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『落
窪
物
語
』
・
現
実
へ
の
志
向

―
衣
の
記
述
を
視
座
と
し
て
―

一
　

は
じ
め
に

『落
窪
物
語
』
は
、
非
常
に
現
実
的
な
物
語
と
し
て
享
受
さ
れ
て
き

た
。
「現
実
的
な
描
写
の
特
異
さ
は
き
わ
だ
っ
た
も
の
」
な
ど
の
評
が

非
常
に
多
く
、
そ
れ
は
、
女
君
へ
の
虐
待
が

「裁
縫
」
と
い
う
実
際
的

な
労
働
で
あ
る
こ
と
や
、
継
子
物
語
で
あ
り
な
が
ら
他
の
物
語
の
よ
う

に
は
救
済
を
実
母
の
霊
や
神
仏
の
力
に
ま
か
せ
ず
、
全
て
を
人
間
の
力

真
■

っ
て
動
か
し
て
い
く
こ
と
な
ど
、
様
々
な
視
点
か
ら
の
指
摘
に
よ

る
。
神
仏
の
力
な
ど
の

「呪
的
」
な
力
な
ど
、
描
か
れ
て
す
ら
い
な
い

よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
確
か
に

『落
窪
物
語
』
の
正
し
い

一
面
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
く

「現
実
的
」
と
の
読
後
感
を

産
む
の
か
ま
で
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
現
実
に
あ
り
う

る
こ
と
だ
け
を
並
べ
て
書
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
目
を
見

張
る
ほ
ど

「現
実
的
」
な
印
象
の
物
語
が
出
来
上
が
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
で
今
は
、
『落
窪
物
語
』
の

「現
実
」
に
対
す
る
志
向
を
、
ど
の
よ

鈴
木

麻
里
子

う
な
事
件
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
よ
り
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
本
当
に

「反

。
現
実
的
」
な
で
き
ご

と
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
か
、
と
い
う
点
を
足
掛
り
に
、
明
ら
か
に
し

て
い
こ
う
と
思
う
。
中
で
も
、
衣
の
記
述
に
注
目
す
る
。
表
現
の
細
部

に
は
、
物
語
の
構
造
に
着
目
し
た
時
と
は
ま
た
違
う
、
物
語
の
論
理
が

表
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

一
一

『落
窪
物
語
』
の
記
述
態
度
―

「縫
い
目
」
を
中
心
に

『落
窪
物
語
』
の
女
君
は
裁
縫
を
得
意
と
す
る
。
そ
の
た
め
物
語
に

は
、
裁
縫
行
為
を
伴
な
う

「衣
」
の
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
。
女
君
に

と
っ
て
裁
縫
行
為
は
、
虐
待
の
具
と
も
、
賞
賛
の
対
象
と
も
な
る
。
こ

こ
で
は
、
女
君
の
縫
い
上
げ
た
衣
が
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
て
賞
賛

さ
れ
て
い
る
の
か
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
ア」
の
物
語
の
特
徴
を
つ
か
ん

で
い
こ
う
と
思
う
。

ま
ず
、
女
君
が
中
納
言
邸
で
虐
待
を
受
け
て
い
た
時
期
の
衣

へ
の
、

賞
賛
記
事
を
挙
げ
る
。
女
君
が
縫

っ
て
い
た
の
は
、
異
母
姉
妹
の
婿
の



衣
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
婿
の
君
は
、
あ
し
き
こ
と
も
か
し
が
ま
し
く
言
ひ
、
よ
き
こ

と
を
ば
け
ち
え
ん
に
誉
む
る
心
ざ
ま
な
れ
ば
、
「
湘
圏
∃
倒
コ
刊

州
Ｊ
劃
醐
「
劃
冽
翻
躙
Ⅵ
割
¶
「
利
引
」
と
誉
む
れ
ば
、

（巻
之

一　
一
一七
頁
）

こ
れ
は
三
の
君
の
婿
、
蔵
人
の
少
将
に
よ
る
賛
辞
で
あ
る
。
衣
に
は

布
地
の
染
め
や
織
り
な
ど
他
に
も
誉
め
る
要
素
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
「よ
く
縫
ひ
お
ほ
せ
た
り
」
と
、
裁
縫
の
見
事
さ
に
限
定
し
て
、
衣

を
賞
賛
す
る
。
も
っ
と
も
こ
の
賞
賛
の
声
は

「冽
ｄ
洲
劃
劇
「
日
倒
利

―こ―
聞
洲
引
司
。
心
お
ご
り
せ
む
も
の
ぞ
。
洲
割
引
硼
習
劇
１
周
ｕ
司
ｕ

ｄ
湖
ｄ
ａ
劇
割
ご

（同
）
と
、
北
の
方
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
、
女
君
の

元
に
は
届
か
な
い
。

「よ
し
」
と
誉
め
し
装
東
も
、
す
ぢ
か
ひ
、
あ
や
し
げ
に
し
出
づ
れ

ば
、
い
と
ど
こ
と
を
つ
け
て
、
腹
を
立
ち
て
、
し
か
け
た
る
衣
ど

も
も
捨
て
、
「こ
は
何
わ
ざ
し
た
る
ぞ
。
嘲
ｄ
劃
ｑ
網
ｄ
ｌン
‐
剰
日
「

―′、
―
封
剰
劇
釧
呵
Ц
で
」
と
腹
立
て
ば
、
　

　

（巻
之
二
　
一
六
八
頁
）

こ
れ
も
蔵
人
の
少
将
の
言
葉
で
あ
る
。
女
君
が
中
納
言
邸
を
去
っ
た

後
の
こ
と
で
、
縫
い
方
が
悪
く
な
っ
た
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
糾
弾
す
る

こ
の
回
ぶ
り
で
は
、
先
の
発
言
を
併
せ
て
見
て
も
、
彼
が
中
納
言
邸
で

用
意
さ
れ
る
衣
に
満
足
し
て
い
た
の
が
た
だ
縫
い
日
だ
け
で
あ
っ
た
か

の
よ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
時
変
化
が
あ
っ
た
の
は
縫
い
手
だ

け
で
あ
る
。
女
君
は
裁
縫
に
従
事
さ
せ
ら
れ
て
い
た
だ
け
だ
か
ら
、
生

地
の
質
に
変
わ
り
は
な
い
。
蔵
人
の
少
将
は
、
中
納
言
邸
に

「落
窪
の

君
」
と
い
う
名
の

「も
の
縫
ふ
人
」
が
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
た
の
だ

し
、
あ
え
て
縫
い
目
に
限
定
し
た
発
言
も
、
特
に
奇
妙
で
は
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
ち
ろ
ん
、
縫
い
目
を
誉
め
る
こ
と
が
す
べ
て

不
自
然
な
わ
け
で
は
な
い
。

北
の
方
い
ま
し
て
、
「あ
り
つ
る
袋
は
劇
ｄ
劃
ｑ
網
ｄ
川
引
。
遣
戸

あ
け
た
り
と
て
、
お
と
ど
さ
い
な
む
」
　

（巻
之
二
　
一
一
九
頁
）

女
君
に
縫
う
事
だ
け
を
強
制
し
た
北
の
方
が
女
君
を
誉
め
る
点
な

ど
、
縫
い
日
以
外
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
場
合
、

「縫
い
目
」
と
い
う
些
末
な
点
に
ま
で
注
目
し
た
賞
賛
あ
る
い
は
非
難

は
、
本
当
に

一
般
的
な
記
述
姿
勢
な
の
だ
ろ
う
か
。

女
君
が
染
め
な
ど
衣
の
調
製
の
全
般
に
関
わ
っ
た
場
合
に
ど
う
賞
賛

さ
れ
る
の
か
、
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
中
納
言
邸

か
ら
救
出
さ
れ
る
の
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
年
か
へ
り
て
、
朔
日
の
御
装
束
、
倒
劃
引
劇
引
湖
ｄ
ｌ
劇

ｄ
濶
引
―こ―
し
出
で
し
た
ま
へ
れ
ば
、
い
と
よ
じ
と
思
し
て
、
着
て

あ
る
き
た
ま
ふ
。
御
母
北
の
方
の
見
た
ま
ひ
て
、
「あ
な
う
つ
く

し
。
い
と
よ
く
し
た
ま
ふ
人
に
こ
そ
も
の
し
た
ま
ひ
け
れ
。
内
裏

の
御
方
な
ど
の
御
大
事
あ
ら
む
に
は
、
聞
こ
え
つ
べ
か
め
り
。
針

副
ｄ
ａ
硼
１

し、Ｉ
Ｊ
劇
劇
潮
Ⅲ
謝
ｑ
冽
列
」
と
誉
め
た
ま
ふ
。

（巻
之
二
　
一
六
七
頁
）

女
君
は
、
男
君
の
母
君
か
ら
依
頼
を
受
け
、
衣
を
素
晴
ら
し
く
仕
立

て
上
げ
た
。
た
し
か
に
地
の
文
で
は
、
そ
の
染
織
の
見
事
さ
に
触
れ
ら

れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
物
語
内
部
の
人
物
―
―
こ
こ
で
は
男
君
の
母
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君
―
―
に
よ
っ
て
日
に
さ
れ
る
言
葉
は
や
は
り
、
裁
縫
技
術
そ
の
も
の

へ
の
賞
賛
に
他
な
ら
な
い
。
母
君
は
、
女
君
に
様
々
な
染
料
も
送

っ
て

お
り
、
染
色
も
女
君
の
手
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
誰
よ
り
も
よ
く
知

っ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
賞
賛
の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は

「針
目
」
に
限
定
さ
れ
る
。
先
の
、
衣
の
縫
い
目
だ
け
に
注
目
し
て
い
る

い
殉
獄
諦
れ
帥
い
動
に

な し、
け
峨
私
の
少
将
の
例
と
、
ぴ

っ
た
り
重
な
り

以
上
か
ら
、
少
な
く
と
も

『落
窪
物
語
』
は
衣
の
良
し
悪
し
を
評
価

す
る
時
、
縫
い
目
に
注
目
す
る
の
を
奇
妙
と
感
じ
て
い
な
い
こ
と
が
指

摘
で
き
る
。
こ
の
姿
勢
は
、
当
時
の
常
識
に
も
饂
齢
し
な
い
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

で
は

『落
窪
物
語
』
以
外
で
縫
い
日
の
美
し
さ
に
言
及
さ
れ
る
場
面

を
見
て
み
る
。
ま
ず

『源
氏
物
語
』
鈴
虫
巻
の
例
で
あ
る
。

御
方
ハ
ヽ
よ
り
、
我
も
ノ
ヽ
と
い
と
な
み
出
で
た
ま
へ
る
捧
物
の

有
様
、
心
こ
と
に
と
こ
ろ
せ
き
ま
で
見
ゆ
。
七
僧
の
ほ
う
ぶ
く
な

ど
、
す
べ
て
大
方
の
こ
と
ど
も
は
み
な
紫
の
上
せ
さ
せ
給

へ
り
。

綾
の
装
ひ
に
て
、
劉
謝
例
倒
日
引
ヨ
¶

目
‐

創
釧
則
翻
∃
日
潤

べ―

ｄ
潤
測
悧
到
釧
矧
劇
口
例
劉
劇
Ｊ
到
到
洲
引
引
劇
ヨ
劇
矧
釧
創
引
倒
ｄ

も
か
な
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（鈴
虫
　
七
二
頁
）

紫
上
が
法
服
を
調
整
し
た
。
『落
窪
物
語
』
と
同
じ
く
、
衣
は
縫
い
目

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
直
後
、

「む

つ
か
し
う
こ
ま
か
な
る
こ
と
ど
も
か
な
」
と
あ
る
。
語
り
手
は
、
縫
い

目
の
よ
う
な
細
部
に
対
す
る
賞
賛
は

「む
つ
か
し
」
い
も
の
、
誉
め
の

視
点
と
し
て
は
通
常
で
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『枕
草
子
』
。

返
る
年
の
二
月
二
十
余
日
、
（中
略
）
桜
の
綾
の
直
衣
の
、
い
み
じ

う
は
な
ば
な
と
、
一異
の
つ
や
な
ど
、
え
も
言
は
ず
き
よ
ら
な
る
に
、

葡
萄
染
の
い
と
濃
き
指
貫
、
藤
の
折
枝
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
織
り

乱
り
て
、
紅
の
色
、
打
目
な
ど
か
が
や
く
ば
か
り
ぞ
見
ゆ
る
。
自

き
薄
色
な
ど
下
に
あ
ま
た
重
な
り
た
り
。
（中
略
）
あ
り
つ
る
事
ど

も
聞
え
さ
す
れ
ば
、
「誰
も
見
つ
れ
ど
、
劇
ｄ
洲
引
制
ｄ
刑
刻
鮒
「

０（七
九
段
　
一
四
二
頁
）

清
少
納
言
は
藤
原
斉
信
の
美
し
か
っ
た
様
子
を
同
僚
達
に
語
る
。
そ

の
観
察
の
詳
細
さ
に
、
縫
い
目
ま
で
見
通
す
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
笑
わ

れ
る
。
が
、
そ
の
直
前
の
観
察
描
写
に
、
縫
い
目
へ
の
言
及
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
、
実
際
に
は
同
僚
た
ち
に

縫
い
日
の
美
し
さ
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
そ
れ
で
も
こ
の
言
葉
は
、
縫
い
目
ま
で
賞
賛
す
る
の
が
普
通
で
な
い

事
を
指
摘
す
る
の
に
、
十
分
で
あ
ろ
う
。

当
時
の
衣
装
は
、
年
々
流
行
で
型
が
か
わ
る
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と

も
な
く
、
寸
法
や
ま
た
衣
の
種
類
も
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
た
よ
う
な

の
で
、
綾
の
模
様
や
生
地
な
ど
に
も
関
心
は
向
け
ら
れ
て
い
た

ば

脳

珊

劃

目

劃

剰

翻

日

翻

日

当

え
ら
れ
る
。

こ
の
伊
原
昭
氏
の
指
摘
の
通
り
、
当
時
は
衣
の
美
し
さ
と
言
え
ば
ま
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ず
そ
の
染
め
の
色
で
あ
り
色
の
重
な
り
で
あ
り
、
織
の
綾
文
の
美
し
さ

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
衣
服
が
色
彩
、
あ
る
い
は
織
り
の
名
称
だ
け
で
表

現
さ
れ
る
事
か
ら
も
、
当
然
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
布
地
そ
の
も
の
の
美

し
さ
こ
そ
、
衣
の
命
だ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『落
窪
物

五
置

で
は
縫
い
目
の
み
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
が
、
『源
氏
物
語
』
の
例

で
も

『枕
草
子
』
の
例
で
も
、
「縫
い
目
ま
で
」
「針
目
ま
で
」
と
、
明

ら
か
に
縫
い
日
以
外
の
何
か
―
―
色
や
織
り
で
あ
ろ
う
―
―
が
前
提
と

し
て
話
題
に
な
っ
て
い
た
と
分
か
る
の
で
あ
る
。

『落
窪
物
語
』
の
人

物
た
ち
が
こ
ぞ

っ
て

「縫
い
目
」
の
素
晴
ら
し
さ
だ
け
を
口
に
し
て
い

た
の
は
、
や
は
り
少
々
特
殊
な
視
点
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

そ
の
理
由
は
、
発
言
と
し
て
は
多
少
不
自
然
で
も
あ
え
て
縫
い
目

―
―
女
君
の
能
力
の
象
徴
―
―
に
読
む
者
の
目
を
釘
付
け
に
さ
せ
よ
う

と
す
る
、
物
語
の
作
為
に
よ
る
と
指
摘
す
る
以
外
な
い
。
登
場
人
物
達

は
、
自
然
な
言
葉
と
い
う
よ
り
は
物
語
の
意
図
に
沿
っ
た
セ
リ
フ
を
与

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「縫
い
目
」
ば
か
り
を
褒
め
る
の

は
本
来
不
自
然
な
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
の
不
自
然
さ
を
犯
し
て
ま
で
も

「縫
い
目
」
を
誉
め
さ
せ
る
の
が
、
こ
の
物
語
の
方
法
な
の
で
あ
る
。

一
一　
衣
服
調
製

・
贈
与
の

「呪
的
」
な
意
味

―

『源
氏
物
語
』
『蜻
蛉
日
記
』
を
題
材
に
―

『落
窪
物
語
』
に
は
衣
を
縫

っ
た
り
贈

っ
た
り
す
る
記
事
が
多
い
の

だ
が
、
こ
の
時
代
、
衣
と
い
う
物
質
に
は
物
質
以
士
０

「力
」
、
換
言
す

る
な
ら
ば

「呪
的
」
要
素
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
。
『落
窪
物
語
』
は

非
常
に
現
実
的
な
物
語
と
認
識
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、

「伝
奇
的

・
呪
的
」
な
要
素
が
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
か
け
は
、
「現
実
的
」
と
い
う
特
徴
を
否
定

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
そ
ん
な
に
も
強
く
現
実
的
な
印

象
を
与
え
ら
れ
る
の
か
を
、
明
ら
か
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
中
古
の
物

語
は
呪
的
な
作
用
を
強
く
意
識
し
つ
つ
読
み
解
い
て
い
く
の
が
定
石
で

あ
る
の
だ
か
ら
、
『落
窪
物
語
』
に
つ
い
て
も

「現
実
的
な
物
語
」
と
の

先
入
観
を

一
旦
捨
て
、
こ
う
し
た

「反

。
現
実
的
」
な
側
面
に
も
注
目

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
『落
窪
物
語
』
に
見
え
る

「呪
的
」
な
構

造
―
―
衣
を
縫
う
こ
と
や
贈
る
こ
と
に
込
め
ら
れ
た
意
味
、
縫
い
手
や

贈
り
手
の
思
い
、
縫

っ
た
物
や
贈
っ
た
物
が
引
き
起
こ
し
た
現
象
な
ど

―
―
を
、
個
々
の
事
例
に
即
し
て
考
え
よ
う
と
思
う
。
先
に
も
確
認
し

た
が
、
こ
の
物
語
は
読
者

へ
の
働
き
か
け
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
呪
的

表
現
に
も
、
何
か
特
徴
が
あ
る
と
予
測
す
る
。
『落
窪
物
語
』
の
特
殊
性

を
裏
付
け
る
た
め
に
ま
ず
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
作
品
の
中
で
衣
の
調
製
と

贈
与
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
与
え
ら
れ
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る

の
か
を
確
認
す
る
。

ま
ず
、
縫
う
行
為
の
意
味
か
ら
考
察
す
る
。
『落
窪
物
語
』
や

『栄
花

物
語
』
の
記
述
か
ら
は
、
衣
を
縫
う
と
い
う
作

（
業
拍
体
は
雅
な
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
衣
を
用
意

す
る
の
は
妻
な
ら
で
は
の
仕
事
と
の
認
識
も
あ
り
、
一
概
に
貶
め
ら
れ



た
仕
事
と
も
言
い
難
い
。
摂
関
の
時
代
に
は
、
権
門
盛
家
の
子
女
が
御

回
殿
の
別
当
に
就
く
事
は
入
内
の
た
め
の

一
段
階
と
も
言
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
実
際
に
彼
女
た
ち
が
針
と
糸
や
続
飯
を
持

っ
て
作
業
に

喘
教
”
潰
「
ど
詢
い
脚
剛
社
」
諏
だ
轟
醐
歳
調
製
す
る
の
が
妻
の
仕
事

『蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
道
綱
母
も
衣
服
調
製
を
得
意
と
し
た
。
日
記
は

兼
家
か
ら
の
調
製
依
頼
と
そ
の
拒
絶

・
承
諾
の
様
子
を
繰
り
返
し
描

き
、
そ
の
時
々
で
揺
れ
動
く
夫
婦
間
の
距
離
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

と
ば
か
り
あ
り
て
、
「方
塞
が
り
た
り
」
と
て
、
劉
洲
刻
酬
川
劉
ｄ

Ы
割
副
Ｊ
「
―こ―
国
封
ぼ
洲
引
ｄ
欄
襲
倒
網
劇
刈
叫
可
国
綱
剣
叫
洲

引
ｕ
ｄ
ゴ
嘲
図
ｑ
調
倒
つ―
劃
つ―
劇
ｄ
ｕ
「
、
は
る
か
に
追
ひ
ち
ら

し
て
帰
る
を
聞
き
つ
つ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（下
　
一二
一
〇
頁
）

道
綱
の
母
に
と
っ
て
素
直
に
依
頼
を
受
け
る
こ
と
と
は
、
実
用
的
な

妻
に
成
り
下
が
る
の
を
受
け
入
れ
る
、
諦
め
の
行
為
で
も
あ
っ
た
。
そ

れ
で
も
、
自
身
の
手
に
よ
り
素
晴
ら
し
く
仕
上
げ
ら
れ
た
衣
を
纏
う
夫

の
姿
を
じ
っ
と
見
、
帰
っ
て
行
く
声
に
も
意
識
を
凝
ら
し
て
い
る
様
子

（９
）

に
は
彼
女
の
妻
と
し
て
の
自
負
が
窺
え
る
。
彼
女
の
意
識
は
自
ら
縫
い

上
げ
た
夫
の
衣
に
付
着
し
て
、
移
動
し
て
い
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。

物
語
で
は
、
裁
縫
を
得
意
と
す
る
女
君
に

『源
氏
物
語
』
の
花
散
里

と
紫
の
上
が
い
る
。
花
散
里
は
妻
と
し
て
源
氏
の
衣
装
を
用
意
す
る
だ

け
で
な
く
、
夕
霧
の
親
代
わ
り
と
し
て
衣
服
を
調
製
す
る
事
も
多
い
。

そ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
非
常
に
素
朴
で
温
和
な
、
家
庭
内
の
季
節
の
行

事
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
ば
か
り
で
、
そ
れ
以
上
の
呪
的
な
意
味
を

見
出
す
べ
く
も
無
い
。
花
散
里
の
場
合
、
裁
縫
場
面
の
機
能
は
ご
く
単

純
で
、
妻
と
し
て
の
能
力
を
描
く
た
め
に
あ
る
。
で
は
、
紫
の
上
は
ど

う
か
。

紫
の
上
の
裁
縫
技
術
が
賞
賛
さ
れ
る
場
面
は
多
い
が
、
そ
れ
ら
の
多

く
は
花
散
里
の
場
合
と
大
差
な
い
。
し
か
し
、
様
子
の
異
な
る
も
の
も

あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
も
注
目
し
た
、
賞
賛
の
さ
れ
方
に
よ
る
違
和
感

で
あ
る
。

七
僧
の
ほ
う
ぶ
く
な
ど
、
日「
う
「
利
羽
ｑ
到
倒
倒
倒
国
列
司
剰
倒

Ｊ
ｕ
ぎ
Ｊ
紺
Ｎ
引
「
綱
倒
馴
ｄ
ｌこｌ
ｄ
ｌ
劉
判
倒
紹
国
副
劃
ｄ
ｌ
則

矧
ｄ
測
潤
側
日
鼎
測
剌
州
測
馴
引
¶
別
劇
Ⅶ
判
倒
¶（鈴

虫
　
七
三
頁
）

七
僧
の
ほ
う
ぶ
く
な
ど
、
品
ハ
ヽ
た
ま
は
す
。
例
倒
日
１
劇
し、―
副

劇
湘
謝
¶
Ч
醐
刊
「
Ｊ
引
倒
引
潤
刻
劉
Ч
倒
限
湘
馴
刊
Ч（御

法
　
一
六
三
頁
）

縫
い
目
ま
で
褒
め
ら
れ
る
の
は
、
ア」
れ
ら
法
服
調
整
の
折
の
み
で
あ

る
。
こ
の
時
の
衣
は
自
分
と
仏
を
結
ぶ
物
と
し
て
あ
り
、
出
家
を
許
さ

れ
な
い
紫
の
上
の
、
仏

へ
の
強
い
帰
依
の
心
が
込
め
ら
れ
て
縫
い
上
げ

ら
れ
て
い
る
。

衣
が
縫
い
目
に
ま
で
注
目
さ
れ
る
と
い
う
特
別
な
記
述

が
さ
れ
て
い
る
今
、
ア」
の
衣
に
は
特
別
な
意
味
―
―
縫
い
手
が

一
針

一

針
に
こ
め
た
思
い
―
―
が
付
随
し
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
先
の

『蜻
蛉
日
記
』
の
例
も
考
え
併
せ
る
な

ら
ば
、
特
別
な
記
述
を
持

つ
衣
に
は
特
に
強
く

「製
作
者
」
の
思
い
が

付
随
す
る
も
の
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

―- 5 -―



響

翻

硼

「

調

馴

ｄ

「

劇

「

倒

劇

劇

洲

刷

Ｊ

潤

劇
引
劇
剛
覇
冽
剛
悧
均

（中
略
）
上
も
見
給
て
、　
凩
Ｎ
引
劉
劇
剣
明

ま
き
る
け
ぢ
あ
二
員
ブ
話
楊
チ
エ
洋
エ
ツ
２
年
、
着
給
は
ん
人
の
御

か
た
ち
に
思
よ
そ
へ
つ
ゝ
た
て
ま
つ
れ
給

へ
か
し
。

（玉
重
　
一二
ハ
七
頁
）

歳
末
の
衣
服
贈
与
の
た
め
に
衣
を
選
ぶ
時
、
御
匝
殿
で
用
意
さ
れ
た

衣
と
紫
の
上
が
製
作
し
た
衣
と
が
と
も
に
そ
の
場
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を

当
の
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
」
と
言
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
色
な
ど
に
本
来
的
に
備
わ
っ

て
い
る
優
劣
関
係
を
無
化
し
よ
う
と
い
う
意
図
で
の
発
言
と
も
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
衣
を
物
質
と
し
て
同
価

値
と
評
す
る
手
続
き
が
製
作
者
で
あ
る
紫
の
上
本
人
に
よ
っ
て
さ
れ
な

け
れ
ば
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
衣
に
は
製
作
者
に
し
か
う

ち
消
す
こ
と
が
出
来
な
い
何
か
―
―
製
作
者
の
心
―
―
が
付
随
し
て
い

る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
衣
の
製
作
に
製
作
者
の
心
―
―
情
念
―
―
を
読
む
こ

と
は
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
呪
的
な
構
造
が
、
心
の
深
淵

を
浮
き
上
が
ら
せ
る
積
極
的
な
役
目
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
衣
を
贈
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
特
に
『源

氏
物
語
』
に
は
、
松
井
健
児
氏
の
こ
の
よ
う
な
論
が
あ
ぁ
¨

折
口
が
古
代
信
仰
を
説
く
さ
い
、
し
ば
し
ば
用
い
る
語
に

「み
た

ま
の
ふ
ゆ
」
が
あ
る
。
（中
略
）
「み
た
ま
」
は
霊
の
力
、
「ふ
ゆ
」

は
そ
の
増
殖
、
あ
る
い
は
そ
の
分
裂
物
を
言
い
、
古
代
天
皇
は
増

剋
引
ｄ
謝
副
冽
測
剰
樹
「
悧
劇
「
川
因
∃
コ
引
「

そ
の
遺
習
が

「衣
配
り
」
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
折
口
説
を
こ
こ
に
媒
介
す

る
と
、
歳
末
の
衣
の
贈
与
と
は
、
光
源
氏
か
ら
そ
の
女
性
た
ち
ヘ

の
日
翻
酬
司
刻
ｄ
州
ヨ
と
し
て
の
性
格
が
う
か
が
え
て
く
る
。
そ

れ
は
そ
の
ま
ま
、
「司
コ
困
到
例
司
２
咽
則
引
劇
国
周
週
倒
嘲
倒
劇

現
と
し
て
も
機
能
し
、
ま
た
こ
う
し
た
儀
礼
的
行
為
を
媒
介
と
し

た
光
源
氏
の
古
代
性
の
表
象
と
し
て
も
そ
れ
は
読
み
え
な
く
も
な

い
。

王
権
論
に
も
通
じ
る
、
非
常
に
強
い
呪
的
構
造
を
認
め
得
る
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
王
権
と
は
殆
ど
関
わ
り
の
な
い

一
貴
族
の
生
活
を
描

く

『落
窪
物
語
』
の
読
み
に
、
『源
氏
物
語
』
と
同
質
の
王
権
論
を
持
ち

込
む
の
は
御
門
違
い
で
あ
る
。
さ
ら
に
松
井
氏
も

「た
だ
、
そ
う
し
た

精
神
的
な
側
面
の
み
に
よ
っ
て
、
ア」
う
し
た
衣
の
贈
与

一
般
を
捉
え
る

の
は
や
は
り
十
分
と
は
思
わ
れ
な
い
。
平
安
期
の
衣
の
贈
与
に
は
経
済

酬
劇
割
の
側
面
が

一
方
に
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
し

か
し
そ
れ
で
も
こ
の

「衣
服
贈
与
」
と
い
う
行
為
に
、
行
為
以
上
の
内

的
な
意
味
が
多
分
に
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
否
定
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
を
拡
大
し
て
考
え
、
衣
が
個
人
か
ら
で
は
な
く

家
か
ら
贈
ら
れ
る
場
合
は
、
家
か
ら
の
支
配
あ
る
い
は
取
り
込
み
の
意

図
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
末
摘
花
の
衣
服
贈
与
の
例
か
ら

は
、
衣
と
い
う
物
質
に
家
の
由
緒

・
伝
統
と
で
も
換
言
で
き
る
呪
的
意

（‐５
）

味
を
付
着
さ
せ
贈
る
、
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。



衣
に

「精
神
的
な
力
の
分
与
」
、
ま
た

「呪
的
な
支
配
構
造
」
を
見
る

の
は
、
身
体
を
包
み
込
ん
で
守
る
と
い
う
衣
の
持

つ
本
来
的
な
意
味
に

も
帰
着
で
き
よ
う
。
思
え
ば
、
か
ぐ
や
姫
は
天
の
羽
衣
を
着
せ
ら
れ
た

瞬
間
、
「翁
を
、
い
と
ほ
し
、
か
な
し
と
思
し
つ
る
こ
と
も
失
せ
」
貧
竹

取
物
筆
ど
　
七
五
頁
）
て
し
ま
っ
た
。
天
の
羽
衣
は
天
人
の
支
配
の
力
が

実
体
化
し
た
物
で
あ
り
、
か
ぐ
や
姫
は
そ
れ
に
包
ま
れ
る
事
で
天
人
支

配
の
磁
場
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
形
見
と
し

て
不
死
の
薬
を
置
い
て
行
こ
う
と
す
る
時

「脱
ぎ
置
く
衣
に
包
ま
む

と
」
貧
竹
取
物
薫留
　
七
四
頁
）
し
て
も
い
た
。
ど
ち
ら
も
、
衣
の
民
俗

的

。
呪
的
要
素
を
色
濃
く
映
し
出
し
た
例
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

以
上
か
ら
、
衣
を
贈
る
と
い
う
行
為
に
は
、
「経
済
的
援
助
」
の
意
図

の
み
な
ら
ず
、
贈
る
側
の

「力
の
分
与
」
、
「支
配
」
、
「取
り
込
み
」
、
「由

緒
の
付
与
」
等
の
意
味
が
付
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〓
一

『落
窪
物
語
』
の
衣
服
調
製

・

贈
与
の
呪
的
な
意
味
と
、
記
述
態
度

さ
て
、
『落
窪
物
語
』
で
の
衣
の
呪
的
要
素
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
、

ま
た
描
か
れ
な
い
の
か
。
ま
ず

「縫
う
事
」
に
注
目
す
る
。
中
納
言
家

に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
時
、
女
君
が
縫
わ
さ
れ
て
い
た
の
は
、
異
母

姉
妹
の
婿
た
ち
の
衣
な
ど
で
あ
っ
た
。
中
納
言
家
か
ら
し
て
み
れ
ば
、

衣
を
贈
る
こ
と
で
婿
君
を
取
り
込
む
の
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
女
君
は
中
納
言
家
か
ら
連
れ
出
さ
れ
る
。
当
然
、
蔵
人
の
少

将
の
衣
の
縫
い
手
は
、
女
君
で
は
な
く
な
っ
た
。

や
が
て
蔵
人
の
少
将
は
、
衣
の
出
来
が
悪
く
な
っ
た
こ
と
に
腹
を
立

て
、
中
納
言
邸
に
距
離
を
置
き
始
め
る
。
こ
れ
で
は
、
蔵
人
の
少
将
を

中
納
言
家
に
繋
ぎ
止
め
て
い
た
の
が
ま
さ
し
く

「女
君
の
縫

っ
た
」
衣

だ
っ
た
の
だ
と
示
す
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
後
、
蔵
人
の
少
将
は

男
君
の
妹

。
中
の
君
と
結
婚
し
、
中
納
言
家
に
は
完
全
に
足
を
向
け
な

く
な
る
。
中
の
君
と
の
結
婚
の
時
、
彼
の
衣
装
を
縫
う
の
は
、
今
は
男

君
の
も
と
に
い
る
か
つ
て
の

「落
窪
の
君
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
衣
の
縫

い
手
に
注
目
し
た
時
、
蔵
人
の
少
将
は
事
実
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な

い
な
が
ら
、
女
君
の
影
響
下
に
戻
っ
て
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
女
君
の
縫

っ
た
衣
が
持

つ
引
力
の
作
用
に
よ
っ
て
蔵
人
の
少

将
が
移
動
し
た
、
と
読
め
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
贈
ら
れ
た
衣
に
注
目
す
る
。

帰
り
た
ま
ひ
て
、
北
の
方
に
、

「落
窪
を
さ
し
の
ぞ
き
た
り
つ
れ

ば
、
い
と
頼
み
少
な
げ
な
る
。
自
き
袷

一
つ
を
こ
そ
着
て
ゐ
た
り

つ
れ
。
刊
ｄ
Ы
倒
翻
劃
割
ｄ
ｄ
ｌ
目
ｕ
川
劃
へ―
。
夜
い
か
に
寒
か

ら
む
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
之

一　
一
二
ハ
頁
）

自
き
衣
の
萎
え
た
る
と
見
ゆ
る
、
着
て
、
掻
練
の
は
り
綿
な
る
べ

引
１
回
翻
湘
剰
川
煽
Ⅵ
劇
創
鯛
Ч

側
み
て
あ
れ
ば
、
顔
は
見
え

ぃす
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
　
一一一六
頁
）

ど
ち
ら
の
場
合
も
、
女
君
の
衣
は
惨
め
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
中

納
言
が
覗
き
見
た
時
と
男
君
が
垣
間
見
た
時
と
に
は
、
女
君
の
衣
に

少
々
違
い
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は

「は
り
綿
」
の
存
在
で
あ
る
。



婿
の
少
将
の
君
の
表
の
袴
、
縫
は
せ
に
お
こ
せ
た
ま
ふ
と
て
、
「こ

れ
は
い
つ
よ
り
も
よ
く
縫
は
れ
よ
。
禄
に
衣
着
せ
た
て
ま
つ
ら

む
」
と
の
た
ま
へ
る
を
聞
く
に
、
い
み
じ
き
こ
と
限
り
な
し
。
い

と
と
く
清
げ
に
縫
ひ
出
で
た
ま
ひ
つ
れ
ば
、
北
の
方
、
よ
し
と
思

ひ
て
、
お
の
が
着
た
る
綾
の
は
り
綿
の
萎
え
た
る
を
着
せ
さ
せ
た

ま
へ
ば
、
風
は
た
だ
は
や
に
な
る
ま
ま
に
、
い
か
に
せ
ま
し
と
思

ふ
に
、
少
し
う
れ
し
と
思
ふ
ぞ
、
心
地
の
屈
し
す
ぎ
た
る
に
や
。

（同
　
一
二
ハ
頁
）

中
納
言
は
北
の
方
に

「子
ど
も
の
古
着
」
、
他
の
娘
た
ち
の
お
下
が

り
を
与
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
し
か
し
北
の
方
が
実
際
に
与
え
た
の

は
、
自
分
の
古
着
で
あ
る
。
北
の
方
は
女
君
に
衣
を
与
え
る
に
あ
た
り
、

夫
の
言
葉
に
忠
実
に
は
従

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ズ
レ
が
意
図

的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
何
か
北
の
方
の
思
惑
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

北
の
方
は
、
自
分
の
娘
た
ち
を
大
切
に
か
し
ず
い
て
育
て
て
い
る
。

溺
愛
す
る
娘
た
ち
な
の
だ
か
ら
、
北
の
方
は
中
納
言
家
で
考
え
ら
れ
る

限
り
の
贅
沢
で
美
し
い
衣
を
与
え
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
い
く

ら
古
着
と
は
い
っ
て
も
、
継
子
の
女
君
に
大
切
な
娘
た
ち
と
同
じ
衣
装

を
与
え
る
、
同
列
に
扱
う
よ
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
れ
に
、
年
齢
に
合
わ
な
い
衣
を
着
用
す
る
の
は
恥
ず
べ
き
こ

と
で
あ
っ
た
。
北
の
方
は
そ
れ
も
承
知
で
、
娘
た
ち
の
で
は
な
く
自
分

の
衣
を
女
君
に
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
衣
を
、
北
の
方
か
ら
女
君
に
対
す
る
直
接
的
な
支
配
力
を
実
体

化
し
た
物
、
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
源
氏
が
女
君
た
ち
に
対
し
て

支
配
の
意
図
を
示
し
て
い
た
の
と
、
同
様
で
あ
る
。
北
の
方
に
し
て
み

れ
ば
、
自
ら
が
着
用
し
て
い
た
衣
は
そ
れ
だ
け
で
女
君

へ
の
上
等
な

「下
賜
品
」
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
呪
縛
は
、
救
い
主

（＝
男
君
）
の
強
い
力
の
前
に
無
力

で
あ
っ
た
。
北
の
方
が
縫
い
物
の
様
子
を
窺
い
に
行

っ
た
時
、
美
し
い

＾
‐６
）

男
君
の
前
に
そ
の
場
で
は
何
も
で
き
ず
退
散
し
た
よ
う
に
、
北
の
方
か

ら
の

一
方
的
な
呪
縛
で
あ
る
衣
も
、
ア」
の
救
い
主
の
前
で
は
何
の
力
も

持
て
な
か
っ
た
。
ど
こ
に
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
初
め
て
の

逢
瀬
の
後
、
こ
の
は
り
綿
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

少
将
、
起
き
た
ま
ふ
に
、
女
の
衣
を
ひ
き
着
せ
た
ま
ふ
に
、
単
も

な
く
て
い
と
つ
め
た
け
れ
ば
、
判
ｄ
酬
ぎ
引
Ｎ
引
目
∃
日
「
田
「

川
劃
劇
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
　
四
三
頁
）

男
君
は
帰
り
際
、
女
君
の
も
と
に
自
分
の
着
て
い
た
衣
を
置
い
て
い

く
。
こ
れ
は
後
朝
の
場
面
で
も
あ
る
か
ら
、
衣
の
交
換
が
描
か
れ
る
の

は
当
然
か
も
し
れ
な
い

（も
っ
と
も
、
女
君
に
は
差
し
出
す
べ
き
衣
が
無
く

交
換
は
成
立
し
な
じ

。
新
枕
に
あ
た
っ
て
、
女
君
は

「単
衣
は
な
し
。
袴

一
つ
着
て
、
所
ど
こ
ろ
あ
ら
は
に
、
身
に
つ
き
た
る
■
同
　
四
一
頁
）
と

い
う
自
身
の
姿
に
、
「涙
よ
り
も
汗
に
し
と
ど
員
同
　
四
二
頁
）
と
な
る
。

女
君
に
と
っ
て
、
み
す
ば
ら
し
い
衣
を
見
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
が
最
も
恥

ず
べ
き
事
態
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
受
け
取
っ
た
単
を
、
女
君
は
そ

の
後
も
身
に
纏
う
。
衣
の

「身
体
を
包
み
、
守
る
」
と
い
う
側
面
に
注

目
し
た
い
。
二
日
目
の
夜
、
姫
君
が
身
に
纏

っ
て
い
た
衣
装
は
あ
こ
き

-8-



が
差
し
出
し
た
袴
、
あ
こ
き
が
叔
母
に
送

っ
て
も
ら
っ
た
衣
、
そ
し
て

こ
の
単
で
あ
っ
た
。

今
宵
は
、
樹
Ы
州
ｄ
割
日
引
１
樹
Ы
測
Ы
劇
Ы
湖
利
劇
１
例
倒
川

心
地
し
た
ま
ひ
て
、
男
も
つ
つ
ま
し
か
ら
ず
臥
し
た
ま
ひ
ぬ
。
今

宵
は
、
時
々
御
い
ら
へ
し
た
ま
ふ
。
い
と
世
に
な
う
、
あ
る
ま
じ

う
お
ぼ
え
た
ま
ひ
て
、
よ
ろ
づ
に
語
ら
ひ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
夜
も

明
け
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
　
五
二
頁
）

昨
日
は
北
の
方
の
衣
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
た
女
君
が
、
今
日
は
頼

り
に
な
る
侍
女
と
男
君
か
ら
の
衣
装
―
―
彼
ら
の
力
が
実
体
化
し
た
も

の
―
―
に
、
守
ら
れ
て
い
る
。
守
ら
れ
て
、
彼
女
の
心
は
自
由
で
あ
る
。

男
君
は
、
一削
日
と
違
い
少
し
打
ち
解
け
て
話
す
女
君
を
よ
り
い
と
お
し

く
思
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
衣
た
ち
、
つ
ま
り
守
護
の
力
が
二

人
の
絆
を
深
め
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
数
々
の
報
恩
の
中
で
も
衣
は
贈
ら
れ
続
け
る
。
衣
を
与
え

な
い
事
で
女
君
の
こ
と
を
支
配
し
て
き
た
北
の
方
に
対
し
、
女
君
は
ひ

た
す
ら
衣
を
贈
り
続
け
る
。
豊
か
で
心
優
し
い
女
君
は
、
誰
に
対
し
て

も
衣
を
与
え
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
の
だ

が
、
実
際
に
は
、
あ
こ
き
や
義
兄
が
都
を
離
れ
る
際
の
餞
別
に
す
ら
衣

を
含
め
な
い

（少
な
く
と
も
、
物
語
は
記
そ
う
と
し
な
い
）
な
ど
、
衣
に
限

り
、
贈
る
相
手
を
強
く
限
定
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
君
が
衣

を
贈
る
の
は
、
北
の
方
と
そ
の
周
辺
の
者

（上
一あ
君
。
四
の
君
）
に
対

し
て
だ
け
で
あ
る
。
衣
に
支
配
の
力
の
実
体
化
と
い
う
呪
的
側
面
を
考

え
た
時
、
物
語
は
、
そ
の
鮮
や
か
な
逆
転
を
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

四
　
『落
窪
物
語
』
の
現
実

へ
の
志
向

以
上
か
ら
、
『落
窪
物
語
』
に
も
呪
的
な
構
造
が
存
在
す
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
読
む
者
は
こ
の
物
語
に
呪

的
な
要
素
に
眼
を
留
め
る
こ
と
は
殆
ど
無
く
、
現
実
的
な
印
象
ば
か
り

を
強
く
持
つ
。

そ
こ
で
、
先
に
呪
的
構
造
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
様
々
な
例
に
つ

い
て
、
も
う

一
度
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
虐
待
期
に
女
君
が
衣
を
縫

う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
蔵
人
の
少
将
の
表
の
袴
を

縫
う
場
面
で
は
、
寒
さ
を
し
の
ぐ
た
め
の
衣
が
欲
し
い
が
た
め
に
、
こ

の
袴
と
い
う

「物
質
」
を
早
く
仕
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
記

さ
れ
て
い
た
。
裁
縫
は
、
明
ら
か
に
自
分
の
た
め
の

「作
業
」
な
の
で

あ
る
。
女
君
は
、
こ
の
袴
が
与
え
ら
れ
る
相
手
も
、
そ
れ
が
ど
う
見
ら

れ
ど
う
機
能
す
る
か
も
、
全
く
意
識
し
て
い
な
い
。

「
こ
の
下
襲
も
測
刑
ョ
遡
躙
Ⅵ
倒
謝
『
「
国
１
川
「
コ
馴
測
鯛
劉
国
ｕ

そ
」
と
て
、
腹
立
ち
て
、
投
げ
か
け
て
立
ち
た
ま
ふ
に

（中
略
）
女
、

あ
ス
ド
ヤ
Ｐ
や
ら
で
、
脇
ｒ
Ｉ
る
。　
　
　
　
　
　
（巻
之

一　
八
四
頁
）

「腹
立
ち
た
ま
ふ
を
見
る
が
、
い
と
苦
し
き
な
り
」
と
て
、
な
ほ
縫

ふ
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
　
九
七
頁
）

こ
こ
で
も
女
君
が
衣
を
縫
う
時
に
思
う
の
は
、
贈
ら
れ
る
相
手
の
こ

と
で
は
な
い
。
女
君
が
衣
を
縫
う
の
は
、
自
分
が
褒
美
を
得
る
た
め
、

自
分
が
叱
ら
れ
な
い
た
め
―
―
自
身
の
現
実
的
な
保
身
の
為
―
―
だ
っ



た
こ
と
が
、
律
儀
に
も
明
記
さ
れ
る
。

中
納
言
邸
か
ら
救
出
さ
れ
た
後
の
蔵
人
の
少
将
の
衣
を
縫
う
場
面
で

は
、
確
か
に
縫
う
時
の
心
は

「む
か
し
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
あ
は
れ
」

（巻
之
二
　
一
七
九
頁
）
と
言
及
さ
れ
る
。
し
か
し
結
局
、
そ
の
直
後
の

母
君
か
ら
の
手
放
し
の
称
賛
に
よ
っ
て
、
読
者
の
視
線
は
女
君
の
内
面

に
至
る
前
に
逸
ら
さ
れ
、
意
識
の
ほ
か
に
放
置
さ
れ
て
し
ま
う
。
先
に

確
認
し
た
通
り
、
そ
の
賞
賛
た
め
に
は
多
少
不
自
然
か
も
し
れ
な
い
よ

う
な
言
い
回
し
で
も
用
い
て
し
ま
う
な
ど
、
物
語
の
読
者

へ
の
積
極
的

な
働
き
か
け
―
―
注
目
点
設
定
―
―
の
意
図
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
ま

た
今
回
は
、
道
綱
の
母
の
よ
う
な
衣
の
製
作
者
と
し
て
の
目
を
持
つ
機

会
は
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
作
者
は
そ
う
し
た
視

点
で
描
こ
う
と
は
せ
ず
、
た
だ
た
だ
能
力
を
賞
賛
す
る
の
み
で
あ
る
。

北
の
方
側

へ
贈
ら
れ
た
大
量
の
衣
に
、
支
配
構
造
の
逆
転
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
北
の
方
は

「喜
ぶ
こ
と
、
さ
す

が
限
り
な
し
。

「人
は
生
み
た
る
子
よ
り
も
、
継
子
の
徳
を
こ
そ
見
け

れ
。
…
」

（巻
之
四
　
一壬
一五
頁
）
な
ど
と
、
大
げ
さ
に
感
じ
ら
れ
る
ほ

ど
喜
ぶ
。
衣
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
は
ず
の
支
配
云
々
の
構

図
に
は
、
全
く
気
付
い
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
物
語
が
、
経
済
的
援
助
の
側
面
に
の
み
光
を
当
て
よ
う
と
し
て

い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
物
質
的

。
経
済
的
な
援
助
に
は
手
放
し
で
喜
ん

で
し
ま
う
北
の
方
の
前
に
、
存
在
す
る
は
ず
の
呪
的
支
配
構
造
の
皮
肉

は
表
面
化
さ
れ
ず
、
回
避
さ
れ
る
。
衣
の
着
用
者
蔵
人
の
少
将
も
男
君

の
権
力
に
媚
び
る
ば
か
り
で
）

内
面
的
な
心
理
作
用
を
読
み
取
る
べ
く

も
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
現
実
的

・
物
質
的
な
記
述
が
、
呪
的
に
読

み
う
る
記
述
の
直
後
に
必
ず
置
か
れ
る
事
に
も
、
注
目
を
し
た
い
。

『落
窪
物
語
』
は
内
部
に
呪
的
な
要
素
を
手
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
そ

う
い
っ
た
場
面
の
直
後
に
呪
的
作
用
を
上
回
る
ほ
ど
の
現
実
世
界
の
力

―
―
物
質
、
財
力
、
権
カ
ー
ー
を
手
放
し
に
称
賛
す
る

一
言
を
、
付
け

加
え
る
。
こ
の

〓
一一〒
」
そ
、
物
語
か
ら
読
者

へ
の
、
衣
が
持

つ
呪
的
な

作
用
に
目
を
向
け
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
働
き
か
け
な
の
で
あ
る
。

『落
窪
物
語
』
に
お
い
て
衣
を
贈
る
こ
と
と
は
、
贈
り
手
の
人
間
ら
し

い
心
の
発
現
を
描
く
た
め
で
も
、
呪
的
な
側
面
を
描
く
た
め
で
も
な

く
、
ひ
た
す
ら
物
質
的
な
贈
与
を
描
く
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
。

物
語
は
、
あ
く
ま
で
も
現
実
世
界
で
の
成
功
の
物
語
を
描
く
こ
と
を

目
指
し
た
の
だ
ろ
う
。
古
代
信
仰
的
な
力
か
ら
読
者
の
視
点
を
ず
ら

す
、
つ
ま
り
現
実
的
な
力
に
注
目
点
を
設
置
す
る
と
い
う
操
作
を
、
繰

り
返
し
、
意
図
的
に
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
呪
的
な
要
素
を
ほ
の

め
か
さ
れ
な
が
ら
も
現
実
賞
賛
主
義
の
言
葉
で
敢
え
て
覆
い
隠
さ
れ
る

こ
と
で
、
読
者
は
現
実
的
な
そ
の
力
を
い
っ
そ
う
強
く
印
象
付
け
ら
れ

る
。
こ
れ
が

『落
窪
物
語
』
の
現
実
に
対
す
る
意
識
で
あ
り
、
「話
術
」

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

五
　
お
わ
り
に

現
実
的
で
あ
る
と
い
う

『落
窪
物
語
』
に
も
、
呪
的
な
要
素
が
見
ら

れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
律
儀
に
も
全
て
、
「現



実
」
の
力
に
覆
い
隠
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
他
の
物
語
で
は
神
仏
の

力
、
あ
る
い
は
人
の
思
い
が
介
在
す
る
で
あ
ろ
う
場
面
を
敢
え
て
設
定

し
、
し
か
し
実
際
に
は
現
実
的
な
方
法
で
解
決
、
進
行
さ
せ
る
。
『落
窪

物
語
』
は
こ
の
設
定
と
実
際
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

現
実
的
な
力
を
よ
り
強
く
効
果
的
に
表
現
す
る
の
に
成
功
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
『落
窪
物
語
』
の
、
伝
奇
的

・
呪
的
な
要
素
を
否
定
す
る
意
志

と
現
実
を
強
く
肯
定
す
る
意
志
と
が
、
こ
こ
に
読
み
取
れ
る
。

た
し
か
に
記
述
そ
の
も
の
は
、
時
に
大
げ
さ
で
あ
っ
た
り
、
現
実
に

は
用
い
な
い
で
あ
ろ
う
表
現
を
用
い
て
し
ま
っ
て
も
い
た
。　
こ
れ
は
、

子
ど
も
が
何
か
を
誤
魔
化
そ
う
と
し
、
却

っ
て
不
自
然
な
ほ
ど
饒
舌
に

な
っ
て
し
ま
う
と
き
の
よ
う
な
、
稚
拙
な
方
法
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
で
は
あ
る
が
、
読
む
者
の
目
を
意
図
し
た
点
―
―
そ
れ
が
、
人
の

思
い
な
ど
で
は
な
く
現
実
。物
質
で
あ
る
―
―
に
注
目
さ
せ
よ
う
と
す

る
物
語
の
意
図
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
非
常
に
注
目

す
べ
き
態
度
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

注（１
）
高
橋
亨
氏

「落
窪
物
語
」
貧
体
系
物
語
文
学
史
第
二
巻
　
物
語
文
学
の

系
譜
Ｉ
』
三
谷
栄

一
編
　
有
精
堂
Ｓ
５８

・
７
）
等
。

（２
）
野
口
元
大
氏

「落
窪
物
語
論
お
ぼ
え
書
」
貧
日
本
文
学
』
８
‐
４
号
Ｓ

３４
・
４
）、
日
向

一
雅
氏

「落
窪
物
語
―
現
実
主
義
の
文
学
意
識
―
」
η
論

集
中
古
文
学
　
初
期
物
語
文
学
の
意
識
』
笠
間
書
院
Ｓ
５４
）
等
。

（３
）
視
点
は
や
や
異
な
る
が
、
熊
坂
恵
美
子
氏

「落
窪
物
語
の
研
究
―
物
語

の
展
開
と

「縫
ふ
」
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
―
」
「
百
舌
鳥
国
文
学
」
第

‐５
号
Ｈ
ｌ５
）
に
も
、
母
君
か
ら
の
評
価
姿
勢
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（４
）
伊
原
昭
氏

「『源
氏
物
語
』
の
象
徴
的
色
彩
観
」
貧
平
安
朝
の
文
学
と
色

彩
』
中
公
新
書
Ｓ
５７
）

一
四
四
頁
。

（５
）
後
朝
や
餞
別
に
衣
を
交
換
し
た
り
、
恋
し
い
相
手
を
夢
に
見
る
た
め
に

衣
を
裏
返
し
て
寝
る
な
ど
の
習
慣
。

（６
）

「「
割
劉
刊
引
引
尽
『
ｊ
劉
ｑ
劇
¶
列
ｑ
劇
到
刻
司
劇
劉
バ
劃
例
司
洲

引
引
ｄ
ｌ
謝
潤
づ
引
剰
引
冽
羽
「

い
と
わ
び
し
け
れ
ば
、
う
ち
泣
き

て
縫
ふ
ま
ま
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
之

一
　

一
九
頁
）

大
宮
に
は
、
姫
宮
の
御
贈
物
何
や
と
、
よ
ろ
づ
を
か
き
集
め
い
そ
が

せ
た
ま
ふ
。
あ
る
か
ぎ
り
の
菫
房
、
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ぬ
は
皆
仕
う
ま

つ
り
、
鋼
副
日
コ
矧
劃
司
Ч
Ｉ
割
倒
潤
Ｊ
創
洲
∃
剰
引
劃
調
劉
矧
例
創
『

こ
の
ご
ろ
御
前
の
ま
め
わ
ざ
に
参
り
な
ど
し
て
な
ん
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
。

雪
栄
花
物
語
』
巻
十
九
　
御
裳
ぎ
　
一壬
二
〇
頁
）

（７
）
岩
佐
美
代
子
氏
の

「夫
の
衣
服
の
調
整
は
妻
た
る
者
の
義
務
で
あ
る
と

同
時
に
、
い
わ
ゆ
る

「召
人
」
ク
ラ
ス
の
愛
人
に
は
手
の
出
せ
ぬ
、
妻
の

特
権
で
あ
っ
た
。
廷
臣
の
装
束
が
妻
方
の
責
任
で
調
え
ら
れ
る
と
い
う
事

は
社
会
通
念
と
し
て
定
着
し
て
お
り
」
含
「我
が
染
め
た
る
と
も
言
は
じ
」

―
蜻
蛉
日
記
服
飾
表
現
考
―
」
貧
王
朝
日
記
の
新
研
究
』
笠
間
書
院
Ｈ
７
》

と
い
う
指
摘
に
よ
る
。
ま
た
、
畑
恵
里
子
氏
も

「落
窪
の
君
の
裁
縫
行
為
」

雪
日
本
文
学
』
５２
号
Ｈ
ｌ５

。
３
）
で
こ
の
点
に
注
目
し
た
考
察
を
し
て
お

ら
れ
る
。

（８
）
河
添
房
江
氏

「『蜻
蛉
日
記
』
の
歌

。
衣

。
性
―
歌
う
女
／
縫
う
女
の

〈物

語
〉
―
」
貧
日
本
文
学
」
４５
‐
５
号
Ｈ
８

・
５
）
に
、
当
時
の
裁
縫
の
方
法

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（９
）
（７
）
岩
佐
氏
先
掲
論
文
。
「自
ら
の
裁
量
の
も
と
に
織
立
て
さ
せ
た
、
そ

の
布
地
の
出
来
栄
え
を
誇
ら
し
げ
に
見
定
め
る
制
作
者
の
ま
な
ざ
し
で
あ

― - 11 -―



り
、
「我
が
染
め
た
る
と
も
言
は
じ
」
と
相
伴
な
っ
て
、
妻
な
ら
で
は
味
わ

え
ぬ
生
活
の
中
の
満
足
感
を
如
実
に
表
現
し
て
い
る
。
」

（１０
）
三
田
村
雅
子
氏

「衣
を
贈
る
／
衣
を
縫
う
」
貧
源
氏
物
語
感
覚
の
論
理
』

有
精
堂
Ｈ
８

・
３
）
。

（１１
）
伊
原
昭
氏

「王
朝
び
と
の
色
彩
へ
の
感
情
」
貧
平
安
朝
の
文
学
と
色
彩
』

中
公
新
書
Ｓ
５７
）
六
二
頁
。

（‐２
）
先
と
同
様
、
文
使
い
に
対
す
る
か
づ
け
物
な
ど
の
例
に
つ
い
て
は
考
察

対
象
か
ら
外
す
。
こ
れ
ら
は
、
衣
を
贈
る
と
い
う
行
為
が
た
だ
の
慣
例
や

経
済
的
な
贈
与
で
し
か
な
い
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

（‐３
）
松
井
健
児
氏

「『源
氏
物
語
』
の
贈
与
と
饗
宴
」
貧
源
氏
物
語
の
生
活
世

界
』
翰
林
書
房
Ｈ
ｌ２
）。
松
井
氏
の
言
う

「衣
配
り
」
と
は
、
歳
末
に
行
わ

れ
る
新
年
の
た
め
の
衣
服
贈
与
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
語
は
近
世
に
な
っ

て
か
ら
の
語
で
あ
る
の
で
用
い
る
の
を
避
け
、
以
後
は

「衣
服
贈
与
」
と

表
現
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
歳
末
に
限
ら
ず
、
衣
服
の
動
き
全
般
に

等
し
く
注
目
す
る
た
め
で
も
あ
る
。

（・４
）
（‐３
）
松
井
氏
先
掲
論
文
。

（‐５
）
佐
伯
雅
子
氏

「末
摘
花
と
衣
の
贈
与
」
亀
叢
書
想
像
す
る
平
安
文
学
第

一
巻
　
〈平
安
文
学
〉
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
勉
誠
出
版
Ｈ
ｌｌ
・
５
）
、
長

谷
川
政
春
氏

「〈唐
衣
〉
の
女
君
―
末
摘
花
」
貧
中
古
文
学
研
究
叢
書
４

物
語
史
の
風
景
』
若
草
董
房
Ｈ
９

・
７
）
。

玉
童
の
裳
着
に
と
衣
を
贈
っ
て
き
た
末
摘
花
に
対
し
、
源
氏
は

「か
く

物
づ
つ
み
し
た
る
人
は
、
引
き
入
り
沈
み
入
り
た
る
こ
そ
よ
け
れ
。
さ
す

が
に
は
ぢ
が
ま
し
や
」
（行
幸
　
七
七
頁
）
と
怒
り
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
も

し
当
代
的
な
美
的
セ
ン
ス
を
持
た
な
い
こ
と
へ
の
不
満
だ
け
で
あ
る
の
な

ら
怒
り
ま
で
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
源
氏
は
末
摘
花
の
行
為
に
物
質
贈

与
以
上
の
意
味
を
感
じ
取
り
、
そ
れ
に
反
発
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

こ
そ
衣
に
附
随
し
た

「家
」
の
由
緒
―
―
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
も
源
氏
が

持
つ
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
―
―
で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
。

（・６
）

女
、
こ
な
た
の
か
た
に
後
ろ
を
向
け
て
、
持
た
る
物
を
折
る
。
向
ひ

て
控
へ
た
る
男
あ
り
。
な
ま
寝
ぶ
た
か
り
つ
る
眼
も
さ
め
、
お
ど
ろ

き
て
見
れ
ば
、
（中
略
）
ま
た
な
く
思
ひ
い
た
は
る
蔵
人
の
少
将
よ
り

も
ま
さ
り
て
い
と
清
げ
な
れ
ば
、
心
惑
ひ
ぬ
。

（巻
之

一　
九
六
頁
）

こ
の
後
、
北
の
方
は
自
室
に
戻
り
、
悔
し
さ
に
眠
れ
な
い
夜
を
過
ご
す
。

（‐７
）

（男
君
は
）
（蔵
人
の
）
少
将
に
あ
ひ
て
、
「
い
と
恐
ろ
し
き
人
持
た
ま

へ
り
』
と
、
お
ぢ
き
こ
え
た
ま
ひ
し
か
ど
、
間
近
く
て
聞
こ
え
語
ら

は
む
の
本
意
あ
り
て
な
む
、
し
ひ
て
そ
そ
の
か
し
き
こ
え
た
る
を
、
わ

り
な
く
と
も
、
ゆ
め
、
も
と

一
つ
に
思
す
な
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

例

相

―

コ

矧

側

関

Ⅵ

Ч

ヽ

―

引

Ч

Ｊ

副

到

引

劇

Ｎ

Ｊ

刈

司

剌

―こＩ

Ы

倒

引

国

Ｎ
淵
剰
創
醐

。ヽ‐

『御
用
意
あ
り
』
と
う
け
た
ま
は
り
し
よ
り
な
む
、
限

り
な
く
頼
み
き
こ
え
し
」
と
の
た
ま
ひ
て
、

（巻
之
二
　
一
八
〇
頁
）

『落
窪
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
っ
た
。
た
だ
し

表
記
を
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
他
作
品
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
『竹
取

物
語
』
・
『蜻
蛉
日
記
』
・
『枕
草
子
』
・
『栄
花
物
語
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
に
、
『源
氏
物
語
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
た
。

な
お
、
本
稿
は
平
成
十
四
年
度
修
士
論
文
と
し
て
提
出
し
た
論
に
修
正
を

加
え
た
物
で
あ
る
。

（す
ず
き

。
ま
り
こ
　
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
修
了
）
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