞ
れ
定
箔
し
て
い
く。

・
女一＿
官

•

•

•

.

•

.

•

•

•

（
堀
Jlf
大
殿）
「
か
の
御
け
し
き
あ
り
し
み
の
し
ろ
衣
は、
い
と
か
た

じ
け
な
き
こ
と
に
こ
そ。
そ
の
後、
内
々
に
も

案内
申
さ
ぬ
は、
い
と

か
ひ
な
き
や
う
な
り
や
と。
．．．
 」

（
巻一
、
上・
六
六）

（
狭
衣）
「
あ
な
む
つ
か
し
や、
あ
り
は
つ
べ
く
も
思
は
ぬ
世
に、
さ

ゃ
う
の
こ
と
を
さ
へ
ひ
き
か
か
づ
ら
は
ん
よ、
と
聞
く
に、
さ
こ
そ、

暑
か
は
し
き
夜
の
衣
な
り
け
る。

（
巻一
、
上・
六
六）

•
源
氏
宮

九
月一
日
頃
に、
な
ほ
し
も
の
に、
中
将
の
君
は
中
納
言
に
な
り
た
ま

ひ
ぬ。
あ
り

し捌戎
の
後
は、
い
と
ど
物
の
み
ゆ
ゆ
し
う
思
さ
れ
て、

（
巻一
、
上·
1
01―-）

と
り
わ
け、
狭
衣
が、
女
二
宮
を
「
暑
か
は
し
き
夜
の
衣」
と
す
る
の
は

注
目
さ
れ
よ
う。
こ
れ
ま
で、
「
武
蔵
野
の
わ
た
り
の
夜
の
衣」

函掴At
狭

衣」
と、
「
夜」
の
衣
と
は
源
氏
宮
で
あっ
た
か
ら
で
あ
る。

父
堀
川
大
殿
よ
り
女
二
宮
に
文
を
贈
る
よ
う
促
さ
れ
た
狭
衣
は、
女
二
宮

降
嫁
が
そ
の
場
限
り
の、
地
上
に
狭
衣
を
引
き
止
め
る
た
め
に
あ
っ
た
言
説

か
ら、
そ
れ
が
現
実
し
て
迫
っ
て
く
る
こ
と
を
感
じ
取
る。
女
二
宮
を
要
と

し
て
考
え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
表
現
と
し
て
「
夜
の
衣」
が
見
受
け

ら
れ
る
の
で
あ
る。
暑
い
夏
の
折、
「
暑
か
は
し
き
夜
の
衣」
と
実
際
に
女

二
宮
の
美
し
さ
を
見
て
い
な
い
段
階
で
は、
喩
の
上
で
拒
否
し
て
い
る
こ
と

に
留
意
し
て
お
き
た
い。

ま
た、
源
氏
宮
を
思
っ
て
詠
じ
た
「
狭
衣」
は、
「
あ
り
し」
を
伴
う
こ

と
に
よ
っ
て、
「

狭
衣」
と
い
う
語
と
と
も
に、
源
氏
宮
を
〈
衣〉
と
し
て

醤
え
る
こ
と
を
確
認
し、
ま
た
物
語
内
引
用
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、

そ
の
「

夜
半
の
狭
衣」
歌
が、
一
回
性
の
も
の
と
し
て
刻
印
さ
れ
る
こ
と
を

(18}
 

示
し
て
も
い
よ
う。

こ
う
し
て、
女
二
宮、
源
氏
宮
と
も
に
狭
衣
の
視
点
か
ら、
「
衣」
に
醤

え
ら
れ
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が、
喩
と
し
て
の
「
衣」
が
表
現
を
伸
張
さ

せ、
定
位
し
て
い
く
の
に
対
し、
狭
衣
は
実
際
に
は
路
上
で
出
会
っ
た
飛
烏

井
女
君
と
衣
を
「
隙
な
く
う
ち
煎
ね」
る
日
々
へ
と
入
っ
て
い
く
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い。

「
か
や
う
の
歩
き
は、
習
は
ざ
り
つ
る
を。
人
や
り
な
ら
ぬ
わ
ざ
か
な」

と
て、
溜
れ
た
る
御
袖
を
解
き
散
ら
し
て、
隙
な
く
う
ち
煎
ね
て
も、

（
巻
l

、
上・
―-
＝-
）

「
い
ろ
い
ろ
に」
で
は
な
く
「
隙
な
く」
で
あ
る
が、
「
重
ね
て
は
滸
じ」

に
対
す
る
か
の
よ
う
に、
「
う
ち
誼
ね
て」
と
い
う
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
即
座
に
目
が
止
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う。

ま
た、
飛
鳥
井
女
君
に
お
い
て
も、
「
小
夜
衣」
と
い
う
表
現
を
伴
っ
て

狭
衣
と
の
恋
が
語
ら
れ
る
こ
と
も、
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る。

（
狭
衣）
「
あ
ひ
見
ね
ば
袖
浴
れ
ま
さ
る

小刺肉一
夜
ば
か
り
も
隔
て
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見
て
き
た
通
り、
狭
衣
は
ま
だ
見
ぬ
女
二
宮
に
典
味
を
示
し
て
は
い
な

か
っ
た
の
で
あ
っ
た
が、
巻
二
に
て、
宮
の
姿
を
目
に
す
る
な
り、
事
情
は

異
な
っ
て
き
た。
そ
し
て、
女一一
宮
の
も
と
に
近
づ
い
た
狭
衣
は、
宮
の
美

し
さ
を
見
る
に
つ
け、
「
夜
半
の
身
の
し
ろ
衣」
を
帝
の
意
向
を
指
す
表
現

と
し
て
頼
り
に
す
る
の
で
あ
っ
た。

か
の
夜
は
の
身
の
し
ろ
衣、
さ
り
と
も
思
し
か
へ
さ
ん
や
は
と、
頼
も

し
き
に
も、
苔
の
乱
れ
ま
さ
り
つ
つ、

（
巻
二、
上・
一
七
三）

、
「
み
の
し
ろ
衣」

の
行
方
ー
女
二
宮
と
衣

夜
な
夜
な
を
隔
て
果
て
て
は

ぶ初肉身
さ
へ
う
き
に
や
な
ら
ん
と

(19)
 

す
ら
ん

（
巻一
、
上・
ー
ニ―
|―
二
二
）

「
衣」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
源
氏
宮、
女
二
宮
の

こ
と
が
す
ぐ
さ
ま
連
想
さ
れ
る
と
と
も
に、
飛
烏
井
も、
身
分
の
劣
る
忍
ぴ

，．
の
女
な
が
ら、
そ
う
し
た
狭
衣
を
囲
む
女
君
た
ち
の一
人
と
し
て
の
位
置
を

占
め
始
め
た
こ
と
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る。
喩
と
し
て
の「
衣」
が
女
二

宮・
源
氏
宮
で
あ
り
つ
つ、
実
際
に
重
ね
る
飛
烏
井
の「
衣」。
喩
の
「
衣
L

と
形
あ
る
「
衣」
と
が
ず
れ
る、
そ
の
「

ず
れ」
を
使
い
分
け
る
こ
と
が、

狭
衣
の
そ
れ
ぞ
れ
の
女
君
た
ち
へ
の
思
い
を
は
っ
き
り
と
描
き
出
し
て
い
る。

ま
た、
あ
る
本
に、

ゆ
る
を

ず
も
が
な

（
飛
烏
井）
い
つ
ま
で
か
袖
干
し
わ
ぴ
ん

村刻肉
隔
て
多
か
る
中
と
見

「
身
の
し
ろ
衣」
は、
も
と
も
と
天
の
羽
衣
の
身
の
代
「
衣」
と
し
て
女

二
宮
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
り、
前
に
触
れ
た
よ
う
に、
狭
衣
は
帝
の
歌
に
あ
っ

た
そ
れ
を一
且、
心
中
に
て
ひ
と
り
「
紫
の
み
の
し
ろ
衣」
と
し
て
源
氏
宮

を
表
す
も
の
と
決
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た。
し
か
し、
初
め
て
女
二
宮
を
見、

そ
の
美
し
さ
に
と
ら
わ
れ
た
狭
衣
は、
天
稚
御
子
降
下
の
折
の
帝
詠
に
添
っ

て、
再
ぴ、
源
氏
宮
か
ら
女
二
宮
へ、
そ
の
意
味
を
も
と
に
戻
し、
み
の
し

ろ
衣
11
女
二
宮
で
あ
る、
帝
の
ご
意
向
は
お
変
わ
り
な
い
は
ず、
と
頼
み
と

し
ま
う
の
で
あ
る。
ま
さ
に、
狭
衣
の
心
内
で
の「
み
の
し
ろ
衣」
の
両
義
性

が
利
用
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る。

こ
こ
で、
「
衣」
の
意
味
を、
狭
衣
自
身
が
自
ら、
帝
詠
に
帰
し
て、
少

女
の
袖
に
代
わ
る
女
二
宮
と
い
う、
初
め
の
意
味
に
戻
し
た
こ
と
は、
源
氏

宮
の
絶
対
的
存
在
は
そ
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら、
狭
衣
は
女ー一
宮
と
い
う

「
衣」
を
滋
よ
う
と
す
る、
と
い
う
微
妙
な
関
係
の
在
り
方
を
表
象
す
る
も

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る。
事
実、
狭
衣
は
源
氏
宮
を
思
慕
す
る一
方
で、

女
二
宮
と
の
途
瀬
を
持
ち、
狭
衣
が
物
語
の
最
終
場
面
ま
で
女
二
宮
に
執
滸

し
萩
け
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る。
か
つ
て、
狭
衣
に
と
っ
て
は、
女

＿一
宮
は
「
暑
か
は
し
き
夜
の
衣」
で
あ
り、
天
の
羽
衣
に
ま
さ
る
も
の、
相

当
す
る
も
の
と
し
て
の
「
み
の
し
ろ
衣」
で
は
な
か
っ
た。
し
か
し、
い
ま

や、
女一一
宮
は
狭
衣
を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
女
君
と
転
じ
た
こ
と
を、
狭

衣
自
ら

式“
の
夜
は
の
み
の
し
ろ
衣」
の一
百
説
に
寄
り
掛
か
ろ
う
と
す
る
姿

勢
が、
際
や
か
に
指
し
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

さ
て、
そ
の
後
の
女
二
宮
と
「
衣」
と
の
あ
り
方
も
ま
た
興
味
深
い。
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ぞ
残
り
た
り
け
る。
口
惜
し
う
心
憂
く
と
思
へ
ば
身
よ
り
ほ
か
に
つ
ら

き
人
な
く、

悔
し
う
い
み
じ
き
に、

御
袋
も
押
し
や
ら
れ、

残
り
た
る

御
衣
の
匂
ひ
ば
か
り
は
変
ら
で、
・・・

（
巻
二、

上
・
ニ
三
六）

女
二
宮
は
未
婚
ゆ
え
密
か
に
狭
衣
の
子
を
出
産
し、
た
だ
ち
に
出
家、
い

ま
や
尼
と
な
っ
て
い
る。
し
か
し
狭
衣
は、

宮
の
も
と
に
忍
ぴ
込
む。

宮
は

狭
衣
の
薫
り
を
感
知
し
て
す
ば
や
く
逃
れ
た。

狭
衣
が
目
に
し
た
の
は、

宮

が
す
ぺ
り
出
た
あ
と
の、
「
あ
ま
た
煎
な
り
た
る
御
衣」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る。

女
君
が
衣―
つ
取
っ
て
男
君
の
侵
入
か
ら
逃
れ
る
あ
た
り、
r
源
氏
物
語』

．
の
空
蝉
と
の
関
係、

賢
木
巻
で
藤
壺
が
光
源
氏
に
衣
と
嬰
を
残
す
場
面
と
の

(

20
)
 

重
な
り
よ
り
読
み
解
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が、

さ
ら
に
加
え
て、

狭
衣

が
女
二
宮
を
追
い
求
め、

あ
と
に
残
っ
た
衣
を
被
っ
て
泣
く、
と
い
う
そ
の

有
り
よ
う
自
体
を、

再
び
顧
み
て
み
た
い。

こ
こ
ら
の
月
ご
ろ、

我
は
知
ら
ず
顔
に
心
と
け
て
明
か
す
夜
な
夜
な
も

あ
り
つ
る
は、

我
な
が
ら
だ
に
恨
め
し
う
い
み
じ
き
に、
こ
の
と
ど
め

た
ま
へ
る
御
衣
を
ひ
き
被
き
て
流
し
そ
へ
た
ま
ふ
涙
ぞ、

吉
野
の
滝
に

に
も
な
り
ぬ
べ
か
り
け
る。

（
巻
二、

上
・
ニ
三
六）

巻一
に
て
帝
か
ら
の
宮
降
嫁
の
要
請
に
つ
い
て
は、

狭
衣
は、

源
氏
宮
思

慕
ゆ
え、
「
衣」
と
唸
さ
れ
る
女
二
宮
を「
池
る」
こ
と
を
受
け
入
れ
た
よ
う

な
返
歌
の
衷
で
拒
否
し
て
い
た。
し
か
し
な
が
ら、

巻
二
に
入
り、

女
二
宮

の
容
姿
を
窺
う
や
い
な
や、

そ
の
〈
衣〉
を
狭
衣
は
秘
密
の
う
ち
に
自
身
に

引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る。
さ
ら
に
い
ま、

狭
衣
は
出
家
し
た
女
二
宮
そ
の
人

て
泣
く
と
い
う、

著
し
く
異
様
と
も
取
れ
る
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る。

源
氏
宮
の
存
在
ゆ
え
に
女
二
宮
と
い
う
〈
衣〉
を
遠
ざ
け
つ
つ、

し
か
し

．
．
．
．
．
．
 

な
が
ら
密
か
に
女
二
宮
と
い
う
〈
衣〉
を
浩、

女
二
宮
自
身
の
「
衣」
を
ま

と
っ
て
悲
喋
す
る、

と
い
う
狭
衣
の
姿
は
示
峻
深
く
受
け
取
れ
る。
「
み
の

し
ろ
衣」
よ
り
紡
ぎ
出
さ
れ
た
「
衣」
と
い
う
こ
と
ば、

そ
の
楡
と
し
て
の

衣
に
実
際
の
宮
の
衣
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、

喩
と、

形
あ
る
衣
双

方
の
〈
衣〉
の
描
き
分
け
と
瓜
な
り
よ
り、

物
語
で
の
「
衣」
は、
よ
り
効

呆
的
に、

あ
や
に
く
な
様
相
で
狭
衣
と
女
二
宮
と
の
冊
を
と
り
結
ぶ
の
で
あ

る。こ
の
と
き
狭
衣
が
身
に
被
っ
た
女
二
宮
の
「
衣」
は、
の
ち
に
「
か
の、

あ
り
し」
の
語
を
伴
っ
て
再
ぴ
語
ら
れ
る。
狭
衣
が
女一・一
宮
主
他
の
法
華
八

講
の
夜
に、
仏
前
の
女
二
宮
を
い
ま一
度
追
い
か
け
る
の
で
あ
る。
「
衣」
は、

も
は
や
代
償
行
為
と
は
呼
べ
な
い
狭
衣
の
女
二
宮
に
対
す
る
苦
悩
の
恋
を
語

(

21
)
 

る
も
の、

と
し
て
定
位
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

…
冠
の
影
の
ふ
と
見
ゆ
る
に、

物
も
お
ほ
え
さ
せ
た
ま
は
ず、

仏
の
御

前
の
障
子
の
内
に
入
り
て、

引
き
立
て
さ
せ
た
ま
ふ
も、

わ
な
な
か
れ

て、
と
み
に
ぞ
立
て
ら
れ
ぬ。
か
の
あ
り
し
寝
笈
め
の
床
に、

溜
ら
し

涼
へ
た
ま
ひ
し、

捨
て
衣
思
し
出
で
ら
れ
た
ま
ひ
て、
．．．
 

（
巻
三、

下
・
一
七
七）

狭
衣
は、
か
つ
て
宮
の
残
し
た
衣
を
ひ
き
被
っ
た
当
時
を
思
い
起
こ
す
こ
と

に
よ
っ
て、

女
二
宮
を
さ
ら
に
追
い
求
め、
こ
の
箇
所
の
の
ち、

宮
の
手
や
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と
ど
め
き
こ
え
つ
と
思
ひ
つ
れ
ど、
あ
ま
た
前
な
り
た
る
御
衣
ば
か
り

を
追
い
続
け、
実
際
に
は、
宮
の
滸
て
い
た
「
衣」
を
そ
の
身
に
ひ
き
被
っ



巻
三
で
は、
新
し
い
＾
衣〉
の
喩、
し
か
も
狭
衣
が
い
つ
の
ま
に
か
世
人

．
よ
り
滸
せ
ら
れ
て
い
る、
「
溜
衣」
が
見
ら
れ
る。

一
品
宮
邸
の
も
と
に、
飛
鳥
井
女
君
服
の
姫
君
が
引
き
取
ら
れ
て
い
る、

．
と
聞
い
た
狭
衣
は、
我
が
子
を一
目
見
た
い
と
宮
邸
に
忍
ぴ
入
る
の
で
あ
っ

た
が、
そ
の
姿
を
見
顕
さ
れ、
一
品
宮
と
の
問
に
咽
が
立
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る。
い
よ
い
よ
宮
と
の
結
婚
は
余
儀
な
く
さ
れ、
狭
衣
は
宮
に
文
を
送
る

が、
そ
の
歌
の
中
に
「
蒋
衣」
と
詠
む
の
で
あ
る。

思
ひ
や
る
我
が
魂
や
通
ふ
ら
ん
身
は
よ
そ
な
が
ら
浩
た
る
湖
紺
�

四、

濡
衣
ー
女
君
た
ち
の
新
た
な
位
置
づ
け

袖
を
と
ら
え
る
こ
と
と
な
る。
女
1一
宮
が
実
際
に
滸
て
い
る
「
衣」、
そ
れ

も
「
尼
の
衣」
に
執
滸
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る。

．
一
方、
そ
う
し
た
狭
衣
の
側
か
ら
の
「
衣」
は、
女
二
宮
自
身
に
と
っ
て

は、
狭
衣
に
「
尼
の
衣
の
棲
ば
か
り
も、
手
馴
ら
し
た
ま
は
じ」
と
思
い、

つ
ら
い
現
実
に
宮
はr
浅
ま
し
く、
憂
き
身
の、
今
ま
で
長
ら
へ
け
る」、
「（
仏

二）
と
く
迎
へ
さ
せ
給
へ」
（
巻
三、
下・
一
八
七）
と、
い
っ
そ
う
来
世

へ
の
願
い
を
弥
め一
心
に
祈
る
ば
か
り
で
あ
っ
た、
と
い
う
こ
と
へ
も、
ま

な
ざ
し
を
向
け
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う。
巻
l

に
て
＾
衣〉
と
女
二
宮
が
醤
え
ら

れ
た
こ
と
は、
源
氏
宮
の
「
狭
衣」
と
と
も
に、
い
ま
触
れ
た
よ
う
に
物
語

内
に
長
く
底
流
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
が、
女
二
宮
を
＾
衣〉
と
す
る
こ

と
は、
嵯
峨
帝
そ
し
て
狭
衣
の
側
か
ら
の、
男
君
か
ら
の
と
ら
え
方
で
あっ

た
こ
と
を、
女
二
宮
は
尼
の
衣
を
身
に、
申
し
立
て
て
い
る
の
で
あ
る。

と
あ
る
害
き
ざ
ま、
手
な
ど
は
し
も、
げ
に、
内
親
王
た
ち
に
お
は
す

と
も、
い
か
で
か
と
見
え
た
り。
い
か
な
る
心
に
て、
か
く

濶紺梨
に

し
も
な
し
た
ら
ん
と、
な
ほ
涙
の
み
こ
ぽ
れ
さ
せ
た
ま
ふ、
さ
も
ぞ、

い
と
い
と
ほ
し
う
見
た
て
ま
つ
る。

（
巻
三、
下・
八
四）

一
品
宮
の
母・
女
浣
も、
狭
衣
の
歌
よ
り
二
人
の
浮
名
を
r
か
く
濡
れ
衣

63-

に
し
も
な
し
た
ら
ん」
と
受
け、
繰
り
返
し
て
い
る。
狭
衣
詠
に
て「
濡
衣」

の
語
が
初
め
て
見
ら
れ
る
こ
と
は、
弁
解
の
試
み
の
表
現
で
あ
る
と
同
時
に、

一
品
宮
と
の
件
を
＾
衣〉
を
用
い
て
象
る
と
い
う
仕
組
み
で
あっ
た
こ
と
は

g3)
 

哲
を
侯
た
な
い。
そ
し
て、
こ
の
〈
衣〉
は、
先
の
女
二
宮・
源
氏
宮
を

示
し
た
＾
衣〉
と
は
異
な
り、
狭
衣
よ
り「
濡
衣」
の
表
現
が
な
さ
れ
た
時
点

で、
す
で
に
狭
衣
は
そ
の
＾
衣〉
を
滸
て
い
る
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る。
l

品
宮
の
件
は
事
実
で
は
な
い、
し
か
し、
簡
単
に
は
と
り
除
け
な
い、
そ
う

し
た
事
態
の
在
り
方、
宮
と
の
関
係
を、
溜
れ
た〈
衣〉
が
象
る
の
で
あ
る。

こ
の
〈
涌
衣〉
に
対
す
る
も
の
と
し
て、
狭
衣
詠
の
「
我
が
魂」
が
注
目

さ
れ
る。
＾
衣〉
は
滸
つ
つ、
自
身
の
魂
は
別
で
あ
る、
と
主
張
す
る
も
の

で
あ
り、
こ
の、
＾
衣〉
と
魂
を
と
を
分
別
し、
乖
離
さ
せ
る
あ
り
方
は、

一
品
宮
は
狭
衣
に
と
っ
て、
〈
衣〉
で
あ
り
つ
つ
も、
狭
衣
の
求
め
る
〈
衣〉

で
は
な
い
こ
と
を
も
申
し
立
て
て
い
る。

そ
の
上
で、
狭
衣
は、
同
じ
こ
と
で
あ
れ
ば
女
二
宮
に
忍
ん
だ
時
に
噂
が

立
っ
た
の
で
あ
れ
ば、
と
女
二
宮
と
の
浮
名
と
い
う
「
溜
衣」、
＾
衣〉
を
箔

せ
て
ほ
し
い、
と
過
去
を
振
り
返
る
の
で
あ
る。

「
…
心
ゆ
か
ず
な
が
ら
も、
逃
れ
が
た
か
り
け
れ
ば
こ
そ
は、
思
ひ
か
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な
ど
過
ぎ
に
し
方
の、

隠れ
蓑
を
見
あ
ら
わ
す
人
の
な
か
り
し
こ
そ、

」同
じ
く
は
浩
せ
よ
な
あ
ま
の
濡
れ
衣
よ
そ
ふ
る
方
に
憎
か
ら
ず
と
や

（
巻――-、
下・
一
三
三）

「
思

ひか
け
ざ
り
し
溜
れ
衣」
11一
品
宮
と
の
件
よ
り
も、
「
あ
ま
の
濡

れ
衣」
11
尼
で
あ
る
女＝一
宮
と
の、
渦
れ
〈
衣〉
を
望
む
と
悲
嘆
す
る。
こ

の
構
岡
を
巻一
の
「
天
の
羽
衣」
を
め
ぐ
る
＾
衣〉
の
在
り
方
と
比
較
す
れ

ば、
「
天
の
羽
衣」
に
ま
さ
る
の
は、
源
氏
宮
と
い
う
「
紫
の
み
の
し
ろ
衣」

で
あ
り、
女―一
宮
と
い
う
「
み
の
し
ろ
衣」
で
は
な
い、
と
狭
衣
の
思
い
は

源
氏
宮
思
慕
に
貰
か
れ
た
明
確
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た。
し
か
し

な
が
ら、
女
二
宮
と
の
逢
瀬、
宮
の
出
産
と
出
家
を
経
て、
い
ま、
尼
で
あ

る
女
二
宮
へ
の
執
滸
を
深
め
る
狭
衣
が
藩
た
い
の
は、
女
1一
宮
と
い
う〈
衣〉

で
あ
る
と
主
張
す
る。
こ
こ
で
は、
現
在
も
源
氏
宮
は
絶
対
の
地
位
を
保
ち

つ
つ、
女
二
宮
と一
品
宮
が
比
較
さ
れ、
か
つ
て
の
源
氏
宮
の
位
置
に
女一―

宮
が、
そ
し
て
女
二
宮
の
位
置
に
は一
品
宮
が
定
位
す
る、
と
い
う
形
と
な
っ

て
い
る。
〈
衣〉
を
め
ぐ
る
喩
は、
狭
衣
の
徴
妙
な
女
君
た
ち
へ
の
思
い
を、

変
動
を
経
て
の
ち
再
ぴ
表
徴
す
る、
と
窺
い
知
れ
る。
ま
た、
「
あ
ま
の
涌

れ
衣」
を

＄な
せ
よ」
と
い
う
替
え
は、
狭
衣
が、
女一一
宮
を
追
い
求
め、

宮
の
残
し
た
衣
を
ま
と
つ
て
泣
き
伏
す、
と
い
う、
先
に
見
た
よ
う
な
実
際

の
衣
に
ま
つ
わ
る
事
実
を、
喩
の
レ
ベ
ル
か
ら
後
押
し
し、
確
認
す
る
も
の、

と
言
え
そ
う
で
あ
る。

寸
ど
な
し
．
T」
力
充
ギ
往
じ”¢・
↓

力
く
て

：巧
耐
力
＞」
と
し
て
＞

た
「
衣」
を
い
ま
求
め
る
と
い
う
姿
に
は、
狭
衣
の
恋
と
挫
折
が
見
受
け
ら

れ
る
が、
そ
の
中
で、
さ
ら
に
新
た
な
女
君
が
登
場
す
る。
た
だ、
そ
こ
に

付
し
て
現
わ
れ
る
「
衣」
は、
も
は
や
女
君
自
身
の
「
衣」
か
ら
も
女
君
そ

の
も
の
と
い
う
喩
か
ら
も
離
れ
た、
「
狭
衣
の」
衣
で
あ
っ
た
の
で
あ
る。

五、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
衣」

B
数
の
過
ぐ
る
ま
ま
に
も、
有
明
の
月
影
は
面
影
に
恋
し
う
お
ぽ
え
た

ま
ひ
て、
忍
ぴ
歩
き
も
こ
と
に
し
た
ま
は
ず、

初d肉
を
返
し
佗
ぴ
給

ふ
夜
な
夜
な、
さ
す
が
に
あ
や
し
う
思
さ
る
れ
ば、

片
敷
き
に
阻
ね
し
衣
う
ち
か
へ
し
思
へ
ば
何
を
恋
ふ
る
心
ぞ

（
巻
四、
下・―＿
九
0
|
二
九一
）

こ
こ
で
の
「
夜
の
衣」
の
表
現
が、
狭
衣
自
身
の
衣
で
あ
る
こ
と
に
十
分

留
意
し
た
い
が、
「
夜
の
衣」
に
は、
や
は
り、
要
及
び
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が

付
随
す
る
こ
と
は
間
述
い
な
い。
狭
衣
に
と
っ
て、
「
夜
の
衣」
と
は、
か
つ

て
は
源
氏
宮、
女
二
宮
で
あ
っ
た
こ
と
が
す
ぐ
さ
ま
想
起
さ
れ
る。
し
か
し、

ど
ち
ら
も
い
ま
や
「
夜
の
衣」
と
は
な
り
え
な
い
身
分、
状
況
に
あ
り、
狭

衣
は、
源
氏
宮
に
酷
似
す
る
新
た
な
美
し
い
女
君、
宰
相
中
将
妹
を
思
い、

自
身
の
「
夜
の
衣」
を
返
し、
「
片
敷
き
に
韮
ね」
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る。

女
君
を
恋
い
慕
う
有
り
よ
う
が、
小
野
小
町
の
「
い
と
せ
め
て
恋
し
き
時
は

ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
衣
を
返
し
て
ぞ
滸
る」
（
古
今
集．
恋・
五
五
四）
で
つ

と
に
知
ら
れ
る
衣
の
表
現
の
中
に
見
て
取
れ
る
も
の
の、
こ
れ
ま
で
物
語
が
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そ
の
当
初
よ
り
築
い
て
き
た、

女
君
自
身
や
女
君
と
の
関
係
を
＾
衣〉
そ
の

も
の、
と
す
る
喩
の
在
り
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る。

．

宰
相
中
将
妹
は、

狭
衣
が
自
ら

要と
す
る、
こ
れ
ま
で
の
＾
衣〉

の

誓え

か
ら
す
る
と、
ま
さ
に
進
ん
で

＾衣〉
を
滸
る、

狭衣
に
と
っ
て
は
確
実
に

＾
衣〉
で
あ
る、
と
い
う
役

割を
担
っ
た
女
君
で
あ
る。
そ
の
女
君
だ
か
ら

こ
そ、
か
え
っ
て
〈
衣〉
の
喩
が
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る、
と
い
う
仕
組
み
を

読
み
取
り
た
い。
物
語
は
狭
衣
が
自
分
の
衣
を
返
す
と
い
う
描
写
を
し
つ
つ、

狭
衣
が
進
ん
で
窟
ね
る
＾
衣〉、
そ
の
女
君
に、
衣
の
喩
を
用
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る。
物
語
の、
表
現
へ
の
配
想
を
窺
い
見
る
こ
と
が
で
き
る。

そ
し
て、
こ
れ
ま
で
連
な
っ
て
き
た
物
語
の
＾
衣〉
の
方
法
の
行
方
は、

女
二
宮
思
慕
に
継
続
さ
れ
て
い
る。
物
栢
終
末
部、
狭
衣
が
女
二
宮
の
袖
を

と
ら
え、
御
燦
に
半
ば
入
る、
と
い
う
場
面
ま
で
続
く。

消
え
は
て
て
屍
は
灰
に
な
り
ぬ
と
も
恋
の
煙
は
た
ち
も
は
な
れ
じ

と、
の
た
ま
は
す
る
ま
ま
に、
御
簾
の
う
ち
に、
な
か
ら
入
ら
せ
た
ま

ひ
て、

御袖
の
棲
を
引
き
寄
せ
て、
泣
き
か
け
さ
せ
た
ま
ふ
御
涙
の
滴

．

の
所
狭
さ
も、
恐
ろ
し
う
わ
り
な
き
に、

（
巻
四、
下•
四
0
九）

物
甜
当
初
は
一
旦、
女
二
宮
と
い
う
〈
衣〉
を
培
る
こ
と
を
拒
み
な
が
ら、

女
二
宮
の
対
用
す
る
「
衣」
も、
女
二
宮
と
い
う
〈
衣〉
を
も
追
う
よ
う
に

な
っ
た、
と
い
う
狭
衣
の
宮
に
対
す
る
心
境
を
辿
る
と
き、
狭
衣
が
宮
の
尼

衣
の
袖
を
と
ら
え
る、
と
い
う
姿
に、
象
徴
的
に
そ
の
軌
跡
の
集
約
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

「
衣」
は、
喩
と
現
象
の
双
方
よ
り、
一
人一
人
違
う
物
語
を
紡

ぐ女
君

た
ち、
そ
し
て
狭
衣
と
を
描
く。
そ
の
中
で
「
衣」
は、
天
界
と
狭
衣・
女

君と
狭
衣、
あ
る
い
は
ま
た、
物
語
を
縦
に
見
れ
ば
女
君
と
女
君
と
を、
繋

ぎ
な
が
ら
同
時
に
隔
て
て
い
る、
と
い
う
言
い
方
も
で
き
よ
う
か。

改
め
て
「
天
の
羽
衣」
に
遡
及
し
て
辿

り直
し
て
み
た
と
き、
喩
と
し
て

の
衣
と
形
あ
る
衣
と
の
連
動、
ま
た、
そ
の
ず
れ
や

乖離
に
よ
っ
て、
互
い

の
性
質
が
響
き
合
い
な
が
ら、
「
衣」
が
登
場
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
か
さ

れ
る。
繰
り
返
し
に
な
る
が、
例
え
ば、

形
あ
る
「
天
の
羽
衣」
は、
物
匝

前
史
や
狭
衣
の
成
長
を
象
る
こ
と
を
も
含
め
た

多義
的
な
在
り
方
よ
り
出
発

し、
そ
こ
か
ら
喩
と
し
て
の
「
狭
衣」
が

導き
出
さ
れ
た
の
で
あ
り、
し
か

し、
実
際
に
は
飛
烏
井
女
君
と
衣
を
匪
ね
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た。

r
衣」
の
誼
要
な
役
割
を
思
う
と
き、

絶え
ず
「
あ
く
が
れ」
よ
う
と
す

(

24
)
 

る
狭
衣
の
魂
は、
魂
の
入
れ
物
で
あ
る
「
衣」
（
女
君
た
ち）
に
抱
き
取
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
ー
そ
う
し
た
狭
衣
の
魂
の
坊
祖
の
有
り
よ
う
と
も
密
接
に

関
わ
っ
て、
「
衣」
の
存
在
が
考
え
合
わ
せ
ら
れ
る、
と
最
後
に
申
し
涼
え

る
こ
と
も
で
き
よ
う
か。

（
注）

(
1)
井
上
真
弓
r『
狭
衣
物
語』
の
楽
と
う
た

声ー共
扱
す
る
世
界
と
更
衣
の

意
味
を
め
ぐ
っ
て
ー」
（『
叢
杏

想
像
す
る
平
安
文
学』
8

勉
誠
出
版、

平
13)
が
詳
細
に
論
じ
る。
「
忍
ぶ
捩
摺」
「
萩
の
花
捐」
な
ど
を
め
ぐ

る

結
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棗，

(
2)
深
沢
撤
「
往
還
の
構
図
も
し
く
は
r
狭
衣
物
語』
の
論
理
構
造
（
上）
ー

陰
回
と
し
て
の
r
無
名
草
子」
詮
ー」
（『
文
芸
と
批
評』
昭
54.
12)、
井

上
奨
弓
「
視
絞
の
呪
綽
ー
r
狭
衣
物
語』
の
方
法
に
ふ
れ
て
ー」
（r
立
教
大

学
日
本
文
学』
昭
57.
7)

(
3)
r
狭
衣
物
語
全
註
釈』
I
（
お
う
ふ
う、
平
11、
以
下
全
註
釈
と
略
す）

一
八
0
頁。

(
4)
「
衣」
r
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典』
（
角
川
也
店、
平
11)

(
5)
今
井
源
衛
「
浮
舟
の
造
型
ー
タ
顔・
竹
取」
(r
文
学』
昭
57.
7)、
小

林
正
明
「
冠
後
の
浮
舟

—手
習
巻
の
テ
ク
ス
ト
相
互
連
関
性」
r
日
本
文
学

研
究
論
文
集
成
6
源
氏
物
語
1』
若
草
由
房、
平
10)

(
6)
鈴
木
泰
恵
「
浮
舟
か
ら
狭
衣
へ
i
乗
り
物
と
い
う
視
点
よ

り—」
(r
駒
沢

女
子
大
学
研
究
紀
要』
平
11
.
12)
は
乗
り
物
よ
り
浮
舟
と
狭
衣
を
ふ
た
り

の
＾
か
ぐ
や
姫〉
と
し
て
鋭
く
考
究
す
る。

(
7)
深
沢
脩
「
往
還
の
構
図
も
し
く
は
『
狭
衣
物
語』
の
論
理
構
造（
下）

ー陰

固
と
し
て
の
r
無
名
草
子』
綸
ー」
(r
文
芸
と
批
評』
昭
55.
5)、

井
上
奨
弓
rr
狭
衣
物
語』
の
構
造
私
論
ー
親
子
の
物
語
よ
り
1」
(r
日
本

文
学』
昭
57.
10)

(
8)
小
鵡
菜
温
子
r
浮
舟
と
＾
女
の
罪〉
ー
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
解
体」
(r
源
氏
物

語
批
評』
有
精
堂、
平
7)、
光
源
氏
も
ま
た
か
ぐ
や
姫
で
あ
っ
た
こ
と
は、

同
術
「
光
源
氏
と
か
ぐ
や

姫ー
須
磨・
明
石
そ
し
て
桂
へ」
参
照。

(
9)
全
註
釈＇
一
六
三
頁。

(
10)
立
石
和
弘
「「
女
に
て
見
泰
ら
ま
ほ
し」

考—光
源
氏
の
容
姿
と
阿
性
具

有
性」
（『
国
学
院
雑
誌』
平
3.
12)
は
両
性
具
有
と
堕
性
と
の
密
接
な
繋

が
り
を
光
源
氏
に
見
て
い
る。

(r
中
古
文
学
論
改』
昭
63.
12)、
鈴
木
寮
恵
「
狭
衣
物
語
の
時
間
と
天
稚

御
子
事
件
ー
時
間
の
二
重
化
と
源
氏
物
語
の
異
化
を
め
ぐ
っ
て
ー」
（『
源
氏

物
器
と

平安文
学」
3
早
稲
田
大
学
出
版
部、
平
5)

(
12)
注
(
10)
に
同
じ。

(
13)
久
宮
木
原
玲
r
天
界
を
恋
う
る
姫
君
た

ち|大
君・
浮
舟
物
語
と
竹
取
物

語」
（『
源
氏
物
語

歌
と
呪
性』
若
草
柑
房、
平
9)
の
精
確
な
解
明
に
よ

る。

(
14)
阿
部
好
臣
「
狭
衣
物
語
主
題

孜ー月
と
心
深
し
の
構
図」
（『
国
文
学
研
究

資
料
館
紀
要
昭
60.
3)
は
月
が
な
い
こ
と
を
指
摘、
鈴
木
泰
恵
「『
狭

衣
物
語』
と
法
華
経
ー
〈
か
ぐ
や
姫〉
の
〈
月
の
都〉
を
め
ぐ
っ
て
1」
(r
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞」
平
8.
12)
は
〈
月
の
都〉
に
至
り
得
な
か
っ
た
狭
衣

の
姿
を
説
く。
ま
た
神
野
藤
昭
夫
「
散
逸
物
語
『
霞
へ
だ
つ
る
中
務
宮」
の

復
原
（r
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史』
若
草ー廿
房、
平
10)
は
〈
笛
の
音〉

と
〈
月
の
都〉
に
か
ぐ
や
姫
は
も
と
よ
り
『
霞
へ
だ
つ
る
中
務
宮』
の
影
響

も
指
摘
す
る。

(
15)
注
(
11)
鈴
木
論
文、
及
び
全
註
釈

二
0
四
頁。

(
16)
全
註
釈

二
0
四
頁。

(
17)
京
木
泰
孝
「
狭
衣
物
語
に
お
け
る
竹
取
物
梧
と
陸
れ
荘
物

語ー
r
天
の
羽

衣」
と
「
蓑
代
衣」
と
「
毘
れ
蓑」
—」
(r
安
田
女
子
大
大
学
院・
旭
士
課

程
開
股
記
念
論
文
集』
平
9.
3)
は
天
の
羽
衣
と
費
代
衣
が
「
狭
衣」
に

繋
が
る
と
論
じ
る。

(
18)
豊
島
秀
範
「^
衣〉
の
系
囲
ー
狭
衣・
小
夜
衣・
苔
の
衣
ー」
（『
弘
前
学

院
大
学
紀
要』
昭
57.
3)
が
「
狭
衣」
に
つ
い
て
詳
し
い。

(
19)
こ
こ
の
歌
は
諾
本
異
同
が
激
し
く
三
句
目
「
小
夜
衣」
の
み一
致
す
る。
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四
十

国
語
学
研
究
と
査
料
（
早
稲
田
大
学
国
語
学
研
究
と
資
科
の
会〉

国
語
研
究
（
横
浜
国
立
大
学
国
語・
日
本
語
教
育
学
会）

十
九

国
語
国
文
学
（
徳
島
大
学
国
語
国
文
学
会）

十
四

国
語
国
文
学
（
福
井
大
学
国
語
学
会）

四
十

国
語
国
文
学
（
目
白
大
学
短
期
大
学
部
国
語
国
文
学
研
究
室）

•.
 5 
••••
 5 
••••

 5 
••••5

i,
u]．→l.p.：
旦．．．．
 94.
J̀」
．
11
,．9
.：
,
1.，
5

四
八

ニ

四

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
N

高
知
大
国
文
（
高
知
大
学
国
語
国
学
会）

甲
南
国
文
（
甲
南
女
子
大
学
国
文
学
会）

語
学
と
文
学
（
群
馬
大
学
語
文
学
会）

三
七

•
国
語
学
研
究
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
r
国
語
学
研
究」
刊
行
会）

(
20)
注
(
1〉
に
同
じ

(
21)
（
22)
倉
田
実
「^
溜
衣
の
恋＞
の
狭
衣
ー一
品
の
宮
の
物
栢」
（『
狭
衣

の
恋』
翰
林
柑
房、
平
11)
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い。

(
23)
注
(
21)
（
22)
の
倉
田
論
文
は、
一
品
宮
邸
で
狡
宵
さ
れ
て
い
る
実
娘

飛
鳥
井
姫
君
に
会
い
た
かっ
た
ゆ
え
と
想
定
し
て
い
る。

(
24)
魂
と
衣
の
関
係
に
つ
い
て
は、
折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
L、
石
上
堅

『
日
本
民
俗
語
大
辞
典』
（
桜
楓
社、
昭
58)
四
六
三
頁
な
ど。

＊
本
文
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
r
狭
衣
物
語』

①②を
使
用
し
た。

（
ど
い
た
つ
こ
岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科）

一
九

四
六

十
六

国
語
国
文
学
会
誌
（
新
潟
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会）

国
語
国
文
学
研
究
（
熊
本
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会）

国
託
国
文
学
誌
（
広
島
女
学
院
大
学
日
本
文
学
会）

殴
語
國
文
研
究
（
北
海
遊
大
学
国
語
国
文
学
会）

-
l

七、
-
+

 

国
語
国
文
論
集
（
安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
会）

国
語
の
研
究
（
大
分
大
学
国
語
国
文
学
会）

l-
七

国
語
表
現
研
究
（
国
語
表
現
研
究
会）

十
三

国
際
児
童
文
学
館
紀
要
（
大
阪
国
際
児
窟
文
学
館）

国
文
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会）

九
五

国
文
学
（
関
西
大
学
国
文
学
会）

八
二

国
文
学
研
究
（
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会）

国
文
学
研
究
（
早
稲
田
大
学
国
文
学
会）

―――
-

l―-、
一
三
五

国
文
学
研
究
演
料
館
報
（
国
文
学
研
究

狩料
館）

五
六

国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
（
国
文
学
研
究
資
料
館）

二
七

国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
（
神
戸
大
学
「
研
究
ノ
ー
ト」
の
会）

三
六

國
文
非
孜
（
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会）

一
六
八、
一
六
九、
一
七
0

国
文
学
論
究
（
花
園
大
学
文
学
会）

二
八

国
文
学
論
考
（
都
留
文
科
大
学
国
語
国
文
学
会）

三
七

恩
文
學
論
叢
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
語
国
文
学
研
究
室）

國
文
學
論
叢
（
龍
谷
大
挫
國
文
學
含）

四
六

国
文
研
究
（
熊
本
県
立
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会）

六 四一

六

―
―
八、
一
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