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一
、
緒
言

　
『
落
窪
物
語
』
は
継
子
い
じ
め
の
物
語
で
あ
る
。
源
忠
頼
は
い
じ
め
ら

れ
る
女
君
の
父
で
あ
り
、女
君
の
継
母
で
あ
る
北
の
方
に
意
見
で
き
ず
に
、

い
じ
め
を
黙
認
し
た
こ
と
か
ら
、
女
君
と
道
頼
に
よ
る
復
讐
の
対
象
と

な
っ
た
。
巻
三
に
お
い
て
、
忠
頼
の
三
条
邸
は
奪
い
取
ら
れ
、
道
頼
の
所

有
と
な
り
、
復
讐
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
女
君
と
忠
頼
の
和
解
が
な
さ

れ
、
そ
の
過
程
で
本
稿
で
扱
う
忠
頼
七
十
賀
が
あ
り
、
屏
風
が
製
作
さ
れ

る
。
忠
頼
七
十
賀
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
省
筆
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

『
落
窪
物
語
』
忠
頼
七
十
賀
屏
風
攷

荒
井
洋
樹

ず
、屏
風
歌
と
杖
の
歌
が
合
わ
せ
て
一
二
首
記
さ
れ
て
い
る
。『
落
窪
物
語
』

に
は
七
二
首
の
和
歌
が
収
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
こ
こ

に
存
在
す
る
。『
落
窪
物
語
』
は
平
安
前
期
の
物
語
作
品
に
お
い
て
も
っ

と
も
和
歌
の
割
合
が
低
い
。
試
み
に
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
ペ
ー
ジ

数
で
計
算
す
る
と
、
和
歌
が
存
在
す
る
の
は
約
四
・
四
頁
に
一
首
の
割
合

で
あ
る
。
こ
れ
は
『
竹
取
物
語
』
が
約
四
頁
に
一
首
の
割
合
で
存
在
す
る

の
よ
り
も
低
く
、
い
か
に
和
歌
が
少
な
い
作
品
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
な
ぜ
屏
風
歌
が
ま
と
ま
っ
て
記
さ
れ
て
い

る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
神
尾
暢
子
は
「
賀
宴
の
盛
大
さ
を
印
象
づ
け

る
た
め
」
と
論
じ
る（
１
）。
し
か
し
、
和
歌
で
賀
宴
の
盛
大
さ
を
描
く
の
で
あ
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れ
ば
、
参
加
者
の
唱
和
歌
を
記
す
方
法
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、

屏
風
歌
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
。
ま
ず
、
忠
頼
七
十
賀

に
至
る
過
程
を
確
認
し
、
こ
の
算
賀
の
位
置
付
け
を
検
討
す
る
。
そ
の
上

で
、
記
さ
れ
た
屏
風
歌
の
表
現
と
構
成
を
精
査
す
る
。
当
該
屏
風
の
表
現

に
つ
い
て
は
、
小
町
谷
照
彦
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る（
２
）が

、
構
成
や
そ
の

意
義
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。

　

当
該
屏
風
は
算
賀
の
場
を
荘
厳
す
る
も
の
と
し
て
物
語
に
描
か
れ
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
、
屏
風
歌
の
理
想
的
な
姿
を
提
示
し
て
い
る
と
も
い
え

る
。
実
際
の
屏
風
歌
は
多
く
が
競
作
で
あ
り
、
詠
歌
集
成
や
全
体
像
の
復

元
が
困
難
な
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
必
ず
し
も
周
辺
資
料
に
恵
ま

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
製
作
の
経
緯
を
辿
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
も

の
も
多
い
。
物
語
内
部
に
存
在
す
る
屏
風
歌
で
は
あ
る
が
、
製
作
の
背
景

や
全
体
構
成
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
の
一
つ
で
あ
り
、
屏
風
歌
研
究

に
も
資
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

二
、
道
頼
・
女
君
と
忠
頼
の
和
解

　
『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
忠
頼
七
十
賀
の
位
置
付
け
を
確
認
す
る
た
め
、

本
節
で
は
ま
ず
算
賀
催
行
に
至
る
経
緯
を
辿
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
た
い
。

　

道
頼
に
よ
る
復
讐
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
整
理
に
従
え
ば
、

①
忠
頼
四
の
君
と
面
白
の
駒
と
の
結
婚
、
②
忠
頼
三
の
君
の
夫
で
あ
る
蔵

人
の
少
将
と
道
頼
の
妹
と
の
結
婚
、
③
忠
頼
北
の
方
の
清
水
参
詣
に
際
す

る
車
争
い
・
局
争
い
、
④
忠
頼
家
の
女
房
少
納
言
を
道
頼
の
二
条
邸
に
招

聘
、
⑤
忠
頼
北
の
方
と
賀
茂
祭
で
の
車
争
い
、
⑥
忠
頼
の
三
条
邸
強
奪
の

六
度
に
分
け
ら
れ
る
。
①
か
ら
⑤
は
忠
頼
自
身
も
そ
れ
を
嘆
く
こ
と
に
な

る
が
、
作
品
の
叙
述
に
従
え
ば
あ
く
ま
で
継
母
を
対
象
と
し
て
い
る
。
忠

頼
自
身
を
も
明
確
な
対
象
と
す
る
復
讐
は
、
一
連
の
復
讐
の
最
後
に
当
た

る
⑥
の
三
条
邸
の
強
奪
で
あ
る
。

　

三
条
邸
は
、
も
と
も
と
女
君
が
母
か
ら
伝
領
し
た
も
の
で
、
地
券
も
所

有
し
て
い
た
。
女
君
が
道
頼
に
引
き
取
ら
れ
て
後
、
忠
頼
は
女
君
が
死
ん

だ
も
の
と
見
な
し
、
自
身
の
一
家
が
転
居
で
き
る
よ
う
に
整
備
す
る
。
道

頼
は
女
君
が
所
持
し
て
い
た
地
券
を
盾
に
三
条
邸
を
奪
い
取
る
の
で
あ

る
。
こ
の
三
条
邸
強
奪
後
、
女
君
の
素
性
が
明
ら
か
と
な
り
、
両
者
は
和

解
す
る
。

　

和
解
の
第
一
歩
は
、
女
君
の
素
性
を
知
っ
た
忠
頼
が
三
条
邸
を
訪
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
道
頼
は
、
忠
頼
と
そ
の
息
景
純
を
た
い
そ
う

に
も
て
な
す
。
そ
の
様
を
み
た
人
々
に
つ
い
て
は
「
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
御
仲

と
見
つ
る
を
、
い
か
な
ら
む
と
、
あ
や
し
く
思
ふ
」（
下
・
五
二
頁
）
と

あ
り
、
両
者
の
不
和
が
広
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
両
者
の
和
解
を
印
象
づ
け
る
事
績
が
、
八
月
に
道
頼
主
催
で
忠
頼
の
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た
め
に
行
わ
れ
る
法
華
八
講
と
、
十
一
月
に
道
頼
主
催
で
行
わ
れ
る
忠
頼

七
十
賀
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、「
今
年
な
む
七
十
に
な
り
給
ひ
け

る
と
聞
き
」（
下
・
七
五
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
華
八
講
と
同
年
と

す
る
説（
３
）と

翌
年
と
す
る
説（
４
）に

分
か
れ
る
が
、道
頼
の
父
右
大
臣
が「
な
ど
、

か
く
頻
り
て
、
猛
な
る
こ
と
は
す
る
」（
下
・
七
六
頁
）
と
指
摘
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
同
年
中
の
事
績
と
み
る
の
が
穏
当
だ
ろ
う
。

　

法
華
八
講
は
、
道
頼
が
「
あ
は
れ
、
中
納
言
こ
そ
、
い
た
く
老
い
に
け

れ
。世
人
は
、老
い
た
る
親
の
た
め
に
す
る
孝
こ
そ
。」（
下
・
六
〇
頁
）と
、

年
老
い
た
忠
頼
へ
の
孝
行
と
し
て
発
案
し
て
い
た
も
の
で
、「
経
書
か
せ
、

仏
師
呼
ば
せ
て
、
仏
清
ら
な
る
べ
く
と
、
男
君
・
女
君
、
心
に
入
れ
給
へ

り
。
国
々
、
絹
・
糸
、
白
銀
・
黄
金
な
ど
召
す
。
御
心
に
、
心
も
と
な
し

と
思
す
こ
と
な
し
」（
下
・
六
一
頁
）
と
抜
か
り
な
く
準
備
を
し
、
八
月

二
十
一
日
を
初
日
と
し
て
九
日
間
挙
行
さ
れ
た
。

　

こ
の
法
華
八
講
に
お
い
て
注
意
し
た
い
の
は
、
名
目
と
し
て
は
年
老
い

た
忠
頼
に
対
す
る
孝
行
と
し
て
挙
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
場
に
は

「
上
達
部
、い
と
多
か
り
。ま
し
て
、四
位
五
位
、数
知
ら
ず
多
か
り
」（
下
・

六
四
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
上
達
部
以
下
四
位
五
位
に
至
る
ま
で
、
衆
目

を
集
め
る
行
事
で
あ
る
こ
と
だ
。
度
重
な
る
復
讐
に
よ
り
、
両
者
が
不
和

で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
。
法
華
八
講
は
、
両
者
が
和
解
し

た
こ
と
を
広
く
知
ら
し
め
る
意
図
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
特

に
五
巻
を
修
す
る
日
に
は
捧
物

が
あ
る
が
、
多
く
の
人
か
ら
の

捧
物
と
と
も
に
、
道
頼
の
父
右

大
臣
、
母
北
の
方
、
き
ょ
う
だ

い
の
中
宮
と
中
の
君
か
ら
も
捧

物
が
も
た
ら
さ
れ
て
お
り
、
単

に
道
頼
と
忠
頼
の
二
者
の
関
係

で
は
な
い
の
は
明
ら
か
だ
。

　

ま
た
、
道
頼
が
忠
頼
に
奉
仕

す
る
と
い
う
形
式
を
と
り
、
一

見
道
頼
か
ら
忠
頼
へ
と
い
う
一

方
向
の
融
和
で
あ
る
よ
う
に
も

見
え
る
が
、法
華
八
講
が
果
て
、

道
頼
が
自
身
の
邸
宅
へ
帰
る

際
、
忠
頼
が
、

「
こ
れ
、
翁
の
、
い
と
か
し
こ
き
物
と
思
ひ
給
へ
て
、
誰
に
伝
へ
置

か
む
と
、
年
ご
ろ
隠
し
置
き
て
、
中
納
言
殿
の
い
ま
し
通
ひ
し
時
に

求
め
給
ひ
し
か
ど
、
取
り
出
で
ず
な
り
に
し
は
、
あ
が
君
の
御
料
に

て
も
の
し
置
き
給
ひ
に
け
る
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
若
君
に
奉
ら
む
」

（
下
・
七
三
頁
）
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と
、
こ
れ
ま
で
た
い
へ
ん
尊
貴
な
も
の
と
思
っ
て
誰
に
相
伝
し
よ
う
と
悩

み
、
長
年
秘
蔵
し
て
き
た
笛
が
あ
り
、
か
つ
て
三
の
君
の
婿
で
あ
っ
た
中

納
言
が
求
め
た
と
き
に
も
伝
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
そ
れ
を

道
頼
の
子
の
若
君
に
笛
を
与
え
て
い
る
。

　

物
語
に
お
い
て
楽
器
の
相
伝
が
テ
ー
マ
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。『
う
つ

ほ
物
語
』
で
は
琴
の
相
伝
が
俊
蔭
一
族
を
証
す
る
も
の
と
な
り
、『
源
氏

物
語
』
で
は
笛
の
相
伝
が
柏
木
と
薫
を
つ
な
ぐ
も
の
と
な
る
と
さ
れ
る（
５
）。

特
に
、『
源
氏
物
語
』
は
柏
木
か
ら
薫
へ
の
笛
の
相
伝
が
、
藤
原
頼
忠
・

公
任
父
子
に
お
け
る
赤
笛
の
相
伝
を
準
拠
と
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ

る（
６
）。

楽
器
の
相
伝
が
正
統
な
後
継
を
示
す
小
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
忠
頼
自
身
が
「
誰
に
伝
へ
置
か
む
」
と

述
べ
る
よ
う
に
相
伝
を
企
図
し
た
笛
で
あ
り
、
若
君
を
自
身
の
正
統
な
後

継
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
若
君
に
笛
を
贈
る
こ
と
は
、
忠

頼
側
が
道
頼
を
婿
と
し
て
正
式
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
忠
頼
側

か
ら
の
融
和
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
法
華
八
講
に
引
き
続
い
て
、
忠
頼
七
十
賀
が
挙
行
さ
れ
る
。
道
頼

は
「
人
は
、
頻
り
た
る
や
う
に
思
ふ
と
も
、
七
十
の
賀
は
せ
む
」（
下
・

七
五
頁
）
と
こ
こ
で
も
他
者
の
目
を
考
慮
に
入
れ
て
お
り
、「
上
達
部
・

殿
上
人
は
、
居
あ
ま
る
ま
で
多
か
り
」（
下
・
八
〇
頁
）
と
法
華
八
講
と

同
様
に
上
達
部
や
殿
上
人
が
数
多
く
参
仕
し
て
い
る
。
こ
の
七
十
賀
も
道

頼
か
ら
忠
頼
へ
の
個
人
的
奉
仕
の
体
裁
を
と
る
が
、
法
華
八
講
と
同
様
に

衆
目
を
集
め
る
こ
と
で
両
者
の
和
解
を
印
象
づ
け
る
狙
い
が
あ
る
。
七
十

賀
の
準
備
に
際
し
、「
国
々
の
守
ど
も
も
、
た
だ
御
気
色
の
ま
ま
仕
う
ま

つ
り
、
い
か
で
い
か
で
と
思
ひ
た
れ
ば
」（
下
・
七
五
頁
）
と
国
司
た
ち

が
苦
心
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
な
ど
、
算
賀
の
準
備
は
比
較
的
多
く
描
か

れ
て
い
る
。
ま
た
、
算
賀
が
終
わ
っ
て
の
ち
の
被
物
も
「
事
果
て
て
、
夜

更
け
て
ま
か
で
給
ふ
に
、
物
被
け
給
は
ぬ
、
な
し
」（
下
・
八
〇
頁
）
と

参
仕
し
た
人
々
に
も
れ
な
く
被
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。し
か
し
、

肝
心
の
算
賀
は
、

十
一
月
十
一
日
に
な
む
し
給
ひ
け
る
。
こ
た
み
、
わ
が
御
殿
に
皆
率

ゐ
て
迎
へ
奉
り
給
ひ
て
な
む
。
く
は
し
く
は
、
う
る
さ
け
れ
ば
、
書

か
ず
。
例
の
、
人
の
、
た
だ
い
と
厳
め
し
う
猛
な
り
け
る
な
り
。

 

（
下
・
七
七
頁
）

と
省
筆
の
文
言
が
あ
る
だ
け
で
、
詳
細
は
描
か
れ
な
い
。「
例
の
」
と
あ

る
が
、作
中
の
こ
れ
以
前
の
記
事
に
お
い
て
、道
頼
の
行
っ
た
事
績
に「
い

と
厳
め
し
う
猛
な
」
る
も
の
は
法
華
八
講
以
外
に
な
く
、
補
っ
て
理
解
す

れ
ば
、
法
華
八
講
と
同
様
に
豪
奢
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
な
ろ
う
か（
７
）。

七
十
賀
を
豪
奢
に
催
し
た
こ
と
は
動
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
な
か
で
記

さ
れ
る
の
が
ほ
ぼ
和
歌
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の

か
。そ
の
た
め
に
は
記
さ
れ
た
和
歌
を
精
査
す
る
以
外
に
道
は
な
か
ろ
う
。
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節
を
改
め
て
検
討
し
よ
う
。

三
、
忠
頼
七
十
賀
屏
風
の
表
現

　

屏
風
歌
は
、

屏
風
の
絵
、
事
ど
も
、
い
と
多
か
れ
ど
、
書
か
ず
。
し
る
し
ば
か
り
、

た
だ
端
の
枚
一
枚
、

と
い
う
文
言
に
引
き
続
い
て
記
さ
れ
る
。「
事
ど
も
」
は
屏
風
の
和
歌
な

ど
の
こ
と
ば（
８
）、
算
賀
の
行
事（
９
）、
屏
風
に
つ
い
て
書
き
記
す
こ
と）

（1
（

な
ど
、
理

解
が
分
か
れ
る
。

　
『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
画
題
は
、
あ
く
ま
で
屏
風
歌
に
付
随
す
る
説

明
で
し
か
な
い
。
例
え
ば
、

五
月
、
菖
蒲
葺
く
家
に
、
時
鳥
鳴
け
り
。

八
月
、
嵯
峨
野
に
、
所
の
衆
ど
も
、
前
栽
堀
り
に
。

で
は
、傍
線
部
の
表
現
は
屏
風
絵
の
説
明
で
は
な
い
。前
者
に
お
い
て
は
、

ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
き
声
は
屏
風
絵
で
表
現
し
よ
う
が
な
く
、
あ
く
ま
で
詠

歌
の
状
況
説
明
で
あ
る）

（（
（

。
後
者
に
お
い
て
は
、
屏
風
絵
に
は
秋
の
野
が
描

か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、そ
れ
が
嵯
峨
野
で
あ
る
か
は
判
断
で
き
な
い
。

強
い
て
い
え
ば
、
嵯
峨
野
を
和
歌
に
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
屏
風

絵
が
嵯
峨
野
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
所
の
衆
」
も
屏
風

絵
に
描
か
れ
た
男
性
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
屏
風
絵
か
ら
判

断
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
詠
歌
の
状
況
説
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
画

題
が
屏
風
絵
の
説
明
で
は
な
い
点
に
留
意
し
た
い
。
こ
の
部
分
の
解
釈
と

し
て
は
、
屏
風
絵
に
つ
い
て
詳
細
は
記
さ
な
い
が
、
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い

も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
い
い
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
試

案
と
し
て
、
屏
風
の
絵
に
は
触
れ
る
べ
き
点
が
と
て
も
多
い
け
れ
ど
書
か

な
い
、
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
て
お
く
。

　

屏
風
歌
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
既
に
小
町
谷
照
彦
が
検
討
を
加
え
て
お

り
、
重
な
る
部
分
も
多
い
が
、
次
節
で
構
成
を
論
じ
る
た
め
に
必
要
な
手

順
で
あ
り
、
改
め
て
精
査
す
る
。

　

Ａ
の
歌
に
は
、
画
題
の
説
明
は
な
く
、
歌
だ
け
が
あ
る
。

朝
ぼ
ら
け
霞
み
て
見
ゆ
る
吉
野
山
春
や
夜
の
間
に
越
え
て
来
つ

ら
む 

（
Ａ
）

　

夜
が
明
け
る
頃
、
霞
ん
で
み
え
る
吉
野
山
は
春
が
夜
の
う
ち
に
越
え
て

き
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
詠
む
。
吉
野
山
の
霞
は
、

春
た
つ
と
い
ふ
ば
か
り
に
や
み
吉
野
の
山
も
か
す
み
て
け
さ
は
見
ゆ

ら
ん

 （
拾
遺
集
・
春
・
平
定
文
が
家
歌
合
に
よ
み
侍
り
け
る
・
壬
生
忠
岑
・
一
）

の
よ
う
に
年
始
を
象
徴
す
る
景
物
で
あ
る
。
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、

正
月
題
の
歌
で
あ
ろ
う
。
夜
の
う
ち
に
春
が
来
る
と
い
う
表
現
は
、
鎌
倉
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期
ま
で
見
え
な
い
が
、次
の
季
節
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
表
現
方
法
で
は
、

花
鳥
も
み
な
ゆ
き
か
ひ
て
烏
羽
玉
の
夜
の
間
に
け
ふ
の
夏
は
き
に
け

り 

（
貫
之
集
・
亭
子
院
御
屏
風
・
五
〇
七
）

が
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
を
摂
取
し
て
仕
立
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
月
、
桜
の
散
る
を
仰
ぎ
て
立
て
り
。

桜
花
散
る
て
ふ
こ
と
は
今
年
よ
り
忘
れ
て
匂
へ
千
代
の
た
め
し

に 

（
Ｂ
）

　

Ｂ
で
は
桜
を
題
材
と
し
、
桜
の
花
よ
、
散
る
と
い
う
こ
と
は
今
年
か
ら

忘
れ
て
咲
き
誇
れ
、
千
年
の
寿
命
の
先
例
と
な
る
よ
う
に
、
と
桜
に
散
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
訴
え
か
け
て
い
る
。
同
様
の
発
想
で
は
、

今
年
よ
り
春
し
り
そ
む
る
桜
花
散
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
ら
は
ざ
ら
な

む
（
古
今
集
・
春
上
・
人
の
家
に
う
ゑ
た
り
け
る
桜
の
花
さ
き
は
じ
め
た

り
け
る
を
見
て
よ
め
る
・
貫
之
・
四
九
）

が
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
こ
と
ば
の
類
似
も
目
立
ち
、
こ
れ
を
下

敷
き
に
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

三
月
三
日
、
桃
の
花
咲
き
た
る
を
、
人
折
れ
り
。

三
千
年
に
な
る
て
ふ
桃
の
花
盛
り
折
り
て
挿
頭
さ
む
君
が
た
ぐ

ひ
に 

（
Ｃ
）

　

Ｃ
で
は
西
王
母
伝
説
を
用
い
て
、
三
千
年
に
一
度
な
る
と
い
う
桃
の
花

の
盛
り
に
そ
れ
を
折
っ
て
挿
頭
に
し
よ
う
、
あ
な
た
に
似
て
長
寿
に
な
る

よ
う
に
、
と
詠
む
。
先
行
例
と
し
て
は
、

み
ち
と
せ
に
ひ
ら
く
る
桃
の
花
ざ
か
り
あ
ま
た
の
春
は
君
の
み
ぞ
見

む
（
兼
盛
集
・
内
裏
屏
風
・
三
月
三
日
も
も
の
花
あ
る
い
へ
に
・
一
七
五
）

が
あ
る
。
上
三
句
が
類
似
し
て
お
り
、
桃
の
花
盛
り
を
あ
な
た
だ
け
が
み

る
と
い
う
こ
と
で
長
寿
を
言
祝
ぐ
。「
君
」
の
長
寿
に
あ
や
か
ろ
う
と
す

る
Ｃ
と
根
本
的
発
想
に
通
じ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

四
月
。時

鳥
待
ち
つ
る
宵
の
忍
び
音
は
ま
ど
ろ
ま
ね
ど
も
驚
か
れ
け
り

 

（
Ｄ
）

　

Ｄ
は
四
月
で
あ
る
こ
と
は
示
さ
れ
る
が
、
画
題
を
欠
い
て
い
る
。
ほ
と

と
ぎ
す
を
待
つ
宵
の
、
忍
ん
で
鳴
く
声
は
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な

い
け
れ
ど
も
は
っ
と
気
が
つ
く
こ
と
だ
、
と
詠
む
。
表
現
的
に
は
珍
し
い

言
い
回
し
が
多
い
。
ほ
と
と
ぎ
す
の
忍
び
音
は
、

祭
の
か
へ
さ
に
、
女
車
に
、
卯
花
あ
ふ
ひ
に
て
、
ち
は
や
ぶ
る

な
ら
ぬ
こ
と
か
き
て
と
て
、
筆
紙
た
ま
ふ

し
づ
の
を
の
し
の
び
ね
を
な
け
ほ
と
と
ぎ
す

と
あ
れ
ば

こ
だ
か
き
声
は
ま
た
も
し
つ
る
を 

（
朝
光
集
・
一
二
五
）
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が
早
く
、
勅
撰
集
で
は
『
後
拾
遺
集
』
初
出
の
表
現
で
あ
る
。
ま
た
「
ま

ど
ろ
」
む
と
い
う
表
現
も
、
十
世
紀
に
お
い
て
は
「
夢
」
な
い
し
「
う
つ

つ
」
と
取
り
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
取
り
合
わ
せ
る
早
い

例
は
、ま

ど
ろ
ま
ば
き
か
ず
や
あ
ら
ま
し
郭
公
さ
も
よ
ぶ
か
く
も
な
き
わ
た

る
か
な 

（
高
遠
集
・
三
四
四
）

で
、
や
は
り
勅
撰
集
と
し
て
は
『
後
拾
遺
集
』
初
出
の
表
現
で
あ
る
。
小

町
谷
が
「
か
な
り
斬
新
な
詠
み
ぶ
り
」
と
評
す
る
の
は
首
肯
さ
れ
る
。

五
月
、
菖
蒲
葺
く
家
に
、
時
鳥
鳴
け
り
。

声
立
て
て
今
日
し
も
鳴
く
は
時
鳥
あ
や
め
知
る
べ
き
つ
ま
や
な

ら
か
む 

（
Ｅ
）

　

続
く
五
月
の
Ｅ
も
ほ
と
と
ぎ
す
題
で
あ
る
。「
今
日
し
も
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
五
月
五
日
の
節
句
を
題
材
と
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
声
を
立
て
て

今
日
と
い
う
日
に
鳴
く
の
は
ほ
と
と
ぎ
す
が
も
の
の
わ
か
っ
た
妻
が
い
な

い
か
ら
だ
ろ
う
か
、
と
詠
む
。
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
妻
を
呼
ぶ
声
と
解
し

た
歌
に
は
、

旅
寝
し
て
つ
ま
ご
ひ
す
ら
し
ほ
と
と
ぎ
す
神
な
び
山
に
さ
よ
ふ
け
て

な
く 

（
後
撰
集
・
夏
・
一
八
七
／
万
葉
集
・
巻
十
・
一
九
三
八
）

が
あ
る
。
菖
蒲
を
葺
く
家
と
い
う
屏
風
歌
題
で
は
、

五
月
、
菖
蒲
葺
き
た
る
家
の
は
し
に
、
人
な
が
め
て
ゐ
た
る
と

こ
ろ

昨
日
ま
で
よ
そ
に
お
も
ひ
し
あ
や
め
草
今
日
わ
が
宿
の
つ
ま
と
み
る

か
な 

（
能
宣
集
Ⅲ
・
忠
君
屏
風
・
二
〇
一
）

が
、
用
語
か
ら
み
て
注
意
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
歌
を
踏
襲
し
た
も
の
だ
ろ

う
。

六
月
、
祓
へ
し
た
り
。

禊
す
る
川
瀬
の
底
の
清
け
れ
ば
千
年
の
影
を
映
し
て
ぞ
見
る

 

（
Ｆ
）

　

Ｆ
で
は
祓
を
詠
む
が
、
こ
れ
は
六
月
末
に
行
う
夏
越
祓
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。禊
ぎ
を
す
る
川
が
清
冽
で
あ
る
と
こ
ろ
に
千
年
の
寿
命
の
影
を
見
る
。

算
賀
と
組
み
合
わ
せ
る
早
い
例
は
、

み
そ
ぎ
つ
つ
お
も
ふ
心
は
こ
の
川
の
底
の
深
さ
に
か
よ
ふ
べ
ら
な
り

 

（
貫
之
集
・
右
衛
門
督
殿
屏
風
・
六
月
は
ら
へ
・
四
〇
三
）

で
、
祝
う
心
が
禊
ぎ
を
す
る
川
の
深
さ
に
通
じ
る
と
詠
ん
で
い
る
。「
千

歳
の
影
」
に
着
目
す
る
と
、

池
水
も
い
か
に
す
め
ば
か
あ
し
た
づ
の
千
歳
の
影
を
底
に
み
る
ら
ん

 

（
元
輔
集
Ⅲ
・
天
徳
三
年
、
朱
雀
院
の
御
屏
風
に
・
七
七
）

が
あ
る
。
池
か
川
か
の
違
い
は
あ
る
が
、
水
が
澄
む
こ
と
で
、
水
底
に
千

年
の
長
寿
の
影
を
見
出
す
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

七
月
七
日
、
七
夕
祭
れ
る
家
あ
り
。
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雲
も
な
く
空
澄
み
わ
た
る
天
の
川
今
や
彦
星
舟
渡
す
ら
む（
Ｇ
）

　

Ｇ
の
七
夕
題
は
七
月
の
定
番
で
あ
り
、
雲
も
な
く
空
が
澄
み
わ
た
る
天

の
川
を
ち
ょ
う
ど
今
彦
星
が
船
を
渡
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
彦
星
の

渡
河
を
詠
む
。
天
の
川
を
渡
る
方
法
は
、
概
ね
徒
歩
、
船
、
橋
に
分
け
ら

れ
る
け
れ
ど
も
、彦
星
の
渡
河
方
法
を
船
と
明
示
し
て
詠
む
の
は
珍
し
く
、

十
世
紀
に
は
、

天
の
川
い
ま
は
水
無
瀬
に
な
り
な
な
む
今
日
ひ
こ
ぼ
し
の
船
路
漕
ぐ

べ
く 

（
元
真
集
・
お
な
じ
題
（
七
月
七
日
）
を
・
一
四
七
）

が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

夕
づ
く
よ
久
し
か
ら
ぬ
を
天
の
川
は
や
く
た
な
ば
た
漕
ぎ
わ
た
ら
な

ん 

（
貫
之
集
・
敦
忠
家
屏
風
・
七
夕
・
四
四
二
）

の
よ
う
に
「
た
な
ば
た
」
す
な
わ
ち
織
女
が
船
で
渡
河
す
る
こ
と
を
詠
む

例
は
み
え
る
。
そ
れ
で
も
珍
し
い
用
例
で
あ
る
点
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

八
月
、
嵯
峨
野
に
、
所
の
衆
ど
も
、
前
栽
堀
り
に
。

う
ち
群
れ
て
掘
る
に
嵯
峨
野
の
女
郎
花
つ
ゆ
も
心
を
置
か
で
引

か
れ
よ 
（
Ｈ
）

　

Ｈ
は
嵯
峨
野
で
の
前
栽
堀
り
を
題
材
と
す
る
。
嵯
峨
野
は
秋
草
の
名
所

で
、

寛
平
御
時
、
蔵
人
所
の
を
の
こ
ど
も
嵯
峨
野
に
花
見
む
と
て
ま

か
り
た
り
け
る
時
、
帰
る
と
て
み
な
歌
よ
み
け
る
つ
い
で
に
よ

め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
定
文

花
に
あ
か
で
な
に
か
へ
る
ら
む
女
郎
花
お
ほ
か
る
野
辺
に
寝
な
ま
し

も
の
を 

（
古
今
集
・
秋
上
・
二
三
八
）

な
ど
、
実
際
に
蔵
人
所
の
人
々
が
出
向
く
例
が
多
い
。
右
の
例
で
も
女
郎

花
を
詠
ん
で
い
る
。
実
地
で
の
用
例
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
わ
ざ
わ
ざ

「
嵯
峨
野
」
と
歌
に
詠
む
例
は
少
な
い
。
Ｈ
で
は
、
人
々
が
群
れ
て
掘
る

と
き
に
嵯
峨
野
の
女
郎
花
は
つ
ゆ
ほ
ど
も
心
を
こ
の
地
に
置
く
こ
と
な
く

引
か
れ
な
さ
い
、
と
詠
み
、
こ
の
嵯
峨
野
と
い
う
土
地
に
心
を
残
す
な
と

表
現
す
る
。
同
様
に
「
心
」
に
着
目
す
る
歌
に
、

君
に
よ
り
野
辺
を
は
な
れ
し
女
郎
花
同
じ
心
に
秋
を
と
ど
め
よ

 

（
亭
子
院
女
郎
花
合
・
温
子
・
二
二
）

が
あ
る
。
女
郎
花
合
の
た
め
に
あ
な
た
に
よ
っ
て
野
辺
を
離
れ
た
女
郎
花

は
野
辺
に
あ
っ
た
時
と
同
じ
心
で
秋
を
引
き
留
め
て
お
く
れ
、
と
野
辺
と

女
郎
花
合
の
現
在
と
に
お
い
て
同
じ
美
し
さ
を
保
っ
て
ほ
し
い
と
詠
む
。

心
が
野
辺
に
置
き
去
り
に
さ
れ
る
こ
と
で
、
美
し
さ
が
減
ず
る
と
考
え
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
Ｈ
も
同
様
に
理
解
し
た
い
。

九
月
、
白
菊
多
く
咲
き
た
る
家
を
見
る
。

時
な
ら
ぬ
雪
と
や
人
の
思
ふ
ら
む
籬
に
咲
け
る
白
菊
の
花（
Ｉ
）

　

Ｉ
は
、
季
節
外
れ
の
雪
と
人
は
見
る
の
だ
ろ
う
か
、
籬
に
咲
い
て
い
る

白
菊
の
花
を
、
と
白
菊
を
季
節
外
れ
の
雪
に
見
立
て
る
。
菊
を
霜
に
見
立
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て
る
例
は
数
が
多
い
が
、
雪
に
見
立
て
る
例
は
十
世
紀
に
は
見
え
ず
、

あ
る
人
の
初
雪
の
ふ
り
侍
り
し
つ
と
め
て
、
菊
に
さ
し
て
い
ひ

て
侍
り
し

ま
せ
の
中
に
う
つ
ろ
ふ
菊
の
け
さ
い
か
に
初
雪
と
い
は
ぬ
君
を
う
ら

み
ん 

（
増
基
法
師
集
・
四
五
）

の
よ
う
に
、
即
物
的
な
用
例
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
注
釈
は
「
菊
を
詠
ん

だ
所
に
賀
意
が
こ
も
る
」
と
注
す
る
が
、
九
月
題
の
菊
に
お
い
て
賀
意
を

表
現
す
る
の
で
あ
れ
ば
菊
水
伝
説
を
詠
む
の
が
常
套
で
、
こ
こ
で
は
あ
え

て
そ
れ
を
外
し
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
必
ず
し
も
賀
意
を

詠
み
込
ま
な
く
て
も
よ
い
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
以
降
の
歌
に
は
、
本
文
上
の
問
題
が
あ
る
。
室
城
文
庫
の
底
本
で

あ
る
宮
内
庁
書
陵
部
本
以
下
す
べ
て
の
写
本
に
お
い
て
、

十
月
、
紅
葉
い
と
お
も
し
ろ
き
な
か
を
行
く
に
、
散
り
か
か
れ
ば
、

仰
ぎ
て
立
て
り
。

旅
人
の
こ
こ
に
手
向
く
る
幣
な
れ
や
よ
ろ
づ
世
を
経
て
君
に
伝

へ
む 

（
Ｊ
）

と
な
っ
て
い
る
が
、
上
下
句
の
つ
な
が
り
が
悪
く
、
次
の
画
題
の
「
十
一

月
」
に
「
十
二
月
」
と
す
る
異
本
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
あ
っ
た
十
月

の
歌
の
上
句
に
十
一
月
の
歌
の
下
句
が
目
移
り
に
よ
っ
て
結
合
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
復
元
想
定
を
示
す
と
、

旅
人
の
こ
こ
に
手
向
く
る
幣
な
れ
や
〔　
　
　
　

下
句

欠　
　
　
　
　

〕 

（
Ｊ
―
１
）

〔
十
一
月
の
画
題
欠
〕

〔　
　
　
　

上
句
欠　
　
　
　
　

〕
よ
ろ
づ
世
を
経
て
君
に
伝

へ
む 

（
Ｊ
―
２
）

と
な
る
。『
落
窪
物
語
大
成
』
は
Ｊ
―
１
の
欠
落
部
分
に
「
秋
過
ぎ
て
散

る
山
の
も
み
ぢ
ば
」
を
補
い）

（1
（

、
日
本
古
典
文
学
全
集）

（1
（

、
集
成
、
新
全
集
な

ど
が
従
う
が
、
新
大
系
が
指
摘
す
る
よ
う
に
創
造
本
文
で
あ
り
、
従
え
な

い
。
注
釈
、
新
大
系
、
室
城
文
庫
は
先
に
示
し
た
底
本
ど
お
り
の
本
文
を

立
て
る
が
、
十
二
ヶ
月
で
一
年
を
構
成
す
る
屏
風
を
志
向
し
て
い
る
こ
と

を
考
慮
し
て
、右
の
よ
う
に
欠
文
を
含
ん
だ
本
文
を
想
定
し
て
お
き
た
い
。

　
Ｊ
―
１
は
十
月
の
画
題
か
ら
、
紅
葉
を
題
材
と
す
る
も
の
と
わ
か
る
。

残
存
部
分
に
紅
葉
を
明
示
し
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
紅
葉
を
幣
と
見
立

て
る
例
に
は
、

秋
の
山
紅
葉
を
幣
と
た
む
く
れ
ば
す
む
我
さ
へ
ぞ
旅
心
地
す
る

（
古
今
集
・
秋
下
・
を
の
と
い
ふ
所
に
す
み
侍
り
け
る
時
も
み
ぢ
を
見

て
よ
め
る
・
貫
之
・
二
九
九
）

道
し
ら
ば
た
づ
ね
も
ゆ
か
む
も
み
ぢ
ば
を
幣
と
た
む
け
て
秋
は
い
に

け
り

（
古
今
集
・
秋
下
・
お
な
じ
つ
ご
も
り
の
日
よ
め
る
・
躬
恒
・
三
一
三 
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（
巻
軸
））

が
あ
り
、
こ
の
上
句
と
符
合
す
る
。

　
Ｊ
―
２
は
画
題
と
上
句
が
失
わ
れ
て
お
り
、
下
句
だ
け
で
題
材
を
措
定

す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
日
本
古
典
文
学
全
集
で
は
、

美
濃
の
国
関
の
ふ
ぢ
河
た
え
ず
し
て
君
に
つ
か
へ
む
よ
ろ
づ
よ
ま
で

に

こ
れ
は
、
元
慶
の
御
嘗
の
美
濃
の
歌

 

（
古
今
集
・
神
あ
そ
び
の
う
た
・
一
〇
八
四
）

を
引
き
、
本
文
を
「
君
に
つ
か
へ
む
」
に
訂
し
た
上
で
、
新
嘗
会
に
類
す

る
も
の
が
描
か
れ
た
か
と
し
、
集
成
、
新
全
集
が
こ
れ
に
従
う
。
し
か
し
、

右
の
古
今
集
歌
は
陽
成
天
皇
の
大
嘗
会
に
際
す
る
屏
風
歌
へ
の
詠
作
で
、

新
嘗
会
を
題
材
と
し
て
い
な
い
。
現
存
す
る
屏
風
歌
に
お
い
て
大
嘗
会
も

新
嘗
会
も
歌
題
と
は
な
っ
て
お
ら
ず）

（1
（

、
こ
の
想
定
に
は
従
い
が
た
い
。
ま

た
、本
文
校
訂
案
に
つ
い
て
も
、奇
し
く
も
大
嘗
会
屏
風
の
歌
で
あ
る
が
、

世
の
と
み
は
い
は
く
ら
山
に
を
さ
め
置
き
て
万
代
ま
で
に
君
ぞ
つ
た

へ
む 

（
兼
盛
集
・
大
嘗
会
歌
・
一
一
三
）

は
、
富
を
長
い
期
間
伝
え
て
ゆ
く
と
詠
む
こ
と
で
言
祝
ぎ
と
し
て
お
り
、

現
存
本
文
で
も
祝
意
を
表
現
で
き
る）

（1
（

。
現
状
、
推
測
の
基
と
な
る
情
報
が

少
な
く
、
こ
れ
以
上
深
入
り
す
る
の
は
避
け
た
い
。

　

続
く
、
Ｋ
は
、

十（
マ
マ
）一
月
、
山
に
、
雪
い
と
高
く
降
れ
る
家
に
、
女
眺
め
て
居
た
り
。

雪
深
く
積
も
り
て
後
は
山
里
に
ふ
り
は
へ
て
来
る
人
の
な
き
か

な 

（
Ｋ
）

と
な
っ
て
い
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
欠
落
を
想
定
す
る
と
「
十
一
月
」
で

は
な
く
「
十
二
月
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
歌
意
は
、
雪
が
深
く
積
も
っ

て
か
ら
あ
と
は
、山
里
に
わ
ざ
わ
ざ
来
る
人
は
い
な
い
こ
と
だ
、と
な
る
。

冬
の
山
里
に
人
の
訪
れ
が
な
い
こ
と
は
、

山
里
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
め
も
草
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば

 

（
古
今
集
・
冬
・
冬
の
歌
と
て
よ
め
る
・
源
宗
于
朝
臣
・
三
一
五
）

な
ど
、
類
例
が
多
い
。
そ
こ
に
雪
を
関
わ
ら
せ
る
作
と
し
て
は
、

白
雪
の
ふ
り
て
つ
も
れ
る
山
ざ
と
は
す
む
人
さ
へ
や
思
ひ
き
ゆ
ら
む

 

（
古
今
集
・
冬
・
三
二
八
）

が
あ
る
。

　

最
後
に
、
屏
風
歌
で
は
な
い
が
、
算
賀
に
お
い
て
忠
頼
に
贈
ら
れ
る
杖

に
付
け
た
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
検
討
し
よ
う
。

御
杖
の
。

八
十
坂
を
越
え
よ
と
来
つ
る
杖
な
れ
ば
突
き
て
を
登
れ
位
山
に

も 

（
Ｌ
）

　

八
十
歳
の
坂
を
越
え
よ
と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
き
た
杖
で
あ
る
の
で
、

こ
の
杖
を
つ
い
て
登
れ
、
年
齢
の
坂
だ
け
で
は
な
く
位
の
山
に
も
、
と
詠
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む
。
杖
に
付
け
た
歌
と
し
て
は
、
宇
多
の
六
十
賀
に
際
し
て
作
ら
れ
た
、

ひ
と
ふ
し
に
千
代
を
こ
め
た
る
杖
な
れ
ば
つ
く
と
も
つ
き
じ
君
が
よ

は
ひ
は

（
拾
遺
集
・
賀
・
同
じ
賀
（
宇
多
六
十
賀
）
に
、
竹
の
杖
作
り
て
侍
り
け

る
に
・
大
中
臣
頼
基
・
二
七
六
）

が
先
蹤
と
な
る
。
ま
た
「
位
山
」
を
関
わ
ら
せ
る
作
と
し
て
は
、

位
山
峯
ま
で
つ
け
る
杖
な
れ
ど
今
よ
ろ
づ
よ
の
坂
の
た
め
な
り

（
拾
遺
集
・
賀
・
同
じ
人
（
実
頼
）
の
七
十
賀
し
侍
り
け
る
に
、
竹
の
杖

を
つ
く
り
て
・
能
宣
・
二
八
一
）

が
あ
る
。
能
宣
歌
は
太
政
大
臣
ま
で
昇
り
位
人
臣
を
極
め
た
実
頼
も
言
祝

ぎ
つ
つ
、
こ
の
新
た
な
杖
に
よ
っ
て
長
寿
を
予
祝
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
、Ｌ
は
次
の
算
賀
で
あ
る
八
十
歳
ま
で
の
杖
で
あ
る
が
、こ
の
杖
に
よ
っ

て
位
も
昇
る
よ
う
に
と
言
祝
い
で
い
る
。
こ
れ
は
直
後
に
道
頼
が
忠
頼
に

大
納
言
の
位
を
譲
る
こ
と
を
暗
示
し
て
お
り
、
物
語
の
展
開
に
即
し
た
和

歌
が
配
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

四
、
忠
頼
七
十
賀
屏
風
の
特
質
と
構
成

　

総
体
的
な
部
分
か
ら
み
て
ゆ
く
と
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
当
該
屏
風

は
本
文
に
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
一
年
を
十
二
ヶ
月
に
分
割
し
て
表
現
し

よ
う
と
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
四
季
の
運
行
を
象
徴
す
る
屏
風
で
賀

宴
の
場
を
囲
繞
す
る
こ
と
で
、
そ
の
場
に
廻
る
四
季
を
現
出
さ
せ
、
受
賀

者
の
長
寿
を
言
祝
ぐ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
算
賀
屏
風
を
四
季
で
構
成
す
る

場
合
の
基
本
的
思
想
で
あ
り
、
和
歌
を
あ
し
ら
っ
た
現
存
最
古
の
算
賀
屏

風
で
あ
る
藤
原
定
国
四
十
賀
屏
風
に
お
い
て
既
に
み
ら
れ
る）

（1
（

。
当
該
屏
風

も
そ
う
し
た
構
成
方
法
を
襲
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
構
成
に
よ
る
言
祝
ぎ
を

明
確
に
す
る
た
め
に
一
揃
え
の
屏
風
歌
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、「
賀

宴
の
盛
大
さ
」
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
四
季
を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
は
や

く
四
季
の
構
築
の
典
型
を
提
示
し
た
の
は
『
古
今
集
』
四
季
部
で
、
人
事

で
あ
る
年
中
行
事
題
（
以
下
、
人
事
題
と
す
る
）
を
排
し
、
自
然
の
流
れ

を
以
て
四
季
の
流
れ
を
表
現
し
た
。
そ
の
後
、
屏
風
歌
を
中
心
に
人
事
題

が
整
備
さ
れ
、『
後
撰
集
』
四
季
部
で
は
、
子
日
や
水
無
月
祓
な
ど
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
。
当
該
屏
風
で
は
、
欠
損
が
あ
る
Ｊ
―
１
、
Ｊ
―
２
以
外

で
は
、
自
然
題
を
詠
む
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｉ
Ｋ
と
、
人
事
題
を
詠
む
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
と

な
り
、
概
ね
半
数
ず
つ
に
な
る
。
人
事
題
と
自
然
題
を
厳
密
に
弁
別
し
な

く
な
っ
た『
後
撰
集
』以
降
の
題
材
観
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

算
賀
屏
風
に
お
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
屏
風
の
構
成
に
お
い
て

言
祝
ぎ
の
意
を
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
必
ず
し
も
賀
意
を
詠
み
込
ま

な
く
と
も
よ
い
。
当
該
屏
風
で
は
賀
意
を
明
示
す
る
の
は
Ｂ
Ｃ
Ｆ
と
、
欠
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損
は
あ
る
が
Ｊ
―
２
は
賀
意
を
含
ん
で
い
よ
う
。
賀
意
を
含
ま
な
い
も
の

は
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｋ
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
菊
花
題
で
比
較
的
賀
意
を

詠
み
込
み
や
す
い
Ｉ
で
も
賀
意
を
含
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。
Ｊ
―
１
は
欠

損
部
分
が
あ
る
の
で
ど
ち
ら
か
は
わ
か
ら
な
い
。
総
計
す
れ
ば
一
一
首
中

四
首
が
賀
意
を
含
む
。
こ
の
数
値
は
、
全
体
像
の
わ
か
る
最
古
の
算
賀
屏

風
で
あ
る
藤
原
定
国
四
十
賀
屏
風
の
一
二
首
中
二
首
に
比
べ
て
若
干
多
い

が
、
当
時
の
屏
風
歌
の
実
態
を
概
ね
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
該
屏
風
に
お
い
て
地
名
を
詠
む
の
は
八
月
題
の
Ｈ
だ
け

で
あ
る
。
画
題
も
含
め
て
再
掲
す
る
と
、

八
月
、
嵯
峨
野
に
、
所
の
衆
ど
も
、
前
栽
堀
り
に
。

う
ち
群
れ
て
掘
る
に
嵯
峨
野
の
女
郎
花
つ
ゆ
も
心
を
置
か
で
引

か
れ
よ 

（
Ｈ
）

と
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
、
画
題
と
歌
句
双
方
に
地
名
を
明
示
し

て
い
る
。

　

名
所
屏
風
は
天
暦
八
年
の
内
裏
名
所
屏
風
に
お
い
て
確
立
し
、そ
の
後
、

天
禄
四
年
内
裏
名
所
屏
風
、
永
観
元
年
為
光
家
障
子
な
ど
が
製
作
さ
れ

る）
（1
（

。
そ
れ
ら
の
作
品
を
み
る
と
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
作
で
画
題
と
歌
句
双
方

に
地
名
が
入
る
。
そ
れ
は
屏
風
に
画
題
が
書
か
れ
ず
、
歌
句
中
に
地
名
を

明
示
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
屏
風
絵
が
特
定
の
名
所
と
し
て
機
能
す
る
か

ら
で
あ
る）

（1
（

。
例
外
的
な
作
は
、
為
光
家
障
子
の
、

宇
治

流
れ
く
る
ひ
を
待
つ
ほ
ど
の
さ
だ
め
な
み
網
代
に
秋
の
ひ
を
や
ま
つ

ら
ん 

（
能
宣
集
・
一
九
一
）

が
あ
る
。
宇
治
の
代
表
的
景
物
で
あ
る
網
代
を
詠
み
、
氷
魚
を
掛
詞
で
提

示
す
る
こ
と
で
、
地
名
宇
治
を
詠
ま
な
く
と
も
宇
治
を
題
材
と
す
る
こ
と

が
わ
か
る
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
名
所
屏
風
に
お
い
て
必
ず
地
名

を
詠
み
込
む
こ
と
に
対
す
る
方
法
的
脱
却
で
あ
る
。
名
所
題
の
こ
う
し
た

あ
り
よ
う
か
ら
、『
落
窪
物
語
』
は
名
所
屏
風
の
家
集
に
お
け
る
提
示
の

仕
方
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
観
点
で
は
、
屏
風
歌
の
実
態
を
反
映
し
て
い
る
と
判
断
で

き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
特
異
な
部
分
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
当
該
屏

風
で
は
四
月
と
五
月
に
ほ
と
と
ぎ
す
の
歌
を
配
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
小

町
谷
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
四
月
題
の
屏
風
歌
に
お
い
て
ほ
と
と
ぎ
す
を

詠
む
例
は
確
か
に
み
ら
れ
る
。し
か
し
、そ
れ
ら
の
用
例
を
精
査
す
る
と
、

は
じ
め
の
夏
、
ほ
と
と
ぎ
す

待
つ
人
は
あ
ま
た
あ
れ
ど
も
た
ち
と
ま
り
山
ほ
と
と
ぎ
す
二
声
と
な

け 

（
元
真
集
・
八
）

な
か
の
夏
、
五
月
五
日

駒
な
べ
て
す
さ
め
ぬ
さ
は
の
あ
や
め
草
今
日
に
あ
は
ず
は
な
ほ
や
か

ら
ま
し 

（
元
真
集
・
九
）
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夏
四
月
ほ
と
と
ぎ
す
き
く
家

み
山
い
づ
る
ま
つ
初
声
は
ほ
と
と
ぎ
す
わ
が
宿
近
く
う
ち
も
な
か
な

む 

（
兼
盛
集
・
一
六
〇
）

五
月
な
が
あ
め

わ
が
宿
の
庭
の
若
草
茂
り
あ
ひ
て
な
が
め
に
日
を
も
く
ら
す
こ
ろ
か

な 

（
兼
盛
集
・
一
六
一
）

四
月
、
神
ま
つ
る
と
こ
ろ
、
ほ
と
と
ぎ
す
な
く

神
ま
つ
る
し
る
し
あ
り
て
も
ほ
と
と
ぎ
す
今
日
初
声
を
ま
ち
で
た
る

か
な 
（
恵
慶
集
・
七
）

五
月
、
菖
蒲
ふ
け
る
所
を
、
を
と
こ
む
ま
ひ
か
せ
て
見
る

わ
が
駒
の
つ
ね
は
す
さ
め
ぬ
あ
や
め
草
ひ
き
な
ら
べ
て
は
今
日
こ
そ

は
見
れ 

（
恵
慶
集
・
八
）

の
よ
う
に
、そ
の
い
ず
れ
も
が
五
月
題
で
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
ん
で
い
な
い
。

屏
風
歌
で
は
、
題
材
を
月
次
で
構
成
す
る
場
合
、
同
じ
題
材
で
連
続
す
る

の
を
避
け
る
。
屏
風
絵
と
し
て
類
似
の
絵
が
並
ぶ
こ
と
を
嫌
っ
た
の
だ
ろ

う
。
全
体
像
を
復
元
で
き
る
屏
風
で
最
古
層
に
当
た
る
伊
勢
の
物
語
屏
風

や
延
喜
五
年
の
藤
原
定
国
四
十
賀
屏
風
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
傾
向
を
看

取
で
き
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
屏
風
で
は
ほ
と
と
ぎ
す
が
連
続
し

て
配
さ
れ
、
し
か
も
四
月
題
は
特
異
な
表
現
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
競
作
し
た
歌
人
た
ち
の
作
が
多
く
残
る
十
世
紀
後
半
に
、
留
意

さ
れ
る
作
が
あ
る
。そ
れ
は
康
保
年
間
に
製
作
さ
れ
た
忠
君
屏
風
で
あ
る
。

右
の
四
月
に
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
む
作
の
う
ち
『
恵
慶
集
』
の
屏
風
も
そ
の

折
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る）

（1
（

が
、『
能
宣
集
Ⅲ
』
に
収
め
ら
れ
る
同
屏
風
の

四
月
か
ら
五
月
の
部
分
は
、

四
月
、
か
み
ま
つ
る
と
こ
ろ

う
つ
ろ
は
ぬ
常
磐
の
山
の
榊
を
り
い
の
る
心
を
神
も
し
る
ら
む

 

（
能
宣
集
Ⅲ
・
一
九
九
）

御
室
山
み
ね
の
榊
葉
よ
ろ
づ
よ
に
を
り
て
ま
つ
ら
む
わ
が
宿
の
神

 

（
能
宣
集
Ⅲ
・
二
〇
〇
）

五
月
、
菖
蒲
葺
き
た
る
家
の
は
し
に
、
人
な
が
め
て
ゐ
た
る
と

こ
ろ

昨
日
ま
で
よ
そ
に
お
も
ひ
し
あ
や
め
草
今
日
わ
が
宿
の
つ
ま
と
み
る

か
な 

（
能
宣
集
Ⅲ
・
二
〇
一
）

男
女
は
し
に
ゐ
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
待
つ
と
こ
ろ

五
月
雨
の
声
を
ば
今
や
ほ
と
と
ぎ
す
待
つ
に
こ
ず
ゑ
を
み
ぬ
時
ぞ
な

き 

（
能
宣
集
Ⅲ
・
二
〇
二
）

と
な
っ
て
お
り
、
四
月
に
は
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
ま
ず
、
五
月
に
ほ
と
と
ぎ

す
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
歌
人
に
よ
っ
て
ほ
と
と
ぎ
す
を
ど
こ

に
配
置
す
る
の
か
が
異
な
っ
て
い
る
。
特
に
能
宣
の
二
〇
一
番
歌
は
菖
蒲



國學院雑誌　第 121 巻第２号（2020年） ─ 14 ─

が
葺
く
家
を
題
材
と
し
て
お
り
、
忠
頼
七
十
賀
屏
風
に
お
い
て
も
参
考
に

し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。『
能
宣
集
』
は
西
本
願
寺
本
序
に
「
円
融
太

上
法
皇
の
在
位
の
末
に
、
勅
あ
り
て
家
集
を
召
す
、
今
上
花
山
聖
代
、
ま

た
勅
あ
り
て
同
じ
き
集
を
召
す
」
と
あ
り
、
円
融
朝
末
年
に
一
度
ま
と
め

ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）

11
（

。『
恵
慶
集
』
は
入
集
歌
の
下
限
か
ら
正
暦
年

間
以
降
の
成
立
と
さ
れ
る）

1（
（

。『
落
窪
物
語
』
の
成
立
年
代
は
未
確
定
だ
が
、

存
在
が
確
認
で
き
る
『
枕
草
子
』「
成
信
の
中
将
は
」
段
以
前
と
す
る
と
、

こ
れ
ら
の
家
集
に
直
接
依
拠
し
て
い
る
と
は
考
え
が
た
く
、
忠
君
屏
風
へ

の
詠
進
歌
を
集
成
し
た
原
資
料
を
披
見
し
て
い
た
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
場
合
、
撰
歌
以
前
の
段
階
で
あ
れ
ば
四
月
と
五
月
に
ほ
と
と
ぎ
す
が

詠
ま
れ
た
歌
が
並
ぶ
こ
と
に
な
る
。
材
料
が
少
な
く
、
推
測
に
推
測
を
重

ね
た
仮
説
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
状
況
か
ら
ほ
と
と
ぎ
す
が
連
続
す
る
現

象
を
説
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

最
後
に
、
屏
風
歌
で
あ
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。

第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
算
賀
は
道
頼
と
忠
頼
の
融
和
が
印
象
づ

け
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
記
念
碑
と
し
て
象
徴
す
る
の
が
屏

風
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
屏
風
の
製
作
や
下
賜
に

よ
っ
て
関
係
者
の
融
和
を
印
象
づ
け
る
も
の
に
、藤
原
定
国
四
十
賀
屏
風
、

藤
原
満
子
四
十
賀
屏
風
、
藤
原
師
尹
五
十
賀
屏
風
な
ど
が
あ
る
。
定
国

四
十
賀
屏
風
は
醍
醐
か
ら
叔
父
の
定
国
の
四
十
賀
に
際
し
下
賜
さ
れ
た
も

の
で
、
両
者
の
紐
帯
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る）

11
（

。
満
子
四
十
賀
屏
風
は
醍

醐
か
ら
叔
母
の
満
子
四
十
賀
に
際
し
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
も
紐
帯

を
確
認
す
る
意
義
が
あ
っ
た）

11
（

。
師
尹
五
十
賀
屏
風
は
、
当
時
不
和
で
あ
っ

た
師
尹
と
藤
原
兼
家
が
関
わ
る
こ
と
で
、
両
者
の
融
和
を
印
象
づ
け
る
意

義
を
見
い
だ
せ
る）

11
（

。
屏
風
は
調
度
品
と
し
て
形
が
残
る
た
め
、
紐
帯
や
融

和
を
印
象
づ
け
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
落
窪
物
語
』

の
忠
頼
七
十
賀
の
記
述
に
お
い
て
屏
風
歌
だ
け
が
記
さ
れ
る
の
は
、
そ
う

し
た
実
態
を
反
映
し
た
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
場
の
共

有
に
重
き
が
置
か
れ
る
唱
和
歌
で
は
な
く
、
屏
風
歌
が
選
び
取
ら
れ
て
お

り
、
断
片
で
は
な
く
全
体
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
結
語

　

本
稿
で
は
、
道
頼
に
よ
る
法
華
八
講
と
忠
頼
七
十
賀
の
位
置
付
け
を
確

認
し
、
個
人
的
な
報
恩
・
孝
行
で
は
な
く
、
社
会
的
に
両
者
の
融
和
を
印

象
づ
け
る
事
績
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

　

次
に
屏
風
歌
の
表
現
を
精
査
し
、
四
月
の
Ｄ
や
七
月
の
Ｇ
な
ど
に
特
異

な
表
現
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
総
体
と
し
て
は
先
行
す
る
表
現
を
引
き
受
け

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
出
典
も
『
古
今
集
』
な
ど
の
広
く
膾
炙
し
た

も
の
に
限
ら
ず
、
私
家
集
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
か
な
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り
多
く
の
作
品
を
目
に
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
安
易
に
作
者
の
想
定

に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
多
く
の
作
を

目
に
で
き
る
人
物
は
多
く
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
屏
風
の
構
成
方
法
、
詠
歌
方
法
、
画
題
と
歌
句
の
関
係
を
確
認

し
、
こ
れ
も
四
月
五
月
に
ほ
と
と
ぎ
す
を
配
し
て
い
る
な
ど
、
特
異
な
点

は
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
概
ね
当
時
の
屏
風
歌
の
実
態
を
反
映

し
た
作
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
屏
風
歌
を
省
略
せ
ず
、
一
揃
え
を
ま

と
め
て
記
す
の
は
、
全
体
構
成
に
よ
っ
て
賀
意
を
表
出
す
る
当
時
の
屏
風

歌
の
方
法
を
踏
襲
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

屏
風
歌
の
製
作
意
義
を
み
た
際
に
紐
帯
や
融
和
の
確
認
と
み
ら
れ
る
事

例
が
い
く
つ
か
あ
り
、
忠
頼
七
十
賀
も
そ
う
し
た
事
績
に
連
な
る
も
の
で

あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
物
語
内
部
の
屏
風
歌
で
あ
っ
て
も
、
現
実
の
屏
風

歌
と
連
続
性
を
持
っ
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

注（１
） 

神
尾
暢
子
「
女
君
作
歌
の
表
現
機
能
」（『
落
窪
物
語
の
表
現
論
理
』
新
典
社　

平

成
二
〇
年
）
一
五
二
頁
。

（
２
） 

小
町
谷
照
彦
「
落
窪
物
語
の
算
賀
の
屏
風
歌
」（『
王
朝
文
学
の
歌
こ
と
ば
表
現
』

若
草
書
房　

平
成
九
年
）。
以
下
、
小
町
谷
の
言
説
は
同
書
に
拠
る
。

（
３
） 

注
釈
、
新
全
集
、
室
城
文
庫
。

（
４
） 

集
成
。

（
５
） 

横
山
勇
気「
横
笛
相
伝
の
意
義
」（『
中
央
大
学
国
文
』五
五　

平
成
二
四
年
三
月
）。

（
６
） 

山
本
夏
希
「『
源
氏
物
語
』「
陽
成
院
の
御
笛
」
考
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
一
六
―

九　

平
成
二
七
年
九
月
）。

（
７
） 

室
城
文
庫
も
現
代
語
訳
に
お
い
て
同
様
の
理
解
を
示
す
。

（
８
） 

新
大
系
。

（
９
） 

注
釈
・
室
城
文
庫
。

（
10
） 

集
成
・
新
全
集
。

（
11
） 

屏
風
歌
に
お
い
て
絵
に
な
い
も
の
を
詠
む
こ
と
の
重
要
性
は
神
田
龍
身
の
指
摘
が

あ
る
（『
紀
貫
之
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

平
成
二
一
年
）。
こ
こ
で
も
屏
風
絵
に
表

現
で
き
な
い
音
声
を
表
出
し
て
い
る
。

（
12
） 

中
村
秋
香
『
落
窪
物
語
大
成
』（
成
蹊
学
園
出
版
部　

明
治
三
四
年
）。

（
13
） 

三
谷
栄
一　

日
本
古
典
文
学
全
集
『
落
窪
物
語
』（
小
学
館　

昭
和
四
七
年
）。

（
14
） 

田
島
智
子
『
屏
風
歌
の
研
究　

資
料
編
』（
和
泉
書
院　

平
成
一
九
年
）
の
認
定

に
拠
る
。

（
15
） 

注
釈
、
新
大
系
、
室
城
文
庫
は
現
存
本
文
を
支
持
す
る
。

（
16
） 

拙
稿
「
藤
原
定
国
四
十
賀
屏
風
攷
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』

六
四　

平
成
三
一
年
三
月
）。
以
下
、
定
国
四
十
賀
屏
風
に
関
す
る
理
解
は
こ
の

拙
稿
に
拠
る
。

（
17
） 

い
ず
れ
も
複
数
の
歌
人
に
よ
る
競
作
で
あ
る
。
作
品
は
注
14
の
田
島
著
に
集
成
さ

れ
る
。

（
18
） 

た
だ
し
、あ
る
画
題
を
詠
む
場
合
に
名
所
の
本
意
を
利
用
す
る
こ
と
は
あ
る
の
で
、

名
所
題
で
な
く
て
も
名
所
を
詠
み
込
む
こ
と
は
あ
り
得
る
。

（
19
） 
注
14
田
島
著
。

（
20
） 『
能
宣
集
Ⅲ
』を
円
融
献
上
本
と
す
る
説
も
あ
っ
た
が
、増
田
繁
夫『
能
宣
集
注
釈
』

（
貴
重
本
刊
行
会　

平
成
七
年
）
解
説
に
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。

（
21
） 

川
村
晃
生
・
松
本
真
奈
美
『
恵
慶
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会　

平
成
一
八
年
）
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解
説
。

（
22
） 
注
16
の
拙
稿
一
二
二
頁
。

（
23
） 
口
頭
発
表
「
藤
原
満
子
四
十
賀
屏
風
攷
」（
和
歌
文
学
会
第
六
四
回
大
会　

平
成

三
〇
年
一
〇
月
七
日
）。

（
24
） 

拙
稿
「
藤
原
師
尹
五
十
賀
屏
風
攷
」（『
日
記
文
学
研
究
誌
』
二
〇　

平
成
三
〇
年

八
月
）
一
一
頁
。

※ 

『
落
窪
物
語
』
は
室
城
秀
之
『
落
窪
物
語
上
・
下
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫　

平
成

一
六
年
）
に
拠
り
、
巻
と
頁
数
を
示
し
た
。
そ
の
ほ
か
引
用
し
た
注
釈
及
び
略
称
は

以
下
の
と
お
り
。

集
成
＝
稲
賀
敬
二　

新
潮
日
本
古
典
集
成『
落
窪
物
語
』（
新
潮
社　

昭
和
五
二
年
）、

新
大
系
＝
藤
井
貞
和　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
落
窪
物
語
』（
岩
波
書
店　

平
成

元
年
）、
注
釈
＝
柿
本
奨
『
落
窪
物
語
注
釈
』（
笠
間
書
院　

平
成
三
年
）、
新
全
集

＝
三
谷
栄
一
・
三
谷
邦
明　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
落
窪
物
語
』（
小
学
館　

平
成
一
二
年
）、
室
城
文
庫
＝
室
城
秀
之
『
落
窪
物
語
上
・
下
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア

文
庫　

平
成
一
六
年
）


