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平
安
期
女
房
装
束
の
復
元
に
む
け
て
（
二
）

　

― 『
源
氏
物
語
』『
源
氏
物
語
絵
巻
』
を
基
盤
と
し
て
・
重
袿 

―髙　

倉　

永　

佳

佐　

藤　
　
　

悟

横　

井　
　
　

孝

一　
『
源
氏
物
語
』『
源
氏
物
語
絵
巻
』

本
研
究
の
出
発
点
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
の
当
該
場
面
、
若
菜
下

の
巻
、六
条
院
の
女
楽
の
場
面
に
立
ち
戻
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。

　
（
女
三
の
）
宮
の
御
方
を
の
ぞ
き
た
ま
へ
れ
ば
、
人
よ
り
け
に

小
さ
く
う
つ
く
し
げ
に
て
、
た
だ
御
衣
の
み
あ
る
心
地
す
。
に

ほ
ひ
や
か
な
る
方
は
後
れ
て
、
た
だ
い
と
あ
て
や
か
に
を
か
し

く
、
二
月
の
中
の
十
日
ば
か
り
の
青
柳
の
、
わ
づ
か
に
し
だ
り

は
じ
め
た
ら
む
心
地
し
て
、
鶯
の
羽
風
に
も
乱
れ
ぬ
べ
く
あ
え

か
に
見
え
た
ま
ふ
。
桜
の
細
長
に
、
御
髪
は
左
右
よ
り
こ
ぼ
れ

か
か
り
て
、
柳
の
糸
の
さ
ま
し
た
り
。
御
琴
の
袋
畳
み
て
ひ
き

か
へ
し
た
る
に
、
ほ
ど
の
小
さ
く
お
は
し
ま
せ
ば
、
な
か
な
か

さ
し
や
り
た
ま
ふ
ほ
ど
も
な
く
て
、
い
と
う
つ
く
し
う
て
見
え

た
ま
ふ
。
…
…

　

女
御
の
君
（
明
石
の
女
御
）
は
、
同
じ
や
う
な
る
御
な
ま
め

き
姿
の
い
ま
す
こ
し
に
ほ
ひ
加
は
り
て
、
も
て
な
し
け
は
ひ
心

に
く
く
、
よ
し
あ
る
さ
ま
し
て
、
よ
く
咲
き
こ
ぼ
れ
た
る
藤
の

花
の
、
夏
に
か
か
り
て
か
た
は
ら
に
並
ぶ
花
な
き
朝
ぼ
ら
け
の

心
地
ぞ
し
た
ま
へ
る
。
さ
る
は
、
い
と
ふ
く
ら
か
な
る
ほ
ど
に

な
り
た
ま
ひ
て
、
な
や
ま
し
く
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
御
琴

も
押
し
や
り
て
、
脇
息
に
お
し
か
か
り
た
ま
へ
り
。
…
…
紅
葉
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の
御
衣
に
、
御
髪
の
か
か
り
は
ら
は
ら
と
き
よ
ら
に
て
、
火
影

の
御
姿
、
世
に
な
く
う
つ
く
し
げ
な
る
に
、

　

紫
の
上
は
、
葡
萄
染
に
や
あ
ら
む
、
色
濃
き
小
袿
、
薄
蘇

芳
の
細
長
に
御
髪
の
た
ま
れ
る
ほ
ど
、こ
ち
た
く
ゆ
る
る
か
に
、

大
き
さ
な
ど
よ
き
ほ
ど
に
様
体
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
あ
た
り
に
ほ

ひ
満
ち
た
る
心
地
し
て
、
花
と
い
は
ば
桜
に
た
と
へ
て
も
、
な

ほ
物
よ
り
す
ぐ
れ
た
る
け
は
ひ
こ
と
に
も
の
し
た
ま
ふ
。

　

か
か
る
御
あ
た
り
に
、
明
石
（
の
君
）は
気
お
さ
る
べ
き
を
、

い
と
さ
し
も
あ
ら
ず
、
も
て
な
し
な
ど
け
し
き
ば
み
は
づ
か
し

く
、
心
の
底
ゆ
か
し
き
さ
ま
し
て
、
そ
こ
は
か
と
な
く
あ
て
に

な
ま
め
か
し
く
見
ゆ
。
柳
の
織
物
の
細
長
、萌
黄
に
や
あ
ら
む
、

小
袿
着
て
、
う
す
も
の
の
裳
の
は
か
な
げ
な
る
ひ
き
か
け
て
、

こ
と
さ
ら
卑
下
し
た
れ
ど
、
け
は
ひ
、
思
ひ
な
し
も
心
に
く
く

あ
な
づ
ら
は
し
か
ら
ず
。
高
麗
の
青
地
の
錦
の
端
さ
し
た
る
褥

に
、
ま
ほ
に
も
ゐ
で
、
琵
琶
を
う
ち
置
き
て
、
た
だ
け
し
き
ば

か
り
弾
き
か
け
て
、
た
お
や
か
に
つ
か
ひ
な
し
た
る
撥
の
も
て

な
し
、
音
を
き
く
よ
り
も
、
ま
た
あ
り
が
た
く
な
つ
か
し
く
て
、

五
月
ま
つ
花
橘
、
花
も
実
も
具
し
て
、
押
し
折
れ
る
か
ほ
り
お

ぼ
ゆ
。 

（
源
氏
物
語
大
成
一
一
五
二
～
一
一
五
四
頁
・

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
④
一
九
一
～
一
九
三
頁（

１
））

作
者
＝
語
り
手
は
、
読
者
と
の
間
で
の
了
解
事
項
、
同
時
代
と
し

て
の
服
飾
意
識
を
共
有
す
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
叙
述
で
も
十

分
通
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
復
元
考
証
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
装
束

の
具
体
的
形
態
に
つ
い
て
の
記
述
意
識
が
薄
く
て
も
ど
か
し
い
一
節

で
あ
る
。
し
か
し
、
記
述
を
要
さ
な
い
こ
と
と
は
、
当
時
の
常
識
の

範
囲
で
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。
平
安
期
の
女
房
装
束
の
一
具
と
し
て

必
要
な
項
目
は
、
諸
記
録
を
徴
し
て
み
て
も
、
次
の
よ
う
に
挙
げ
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
復
元
す
る

予
定
の
項
目
で
も
あ
る
。

①　

袴
（
長
袴
）

②　

単

③　

重
袿

④　

表
着

⑤　

小
袿

⑥　

細
長
（
ま
た
は
唐
衣
）

⑦　

裳

こ
の
う
ち
⑥
「
細
長
」
は
、
別
に
考
え
る
よ
う
に
か
な
り
特
殊
な

も
の
と
し
て
、
右
の
本
文
か
ら
や
や
離
れ
は
す
る
が
、
唐
衣
を
用
意

す
る
こ
と
と
し
た
。
唐
衣
は
裳
と
と
に
「
裳
唐
衣
」
と
纏
め
称
さ
れ
、

ほ
と
ん
ど
一
セ
ッ
ト
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、『
源

氏
物
語
』
若
菜
下
の
巻
の
当
該
場
面
に
は
登
場
し
な
い
も
の
の
、
復
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元
の
一
端
に
加
え
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
現
代
装
束

に
共
通
す
る
項
目
で
は
あ
る
が
、
現
代
の
装
束
の
形
態
が
そ
の
ま
ま

平
安
期
の
女
房
装
束
の
そ
れ
と
一
致
す
る
保
証
は
、
後
者
の
遺
品
が

一
点
も
現
存
し
な
い
以
上
、
ど
こ
に
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
前
稿

に
強
調
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

物
語
の
記
述
が
い
か
に
も
ど
か
し
く
と
も
、
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
根
幹
が
「
源
氏
物
語
研
究
の
学
際
的
・
国
際
的
拠
点
形
成
」
の
一

環
で
あ
る
以
上
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
逸
れ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

そ
し
て
平
安
時
代
後
期
の
成
立
と
は
い
え
、
唯
一
の
画
像
資
料
で
あ

る
国
宝
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
徳
川
本
・
五
島
本
を
外
す
わ
け
に
も
ゆ

か
な
い
。
両
者
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
拠
っ
て

立
つ
基
盤
で
あ
る
。

①
袴
（
長
袴
）
の
考
証
は
、
復
元
の
工
程
で
計
画
の
終
盤
に
予
定

さ
れ
た
た
め
、
そ
の
考
証
は
こ
こ
で
も
後
回
し
と
し
た
い
。

二　

重
袿
に
つ
い
て

―
（
１
）

③
重
袿
（
か
さ
ね
う
ち
き
）
は
、
そ
の
当
時
の
肌
着
で
あ
る
②
単

（
ひ
と
え
）
の
上
に
着
重
ね
る
「
う
ち
き
」
で
あ
り
、
現
代
装
束
で

は
「
五
衣
（
い
つ
つ
ぎ
ぬ
）」
と
称
し
、
文
字
通
り
五
枚
を
着
重
ね

る
の
を
例
と
す
る
が
、
古
く
は
五
枚
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
池
田
亀
鑑
『
平
安
時
代
の
文
学
と
生
活
』
は
諸
書
を
博
索
・

引
用
す
る
、ま
こ
と
に
至
便
の
手
引
き
書
で
あ
る
が
、そ
れ
に
は
「
袿

（
う
ち
き
）」
の
項
に
次
の
ご
と
き
解
説
を
付
し
て
い
る
。

　

こ
こ
に
い
う
袿
は
重
袿
の
こ
と
。
打
衣
よ
り
も
五
、六
寸
長

く
、
栄
花
物
語
、
若
ば
え
の
巻
に
は
十
八
枚
、
ま
た
は
二
十
枚

も
重
ね
て
着
用
す
る
こ
と
が
見
え
て
い
る
。そ
の
形
式
は
表
着
、

打
衣
と
同
じ
く
袷
で
、
地
質
は
唐
綾
（
枕
草
子
）、
綾
（
紫
式

部
日
記
）、薄
物
（
同
上
）。
裏
は
平
絹
。
色
は
紫
（
大
和
物
語
）、

紅
（
紫
式
部
日
記
）、
く
ち
な
し
、
紫
苑
色
、
黄
菊
、
葡
萄
（
以

上
同
上
）
な
ど
。
文
様
が
あ
る
。
…
…

　

室
町
時
代
末
期
よ
り
袿
は
五
枚
と
定
め
ら
れ
、
世
に
五
衣
と

称
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。桃
山
時
代
に
は
人
形
仕
立
と
称
し
て
、

裾
や
袖
口
の
み
を
五
枚
と
し
、
見
え
な
い
所
は
一
枚
と
し
、
か

つ
冬
に
は
裾
に
綿
を
入
れ
て
厚
み
を
見
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

も
っ
と
も
「
五
つ
衣
」
と
い
う
名
称
は
す
で
に
、宇
津
保
物
語
、

忠
こ
そ
の
巻
に
も
見
え
、
増
鏡
、
巻
二
、
北
野
の
雪
の
条
に
、

文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
四
月
、
蓮
華
王
院
御
幸
の
時
の
女
院

の
御
車
に
つ
い
て
の
べ
た
条
に
／
…
…
あ
は
せ
の
五
つ
衣
…
…

／
と
見
え
る（

２
）。

こ
こ
に
引
か
れ
る
『
栄
花
物
語
』「
わ
か
ば
え
」
の
巻
の
一
節
は
、

当
時
の
晴
儀
に
お
け
る
装
束
を
垣
間
見
さ
せ
る
例
と
し
て
よ
く
知
ら
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れ
た
も
の
で
あ
る
。

万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
正
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
既
に
一
条

先
帝
は
崩
御
の
後
、
三
条
天
皇
の
御
代
の
事
で
あ
る
。
枇
杷
殿
に
お

け
る
妍
子
皇
太
后
（
藤
原
道
長
二
女
、
三
条
天
皇
中
宮
）
の
大
饗
の

際
、
女
房
た
ち
に
妍
を
尽
く
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

お
は
し
ま
し
ゐ
て
、
こ
の
御
簾
際
を
誰
も
御
覧
じ
わ
た
せ
ば
、

こ
の
女
房
の
な
り
ど
も
は
、
柳
、
桜
、
山
吹
、
紅
梅
、
萌
黄
の

五
色
を
と
り
か
は
し
つ
つ
（
配
色
を
と
り
か
わ
し
て
）、
一
人

に
三
色
づ
つ
を
着
さ
せ
た
ま
へ
る
な
り
け
り
。
一
人
は
一
色
を

五
つ
、
三
色
着
た
る
は
十
五
づ
つ
、
あ
る
は
六
づ
つ
七
づ
つ
、

た
だ
着
た
る
は
十
八
・
二
十
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
こ
の
色
々
を

着
か
は
し
つ
つ
並
み
ゐ
た
る
な
り
け
り
。　

（『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
第
五
巻
八
六
頁
・

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
②
四
五
〇
頁（

３
））

や
や
文
脈
を
辿
り
に
く
い
一
節
だ
が
、
和
田
英
松
・
佐
藤
球
『
栄

花
物
語
詳
解
』
は
こ
こ
に
「
一
人
は
一
色
を
五
づ
ゝ
重
ね
き
た
れ
ば
、

三
色
に
て
は
、
各
十
五
重
を
着
、
或
は
一
色
を
六
重
、
七
重
づ
ゝ
き

た
れ
ば
、
三
色
に
て
は
十
八
重
、
二
十
一
重
も
き
た
る
よ
し
な
り
。

五
づ
ゝ
七
づ
ゝ
の
下
に
、
に
て
の
字
を
い
れ
て
見
る
べ
し
」、
ま
た

小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
「
一
人
の
女
房
に
、
五
色
の

襲
の
色
目
の
う
ち
か
ら
三
色
を
選
び
、
各
色
を
五
枚
ず
つ
あ
る
い
は

六
、七
枚
ず
つ
着
せ
、
そ
の
結
果
、。
袿
の
枚
数
は
十
五
枚
、
あ
る
い

は
十
八
枚
、
二
十
一
枚
と
な
る
の
で
あ
る
。
袷
で
あ
る
か
ら
、
生
地

の
枚
数
は
三
十
枚
か
ら
四
十
枚
に
も
な
る
」
と
注
記
す
る
。
な
ん
と

重
袿
に
二
一
枚
を
着
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
着
重
ね
る

0

0

0

0

数
が
問
題
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
重
ね

0

0

袿
の
こ
と
と
解
す
る
ほ
か
あ
る

ま
い
。
装
束
全
体
で
何
枚
と
数
え
る
こ
と
は
、
通
常
あ
り
え
な
い
か

ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
右
の
一
節
は
、
次
の
後
文
が
そ
の
ま
ま
続
い
て
い
る
。

あ
る
は
唐
綾
を
着
た
る
も
あ
り
。
あ
る
は
織
物
、
固
文
・
浮
文

な
ど
、
色
々
に
従
ひ
つ
つ
ぞ
着
た
め
る
。
表
着
は
五
重
な
ど
に

し
た
り
。あ
る
は
柳
な
ど
の
一
重
は
み
な
打
ち
た
る
も
あ
め
り
。

唐
衣
ど
も
の
色
、
み
な
ま
た
こ
の
同
じ
色
ど
も
を
と
り
か
は
し

つ
つ
着
た
り
。
裳
は
み
な
大
海
な
り
。
御
几
帳
ど
も
、
紅
梅
、

萌
黄
、
桜
な
ど
の
末
濃
（
す
そ
ご
）
に
て
、
み
な
絵
か
き
た
り
。

紐
ど
も
青
く
て
耀
け
り
。
こ
の
単
は
み
な
青
葉
な
り
け
り
。
殿

ば
ら
あ
さ
ま
し
う
目
も
あ
や
に
て
、か
た
み
に
御
目
を
見
交
し
、

あ
き
れ
た
ま
へ
り
。

（『
全
注
釈
』
⑤
八
六
頁
・『
新
編
全
集
』
②
四
五
〇
頁
）

さ
す
が
に
妍
子
女
房
の
過
差
（
贅
沢
）
は
華
美
に
過
ぎ
て
、
当
時
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も
顰
蹙
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
藤
原
実
資
が
関
白
頼
通
に
「
年
経

ぬ
る
人
は
…
…
今
日
の
女
房
の
な
り
の
や
う
な
る
事
こ
そ
ま
だ
見
侍

ら
ね
」（『
全
注
釈
』
⑤
九
二
頁
・『
新
編
全
集
』
②
四
五
二
頁
）

―
老
人
で
あ
る
私
に
も
、
今
日
の
女
房
の
変
わ
っ
た
こ
と
と
言
っ

た
ら
前
代
未
聞
で
す
ね
、と
皮
肉
を
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、

頼
通
は
妍
子
の
面
前
で
諫
め
る
場
面
が
続
く
。

　

関
白
殿
（
頼
通
）
う
ち
に
入
ら
せ
た
ま
ひ
て
、御
前
（
妍
子
）

に
申
さ
せ
た
ま
ふ
。

「
今
日
の
こ
と
、
す
べ
て
い
と
こ
と
の
ほ
か
に
け
し
か
ら
ず
せ

さ
せ
た
ま
へ
り
。
こ
の
年
ご
ろ
世
の
中
い
と
か
う
い
み
じ
う
な

り
に
て
は
べ
る
。
ま
た
一
年
（
先
年
）
の
御
堂
の
会
の
御
方
々

の
女
房
の
な
り
ど
も
な
ど
ぞ
、
世
に
め
づ
ら
か
な
る
こ
と
ど
も

に
は
べ
り
し
か
ど
、
そ
れ
は
夏
な
れ
ば
事
限
り
あ
り
て
術
（
ず

ち
）
な
か
り
け
り
。
な
で
ふ
人
の
衣
（
き
ぬ
）
か
、
二
十
着
た

る
や
う
さ
ぶ
ら
ふ
。
さ
ら
に
さ
ら
に
い
と
け
し
か
ら
ず
お
は
し

ま
す
…
…
」
と
、
か
へ
す
が
へ
す
同
じ
こ
と
を
せ
さ
せ
た
ま
ふ

…
…
（
頼
通
）「
今
、
御
堂
（
道
長
）
に
今
日
の
こ
と
ど
も
問

は
せ
た
ま
は
ば
、
こ
の
女
房
の
衣
の
数
に
よ
り
御
勘
当
は
べ
ら

ん
ず
ら
ん
と
思
ひ
た
ま
ふ
こ
そ
、
い
と
苦
し
う
さ
ぶ
ら
へ
。

…
… 

（
道
長
は
）『
大
宮
（
彰
子
）・
中
宮
（
威
子
）
は
、
女
房

の
な
り
、
六
つ
に
過
ぐ
さ
せ
た
ま
は
ね
ば
、
い
と
よ
し
。
こ
の

御
前
な
ん
、
い
と
う
た
て
お
は
し
ま
す
（
宜
し
く
な
い
）』
と

こ
そ
は
常
に
さ
ぶ
ら
ふ
め
れ
」
な
ど
申
し
お
か
せ
た
ま
ひ
て
、

出
で
さ
せ
た
ま
ふ
。
女
房
達
ゐ
す
く
み
て
、
立
つ
心
地
い
と
わ

び
し
。 

（『
全
注
釈
』
⑤
一
〇
〇
～
一
〇
一
頁
・　

『
新
編
全
集
』
②
四
五
五
～
四
五
六
頁
）

頼
通
は
関
白
で
あ
る
現
在
も
父
御
堂
殿
＝
道
長
の
譴
責
が
こ
わ

い
。
道
長
の
言
を
引
い
て
、
妍
子
の
姉
彰
子
、
妹
の
威
子
の
女
房
た

ち
の
装
束
は
「
六
つ
に
過
ぐ
さ
せ
た
ま
は
ね
ば
、
い
と
よ
し
」

―

六
枚
を
超
え
な
い
か
ら
よ
ろ
し
い
、
妍
子
の
女
房
の
「
二
十
着
た
る

や
う
」
は
言
語
道
断
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
六
つ
に
過
ぐ

さ
せ
た
ま
は
ね
ば
」
と
規
制
の
具
体
的
な
数
字
が
出
て
く
る
こ
と
に

注
目
し
て
お
き
た
い
。

果
た
し
て
頼
通
の
予
感
が
的
中
し
て
、
そ
の
後
、
頼
通
は
出
家
し

て
い
ま
は
御
堂
殿
と
呼
ば
れ
る
道
長
に
呼
び
出
さ
れ
る
。

　

か
く
て
、
そ
の
夜
も
更
け
ぬ
れ
ば
、
ま
た
の
日
、
御
堂
（
道

長
）
よ
り
、

（
道
長
）「
関
白
殿
（
頼
通
）
と
く
参
ら
せ
た
ま
へ
」

と
あ
れ
ば
、

（
頼
通
）「
何
ご
と
に
か
」

と
て
、
急
ぎ
参
ら
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
…
…
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（
道
長
）「
さ
て
さ
て
」

と
問
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
女
房
の
な
り
な
ど
問
ひ
か
か

ら
せ
た
ま
ひ
て
、あ
り
し
こ
と
ど
も
を
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
ば
、

い
み
じ
う
腹
だ
た
せ
た
ま
ひ
て
、

（
道
長
）「
あ
さ
ま
し
う
、
め
づ
ら
か
な
る
こ
と
ど
も
な
り
や
。

衣
（
き
ぬ
）
は
七
つ
八
つ
を
だ
に
安
か
ら
ぬ
こ
と
と
思
へ
ば
、

中
宮
（
威
子
）・
大
宮
（
彰
子
）
な
ど
に
は
み
な
申
し
知
ら
せ
て
、

い
み
じ
き
を
り
ふ
し
に
も
た
だ
六
つ
と
定
め
申
し
た
る
を
過
た

せ
た
ま
は
ぬ
に
、
こ
の
宮
（
妍
子
）
こ
そ
事
破
り
に
お
は
し
ま

せ
。
す
べ
て
す
べ
て
、
さ
ら
に
さ
ら
に
う
け
た
ま
は
ら
じ
」

と
、
過
ぎ
に
た
る
こ
と
を
の
の
し
ら
せ
給
ふ
…
…

（『
全
注
釈
』
⑤
一
〇
三
頁
・『
新
編
全
集
』
②
四
五
七
頁
）

こ
こ
で
も
重
袿
は
「
七
つ
八
つ
を
だ
に
安
か
ら
ぬ
こ
と
」「
い
み

じ
き
を
り
ふ
し
に
も
た
だ
六
つ
と
定
め
申
し
た
る
」
と
、
先
の
「
六

つ
に
過
ぐ
さ
せ
た
ま
は
ね
ば
、
い
と
よ
し
」
と
呼
応
す
る
数
を
持
ち

出
し
て
い
る
。
こ
の
道
長
と
頼
通
の
や
り
と
り
が
実
際
に
『
栄
花
物

語
』
そ
の
ま
ま
に
あ
っ
た
か
否
か
、
史
実
か
虚
構
か
、
い
ま
は
確
認

す
る
す
べ
が
な
い
。

た
だ
こ
う
し
た
「
過
差
」
は
、
時
の
権
力
者
の
意
向
が
あ
ろ
う
と

な
か
ろ
う
と
一
向
に
収
ま
る
気
配
も
な
く
、
た
と
え
ば
、
院
政
期
に

下
る
例
だ
が
、『
今
鏡
』「
す
べ
ら
き
の
中
」
第
二
に
、

女
院
（
待
賢
門
院
）
の
御
車
の
後
（
し
り
）
に
は
、
み
な
く
れ

な
ゐ
の
十
ば
か
り
重
な
り
た
る
を
出
だ
さ
れ
て
、
く
れ
な
ゐ
の

打
衣
、
桜
萌
黄
の
表
着
、
赤
色
の
唐
衣
に
、
銀
、
金
を
の
べ
て

…
…
裳
の
腰
も
銀
を
の
べ
て
、
う
は
ざ
し
は
玉
を
貫
き
て
ぞ
飾

ら
れ
け
る
。 

（
上
・
二
一
四
頁（
４
））

出
だ
し
車
十
輌
な
れ
ば
、
四
十
人
の
女
房
、
思
ひ
思
ひ
に
装
ひ

ど
も
心
を
尽
さ
れ
て
、
今
日
ば
か
り
は
制
も
破
れ
て
ぞ
は
べ
り

け
る
。
あ
る
は
い
五
つ
に
ほ
ひ
に
て
、
紫
、
く
れ
な
ゐ
、
萌
黄
、

山
吹
、
蘇
芳
、
二
十
五
重
ね
た
る
に
、
打
衣
、
表
着
、
裳
、
唐

衣
、
み
な
か
ね
を
の
べ
て
、
文
に
置
か
れ
た
り
。

（
上
・
二
一
八
頁
）

と
あ
っ
て
、
前
代
未
聞
の
は
ず
の
妍
子
の
女
房
装
束
を
凌
駕
す
る
例

も
あ
っ
た
り
す
る
。

藤
原
資
房
の
日
記
『
春
記
』
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
九
月
三
〇

日
条
に
、

世
間
過
差
可
二
制
止
一
之
由
、
先
日
有
二
仰
事
一
。
以
二
其
由
一
可

レ
被
仰
二
下
右
大
臣
一
也
。
五
節
過
差
事
、
全
可
レ
被
二
仰
下
一
也
。

童
女
御
覧
事
、被
二
停
止
一
可
レ
宜
歟
。早
被
二
仰
下
一
、一
定
可
レ
佳

歟
。
其
制
法
定
後
、
可
二
仰
下
一
者
也
。
至
二
于
定
一
者
、
来
月
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三
日
許
可
レ
宜
也
者
。

（
世
間
の
過
差
、
制
止
す
べ
き
の
由
、
先
日
仰
せ
事
あ
り
。

そ
の
由
を
以
て
右
大
臣
に
仰
せ
下
さ
る
べ
き
な
り
。
五
節
過

差
の
事
、
全
く
仰
せ
下
さ
る
べ
き
な
り
。
童
女
御
覧
の
事
、

停
止
せ
ら
る
る
が
宜
し
か
る
べ
き
か
。
早
く
仰
せ
下
さ
る
る

は
、
一
定
佳
し
か
る
べ
き
か
。
其
の
制
法
定
ま
る
の
後
、
仰

せ
下
す
べ
き
も
の
な
り
。
定
ま
る
に
至
ら
ば
、
来
月
三
日
許

り
宜
し
か
る
べ
き
な
り
、
て
へ
り（

５
））

と
あ
る
の
も
歴
史
上
よ
く
知
ら
れ
た
記
録
で
、『
栄
花
物
語
』
に
も

そ
の
「
制
法
」
が
抑
止
効
果
を
も
た
ら
し
た
例
を
見
い
だ
す
こ
と
は

で
き
る
。

『
栄
花
物
語
』「
暮
ま
つ
ほ
し
」
の
巻
。
後
朱
雀
天
皇
の
御
代
、
女

御
生
子
（
教
通
女
）
の
寵
愛
深
く
、
奢
侈
も
許
さ
れ
そ
う
な
状
況
で

は
あ
る
の
に
、「
制
」あ
る
た
め
、装
束
は
過
差
を
抑
え
た
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
。

　

年
返
り
ぬ
れ
ば
（
寛
徳
元
年
＝
一
〇
四
四
）、
所
々
の
あ
り

さ
ま
ど
も
い
と
め
で
た
し
。
梅
壺
の
女
御
殿
（
生
子
＝
後
朱
雀

女
御
）
の
御
お
ぼ
え
、
月
日
に
添
へ
て
い
と
め
で
た
く
世
人
は

申
せ
ど
、
い
か
な
る
に
か
、「
后
に
は
え
ゐ
た
ま
ふ
ま
じ
」
と

の
み
申
す
。
何
ご
と
に
て
し
る
き
に
か
。

　

こ
の
御
時
は
、
制
あ
り
て
、
衣
（
き
ぬ
）
の
数
は
五
つ
、
紅

の
織
物
な
ど
は
制
あ
り
。
も
の
の
栄
え
な
け
れ
ど
、
を
り
を
り

院
（
上
東
門
院
＝
彰
子
）
の
人
の
装
束
な
ど
は
い
と
を
か
し
く

せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
さ
れ
ど
、
制
あ
れ
ば
い
と
口
惜
し
く
ぞ
。

（『
全
注
釈
』
⑥
四
五
七
頁
・『
新
編
全
集
』
③
三
一
五
頁
）

こ
こ
の
「
衣
の
数
は
五
つ
」
が
後
代
の
「
五
衣
」
に
繋
が
っ
て
ゆ

く
の
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
復
元
に
「
五
衣
」
の
称
を
排
除
し
て
「
重

袿
」
を
用
い
、
さ
ら
に
五
枚
に
拘
ら
な
か
っ
た
理
由
で
も
あ
る
。

因
み
に
、
皇
太
后
妍
子
は
、
皮
肉
屋
の
藤
原
実
資
に
「
賢
后
」
と

評
さ
れ
た（

６
）姉
・
彰
子
に
対
し
て
、
妍
子
は
「
遊
び
や
宴
会
好
き
」「
派

手
好
み
」
と
捉
え
ら
れ（

７
）、

勝
ち
気
で
華
や
か
な
性
分
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
そ
う
し
た
あ
る
じ
を
戴
く
女
房
た
ち
の
姿
容
は
、
た
ま
た
ま
万

寿
二
年
の
大
饗
に
あ
ら
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
万
寿
四
年

（
一
〇
二
七
）
正
月
の
枇
杷
殿
の
臨
時
客
に
お
い
て
も
、『
栄
花
物
語
』

「
わ
か
み
づ
」
の
巻
に
、

寝
殿
を
見
れ
ば
、
御
簾
い
と
青
や
か
な
る
に
、
朽
木
形
の
青
紫

に
に
ほ
へ
る
よ
り
、
女
房
の
衣
の
褄
・
袖
口
重
な
り
な
ほ
ほ
か

よ
り
は
に
ほ
ひ
ま
さ
り
て
見
ゆ
る
は
、
お
ほ
か
た
こ
の
宮
（
妍

子
）
の
女
房
は
、
衣
の
数
を
い
と
多
う
着
さ
せ
た
ま
へ
ば
な
る

べ
し
。 

（『
全
注
釈
』・『
新
編
全
集
』
③
八
六
頁
）
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と
、
相
変
わ
ら
ず
の
様
子
が
見
ら
れ
る
。「
お
ほ
か
た
」
妍
子
女
房

の
装
束
は
並
外
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、こ
こ
ま
で
の
過
差
は
、

参
考
に
は
で
き
な
い
。

三　

重
袿
に
つ
い
て

―
（
２
）

前
節
の
考
証
過
程
を
図
式
化
し
つ
つ
補
足
し
て
み
よ
う
。

ａ　

 「
一
条
天
皇
の
時
代
」
の
後
、
妍
子
の
周
辺
の
ご
と
き
「
重

袿
」「
織
物
」
の
過
差
の
時
代
が
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　

⬇

ｂ　

過
差
の
制
禁
の
頻
発
（「
五
」
と
い
う
数
量
の
強
調
）

　
　
　
　
　
　
　

⬇

ｃ　
「
五
衣
」
の
概
念
の
発
生
。

　
　
　
　
　
　
　

⬇

ｄ　
『
源
氏
物
語
』
の
時
代
は
「
過
差
の
時
代
」
直
前
。

　
　
「
彰
子
の
時
代
」
の
産
物
と
考
え
る
べ
き
か
。

　
　
　
　
　
　
　

⬇

ｅ　

重
袿
の
枚
数
は
「
五
」
に
は
拘
ら
な
い
。

こ
こ
に
い
う
「
一
条
天
皇
の
時
代
」
と
は
、
厳
密
な
歴
史
区
分
を

指
す
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
一
条
天
皇
は
崩
御
し
、
妍
子

の
夫
三
条
天
皇
が
そ
の
あ
と
に
登
極
し
た
も
の
の
（
寛
弘
八
年
＝

一
〇
一
二
）、
足
掛
け
五
年
で
退
位
（
長
和
五
年
＝
一
〇
一
六
）、
後

一
条
天
皇
の
御
代
と
な
っ
て
い
る
。
妍
子
と
そ
の
女
房
た
ち
が
妍
を

競
う
よ
う
な
状
況
以
前
の
、
紫
式
部
が
体
験
し
た
宮
廷
生
活
の
状
況

を
大
雑
把
に
示
す
も
の
と
し
て
用
い
た
。

「
彰
子
の
時
代
」
も
ま
た
同
様
で
、『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、

内
裏
わ
た
り
に
て
、
明
け
暮
れ
見
な
ら
し
、
き
し
ろ
ひ
た
ま
ふ

女
御
・
后
お
は
せ
ず
、
そ
の
御
方
、
か
の
細
殿
と
い
ひ
な
ら
ぶ

る
御
あ
た
り
も
な
く
、
男
も
女
も
、
い
ど
ま
し
き
こ
と
も
な
き

に
う
ち
と
け
、
宮
の
や
う
と
し
て
、
色
め
か
し
き
を
ば
、
い
と

あ
は

く
し
と
お
ぼ
め
い
た
れ
ば
、
す
こ
し
よ
ろ
し
か
ら
ん
と

思
ふ
人
は
、
お
ぼ
ろ
け
に
て
出
で
ゐ
は
べ
ら
ず
。

（
新
大
系
三
〇
四
～
三
〇
五
頁（

８
））

と
あ
り
、彰
子
に
並
び
立
つ
后
妃
が
い
な
い
た
め
に
競
争
心
も
な
く
、

至
極
お
っ
と
り
と
生
活
し
て
お
り
、あ
る
じ
の
自
身
の
風
儀
と
し
て
、

「
色
め
か
し
き
を
ば
、
い
と
あ
は

く
し
と
お
ぼ
め
い
た
れ
ば
」

―
浮
つ
い
た
こ
と
を
軽
薄
と
考
え
る
ご
気
性
、と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
宮
を
中
心
と
す
る
「
一
条
天
皇
の
時
代
」
の
宮
廷
生
活

は
、
当
然
妍
子
の
そ
れ
と
は
異
な
る
「
彰
子
の
時
代
」
で
も
あ
る
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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『
源
氏
物
語
』
六
条
院
女
楽
の
際
の
明
石
の
君
の
姿
は
、「
う
す
も

の
の
裳
の
は
か
な
げ
な
る
」
を
ひ
き
か
け
て
、「
こ
と
さ
ら
卑
下
し
」

て
い
る
と
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で「
柳
の
織
物
の
細
長
」や「
高

麗
の
青
地
の
錦
の
端
さ
し
た
る
褥
」
な
ど
に
、
そ
の
身
辺
の
も
の
の

豪
華
さ
の
片
鱗
を
示
し
て
い
る
。
装
束
全
体
は
、
他
の
女
三
の
宮
・

明
石
の
女
御
・
紫
の
上
ら
の
よ
う
な
暖
色
系
の
色
彩
を
抑
え
て
寒
色

系
で
纏
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
前
稿
に
述
べ
た
。
と
す
れ
ば
、

地
味
に
見
え
る
中
に
も
富
裕
さ
を
基
盤
に
し
た
重
袿
を
着
用
し
て
い

た
と
考
え
る
こ
と
に
は
矛
盾
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

ま
す
ま
す
重
袿
を
「
五
」
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。「
五

衣
」
の
時
代
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

次
な
る
問
題
は
そ
の
形
状
と
寸
法
で
あ
る
。

現
代
装
束
の
「
五
衣
」
は
、
襟
元
・
袖
口
の
重
な
り
を
美
し
く
見

せ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
お
り
、
上
に
な
る
ほ
ど
寸
法
を
短
く
と
っ

て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
お
め
り
」
で
あ
る
。
一
方
、
平
安
期
女
房
装

束
の
「
重
袿
」
は
ど
う
か
。
く
り
返
し
に
な
る
け
れ
ど
も
、
遺
品
が

な
い
た
め
に
実
の
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
。
類
推
す
る
方
法
を
考
え

た
い
。

書
陵
部
蔵
『
女
房
装
束
裁
縫
抄
』（
彰
考
館
蔵
本
の
転
写
本
）
に

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一　

 

五
つ
絹
。
表
す
ゝ
し
の
白
あ
や
同
白
糸
に
て
、
な
て
し
こ

の
丸
五
葉
つ
ゝ
、
丸
の
指
わ
た
し
弐
寸
三
分
、
但
け
ん
有
。

五
つ
と
も
に
表
同
を
や
う
也
、
裳
は
木
羽
二
重
、
う
す
花

色
也
。行

長
、
右
同
断
。 

　
（
二
ウ
）

一　

五
つ
絹
。
五
つ
の
内
四
つ
は
表
赤
地
、
厚
板
地
。
上
紋
梅

も
赤
也
。
大
さ
弐
寸
つ
ゝ
也
。
壱
つ
は
表
色
あ
や
也
。
裏

白
羽
二
重
。
四
つ
は
裏
あ
を
紅
、
お
く
み
の
分
に
中
綿
ヲ

入
。
但
ゑ
り
き
は
迄
。

行
長
寸
法
、
右
同
断
。 

（
一
〇
ウ
～
一
一
オ
）【第一図】書陵部蔵『女房装束裁縫抄
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【
第
一
図
】
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
五
衣
」
の
衿
と

袖
口
の
重
な
り
は
、
か
な
り
狭
く
表
現
さ
れ
て
い
る
（
図
の
矢
印
は

私
意
）。
寸
法
の
指
定
に
も
、
そ
の
差
異
は
明
確
で
は
な
い
。

書
陵
部
蔵
『
当
時
女
房
装
束
之
図
』（
天
明
四
年
写
、
享
保
一
二

年
写
の
転
写
本
）
に
も
「
五
衣
」
の
記
述
が
あ
る
。

典
侍
衣

打
衣
三

表
裏
紅
。
平
絹
ハ
板
引
。
衣
長
六
尺
四
寸
七
分
、
身
袖
ノ
幅

弐
尺
五
寸
五
分
、
袖
長
二
尺
五
寸
二
分
、
同
幅
一
尺
三
寸
、

身
幅
二
尺
五
寸
九
分
。
大
頸
幅
裾
ニ
テ
八
寸
、領
幅
四
寸
六
分
、

同
長
惣
六
尺
三
寸
七
分
。
領
ト
袖
口
ト
裏
ノ
フ
キ
出
ル
振
ノ
明
袖

長
半
身
之
方
ニ
テ
明
又
袖
ノ
明
半
。

（
図
）

五
衣
二

寸
尺
同
打
衣
。
五
重
共
ニ
綾
、
裏
平
絹
紅
。
領
袖
口
共
ニ
フ

キ
出
ル
。
大
頸
計
綿
入
、
残
ハ
皆
袷
。
但
打
衣
ニ
長
五
分
長
シ
。

唐
花
皆
浮
紋
、
桃
色
織
色
。

（
図
）【
第
二
図
】

こ
こ
に
は
打
衣
と
「
寸
尺
同
じ
」
で
あ
り
、「
長
（
た
け
）」
が
五

尺
分
長
い
だ
け
な
の
だ
と
い
う
。「
五
衣
」
自
体
の
寸
尺
に
つ
い
て

は
記
さ
れ
な
い
が
、【
第
二
図
】
に
示
さ
れ
る
襟
元
・
袖
口
は
、
五

枚
全
て
が
同
寸
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

（
図
の
矢
印
は
私
意
）。

『
女
房
装
束
裁
縫
抄
』『
当
時
女
房
装
束
之
図
』
と
も
に
江
戸
後
期

の
資
料
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
が
、
江
戸
末
の

そ
れ
が
現
代
装
束
の
ご
と
き
襟
元
・
袖
口
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
い
ず
れ
か
の
時
点
で
の
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
資
料

で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

【第二図】書陵部蔵『当時女房装束之図』
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【
第
三
図
】
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。

英
照
皇
太
后
（
一
八
三
五
～
一
八
九
七
）
の
写
真
で
あ
る
。
皇
太

后
は
関
白
九
条
尚
忠
女
、
旧
名
・
夙
子
。
孝
明
天
皇
の
女
御
で
、
実

母
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
明
治
天
皇
の
嫡
母
と
し
て
、
天
皇
即
位

後
に
皇
太
后
に
冊
立
さ
れ
た
。

撮
影
時
期
は
不
明
だ
が
、
幕
末
・
維
新
の
交
で
あ
ろ
う
。
裳
唐
衣

の
正
装
で
あ
る
。
同
時
期
の
装
束
を
う
か
が
わ
せ
る
貴
重
な
史
料
で

あ
る
。
襟
元
・
袖
口
に
注
目
す
れ
ば
、
現
代
装
束
の
よ
う
に
き
れ
い

に
整
え
ら
れ
ず
袖
口
の
と
こ
ろ
で
蟠
っ
た
状
態
に
見
え
る
。
こ
れ
は

右
に
見
た
【
第
一
図
】【
第
二
図
】
の
ご
と
く
「
五
衣
」
を
同
寸
に

仕
立
て
、
着
用
し
た
際
に
起
こ
る
現
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
第
四
図
】
は
国
宝
『
源
氏
物
語
絵
巻
』「
御
法
」
の
紫
の
上
の
像

【第三図】英照皇太后

【第四図】『源氏物語絵巻』「御法」紫の上像
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（
描
き
起
こ
し
）
で
あ
る
。
画
面
左
の
重
袿
の
袖
口
の
輪
郭
が
緩
や

か
な
平
行
線
で
は
な
く
、不
均
衡
な
歪
曲
し
た
線
で
描
か
れ
て
い
る
。

英
照
皇
太
后
の
肖
像
写
真
と
近
似
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
第
五
図
】
は
、
同
じ
く
国
宝
『
源
氏
物
語
絵
巻
』「
竹
河
一
」
図

の
画
面
左
上
隅
に
固
ま
っ
て
描
か
れ
て
い
る
女
房
の
一
人
の
像
。
こ

の
袖
口
の
表
現
も
【
第
四
図
】
の
そ
れ
と
同
様
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

【
第
六
図
】
も
同
じ
絵
巻
「
宿
木
二
図
」
の
女
房
群
像
の
中
か
ら
、

左
上
の
人
物
の
姿
を
描
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
匂
宮
と
夕
霧
六

の
君
と
の
婚
姻
の
場
面
、
女
房
た
ち
は
着
飾
っ
て
、
裳
唐
衣
を
着
用

し
て
い
る
。
右
手
は
扇
を
顔
に
か
ざ
し
て
い
る
の
で
見
え
な
い
が
、

画
面
向
か
っ
て
右
側
に
あ
る
左
袖
口
も
全
く
同
様
に
見
な
し
て
よ
い

の
で
は
な
い
か
。

絵
巻
は
図
像
と
し
て
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
る
と
思
い
込
み
が
ち

【第五図】『源氏物語絵巻』「竹河１」女房像

【第六図】『源氏物語絵巻』「宿木２」女房像
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だ
が
、
実
は
、
国
宝

0

0

『0、
源
氏
物
語
絵
巻

0

0

0

0

0

0

』0、
は
そ
の
時
代
な
り
に
写
実

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

的
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

。

こ
れ
ら
を
徴
証
と
し
て
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
平
安
期
女
房
装
束
の

「
重
袿
」
は
、
す
べ
て
同
寸
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四　

染
色
と
文
様

も
う
一
度
本
稿
冒
頭
の
『
源
氏
物
語
』
本
文
に
立
ち
戻
っ
て
み
る

と
、
そ
こ
に
明
示
さ
れ
る
の
は
、
女
楽
に
参
加
し
た
女
性
た
ち
の
様

子
と
装
束
の
一
部
の
名
称
、
そ
し
て
さ
ら
に
染
色
と
本
人
の
相
性
で

あ
っ
た
。
明
石
の
君
に
関
す
る
情
報
量
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
。

柳
の
織
物
の
細
長
、
萌
黄
に
や
あ
ら
む
、
小
袿
着
て
…
…

「
細
長
」「
小
袿
」
に
つ
い
て
は
右
の
と
お
り
だ
が
、
右
に
長
々
と

考
証
し
た
「
重
袿
」
他
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
参
照
す
べ
き
情
報
が
な

い
の
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、『
源
氏
物
語
』
中
、
染
色
に
つ

い
て
の
記
述
は
少
な
く
な
い
け
れ
ど
も
、
最
も
欠
落
し
て
い
る
の
が

文
様
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。

同
じ
作
者
で
も
中
宮
彰
子
の
敦
成
親
王
出
産
前
後
で
は
、
映
像
の

よ
う
に
直
叙
し
て
お
り
、
ま
さ
し
く
記
録
の
筆
致
に
な
っ
て
い
る
。

『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
九
月
一
一
日
の
御
湯
殿

の
儀
の
際
に
、

宮
は
、
殿
抱
き
た
て
ま
つ
り
給
て
、
御
佩
刀
（
は
か
し
）、
小

少
将
の
君
、
虎
の
頭
、
宮
の
内
侍
と
り
て
、
御
さ
き
に
ま
い
る
。

唐
衣
は
松
の
実
の
紋
、
裳
は
海
賦
（
か
い
ふ
）
を
織
り
て
、
大

海
の
摺
目
（
す
り
め
）
に
か
た
ど
れ
り
。
腰
は
う
す
物
、
唐
草

を
ぬ
い
た
り
。 

（
新
大
系
二
六
四
頁
）

と
文
様
を
含
め
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
九
月
一
五
日
条
、
五

日
夜
の
儀
に
お
け
る
供
膳
で
は
、

御
膳
ま
い
り
は
て
ゝ
、
女
房
、
御
簾
の
も
と
に
出
で
ゐ
た
り
。

火
影
に
き
ら

く
と
見
え
わ
た
る
中
に
も
、
大
式
部
の
お
も
と

の
裳
・
唐
衣
、
小
塩
山
の
小
松
原
を
ぬ
い
た
る
さ
ま
、
い
と
を

か
し
。
大
式
部
は
陸
奥
の
守
の
妻
（
め
）、
殿
の
宣
旨
よ
。

大
輔
の
命
婦
は
、
唐
衣
は
手
も
ふ
れ
ず
、
裳
を
白
銀
の
泥
（
で

い
）
し
て
、
い
と
あ
ざ
や
か
に
大
海
を
摺
り
た
る
こ
そ
、
け
ち

え
ん
な
ら
ぬ
物
か
ら
、
め
や
す
け
れ
。

弁
の
内
侍
の
、
裳
に
白
銀
の
州
浜
、
鶴
を
立
て
た
る
し
ざ
ま
、

め
づ
ら
し
。
裳
の
ぬ
い
物
も
、
松
が
枝
の
よ
は
ひ
を
あ
ら
そ
は
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せ
た
る
心
ば
へ
、
か
ど

く
し
。 

（
新
大
系
二
六
八
頁
）

と
あ
る
女
房
の
描
写
は
裳
唐
衣
の
刺
繍
が
時
宜
を
得
て
い
る
こ
と
の

賞
賛
で
は
あ
る
が
、
記
録
と
し
て
の
記
述
の
体
裁
た
り
得
て
お
り
、

『
源
氏
物
語
』
の
描
写
と
は
自
ず
か
ら
異
な
る
方
向
性
を
も
つ
も
の

な
の
で
あ
る
。

『
紫
式
部
日
記
』
の
場
合
で
も
、
例
え
ば
「
無
文
の
唐
衣
」（
新
大

系
二
七
五
頁
）
と
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
無
文
と
い
っ
て
も
織
物
の

地
文
様
は
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
を
別
の
色
糸
で
織
り
出
し
た
り
は

し
な
い
、
地
色
一
色
の
も
の
の
こ
と
」
と
解
さ
れ
て
い
る（

９
）か

ら
、
当

然
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
文
様
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
記
述

が
な
い
以
上
、
着
用
す
る
本
人
の
立
場
・
身
分
、
そ
の
場
な
ど
か
ら

「
し
か
る
べ
き
文
様
」
を
考
慮
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
六
条
院
女
楽
に
お
け
る
明
石
の
君
に
と
っ
て
「
し
か
る
べ

き
文
様
」
と
は
何
か
。「
重
袿
」
だ
け
で
な
く
、
装
束
全
体
に
関
わ

る
事
柄
で
あ
る
。こ
れ
ま
た
悩
ま
し
い
問
題
で
あ
る
が
、類
推
に
よ
っ

て
、「
あ
り
得
べ
き
」
文
様
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
源
氏

物
語
』
自
体
が
直
接
に
参
照
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
や
は
り
拠
る
と

こ
ろ
は
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
で
あ
る
。

主
た
る
図
像
か
ら
女
性
の
装
束
の
文
様

0

0

0

0

0

0

0

0

を
列
記
し
て
み
よ
う
。
原

絵
巻
を
主
と
し
て
、
各
復
元
絵
巻
・
Ｘ
線
写
真）

（1
（

な
ら
び
に
蛍
光
撮
影

画
像
等
を
参
照
し
た
が
、
剥
落
等
も
多
く
、
網
羅
し
て
い
る
と
は
い

い
が
た
く
、
ま
た
視
認
を
中
心
に
し
た
た
め
、
不
鮮
明
な
画
像
に
つ

い
て
は
確
定
し
が
た
い
。
こ
こ
で
は
、
推
定
の
材
料
と
し
て
主
な
文

様
を
挙
げ
て
お
く
の
み
で
あ
る
（
復
元
図
に
描
か
れ
て
い
て
も
こ
こ

に
挙
げ
得
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
）。
装
束
の
比
定
に
つ
い
て
も
、

一
案
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
場
面
中
に
複
数
描
か
れ
て
い
る
女
房
は
、
主
人
公
に
近
い

と
こ
ろ
か
ら
反
時
計
回
り
に
序
列
し
た
。

『
源
氏
物
語
絵
巻
』
装
束
文
様
一
覧

＊
柏
木
一
図

女
三
の
宮
…
葡
萄
立
涌
（
袿
）

女
房
①
…
…
藻
勝
見
（
唐
衣
）

女
房
②
…
…
唐
花
丸
（
唐
衣
）・
梅
花
（
表
着
）

＊
柏
木
二
図

女
房
①
…
… 

唐
花
丸
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）・
唐
花
菱
襷
文

（
裳
）

女
房
②
…
… 

小
葵
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）・
唐
花
菱
襷
文
（
裳
）

女
房
③
…
…
葡
萄
立
涌
（
表
着
）

＊
柏
木
三
図

女
房
①
…
…
梅
花
（
唐
衣
）・
遠
菱
（
単
）

女
房
②
…
…
桜
花
（
唐
衣
）
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＊
横
笛雲

居
雁
…
…
亀
甲
唐
花
（
袿
）

乳
母
…
…
…
花
菱
（
単
）

女
房
①
…
…
花
菱
？
（
表
着
）・
四
花
菱
（
単
）・
唐
草
（
裳
）

女
房
②
…
…
葡
萄
立
涌
（
表
着
）

＊
夕
霧雲

居
雁
…
…
無
文
（
単
）

女
房
①
…
…
雲
立
涌
（
表
着
）

女
房
②
…
…
唐
花
丸
（
表
着
）・
三
重
襷
（
裳
）

＊
御
法紫

の
上
…
…
唐
花
丸
（
袿
）・
遠
菱
（
単
）

明
石
の
中
宮
…
…
遠
菱
（
単
）

＊
竹
河
一
図

女
房
①
…
…
梅
花
（
表
着
）

女
房
②
…
…
葡
萄
立
涌
（
表
着
）

女
房
③
…
…
桜
花
（
表
着
）

女
房
④
…
…
遠
菱
（
単
）

女
房
⑤
…
…
小
葵
文
（
表
着
）

＊
竹
河
二
図

大
君
…
…
…
桜
花
（
表
着
）・
繁
菱
（
単
）

中
の
君
…
…
梅
花
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）

女
房
①
…
…
小
葵
（
表
着
）

女
房
②
…
…
葡
萄
立
涌
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）・
海
賦
（
裳
）

女
房
③
…
…
唐
花
丸
（
表
着
）・
海
賦
（
裳
）

＊
橋
姫中

の
君
…
…
葡
萄
立
涌
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）

女
房
①
…
…
唐
花
丸
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）

女
房
②
…
…
小
葵
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）

＊
早
蕨中

の
君
…
…
葡
萄
立
涌
（
表
着
）・
三
重
襷
（
単
）

弁
の
尼
…
…
遠
菱
（
単
）

女
房
①
…
…
唐
花
丸
？
（
小
袿
）・
遠
菱
（
単
）

女
房
②
…
…
小
葵
（
重
袿
）

女
房
③
…
…
藻
勝
見
（
表
着
）

女
房
④
…
…
遠
菱
（
単
）

＊
宿
木
一
図

女
房
①
…
… 

亀
甲
唐
花
（
唐
衣
）・
唐
草
（
小
袿
）・
三
重
襷

（
単
）・
海
賦
（
裳
）

女
房
②
…
…
小
葵
文
（
唐
衣
）

＊
宿
木
二
図

夕
霧
六
の
君 

…
…
白
地
亀
甲
唐
花
に
唐
花
丸
（
小
袿
）・
青

字
亀
甲
唐
草
に
唐
花
丸
文
（
表
着
）・
三
重
襷

（
単
）

女
房
①
…
…
唐
草
（
唐
衣
）・
遠
菱
（
単
）・
唐
花
菱
襷
文
（
裳
）
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女
房
②
…
… 

花
菱
（
唐
衣
）・
花
菱
（
表
着
）・
花
菱
（
単
）・

三
重
襷
（
裳
）

女
房
③
…
…
菱
繫
（
唐
衣
）・
亀
甲
唐
花
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）

女
房
④
…
… 

七
宝
唐
花
（
唐
衣
）・
唐
花
丸
（
表
着
）・
繁
菱

（
単
）・
唐
花
菱
襷
文
（
裳
）

女
房
⑤
…
… 
唐
花
丸（
唐
衣
）・
唐
花
丸（
表
着
）・
遠
菱（
単
）・

唐
花
菱
襷
文
（
裳
）

＊
宿
木
三
図

中
の
君
…
…
花
菱
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）

＊
東
屋
一
図

浮
舟
…
…
…
小
葵
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）

中
の
君
…
…
七
宝
唐
花
（
表
着
）・
繁
菱
（
単
）

女
房
①
…
…
藻
勝
見
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）

女
房
②
…
…
花
菱
？
（
表
着
）

女
房
③
…
… 

唐
花
丸
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）・
唐
花
菱
襷
文

（
裳
）

女
房
④
…
…
菱
繫
（
表
着
）

＊
東
屋
二
図

女
房
①
…
…
菊
丸
文
？
（
表
着
）・
花
菱
（
単
）

女
房
②
…
…
七
宝
唐
花
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）

女
房
③
…
…
小
葵
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）

女
房
④
…
…
葡
萄
立
涌
（
表
着
）・
遠
菱
（
単
）

女
房
⑤
…
…
遠
菱
（
単
）

右
の
一
覧
は
図
像
か
ら
読
み
取
れ
る
範
囲
で
挙
げ
た
も
の
で
あ

り
、
不
明
な
文
様
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、「
遠
菱
」
と
し
た

の
は
、「
四
菱
に
三
重
襷
」
あ
る
い
は
「
菱
繫
」
の
可
能
性
も
あ
る

も
の
の
、
原
図
（
複
製
）・
Ｘ
線
写
真
ほ
か
の
資
料
で
は
明
瞭
に
判

別
し
が
た
い
た
め
、
こ
の
よ
う
に
表
記
し
た
、
と
い
う
点
を
ご
了
解

願
い
た
い
。
さ
ら
に
、文
様
の
名
称
も
同
一
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

文
献
に
よ
っ
て
か
な
り
の
差
異
を
生
ず
る
場
合
も
あ
る
。
是
非
と
も

諸
賢
に
は
ご
叱
正
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
あ
る）

（（
（

。

こ
う
し
た
実
際
の
図
柄
を
検
討
し
た
我
々
が
気
に
し
た
の
は
、
文

様
の
「
格
」
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
の
か
、
着
用
す
る
人
物
と

の
相
関
は
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
「
七
宝

唐
花
」
は
、
現
存
絵
巻
で
は
東
屋
一
図
の
中
の
君
に
し
か
見
ら
れ
な

い
。「
唐
花
丸
」
は
例
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、地
文
に
「
亀

甲
唐
花
」
を
用
い
て
い
る
ら
し
い
の
が
原
図
で
も
読
み
取
れ
る
が
、

こ
れ
は
宿
木
二
図
の
夕
霧
六
の
君
に
確
認
で
き
る
、

―
等
々
。

し
か
し
、
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
の
現
存
部
分
が
限
定
的
で
あ
る
こ

と
、
鎌
倉
期
の
他
の
物
語
絵
巻
等
も
残
欠
と
い
う
に
近
く
参
考
に
す

る
に
は
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
印
象
で
即
断
す

る
こ
と
は
し
に
く
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
右
に
挙
げ

た
絵
巻
の
実
例
は
故
実
あ
る
も
の
と
認
め
、
奇
を
衒
わ
ず
、
実
例
の
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中
か
ら
選
択
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
こ
と
と
し
た
。

【
第
七
図
】
は
「
雲
立
涌
文
」（
く
も
た
ち
わ
き
も
ん
）。
立
涌
文

は
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。「
雲
立
涌
」
は
、
室
町

時
代
の
も
の
と
し
て
熊
野
速
玉
神
社
の
衵
（
あ
こ
め
）
の
実
例
が
あ

り
、「
松
立
涌
」
は
、
江
戸
時
代
の
も
の
と
し
て
京
都
国
立
博
物
館

に
寄
託
さ
れ
る
有
栖
川
宮
家
伝
来
の
細
長
の
例
が
あ
る）

（1
（

。
今
回
は
源

氏
物
語
絵
巻
に
見
出
さ
れ
る
文
様
を
用
い
て
問
題
な
か
ろ
う
と
判
断

し
た
。

な
お
、【
第
七
図
】
の
「
葡
萄
立
涌
」
は
、
今
回
、
稿
者
（
髙
倉

永
佳
）
の
考
証
に
基
づ
い
て
、
葡
萄
唐
草
を
モ
チ
ー
フ
に
デ
ザ
イ
ン

化
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
第
八
図
】
は
「
唐
花
丸
」。
右
に
一
覧
し
た
よ
う
に
、
源
氏
物
語

絵
巻
中
に
例
を
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
用
例
が
多

す
ぎ
る
た
め
、
細
長
・
小
袿
の
よ
う
に
目
に
つ
き
や
す
い
装
束
に
採

用
す
る
に
は
や
や
躊
躇
を
感
じ
、
重
袿
の
よ
う
な
目
立
ち
に
く
い
部

分
に
採
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

「
唐
花
丸
」
は
、
源
氏
物
語
絵
巻
・
宿
木
二
図
の
よ
う
な
婚
礼
の

場
面
で
は
、
華
や
か
に
亀
甲
唐
花
地
に
色
変
わ
り
の
丸
菊
文
を
散
ら

す
よ
う
な
工
夫
も
あ
る
ら
し
い
。
重
袿
の
場
合
は
見
え
る
か
見
え
な

い
か
と
い
っ
た
微
細
な
部
分
で
も
あ
る
の
で
、今
回
の
「
復
元
装
束
」

で
は
殊
更
に
変
化
を
求
め
な
い
こ
と
と
し
た
。

『
源
氏
物
語
』
の
本
文
で
は
「
柳
の
織
物
の
細
長
、
萌
黄
に
や
あ

【第七図】葡萄立涌文

【第八図】唐花丸文（丸菊文）
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ら
む
、小
袿
着
て
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
平
安
期
の
読
者
は
、

同
時
代
と
い
う
感
覚
に
よ
っ
て
記
載
の
空
白
部
分
を
補
っ
て
い
た
だ

ろ
う
と
推
測
は
さ
れ
る
が
、
現
代
で
は
「
復
元
」
し
よ
う
に
も
困
難

な
事
柄
で
は
あ
る
。
重
袿
の
色
彩
も
同
様
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況

に
つ
い
て
の
理
解
の
も
と
で
、
諸
賢
の
ご
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

（
続
）

注（
１
） 『
源
氏
物
語
』
本
文
は
、
源
氏
物
語
大
成
な
ら
び
に
小
学
館
・
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頁
数
で
所
在
を
示
し
た
。
定
家
本
（
新

編
全
集
の
若
菜
下
の
巻
の
底
本
は
明
融
本
）
が
必
ず
し
も
信
頼
の

お
け
る
本
文
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
今
後
慎
重
に
検
討
し
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
が
、
当
面
は
便
宜
的
措
置
と
し
て
新
編
全
集
本

に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
女
三
の
宮
の
記
述
に
関
し
て
、「
御
琴
の

袋
畳
み
て
ひ
き
か
へ
し
た
る
に
、
ほ
ど
の
小
さ
く
お
は
し
ま
せ
ば
、

な
か
な
か
さ
し
や
り
た
ま
ふ
ほ
ど
も
な
く
て
、
い
と
う
つ
く
し
う

て
見
え
た
ま
ふ
」
と
い
う
長
い
一
文
は
定
家
本
に
欠
け
て
お
り
、

河
内
本
諸
本
と
別
本
の
阿
里
莫
本
に
見
え
て
お
り
、
い
ま
そ
の
一

節
を
補
っ
た
。
加
藤
洋
介
が
指
摘
す
る
、
定
家
本
に
お
け
る
脱
文

と
判
定
し
て
よ
い
箇
所
で
あ
る
（「
河
内
本
・
別
本
か
ら
見
た
定

家
本
源
氏
物
語
」
中
古
文
学
会
関
西
部
会
編
『
源
氏
物
語　

本
文

研
究
の
可
能
性
』
和
泉
書
院
、
二
〇
二
〇
年
三
月
刊
所
収
）。
新

編
全
集
本
の
漢
字
表
記
に
も
問
題
が
含
ま
れ
る
こ
と
少
な
く
な
い

の
で
必
ず
し
も
従
わ
な
い
。

（
２
） 

池
田
亀
鑑
『
平
安
時
代
の
文
学
と
生
活
』（
至
文
堂
、
一
九
六
六

年
刊
）
二
二
〇
～
二
二
一
頁
。

（
３
） 『
栄
花
物
語
』
本
文
は
、
松
村
博
司
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
お
よ

び
小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
拠
り
、
そ
の
所
在
を

示
し
た
。
た
だ
し
表
記
は
必
ず
し
も
従
わ
な
い
。

（
４
） 『
今
鏡
』
本
文
は
、
海
野
泰
夫
『
今
鏡
全
釈　

上
』（
福
武
書
店
、

一
九
八
二
年
三
月
刊
）
に
拠
り
、
そ
の
所
在
を
示
し
た
。

（
５
） 『
増
補
史
料
大
成
』
本
に
よ
る
。
訓
釈
は
稿
者
の
試
訓
。

（
６
） 『
小
右
記
』
長
和
二
年
二
月
二
五
日
条
。

（
７
） 服
藤
早
苗
「
次
女
妍
子

―
姉
と
た
た
か
っ
て
」（
服
藤
・
高
松

百
香
編
『
藤
原
道
長
を
創
っ
た
女
た
ち

―
〈
望
月
の
世
〉
を
読

み
直
す
』
明
石
書
店
、
二
〇
二
〇
年
三
月
刊
、
所
収
）。

（
８
） 『
紫
式
部
日
記
』
本
文
は
、
岩
波
・
新
古
典
文
学
大
系
に
拠
り
、

そ
の
所
在
を
示
し
た
。

（
９
） 萩
谷
朴
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
・
上
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
一

年
一
一
月
刊
）

（
10
） 東
京
文
化
財
研
究
所
美
術
部
編
『
光
学
的
手
法
に
よ
る
国
宝
・
源

氏
物
語
絵
巻
調
査
報
告
書
』（
文
化
財
研
究
所
東
京
文
化
財
研
究

所
、二
〇
〇
四
年
三
月
刊
）、徳
川
美
術
館
・
五
島
美
術
館
監
修
『
よ

み
が
え
る
源
氏
物
語
絵
巻
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
名
古
屋
放
送
局
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
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中
部
ブ
レ
ー
ン
ズ
、二
〇
〇
五
年
一
一
月
刊
）、Ｎ
Ｈ
Ｋ
名
古
屋
「
よ

み
が
え
る
源
氏
物
語
絵
巻
」
取
材
班
『
よ
み
が
え
る
源
氏
物
語
絵

巻　

全
巻
復
元
に
挑
む
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
六
年

二
月
刊
）
な
ど
に
拠
る
が
、
装
束
の
画
像
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
万
全
と
は
い
い
が
た
い
。

（
11
） 文
様
の
名
称
は
文
献
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
國
學
院

大
學
神
道
資
料
展
示
室
編
『
装
束
織
文
集
成　

高
倉
家
装
束
調
進

控
』（
國
學
院
大
學
、
一
九
八
三
年
三
月
刊
）
に
依
拠
す
る
も
の

と
す
る
。

（
12
） 河
上
繁
樹
『
日
本
の
美
術
339　

公
家
の
服
飾
』（
至
文
堂
、
一
九 

九
四
年
八
月
刊
）、
第
18
図
、
第
33
図
。

付
記前

稿
（
一
）
の
「
注
」
の
順
序
に
誤
植
が
あ
っ
た
。
お
詫
び
し
て
、

以
下
の
ご
と
く
訂
正
し
た
い
。

誤　
　
　

正

（
７
）
→
（
８
）

（
８
）
→
（
９
）

（
９
）
→
（
10
）

（
10
）
→
（
７
）

　
　
　
（
た
か
く
ら　

な
が
よ
し
・
実
践
女
子
大
学
非
常
勤
講
師

　
　
　
　
　
　
　
　

衣
紋
道
髙
倉
流
二
十
六
世
宗
家
）

（
さ
と
う　

さ
と
る
・
実
践
女
子
大
学
教
授
） 

（
よ
こ
い　

た
か
し
・
実
践
女
子
大
学
名
誉
教
授
）


