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〈
玉
鬘
〉
と
『
源
氏
物
語
』　　
　

倉
持
長
子
＊
日
本
文
化
学
科　

非
常
勤
講
師

述
べ
る
よ
う
に
、
能
の
前
場
で
は
、『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
と
異
な
り
、
初
瀬
の
地

を
「
紅
葉
」
が
彩
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
連
珠
合
壁
集
』
の
「
紅
ト
ア
ラ
バ
…
紅

葉
」、
ま
た
『
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
之
事
』
に
「
き
ぬ
く
ば
り
」
と
し
て
「
玉
鬘
、

紅
の
色
深
く
な
ど
と
い
ふ
事
」
と
あ
る
連
歌
寄
合
を
背
景
と
し
て
い
る
。〈
玉
鬘
〉

で
は
、
中
世
の
連
歌
寄
合
の
知
識
に
基
づ
く
前
場
の
紅
葉
、
そ
し
て
後
場
に
畳
み
か

け
る
よ
う
に
現
れ
る
玉
鬘
の
黒
髪
と
い
う
鮮
烈
な
配
色
に
よ
っ
て
、
激
し
い
恋
の
妄

執
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、〈
玉
鬘
〉
に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
て
き
た
問
題
は
、
一
曲
の
主
題
で
あ

ろ
う
。
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
下
の
〈
玉
鬘
〉
解
説
が
述
べ
る
よ
う
に
、

後
シ
テ
玉
鬘
が
爆
発
さ
せ
る
「
迷
い
」「
業
因
」「
妄
執
」
が
何
に
由
来
す
る
の
か
を

捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
先
行
研
究
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
加
え
て
藤
原
定
家
の

和
歌
を
重
ね
あ
わ
せ
る
禅
竹
の
手
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
妄
執
の
正
体
に
迫
ろ

う
と
す
る
試
み
が
行
わ
れ
て
き
た
。
徳
江
元
正
氏
・
宮
田
和
美
）
5
（
氏
に
よ
れ
ば
、
後
場

〔
一
セ
イ
〕
の
「
わ
れ
や
恋
ふ
ら
し
面
影
の
、
立
つ
や
）
6
（

…
」
と
い
う
表
現
は
、
定
家

『
拾
遺
愚
草
』
の
「
く
る
ゝ
夜
は
面
影
見
え
て
玉
鬘
な
ら
ぬ
恋
す
る
我
ぞ
悲
し
き
」

（
一
三
七
六
）、
さ
ら
に
そ
の
注
「
な
ら
ぬ
こ
ひ
と
は
、
成
就
せ
ぬ
と
云
事
な
り
。
わ

が
物
に
な
ら
ぬ
よ
し
也
。
面
か
げ
の
み
み
え
て
な
ら
ぬ
恋
ゆ
へ
く
づ
お
る
ゝ
さ
ま

也
」（『
拾
遺
愚
草
抄
書
』）
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
シ
テ
玉
鬘
の
妄
執
の
正
体
は

「
な
ら
ぬ
恋
」
に
あ
る
と
い
う
。
橋
本
博
夫
）
7
（

氏
は
、
さ
ら
に
『
新
古
今
和
歌
集
』
の

定
家
詠
「
か
き
や
り
し
そ
の
黒
髪
の
筋
ご
と
に
う
ち
臥
す
程
は
面
影
に
立
つ
」（
恋

歌
・
五
）
を
〈
玉
鬘
〉
作
能
の
背
景
と
し
て
挙
げ
、
禅
竹
は
、
玉
鬘
の
み
な
ら
ず

「
黒
髪
」
を
「
か
き
や
り
し
」
人
す
な
わ
ち
光
源
氏
の
執
心
ま
で
を
も
重
層
的
に
描

き
出
し
た
と
指
摘
し
て
い
）
8
（
る
。〈
玉
鬘
〉
で
は
、
他
に
も
、〔
カ
ケ
リ
〕
後
の
〔
一
セ

イ
〕「
永
き
闇
路
や
黒
髪
の
」「
長
き
夢
路
は
覚
め
に
け
り
」
に
「
黒
髪
の
な
が
き
闇

路
も
明
け
ぬ
ら
ん
置
迷
ふ
霜
の
消
ゆ
る
朝
日
に
」（『
拾
遺
愚
草
』
二
七
七
〇
）、
ま

〈
玉
鬘
〉
と
『
源
氏
物
語
』

　

―
　

「
二
本
の
杉
」
に
現
る
玉
鬘
を
め
ぐ
っ
て
　

―
　

倉
持
長
子＊

一
、
は
じ
め
に
　

―
　

能
〈
玉
鬘
〉
と
『
源
氏
物
語
』
の
関
わ
り
　

―
　

　

能
〈
玉
）
1
（
鬘
〉
は
、
作
者
金
春
禅
竹
が
『
源
氏
物
語
』
を
深
く
読
み
こ
ん
で
作
っ
た

と
い
わ
れ
る
。
松
岡
心
平
）
2
（

氏
は
、〈
玉
鬘
〉
の
み
な
ら
ず
、〈
楊
貴
妃
〉
や
〈
小
督
〉

〈
野
宮
〉
と
い
っ
た
禅
竹
作
品
が
『
源
氏
物
語
』
本
文
に
周
到
に
目
配
り
し
た
結
果
、

生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
石
黒
吉
次
郎
）
3
（

氏
も
、

〈
玉
鬘
〉
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
梗
概
書
や
連
歌
寄
合
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

よ
り
本
質
的
に
原
典
と
な
る
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す

る
。
能
〈
玉
鬘
〉
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
取
り
込
み
に
つ
い
て
、
疑
念
を
挟
む

余
地
は
な
さ
そ
う
で
あ
）
4
（

る
。

　

と
は
い
え
、
能
〈
玉
鬘
〉
で
は
『
源
氏
物
語
』
そ
の
ま
ま
の
世
界
が
展
開
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
中
の
〈
玉
鬘
〉
解
題
が
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明
星
大
学
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二
〇
一
九
年

及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
長
谷
寺
の
御
堂
で
は
、「
右
近
が
局
は
、
仏

の
右
の
方
に
近
き
間
に
し
た
り
」（
同
一
一
〇
頁
）
と
あ
り
、
礼
拝
に
不
便
な
場
に

い
た
玉
鬘
一
行
を
自
分
の
局
に
呼
び
寄
せ
、
参
籠
に
も
慣
れ
た
様
子
を
見
せ
て
い
た
。

ま
た
、
参
籠
時
の
右
近
の
心
中
は
「
こ
の
人
を
い
か
で
尋
ね
き
こ
え
む
と
申
し
わ
た

り
つ
る
に
、
か
つ
が
つ
か
く
て
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
今
は
思
ひ
の
ご
と
。
大
臣
の
君

の
尋
ね
た
て
ま
つ
ら
む
の
御
心
ざ
し
深
か
め
る
に
、
知
ら
せ
た
て
ま
つ
り
て
、
幸
ひ

あ
ら
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
」（
同
一
一
一
頁
）
と
あ
る
。
長
き
に
わ
た
っ
て
玉
鬘

を
求
め
て
お
り
、
玉
鬘
を
得
た
い
と
い
う
深
い
気
持
を
抱
く
光
源
氏
に
そ
の
所
在
を

知
ら
せ
、「
幸
ひ
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
、
と
祈
っ
て
い
る
。
知
り
合
い
の
大

徳
に
も
、
玉
鬘
を
「
見
た
て
ま
つ
り
出
で
た
る
」
こ
と
の
願
果
た
し
を
行
う
、
と
約

束
し
て
い
る
。
長
谷
寺
で
の
充
実
し
た
参
籠
を
終
え
た
右
近
は
、
初
瀬
川
に
面
し
た

大
徳
の
宿
坊
で
玉
鬘
と
は
じ
め
て
対
面
し
、
次
の
よ
う
に
歌
を
詠
み
合
っ
た
。

　
　

右
近
、

　
　
「
ふ
た
も
と
の
杉
の
た
ち
ど
を
た
づ
ね
ず
は
ふ
る
川
の
べ
に
君
を
み
ま
し
や

　
　

う
れ
し
き
瀬
に
も
」
と
聞
こ
ゆ
。

（
玉
鬘
）
初
瀬
川
は
や
く
の
こ
と
は
知
ら
ね
ど
も
今
日
の
逢
ふ
瀬
に
身
さ

へ
な
が
れ
ぬ

　
　

と
う
ち
泣
き
て
お
は
す
る
さ
ま
、
い
と
め
や
す
し
。（
③
玉
鬘
一
一
六
頁
）

右
近
は
、『
古
今
和
歌
集
』
雑
躰
・
旋
頭
歌
の
「
初
瀬
河
古
川
の
辺
に
二
本
あ
る
杉

年
を
経
て
ま
た
も
あ
ひ
見
む
二
本
あ
る
杉
」
）
12
（
、
ま
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
三
「
祈
り

つ
ゝ
頼
み
ぞ
渡
る
初
瀬
川
う
れ
し
き
瀬
に
も
な
が
れ
あ
ふ
や
と
」
を
ふ
ま
え
、「
ふ

た
も
と
の
杉
の
た
ち
ど
」
を
訪
ね
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
の
霊
験
で
玉
鬘

に
会
え
た
の
だ
、
と
い
う
喜
び
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
「
ふ
た
も
と
の
杉
」
は
、
い

わ
ば
初
瀬
と
い
う
地
の
換
喩
で
あ
り
、
会
い
た
い
と
願
う
人
に
再
会
で
き
る
場
と
い

う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
物
語
に
お
い
て
、
玉
鬘
も
右
近
も
実
際
の

た
〔
キ
リ
〕「
秋
の
葉
の
身
も
、
朽
ち
果
て
ね
恨
め
し
や
。
恨
み
は
人
を
も
世
を
も
、

思
ひ
思
は
じ
た
だ
身
ひ
と
つ
の
」
に
「
身
を
知
れ
ば
人
を
も
世
を
も
恨
み
ね
ど
朽
ち

に
し
袖
の
乾
く
日
ぞ
な
き
」（『
拾
遺
愚
草
』
一
七
二
四
）
な
ど
、
定
家
作
歌
を
引
用

す
る
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
に
は
見
え
な
か
っ
た
、
シ
テ
玉
鬘
の
激
し
く
狂
乱
す

る
様
子
が
描
き
出
さ
れ
て
い
）
9
（
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
〈
玉
鬘
〉
と
『
源
氏
物
語
』
の
重
な
り
・
異
な
り
を
ふ
ま

え
つ
つ
、〈
玉
鬘
〉
の
舞
台
「
二
本
の
杉
」
に
注
目
し
て
み
た
い
。『
源
氏
物
語
』
玉

鬘
巻
で
は
、
右
近
と
玉
鬘
一
行
の
出
会
い
の
場
は
「
椿
市
」
で
あ
る
が
、〈
玉
鬘
〉

で
は
「
二
本
の
杉
の
立
ち
所
」
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
シ
テ
玉
鬘
が
狂
乱
を
見
せ
る

の
も
こ
の
場
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
舞
台
の
ず
れ
に
つ
い
て
は
、
従
来
あ
ま
り
注
目

さ
れ
て
こ
な
か
っ
）
10
（
た
が
、〈
玉
鬘
〉
で
「
二
本
の
杉
の
立
ち
所
」
が
舞
台
と
さ
れ
た

こ
と
は
、
実
は
後
シ
テ
玉
鬘
の
像
造
型
に
ま
で
深
く
関
わ
る
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
以
下
、
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
二
本
の
杉
」

　
『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
で
は
、
美
し
く
成
人
し
た
玉
鬘
が
強
引
な
求
婚
者
大
夫
監

か
ら
逃
れ
て
筑
紫
を
脱
出
し
た
も
の
の
、
都
で
窮
迫
し
て
し
ま
い
、
乳
母
子
豊
後
介

の
助
言
で
石
清
水
八
幡
宮
、
さ
ら
に
長
谷
寺
に
参
詣
す
る
こ
と
に
な
る
。
長
谷
寺
は

「
仏
の
御
中
に
は
、
初
瀬
な
む
、
日
本
の
中
に
は
あ
ら
た
な
る
験
あ
ら
は
し
た
ま
ふ

と
、
唐
土
に
だ
に
聞
こ
え
あ
む
な
）
11
（

り
」（
③
一
〇
四
頁
）
と
い
わ
れ
る
霊
験
あ
ら
た

か
な
寺
で
あ
る
。
こ
の
長
谷
寺
に
赴
く
手
前
、「
椿
市
と
い
ふ
所
」
に
て
、
玉
鬘
は

母
夕
顔
の
乳
母
子
右
近
の
一
行
と
邂
逅
す
る
。
右
近
は
、「
年
月
に
そ
へ
て
、
は
し

た
な
き
ま
じ
ら
ひ
の
つ
き
な
く
な
り
ゆ
く
身
を
思
ひ
悩
み
て
、
こ
の
御
寺
に
た
び
た

び
詣
で
け
る
」（
同
一
〇
六
頁
）
と
い
わ
れ
て
お
り
、
彼
女
の
初
瀬
参
詣
は
数
回
に
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〈
玉
鬘
〉
と
『
源
氏
物
語
』　　
　

倉
持
長
子

壺
装
束
し
て
、
樋
洗
め
く
者
、
ふ
る
き
下
衆
女
二
人
ば
か
り
と
ぞ
あ
る
。
い
と

か
す
か
に
忍
び
た
り
。
大
御
灯
明
の
こ
と
な
ど
、
こ
こ
に
て
し
加
へ
な
ど
す
る

ほ
ど
に
日
暮
れ
ぬ
。

 

（
③
玉
鬘
一
〇
五
頁
）

　

た
だ
し
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
椿
市
」
は
た
だ
長
谷
寺
へ
の
経
由
地
、
と

い
う
意
味
の
み
を
負
う
の
で
は
な
い
。
金
秀
美
）
15
（
氏
は
「
椿
市
」
が
「
人
が
物
が
集
い
、

語
り
が
交
差
す
る
」「
説
話
の
中
で
何
か
の
事
件
が
起
き
る
」《
市
》
と
い
う
特
殊
空

間
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
説
話
に
お
け
る
「
市
」
は
霊
験
の
起
き
る
場
で
あ
り
、

「
元
の
持
主
が
失
っ
た
も
の
を
発
見
し
、
取
り
戻
す
場
」「
交
換
」「
取
引
」
の
場
で

あ
る
。
玉
鬘
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
「《
市
》
の
要
素
」
も
見
え
て
い
た
。

・
九
条
に
、
昔
知
れ
り
け
る
人
の
残
り
た
り
け
る
を
と
ぶ
ら
ひ
出
で
て
、
そ
の
宿

を
占
め
お
き
て
、
都
の
内
と
い
へ
ど
、
は
か
ば
か
し
き
人
の
住
み
た
る
わ
た
り

に
も
あ
ら
ず
、
あ
や
し
き
市
女
、
商
人
の
中
に
て
、
い
ぶ
せ
く
世
の
中
を
思
ひ

つ
つ
、
秋
に
も
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
来
し
方
行
く
先
悲
し
き
こ
と
多
か
り
。

 

（
③
玉
鬘
一
〇
二
頁
）

・
京
は
お
の
づ
か
ら
広
き
所
な
れ
ば
、
市
女
な
ど
や
う
の
も
の
、
い
と
よ
く
求
め

つ
つ
率
て
来
。
そ
の
人
の
御
子
な
ど
は
知
ら
せ
ざ
り
け
り
。

 

（
同
一
二
七
頁
）

一
つ
目
は
、
上
京
し
た
ば
か
り
の
玉
鬘
が
、
昔
の
つ
て
を
頼
っ
て
身
を
寄
せ
た
九
条

の
宿
で
、「
女
の
商
人
」
の
中
に
混
じ
る
よ
う
な
環
境
の
中
、
心
細
く
過
ご
し
て
い

る
場
面
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、「
異
な
る
所
を
媒
介
し
、
情
報
を
持
ち
込
む
役
割
」

を
担
う
「
市
女
」
が
、
六
条
院
入
り
を
控
え
た
玉
鬘
の
女
房
の
選
別
に
一
役
買
っ
た

こ
と
を
示
す
場
面
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
市
」
の
属
性
を
投
影
さ
せ
な
が
ら
、
光
源
氏
の
「
失
っ
た
も
の
」
と

し
て
の
玉
鬘
は
、
自
ら
の
意
思
と
は
関
わ
り
な
く
「《
空
間
移
動
》」
を
続
け
、「《
取

「
ふ
た
も
と
の
杉
の
た
ち
ど
」
に
立
ち
寄
っ
た
と
い
う
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
玉
鬘

を
め
ぐ
り
、
こ
の
の
ち
「
ふ
た
も
と
の
杉
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

　

む
し
ろ
、『
源
氏
物
語
』
で
右
近
と
玉
鬘
が
邂
逅
し
た
舞
台
と
し
て
注
目
さ
れ
る

の
は
、「
椿
市
」
で
あ
ろ
う
。
豊
後
介
の
助
言
を
受
け
て
、「
こ
と
さ
ら
に
徒
歩
」
で

難
儀
し
つ
つ
長
谷
寺
へ
向
か
っ
た
玉
鬘
は
、
ひ
た
す
ら
に
「
親
」
に
会
い
た
い
一
心

で
長
谷
寺
へ
の
中
継
地
点
、「
椿
市
」
に
た
ど
り
着
い
た
。

　

…
…
か
く
さ
し
当
た
り
て
、
身
の
わ
り
な
き
ま
ま
に
、
と
り
返
し
い
み
じ
く

お
ぼ
え
つ
つ
、
か
ら
う
じ
て
椿
市
と
い
ふ
所
に
、
四
日
と
い
ふ
巳
の
刻
ば
か
り

に
、
生
け
る
心
地
も
せ
で
行
き
着
き
た
ま
へ
り
。

 

（
③
玉
鬘
一
〇
四
〜
一
〇
五
頁
）

三
輪
山
西
麓
と
長
谷
寺
の
中
間
に
位
置
す
る
「
椿
市
」
は
、
長
谷
寺
参
詣
者
た
ち
が

必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
立
ち
寄
る
場
で
あ
っ
た
。『
枕
草
）
13
（
子
』
に
は
「
市
は　

た

つ
の
市
。
さ
と
の
市
。
つ
ば
市
。
大
和
に
あ
ま
た
あ
る
中
に
、
長
谷
に
詣
づ
る
人
の

か
な
ら
ず
そ
こ
に
と
ま
る
は
、
観
音
の
縁
の
あ
る
に
や
と
、
心
こ
と
な
り
」
と
あ
り
、

観
音
の
霊
験
が
及
ぶ
場
と
さ
れ
て
い
る
。『
蜻
蛉
日
）
14
（
記
』
に
お
け
る
道
綱
母
の
二
度

に
わ
た
る
初
瀬
参
詣
で
も
、「
今
日
も
寺
め
く
所
に
と
ま
り
て
、
又
の
日
は
、
椿
市

と
い
ふ
所
に
と
ま
る
」「
か
へ
り
ご
と
に
は
『
椿
市
と
い
ふ
と
こ
ろ
ま
で
は
、
た
ひ

ら
か
に
な
む
』
と
書
き
つ
」、「
か
ら
う
し
て
、
椿
市
に
い
た
り
て
、
例
の
ご
と
、
と

か
く
し
て
出
で
立
つ
ほ
ど
に
、
日
も
暮
れ
は
て
ぬ
」
と
あ
り
、
初
瀬
へ
の
参
詣
者
が

供
物
を
始
め
と
す
る
準
備
を
整
え
る
た
め
の
重
要
な
宿
泊
地
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物

語
』
の
玉
鬘
も
こ
こ
で
疲
弊
し
た
体
を
休
め
、
初
瀬
参
籠
で
神
仏
に
供
え
る
灯
明
な

ど
を
用
意
を
し
て
い
る
。

歩
む
と
も
な
く
、
と
か
く
つ
く
ろ
ひ
た
れ
ど
、
足
の
裏
動
か
れ
ず
わ
び
し
け
れ

ば
、
せ
ん
方
な
く
て
休
み
た
ま
ふ
。
こ
の
頼
も
し
人
な
る
介
、
弓
矢
持
ち
た
る

人
二
人
、
さ
て
は
下
な
る
者
、
童
な
ど
三
四
人
、
女
ば
ら
あ
る
か
ぎ
り
三
人
、
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瀬
詣
で
に
右
近
と
か
や
見
奉
り
て
詠
ぜ
し
歌
な
り
、
共
に
あ
は
れ
と
思
し
め
し

て
弔
ひ
給
ひ
候
へ
。

紅
葉
で
色
付
く
初
瀬
山
の
中
に
あ
っ
て
、
青
々
と
し
た
「
常
盤
木
の
、
二
本
の
杉
」

が
印
象
的
に
刻
ま
れ
る
。
シ
テ
は
『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
の
右
近
詠
「
二
本
の
杉
の

立
ち
処
を
尋
ね
ず
は
古
川
野
辺
に
君
を
見
ま
し
や
」
を
引
き
、
玉
鬘
が
長
谷
寺
を
参

詣
し
た
際
に
右
近
が
眺
め
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
、
と
説
明
し
、
右
近
と
も
ど
も
弔
問

す
る
よ
う
ワ
キ
僧
に
依
頼
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
古
歌
の
由
来
を
尋
ね
ら
れ
た
シ
テ
は
、
玉
鬘
が
筑
紫
か
ら
逃
れ
た
こ

と
、
漂
泊
の
身
で
困
窮
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
語
り
つ
つ
、
再
び
「
二
本
の
杉
」
に

つ
い
て
言
及
す
る
。

〔
ク
セ
〕
…
あ
し
び
き
の
大
和
路
や
、
唐
土
ま
で
も　

聞
こ
ゆ
な
る
、
初
瀬
の

寺
に　

詣
で
つ
つ
。
シ
テ
「
年
も
経
ぬ
、
祈
る
契
り
や　

初
瀬
山
、　
「
尾
の
上

の
鐘
の　

よ
そ
に
の
み
、
思
ひ
絶
え
に
し　

い
に
し
へ
の
、
人
に
ふ
た
た
び　

二
本
の
、
杉
の
立
ち
所
を　

尋
ね
ず
は
、
古
川
の
べ
と　

詠
め
け
る
、
今
日
の

逢
瀬
も　

同
じ
身
を
、
思
へ
ば
法
の　

衣
の
、
玉
な
ら
ば　

玉
鬘
、
迷
ひ
を
照

ら
し
給
へ
や
。

か
つ
て
の
右
近
と
同
様
に
、
こ
の
「
二
本
の
、
杉
の
立
ち
処
」
を
尋
ね
た
縁
で
、
お

僧
と
「
今
日
の
逢
瀬
」
を
果
た
し
た
こ
と
を
述
べ
、「
迷
ひ
」
を
取
り
除
く
よ
う
、

再
び
依
頼
し
て
い
る
。
シ
テ
に
と
っ
て
、
こ
の
「
二
本
の
杉
」
は
「
よ
そ
に
の
み
、

思
ひ
絶
え
に
し
い
に
し
へ
の
、
人
」
で
あ
る
右
近
と
の
再
会
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
、

「
迷
ひ
」
と
い
う
、
玉
鬘
の
何
か
し
ら
の
迷
妄
が
息
づ
く
場
と
さ
れ
て
い
る
。

　

な
ぜ
、〈
玉
鬘
〉
で
は
「
椿
市
」
で
は
な
く
、「
二
本
の
杉
」
が
舞
台
と
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

第
一
に
は
、『
源
氏
物
語
』
受
容
の
世
界
に
お
い
て
、「
椿
市
」
が
玉
鬘
に
縁
の
深

い
場
と
し
て
特
に
注
目
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
以
下
、
中
世
に
お
い

引
さ
れ
る
も
の
》《
商
品
》」
と
し
て
「
椿
市
」
に
お
い
て
発
見
さ
れ
、
六
条
院
入
り

を
果
た
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

　

能
〈
玉
鬘
〉
に
お
い
て
も
、〔
ク
セ
〕
で
シ
テ
が
「
唐
土
船
」
に
よ
っ
て
筑
紫
を

脱
出
し
、
船
旅
を
終
え
て
も
「
都
の
内
」
で
な
お
「
浮
き
た
る
舟
の
上
」「
水
鳥
の
、

陸
に
惑
へ
る
こ
こ
ち
」「
た
づ
き
も
知
ら
ぬ
身
の
程
」
と
い
っ
た
不
安
定
な
状
況
に

悩
ん
で
長
谷
寺
に
詣
で
た
こ
と
が
謡
わ
れ
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
が
描
い
た
、
所

謂
「《
空
間
移
動
》」
す
る
玉
鬘
の
姿
が
確
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
上
京

か
ら
長
谷
寺
へ
の
道
行
に
つ
い
て
は
、「
あ
し
び
き
の　

大
和
路
や
、
唐
土
ま
で
も　

聞
こ
ゆ
な
る
、
初
瀬
の
寺
に
詣
で
つ
つ
」
と
あ
り
、「
椿
市
」
と
い
う
場
は
完
全
に

削
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、「《
商
品
》」
と
し
て
六
条
院
の
光
源
氏
の
も
と

へ
返
さ
れ
る
玉
鬘
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
こ
に
も
描
か
れ
て
い
な
い
。

三
、
能
〈
玉
鬘
〉
の
「
二
本
の
杉
」

　

一
方
の
能
〈
玉
鬘
〉
で
は
、
右
近
の
歌
に
詠
ま
れ
た
ま
さ
に
「
二
本
の
杉
」
の
も

と
で
、
物
語
が
展
開
す
る
。
前
シ
テ
里
女
は
諸
国
一
見
の
僧
（
ワ
キ
）
を
「
二
本
の

杉
」
の
も
と
へ
と
誘
い
、
こ
の
場
に
深
い
縁
の
あ
る
玉
鬘
を
弔
う
よ
う
に
、
と
頼
む
。

少
々
長
く
な
る
が
、
本
文
を
引
用
し
た
い
。

〔
歌
〕
か
く
て
み
堂
に
参
り
つ
つ　

か
く
て
み
堂
に
参
り
つ
つ
、
補
陀
落
山
も　

目
の
あ
た
り
、
四
方
の
眺
め
も
妙
な
る
や
、
紅
葉
の
色
に
常
盤
木
の
、
二
本
の

杉
に　

着
き
に
け
り
、
二
本
の
杉
に　

着
き
に
け
り

〔
問
答
〕
シ
テ
「
こ
れ
こ
そ
二
本
の
杉
に
て
候
へ
よ
く
よ
く
お
ん
眺
め
候
へ　

ワ
キ
「
さ
て
は
こ
れ
な
る
が
二
本
の
杉
に
て
候
ひ
け
る
か
や
、
古
き
歌
に
、
二

本
の
杉
の
立
ち
処
を
尋
ね
ず
は
、
古
川
の
べ
に
君
を
見
ま
し
や
と
は
、
な
に
と

詠
ま
れ
た
る
歌
に
て
候
ふ
ぞ　

シ
テ
「
こ
れ
は
い
に
し
へ　

玉
葛
の
内
侍
、
初
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倉
持
長
子

不
明
と
さ
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
『
源
氏
小
）
22
（
鏡
』
の
諸
本
も
見
て
み
よ
う
。
第
一
系
統
（
古
本
系
）
第
四
類

国
会
図
書
館
本
（
古
活
字
版
）
で
は
、
右
近
と
玉
鬘
の
邂
逅
に
つ
い
て
、「
か
く
て
、

右
近
、
は
つ
せ
に
て
行
あ
ひ
」
と
あ
り
、
第
二
系
統
神
戸
親
和
女
子
大
学
本
（
無
刊

記
整
版
）
も
、「
か
く
て
の
ほ
り
、
は
せ
に
て
右
近
参
り
あ
ひ
」
と
簡
単
に
述
べ
る

の
み
で
あ
る
。
第
二
類
国
文
学
研
究
資
料
館
本
（
道
安
系
統
）
の
「
玉
鬘
」
も
、
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

か
く
て
京
へ
上
り
て
も
、
知
る
方
な
く
、
大
臣
に
も
、
い
ま
だ
申
さ
ず
。
又
、

源
氏
の
大
臣
も
、
知
り
給
は
ず
し
て
、
魚
の
、
陸
に
上
が
り
、
鳥
の
、
巣
を
離

れ
た
る
や
う
に
、
悲
し
く
て
、
仏
の
御
し
る
べ
を
た
の
み
た
て
ま
つ
り
て
、
初

瀬
へ
、
徒
歩
に
て
参
り
給
ふ
に
、
か
の
右
近
と
い
ひ
し
女
房
も
初
瀬
へ
参
り
け

る
が
、
見
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
互
ひ
に
喜
び
給
ふ
。
そ
の
時
、
右
近
歌
、

二
も
と
の
杉
の
た
ち
ど
を
た
づ
ね
ず
は
ふ
る
川
の
べ
に
君
を
見
ま
し
や

…
…

こ
の
『
源
氏
小
鏡
』
で
は
、「
椿
市
」
と
い
う
言
葉
は
す
っ
ぽ
り
抜
け
て
お
り
、
右

近
と
玉
鬘
は
あ
た
か
も
長
谷
寺
で
出
会
っ
た
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
、

す
べ
て
の
『
源
氏
小
鏡
』
諸
本
に
お
い
て
、「
椿
市
」
の
語
を
見
出
す
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。

　

参
考
ま
で
に
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
本
の
〈
玉
鬘
〉
間
狂
）
23
（

言
を
見
て
お
く
と
、

「
乳
母
申
さ
れ
候
ふ
は
筑
紫
に
て
初
瀬
へ
お
ん
参
り
な
さ
れ
う
ず
る
と
の
ご
立
願
を

立
て
申
し
候
ふ
間
直
に
初
瀬
へ
お
ん
参
り
あ
れ
と
て
当
寺
へ
お
ん
供
申
さ
れ
候　

そ

の
時
右
近
と
申
す
人
こ
れ
は
玉
鬘
内
侍
に
今
一
度
御
逢
ひ
給
ひ
て
喜
び
給
ふ
こ
と
限

り
な
し　

そ
の
時
右
近
の
お
ん
歌
に　

二
本
の
杉
の
立
ち
処
を
尋
ね
ず
は
古
川
野
辺

に
君
を
見
ま
し
や
と
詠
み
給
ひ
て　

そ
れ
よ
り
都
へ
お
ん
供
申
し
髭
黒
の
大
臣
の
北

の
方
に
な
り
給
ひ
た
る
と
申
し
候
」
と
あ
り
、
や
は
り
「
椿
市
」
は
抜
け
て
い
る
。

て
玉
鬘
の
初
瀬
参
詣
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
て

み
た
い
。

　

能
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
る
早
歌
で
は
、
玉
鬘
の
筑
紫
上
り
か
ら

初
瀬
参
詣
ま
で
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

…
…
船
は
湊
に
い
り
あ
ひ
の　

鐘
の
み
さ
き
の
興
津
浪　

か
け
て
か
へ
り
し
玉

か
つ
ら　

心
づ
く
し
に
さ
す
ら
ひ
て　

は
た
ち
ば
か
り
に
な
ら
山
や　

こ
え
行

す
ゑ
の
市
路
よ
り　

は
つ
せ
詣
の
あ
い
や
ど
り　

む
か
し
の
人
を
見
し
こ
と
は　

う
つ
つ
を
夢
と
や
た
ど
り
け
ん
…
）
16
（
… 

（「
頒
巾
振
恋
」）

こ
こ
で
は
、「
こ
え
行
す
ゑ
の
市
路
よ
り
」
と
は
あ
る
も
の
の
、「
椿
市
」
と
い
う
具

体
的
な
場
の
名
称
は
登
場
し
な
い
。

　

古
注
釈
に
も
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
一
条
兼
良
の
注
釈

『
花
鳥
余
情
』
で
あ
る
。
金
春
禅
竹
『
六
輪
一
露
之
記
』
第
二
章
に
は
「
一
条
関
白

兼
良
外
書
論
」
と
見
え
、
ま
た
一
条
兼
良
が
禅
竹
の
息
子
宗
筠
に
宛
て
た
「
桃
華
老

人
申
楽
考
証
）
17
（

記
」
に
は
、
兼
良
が
禅
竹
の
た
め
に
『
狭
衣
物
語
』
の
能
を
作
り
、
禅

竹
が
節
・
型
を
付
け
た
と
の
記
）
18
（
録
が
あ
る
。
禅
竹
と
兼
良
に
は
深
い
交
流
が
あ
っ
た

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
兼
良
の
『
花
鳥
余
情
』
で
は
、『
小
右
記
』

正
暦
三
年
（
九
九
二
）
三
月
の
初
瀬
参
詣
の
記
事
を
引
き
、「
今
案
は
つ
せ
へ
ま
い

る
人
は
つ
は
い
ち
に
い
た
り
て
御
あ
か
し
の
事
な
と
を
用
意
す
る
）
19
（

事
」
と
注
を
付
け

て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
「
椿
市
」
は
、
右
近
と
玉
鬘
一
行
が
感
動
の
再
会
を

果
た
し
た
地
、
初
瀬
観
音
の
霊
験
が
働
く
地
と
し
て
は
特
に
捉
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、

単
な
る
初
瀬
参
詣
の
た
め
の
準
備
の
地
と
し
て
の
意
味
し
か
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。

管
見
に
よ
れ
ば
、
諸
注
に
お
い
て
右
近
と
玉
鬘
一
行
の
出
会
い
が
「
椿
市
」
で
起
き

た
こ
と
を
記
す
の
は
『
源
氏
物
語
提
）
20
（
要
』
の
み
で
あ
っ
た
。
な
お
、〈
玉
鬘
〉
成
立

よ
り
後
の
注
釈
と
な
る
『
細
流
抄
』
で
は
「
つ
は
い
ち
」
と
立
項
し
て
「
長
谷
寺
あ

た
り
と
み
ゆ
当
時
俗
に
た
ん
は
市
と
い
へ
り
此
所
）
21
（

歟
」
と
の
み
注
を
付
し
、
場
所
も
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鬘
が
登
場
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
舞
台
と
し
て
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
で
、
和
歌
の
世
界
に
お
け
る
「
二
本
の
杉
」
は
、
た
だ
《
再
会
》
を
も
た
ら

す
場
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
禅

竹
在
世
期
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
成
立
し
た
勅
撰
和
歌
集
中
の
「
二
本
の
杉
」
に
は
、
次

の
よ
う
な
例
も
見
え
る
。

・『
新
葉
和
歌
集
』
巻
十
三
・
恋
歌
三

た
の
ま
め
や
又
あ
ひ
み
ん
と
ち
ぎ
る
と
も
人
の　
心
の
二
本
の
杉　

（
八
五
五
・
東
宮
大
夫
師
兼
）

・『
新
続
古
今
和
歌
集
』
巻
十
四
・
恋
歌
四
「
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
」

つ
れ
な
く
て
ま
た
も
あ
ひ
み
ぬ
契
さ
へ　
う
き
名
に
た
て
る
二
本
の
杉　

（
一
四
〇
九
・
中
山
定
親
）

二
つ
の
歌
と
も
、《
再
会
》
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
の
意
味
を
「
二
本
の
杉
」
に
負

わ
せ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
一
つ
目
の
歌
は
、「
二
本
の
杉
」
の
「
ふ
た
」

と
い
う
音
か
ら
「
ふ
た
ご
こ
ろ
」
を
導
き
、
次
の
逢
瀬
を
固
く
誓
っ
た
と
し
て
も
、

人
の
浮
気
な
心
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
二

つ
目
の
歌
は
、「
二
本
の
杉
」
が
「
立
つ
」
こ
と
か
ら
「
憂
き
（
浮
き
）
名
が
立
つ
」

を
導
き
、
恋
の
評
判
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
の
辛
さ
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
「
二

本
の
杉
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
恋
の
「
二
心
」「
う
き
名
」
は
、〈
玉
鬘
〉
の
後
シ

テ
玉
鬘
の
様
相
に
も
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
後
シ
テ
の
「
二
心
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
後
シ
テ
は
、〔
ワ
カ
〕

〔
一
セ
イ
〕
で
「
つ
く
も
髪
」「
つ
く
も
髪
、
わ
れ
や
恋
ふ
ら
し　

面
影
の
、
立
つ
」

と
謡
い
、〔
カ
ケ
リ
〕
で
乱
れ
る
心
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
「
つ
く
も
髪
」
の
部
分

は
、『
伊
勢
物
語
』
六
十
三
段
の
「
百
年
に
一
年
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪
わ
れ
を
恋
ふ
ら

し
お
も
か
げ
に
見
）
27
（

ゆ
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
の
は
「
世
心

つ
け
る
女
」、
す
な
わ
ち
恋
心
に
と
り
つ
か
れ
た
好
色
の
女
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
現
象
を
ふ
ま
え
る
と
、『
源
氏
物
語
』
受
容
の
世
界
に
お
い
て
、「
椿
市
」

は
脱
落
し
、
玉
鬘
と
右
近
の
邂
逅
に
つ
い
て
は
右
近
詠
の
「
二
本
の
杉
」
を
め
ぐ
る

物
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

第
二
に
は
、〈
玉
鬘
〉
に
お
け
る
「
二
本
の
杉
」
に
込
め
ら
れ
た
「
恋
」
の
あ
り

よ
う
の
問
題
が
あ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
も
見
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』

の
右
近
詠
は
、『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
九
・
雑
躰
・
旋
頭
歌
、

初
瀬
河
古
川
の
辺
に
二
本
あ
る
杉　

年
を
経
て
ま
た
も
あ
ひ
見
む
二
本
あ
る

杉
（
一
〇
〇
九
）

を
踏
ま
え
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
の
右
近
詠
も
含
め
、
多
く
の
和
歌
に
お
け
る

「
二
本
の
杉
」
は
、
次
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
初
瀬
観
音
が
も
た
ら
す
霊
験
を
ふ
ま
え
、

思
い
人
と
の
《
再
会
》
と
い
う
意
味
で
恋
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
ひ
わ
び
ぬ
又
と
は
い
は
じ
ひ
と
た
び
も
せ
め
て
あ
ひ
み
ん
ふ
た
も
と
の
杉

 

（『
延
文
百
首
』「
寄
杉
恋
」・
二
三
七
）
24
（
九
）

は
つ
せ
河
又
あ
ひ
み
ん
と
た
の
め
て
し
し
る
し
も
い
づ
ら
二
も
と
の
杉

 

（『
公
賢
集
』「
寄
杉
恋
」・
八
二
二
）

「
二
本
の
杉
」
に
込
め
ら
れ
た
《
再
会
》
へ
の
願
い
は
、「
ひ
と
た
び
も
せ
め
て
あ
ひ

み
ん
」
や
「
又
あ
ひ
み
ん
と
た
の
め
て
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
祈
り
に
も
似
た
、
非

常
に
切
実
な
も
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
提
要
』
玉
鬘
巻
に
は
、「
此
川
の
は
た
に
杉

有
、
こ
ひ
す
る
人
ま
い
り
て
祈
る
処
な
り
」
と
の
注
記
も
見
え
る
。
つ
ま
り
、「
二

本
の
杉
」
は
、
強
い
恋
情
に
囚
わ
れ
た
者
が
訪
れ
る
場
と
考
え
ら
れ
よ
う
。〈
玉
鬘
〉

の
後
シ
テ
玉
鬘
も
ま
た
、「
恋
す
る
玉
）
25
（

鬘
」
と
し
て
登
場
す
る
と
言
わ
れ
る
。
能

〈
玉
鬘
〉
で
は
、
愛
し
い
人
と
の
《
再
会
》
と
い
う
意
味
は
弱
ま
っ
て
い
）
26
（

る
も
の
の
、

「
恋
ひ
わ
た
る
、
身
は
そ
れ
な
ら
で
玉
葛
」「
玉
葛
の
、
乱
る
る
」「
わ
れ
や
恋
ふ
ら

し
」「
焦
が
る
る
や　

身
よ
り
出
づ
る
、
魂
と
見
る
ま
で　

包
め
ど
も
」
と
あ
る
。

「
二
本
の
杉
」
は
、
こ
の
よ
う
に
恋
の
妄
執
に
身
を
焦
が
し
、
狂
乱
す
る
後
シ
テ
玉
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〈
玉
鬘
〉
と
『
源
氏
物
語
』　　
　

倉
持
長
子

れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
た
だ
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
禅
竹
と
兼
良
に
親
交
が
あ
っ

た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
手
習
巻
に
お
け
る
浮
舟
詠
の
「
二
本
の
杉
」
を
〈
二

人
の
男
性
〉
と
の
恋
と
捉
え
る
解
釈
が
、
能
〈
玉
鬘
〉
に
持
ち
こ
ま
れ
て
い
る
可
能

性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。〈
玉
鬘
〉
が
描
こ
う
と
す
る
「
恋
多
き
女
」
の
シ
テ
像

は
、
実
は
「
二
本
の
杉
」
が
放
つ
強
烈
な
恋
の
イ
メ
ー
ジ
、
さ
ら
に
は
「
二
本
の

杉
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
「
二
心
」
に
よ
っ
て
重
層
的
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
先
の
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
定
親
歌
に
お
い
て
「
二
本
の
杉
」
と
合
わ
せ

て
詠
ま
れ
て
い
た
「
う
き
名
に
た
つ
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
〈
玉
鬘
〉〔
キ
リ
〕
の

詞
章
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

恨
み
は　

人
を
も
世
を
も
、　

思
ひ
思
は
じ　

た
だ
身
ひ
と
つ
の
、　

報
ひ
の
罪

や　

数
か
ず
の
、　

憂
き
名
に
立
ち
し
を　

懺
悔
の
有
様
、
…
…

シ
テ
は
、「
二
本
の
杉
」
の
も
と
で
、「
数
か
ず
の
、
憂
き
名
に
立
ち
し
」
罪
業
を

「
懺
悔
」
す
る
姿
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

　
「
二
本
の
杉
」
は
、
ま
ず
は
恋
す
る
女
と
し
て
、
そ
し
て
光
源
氏
を
は
じ
め
と
す

る
数
々
の
男
君
た
ち
と
の
恋
に
生
き
る
二
心
を
持
つ
女
と
し
て
、
さ
ら
に
は
「
数
か

ず
の
、
憂
き
名
」
を
立
て
た
女
と
し
て
の
シ
テ
玉
鬘
の
像
を
規
定
す
る
場
に
相
応
し

く
、〈
玉
鬘
〉
の
舞
台
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　
『
源
氏
物
語
』
の
玉
鬘
と
右
近
が
は
じ
め
て
行
き
会
っ
た
地
「
椿
市
」
は
、
中
世

に
お
い
て
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
二
人
の
出
会
い
は
、《
再
会
》

を
も
た
ら
す
と
さ
れ
た
地
「
二
本
の
杉
」
を
舞
台
と
し
て
果
た
さ
れ
た
か
の
よ
う
に

捉
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
こ
う
し
た
中
世
的
な
理
解
を
経
て
、〈
玉

　

ま
た
、〔
キ
リ
〕
で
謡
わ
れ
る
「
あ
る
ひ
は　

湧
き
か
へ
り
、
岩
洩
る
水
の　

思

ひ
に
咽
び
、　

あ
る
ひ
は
焦
が
る
る
や　

身
よ
り
出
づ
る
、
魂
と
見
る
ま
で　

包
め

ど
も
、
螢
に　

乱
れ
つ
る
、
影
も
由
な
や　

恥
ず
か
し
や
」
に
つ
い
て
も
注
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
当
該
場
面
を
め
ぐ
っ
て
は
、
玉
鬘
が
柏
木
を
兄
弟
と
は
知
ら
な
い
と

し
て
、
二
人
の
「
危
険
な
恋
の
行
方
」
を
仄
め
か
す
中
世
の
『
源
氏
物
語
』
解
釈
や
、

『
源
氏
物
語
』
本
文
が
伝
え
る
光
源
氏
の
好
色
な
企
み
に
よ
っ
て
蛍
兵
部
卿
宮
の
前

に
官
能
的
な
美
貌
を
晒
す
と
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
性
を
踏
ま
え
て
、「
恋
多
き
女
」

と
し
て
の
玉
鬘
像
を
提
示
す
る
も
の
と
い
う
樹
下
好
美
）
28
（
氏
の
指
摘
も
思
い
出
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、『
源
氏
物
語
』
の
「
二
本
の
杉
」
が
、
浮
舟
を
め
ぐ
っ
て
姿
を
見
せ

て
い
た
こ
と
も
、
能
〈
玉
鬘
〉
に
お
け
る
「
恋
多
き
女
」
と
し
て
の
玉
鬘
像
の
造
型

に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
手
習
巻
に
お
い
て
、
娘
を
亡
く
し
た
横
川
の

僧
都
の
妹
尼
は
、
初
瀬
参
詣
帰
り
に
見
つ
け
た
浮
舟
を
「
初
瀬
の
観
音
の
賜
へ
る

人
」（
⑥
手
習
二
九
三
頁
）、「
観
音
の
御
験
」（
同
三
二
三
頁
）
と
捉
え
、
初
瀬
観
音

が
最
も
霊
験
あ
ら
た
か
な
仏
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
浮
舟
を
初
瀬
参
り
に
誘
う
。
し

か
し
、
浮
舟
は
固
く
拒
み
、
次
の
よ
う
に
詠
ん
だ
。

は
か
な
く
て
世
に
ふ
る
川
の
う
き
瀬
に
は
た
づ
ね
も
ゆ
か
じ
二
本
の
杉

（
⑥
手
習
三
二
四
頁
）

こ
の
「
二
本
の
杉
」
に
つ
い
て
古
注
釈
を
見
る
と
、
前
掲
の
兼
良
『
花
鳥
余
情
』
の

み
が
次
の
よ
う
に
解
釈
を
付
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

二
も
と
の
杉
は
に
ほ
ふ
宮
か
ほ
る
大
将
の
ふ
た
り
を
思
出
給
ふ
に
や
又
も
あ
ひ

み
ん
と
い
ふ
歌
に
よ
り
て
あ
ま
き
み
の
た
は
ふ
れ
事
に
い
ひ
あ
て
た
る
へ
し

の
ち
に
こ
の
解
釈
は
『
岷
江
入
楚
』
の
引
く
三
条
西
実
枝
説
に
よ
っ
て
「
此
説
は
あ

ま
り
な
る
歟
」
と
疑
問
視
さ
れ
、
中
院
通
勝
に
よ
っ
て
「
二
本
の
杉
は
泊
瀬
の
事
と

は
か
り
大
や
う
に
見
て
可
然
歟
」
と
否
定
さ
れ
て
以
降
、
古
注
釈
で
は
取
り
上
げ
ら
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
七
号　

二
〇
一
九
年

と
は
離
れ
た
恋
の
世
界
に
翻
弄
さ
れ
る
「
恋
の
女
」
の
身
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
る
。

（
10
）　

注
2
松
岡
氏
（
二
〇
一
一
）
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
二
本
の
杉
が
右
近
・
玉
鬘
邂
逅
の
地
に
な

っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、「
能
の
『
玉
鬘
』
で
は
二
本
の
杉
が
強
調
さ
れ
て
い

る
」
と
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
。

（
11
）　
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
一
九
九
六
〜
一
九
九
八
年
）

に
よ
る
。

（
12
）　
『
古
今
和
歌
集
』
の
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

（
13
）　
『
枕
草
子
』
の
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。

（
14
）　
『
蜻
蛉
日
記
』
の
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。

（
15
）　

金
秀
美
氏
「
玉
鬘
物
語
に
お
け
る
『
九
条
』
と
『
椿
市
』
　

―
　《
市
》
を
巡
る
説
話
と
の
関
わ
り

か
ら
」『
中
古
文
学
』
一
一
号
（
二
〇
〇
四
年
五
月
）。

（
16
）　

外
村
南
都
子
氏
「
能
の
世
界
と
『
源
氏
物
語
』」『
早
歌
の
心
情
と
表
現
　

―
　

中
世
を
開
拓
す
る
歌

謡
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）、
引
用
は
外
村
久
江
氏
・
南
都
子
氏
『
早
歌
全
詞
集
』（
三
弥

井
書
店
、
一
九
九
三
年
）
に
よ
る
。

（
17
）　
『
金
春
十
七
部
集
』（
春
陽
堂
、
一
九
三
二
年
）
所
収
。

（
18
）　

た
だ
し
、
焼
失
に
よ
り
、
そ
の
能
は
現
存
し
な
い
。

（
19
）　

本
文
は
、『
松
永
本　

花
鳥
余
情
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
）
に
よ
る
。
傍
線
部
は
筆
者
。

（
20
）　

稲
賀
敬
二
編
『
源
氏
物
語
提
要
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
）。

（
21
）　

本
文
は
、『
内
閣
文
庫
本　

細
流
抄
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
）
に
よ
る
。

（
22
）　

岩
坪
健
氏
『『
源
氏
小
鏡
』
諸
本
集
成
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
し
た
。
た
だ
し
、

私
に
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
23
）　

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
中
（
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
）
を
参
照
し
た
。

（
24
）　

以
下
の
和
歌
の
本
文
は
、
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。

（
25
）　

注
2
松
岡
氏
（
二
〇
一
一
）。

（
26
）　

ワ
キ
僧
に
弔
問
を
頼
む
際
に
は
、「
人
に
ふ
た
た
び
二
本
の
、
杉
の
立
ち
所
を
尋
ね
ず
は
、
古
川

の
べ
と
詠
め
け
る
、
け
ふ
の
逢
ふ
瀬
も
同
じ
身
を
、
思
へ
ば
法
の
衣
の
、
玉
な
ら
ば
玉
葛
…
」
と
あ

り
、「
二
本
の
杉
」
の
《
再
会
》
と
い
う
意
味
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）　
『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

（
28
）　

樹
下
好
美
氏
「〈
玉
鬘
〉
の
構
想
　

―
　〈
浮
船
〉
の
影
響
と
源
氏
物
語
享
受
を
め
ぐ
っ
て
　

―
　

」

『
能　

研
究
と
評
論
』（
一
九
九
三
年
十
二
月
）。

鬘
〉
で
も
「
二
本
の
杉
」
が
舞
台
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
伝
統

的
な
和
歌
の
世
界
に
お
い
て
、「
二
本
の
杉
」
に
集
う
者
は
切
実
な
恋
慕
を
抱
く
者

と
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、「
二
本
の
杉
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
、「
二
心
」
や
「
う

き
名
に
立
つ
」
と
い
っ
た
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
性
に
満
ち
た
恋
を
も
暗
示
す
る
。
こ

う
し
た
「
二
本
の
杉
」
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
、
さ
ら
に
は
『
源
氏
物
語
』

で
三
角
関
係
に
揺
れ
た
浮
舟
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
伴
っ
て
、
能
〈
玉
鬘
〉
が
独
自
に
放

つ
「
恋
多
き
女
」
と
し
て
の
シ
テ
玉
鬘
像
は
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。註（

1
）　

曲
名
に
つ
い
て
は
、
現
行
観
世
流
の
表
記
に
従
っ
た
。

（
2
）　

松
岡
心
平
氏
「『
源
氏
物
語
』
を
読
む
金
春
禅
竹
」『
Ｚ
Ｅ
Ａ
Ｍ
Ｉ
　

―
　

中
世
の
芸
術
と
文
化
』
三

巻
（
森
話
社
、
二
〇
〇
五
年
十
月
）、「
玉
鬘
―
二
本
の
杉
」『
物
語
の
舞
台
を
歩
く
　

―
　

能　

大
和

の
世
界
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）。

（
3
）　

石
黒
吉
次
郎
氏
「『
源
氏
物
語
』
と
中
世
芸
能
」『
講
座
源
氏
物
語
研
究　

第
四
巻
鎌
倉
・
室
町

時
代
の
源
氏
物
語
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
七
年
）。
ほ
か
、
三
角
洋
一
氏
「
作
品
研
究
玉
鬘
」『
観

世
』
五
五
―
七
（
一
九
八
八
年
七
月
）
も
、
禅
竹
が
直
接
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
い
た
と
す
る
。

（
4
）　
〈
玉
鬘
〉
後
場
に
お
い
て
畳
み
掛
け
ら
れ
る
「
髪
」
の
表
現
に
注
目
し
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る

玉
鬘
の
「
黒
髪
」
の
重
要
性
を
反
照
さ
せ
た
河
添
房
江
氏
「
髪
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」『
性
と
文
化

の
源
氏
物
語
　

―
　

書
く
女
の
誕
生
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
）
も
あ
る
。

（
5
）　

徳
江
元
正
氏
・
宮
田
和
美
氏
「
謡
曲
雑
稿　

玉
葛
」『
金
剛
』
一
一
九
号
（
一
九
八
四
年
一
月
）。

（
6
）　
〈
玉
鬘
〉
の
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
下
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
に
よ

る
。

（
7
）　

橋
本
博
夫
氏
「
源
氏
見
ぬ
大
夫
」『
橋
本
博
夫
謡
曲
論
文
・
随
筆
遺
稿
集
』（
二
〇
〇
〇
年
八
月
）。

（
8
）　

注
2
松
岡
氏
（
二
〇
一
一
）
は
こ
の
見
解
を
受
け
て
、
同
じ
く
金
春
禅
竹
作
〈
定
家
〉
で
も
、
式

子
内
親
王
と
定
家
の
「
互
い
の
苦
し
み
は
な
れ
や
ら
ず
、
と
も
に
邪
淫
の
妄
執
」
に
悩
む
恋
の
世
界

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

（
9
）　

ほ
か
、
三
宅
晶
子
氏
「
禅
竹
の
歌
語
意
識
」『
歌
舞
能
の
確
立
と
展
開
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇

一
年
）
は
、〈
玉
鬘
〉
の
「
綱
手
悲
し
き
類
ひ
か
な
」
に
は
『
新
勅
撰
集
』
羈
旅
・
実
朝
の
「
世
の

中
は
常
に
も
が
も
な
渚
こ
ぐ
海
人
の
小
舟
の
綱
手
悲
し
も
」
の
世
界
が
取
り
込
ま
れ
、『
源
氏
物
語
』


