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詞林　第69号　2021年 4 月

一
、
は
じ
め
に

　
『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
は
激
し
く
揺
れ
動
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
様

相
の
把
握
は
困
難
を
極
め
る
。本
文
理
解
も
ま
た
、お
び
た
だ
し
い
ヴ
ァ

リ
ア
ン
ト
の
た
め
に
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。
こ
の
状
況
は
も
は
や
贅

言
す
る
ま
で
も
な
い
。
本
稿
で
取
り
あ
げ
よ
う
と
思
う
の
は
、『
狭
衣

物
語
』
に
い
く
つ
か
残
さ
れ
る
出
典
未
詳
表
現
で
あ
る
。
特
に
『
狭
衣

物
語
』
巻
三
に
み
え
る
「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な

り
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
当
該
表
現
は
、
古
注
釈
書
お
よ
び
通
行
す

る
注
釈
書
の
い
ず
れ
も
が
、
そ
の
出
典
を
未
詳
と
し
て
い
る（

（
（

。
実
際
、

出
典
と
な
る
作
品
・
資
料
が
散
逸
し
て
お
り
、
断
片
的
に
す
ら
目
に
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
出
典
未
詳
と
す
る
理
解
も
致
し
方
な
い
。

し
か
し
、
出
典
未
詳
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
以
来
、
充
分
な
検
討
が

積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
出
来
合
い
の
研
究
成
果
が
安
易
に
継

承
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
上
原
作
和
ら
に
よ
っ
て
平
安
後
期
物
語
の
漢
籍
を
引
用
し

た
表
現
が
再
検
討
お
よ
び
整
理
さ
れ
た（

（
（

が
、
こ
れ
は
通
行
す
る
注
釈
書

の
見
解
を
一
論
稿
に
ま
と
め
た
に
過
ぎ
ず
、
従
来
説
そ
の
も
の
を
捉
え

か
え
そ
う
と
す
る
野
心
的
な
試
み
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、『
大
系
』
の
刊
行
以
降
、
同
書
の
底
本
と
「
同
系
」
伝
本
を
底

本
に
採
用
し
た
注
釈
書
が
軒
並
み
、『
大
系
』
説
に
引
き
ず
ら
れ
た
か
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
継
承
し
た
の
か
判
断
が
難
し
い
も
の
の
、
そ
の
理
解

が
固
定
化
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
こ
と
は
『
大
系
』
の

犯
し
た
誤
り
と
同
趣
の
誤
謬
が
後
の
注
釈
書
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も

窺
い
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
既
存
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
る
こ
と
、
お

よ
び
研
究
史
を
整
理
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
し
、
基
本
的
な

事
柄
で
あ
る
と
さ
え
思
う
。
し
か
し
、
中
長
期
的
な
視
座
か
ら
研
究
史

を
み
や
る
と
き
、
先
行
研
究
群
は
暫
定
的
な
見
解
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、

安
易
に
依
拠
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
先
行
論
を
批
判
的
に

読
み
解
き
、
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
て
い
か
ね
ば
、
研
究
そ
の
も
の
の
意

義
が
喪
わ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。『
狭
衣
物
語
』
研
究
は
、
た
だ
で

さ
え
錯
綜
す
る
本
文
群
の
た
め
に
通
行
す
る
注
釈
書
の
提
供
す
る
校
訂

『
狭
衣
物
語
』
出
典
未
詳
表
現
覚
書

―
―
「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
を
取
り
あ
げ
て
―
―

小
林�　

理
正
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本
文
お
よ
び
解
釈
に
依
拠
す
る
傾
向
が
強
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
打

破
し
な
け
れ
ば
、
研
究
の
進
展
は
望
む
べ
く
も
あ
る
ま
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

各
論
者
が
本
文
と
向
き
合
い
、
自
ら
本
文
読
解
・
分
析
を
行
い
、
そ
の

見
解
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
が
『
狭
衣
物
語
』
研
究
に
い
ま
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

今
回
注
目
す
る
「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」

は
、
研
究
史
上
、
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
い
わ
ば
検
討

を
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
表
現
で
あ
る
。
本
稿
は
、
当
該
表
現
の
典
拠

論
明
に
主
眼
を
置
く
が
、
そ
の
検
討
過
程
で
出
典
未
詳
表
現
お
よ
び
そ

の
本
文
の
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
、
他
の
出
典
未
詳
表
現
の
検
討（

（
（

を
視

野
に
入
れ
た
方
法
論
も
探
る
つ
も
り
で
あ
る
。
出
典
未
詳
表
現
の
本
文

は
、意
味
の
取
れ
な
い
場
合
が
多
く
、そ
の
た
め
か
、い
く
つ
か
の
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
獲
得
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
ま
ま
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

異
文
に
ま
つ
わ
る
本
文
分
析
も
合
わ
せ
て
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

二
、�「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
を
め

ぐ
る
文
脈
の
整
理

　
「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
の
一
文
が
み
え

る
の
は
次
の
場
面
で
あ
る
。
以
下
、
深
川
本
に
拠
っ
て
本
文
を
掲
げ
る（

（
（

。

な
お
、
句
読
を
切
っ
た
り
、
清
濁
を
区
別
し
た
り
、
鍵
括
弧
を
施
し
た

り
す
る
が
、
表
記
は
原
本
の
ま
ま
と
す
る
。
た
だ
し
、「
こ
ゑ
の
秋
の

か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
の
一
文
は
清
濁
を
区
別
せ
ず
、
そ

の
ま
ま
記
す
。

○　

深
川
本
・
巻
三
・
一
二
五
丁
表
～
裏

中
将
、
あ
ふ
ぎ
に
、
秋
の
ゝ
を
か
き
て
、
か
ぜ
い
た
う
ふ
き
た
る

に
、
も
と
あ
ら
の
は
ぎ
に
露
を
も
げ
な
る
、
し
が
ら
み
か
く
る
さ

を
し
か
の
け
し
き
を
、
を
か
し
く
か
き
な
い
た
る
を
み
給
て
、「
こ

ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
と
か
き
給
へ
る
は

ざ
ま
に
、
ち
ゐ
さ
く
て
、

我
か
た
に
な
び
け
よ
秋
の
野
ゝ
お
ば
な
こ
ゝ
ろ
を
よ
す
る
か

ぜ
は
な
く
と
も

こ
ゝ
ろ
に
は
し
め
ゆ
ひ
を
き
し
は
ぎ
の
え
を
し
が
ら
み
か
く

る
し
か
や
な
くか

ら
ん

「
い
つ
し
か
い
も
に
」
と
か
き
す
さ
み
給
へ
る
、
さ
ま
〴
〵
の
御

ざ
へ
ど
も
、
め
も
を
よ
ば
ぬ
に
、「
こ
れ
す
こ
し
も
の
お
ぼ
え
ん

女
な
ど
の
、
め
と
ゞ
め
ぬ
は
あ
ら
じ
か
し
」
と
み
え
た
り
。

　
「
中
将
、
あ
ふ
ぎ
に
」
と
あ
る
箇
所
が
や
や
読
み
取
り
づ
ら
い
。
た

と
え
ば
『
全
註
釈
』
は
「
中
将
が
、
扇
に
秋
の
野
を
描
い
て
、
風
が
ひ

ど
く
吹
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ま
ば
ら
に
生
え
て
い
る
萩
に
い
か
に
も

重
そ
う
な
、（
そ
の
萩
を
（
足
に
絡
め
る
小
牡
鹿
の
気
色
を
し
み
じ
み

と
趣
深
く
な
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
を
（
狭
衣
は
（
御
覧
に
な
っ
て
」

（『
全
註
釈
』
⑦
・
二
六
三
頁
（
と
読
み
解
い
て
い
る（

（
（

。
し
か
し
、
こ
の

解
釈
で
は
、
狭
衣
と
の
会
話
の
さ
な
か
、
ど
う
い
う
わ
け
か
宮
の
中
将

が
扇
に
絵
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
如
何
に
も
不
審
な
解
釈
で
あ

る
。「
中
将
、
あ
ふ
ぎ
に
」
は
“
中
将
の
扇
に
”
と
読
み
解
き
、「
か
き
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な
い
た
る
を
」
は
“
か
い
て
あ
る
（
扇
（
を
”
と
「
あ
ふ
ぎ
」
が
省
略

さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
、
秋
の
景
物
が
描
か
れ
て
あ
る
宮
の
中
将
の
扇

を
狭
衣
が
見
た
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
解
釈
が
、
流
布

本
な
ど
の
本
文
世
界
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
次
に
掲
げ
る
流

布
本
本
文（

（
（

を
見
れ
ば
、
つ
ぶ
さ
に
知
ら
れ
る
。

○　

承
応
版
本
・
巻
三
之
下
・
二
五
丁
表
～
裏

中
将
の
扇
に
、
秋
の
野
を
か
き
て
、
風
い
た
う
ふ
か
せ
た
る
に
、

も
と
あ
ら
の
小
は
ぎ
に
露
お
も
げ
な
る
を
、
し
が
ら
み
ふ
す
る
さ

を
し
か
の
け
し
き
も
、
お
か
し
う
か
き
な
し
た
る
を
見
給
ひ
て
、

「
声
の
あ
き
風
は
月
の
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」と
か
き
た
ま
へ
る
、

は
ざ
ま
ご
と
に
、
ち
い
さ
く
て
、

我
か
た
に
な
び
け
よ
あ
き
の
は
な
す
ゝ
き
こ
ゝ
ろ
を
よ
す
る

か
ぜ
は
な
く
と
も

心
に
は
し
め
ゆ
ひ
を
き
し
は
ぎ
の
枝
を
し
が
ら
み
ふ
す
る
し

か
や
な
く
ら
ん

「
い
つ
し
か
い
も
が
」
と
書
す
さ
ひ
給
ひ
て
、
さ
ま
〴
〵
の
御
ざ

へ
と
い
へ
ど
、
め
も
を
よ
ば
ぬ
に
、「
こ
れ
は
、
す
こ
し
も
の
見

し
ら
ん
女
な
ど
の
、
め
と
ゞ
め
ぬ
は
あ
ら
じ
か
し
」
と
見
え
た
り
。

　

な
お
、「
中
将
あ
ふ
き
に
」
と
あ
る
の
は
深
川
本
・
武
田
本
の
二
本

で
あ
り
、
こ
れ
を
除
け
ば
諸
本
「
中
将
の
あ
ふ
き
に
」
と
あ
る（

（
（

。“
中

将
が
扇
に
描
く
”
と
す
る
解
釈
は
本
文
の
諸
相
を
確
認
し
て
も
見
当
た

ら
な
い
。

　
「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
の
出
典
は
未
詳

と
さ
れ
、
い
ま
だ
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
当
該
本
文
が
置
か
れ
る
文
脈

も
実
は
解
釈
が
定
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、�「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」の
ヴ
ァ

リ
ア
ン
ト

　
「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
の
置
か
れ
た
文

脈
に
つ
い
て
前
節
で
は
整
理
し
た
。
数
あ
る
注
釈
書
の
中
の
一
部
に
だ

が
、
そ
の
解
釈
に
誤
り
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
差
異
の
解
消
が
本
稿
の
主
眼
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で

も
「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
の
出
典
を
探
る

点
に
こ
そ
狙
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
当
該
本
文
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン

ト
を
確
認
し
、
本
文
の
諸
相
を
整
理
す
る
。
な
お
、
本
文
は
既
存
の
研

究
と
は
距
離
を
置
き
、
系
統
ご
と
に
示
す
の
で
は
な
く
、
書
写
年
代
ご

と
に
ま
と
め
て
表
示
す
る
方
法
を
採
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
に
よ
り

検
討
本
文
が
如
何
に
変
容
し
た
か
、
そ
の
本
文
揺
動
史
の
捕
捉
が
可
能

と
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

鎌
倉
期
書
写
本
群
の
「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な

り
」
に
対
応
す
る
本
文
を
掲
げ
る（

（
（

。

【
鎌
倉
期
本
文
】

①　

こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
―
―
深
川
本

②�　

□
□
の
秋
風
は
月
の
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
（「
□
」
は
判
読

不
能
字
（
―
―
保
坂
本

③　

こ
ゑ
の
あ
き
か
せ
は
月
の
み
こ
と
し
き
な
し
―
―
慈
鎮
本
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④　

し
ゑ
の
秋
の
風
は
月
の
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
―
―
為
明
本

⑤　

こ
へ
の
し
秋
の
風
月
の
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
―
―
松
浦
本

⑥　

呉
苑
秋
風
月
の
水
し
き
り
な
り
―
―
為
相
本

⑦　

ナ
シ
―
―
為
家
本

　

本
稿
に
お
け
る
『
狭
衣
物
語
』
本
文
は
主
に
深
川
本
を
用
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
①
深
川
本
の
本
文
を
ひ
と
ま
ず
の
基
準
と
し
、
ヴ
ァ
リ
ア
ン

ト
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
た
だ
し
こ
の
ス
タ
ン
ス
が
“
深
川
本
本
文
こ

そ
原
『
狭
衣
物
語
』
の
形
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
”
と
の
判
断
に
由
来

す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
深
川
本
を
「
最
善
本
」
と
す
る
理
解
は

い
ま
な
お
根
強
く
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
如
上
の
見
解
は
長
谷
川

佳
男
お
よ
び
片
岡
利
博
の
論
稿
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
支
持
で
き
る

も
の
で
は
な
い（

（
（

。
本
稿
で
、
深
川
本
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
へ
の
誤
解
な

き
よ
う
、
記
し
て
注
意
を
促
し
て
お
く
。

　

以
下
、本
文
の
諸
相
に
つ
い
て
確
認
す
る
。②
保
坂
本
は
深
川
本「
こ

ゑ
」
と
あ
っ
た
二
字
に
相
当
す
る
本
文
を
欠
く
。
こ
の
箇
所
に
は
「
こ

ゑ
」「
し
ゑ
」「
こ
へ
の
し
」「
呉
苑
」
と
い
っ
た
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
保
坂
本
の
欠
字
部
が
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た

か
確
定
で
き
な
い
。

　

③
慈
鎮
本
に「
こ
ゑ
の
あ
き
か
せ
は
」と
あ
る
の
は
①
同
様
だ
が
、「
月

の
み
こ
と
し
き
な
し
」
と
続
く
点
に
違
い
が
あ
る
。
こ
の
「
月
の
み
こ

と
し
き
な
し
」
で
は
意
味
が
う
ま
く
取
れ
な
い
。「
月
の
み
つ
こ
と
し

き
り
な
り
」
か
ら
「
つ
」
と
一
つ
目
の
「
り
」
が
落
ち
た
か
。「
な
し
」

と
あ
る
の
は
「
な
り
」
の
「
り
」
を
「
し
」
に
書
き
誤
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

　

④
為
明
本
の
「
し
ゑ
の
」
は
、
こ
れ
で
は
意
味
を
な
さ
ず
、
損
傷
を

疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。「
こ
（
己
（」
と
「
し
（
之
（」
の
字
形
類
似
に

よ
る
誤
写
が
予
測
さ
れ
る
。

　

⑤
松
浦
本
は
「
こ
ゑ
の
」
が
読
み
解
け
な
か
っ
た
の
か
、「
し
」
を

加
え
た
う
え
に
「
ゑ
」
を
「
へ
」
に
変
え
、「
こ
へ
の
し
」
な
る
本
文

を
作
る
。
し
か
し
、「
こ
へ
の
し
」
が
何
を
意
味
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

損
傷
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

⑥
為
相
本
は
「
こ
ゑ
の
」
と
あ
る
箇
所
を
「
呉
苑
」
と
漢
字
で
表
記

す
る
。「
こ
ゑ
の
」
を
「
ご
ゑ
ん
の
」
の
撥
音
を
無
表
記
と
し
た
も
の

で
あ
る
と
判
断
し
た
か
、
あ
る
い
は
「
こ
ゑ
の
」
と
「
月
」
が
共
起
す

る
こ
と
か
ら
『
和
漢
朗
詠
集
』
落
葉
に
採
ら
れ
る
、
後
中
書
王
の
「
逐

夜
光
多
呉
苑
月　

毎
朝
声
少
漢
林
風
（
夜
を
追
つ
て
光
多
し
呉
苑
の
月

　

朝あ
し
た

毎ご
と

に
声
少
な
し
漢
林
の
風
（」（

10
（

を
連
想
し
、「
呉
苑
秋
風
月
（
の

水
し
き
り
な
り
（」
と
の
表
記
を
生
じ
さ
せ
た
可
能
性
な
ど
が
考
え
ら

れ
も
す
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
因
る
異
同
な
の
か
詳
ら
か
に
で
き
な

い
。
他
の
鎌
倉
写
本
群
が
仮
名
で
表
記
す
る
中
、「
呉
苑
」
と
漢
字
で

記
し
、
解
釈
を
限
定
す
る
が
如
き
表
記
を
取
る
向
き
が
存
在
し
た
と
い

う
事
実
は
本
文
史
上
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

最
後
に
、
⑦
為
家
本
に
つ
い
て
だ
が
、
同
本
は
当
該
本
文
を
有
し
な

い
。
こ
の
状
態
は
当
該
本
文
を
持
た
な
い
本
を
親
本
と
し
た
こ
と
に
因

る
と
思
し
い
。「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
が

あ
っ
た
と
疑
わ
れ
る
箇
所
に
「
★
」
を
私
に
施
し
た
う
え
で
、
為
家
本



― 43 ―

『狭衣物語』出典未詳表現覚書（小林）

本
文
を
掲
げ
、
説
明
し
よ
う
と
思
う
。

○　

為
家
本
・
巻
三
・
一
二
九
丁
表
～
一
三
〇
丁
表

中
将
の
あ
ふ
ぎ
に
、
秋
の
野
を
か
き
て
、
風
い
た
く
ふ
か
せ
た
る

に
、
も
と
あ
ら
の
こ
は
ぎ
に
露
お
も
げ
な
る
、
し
か
ら
み
か
く
る

さ
お
し
か
の
気
色
、
お
か
し
く
か
き
な
い
た
る
を
み
給
て
、
★
か

い
給
え
る
さ（

マ
マ
（ま

に
ち
ゐ
さ
く
て
、

我
か
た
に
な
び
け
よ
あ
き
の
は
な
す
ゝ
き
心
を
よ
す
る
か
ぜ

は
な
く
と
も

心
に
は
し
め
ゆ
ひ
を
き
し
は
ぎ
の
え
を
し
が
ら
み
か
く
る
し

か
や
な
く
ら
ん

「
い
つ
し
か
い
も
に
」
と
か
き
す
さ
み
給
え
る
。
さ
ま
〴
〵
の
御

ざ
え
ど
も
、
め
も
を
よ
ば
ぬ
に
、「
こ
れ
す
こ
し
物
お
ぼ
え
ん
。

女
な
ど
の
、
め
と
ゞ
め
ぬ
は
あ
ら
じ
か
し
」
と
み
給
。

　

為
家
本
の
叙
述
で
は
「
か
い
給
え
る
」
の
目
的
語
が
記
さ
れ
て
お
ら

ず
、
言
葉
足
ら
ず
な
感
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
中
将
の
扇
に
描
か
れ

た
秋
の
景
物
を
見
て
、
狭
衣
は
“
何
か
”
を
書
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
こ
の
“
何
か
”
が
諸
本
で
は
「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と

し
き
り
な
り
」
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
為
家
本
本
文
は
目
的
語
を
欠

い
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
解
釈
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、

目
移
り
が
疑
わ
れ
る
文
字
列
も
な
く
、
当
該
本
文
の
字
数
分
に
相
当
す

る
空
白
も
有
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
為
家
本
が
「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は

月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
を
持
た
な
い
の
は
、
同
本
の
親
本
の
段
階

で
既
に
当
該
本
文
が
無
く
、
そ
の
状
態
を
継
承
し
た
た
め
と
予
測
さ
れ

る
。

　

次
は
室
町
期
以
降
の
本
文
群
か
ら
い
く
つ
か
取
り
あ
げ
、
そ
の
諸
相

を
整
理
し
て
お
こ
う
と
思
う（

11
（

。
た
だ
し
、
室
町
期
・
近
世
期
伝
本
は
お

び
た
だ
し
い
数
あ
り
、
そ
の
全
て
を
参
照
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な

い
か
ら
、
特
徴
的
な
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
『
校
本
狭
衣
物
語　

巻
三
』（
三

九
八
頁
（
お
よ
び
適
宜
影
印
等
を
確
認
し
、
ま
と
め
る
。
な
お
、
掲
出

し
な
か
っ
た
伝
本
も
数
多
い
が
、
以
下
に
示
す
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
中
に

い
ず
れ
も
ほ
ぼ
収
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

【
室
町
期
・
近
世
期
本
文
】

①　

す
こ
し
の
秋
風
八
月
の
夜
に
し
き
り
也
―
―
京
大
五
冊
本

②�　

こ
し
の
あ
き
か
せ
八
月
の
み
つ
こ
と
し
り
き
な
り
―
―
内
閣

本
③�　

こ
の
ゑ
の
秋
か
せ
は
月
の
み
つ
と
し
る
き
な
り
―
―
紅
梅
文

庫
本

④　

声
の
あ
き
風
は
月
の
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
―
―
承
応
版
本

⑤　

ナ
シ
―
―
蓮
空
本
・
九
大
細
川
本

　

①
京
大
五
冊
本
は
「
す
こ
し
の
秋
風
八
月
の
夜
」
と
あ
る
点
が
異
な

る
。「
す
こ
し
の
」
と
あ
る
の
は
「
こ
ゑ
の
」
で
は
意
味
が
取
れ
ず
、

何
と
か
読
み
解
こ
う
と
苦
心
し
た
末
、
こ
れ
を
「
こ
し
の
」
を
誤
っ
た

も
の
と
判
断
し
た
う
え
で
「
す
」
を
加
え
、「
す
こ
し
の
秋
風
」
と
の

解
釈
に
至
っ
た
こ
と
に
因
る
も
の
か
。「
夜
に
し
き
り
也
」
と
の
異
同

も
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
確
認
し
た
為
相
本
の
ご
と
く
「
水
し

き
り
な
り
」
と
あ
っ
た
本
文
を
書
き
誤
っ
た
こ
と
で
生
じ
た
ヴ
ァ
リ
ア
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ン
ト
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
蓮
空
本
と
そ
の
転
写
本
で
あ
る
四
高
本
の

間
で
【
水
】
と
【
夜
】
の
誤
写
例
が
報
告（

12
（

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の

草
書
体
は
書
き
誤
ら
れ
や
す
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

京
大
五
冊
本
に
お
け
る
「
夜
し
き
り
也
」
と
の
異
文
が
誤
写
か
ら
派
生

し
た
と
の
想
定
は
充
分
あ
り
得
る
。
な
お
、「
秋
風
八
月
」
と
あ
る
の

は
「
は
」
の
字
母
が
「
八
」
と
あ
っ
た
親
本
を
利
用
し
た
か
、
あ
る
い

は
書
写
者
の
書
き
癖
の
た
め
に
「
は
（
八
（」
を
「
八
」
と
し
か
読
め

な
い
字
で
記
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
因
る
か
。
こ
の
よ
う
に
判
断
す
れ

ば
、
当
該
本
文
は
損
傷
し
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、「
す
こ

し
の
秋
風
八
月
の
夜
に
し
き
り
な
り
」
と
の
異
文
は
、
僅
か
な
秋
風
が

八
月
の
夜
に
頻
り
に
吹
い
た
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
、
安
易
に
損
傷

本
文
で
あ
る
と
言
い
切
れ
な
い
。
こ
こ
に
京
大
五
冊
本
独
自
の
本
文
世

界
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

②
内
閣
本
は
「
こ
し
の
あ
き
か
せ
八
月
の
み
つ
こ
と
し
り
き
な
り
」

と
あ
る
。「
こ
し
の
」
は
「
こ
ゑ
」
の
「
ゑ
（
恵
（」
を
「
し
（
志
（」

と
誤
写
し
た
こ
と
で
生
じ
た
か
。「
八
月
の
み
つ
こ
と
」
が
「
し
り
き

な
り
」
と
あ
る
点
、
こ
の
ま
ま
で
は
解
釈
で
き
な
い
。「
八
月
」
と
あ

る
の
は
①
京
大
五
冊
本
と
同
様
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。「
し
き
り
」

の
語
順
が
逆
転
し
て
い
る
の
は
、
書
写
の
さ
い
語
順
が
入
れ
替
わ
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。　

③
紅
梅
文
庫
本
は
「
こ
の
ゑ
の
秋
か
せ
は

月
の
み
つ
と
し
る
き
な
り
」
と
あ
る
。「
こ
の
ゑ
の
」
お
よ
び
「
し
る

き
な
り
」
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。「
こ
の
ゑ
」
は
「
近
衛
」
な
ど
と

漢
字
を
宛
て
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
意
味
は
よ
く
分
か

ら
な
い
。「
こ
ゑ
の
」
を
め
ぐ
る
理
解
が
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
で
生

じ
た
異
文
と
考
え
ら
れ
る
。「
し
る
き
な
り
」
は
「
し
き
り
」
の
語
順

が
逆
転
し
た
う
え
に
「
り
」
と
「
る
」
が
書
き
誤
ら
れ
た
と
思
し
い
。

　

④
承
応
版
本
は
「
声
の
あ
き
風
は
月
の
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
と

あ
っ
て
、「
こ
ゑ
の
」
を
「
声
の
」
と
表
記
す
る
。
漢
字
表
記
と
い
う

観
点
か
ら
い
え
ば
、「
呉
苑
」
と
あ
っ
た
為
相
本
と
の
違
い
が
鮮
明
で

あ
る
。
如
何
な
る
要
因
で
「
声
」
と
漢
字
を
宛
て
た
の
か
は
現
時
点
で

詳
ら
か
に
し
難
い
が
、
そ
こ
に
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
生
ま
れ
る
力
あ
る
い

は
本
文
の
動
態
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点

に
関
す
る
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

⑥
蓮
空
本
は
当
該
本
文
を
有
し
な
い
。
先
述
し
た
為
家
本
と
同
様
の

事
由
に
よ
り
備
え
な
い
と
予
測
さ
れ
る
こ
と
は
、
次
の
本
文
を
み
れ
ば

明
ら
か
で
あ
る
。

○　

蓮
空
本
・
巻
三
・
一
七
二
頁

中
将
の
扇
に
、
秋
の
野
を
か
き
て
、
風
い
た
く
ふ
か
せ
た
る
に
、

も
と
あ
ら
の
萩
に
露
を
も
げ
な
る
を
、
し
が
ら
み
か
く
る
さ
を
し

か
、
け
し
き
お
か
し
く
か
き
な
ひ
た
る
を
み
給
て
、
★
か
き
給
へ

る
は
ざ
ま
に
ち
い
さ
く
て
、

わ
が
た
め
に
な
ひ
け
よ
秋
の
し
の
す
ゝ
き
心
を
よ
す
る
風
は

な
く
と
も

心
に
は
し
め
ゆ
ひ
を
き
し
萩
の
え
を
し
が
ら
み
か
く
る
し
か

や
な
か
ら
ん

「
い
つ
し
か
い
も
に
」
と
か
き
す
さ
み
給
へ
る
、
さ
ま
〴
〵
の
御
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ま
へ
ど
も
め
も
を
よ
ば
ず
、「
こ
れ
を
す
こ
し
物
思
ら
ん
女
な
ど
の
、

め
と
め
ぬ
は
あ
ら
じ
か
し
」
と
み
給
ふ
。

　

こ
こ
ま
で
鎌
倉
期
か
ら
室
町
期
・
近
世
期
本
文
の
確
認
を
つ
う
じ
て

「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
の
諸
相
を
整
理
し

て
き
た
。
そ
れ
ら
を
み
る
か
ぎ
り
、
当
該
本
文
が
本
文
史
上
、
大
き
く

揺
れ
動
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ヴ
ァ
リ
ア

ン
ト
の
中
に
は
京
大
五
冊
本
の
よ
う
に
独
自
の
物
語
世
界
を
形
作
っ
て

い
る
可
能
性
の
拭
い
き
れ
な
い
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は
注
意
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。

四
、「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
の
典
拠

　
「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
の
諸
相
を
確
認

し
た
が
、
そ
の
典
拠
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
参
考
に
な
る
か
と

思
わ
れ
る
の
は
、
や
は
り
「
呉
苑
秋
風
」
と
の
表
記
例
を
有
す
る
為
相

本
で
あ
ろ
う
。
承
応
版
本
も
「
声
の
秋
風
」
と
漢
字
を
宛
て
る
が
、
こ

れ
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
漢
詩
句
は
七
言
詩
で
あ
れ
ば

二
字
・
二
字
・
三
字
（
あ
る
い
は
四
字
・
三
字
（
で
語
句
を
句
切
る
こ

と
が
で
き
る
し
、
五
言
詩
で
は
二
字
・
三
字
で
句
切
る
の
が
一
般
的
で

あ
る
。
だ
が
、
承
応
版
本
の
本
文
は
七
言
詩
お
よ
び
五
言
詩
の
訓
み
方
、

そ
の
い
ず
れ
に
も
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
為
相
本
表
記

は
「
呉
苑
秋
風
」
と
あ
り
、「
呉
苑
」「
秋
風
」
と
二
字
・
二
字
で
句
切

る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
七
言
詩
の
一
節
で
あ
る
と
推
定
で
き
る

の
で
あ
る
。
七
言
詩
の
一
節
で
あ
る
と
の
見
通
し
が
立
て
ば
、
典
拠
と

し
て
指
摘
し
う
る
詩
句
も
相
当
に
絞
ら
れ
て
く
る
。
そ
れ
こ
そ
、『
狭

衣
物
語
』
以
前
に
成
立
し
た
『
千
載
佳
句
』
や
『
本
朝
麗
藻
』
な
ど
の

七
言
詩
を
収
め
る
漢
詩
集
は
調
査
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
［
呉
苑
＋

秋
風
］
の
用
例
を
上
述
の
資
料
か
ら
捜
す
と
、『
千
載
佳
句
』
に
、
次

に
掲
げ
る
晩
唐
・
許
渾
の
「
題
武
丘
僧
院
」
の
一
節
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
た
。
い
ま
『
千
載
佳
句
』
諸
本
の
中
で
も
最
古
写
本
（
鎌
倉
期

写
（
と
目
さ
れ
る
歴
博
本
を
用
い
、
そ
の
本
文
を
掲
げ
る（

11
（

。
な
お
、
当

該
本
に
付
さ
れ
た
訓
点
を
基
に
す
る
私
訓
を
丸
括
弧
内
に
入
れ
て
示
す
。

○�　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
本『
千
載
佳
句
』・
上
巻
・
一
五
丁
裏
・

秋
夜
・
一
六
三

荆
溪
夜
雨
花
飛
疾　
（
荆
溪
の
夜
雨
は　

花
飛
ぶ
こ
と
疾は

や

し
（

呉
苑
秋
風
月
満
頻　
（
呉
苑
の
秋
風
は　

月
満
つ
こ
と
頻
り
な
り
（

　

摘
句
さ
れ
る
詩
句
の
一
節
「
呉
苑
秋
風
月
満
頻
」
は
「
呉
苑
の
秋
風

は　

月
満
つ
こ
と
頻
り
な
り
」
と
訓
む
こ
と
が
で
き
る（

14
（

。
そ
の
本
文
を

み
る
か
ぎ
り
、「
呉
苑
秋
風
」
は
為
相
本
の
表
記
と
一
致
す
る
し
、「
月

満
頻
」
が
「
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
と
あ
っ
た
諸
本
本
文
と
同
様

に
訓
み
下
せ
る
点
、
注
目
せ
ら
れ
る
。
右
の
許
渾
詩
句
と
「
こ
ゑ
の
秋

の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
の
一
致
度
を
思
え
ば
、
当
該
詩

句
を
典
拠
と
し
て
認
め
て
よ
い
と
私
は
思
う
の
だ
が
、
軽
々
に
結
論
づ

け
る
わ
け
に
も
い
く
ま
い
。
そ
こ
で
い
ま
一
度
、「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ

は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
の
置
か
れ
る
文
脈
を
整
理
し
た
う
え
で
、

掲
出
許
渾
詩
句
を
典
拠
と
認
め
う
る
か
考
え
て
い
き
た
い
。

　
「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
と
記
し
た
扇
は
、
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「
秋
の
ゝ
を
か
き
て
、
か
ぜ
い
た
う
ふ
き
た
る
に
、
も
と
あ
ら
の
は
ぎ

に
露
を
も
げ
な
る
、
し
が
ら
み
か
く
る
さ
を
し
か
の
け
し
き
を
、
を
か

し
く
か
き
な
い
た
る
」（
深
川
本
（
も
の
で
あ
っ
た
。「
呉
苑
秋
風
」
と

あ
る
箇
所
は
地
の
文
中
の
「
秋
の
ゝ
を
か
き
て
、
か
ぜ
い
た
う
ふ
き
た

る
に
」
と
合
致
す
る
。
ま
た
、
宮
の
中
将
と
の
や
り
と
り
は
夜
で
あ
っ

た
か
ら
、「
秋
夜
」
に
配
列
さ
れ
る
許
渾
詩
を
狭
衣
が
扇
に
書
き
付
け

た
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
は
む
し
ろ
当
意
即
妙
で
す
ら
あ
り
、
不
審
が

あ
る
と
は
言
い
難
い
。―
―
狭
衣
が
、
秋
の
景
物
が
描
か
れ
た
扇
に
「
秋

夜
」
の
こ
と
を
詠
う
と
理
解
さ
れ
る
許
渾
詩
を
書
い
た
と
解
釈
す
る
こ

と
に
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
呉
苑
秋
風
月
満
頻
」
は
“
呉
苑

の
秋
風
は
吹
き
渡
り
、
月
は
幾
度
も
満
ち
て
い
く
”
な
ど
と
読
み
解
か

れ
る
詩
句
で
あ
り
、時
の
経
過
を
い
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。こ
の
点
、「
い

つ
し
か
い
も
に
」
と
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
か
。
ま
た
、
秋
の
景
物

と
当
該
詩
句
の
「
は
ざ
ま
に
、
ち
ゐ
さ
く
」
記
し
た
和
歌
「
我
か
た
に
」

歌
の
結
句
が
「
風
は
な
く
と
も
」
と
あ
る
の
は
、
呉
苑
に
は
風
が
吹
く

け
れ
ど
も
、
私
の
い
る
こ
の
場
に
は
風
が
吹
か
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と

を
言
わ
ん
と
し
た
も
の
か
。
こ
の
よ
う
に
許
渾
詩
を
引
く
当
該
表
現
が

後
続
本
文
の
理
解
に
影
響
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
事
例
も
あ
る
。

　
「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
の
典
拠
は
許
渾

「
題
武
丘
僧
院
」
の
一
節
で
あ
る
と
判
断
し
て
も
、
そ
の
文
脈
上
、
問

題
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り
な
り
」
の
典

拠
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。そ
の
結
果
、同
表
現
の
典
拠
は『
千

載
佳
句
』
収
録
の
許
渾
詩
句
で
あ
る
と
の
見
解
を
得
た
。
こ
の
『
千
載

佳
句
』
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
成
立
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
た
佳
句
集
で

あ
る
。『
和
漢
朗
詠
集
』
と
の
間
に
共
有
す
る
詩
句
も
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
漢
詩
句
を
引
用
す
る
表
現
の
典
拠
を
探
る
う

え
で
、『
千
載
佳
句
』
は
当
然
参
照
さ
れ
る
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、『
狭
衣
物
語
』
研
究
史
上
、『
和
漢
朗
詠
集
』

ば
か
り
に
視
線
が
注
が
れ
、『
千
載
佳
句
』
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
本

朝
で
編
ま
れ
た
漢
詩
集
を
検
討
す
る
視
座
が
欠
け
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
た
と
え
ば
『
新
全
集
』
や
『
全
註
釈
』
の
ご
と
く
『
千
載
佳
句
』

の
書
名
を
出
し
て
お
き
な
が
ら
、「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と

し
き
り
な
り
」
の
典
拠
を
「
出
典
未
詳
」
と
す
る
注
釈
書
な
ど
が
出
現

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る

漢
詩
句
引
用
の
ほ
ぼ
全
て
が
、
大
谷
雅
夫
が
出
典
未
詳
表
現
の
典
拠
を

『
本
朝
麗
藻
』
所
収
詩
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
た
事
例（

11
（

を
除
け
ば
、『
和

漢
朗
詠
集
』
所
収
詩
で
あ
る
か
ら
、
如
上
の
状
況
に
も
一
応
の
理
解
を

示
す
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
各
研
究
者
は
『
和
漢
朗

詠
集
』
ば
か
り
を
検
討
し
て
き
た
研
究
史
を
批
判
的
に
見
つ
め
、
さ
ま

ざ
ま
な
資
料
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ど
れ
ほ
ど
詳
密
な

注
を
完
備
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
理
解
は
刊
行
時
点
に
お

0

0

0

0

0

0
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け
る

0

0

見
解
に
過
ぎ
な
い
。「
こ
ゑ
の
秋
の
か
せ
は
月
み
つ
こ
と
し
き
り

な
り
」
が
長
ら
く
出
典
未
詳
表
現
で
あ
り
続
け
た
の
は
、
研
究
者
ら
の

他
人
任
せ
な
研
究
態
度
に
因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
え
て
な
ら
な
い
。

　
『
狭
衣
物
語
』
本
文
は
錯
綜
し
て
い
る
。
こ
の
理
解
を
否
定
す
る
つ

も
り
は
な
い
。
だ
が
、
片
岡
利
博
に
よ
る
一
連
の
本
文
研
究（

16
（

に
お
い
て

示
さ
れ
た
よ
う
に
、
お
び
た
だ
し
い
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
は
資
料
に
こ
そ
な

れ
、
研
究
上
の
ネ
ッ
ク
と
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
出
典
未
詳

表
現
や
意
味
不
通
本
文
の
み
な
ら
ず
、
作
品
読
解
を
試
み
る
う
え
で
、

本
文
の
諸
相
、
お
よ
び
変
容
過
程
の
輪
郭
を
読
み
取
る
こ
と
―
―
本
文

揺
動
史
の
把
握
を
行
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ま
支
持
さ
れ
る
本
文

理
解
を
捉
え
か
え
す
た
め
に
も
、
我
々
は
改
め
て
本
文
の
有
り
様
を
直

視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
注
】

（
（
（
本
稿
で
は
、
以
下
に
示
す
注
釈
書
を
確
認
し
て
い
る
。
以
下
、
略
称
に

続
け
て
書
名
を
記
す
。『
有
朋
堂
』
―
―
『
有
朋
堂
文
庫
』（
有
朋
堂
書
店
、

大
正
一
〇
年
（。『
全
譯
』
―
―
吉
澤
義
則
『
全
譯
王
朝
文
学
叢
書　

狭
衣
物

語
下
』（
全
譯
王
朝
文
学
叢
書
刊
行
会
、
大
正
一
三
年
（。『
大
系
』
―
―
三

谷
榮
一
・
関
根
慶
子
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

狭
衣
物
語
』（
岩
波
書
店
、

昭
和
四
三
年
。
第
三
刷
（。『
全
書
』
―
―
松
村
博
司
・
石
川
徹
『
日
本
古
典

全
書　

狭
衣
物
語
下
』（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
四
二
年
（。『
集
成
』
―
―
鈴

木
一
雄
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

狭
衣
物
語
下
』（
新
潮
社
、
昭
和
六
一
年
（。

『
新
全
集
』
―
―
小
町
谷
照
彦
・
後
藤
祥
子
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

狭
衣
物
語
2
』（
小
学
館
、
平
成
一
三
年
（。『
全
註
釈
』
―
―
狭
衣
物
語
研

究
会
編
『
狭
衣
物
語
全
註
釈
Ⅶ　

巻
三
（
下
（』（
お
う
ふ
う
、
平
成
二
五
年
（。

（
（
（
上
原
作
和
・
伊
藤
禎
子
・
勝
亦
志
織
「
平
安
後
期
物
語
引
用
漢
籍
総
覧

―
―
『
浜
松
』『
寝
覚
』『
狭
衣
』
編
―
―
」（「
懐
風
藻
研
究
」
第
九
号
、
平

成
一
二
年
五
月
（
お
よ
び
上
原
作
和
「『
狭
衣
最
秘
鈔
』
―
―
『
狭
衣
物
語
』

引
用
漢
籍
註
疏
稿
―
―
」
平
安
文
学
論
究
会
編
『
講
座�

平
安
文
学
論
究
』

第
十
六
輯
（
風
間
書
房
、
平
成
一
四
年
（。

（
（
（
い
ま
な
お
出
典
未
詳
表
現
と
し
て
、
そ
の
解
明
が
俟
た
れ
る
も
の
に
巻

一
に
み
え
る
「
一
す
に
み
て
り
」「
を
と
は
の
山
に
は
」「
め
く
り
く
る
」
と

い
っ
た
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
備
え
る
例
が
あ
る
。
当
該
例
に
つ
い
て
の
検

討
は
稿
を
改
め
て
行
う
。

（
（
（
吉
田
幸
一
編
『
古
典
聚
英　

狭
衣
物
語
下
〈
深
川
本
〉』（
古
典
文
庫
、

昭
和
五
七
年
（
に
拠
る
。
以
下
、
深
川
本
本
文
は
す
べ
て
同
書
に
拠
っ
て
掲

げ
る
。

（
（
（『
新
全
集
』
の
解
釈
は
『
全
註
釈
』
と
同
様
で
あ
る
。
深
川
本
を
底
本
と

す
る
注
釈
書
間
で
そ
の
本
文
理
解
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
（
（
本
文
は
、
三
谷
榮
一
『
平
安
朝
物
語
板
本
叢
書
2　

狭
衣
物
語
（
下
（』

（
有
精
堂
、
昭
和
六
一
年
（
に
拠
る
。

（
（
（
中
田
剛
直
『
校
本
狭
衣
物
語　

巻
三
』（
桜
楓
社
、
昭
和
五
五
年
（
を
利

用
し
た
。
な
お
、
松
井
本
に
は
「
中
将
の
けあ

ふ
き
に
」
と
あ
っ
て
「
け
」
を

ミ
セ
ケ
チ
と
し
た
上
で
「
あ
」
を
書
き
加
え
る
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
私
解

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
（
（
深
川
本
を
除
く
、本
稿
で
参
看
し
た
鎌
倉
写
本
は
以
下
の
と
お
り
と
な
っ

て
い
る
。伝
本
名
を
掲
げ
た
の
ち
、そ
の
出
典
を
記
す
。保
坂
本
・
慈
鎮
本
・

為
明
本
―
―
『
狭
衣
物
語
諸
本
集
成
』（
笠
間
書
院
（。
為
秀
本
―
―
『
静
嘉

堂
文
庫
蔵
物
語
文
学
書
集
成
』（
雄
松
堂
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（。
松
浦
本

―
―
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
プ
リ
ン
ト
。
為
相
本
―
―
紙
焼
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き
写
真
。
為
家
本
―
―
『
古
典
聚
英　

為
家
本
』（
古
典
文
庫
（。

（
（
（
長
谷
川
佳
男
「
巻
一
、
第
一
群
と
第
三
群
の
関
係
―
―
構
造
的
本
文
批

評
の
試
み
―
―
」（
同
『
平
安
朝
物
語
・
本
文
の
科
学
』
笠
間
書
院
、
令
和

二
年
三
月
。
初
出
は
昭
和
六
三
年
（、
片
岡
利
博
『
異
文
の
愉
悦　

狭
衣
物

語
本
文
研
究
』（
笠
間
書
院
、
平
成
二
五
年
（
収
録
の
一
連
の
論
稿
。

（
（0
（
引
用
は
、
菅
野
禮
行
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

和
漢
朗
詠
集
』（
小

学
館
、
平
成
一
一
年
（
に
拠
る
。

（
（（
（
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
確
認
に
は
主
に
『
校
本
狭
衣
物
語
』
を
用
い
た
が
、

影
印
を
確
認
で
き
た
伝
本
に
つ
い
て
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
以
下
に

示
す
伝
本
は
別
途
本
文
を
確
認
し
て
い
る
。
略
称
に
続
け
て
、
そ
の
出
典
を

示
す
。
京
大
五
冊
本
・
内
閣
本
―
―
紙
焼
き
写
真
。
紅
梅
文
庫
本
―
―
『
狭

衣
物
語
諸
本
集
成
』（
笠
間
書
院
（。
承
応
版
本
―
―
三
谷
榮
一
『
平
安
朝
物

語
板
本
叢
書
2　

狭
衣
物
語
（
下
（』。
蓮
空
本
―
―
『
古
典
文
庫
』（
古
典

文
庫
（。

（
（（
（
美
谷
一
夫
「
金
沢
大
学
図
書
館
蔵
（
四
高
本
（「
さ
こ
ろ
も
」
に
つ
い
て

（
一
（」（「
学
葉
」
三
六
巻
、
平
成
六
年
一
二
月
（
に
お
い
て
、
既
に
【
夜
】

と
【
水
】
の
誤
写
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（
引
用
は
『
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
蔵

貴
重
典
籍
叢
書　

文
学
篇
第
二
一
巻
（
漢
詩
文
（』（
臨

川
書
院
、
平
成
一
三
年
（
に
拠
る
。

（
（（
（『
千
載
佳
句
』
に
採
ら
れ
る
許
渾
「
題
武
丘
僧
院
」
の
詩
句
は
頷
聯
の
み

で
あ
り
、
そ
の
全
容
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
許
渾
の
詩
集
『
丁

卯
集
』
に
拠
っ
て
当
該
詩
全
体
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。
引
用
は
『
丁
卯
集
』

（
台
湾
中
華
書
局
、
昭
和
四
三
年
（
を
利
用
し
、
返
り
点
は
私
に
付
し
、
頷

聯
に
は
網
掛
を
施
す
。
な
お
、『
全
唐
詩
』
巻
五
三
四
、『
文
苑
栄
華
』
巻
二

三
〇
に
も
当
該
詩
は
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
若
干
の
異
同
が
認
め

ら
れ
る
。『
全
唐
詩
』
に
は
「
花
開
一
作
飛
疾
」
と
あ
り
、『
文
苑
栄
華
』
に
は
「
花

飛
疾
」
と
あ
る
こ
と
、
申
し
添
え
て
お
く
。

題
二
蘇
州
武
丘
寺
僧
院
一

暂
引
二
寒
泉
一
濯
二
遠
塵
一　
　

此
生
多
是
異
郷
人

荆
溪
夜
雨
花
発
疾　
　
　

�　

呉
苑
秋
風
月
満
頻

万
里
高
低
門
外
路　
　
　
　

�

百
年
栄
辱
夢
中
身

世
間
誰
似
二
西
林
客
一　
　
　

一
臥
二
煙
霞
一
四
十
春

（
11
（
大
谷
雅
夫
「
道
を
う
づ
む
花
」（『
歌
と
詩
の
あ
い
だ
』
岩
波
書
店
、
平

成
二
〇
年
（。

（
（（
（
注（
（
（掲
出
片
岡
著
書
に
同
じ
。

【
附
記
1
】

本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
研
究
奨
励
費
（
課
題
番
号
・

19J11142

（
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

【
附
記
2
】

昨
年
、
急
逝
な
さ
れ
た
加
藤
洋
介
先
生
の
ご
霊
前
に
本
稿
を
謹
ん
で
捧
げ
ま
す
。

先
生
の
ご
冥
福
を
改
め
て
お
祈
り
申
し
あ
げ
ま
す
。

（
こ
ば
や
し
・
た
だ
ま
さ　

本
学
博
士
後
期
課
程
（


