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『
源
氏
物
語
』
の
衣
装
論

―
―
「
玉
鬘
」・「
初
音
」
巻
を
通
し
て
―
―

有
　
田
　
祐
　
子

一　

は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』「
玉
鬘
」
巻
の
衣
く
ば
り
と
い
え
ば
、
豪
華
な
衣
裳
と
、
ま
た

そ
の
衣
裳
と
女
君
た
ち
の
取
り
合
わ
せ
を
描
き
出
し
た
場
面
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
女
君
た
ち
へ
の
衣
裳
の
見
立
て
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
女
君
に
こ
の
衣
と

そ
の
衣
と
い
っ
た
衣
裳
の
取
り
合
わ
せ
も
興
味
深
い
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
衣
へ
の
注
目
が
、
贈
ら
れ
た
女
君
の
人
柄
や
、
物
語
の

中
で
の
女
君
の
あ
り
よ
う
に
注
目
す
る
の
は
当
然
と
は
い
え
、
衣
く
ば
り
で
女

君
一
人
一
人
に
選
び
取
ら
れ
贈
ら
れ
る
衣
が
、
そ
も
そ
も
は
源
氏
か
ら
の
贈
り

物
で
あ
り
、
そ
れ
を
女
君
た
ち
が
身
に
纏
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
注
目
し

た
い
。

　

衣
く
ば
り
は
、
六
条
院
や
二
条
東
院
に
住
ま
う
女
君
た
ち
に
正
月
用
の
衣
裳

を
贈
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
源
氏
と
紫
の
上
と
に
よ
り
衣
裳
選
ぶ
基
準

が
加
え
ら
れ
、
そ
れ
が
一
趣
向
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
行

わ
れ
た
衣
く
ば
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
贈
る
衣
に
は
そ
れ
を
着
用
す
る
べ
き
日
を

指
定
す
る
手
紙
が
添
え
ら
れ
、
衣
を
受
け
取
っ
た
女
君
た
ち
も
、
指
定
さ
れ
た

日
に
贈
ら
れ
た
衣
を
身
に
纏
い
源
氏
と
対
面
す
る
。
源
氏
も
そ
れ
を
自
身
の
目

で
見
て
感
想
を
披
瀝
す
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
衣
く
ば
り
は
衣
裳
を
仲
立
ち

と
し
た
源
氏
と
女
君
と
の
対
話
で
あ
り
、
心
の
交
流
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

本
論
で
は
、
以
上
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、
正
月
用
の
衣
裳
を
贈
る
源
氏
と
紫

の
上
の
会
話
に
注
目
し
、
衣
く
ば
り
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
を
探
り
た
い
。

二　

衣
く
ば
り
の
背
景

　
「
玉
鬘
」
巻
で
衣
く
ば
り
が
重
要
視
さ
れ
た
理
由
は
、
玉
鬘
が
新
た
に
六
条

院
に
参
入
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
六
条
院
が
成
立
す
る

以
前
の
、
二
）
1
（

条
院
と
二
条
東
院
の
段
階
で
も
、
女
君
た
ち
を
集
め
て
住
ま
わ
せ

る
点
は
六
条
院
の
そ
れ
と
一
応
は
同
じ
だ
か
ら
、
歳
暮
に
は
衣
く
ば
り
が
行
わ

れ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、「
玉
鬘
」
巻
以
前
で
は
、
衣
く
ば
り
が
語
ら
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
こ
で
衣
く
ば
り
が
行
な
わ
れ
、
か
つ
、

語
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
よ
い
よ
そ
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。

　

衣
く
ば
り
の
記
事
の
語
り
出
し
は
、

年
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
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御
列
に
思
し
お
き
て
た
る
、
か
か
り
と
も
田
舎
び
た
る
こ
と
な
ど
や
と
、

山
が
つ
の
方
に
侮
り
推
し
は
か
り
き
こ
え
た
ま
ひ
て
調
じ
た
る
も
、
奉
り

た
ま
ふ
つ
い
で
に
、
…
…
（
後
略
） 

（「
玉
鬘
」
一
三
四
頁
）

と
あ
る
。
玉
鬘
の
参
入
が
、
衣
く
ば
り
の
発
端
で
あ
っ
た
。
玉
鬘
が
田
舎
育
ち

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
源
氏
は
彼
女
の
趣
味
を
「
山
が
つ
の
方
に
侮
り
推
し
は

か
」
っ
て
、
衣
裳
を
整
え
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

玉
鬘
が
六
条
院
へ
参
入
す
る
以
前
に
も
、
源
氏
か
ら
玉
鬘
へ
衣
裳
が
贈
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
衣
裳
へ
の
注
目
は
、
玉
鬘
の
登
場
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

　

源
氏
が
最
初
に
玉
鬘
へ
衣
裳
を
贈
っ
た
の
は
、
最
初
に
玉
鬘
へ
の
消
息
を

贈
っ
た
時
で
あ
る
。
そ
の
時
は
、

御
装
束
、
人
々
の
料
な
ど
さ
ま
ざ
ま
あ
り
。
上
に
も
語
ら
ひ
聞
こ
え
た
ま

へ
る
な
る
べ
し
、
御
匣
殿
な
ど
に
も
、
設
け
の
物
召
し
集
め
て
、
色
あ
ひ
、

し
ざ
ま
な
ど
こ
と
な
る
を
と
選
ら
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
田
舎
び
た
る
目
ど
も

に
は
、
ま
し
て
め
づ
ら
し
き
ま
で
な
む
思
ひ
け
る
。

 

（「
玉
鬘
」
一
二
三
頁
）

と
あ
り
、
衣
く
ば
り
の
時
と
同
様
に
玉
鬘
の
た
め
に
特
別
に
用
意
し
た
様
子
が

語
ら
れ
る
。
こ
の
玉
鬘
へ
の
特
別
な
配
慮
は
、
前
出
の
「
山
が
つ
の
方
に
侮
り

推
し
は
か
り
き
こ
え
た
ま
ひ
て
調
じ
た
る
」
と
根
底
は
通
じ
て
い
よ
う
。
玉
鬘

が
六
条
院
へ
参
入
し
て
い
く
時
に
も
、
そ
の
準
備
の
た
め
に
源
氏
か
ら
「
綾
何

く
れ
」
と
贈
ら
れ
て
お
り
、
度
重
な
る
衣
裳
の
贈
与
は
、
玉
鬘
が
六
条
院
の
一

員
と
な
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
と
い
え
る
。
源
）
2
（

氏
が
玉
鬘
に
衣
裳
を
贈
り
、
玉

鬘
が
源
氏
か
ら
贈
ら
れ
た
衣
裳
を
着
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

玉
鬘
の
六
条
院
へ
の
参
入
が
衣
く
ば
り
を
呼
び
起
こ
す
の
は
、
玉
鬘
の
物
語

が
語
り
始
め
ら
れ
る
時
点
か
ら
、
玉
鬘
の
存
在
が
必
要
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
こ
と
と
密
接
に
係
わ
っ
て
い
よ
う
。
そ
こ
で
、
玉
鬘
が
ど
の
よ
う
に
物

語
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
「
玉
鬘
」
巻
の
冒
頭
で
は
、

年
月
隔
た
り
ぬ
れ
ど
、
飽
か
ざ
り
し
夕
顔
を
つ
ゆ
忘
れ
た
ま
は
ず
、
心
々

な
る
人
の
あ
り
さ
ま
ど
も
を
見
た
ま
ひ
重
ぬ
る
に
つ
け
て
も
、
あ
ら
ま
し

か
ば
と
あ
は
れ
に
口
惜
し
く
の
み
思
し
出
づ
。 

（「
玉
鬘
」
八
七
頁
）

と
あ
り
、
こ
れ
は
「
末
摘
花
」
巻
の
冒
頭
、

思
へ
ど
も
な
ほ
あ
か
ざ
り
し
夕
顔
の
露
に
後
れ
し
心
地
を
、
年
月
経
れ
ど

思
し
忘
れ
ず
、
こ
こ
も
か
し
こ
も
、
う
ち
と
け
ぬ
か
ぎ
り
の
、
気
色
ば
み

心
深
き
方
の
御
い
ど
ま
し
さ
に
、
け
近
く
う
ち
と
け
た
り
し
、
あ
は
れ
に

似
る
も
の
な
う
恋
し
く
思
ほ
え
た
ま
ふ
。 

（「
末
摘
花
」
二
六
五
頁
）

と
、
よ
く
似
た
書
き
出
し
で
あ
る
。「
末
摘
花
」
巻
で
は
、
新
た
な
ヒ
ロ
イ
ン

を
導
き
出
す
た
め
の
準
備
と
し
て
、「
思
へ
ど
も
な
ほ
あ
か
ざ
り
し
夕
顔
の
露
」

が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、「
玉
鬘
」
巻
で
は
「
飽
か
ざ
り
し
夕
顔
を
つ

ゆ
忘
れ
た
ま
は
ず
」
が
玉
鬘
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。
新
た
な
ヒ
ロ
イ
ン
が
、

「
末
摘
花
」
巻
で
要
求
さ
れ
た
夕
顔
に
似
た
新
た
な
女
君
か
ら
、「
玉
鬘
」
巻
で

は
夕
顔
の
血
を
受
け
継
ぐ
女
君
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
よ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
変
化
に
は
、
夕
顔
の
女
房
で
あ
っ
た
右
近
の
存
在
が
関
係
し
て

い
る
。

　

右
近
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
「
玉
鬘
」
巻
の
冒
頭
で
、
源
氏
が
夕
顔
を
思
い

出
す
の
に
続
き
、「
右
近
は
、
何
の
人
数
な
ら
ね
ど
、
な
ほ
そ
の
形
見
と
見
た
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ま
ひ
て
」
と
、
源
氏
が
右
近
を
夕
顔
の
形
見
と
し
て
い
る
と
さ
れ
、
夕
顔
亡
き

後
の
右
近
の
消
息
が
源
氏
と
紫
の
上
を
通
し
て
語
ら
れ
る
と
、
右
近
の
心
中
が

途
端
に
明
か
さ
れ
始
め
る
。
右
近
は
、
夕
顔
が
存
命
で
あ
れ
ば
明
石
の
君
程
度

に
は
扱
わ
れ
た
だ
ろ
う
こ
と
が
残
念
で
あ
り
、
夕
顔
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
を
「
飽
か
ず
悲
し
く
な
む
思
」
っ
て
い
る
と
い
う
。
物
語
は
、
こ
う
し
た

右
近
の
心
情
に
寄
り
添
う
か
の
よ
う
に
玉
鬘
の
物
語
を
語
り
だ
し
て
ゆ
く
。
そ

し
て
、
右
近
に
よ
っ
て
玉
鬘
は
見
い
出
さ
れ
、
源
氏
の
も
と
へ
と
引
き
寄
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
語
の
必
要
性
か
ら
玉
鬘
が
登
場
す
る
た
め
に
は
、

右
近
の
存
在
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
近
に
よ
っ
て
夕
顔
の
遺
児

で
あ
る
玉
鬘
が
、
新
造
の
六
条
院
の
新
た
な
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

　

玉
鬘
の
側
か
ら
衣
く
ば
り
を
眺
め
る
と
以
上
の
よ
う
に
な
る
が
、
六
条
院
自

体
の
物
語
の
展
開
か
ら
も
観
察
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
、
衣
く
ば
り

が
単
に
玉
鬘
だ
け
で
な
く
、
六
条
院
・
二
条
東
院
の
女
君
た
ち
ま
で
を
も
巻
き

込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
発
端
は
玉
鬘
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
源
氏

の
女
君
た
ち
に
ま
で
波
及
し
た
か
ら
に
は
、
そ
れ
は
六
条
院
の
持
つ
役
割
、
雅

な
遊
び
ご
と
の
で
き
る
空
間
と
し
て
の
六
条
院
が
機
能
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

六
条
院
の
完
成
は
、
源
氏
三
十
五
歳
の
秋
で
あ
っ
た
。「
少
女
」
巻
の
締
め

く
く
り
を
飾
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
女
君
た
ち
の
住
ま
い
の
様
子
、
ま
た
、

女
）
3
（

君
た
ち
の
殿
移
り
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
行
わ
れ
た
の
が
、
秋
の

殿
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
春
秋
の
争
い
で
あ
っ
た
。

　

六
条
院
創
造
の
最
大
の
注
目
点
で
あ
る
春
）
4
（

秋
の
争
い
は
、
季
節
に
合
わ
せ
た

遊
び
が
「
初
音
」
巻
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
る
以
前
の
、「
少
女
」
の
巻
か
ら
開

始
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、「
少
女
」

巻
の
春
秋
の
争
い
は
、
秋
の
殿
の
主
で
あ
る
秋
好
中
宮
と
春
の
殿
の
主
で
あ
る

紫
の
上
と
の
間
で
私
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
春
秋
の
争
い
に
続
き
、
衣
く
ば
り
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
衣
く

ば
り
は
、
新
造
の
六
条
院
で
初
め
て
迎
え
る
正
月
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
六
条
院
と
二
条
東
院
の
女
君
が
揃
っ
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
次
巻
の
「
初
音
」
巻
の
た
め
に
も
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
四
季
を
め
ぐ
る
六
条
院
の
様
子
を
描
き
出
す
目
的
も
あ
る
「
初

音
」
巻
か
ら
「
野
分
」
巻
ま
で
の
始
発
点
と
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
一
度
す
べ
て

の
女
君
た
ち
を
登
場
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
初
音
」
巻
に

は
、
新
築
の
六
条
院
で
迎
え
る
初
の
正
月
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、

源
氏
の
も
と
に
集
う
女
君
を
総
動
員
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
玉
鬘
が
新
た

な
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
物
語
に
要
求
さ
れ
た
理
由
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
女

君
た
ち
が
源
氏
か
ら
衣
裳
を
贈
ら
れ
る
と
い
う
の
も
玉
鬘
の
そ
れ
と
同
じ
な
の

で
あ
る
。

　

衣
裳
を
贈
ら
れ
た
女
君
は
、
六
条
院
に
住
ま
う
女
君
で
は
、
紫
の
上
、
明
石

の
姫
君
、
花
散
里
、
玉
鬘
、
明
石
の
君
で
あ
り
、
二
条
東
院
に
住
ま
う
女
君
で

は
、
末
摘
花
と
空
蝉
で
あ
っ
た
。

　

六
条
院
の
住
人
で
あ
り
な
が
ら
も
衣
く
ば
り
に
登
場
し
な
か
っ
た
秋
好
中
宮

で
あ
る
。
彼
女
は
正
月
で
あ
る
た
め
宮
中
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
正
月
の
準

備
で
あ
る
衣
く
ば
り
に
登
場
せ
ず
と
も
不
思
議
は
な
い
。
し
か
も
、
源
氏
が
中

宮
の
た
め
に
用
意
す
る
衣
裳
は
特
別
に
誂
え
て
い
る
か
、
完
成
し
た
衣
裳
の
中

か
ら
特
に
優
れ
た
も
の
を
先
取
り
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
六
条
院
内
で
用
い



― 100 ―

る
正
月
用
の
衣
裳
の
中
に
中
宮
の
衣
裳
が
あ
る
方
が
不
自
然
だ
と
い
え
よ
う
。

　

六
条
院
で
初
め
て
迎
え
る
正
月
に
衣
く
ば
り
が
行
わ
れ
た
の
は
、
源
氏
が
女

君
に
た
だ
年
頭
の
挨
拶
に
巡
る
の
で
は
な
く
、
新
春
に
似
つ
か
わ
し
い
何
か
を

作
者
が
加
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
源
氏
の
女
君
た
ち
を
一
度
に
登

場
さ
せ
、
か
つ
、
源
氏
の
与
え
る
衣
を
女
君
た
ち
に
着
せ
、
読
者
に
と
っ
て
は

興
味
深
い
話
題
と
し
て
選
び
取
ら
れ
た
の
が
衣
く
ば
り
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

玉
鬘
と
い
う
女
君
の
登
場
と
、
六
条
院
が
創
造
さ
れ
こ
と
の
両
面
か
ら
、
衣

く
ば
り
を
捉
え
る
と
、
こ
の
ど
ち
ら
も
が
必
要
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
て
絡
み

合
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、「
初
音
」
巻
で
六
条
院
の
正
月
の
一

コ
マ
と
な
る
舞
台
を
作
り
上
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

三　

歳
暮
の
衣
く
ば
り
―
―
「
容
貌
」
へ
の
注
目

　
「
玉
鬘
」
巻
で
、
歳
暮
の
衣
く
ば
り
が
行
わ
れ
た
の
は
、
玉
鬘
が
六
条
院
で

の
新
た
な
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
登
場
し
て
き
た
こ
と
、
六
条
院
が
新
た
な
世
界
と

し
て
動
き
始
め
る
に
際
し
て
、
物
語
が
改
め
て
源
氏
の
も
と
に
集
う
女
君
た
ち

を
一
挙
に
登
場
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
右
に
述
べ
て
き
た
。

　

で
は
、
そ
う
し
た
必
要
性
の
中
で
語
ら
れ
た
衣
く
ば
り
を
細
か
に
見
て
ゆ
き

た
い
。
物
語
が
、
新
た
な
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
玉
鬘
を
必
要
と
し
た
こ
と
、
ま
た
、

六
条
院
世
界
が
動
き
は
始
め
る
に
あ
た
り
、
源
氏
の
全
て
の
女
君
の
登
場
を
必

要
し
た
こ
と
、
そ
の
要
求
は
、
ど
の
よ
う
に
満
た
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
改
め
て
衣
く
ば
り
の
記
述
を
追
っ
て
み
た
い
。
玉
鬘
の
た
め
に
贈
る

衣
裳
を
選
ん
で
い
た
源
氏
は
、「
織
物
ど
も
の
、
我
も
我
も
と
、
手
を
尽
く
し

て
織
り
つ
つ
持
」
っ
て
き
た
「
細
長
、
小
袿
の
い
ろ
い
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
る
」
を

見
て
、い

と
多
か
り
け
る
物
ど
も
か
な
。
方
々
に
、
う
ら
や
み
な
く
こ
そ
も
の
す

べ
か
り
け
れ 

（「
玉
鬘
」
百
三
十
四
頁
）

と
、
あ
ま
り
に
も
衣
の
多
さ
に
、
女
）
5
（

君
た
ち
へ
平
等
に
配
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ

で
、
御
匣
殿
や
紫
の
上
に
作
ら
せ
た
衣
も
全
て
取
り
出
し
、
こ
れ
は
こ
の
方
、

あ
れ
は
あ
の
方
と
振
り
分
け
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
を
見
て
い
た
紫
の
上
が
、

い
づ
れ
も
、
劣
り
ま
さ
る
け
ぢ
め
も
見
え
ぬ
物
ど
も
な
め
る
を
、
着
た
ま

は
ん
人
の
御
容
貌
に
思
ひ
よ
そ
へ
つ
つ
奉
れ
た
ま
へ
か
し
。
着
た
る
物
の

さ
ま
に
似
ぬ
は
、
ひ
が
ひ
が
し
く
も
あ
り
か
し

 

（「
玉
鬘
」
一
三
五
頁
）

と
、
提
案
し
た
。
紫
の
上
の
提
案
は
、
源
氏
が
彼
女
の
心
情
を
見
透
か
し
て

「
つ
れ
な
く
て
、
人
の
御
容
貌
推
し
は
か
ら
む
の
御
心
な
め
り
な
」
と
言
う
よ

う
に
、
紫
の
上
の
心
の
内
で
は
、
会
っ
た
こ
と
の
な
い
女
君
た
ち
を
少
し
で
も

知
り
た
い
と
い
う
欲
求
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
紫
の
上
の
提
案

は
、
源
氏
が
「
う
ら
や
み
な
く
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ま
た
一
歩
進
ん
だ
価
値

観
を
生
み
出
し
た
と
は
い
え
ま
い
か
。
そ
れ
は
、「
着
た
ま
は
ん
人
の
御
容
貌

に
思
ひ
よ
そ
へ
」
る
と
い
う
価
値
観
で
あ
る
。

　

源
氏
の
言
う
「
う
ら
や
み
な
く
」
と
は
、
調
）
5
（

和
性
を
大
切
に
す
る
六
条
院
な

ら
で
は
の
価
値
観
で
あ
ろ
う
。
源
氏
も
、
女
君
た
ち
が
「
な
ぜ
私
に
こ
の
衣
裳

が
贈
ら
れ
た
の
か
」
と
い
う
理
由
を
知
っ
た
時
、
一
番
穏
当
な
理
由
を
考
え
た

の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
の
だ
が
、
別
の
面
か
ら
み
れ
ば
無
頓
着
と
も

言
え
な
く
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
紫
の
上
が
、「
着
た
ま
は
ん
人
の
御
容
貌
に

思
ひ
よ
そ
へ
」
る
よ
う
に
と
助
言
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
彼
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女
が
知
り
よ
う
も
な
い
女
君
や
、
そ
の
女
君
に
対
す
る
源
氏
の
心
を
知
り
た
い

欲
求
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
同
時
に
源
氏
か
ら
贈
ら
れ
る
衣
裳
を
着
る
こ

と
の
喜
び
を
も
考
え
た
の
だ
と
思
う
。
紫
の
上
は
、
源
氏
が
選
び
取
る
衣
裳
に
、

源
氏
の
心
を
添
わ
せ
た
の
だ
。
贈
ら
れ
た
女
君
は
、
衣
裳
か
ら
源
氏
の
心
を
読

み
取
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
点
が
大
事
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
助
言
し
た

と
い
え
よ
う
。

　

で
は
、
紫
の
上
の
提
案
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
再
び
、
衣
く
ば

り
の
場
面
に
戻
ろ
う
。
源
氏
と
紫
の
上
の
目
前
に
広
げ
ら
れ
て
い
る
様
々
の
衣

裳
は
、
染
め
、
織
り
、
仕
立
て
の
そ
の
ど
れ
も
が
素
晴
ら
し
い
出
来
映
え
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
う
し
た
ど
れ
も
こ
れ
も
「
劣
り
ま
さ
る
け
ぢ
め
も
見
え
」

な
い
衣
裳
に
囲
ま
れ
て
、
紫
の
上
は
着
る
人
の
「
御
容
貌
に
思
ひ
よ
そ
へ
」
る

こ
と
を
提
案
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
単
に
贈
ら
れ
る
女
君
た
ち
を
推
量
す
る

だ
け
の
行
為
で
は
な
く
、
衣
裳
と
女
君
と
を
密
着
に
接
着
さ
せ
る
こ
と
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
衣
裳
と
女
君
と
を
密
着
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
を
見

つ
め
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
個
人
に
注
目
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
君

に
合
う
衣
は
選
べ
ま
い
。
衣
裳
と
女
君
た
ち
の
密
着
は
、
後
続
の
「
着
た
る
物

の
さ
ま
に
似
ぬ
は
、
ひ
が
ひ
が
し
く
も
あ
り
か
し
」
に
も
表
れ
て
い
る
。

　

紫
の
上
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
「
劣
り
ま
さ
る
け
ぢ
め
も
見
え
」
な
い
衣
ば
か

り
だ
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
誰
に
と
っ
て
も
「
う
ら
や
み
な
く
」
す
る
の
は
も
う

で
き
て
い
る
か
ら
、
女
君
た
ち
の
「
御
容
貌
に
思
ひ
よ
そ
」
え
て
衣
裳
を
選
ぶ

よ
う
に
言
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
を
読
む
な
ら
ば
、
紫
の
上
の
主
体
は
女

君
の
「
御
容
貌
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
衣
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
着

た
る
物
の
さ
ま
に
似
ぬ
は
ひ
が
ひ
が
し
く
も
あ
り
か
し
」
と
い
う
の
は
、
着
て

い
る
も
の
の
様
子
と
似
て
い
な
か
っ
た
ら
、
言
い
換
え
れ
ば
、
女
君
が
着
て
い

る
も
の
と
合
致
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
み
っ
と
も
な
く
見
え
る
、
と
言
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
紫
の
上
の
主
張
は
、
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
〝
似
合
う
〞

と
い
う
感
覚
と
合
致
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

近
）
6
（

藤
富
枝
氏
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
衣
裳
の
選
び
方
は
と
に
か
く
身
分
が
大
事

で
、
そ
れ
が
「
当
時
の
衣
装
へ
の
対
応
の
仕
方
」
と
指
摘
し
、

そ
う
い
う
時
代
に
、「
似
合
う
も
の
を
着
る
べ
き
だ
」
と
い
っ
た
紫
式
部

は
、
だ
か
ら
ユ
ニ
ー
ク
な
の
で
あ
る
。

と
述
べ
る
。
確
か
に
氏
の
指
摘
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
の
紫
の

上
の
言
葉
は
、
そ
れ
以
上
の
重
み
を
も
っ
て
い
る
。「
紫
式
部
は
、
だ
か
ら
ユ

ニ
ー
ク
な
の
で
あ
る
」
と
簡
単
に
言
い
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
、
身

分
に
合
わ
せ
て
…
…
、
と
い
う
話
は
衣
く
ば
り
で
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り

も
、
物
語
は
、
個
人
に
注
目
し
、
ひ
い
て
は
女
君
と
衣
裳
の
合
致
と
い
う
こ
と

に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
紫
の
上
の
言
葉
か
ら
、
現
）
7
（

代
の
着
物
を
着
る
上
で
も
大
切
に
さ
れ
る

〝
似
合
う
〞
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
。
似
合
う
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と

か
、
何
が
似
合
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
を
考
え
た
場
合
、
ま
ず
は
顔
と
着
物

の
相
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
着
物
を
身
に
あ
て
、
顔
と
着
物
の
相
性
を
探
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
感
覚
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
面
白
い
こ
と
に
似
合
わ

な
い
も
の
は
、
や
は
り
「
ひ
が
ひ
が
し
」
く
感
じ
る
し
、
周
囲
の
人
か
ら
も
そ

う
見
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
顔
と
合
っ
て
い
れ
ば

似
合
う
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
実
は
、
顔
の
奥
に
着
物
を

着
る
人
の
持
っ
て
い
る
性
格
や
資
質
、
考
え
方
ひ
い
て
は
生
き
方
な
ど
が
に
じ
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み
出
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ま
と
め
た
の
が
、
紫
の
上
の
言
葉
の
中
に
あ
る

「
容
貌
」
に
表
れ
て
い
よ
う
。
紫
の
上
が
主
張
す
る
「
着
た
ま
は
ん
人
の
御
容

貌
に
思
ひ
よ
そ
へ
つ
つ
た
奉
れ
た
ま
へ
か
し
。
着
た
る
物
の
さ
ま
に
似
ぬ
は
ひ

が
ひ
が
し
く
も
あ
り
か
し
」
と
い
う
の
は
、
前
述
し
た
全
て
を
、
こ
の
一
言
に

凝
縮
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
「
容
貌
」
は
、
小
学
館
の
『
古
）
11
（

語
大
辞
典
』「
か
た
―

ち
」
の
項
に
、

①　

 （
内
面
を
外
に
現
し
て
い
る
も
の
と
し
て
）
外
形
。
外
観
。
姿
。
さ

ま
。

と
あ
り
、
そ
の
項
の
「
語
誌
」
に
よ
れ
ば
、

「
か
た
ち
」
の
古
義
が
単
な
る
形
象
の
意
味
以
上
の
も
の
を
有
し
て
、
人

間
の
内
面
に
あ
る
精
神
的
な
も
の
の
顕
現
と
し
て
形
象
を
捕
え
て
い
る
の

は
、
こ
の
語
構
成
に
関
連
し
よ
う
。

と
あ
る
。
い
わ
ば
、
容
貌
＝
顔
で
あ
る
が
、
容
貌
と
い
う
語
の
中
に
、
単
に
顔

を
指
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
人
の
内
面
を
表
す
窓
の
よ
う
な
役
目
を
果
た
す

顔
と
い
う
認
識
が
、
語
の
中
に
含
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

顔
が
大
事
な
の
で
あ
り
、
顔
は
そ
の
人
を
表
す
た
め
の
も
の
と
し
て
も
機
能
し

て
く
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
衣
裳
と
「
御
容
貌
」
に
注
目
し
つ
つ
、
物
語
は
実
際
に
衣
を
選
ぶ

場
面
へ
と
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
。
似
合
う
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
の
実

践
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
源
氏
が
最
初
に
選
ん
だ
の
は
、
紫
の
上
の
衣
裳
で

あ
っ
た
。
紫
の
上
に
は
ど
れ
が
い
い
か
と
尋
ね
る
が
、
彼
女
は
「
そ
れ
も
鏡
に

て
は
い
か
で
か
」
と
、
鏡
を
見
た
だ
け
で
ど
う
し
て
選
べ
る
で
し
ょ
う
、
と
答

え
る
。
紫
の
上
は
そ
う
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
助
言
者
と
い
う
立
場

か
ら
一
歩
下
が
り
、
他
の
女
君
と
同
様
に
源
氏
の
思
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
作
者
は
読
者
の
た
め
に
紫
の
上
を
ほ
か
の
女
君
と
同
じ
く
並

べ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
紫
の
上
に
し
て
も
源
氏
に
選
ん
で
ほ
し
い
は

ず
で
あ
る
し
、
読
者
も
源
氏
が
紫
の
上
に
ど
ん
な
も
の
を
選
ぶ
か
見
た
い
か
ら

で
あ
る
。

　

紫
の
上
の
次
に
は
、
明
石
の
姫
君
の
衣
裳
、
続
い
て
花
散
里
の
衣
裳
が
選
ば

れ
た
。
源
氏
が
衣
裳
を
選
ん
で
い
く
の
を
紫
の
上
は
横
か
ら
黙
っ
て
眺
め
て
い

た
が
、
玉
鬘
の
番
に
な
る
と
、

曇
り
な
く
赤
き
に
、
山
吹
の
花
の
細
長
は
、
か
の
西
の
対
に
奉
れ
た
ま
ふ

を
、
上
は
見
ぬ
や
う
に
て
思
し
あ
は
す
。
内
大
臣
の
は
な
や
か
に
あ
な
き

よ
げ
と
は
見
え
な
が
ら
、
な
ま
め
か
し
う
見
え
た
る
方
の
ま
じ
ら
ぬ
に
似

た
る
な
め
り
と
、
げ
に
推
し
は
か
ら
る
る
を
、
色
に
は
出
だ
し
た
ま
は
ね

ど
、
殿
見
や
り
た
ま
へ
る
に
、
た
だ
な
ら
ず
。

 

（「
玉
鬘
」
一
三
五
〜
六
頁
）

と
あ
り
、
紫
の
上
が
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て
玉
鬘
の
衣
裳
を
見
つ
め
て
い

る
様
子
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
食
い
入
る
よ
う
な
視
線
は
、
源
氏
に

「
げ
に
推
し
は
か
ら
る
る
」
と
、
衣
裳
か
ら
玉
鬘
を
想
像
し
て
い
る
と
読
み
取

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
視
線
は
源
氏
に
「
た
だ
な
ら
ず
」
と
感
じ
ら
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
紫
の
上
は
自
分
の
視
線
が
そ
う
物
語
っ
て
い
た
と
は
気
づ
い

て
い
ま
い
。「
見
ぬ
や
う
に
て
思
し
あ
は
」
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、

内
心
に
「
内
大
臣
の
…
…
」
と
言
葉
が
あ
ふ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
視
線

に
現
れ
、
源
氏
に
「
た
だ
な
ら
ず
」
と
感
じ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
紫
の
上
に
注
意
す
る
か
の
よ
う
に
、
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い
で
、
こ
の
容
貌
の
よ
そ
へ
は
、
人
腹
立
ち
ぬ
べ
き
こ
と
な
り
。
よ
き
と

て
も
物
の
色
は
限
り
あ
り
、
人
の
容
貌
は
、
後
れ
た
る
も
、
ま
た
、
な
ほ

底
ひ
あ
る
も
の
を 

（「
玉
鬘
」
一
三
六
頁
）

と
、
源
氏
は
言
う
。
玉
鬘
の
衣
装
を
見
つ
め
る
紫
の
上
の
熱
心
さ
か
ら
出
て
き

た
言
葉
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
重
い
も
の
で
あ
る
。
衣
を
選
び
取
っ
て
い
く
際

の
基
準
と
し
て
、
紫
の
上
は
「
着
た
ま
は
ん
人
の
御
容
貌
に
思
ひ
よ
そ
へ
」
る

こ
と
を
提
案
し
た
。
源
氏
は
他
の
方
々
の
「
御
容
貌
」
を
推
量
す
る
つ
も
り
だ

ね
、
と
軽
口
の
よ
う
に
言
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
認
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
「
こ
の
容
貌
の
よ
そ
へ
は
、
人
腹
立
ち
ぬ
べ
き
こ
と
」
と
、
そ
の
危
う
さ

を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
が
、
ど
ん
な
良
い
も
の
と
い
っ
て
も
、
色

で
の
表
現
は
限
界
が
あ
り
、「
人
の
容
貌
」
は
劣
っ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
の
人

の
持
っ
て
い
る
「
底
ひ
」
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
再
び
「
容
貌
」
の
語
が
現
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
先
の
源
氏
と

紫
の
上
の
対
話
に
お
い
て
「
容
貌
」
は
、「
御
容
貌
」
と
「
御
」
が
付
い
て
い

た
。
女
君
た
ち
へ
贈
る
衣
裳
を
選
ぶ
た
め
の
会
話
の
中
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、

紫
の
上
が
「
御
」
を
付
け
た
の
だ
し
、
源
氏
も
そ
れ
は
同
じ
だ
ろ
う
。
だ
が
、

こ
ち
ら
の
源
氏
の
言
葉
の
中
で
は
「
容
貌
」
と
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
差
異

は
、
衣
裳
と
容
貌
の
重
な
り
に
対
す
る
質
の
変
化
と
い
え
よ
う
か
、
源
氏
の
言

う
「
い
で
、
こ
の
容
貌
の
よ
そ
へ
は
、
…
…
」
と
紫
の
上
が
言
っ
た
「
い
づ
れ

も
、
劣
り
ま
さ
る
け
ぢ
め
も
見
え
ぬ
物
ど
も
な
め
る
を
、
…
…
」
と
は
容
貌
の

指
す
内
容
が
少
し
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
御
」
の
有
無
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
ほ
ど
の
紫
の
上
の
言
葉
で
は
、
衣
裳
と
女
君
が
密
着
し
て
個
人
へ
の
注
目

を
深
化
さ
せ
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
の
源
氏
の
言
葉
は
「
い
で
、
こ
の
容
貌
の
よ

そ
へ
は
、
人
腹
立
ち
ぬ
べ
き
こ
と
な
り
」
と
切
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
衣
裳

と
女
君
の
接
着
を
弱
め
る
の
と
同
時
に
、
着
る
人
が
い
て
初
め
て
衣
裳
は
映
え

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
の
で
あ
る
。
紫
の
上
が
玉
鬘
の
衣
装
か
ら
受

け
た
印
象
は
、
彼
女
が
知
）
9
（

っ
て
い
る
玉
鬘
の
父
・
内
大
臣
へ
と
転
化
さ
れ
、
そ

れ
が
玉
鬘
へ
と
戻
っ
て
当
て
は
め
ら
れ
て
い
る
。
紫
の
上
は
衣
裳
か
ら
受
け
た

印
象
を
内
大
臣
と
摺
合
せ
、
そ
の
上
で
玉
鬘
を
知
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
源
氏
の

注
意
を
引
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
源
氏
は
衣
裳
と
人
と
の
関
係

を
、
衣
裳
は
人
を
表
現
す
る
も
の
か
ら
、
衣
裳
は
着
る
人
あ
っ
て
の
も
の
と
相

対
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

実
は
、
こ
の
点
は
、
紫
の
上
の
発
言
の
段
階
か
ら
密
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
指
し
示
す
の
が
、「
容
貌
」
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
出
現
す
る
「
物
」

で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
紫
の
上
の
言
葉
を
も
う
一
度
取
り
上
げ
た
い
。

い
づ
れ
も
、
劣
り
ま
さ
る
け
ぢ
め
も
見
え
ぬ
物
ど
も
な
め
る
を
、
着
た
ま

は
ん
人
の
御
容
貌
に
思
ひ
よ
そ
へ
つ
つ
奉
れ
た
ま
へ
か
し
。
着
た
る
物
の

さ
ま
に
似
ぬ
は
、
ひ
が
ひ
が
し
く
も
あ
り
か
し 

（「
玉
鬘
」
一
三
五
頁
）

　

ど
れ
も
こ
れ
も
劣
り
勝
り
が
な
い
「
物
ど
も
」
の
衣
裳
が
、
着
る
人
の
「
御

容
貌
」
を
導
き
出
し
、
そ
の
「
御
容
貌
」
に
よ
そ
え
て
衣
裳
を
選
ぶ
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
理
由
が
、
着
て
い
る
「
物
」
と
着
る
人
の
関
係
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
「
物
」
と
「
御
容
貌
」
が
互
い
に
絡
み
合
う
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
て
い

る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
続
い
て
、
源
氏
の
言
葉
も
取
り
上
げ
た
い
。

よ
き
と
て
も
物
の
色
は
限
り
あ
り
、
人
の
容
貌
は
、
後
れ
た
る
も
、
ま
た
、

な
ほ
底
ひ
あ
る
も
の
を 

（「
玉
鬘
」
一
三
六
頁
）
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こ
こ
で
も
、「
物
」
と
「
容
貌
」
が
相
対
的
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

明
確
に
し
た
い
の
は
、
紫
の
上
の
発
言
の
意
図
で
あ
る
。
何
よ
り
も
紫
の
上
が

重
要
視
し
た
の
は
、
似
合
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
紫
の
上
が
提
示
し
た
、
似

合
う
と
い
う
感
覚
は
、
衣
裳
が
玉
鬘
の
人
柄
に
ま
で
及
ん
で
し
ま
う
状
況
に

な
っ
た
時
、
源
氏
が
再
び
着
る
人
が
あ
っ
て
の
衣
裳
で
あ
り
、
衣
裳
は
人
に
着

ら
れ
て
初
め
て
映
え
る
と
い
う
立
場
を
取
り
戻
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
調
和
を
取
り
戻
し
、
源
氏
は
末
摘
花
の
衣
装
を
選
ぶ
が
、

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
、
人
知
れ
ず
ほ
ほ
笑
ま
れ
た
ま
ふ
。

 

（「
玉
鬘
」
一
三
六
頁
）

と
、
直
前
の
言
葉
と
は
正
反
対
の
も
の
と
い
う
意
図
の
も
と
で
、
末
摘
花
へ
の

衣
裳
が
選
ら
ば
れ
て
い
よ
う
。

　

続
く
、
明
石
の
君
の
衣
裳
に
は
、
梅
の
折
枝
・
蝶
・
鳥
の
柄
で
、「
唐
め
い

た
る
白
き
小
袿
」
に
「
濃
き
が
艶
や
か
な
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
目
に

す
る
紫
の
上
は
、「
思
ひ
や
り
気
高
き
を
、
上
は
め
ざ
ま
し
と
見
た
ま
ふ
。」
と
、

明
石
の
君
が
気
高
い
人
と
想
像
し
て
面
白
く
な
さ
そ
う
な
様
子
を
見
せ
て
い
る
。

相
手
が
明
石
の
君
で
あ
る
か
ら
、
紫
の
上
は
冷
静
で
は
い
ら
れ
ま
い
。
源
氏
も

そ
れ
を
感
じ
て
か
何
の
反
応
も
な
い
。
ま
る
で
、
先
ほ
ど
か
ら
の
衣
裳
と
女
君

の
か
か
わ
り
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
明
石
の
君
の
衣
裳
に
関
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
衣

裳
が
大
変
豪
華
な
も
の
で
あ
り
、
高
貴
な
感
じ
の
す
る
も
の
で
、
紫
の
上
が

「
め
ざ
ま
し
」
と
見
る
こ
と
で
あ
る
。「
め
ざ
ま
し
」
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
を
選
ん
だ
の
が
源
氏
で
あ
り
、
明
石
の
君
が
そ
れ
ら
衣
を
着
こ
な
せ
る
も

の
と
し
て
選
ん
だ
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
最
後
に
源
氏
は
空
蝉
へ
の

衣
裳
を
決
め
、「
同
じ
日
着
た
ま
ふ
べ
き
御
消
息
聞
こ
え
め
ぐ
ら
し
」
と
、
正

月
に
「
げ
に
似
つ
い
た
る
見
む
の
御
心
」
が
源
氏
に
あ
る
こ
と
を
語
り
つ
つ
終

わ
る
の
で
あ
る
。

四　

源
氏
の
視
線
と
衣
裳
―
―
「
初
音
」
巻
に
向
け
て

　
「
初
音
」
巻
の
記
述
に
立
ち
入
る
前
に
、
源
氏
が
選
ん
だ
衣
裳
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、「
玉
鬘
」
巻
で
選
ば
れ
た
衣
裳
が
、「
初
音
」
巻
で

ど
の
様
に
源
氏
に
見
ら
れ
た
の
か
を
知
る
た
め
で
あ
る
。
衣
裳
を
見
て
い
く
上

で
の
立
場
と
し
て
、
色
や
柄
な
ど
の
衣
に
つ
い
て
の
言
葉
は
、
あ
く
ま
で
も

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
。
そ
れ
は
、
色
は
言
葉
に
で
き
な
い
か
ら

で
、
ま
た
、
柄
も
必
ず
こ
れ
は
こ
う
だ
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
読
者
一
人
一
人
が
想
像
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
れ
を
無
視
し
て
、

こ
う
だ
と
提
示
す
る
と
、
提
示
し
た
も
の
と
、
各
個
人
の
イ
メ
ー
ジ
に
齟
齬
が

生
じ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
を
回
避
す
る
た
め
に
も
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
取
り

上
げ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

女
君
と
衣
裳
を
簡
略
に
ま
と
め
た
も
の
を
次
に
挙
げ
る
。

紫
の
上
… 

「
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
」

明
石
の
姫
君
…
「
桜
の
細
長
」・「
艶
や
か
な
る
掻
練
」

花
散
里
… 

「
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
」・「
い
と
濃
き
掻
練
」

玉
鬘
…
「
雲
り
な
く
赤
き
」・「
山
吹
の
花
の
細
長
」
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末
摘
花
…
「
柳
の
織
物
の
、
よ
し
あ
る
唐
草
を
乱
れ
織
れ
る
」

明
石
の
君
… 

「
梅
の
折
枝
、
蝶
、
鳥
飛
び
ち
が
ひ
、
唐
め
い
た
る
白
き
小

袿
」・「
濃
き
が
艶
や
か
な
る
」

空
蝉
… 
「
鈍
色
の
織
物
、
い
と
心
ば
せ
あ
る
」・「
御
料
に
あ
る
梔
子
の
御

衣
、
聴
色
な
る
」

　

源
氏
が
女
君
た
ち
に
選
ん
だ
衣
裳
に
は
、
個
人
差
が
あ
る
と
は
い
え
、
衣
裳

の
形
状
、
柄
、
色
、
な
ど
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
紫
の
上
は
、

紅
梅
の
柄
で
葡
萄
染
の
小
袿
と
今
様
色
の
衣
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
紫
の
上
は
ど

の
よ
う
に
着
こ
な
し
、
源
氏
は
紫
の
上
を
ど
う
見
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ

れ
の
女
君
た
ち
に
衣
裳
は
ど
う
着
こ
な
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
を
楽
し
み
に

「
初
音
」
巻
に
移
る
と
、
予
想
と
異
な
っ
た
こ
と
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。「
初

音
」
巻
で
、
贈
ら
れ
た
衣
裳
を
見
せ
た
の
は
、
花
散
里
、
玉
鬘
、
明
石
の
君
、

末
摘
花
、
空
蝉
で
、
紫
の
上
と
明
石
の
姫
君
の
記
述
は
一
切
な
い
。

　

で
は
、
記
述
が
あ
る
女
君
た
ち
は
ど
う
か
。
花
散
里
は
、「
縹
は
げ
に
に
ほ

ひ
多
か
ら
ぬ
あ
は
ひ
に
て
」
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
玉
鬘
は
、

正
身
も
、
あ
な
を
か
し
げ
と
ふ
と
見
え
て
、
山
吹
に
も
て
は
や
し
た
ま
へ

る
御
容
貌
な
ど
、
い
と
は
な
や
か
に
、
こ
こ
ぞ
曇
れ
る
と
見
ゆ
る
と
こ
ろ

な
く
、
隈
な
く
に
ほ
ひ
き
ら
き
ら
し
く
、
見
ま
ほ
し
き
さ
ま
ぞ
し
た
ま
へ

る
。 

（「
初
音
」
一
四
八
頁
）

と
、
花
散
里
と
は
違
い
、
衣
裳
の
似
合
う
さ
ま
が
言
葉
を
尽
く
し
て
称
賛
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
玉
鬘
の
姿
は
、
紫
の
上
が
「
内
大
臣
の
は

な
や
か
に
あ
な
き
よ
げ
と
は
見
え
な
が
ら
、
な
ま
め
か
し
う
見
え
た
る
方
の
ま

じ
ら
ぬ
に
似
た
る
な
め
り
」
と
想
像
し
た
の
と
、
幾
分
合
致
し
て
い
る
の
が
興

味
深
い
。
明
石
の
君
に
至
っ
て
は
、

白
き
に
、
け
ざ
や
か
な
る
髪
の
か
か
り
の
す
こ
し
さ
は
ら
か
な
る
ほ
ど
に

薄
ら
ぎ
に
け
る
も
、
い
と
ど
な
ま
め
か
し
さ
添
ひ
て
な
つ
か
し
け
れ
ば
、

 

（「
初
音
」
一
五
〇
頁
）

と
、
黒
髪
の
美
し
さ
が
重
点
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
続
く
の
が
、
二
条
東
院
の
女
君
た
ち
で
あ
る
。
末
摘
花
の
描
写
は
、

柳
は
げ
に
こ
そ
す
さ
ま
じ
か
り
け
れ
と
見
ゆ
る
も
、
着
な
し
た
ま
へ
る
人

か
ら
な
る
べ
し
。
光
も
な
く
黒
き
掻
練
の
さ
ゐ
さ
ゐ
し
く
張
り
た
る
一
襲
、

さ
る
織
物
の
袿
を
着
た
ま
へ
る
、
い
と
寒
げ
に
心
苦
し
。
襲
の
袿
な
ど
は
、

い
か
に
し
な
し
た
る
に
か
あ
ら
ん
。 

（「
初
音
」
一
五
三
頁
）

と
二
段
構
え
の
構
造
で
語
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
柳
の
織
物
の
似
合
わ
な
さ
が
あ

り
、
末
摘
花
が
共
に
合
わ
せ
た
袿
を
着
て
お
ら
ず
、「
黒
き
掻
練
」
を
着
て
い

る
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
源
氏
と
末
摘
花
の
衣
裳
に
関

す
る
対
応
が
語
ら
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
の
空
蝉
は
、
尼
と
な
っ

た
人
な
の
で
姿
を
見
る
わ
け
に
も
い
か
ず
「
袖
口
ば
か
り
ぞ
色
こ
と
な
る
し
も

な
つ
か
し
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
「
玉
鬘
」
巻
の
衣
く
ば
り
の
最
後
に
「
げ
に
似
つ
い
た
る
見
む
」
と
思
っ
た

源
氏
が
見
た
も
の
は
、
衣
裳
に
映
え
る
女
君
た
ち
の
姿
で
は
な
く
、
幾
分
さ
み

し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
源
氏

の
視
線
の
先
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
花
散
里
は
「
縹
は
げ
に
に
ほ
ひ
多
か
ら
ぬ

あ
は
ひ
」、
玉
鬘
は
「
山
吹
に
も
て
は
や
し
た
ま
へ
る
御
容
貌
な
ど
、
い
と
は

な
や
か
に
、
こ
こ
ぞ
曇
れ
る
と
見
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く
」、
明
石
の
君
は
「
白
き

に
」、
末
摘
花
は
「
柳
は
げ
に
こ
そ
す
さ
ま
じ
か
り
け
れ
」、
空
蝉
は
「
袖
口
ば
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か
り
ぞ
色
こ
と
な
る
し
も
な
つ
か
し
け
れ
ば
」
と
い
う
よ
う
に
、
贈
っ
た
衣
裳

の
一
番
上
の
衣
（
空
蝉
の
場
合
は
源
氏
用
の
衣
裳
か
ら
贈
っ
た
も
の
）
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
点
は
、「
よ
き
と
て
も
物
の
色
は
限
り
あ
り
」
と
呼
応
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
に
良
い
衣
裳
で
も
色
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
源

氏
の
言
葉
の
中
に
、
衣
裳
の
大
事
な
点
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
色
で
あ

る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。「
物
の
色
は
限
り
あ
り
」
と
衣
の
色
が
選
び
取
ら

れ
た
よ
う
に
、
似
合
っ
て
い
る
か
の
確
認
は
色
で
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。「
玉

鬘
」
巻
で
描
か
れ
た
衣
裳
は
、
衣
裳
の
形
状
や
柄
ま
で
に
及
ん
で
い
た
。
だ
が
、

源
氏
が
そ
れ
を
身
に
着
け
た
女
君
を
見
る
と
き
に
は
、
そ
う
し
た
面
を
す
べ
て

切
り
捨
て
て
、
色
に
し
か
追
及
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
似
合
う
、
と
い

う
一
番
の
判
断
基
準
は
色
で
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
の
証
で
あ
る
。

　

色
と
女
君
の
取
り
合
わ
せ
で
、
予
想
通
り
「
げ
に
」
似
合
わ
な
い
の
は
、
花

散
里
・
末
摘
花
で
あ
り
、
似
合
う
の
は
玉
鬘
・
明
石
の
君
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

女
君
た
ち
が
源
氏
の
思
い
の
こ
も
っ
た
衣
裳
を
ど
う
着
こ
な
し
た
か
を
も
表
し

て
い
よ
う
。
源
氏
の
想
像
を
、
着
た
姿
と
し
て
合
致
さ
せ
て
見
せ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
映
え
な
い
と
さ
れ
た
女
君
で
は
源
氏
の
予
想
通
り
と

さ
れ
、
似
合
う
玉
鬘
と
明
石
の
君
は
源
氏
の
予
想
を
上
回
る
姿
を
見
せ
る
の
で

あ
る
。
玉
鬘
の
場
合
、
予
想
を
超
え
る
様
子
に
、
再
度
「
御
容
貌
」
の
語
が
現

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
紫
の
上
が
示
し
た
衣
裳
と
女
君
の
融
合
を
示
す
言
葉
で

あ
る
に
他
な
ら
な
い
。
一
方
、
明
石
の
君
の
場
合
は
、「
白
き
に
」
で
留
ま
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
玉
鬘
は
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
が
言
葉
を
尽
く

し
て
語
ら
れ
た
の
と
反
対
に
、
明
石
の
君
で
は
、
言
葉
も
な
く
彼
女
に
惹
か
れ

る
源
氏
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
明
石
の
君
へ
の
言
葉
の
な
さ
は
、「
初
音
」

巻
に
お
け
る
紫
の
上
と
明
石
の
姫
君
の
記
述
が
な
い
の
と
通
じ
て
い
よ
う
。
そ

れ
で
も
、
明
石
の
君
に
は
、
衣
裳
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ

る
。

　

こ
う
し
た
、
衣
裳
へ
の
視
線
は
、
単
に
正
月
の
た
め
の
準
備
と
い
う
行
事
や
、

女
君
と
衣
裳
を
合
わ
せ
る
と
い
う
遊
び
ご
と
、
ま
た
女
君
た
ち
を
見
る
と
い
う

読
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
よ
う
な
記
述
の
枠
を
超
え
、
衣
装
論
と
し
て
も
成
立
し

て
い
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
似
合
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
考
え
る
こ
と
か

ら
始
ま
り
、
衣
裳
は
着
る
人
が
あ
っ
て
の
も
の
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
最
後

に
、
衣
裳
が
似
合
う
と
い
う
判
断
は
色
で
さ
れ
る
、
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
遊
び
ご
と
か
ら
論
へ
の
展
開
は
、

「
蛍
」
巻
の
物
語
論
と
同
じ
趣
で
あ
り
、
衣
装
論
と
し
て
十
分
に
成
り
立
ち
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
柄
に
つ
い
て
少
し
取
り
上
げ
た
い
。
歳
暮
の
折
に
見
て
い
た
衣
裳

に
は
、
柄
に
つ
い
て
ま
で
記
さ
れ
て
い
た
。
あ
の
時
は
、
目
の
前
に
広
げ
ら
れ

た
衣
裳
が
主
体
と
な
り
、
選
び
取
ら
れ
て
い
た
か
ら
重
要
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
女
君
た
ち
の
着
こ
な
し
を
見
る
時
に
、
柄
と
女
君
の
調
和
を

見
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
も
あ
る
し
、
結
局
色
に
し
か
注
目
し
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
柄
を
書
く
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
の
中

で
、
衣
裳
の
記
述
は
多
々
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
ま
で
柄
）
10
（

に
つ
い
て
書
く
と
い
う

の
は
非
常
に
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
見
て
も
、
衣
の
描
写
に

あ
え
て
用
い
た
と
い
う
の
に
は
、
何
か
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
推
測
で
き
る

の
で
あ
る
。



― 107 ―

　

ま
ず
は
、
紫
の
上
で
あ
る
。
紫
の
上
の
衣
は
、「
紅
梅
の
い
と
紋
浮
き
た
る
」

も
の
だ
っ
た
。
梅
で
は
な
く
「
紅
梅
」
と
さ
れ
る
の
は
、「
葡
萄
染
」
に
梅
の

柄
が
織
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
三
）
11
（

田
村
雅
子
氏
に
よ
れ
ば

『
源
氏
物
語
』
の
前
半
の
巻
々
で
は
、
梅
に
も
紅
梅
に
き
わ
め
て
冷
淡
で

あ
り
、
素
材
と
し
て
と
り
あ
げ
て
も
、
美
的
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
る
こ

と
は
ま
ず
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
後
半
の
巻
々
で
は
、
紫
の
上
の
イ
メ
ー

ジ
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
紅
梅
は
華
や
か
さ
と
品
格
を
兼
ね
備
え
た

最
高
の
花
と
し
て
繰
り
返
し
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
。
三
田
村
氏
の
指
摘
よ
り
少
し
早
い
例
と
な
る
が
、
こ
こ
で
紫
の
上
の

衣
の
柄
が
紅
梅
と
さ
れ
た
の
は
、「
華
や
か
さ
と
品
格
を
兼
ね
備
え
た
最
高
の

花
」
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
紅
梅
は
、「
初
音
」
巻
冒
頭
の

「
春
の
殿
の
御
前
、
と
り
わ
き
て
、
梅
の
香
も
御
簾
の
内
の
匂
ひ
に
吹
き
紛
ひ

て
、
生
け
る
仏
の
御
国
と
お
ぼ
ゆ
。」
と
い
う
表
現
と
響
き
あ
っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
花
散
里
の
「
織
物
」
に
は
、「
海
賦
」
が
織
ら
れ
て
い
た
。
海
）
12
（

賦
と

は
、
上
条
耿
之
介
氏
に
よ
る
と
、「
平
安
時
代
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
文
様
」

で
、「
大
波
・
海
松
・
州
浜
・
磯
馴
松
・
水
鳥
な
ど
で
海
辺
を
構
成
」
し
た
も

の
と
い
う
。
し
か
し
、
単
な
る
海
辺
の
風
景
で
は
な
く
、

自
然
景
観
の
描
写
的
文
様
に
と
ど
め
ず
に
、
生
活
化
さ
れ
し
か
も
、
東
洋

的
理
想
郷
た
る
蓬
莱
（
ほ
う
ら
い
）
と
須
弥
山
（
し
ゅ
み
せ
ん
）
の
世
界

に
通
ず
る
象
徴
的
文
様
と
し
て
造
形
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
日
本
人
の
自
然

観
に
基
づ
く
文
様
の
深
さ
が
あ
ろ
う
。

と
指
摘
す
る
。

　

末
摘
花
の
「
唐
草
」
も
、

こ
）
13
（

の
人
び
と
の
間
に
最
も
よ
く
親
し
ま
れ
て
い
る
唐
草
文
の
特
徴
に
は
、

ふ
た
つ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
第
一
は
あ
る
単
位
文
の
曲
線
に

よ
る
く
り
か
え
し
で
あ
り
、
反
覆
で
あ
る
。
第
二
は
く
り
か
え
し
と
反
覆

に
よ
っ
て
、
連
続
性
が
保
た
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
無
限
に
も
似
た
線
の

連
続
性
。
そ
れ
は
永
遠
な
る
も
の
、
無
限
な
る
も
の
の
象
徴
で
あ
る
。

と
い
う
。
末
摘
花
は
、
石
）
14
（

長
比
売
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
女
君
で
あ
る
。
そ
の

末
摘
花
に
永
遠
を
象
徴
す
る
「
唐
草
」
が
選
び
取
ら
れ
て
い
る
の
は
、
す
こ
ぶ

る
象
徴
的
で
あ
る
。

　

明
石
の
君
の
柄
に
あ
っ
た
蝶
も
、
上
）
15
（

條
氏
に
よ
れ
ば
、

蝶
文
様
は
、
け
む
し
や
い
も
む
し
の
羽
化
し
た
姿
に
興
味
を
も
ち
、
さ
ら

に
羽
化
登
仙
の
道
教
的
思
索
に
も
と
づ
い
て
文
様
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。

と
あ
り
、
ま
た
、
山
）
16
（

内
麻
衣
子
氏
は
、
蝶
鳥
文
様
の
実
作
例
な
ど
を
取
り
上
げ

て
検
証
し
、

文
様
の
配
さ
れ
た
も
の
自
体
を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
や
世
界
を
繋
ぐ
、

或
い
は
区
切
る
と
い
っ
た
境
界
的
な
性
質
を
持
つ
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
衣
裳
の
柄
に
は
ど
こ
か
し
ら
浄
土
や
仙
境
と

い
っ
た
異
郷
的
な
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
は
、
二
条
東
院
に
住
ま
う
末
摘

花
に
さ
え
、
記
紀
神
話
の
面
影
の
あ
る
柄
が
選
び
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
六
条
院
と
い
う
世
界
が
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
玉
鬘
が
源
氏
か
ら

贈
ら
れ
た
衣
を
身
に
纏
う
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
六
）
17
（

条
院
に
住
ま
う
女
君
や

二
条
東
院
の
末
摘
花
に
も
そ
れ
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
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ず
れ
六
条
院
か
ら
出
て
い
く
玉
鬘
や
明
石
の
姫
君
に
は
、
柄
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

五　

終
わ
り
に

　
「
玉
鬘
」
巻
で
、
玉
鬘
が
新
た
な
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
登
場
し
て
き
た
の
は
、

物
語
か
ら
の
要
求
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
九
州
へ
と
流
離
し
て
い

た
玉
鬘
が
六
条
院
へ
迎
え
と
ら
れ
よ
う
と
す
る
時
、
源
氏
か
ら
衣
が
贈
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
歳
暮
の
六
条
院
で
は
大
々
的
な
衣
く
ば
り
が
行

わ
れ
た
。
し
か
し
、
衣
く
ば
り
は
、
そ
れ
と
同
時
に
源
氏
の
も
の
と
に
集
め
ら

れ
た
女
君
た
ち
全
て
を
衣
裳
に
よ
っ
て
描
き
出
す
こ
と
に
も
使
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
六
条
院
で
迎
え
る
初
め
て
の
歳
暮
か
ら
正
月
に
か
け
て
の
記
事
に
、

全
て
の
女
君
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
衣
く
ば
り
は
、
単
に
正
月
用
の
衣
裳
を
そ
れ
ぞ
れ
の
女
君
に
贈
り
、

続
く
「
初
音
」
の
巻
で
衣
裳
を
身
に
纏
っ
た
女
君
を
見
る
と
い
う
、
優
雅
な
遊

び
ご
と
で
は
な
く
、「
玉
鬘
」
巻
に
始
ま
り
「
初
音
」
巻
で
終
わ
る
衣
装
論
と

し
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
こ
で
重
要
と
な
る
の
が
、
衣
く

ば
り
で
衣
裳
を
選
ぶ
時
に
交
わ
さ
れ
た
源
氏
と
紫
の
上
の
会
話
で
あ
っ
た
。
衣

く
ば
り
で
交
わ
さ
れ
た
二
人
の
会
話
を
読
み
解
く
と
、
こ
こ
で
の
意
識
が
衣
装

論
と
し
て
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
衣
く
ば
り
は
六
条
院
に
女
君
た
ち
が
殿
移
り
し
て
す
ぐ
に
行
わ
れ
た

春
秋
優
劣
論
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
六
条
院
、
ひ
い
て
は
二
条

東
院
を
も
巻
き
込
ん
で
、
こ
れ
か
ら
動
き
出
す
六
条
院
世
界
の
最
初
の
取
り
ま

と
め
的
な
行
事
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
1　
『
源
氏
物
語
』「
松
風
」
の
巻
で
は
、「
東
の
院
造
り
た
て
て
」
と
二
条
東
院
が
造
営

さ
れ
、「
北
の
対
は
こ
と
に
広
く
造
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
か
り
に
て
も
あ
は
れ
と
思
し
て
、

行
く
末
か
け
て
契
り
頼
め
た
ま
ひ
し
人
々
住
む
べ
き
さ
ま
に
、
隔
て
隔
て
し
つ
ら
は

せ
た
ま
へ
る
し
も
、
な
つ
か
し
う
見
ど
ろ
あ
り
て
こ
ま
か
な
り
。」
と
、
女
君
た
ち
を

集
め
て
住
ま
わ
せ
る
意
図
あ
っ
た
。

　

ま
た
、『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
す
べ
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』

①
〜
⑥
（
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳　

小
学
館　

一
九
九
四
年
〜
一
九
九
八
年
）
に
拠
り
、
波
線
等
を
付
し
た
。

2　

折
口
信
夫
氏
は
衣
の
贈
与
を
「
み
た
ま
の
ふ
ゆ
」
と
し
て
魂
分
与
を
指
摘
す
る
。

（「
ほ
う
と
す
る
話
」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
集　

中
央
公
論
社　

一
九
六
五
年
、

「
神
道
に
現
れ
た
民
族
論
理
」『
折
口
信
夫
全
集
』
中
央
公
論
社　

一
九
六
六
年
、
な

ど
）
ま
た
、
松
井
健
児
「
贈
与
と
饗
宴
」（『
源
氏
物
語
の
生
活
世
界
』
翰
林
書
房　

二
〇
〇
〇
年
）
に
詳
し
い
。

3　

明
石
の
君
だ
け
は
、「
数
な
ら
ぬ
人
は
い
つ
と
な
く
紛
ら
は
さ
む
と
思
し
て
、
神
無

月
に
な
ん
渡
り
た
ま
ひ
け
る
。」
と
あ
り
、
春
秋
の
争
い
後
、
冬
に
な
っ
て
か
ら
六
条

院
入
り
を
し
た
。

4　
『
源
氏
物
語
』「
薄
雲
」
の
巻
に
は
、「
女
御
の
、
秋
に
心
を
寄
せ
た
ま
へ
り
し
も
あ

は
れ
に
、
君
の
春
の
曙
に
心
し
め
た
ま
へ
る
も
こ
と
わ
り
に
こ
そ
あ
れ
。
時
々
に
つ

け
た
る
木
草
の
花
に
寄
せ
て
も
、
御
心
と
ま
る
ば
か
り
の
遊
び
な
ど
し
て
し
が
な
」

と
あ
り
、
六
条
院
の
構
想
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

5　
『
源
氏
物
語
』「
梅
が
枝
」
の
巻
で
は
、
蛍
兵
部
卿
宮
を
判
者
と
し
て
薫
物
合
せ
が

行
わ
れ
た
が
、「
い
づ
れ
を
も
無
徳
な
ら
ず
定
め
た
ま
ふ
」
と
平
等
性
が
み
ら
れ
る
。

6　

近
藤
富
枝
『
服
装
か
ら
見
た
源
氏
物
語
』　

文
化
出
版
局　

一
九
八
二
年

7　

着
物
に
つ
い
て
は
、
染
色
家
・
玉
村
咏
氏
（
ア
ト
リ
エ
攸
主
宰
）、
株
式
会
社
ゑ
り

善
、
青
山
き
も
の
学
院
の
皆
様
に
多
々
ご
教
授
戴
い
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

8　
『
古
語
大
辞
典
』
中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
編　

小
学
館　

一
九
五
八
年

9　

紫
の
上
が
内
大
臣
を
見
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、「
内
大
臣
の
は
な
や
か
に
あ

な
き
よ
げ
と
は
見
え
な
が
ら
、」
と
あ
る
の
に
注
目
し
た
い
。
紫
の
上
に
し
て
も
内
大

臣
を
認
識
で
き
て
い
な
け
れ
ば
、
玉
鬘
は
内
大
臣
に
「
似
た
る
な
め
り
」
と
は
考
え

ら
れ
ま
い
。
ま
た
、
内
大
臣
の
人
と
な
り
も
源
氏
か
ら
聞
い
て
い
る
こ
と
は
、
想
像



― 109 ―

に
難
く
な
い
。

10　
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
衣
裳
の
柄
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
女
君

た
ち
と
衣
裳
の
関
わ
り
が
注
目
さ
れ
る
「
若
菜
下
」
巻
の
女
楽
の
場
面
さ
え
、
衣
裳

の
柄
の
記
述
は
な
い
。

11　

三
田
村
雅
子
「
梅
花
の
美
」『
講
座　

源
氏
物
語
の
世
界
』
第
六
集　

有
斐
閣　

一

九
八
一
年

12　

上
條
耿
之
介
『
日
本
文
様
事
典
』
雄
山
閣
出
版　

一
九
八
一
年

13　

吉
田
光
邦
『
文
様
の
博
物
誌
』
同
朋
舎
出
版　

一
九
八
五
年

14　

鈴
木
日
出
男
「
夕
顔
か
ら
末
摘
花
へ
」『
源
氏
物
語
虚
構
論
』
東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
三
年
。
ま
た
、
末
摘
花
「
唐
草
」
文
様
へ
は
、
河
添
房
江
氏
が
「
末
摘
花
に

は
、「
黒
貂
の
皮
衣
」
や
「
秘
色
」
青
磁
と
い
っ
た
舶
来
品
が
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
」
と
指
摘
す
る
。（『
光
源
氏
が
愛
し
た
王
朝
ブ
ラ
ン
ド
品
』
角
川
学
芸
出
版　

二
〇
〇
八
年
）

15　

注
14
に
同
じ

16　

山
内
麻
衣
子
「
境
界
の
装
置
と
し
て
の
蝶
鳥
文
様
」『
王
朝
文
学
と
服
飾
・
容
飾
』

竹
林
舎　

二
〇
一
〇
年

17　
「
初
音
」
の
巻
で
は
、
春
の
殿
を
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
と
頂
点
と
し
て
、
女
君
た

ち
の
住
む
場
所
に
よ
っ
て
差
異
を
与
え
る
表
現
が
九
品
浄
土
の
思
想
に
よ
っ
て
な
さ

れ
て
い
た
こ
と
と
合
致
し
よ
う
。

付
記　

本
稿
は
、
青
山
き
も
の
学
院
・
吉
祥
寺
ゼ
ミ
（
二
〇
〇
九
年
度
）
の
「
源
氏
物
語

の
色
」
と
し
て
行
っ
た
講
義
の
一
部
か
ら
完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

（
あ
り
た
・
ゆ
う
こ　

二
〇
〇
六
年
度
満
期
退
学
）




