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「
昔

の
か
む
ざ

し

の
端
を
折

る
」
考

山*

本

利

達

要

旨

源
氏
物
語

「
絵
合
」

の
巻

で
、
冷
泉
帝

の
御
前

で
斎
宮
女
御
方
と
弘
徽
殿
女
御
方

の

絵
合
が
行
わ
れ
る

こ
と

に
な

っ
た
時
、

そ
れ
ぞ
れ
絵

の
準
備
が
な

さ
れ
た
。

そ
の
折
、

朱
雀
院

か
ら
、
昔

の
す
ぐ
れ
た
絵
師

の
描

い
た
年
中
行
事

の
絵

や
、
自
ら

の
御
代

の
事

も
描

か
せ
た
絵
を
斎
宮
女
御

に
贈
ら

れ
た
。
斎
宮
女
御

は

「
昔

の
御

か
む
ざ

し
の
端

を

い
さ
さ
か
折

り
て
」

そ
れ
を
添

え
て
お
礼

の
歌
を
返
し
た
。

「
昔

の
御

か
む
ざ

し
」

と

は
、

か

つ
て
斎
宮
が

伊
勢

に
下
向

し
た
時
朱

雀
帝
か
ら
贈

ら
れ
た
儀

式
上

の
黄

楊

の
櫛

で
あ
る
。

そ
れ
を
ど

う
し

て

「
昔

の
御

か
む
ざ

し
」

と

い

っ
た

の
か
。

ま
た
、

そ

の

「端

を
い
さ
さ
か
」

折

っ
て
贈

っ
た

の
は
な
ぜ
か
。

『
花
鳥

余
情
』
が

「
長
恨
歌
伝
」

の

「
為
我
謝
太
上
皇
と
い

ひ
て
旧
好
を
尋
ね
し
事
」
に
よ
る
と
い
う
説
が
多
く
用

い
ら

れ

て
き
た
が
、
現
代
で
は
そ
れ
に
よ
る
と
す
る
説
が
少
な

い
。

「
か
む
ざ
し
」
は
作
者

に
と

っ
て
は
唐
風
な
女
性

の
装
束
と
し

て
用

い
ら
れ

て
い
る

こ
と
を
述
べ
、

「
長
恨
歌

伝
」

の
本
文
に
よ

っ
た
も

の
と
し

て
読
む
べ
き
も

の
と
思
わ
れ
る

こ
と
を
述
べ
る
。

源
氏
物
語

「絵
合
」
の
巻
で
、
斎
宮
女
御
方
と
弘
徽
殿
女
御
方
と
の
物
語
絵
の

絵
合
が
、
中
宮
御
前
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
決
着
が

つ
か
ず
、
日
を
あ
ら
た
め
て
、

両
者
の
絵
合
が
冷
泉
帝
の
御
前
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
た
め
、
両
者

共
に
絵

の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
事
を
知

っ
た
朱
雀
院
は
、
昔
の
上
手
な
絵

師
が
年
中
行
事
を
興
味
深
く
描
い
た
も
の
に
、
醍
醐
天
皇
が
詞
書
を
お
書
き
に
な

っ

た
も

の
や
、
朱
雀
院
の
御
代
の
事
も
描
か
せ
た
絵
巻
を
加
え
、
そ
の
中
に
、
斎
宮

が
伊
勢
に
下
向
し
た
折
の
大
極
殿
の
儀
式
を
公
茂
に
描
か
せ
ら
れ
た
す
ば
ら
し
い

の
を
献
上
な
さ

っ
た
。

使
者
は
、
朱
雀
院
の
殿
上
人
で
あ
る
左
近
の
中
将
で
、
お
便
り
は
た
だ
口
上
の

み
で
あ

っ
た
が
、
斎
宮
下
向

の
日
に
、
大
極
殿
に
幽
ハが
寄
せ
ら
れ
た
絵
に
、

身
こ
そ
か
く
し
め
の
外
な
れ
そ
の
か
み
の
心
の
う
ち
を
忘
れ
し
も
せ
ず

(絵
合

一
〇
七
頁
-
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
但
し
、

「か
む
ざ
し
」

の
語
は
仮
名
書
に
す
る
。
)

と
だ
け
書
い
て
あ

っ
た
。
斎
宮
女
御
は
、
返
歌
を
し
な
い
の
は
恐
れ
多
い
の
で
、

詠
み
づ
ら
く
思
い
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
お
礼
を
述
べ
た
。

ω
昔
の
御
か
む
ざ
し
の
端
を
い
さ
さ
か
折
り
て
、

し
め
の
う
ち
は
昔
に
あ
ら
ぬ
こ
こ
ち
し
て
神
代
の
こ
と
も
今
ぞ
恋
し
き

と
て
、
繧
の
唐
の
紙
に
包
み
て
参
ら
せ
た
ま
ふ
。

(絵
合

一
〇
八
頁
)

斎
宮
女
御
は
、
朱
雀
院
の
厚
意
に
み
ち
た
贈
物
に
添
え
ら
れ
た
歌
に
返
歌
す
る
に

当

っ
て
、

「昔
の
御
か
む
ざ
し
の
端
を
い
さ
さ
か
折
り
て
」

「
し
め
の
う
ち
は
」

の
返
歌
を
渡
し
た
。

「昔
の
御
か
む
ざ
し
の
端
を
い
さ
さ
か
折
り
て
」
渡
し
た
の

は
ど
う
し
て
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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『
河
海
抄
』
は
、

取
金
銀
釦
合
各
折
其
半
授
使
者
日
為

我
謝
太
上
天
皇
謹
献
是
物
尋
旧
好
也
長
恨

歌

(玉
上
琢
弥
編

『
紫
明
抄
河
海
抄
』
に
よ
る
)。

「
長
恨
歌
」
か
ら
の
引
用
と
あ
る
が
、
陳
鴻

の

「長
恨
歌
伝
」
に
よ
る
文
で
あ
る
。

『
花
鳥
余
情
』
は
、

楊
貴
妃
か
の
か
ん
さ
し
を
半
お
り
て
方
士
に
さ

つ
け
て
為
我
謝
太
上
皇
と
い
ひ

て
旧
好
を
尋
ね
し
事
を
思
よ
せ
侍
り
朱
雀
院
も
い
ま
太
上
皇
に
て
ま
し
ま
す
故

な
り

(
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
に
よ
る
)。

こ
れ
も

「長
恨
歌
伝
」

の
本
文
に
よ

っ
て
い
る
。

『
細
流
抄
』
は
、

花
鳥
尤
有
興
有
味
者
也

(
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
に
よ
る
)。

と
い

っ
て
い
る
。

『
河
海
抄
』
も

『
花
鳥
余
情
』
も
共
に

「長
恨
歌
伝
」
を
引
い

て
い
る
の
に
、

『細
流
抄
』
が
、

「
花
鳥
尤
有
興
有
味
者
也
」
と
い
う
の
は
、

「朱
雀
院
も
い
ま
太
上
皇
に
て
ま
し
ま
す
故
な
り
」
と
い
う
指
摘
を
評
価
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

『
孟
津
抄
』

『
明
星
抄
』

『
眠
江
入
楚
』

『萬
水

一
露
』

『
湖
月

抄
』
賀
茂
真
淵

『源
氏
物
語
新
釈
』
等
の
注
釈
は
、

『花
鳥
余
情
』
の
注
を
引
き
、

「長
恨
歌
伝
」
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
代

の
注
釈
書
に
お
い

て
は
、

『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
玉
上
琢
弥
先
生

の

『
源
氏
物
語
評
釈
』

『
日
本
古
典
文
学
全
集
』

『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』

『
完
訳

日
本
の
古
典
』
等
に
は
、

「
長
恨
歌
」
乃
至

「長
恨
歌
伝
」
と
の
関
係
を
指
摘
さ

れ
て
い
な
い
。
松
尾
聡
氏
の

『
全
釈
源
氏
物
語
』
で
は
、

『花
鳥
余
情
』
の
説
の

よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
疑
問
だ
と
さ
れ

て
い
る
。
現
代
の
注
釈
書

の
中
で
は
、
わ

ず
か
に
、

『
日
本
古
典
全
書
』

『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
』

『
新
日
本
古
典
文

学
大
系
』
は
、

「長
恨
歌
」
に
よ
る
も
の
、
乃
至
は

「長
恨
歌
の
故
事
に
倣
う
か
」

と
さ
れ
て
い
る
。

現
代
に
な

っ
て
、

「
長
恨
歌
」
に
よ
る
と
い
う
注
が
少
な
く
な

っ
た
の
は
、
な

ぜ
だ
ろ
う
か
。
斎
宮
女
御

の
た
め
に
、

源
氏
が
手
許

の
物
語
絵
を
選
ん
だ
時
、

「長
恨
歌
、
王
昭
君
な
ど
や
う
な
る
絵
は
、
お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な
れ
ど
、
こ
と

の
忌
み
あ
る
は
此
度
は
た
て
ま

つ
ら
じ
と
選
り
と
ど
め
た
ま
ふ
」

(絵
合

一
〇

一

頁
)
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「長
恨
歌
」
は
縁
起
の
よ
く
な
い
物
語
と
し
て
源

氏
が
割
愛
し
た
こ
と
を
思
い
、
作
者
は
、
斎
宮
女
御
の
行
為
に
も

「長
恨
歌
伝
」

に
依
拠
し
た
こ
と
は
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
と
の
考
え
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

玉
上
先
生
の

『
源
氏
物
語
評
釈
』
の
注
で
は
、

「昔
の
御
か
ん
ざ
し
ー
あ
の
お

り
に
お
使
い
に
な

っ
た
銀
」
と
あ
る
。

『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
で
は
、

「昔
の

か
む
ざ
し

御
銀
」
と

「
か
む
ざ
し
」
に

「叙
」
の
字
を
用
い
ら
れ
、
注
で
は
、

「下
向
の
時

の
別
れ
の
櫛

(黄
楊
の
小
櫛
)
」
と
あ
る
が
、
櫛
が
な
ぜ
銀
と
い
わ
れ
た
の
か
明

ら
か
で
な
い
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
で
、

「
『
か
む
ざ
し
』
は

『
髪
刺
し
』
の
音
便
で
、

こ
こ
は
櫛
。
い
わ
ゆ
る
銀

(
甑

-
管
)
で
は
な
い
」
と
あ
り
、
松
尾
聡
氏
の

『
全
釈
源
氏
物
語
』

『
日
本
古
典
文
学
全
集
』

『
完
訳
日
本
の
古
典
』
で
は
、

「髪
刺
し
」
説
に
よ

っ
て
い
ら
れ
る
。

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
と

『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
』
は

「
長
恨
歌
」
に
依
拠
し
た
と
さ
れ
な
が
ら
、

「髪
刺
し
」

説
に
よ
り
、

「
長
恨
歌
」
の

「銀
」
と
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

『
源
氏
物
語
大
成
』
の
索
引
篇
で
は
、

「か
ん
ざ
し
」
に
は
、

「
[髪
]

(名

-
髪
ノ
状

ニ
イ
フ
)
」
と
、

「
[髪
挿
]

(名
)
」
と
二
項
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。

絵
合
の
例
以
外
の
後
者
の
用
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

②
亡
き
人
の
住
処
尋
ね
い
で
た
り
け
む
、
し
る
し
の
か
む
ざ
し
な
ら
ま
し
か
ば
、

と
思
ほ
す
も
、
い
と
か
ひ
な
し
。

尋
ね
ゆ
く
幻
も
が
な

つ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
し
る
べ
く

(桐
壷
二
七
頁
)

㈹
中
宮
よ
り
も
、
御
装
束
、
櫛
の
筥
、
心
こ
と
に
調
ぜ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
か
の
昔

の
御
髪
上
の
具
、
ゆ
ゑ
あ
る
さ
ま
に
改
め
加

へ
て
、
さ
す
が
に
も
と
の
心
ば

へ

も
失
は
ず
、
そ
れ
と
見
せ
て
、
そ
の
日
の
夕

つ
か
た
た
て
ま
つ
れ
さ
せ
た
ま
ふ
。



山本:「 昔 のかむざ しの端 を折 る」考31

宮
の
権
の
亮
、
院
の
殿
上
に
も
さ
ぶ

ら
ふ
を
御
使
に
て
、
姫
宮
の
御
方
に
参
ら

す
べ
く
の
た
ま
は
せ
つ
れ
ど
、
か
か
る
言
ぞ
、
な
か
に
あ
り
け
る
。

さ
し
な
が
ら
昔
を
今
に
伝
ふ
れ
ば

玉
の
小
櫛
ぞ
神
さ
び
に
け
る

院
、
御
覧
じ

つ
け
て
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
出
で
ら
る
る
こ
と
も
あ
り
け
り
。
あ

え
も
の
け
し
う
は
あ
ら
じ
と
ゆ
づ
り
き
こ
え
た
ま

へ
る
ほ
ど
、
げ
に
お
も
だ
た

し
き
か
む
ざ
し
な
れ
ば
、
御
返
り
も
、
昔
の
あ
は
れ
を
ば
さ
し
お
き
て
、

さ
し

つ
ぎ
に
見
る
も
の
に
も
が
万
世
を
黄
楊
の
小
櫛
の
神
さ
ぶ
る
ま
で

と
そ
祝
ひ
き
こ
え
た
ま

へ
る
。

(若
菜
上
三
五
～
三
六
頁
)

ω

「
そ
の
炎
な
む
、
誰
も
の
が
る
ま
じ
き
こ
と
と
知
り
な
が
ら
、
朝
露
の
か
か
れ

る
ほ
ど
は
、
思
ひ
捨
て
は
べ
ら
ぬ
に
な
む
。
目
蓮
が
仏
に
近
き
聖
の
身
に
て
、

た
ち
ま
ち
に
救
ひ
け
む
例
に
も
、
え
継
が
せ
た
ま
は
ざ
ら
む
も
の
か
ら
、
玉
の

か
む
ざ
し
捨
て
さ
せ
た
ま
は
む
も
、

こ
の
世
に
は
恨
み
残
る
や
う
な
る
わ
ざ
な

り
。
…
…
」

(鈴
虫
三
六
〇
頁
)

⑤
あ
は
れ
な
り
け
る
人
か
な
、
か
か
り
け
る
も

の
を
、
今
ま
で
尋
ね
も
知
ら
で
過

ぐ
し
け
る
こ
と
よ
、
こ
れ
よ
り
く
ち
を
し
か
ら
む
際
の
品
な
ら
む
ゆ
か
り
な
ど

に
て
だ
に
、
か
ば
か
り
か
よ
ひ
き
こ
え
た
ら
む
人
を
得
て
は
、
お
ろ
か
に
思
ふ

ま
じ
き
こ
こ
ち
す
る
に
、
ま
し
て
こ
れ
は
、
知
ら
れ
た
て
ま

つ
ら
ざ
り
け
れ
ど
、

ま
こ
と
に
故
宮
の
御
子
に
こ
そ
は
あ

り
け
れ
、
と
見
な
し
た
ま
ひ
て
は
、
限
り

な
く
あ
は
れ
に
う
れ
し
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。
た
だ
今
も
は
ひ
寄
り
て
、
世
の
中

に
お
は
し
け
る
も
の
を
、
と
言
ひ
な
ぐ
さ
め
ま
ほ
し
、
蓬
莱
ま
で
尋
ね
て
、
か

む
ざ
し
の
限
り
を
伝

へ
て
見
た
ま
ひ
け
む
帝
は
、
な
ほ
い
ぶ
せ
か
り
け
む
、
こ

れ
は
異
人
な
れ
ど
、
な
ぐ
さ
め
所
あ

り
ぬ
べ
き
さ
ま
な
り
、
と
お
ぼ
ゆ
る
は
、

こ
の
人
に
契
り
の
お
は
し
け
る
に
や
あ
ら
む
。

(宿
木
二
六
三
頁
)

②
は
、
亡
く
な

っ
た
桐
壷
更
衣
の
里

に
帝
の
使
と
し
て
鞭
負
の
命
婦
が
訪
れ
た

時
、
更
衣
の
形
見
と
し
て
残
し
て
あ

っ
た

「御
装
束

一
領
、
御
髪
上
の
調
度
め
く

物
」
が
贈
ら
れ
た
。
そ
れ
を
見
て
の
帝

の
感
慨
で
あ
る
。

「
こ
の
こ
ろ
、
明
け
暮

・

れ
御
覧
ず
る
長
恨
歌
の
御
絵
、
亭
子
院

の
書
か
せ
た
ま
ひ
て
、
伊
勢
、
貫
之
に
よ

ま
せ
た
ま

へ
る
、
大
和
言
の
葉
を
も
、
唐
土
の
詩
を
も
、
た
だ
そ
の
筋
を
ぞ
、
枕

言
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」

(桐
壷
二
六
頁
)。
こ
の
よ
う
な
帝
の
②

の
感
慨
は
、

「
長
恨
歌
」

の

「唯
将
二
旧
物

一表
二
深
情
一。
釦
合
金
銀
寄
将
去
。
銀
留
二
一
股
一合

一
扇
。
銀
壁
二黄
金
一合
分
レ鋼
。
但
令
三
心
似
二
金
釦
堅

輔。
天
上
人
間
会
相
見
」
に

よ

っ
て
い
る
。

⑤
は
、
薫
が
浮
舟
を
宇
治
で
は
じ
め
て
垣
間
見
た
時
の
思
い
で
あ
る
。

「
蓬
莱

ま
で
尋
ね
て
、
か
む
ざ
し
の
限
り
を
伝

へ
て
見
た
ま
ひ
け
む
帝
」
と
は
、
②
と
同

じ
く

「長
恨
歌
」
の
方
士
が
帝
の
要
請
で
亡
き
楊
貴
妃
を
尋
ね
求
め
、
蓬
莱
で
会

い
、
釦
合
金
銀
を
得
て
来
た
こ
と
に
よ
る
。

㈹
は
、
女
三
宮
の
裳
着

の
折
の
こ
と
で
あ
る
。
秋
好
中
宮
の
入
内
に
当
り
、
朱

雀
院
か
ら
贈
ら
れ
た

「
か
の
昔
の
御
髪
上
の
具
」
を

「ゆ
ゑ
あ
る
さ
ま
に
改
め
加

へ
て
、
さ
す
が
に
も
と
の
心
ば

へ
も
失
は
ず
、
そ
れ
と
見
せ
て
」
女
三
宮
に
贈

っ

た
。
秋
好
中
宮
の
入
内
に
当
り
、
朱
雀
院
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
は
、

「え
な
ら
ぬ

御
よ
そ
ひ
ど
も
、
御
櫛
の
筥
、
打
乱
の
筥
、
香
壷
の
筥
ど
も
、
世
の
つ
ね
な
ら
ず
、

く
さ
ぐ
さ
の
御
薫
物
ど
も
、
薫
衣
香
、
ま
た
な
き
さ
ま
に
、
百
歩
の
外
を
多
く
過

ぎ
匂
ふ
ま
で
、
心
こ
と
に
と
と
の
へ
さ
せ
た
ま

へ
り
」

(絵
合
九
三
頁
)
と
あ
る

よ
う
に
、
装
束
、
櫛
の
筥
、
打
乱
の
筥
、
香
壷
の
筥
、
あ
る
い
は
種
々
の
薫
物
で

あ

っ
た
。
か
の

「御
櫛
の
筥
」

の

一
つ
に
は
、

「
挿
櫛
の
筥
」

(絵
合
九
四
頁
)

が
あ

っ
た
。

「か
の
昔
の
御
髪
上
の
具
」
は
、
こ
の

一
双
の
櫛
筥
に
入

っ
て
い
た

筈
で
あ
る
。
秋
好
中
宮
の
贈

っ
た
も
の
に
添
え
ら
れ
た
歌
で
は
、

「玉
の
小
櫛
」

と
い

っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
見
た
朱
雀
院
は

「
お
も
だ
た
し
き
か
む
ざ
し
」
と

思
い
、
返
歌
で
は

「黄
楊
の
小
櫛
」
と
い
っ
て
い
る
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』

は
、
本
文
を

「か
む
ざ
し
」
と
し
、
傍
注
に

「櫛
」
と
あ
る
。
玉
上
先
生
の

『
源

氏
物
語
評
釈
』
で
は
、
本
文
は

「
か
ん
ざ
し
」
と
あ
り
、
口
語
訳
で

「櫛
」
と
あ

か
む
ざ
し

る
。

『
日
本
古
典
文
学
全
集
』

『完
訳
日
本
の
古
典
』
で
は
、
本
文
は

「銀
」
と

か
む
ざ
し

あ
り
、
訳
で
は

「櫛
」
と
あ
る
。

『新
潮
日
本
古
典
集
成
』
で
は
、
本
文
を

「銀
」

と
し
、
直
接
の
注
は
な
い
が
、

「
玉
の
小
櫛
」
に

つ
い
て
、

「斎
宮
下
向
の
折
、



32第24号奈 良 大 学 紀 要

帝
が
手
ず
か
ら
斎
宮
の
額
に
挿
さ
れ
た
黄

楊
の
小
櫛
の
こ
と
」
と
あ
り
、

『新
日

本
古
典
文
学
大
系
」
で
も
、
同
様
の
解

釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
ω
に

「昔

の
御

か
む
ざ
し
の
端
を
い
さ
さ
か
折
り
て
」

と
あ
り
、

「
昔
の
御
か
む
ざ
し
」
は
斎
宮

伊
勢
下
向

の
折
の

「
別
れ
の
櫛
」
の
こ
と
だ
か
ら
、
端
を
折

っ
た
櫛
を
女
三
宮

の

裳
着
に
贈
る
筈
が
な
い
。

『類
聚
雑
要
抄
四
』
に
よ
る
と
、
櫛
筥

一
讐

の
甲
筥
の
身
に
納
れ
ら
れ
る
小
筥

　

　
ユ
　

廿
二
合
の
明
細

の
な
か
に
、

コ

合

〈
銀
子

一
枚
。
単
功
二
疋
。
〉
二
合

〈
同
銀

子
緒
二
筋
。
各

一
筋
。〉

一
合

〈
差
櫛
二
枚
。
金
也
。
単
功
六
疋
。〉
」
と
あ
り
、

乙
筥
の
身
に
納
れ
ら
れ
る
小
筥
廿

一
合
の
明
細
の
中
に
、

=

合

〈
彫
櫛
二
讐
〉
」

と
あ
る
。
そ
し
て
、
図
に
附
せ
ら
れ
た
説

明
に
よ
る
と
、

「
鋏
子
銀

一
両
二
分
。

〈単
功
三
疋
〉
髪
上
時
用
之
」
と
あ
る
。

「鋏
子
」
は

『
丹
鶴
図
譜
』
や
東
京
国

立
博
物
館
蔵

『
類
聚
雑
要
抄
』
に
よ
れ
ば

、

「
銀
子
」
と
あ
り
、
図
に
よ

っ
て
も

「銀
子
」
で
あ
ろ
う
。
又
、

「
差
櫛
銀

二
両
。

〈
単
功
四
疋
。
V
同
時
用
レ
之
。」

と
あ
る
。
更
に
、

「
彫
櫛
」
に
附
せ
ら
れ
た
図
に
は
、

「
彫
櫛
形
。
黄
楊
用
レ
之
。

髪
上
時
用
レ之
。
」
と
あ
る
。
差
櫛
も
彫
櫛

も
髪
上
に
用
い
ら
れ
る
が
、
前
者
は
銀

製
で
あ
り
、
後
者
は
黄
楊
で
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
㈹
の
二
首
に
詠
ま
れ
た
も

の
は
、
彫
櫛
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
を
ど
う
し
て

「
か
む
ざ
し
」
と
い

っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
髪
上
げ
の
折
、
髪

に
挿
す
か
ら

「
か
む
ざ
し
」
と
い

っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
二
首
の
歌
に
い
う
よ
う
に
櫛
と
い

っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
に
、
な

ぜ

「
か
む
ざ
し
」
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
歌
で

「
か
む
ざ
し
」
と
詠
ま
れ
た

例
が
な
く
、
歌
で
は

「
く
し
」
と
詠
む
こ
と
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『類
聚
名
義
抄
』
で

「
カ
ム
ザ
シ
」
の
訓
の
あ
る
字
は
、

「管
、
笄
、
銀
、
錨
、

錨
」
で
あ
る
。

「錨
」
と

「銅
」
は
、

「錨
釦

〈
谷
正
〉
」
と
し
て
、

「
フ
サ
ク
、

ス

チ
リ
ハ
ム
、
ケ
ツ
ル
、
サ
ラ
ヒ
、
カ
ネ
ノ
ハ
ナ
、
ツ
タ
フ
、
カ
ム
サ
シ
、

「
山
旬

又
田
」

と
あ
り
、
髪
に
挿
す
金
属
製
の
具
ら
し
い
。

「管
」
は
、
十
巻
本

『
和

名
抄
』
に
、

管

四
聲
字
苑
云
。
管

〈
作
含
反
。

又
則
琴
反
。
加
元
左
之
。〉
挿
レ冠
釘
也
。

蒼
頷
篇
云
。
管
笄
也
。
釈
名
云
。
笄
係
。
所
二以
拘
レ
冠
使
ワ
不
レ
墜
也
。

二
十
巻
本

『
和
名
抄
』
も
殆
ど
同
じ
で
あ
る
。

「管
」
と

「
笄
」
は
冠
が
落
ち
な

い
よ
う
に
冠
と
髪
に
挿
す
釘
で
男
子
使
用
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

『
新
撰

字
鏡
』
に
よ
れ
ば
、

叙

〈
楚
佳
反
。
笄
也
。
女
具
也
。
鎗
也
。
波
佐
弥
也
。
〉

と
あ
る
。

「
ハ
サ
ミ
」
の
訓
は
、

『
和
名
抄
』
で
は
、

「鋏
子
」
と

「鋏
刀
」
に

あ
り
、

『類
聚
名
義
抄
』
で
は
、

「釧
、
鐘
、
鍍
、
鍍
子
、
錨
」
に
あ
る
。

「銀
」

の
訓
を

『
新
撰
字
鏡
』
で

「
波
佐
弥
」
と
し
た
の
は
不
審
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

字
形
の
相
似
か
ら

「鋏
」
と
混
同
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
②
と
⑤
の

「
か
む
ざ
し
」
は

「
長
恨
歌
」
の

「
銀
」
に
よ

っ
て
い
た
。

『
新
撰
字
鏡
』

の

「
銀
」
は

「
女
具
也
」
と
い
う
の
と
合
致
す
る
。

諸
種
の
索
引
に
よ
る
限
り
、
上
代
文
献
に

「
か
む
ざ
し
」
の
例
が
み
え
な
い
。

平
安
朝
の
仮
名
作
品
の
中
に
も
用
例
は
少
な
い
。
源
氏
物
語
の
中
の
五
例
の
外
に

は
、
古
今
集
に

一
例
と
、
紫
式
部
日
記
に

一
例
、
浜
松
中
納
言
物
語
に
四
例
を
見

る
程
度
で
あ
る
。
古
今
集
に
は
、

⑥
五
せ
ち
の
あ
し
た
に
か
む
ざ
し
の
た
ま
の
お
ち
た
り
け
る
を
見
て
、
た
が
な
ら

む
と
と
ぶ
ら
ひ
て
よ
め
る

河
原
の
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み

ぬ
し
や
た
れ
と

へ
ど
し
ら
玉
い
は
な
く
に
さ
ら
ば
な
べ
て
や
あ
は
れ
と
お
も
は

む

(八
七
三
)

八
七
二
番
は
、

「
五
節
の
ま
ひ
ひ
め
を
見
て
よ
め
る
」
有
名
な

「あ
ま

つ
か
ぜ
雲

の
か
よ
ひ
ぢ
吹
き
と
ち
よ
を
と
め
の
す
が
た
し
ば
し
と
ど
め
む
」
だ
か
ら
、
八
七

三
番
の

「
か
む
ざ
し
」
は
五
節

の
舞
姫
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
類
聚
雑
要
抄
』
第
三

〈
五
節
雑
事
〉
に
は
、

㈲

一
理
髪
具
。

末
額
髪
二
流
。

〈
末
七
尺
。
但
不
レ注
二定
文
一内
々
事
也
。〉
管
。
銀
子
。
彫
櫛

二
枚
。
本
結
。
日
蔭
髪
。

『
雅
亮
装
束
抄

一
』
の

「
五
せ
ち
所
の
こ
と
」
に
、
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㈲
そ
の
火
お
け
の
ま

へ
に
。
す

へ
な
う

さ
う
か
い
を
や
な
い
ば
こ
の
ふ
た
に
を
き

て
。
ゑ
り
ぐ
し
ま
き
ぐ
し
か
ん
ざ
し
を
ぐ
し
て
五
せ
ち
所
ご
と
に
を
き
ま

つ
る

な
り
。

ひ
め
君
の
れ
う
な
り
。

ま
た
、

「
ひ
め
君
の
さ
う
そ
く
」
の
中

に
、

㈲
と
ら
の
日
。
あ
を
い
ろ
の
か
ら
ぎ
ぬ
。
む
ら
さ
き
す
そ
こ
の
も
。
で
い
ゑ
。
す

は
う
の
あ
や
の
う
ち
ぎ
ひ
と
か
さ
ね
。
こ
き
う
ち
ぎ
ぬ
。
こ
き
は
か
ま
。
あ
を

い
ろ
の
あ
ふ
ぎ
。
め
ぞ
め
の
く
ん
た

い
。
ひ
れ
お
り
物
。
む
ら
さ
き
の
い
と
。

こ
れ
に
あ
た
ら
し
く
ま
う
く
べ
し
。
す
ゑ
。
ひ
た
ひ
。
か
み
あ
げ
ま
う
く
。
か

ん
ざ
し
。
さ
い
し
。
四
す
ぢ
あ
る
を
本
所
に
ま
う
く
。
か
ら
ぐ
し
。
し
た
ぐ
し
。

ゑ
り
ぐ
し
。
こ
ぐ
し
。
し
か
い
。
こ
れ
ら
は
く
ら
人
が
た
に
ま
う
く
。

ω
わ
ら
は
し
も
つ
か
い
の
さ
い
し
。
ひ
め
君
の
か
づ
ら
か
む
ざ
し
さ
し
ぐ
し
と
り

ぐ
し
て
。
う
ち
み
だ
り
の
は
こ
の
ふ
た
に
い
れ
て
二
か
ゐ
に
お
く
べ
し
。

と
あ
る
。
ω
で
は
、

「
か
む
ざ
し
」
と

「
さ
し
ぐ
し
」
を
区
別
し
て
い
る
。
こ
の

「
さ
し
ぐ
し
」
は
、
㈲
の

「
ゑ
り
ぐ
し
」

「
ま
き
ぐ
し
」
、
㈲
の

「
か
ら
ぐ
し
」

「
し
た
ぐ
し
」

「
ゑ
り
ぐ
し
」

「
こ
ぐ
し
」
を
総
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
類
聚
雑
要
抄
』
も

『雅
亮
装
束
抄
』
も
、

「
管

(か
ん
ざ
し
)
」
と

「銀
子

(さ
い
し
)
」
と
を
区
別
し
て
い
る
。

銀
子
は
二
股
で
あ
る
。
遺
品
と
し
て
法
隆

寺
伝
来
の
銀
子

(東
京
国
立
博
物
館
蔵
)
は
二
股
で
股
の
中
央
に
飾
り
が
着
い
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
京
都

稲
荷
山
出
土

「
耳
掻
付
管
」

(東
京
国
立
博
物
館

蔵
)
は
二
股
で
あ
る
が
、
奈
良
原
出
土

の
耳
掻
付
管

(東
京
国
立
博
物
館
蔵
)
は

　

　　
　

一
本
足
で
あ
る
。
平
安
時
代

の
管
は
ほ
と
ん
ど
残

っ
て
い
な
い
。
薬
師
寺

の

「吉

祥
天
女
像
」
の
よ
う
に
、
花

の
造
り
物

を
差
し
た
も
の
が
女
性
の
管
で
あ

っ
た
の

か
と
思
わ
れ
る
。

枕
草
子

「
あ
さ
ま
し
き
も

の
」

の
段
に
、

「
刺
櫛
す
り
て
磨
く
程
に
、
も
の
に

つ
き
さ
へ
て
折
り
た
る
心
地
。」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
刺
櫛
は

一
本
足
だ

っ

た
ら
し
い
。
刺
櫛
は
、
女
性
用
の

一
本
足
の
も
の
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑥
の

「
か
む
ざ
し
」
は
二
本
足
の
も
の
で
あ

っ
た
の
か
、

一
本
足

の
も
の
だ

っ
た

の
だ
ろ
う
か
、
明
ら
か
で
な
い
。

浜
松
中
納
言
物
語
に
見
え
る

「
か
む
ざ
し
」
の
四
例
は
、
じ↓
唐

の
后
、
ω
唐

の

国
の

一
の
大
臣
の
五
の
君
、
㈲
唐

の
后
の
女
房
等
の
も
の
で
あ
り
、
も
う

一
例
は
、

一
の
大
臣
の
五
の
君
の
歌
に
出
て
く
る
も
の
で
、
す
べ
て
唐

の
女
性
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
る
。

紫
式
部
日
記
に
は
、

⑦
御
帳
の
東
お
も
て
二
間
ば
か
り
に
、
三
十
余
人
ゐ
な
み
た
り
し
人
々
の
け
は
ひ

こ
そ
見
も
の
な
り
し
か
。
威
儀

の
御
膳
は
、
采
女
ど
も
ま
ゐ
る
。
戸
口
の
か
た

に
、
御
湯
殿
の
へ
だ
て
の
御
屏
風
に
か
さ
ね
て
、
ま
た
南
む
き
に
立
て
て
、
白

き
御
厨
子
ひ
と
よ
う
ひ
に
ま
ゐ
り
す
ゑ
た
り
。
夜
ふ
く
る
ま
ま
に
月
の
く
ま
な

き
に
、
采
女

・
水
司

・
理
髪
ど
も
、
殿
司

・
掃
司
の
女
官
、
顔
も
知
ら
ぬ
を
り
。

閲
司
な
ど
や
う
の
も
の
に
や
あ
ら
む
、
お
ろ
そ
か
に
さ
う
そ
き
け
さ
う
じ

つ
つ
、

お
ど
ろ
の
か
ん
ざ
し
、
お
ほ
や
け
お
ほ
や
け
し
き
さ
ま
し
て
、
寝
殿
の
東
の
廊
、

渡
殿
の
戸
口
ま
で
、
ひ
ま
も
な
く
お
し
こ
み
て
ゐ
た
れ
ば
、
人
も
え
通
り
か
よ

は
ず
。

(新
潮
日
本
古
典
集
成
三

一
頁
)

こ
れ
は
、
敦
成
親
王
誕
生
五
夜
の
産
養
の
記
事
で
あ
る
。

「
お
ど
ろ
の
か
ん
ざ
し
」

は
、
益
田
勝
実
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
白
楽
天
の

「秦
中
吟
」
の

「議
婚
」
の

　

　ヨ
　

詩
句

「荊
銀
」
に
よ
る
表
現
で
あ
ろ
う
。

②
と
㈲
の

「
か
む
ざ
し
」
が

「
長
恨
歌
」
に
よ
る

「銀
」
で
あ
り
、
ω
の

「か

ん
ざ
し
」
が
、

「秦
中
吟
」
に
よ
る

「
銀
」
で
あ
る
こ
と
は
、
紫
式
部
に
は
、

「か
む
ざ
し
」
の
語
は

「
銀
」
と
結
び

つ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
⑦

に

「お
ど
ろ
の
か
ん
ざ
し
、
お
ほ
や
け
お
ほ
や
け
し
き
さ
ま
し
て
」
と
あ
る
よ
う

に
、
唐
様
の
公
式
な
装
束
に
お
い
て
は
銀
が
挿
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ

と
を
思
う
と
、
③

の
文
章

の
少
し
前
に
、
女
三
宮
の
裳
着
に
つ
い
て
、

「御
し
つ

ら
ひ
は
、
柏
殿

の
西
面
に
、
御
帳
、
御
几
帳
よ
り
は
じ
め
て
、
こ
こ
の
綾
錦
ま
ぜ

さ
せ
た
ま
は
ず
、
唐
土
の
后
の
飾
り
を
お
ぼ
し
や
り
て
、
う
る
は
し
く
こ
と
こ
と

し
く
、
か
か
や
く
ば
か
り
と
と
の
へ
さ
せ
た
ま
へ
り
」

(若
菜
上
三
四
頁
)
と
あ
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る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
女
三
宮
の
裳
着

の
日
の
し

つ
ら
い
は
、

「唐
土

の
后

の

飾
り
」
を
想
像
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
致
さ
せ
よ
う
と

「う
る
は
し
く
こ
と
こ

と
し
く
、
か
か
や
く
ば
か
り
」
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し

つ
ら
い
が
そ
う
な

ら
、
装
束
も

「唐
土
の
后
」
の
よ
う
に
と
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

「唐
土
の
后
」

の
髪
に
挿
す
の
は
、

「叙
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
㈹
に
お
い
て
、
秋
好
中
宮

か
ら
贈
ら
れ
た
櫛
を

「お
も
だ
た
し
き

か
む
ざ
し
」
と
朱
雀
院
が
思

っ
た
の
は
、

「唐
土
の
后
」
の
装
束
に
と
思
う
朱
雀

院
の
要
請
に
よ
る
見
立
て
で
あ

っ
た
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
単
な
る
見

立
て
で
な
く
、
将
来
、
女
三
宮
を
準
太
上

天
皇
の
源
氏
に
と
の
思
い
か
ら
く
る
配
慮
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
よ
う
。

『
花
鳥
余
情
』
は
、

「も
ろ
こ
し
の
き
さ
き
の
か
さ
り
を
」
の
注
に
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

ユ

テ
キ
ケ
ツ
テ
キ
キ
ク

テ
ン

周
礼
二
后
六
服
緯
衣
楡
秋
閾
秋
鞠
衣
展
衣
禄
衣
と
い
へ
り
。
長
恨
歌
伝
云
。
又

命
戴
許歩
揺
り
垂
二
金
璃
↓明
年
冊
為
二
貴
妃
↓
半
コ后
服
用
↓
云
々
。

「
長
恨
歌
伝
」
に
い
う
よ
う
に
、
歩
揺

を
戴
き
金
璃
を
垂
れ
、
后
の
服
と
同
等
に

と
の
思
い
を
作
者
は
朱
雀
院
に
抱
か
せ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

秋
好
中
宮
か
ら
贈
ら
れ
た
櫛
が
、

「
唐

の
后
」
の
刺
す

「銀
」
に
見
立
て
ら
れ

た
の
で
あ
れ
ば
、
秋
好
中
宮
の
公
的
装

束
に
お
け
る
髪
飾
り
は
銀
で
な
く
て
は
な

る
ま
い
。

ω
は
、
六
条
御
息
所
が
死
後
も
成
仏
で
き
ず
に
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
を
耳
に
し

た
秋
好
中
宮
が
、
出
家
し
て
母
の
苦
し
み
を
救
い
た
い
と
、
源
氏
に
も
ら
し
た
の

に
対
す
る
源
氏
の
言
葉
で
あ
る
。

「
玉

の
か
む
ざ
し
捨
て
さ
せ
た
ま
は
む
」
と
い

う
の
は
、
中
宮
と
し
て
叙
を
さ
し
て
い
た
髪
を
落
す
こ
と
で
あ
り
、
㈲

の

「
か
む

ざ
し
」
も
銀
が
想
定
さ
れ
た
語
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
ω

の

「
か
む
ざ
し
」
以
外
の
源
氏
物
語
の

「
か
む
ざ
し
」
が

銀
で
あ
る
な
ら
ば
、
ω

の

「
か
む
ざ
し
」
も
銀
と
し
て
理
解
す
る
道
を
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
。

「昔
の
御
か
む
ざ
し
」
は
、

「
昔
の
」
と
冠
し
て
い
る
か
ら
、
伊
勢
下
向
の
際

の

「別
れ
の
櫛
」
で
あ
る
。

斎
宮
は
十
四
に
ぞ
な
り
た
ま
ひ
け
る
。
い
と
う

つ
く
し
う
お
は
す
る
さ
ま
を
、

う
る
は
し
う
し
た
て
ま

つ
り
た
ま

へ
る
ぞ
、
い
と
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
見
え
た
ま
ふ

を
、
帝
、
御
心
動
き
て
、
別
れ
の
櫛
た
て
ま

つ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
、
い
と
あ
は
れ

に
て
、
し
ほ
た
れ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。

(賢
木

=
二
七
頁
)

『
江
家
次
第
』
に
、

「
此
櫛
先
仰
二作
物
所
一以
二黄
楊
木
一令
レ作
。
長
二
寸
許
」

と
あ
る
よ
う
に
、

「
別
れ
の
櫛
」
は
黄
楊
の
櫛
で
あ
る
。
そ
れ
を
ω
で

「
か
む
ざ

し
」
と
い

っ
た
の
は
、

「長
恨
歌
伝
」
の

「定
レ情
之
日
授
二金
銀
釦
合
一以
固
レ之
」

に
よ
り
、

「金
銀
」
に
擬
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
昔
の
御
か
む
ざ
し
の
端
を
い
さ
さ
か
折
り
て
」
に

つ
い
て
は
、

『
花
鳥
余
情
』

が
、

「楊
貴
妃
か
の
か
ん
さ
し
を
半
お
り
て
方
士
に
さ

つ
け
て
為
我
謝
太
上
皇
と

い
ひ
て
旧
好
を
尋
ね
し
こ
と
を
お
も
ひ
よ
せ
侍
り
」
と
注
し
た
通
り
で
あ
ろ
う
。

　

　　
　

「長
恨
歌
伝
」
で
は
、
「取
二
金
銀
釦
合
一。
各
折
二其
半
弍
授
二
使
者
一日
。
為
レ我
謝
二

太
上
皇

一。
謹
献
二
是
物
弍
尋
二
旧
好
一也
」
と
あ
る
。

「
折
二
其
半
」

に
擬
し
て

「端
を
い
さ
さ
か
折
り
て
」
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

絵
合

の
本
文
に
は
な
い
が
、

「
謝
二
太
上
皇
」

1
朱
雀
院

の
厚
情
に
感
謝
し
、

「尋
旧
好
」
と
い
う

「
長
恨
歌
伝
」
の
故
事
に
よ
り
か
か

っ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。

『続
国
訳
漢
文
大
成
』
の

「長
恨
歌
伝
」
は
、
塩
谷
温
氏
訳
で
、
関
連
部
は
、

あ
た
た

「為
に
太
上
皇
に
謝
せ
よ
、
謹
ん
で
是
物
を
献
じ
旧
好
を
尋
む
と
」
と
あ
る
。

『中
国
古
典
文
学
大
系
』
の

「長
恨
歌
伝
」
は
、
前
野
直
彬
氏
の
訳
で
、

「
つ
つ

し
ん
で
こ
の
物
を
献
上
い
た
し
、
昔
の
よ
し
み
を
し
の
び
ま
す
、
と
」
と
あ
る
。

明
暦
三
年
林
和
泉
橡
刊

『
白
氏
文
集
』
で
は
、
「為
二謝
ユ.
太
上
皇
弓謹
..ア献
-
.是
.

ヨ
シ
ミ

物
↓
尋
⊃ト
ナリ
旧
キ
好
一也
」
と
あ
る
。

「好
」
に

「
ヨ
シ
ミ
」
と
訓
が
あ
り
、

「尋
」

に
は
訓
み
が
な
い
が
、

『
花
鳥
余
情
』
と
同
様

「
タ
ヅ
ネ
ン
」
と
読
ん
だ
も
の
と

思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、

「端
を
い
さ
さ
か
折
り
て
」
は
、
伊
勢
下
向
の
時
以
来
示
さ
れ
た

朱
雀
院
の
厚
情
を
し
の
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
た
の
だ
と
読
ま
な
く
て
は
な
る
ま
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い
。
そ
れ
以
外
に
、

「
端
を
い
さ
さ
か
折
り
て
」
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。
斎
宮
女
御
に
と

っ
て

「
長
恨
歌
伝
」
を
ふ
ま
え
て
朱
雀
院

へ
感
謝
す
る
こ

と
は
忌
む
べ
き
こ
と
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

注

(
1
)
割
注
は

〈

〉
に
よ
り

一
行
書

に
示
す
。

(
2
)

『
日
本

の
美
術
』
第

二
十
三
号

「
結
髪
と
髪
飾
」
九

二
頁

に
よ
る
。

(
3
)

「
紫
式
部

の
身
分
e
」

(
日
本
文
学

一
九
七
三
ー
三

)

(
4
)
平
岡
敏
夫
、
今
井
清
氏
校
定

『
白
氏
文
集
』

に
よ
れ
ば
、

「
為
我
謝
」
と
校
定

し
、

「
我
字

各
本
無
。
摺
本

・
広
記
本

・
慶
長
本
亦
無
。
今
従
金
沢
本

・
正
安
本

・
管
見

抄
本

・
英
華
本
。
」
と
あ
る
。

ノ
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