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野
々
口
立
圃
編
画
『
十
帖
源
氏
』
に
お
け
る
松
永
貞
徳
の
影
響

　
　
　
　

山
本
春
正
と
の
比
較
を
通
じ
て

は
じ
め
に

阿
美
古
理
恵

　

野
々
口
（
雛
屋
）
立
圃
（
一
五
九
五
－
一
六
六
九
）
は
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
源
氏
物
語
を
十
帖
に
要
約
し
、
一
三
一
図

の
挿
絵
を
添
え
て
『
十
帖
源
氏
』
を
出
版
し
た
（
←
。
立
圃
は
『
十
帖
源
氏
』
の
挿
絵
を
描
く
に
あ
た
り
、
既
成
の
源
氏
絵
を
参
照
し

た
よ
う
で
あ
る
。
『
十
帖
源
氏
』
の
「
宿
木
」
の
挿
絵
に
は
岩
佐
派
の
図
様
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
山
本
陽
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
2
）
。
岩
佐
派
の
図
様
は
『
十
帖
源
氏
』
の
「
宿
木
」
の
挿
絵
に
限
ら
ず
、
随
所
に
認
め
ら
れ
る
（
3
）
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
『
十
帖
源
氏
』
の
挿
絵
に
採
用
さ
れ
た
岩
佐
派
の
図
様
の
う
ち
、
「
明
石
」
と
「
胡
蝶
」
の
挿
絵
に
用
い
ら
れ
た

図
様
は
物
語
本
文
か
ら
は
理
解
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
図
様
が
『
十
帖
源
氏
』
の
挿
絵
に
用
い
ら
れ
た
理
由
を
、
立
圃
が

師
事
し
た
松
永
貞
徳
（
一
五
七
一
－
一
六
五
三
）
の
源
氏
物
語
の
解
釈
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

立
圃
は
元
和
年
中
よ
り
和
歌
・
俳
譜
の
師
匠
で
あ
る
貞
徳
の
門
に
入
り
、
源
氏
物
語
を
学
ん
だ
。
貞
徳
は
、
九
条
植
通
、
細
川
幽
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斎
、
中
院
通
勝
と
い
っ
た
、
多
く
の
師
に
つ
い
て
歌
学
・
古
典
文
学
な
ど
を
広
く
学
ん
だ
人
物
で
あ
る
（
4
）
。

　

本
稿
で
は
、
『
十
帖
源
氏
』
の
挿
絵
の
性
格
に
つ
い
て
、
立
圃
と
貞
徳
と
の
師
弟
関
係
を
軸
に
考
察
を
加
え
た
い
。
考
察
の
手
掛
り

と
し
て
は
、
『
十
帖
源
氏
』
の
挿
絵
を
、
立
圃
と
同
じ
く
貞
徳
門
下
で
あ
っ
た
山
本
春
正
（
一
六
一
〇
1
一
六
八
二
）
が
制
作
し
た
絵

入
り
版
本
『
源
氏
物
語
』
（
以
下
『
絵
入
源
氏
』
と
略
称
）
の
挿
絵
と
比
較
す
る
（
5
）
。
こ
の
『
絵
入
源
氏
』
は
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）

に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
源
氏
物
語
本
文
に
二
二
六
図
の
挿
絵
を
添
え
た
五
十
四
巻
に
『
源
氏
目
案
』
三
巻
、
『
源
氏
系
図
』
、
『
源
氏

引
歌
』
、
『
山
路
の
露
』
各
一
巻
を
加
え
た
、
計
六
十
巻
よ
り
成
る
。
『
絵
入
源
氏
』
に
添
え
ら
れ
た
『
源
氏
目
案
』
に
は
、
貞
徳
に
源

氏
物
語
を
伝
授
し
た
九
条
植
通
の
註
釈
書
『
孟
津
抄
』
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
『
絵
入
源
氏
』
の
挿
絵
に
は
註
釈
の
内
容
が
絵
画
化
さ

れ
て
い
る
。
『
絵
入
源
氏
』
の
挿
絵
に
は
貞
徳
の
教
え
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
6
）
。

　

本
稿
で
は
、
以
下
の
順
序
に
よ
り
考
察
を
進
め
る
。
第
一
章
で
は
、
『
十
帖
源
氏
』
の
「
明
石
」
と
「
胡
蝶
」
の
挿
絵
に
岩
佐
派
の

図
様
が
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
図
様
が
註
釈
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
『
絵
入
源
氏
』
の
挿
絵
と
の
比

較
に
よ
っ
て
明
示
す
る
。
第
二
章
で
は
、
『
十
帖
源
氏
』
と
『
絵
入
源
氏
』
の
「
夕
顔
」
の
挿
絵
を
比
較
し
、
両
作
品
の
挿
絵
に
お
け

る
性
格
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
三
章
で
は
、
『
十
帖
源
氏
』
と
『
絵
入
源
氏
』
の
挿
絵
の
性
格
の
違
い
が
、
立
圃
と
春
正
が

想
定
し
て
い
た
受
容
者
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、
立
圃
が
『
十
帖
源
氏
』
の
挿
絵

に
お
い
て
春
正
と
同
じ
く
貞
徳
学
習
の
成
果
を
反
映
さ
せ
つ
つ
も
、
制
作
意
図
の
違
い
か
ら
春
正
と
は
異
な
っ
た
図
様
を
用
い
て
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
章　

『
十
帖
源
氏
』
と
『
絵
入
源
氏
』
の
挿
絵
の
共
通
点

『
十
帖
源
氏
』
の
「
明
石
」
と
「
胡
蝶
」
の
挿
絵
に
は
、
源
氏
物
語
の
本
文
か
ら
は
理
解
し
難
い
図
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
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た
図
様
が
描
か
れ
る
理
由
を
、
立
圃
が
貞
徳
か
ら
学
ん
だ
源
氏
物
語
の
解
釈
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

［
明
石
］

ま
ず
、
「
明
石
」
の
場
面
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
『
十
帖
源
氏
』
の
本
文
を
以
下
に
引
用
す
る
。

又
の
日
の
あ
か
つ
き
よ
り
風
い
み
し
う
吹
て
塩
み
ち
あ
ら
く
い
は
ほ
も
山
も
の
こ
る
ま
し
き
け
し
き
也
。
君
は
住
吉
の
神
ち
か
き

さ
か
ひ
を
し
つ
め
ま
も
り
給
へ
と
お
ほ
く
の
願
を
た
て
給
ふ
。
い
よ
く
神
鳴
と
〉
ろ
き
て
つ
〉
き
た
る
ら
う
に
お
ち
か
〉
り

ぬ
。
ほ
の
ほ
も
え
あ
か
り
て
ら
う
は
や
け
ぬ
。
う
し
ろ
の
や
に
う
つ
し
奉
り
て
上
下
と
な
く
た
ち
こ
み
て
ら
う
か
は
し
く
な
き
ど

よ
む
。
空
は
す
み
を
す
り
た
る
や
う
に
て
日
も
く
れ
ぬ
。

こ
れ
は
、
須
磨
に
お
い
て
暴
風
雨
に
襲
わ
れ
た
源
氏
が
住
吉
の
神
に
願
を
立
て
る
が
、
廊
に
落
雷
、
炎
上
し
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
『
十
帖
源
氏
』
刊
行
以
前
に
こ
の
場
面
を
絵
画
化
し
た
土
佐
派
や
狩
野
派
の
作
品
を
管
見
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
室
町
時

代
に
成
立
し
た
大
阪
女
子
大
学
所
蔵
『
源
氏
物
語
絵
詞
』
（
以
下
大
阪
女
子
大
本
と
略
称
）
に
は
該
当
場
面
の
図
様
指
示
が
あ
る
。
『
源

氏
物
語
絵
詞
』
（
以
下
『
絵
詞
』
と
略
称
）
は
、
源
氏
物
語
を
絵
画
化
す
る
た
め
の
図
様
指
示
に
、
詞
書
と
す
る
た
め
の
抄
出
本
文
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。
「
明
石
」
に
関
し
て
大
阪
女
子
大
本
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
（
7
）
。

源
須
磨
の
お
ま
し
に
か
み
な
り
を
ち
、
ろ
う
に
ほ
の
を
も
え
あ
か
り
。
や
け
お
ま
し
難
人
共
入
こ
む
躰
。
浪
た
か
う
風
す
さ
ま
し

く
、
ふ
す
ま
を
は
り
と
あ
り
。
う
し
ろ
の
殿
に
源
う
つ
り
、
万
の
神
仏
に
祈
の
て
い
。
難
人
共
多
源
の
そ
ば
へ
入
こ
む
て
い
也
。

空
は
す
み
を
す
り
た
る
様
二
と
あ
り
。
比
ハ
三
月
一
日
二
日
の
こ
ろ
と
あ
り
。
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こ
の
図
様
指
示
は
、
先
に
あ
げ
た
『
十
帖
源
氏
』
の
本
文
の
内
容
と
重
な
る
。
「
お
ま
し
に
か
み
な
り
を
ち
、
ろ
う
に
ほ
の
を
も
え
あ

か
り
」
、
「
浪
た
か
う
風
す
さ
ま
し
く
」
、
「
空
は
す
み
を
す
り
た
る
様
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
こ
の
指
示
に
従
う
な
ら
ば
、
絵
師
は
暴

風
雨
や
雷
鳴
の
激
し
さ
を
、
燃
え
上
が
る
廊
や
高
い
波
、
す
さ
ま
じ
い
風
、
黒
い
空
な
ど
に
よ
っ
て
表
現
す
る
は
ず
で
あ
る
（
8
）
。

　

し
か
し
、
立
圃
の
描
く
「
明
石
」
の
挿
絵
【
図
1
】
は
、
以
上
の
よ
う
な
『
絵
詞
』
の
指
示
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
『
十
帖

源
氏
』
の
挿
絵
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
廊
の
上
で
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
す
雷
神
の
姿
で
あ
る
。
立
圃
は
こ
の
雷
神
の
図
様
を
岩
佐
派

の
作
例
か
ら
採
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
『
十
帖
源
氏
』
の
雷
神
の
図
様
は
、
勝
友
筆
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」
（
出
光
美
術

館
蔵
）
の
「
須
磨
」
【
図
2
】
に
お
け
る
雷
神
の
図
様
を
反
転
さ
せ
た
も
の
と
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
同
様
の
雷
神
の
図
様

は
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」
（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
の
「
須
磨
」
【
図
3
】
に
も
見
出
せ
る
。
こ
れ
も
岩
佐
又
兵
衛
門
下
の
絵
師
に
よ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
岩
佐
派
の
絵
師
は
、
雷
を
雷
神
と
し
て
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
春
正
の
『
絵
入
源
氏
』
に
お
け
る
「
須
磨
」
の
挿
絵
【
図
4
】
を
見
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
春
正
も
雷
を
雷
神
と
し
て

描
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
『
絵
入
源
氏
』
に
付
さ
れ
て
い
る
『
源
氏
目
案
』
に
は
、
須
磨
の
源
氏
に
つ
い

て
次
の
よ
う
な
説
明
が
記
さ
れ
て
い
る
（
9
）
。

（
河
）
光
源
氏
ノ
大
将
、
在
納
言
の
む
か
し
を
尋
此
所
に
隠
居
せ
ら
る
〉
欺
。
古
来
赴
二
講
所
一
也
。
人
ハ
配
流
の
宣
旨
に
よ
り
て

左
遷
す
る
也
。
今
の
源
は
僅
か
に
恐
て
わ
れ
と
城
外
に
籠
居
せ
ら
る
〉
に
や
。
周
ノ
公
旦
東
征
の
後
を
思
へ
る
歎
。
風
雷
の
変
異

も
相
似
た
り
。
又
行
平
中
納
言
も
此
儀
た
る
歎
。
（
花
）
菅
丞
相
西
宮
左
大
臣
の
大
宰
府
に
左
遷
せ
ら
れ
、
野
相
公
の
隠
岐
國
へ
な

か
さ
れ
し
例
を
も
て
か
け
り
。
猶
略
レ
之
。

こ
の
個
所
は
、
『
孟
津
抄
』
か
ら
引
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
こ
の
個
所
と
『
孟
津
抄
』
の
註
釈
と
は
、
文
章
の
字
句
に
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い
た
る
ま
で
一
致
す
る
の
で
あ
る
（
O
l
）
。
『
孟
津
抄
』
に
お
い
て
も
、
『
源
氏
目
案
』
に
お
い
て
も
、
須
磨
に
退
去
し
た
源
氏
が
周
公
旦
、

菅
原
道
真
、
在
原
行
平
、
小
野
篁
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
「
風
雷
の
変
異
も
相
似
た
り
」
と
し
て
、
源
氏
が
周

公
旦
や
菅
原
道
真
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
周
公
旦
東
遷
後
の
雷
鳴
に
せ
よ
（
n
）
、
菅
原
道
真
没
後
の
清
涼
殿
へ
の
落
雷

に
せ
よ
、
そ
の
伝
説
が
語
ら
れ
る
と
き
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
雷
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
道
真
没
後
の
清
涼

殿
へ
の
落
雷
が
絵
画
化
さ
れ
る
際
、
雷
神
が
描
か
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
天
神
縁
起
に
描
か
れ
る
雷
神
の
例
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
応
永
三
十
四
年
（
一
四
二
七
）
に
成
立
し
た
大
阪
菅
生
天
満
宮
蔵
「
天
神
縁
起
絵
巻
」
【
図
5
】
を
挙
げ
よ
う
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
孟
津
抄
』
を
著
し
た
九
条
植
通
は
貞
徳
に
源
氏
物
語
を
伝
授
し
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
も
、
貞
徳
は
『
孟

津
抄
』
を
書
き
写
し
て
お
り
、
『
孟
津
抄
』
の
文
章
を
一
字
一
句
す
べ
て
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
（
E
）
。
し
た
が
っ
て
、
春
正
が
、
須

磨
で
源
氏
が
襲
わ
れ
た
雷
を
雷
神
と
し
て
表
現
し
た
の
は
、
須
磨
の
源
氏
が
周
公
旦
や
菅
原
道
真
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う

註
釈
を
貞
徳
か
ら
教
わ
っ
た
か
ら
だ
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

勝
友
や
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」
（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
を
描
い
た
岩
佐
派
の
絵
師
が
、
須
磨
で
源
氏
が
襲
わ
れ
た
雷
を
雷
神
と
し

て
描
い
た
の
も
、
註
釈
の
内
容
を
絵
画
化
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

［
胡
蝶
］

　

次
に
、
「
胡
蝶
」
の
挿
絵
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
中
宮
の
季
の
御
読
経
の
た
め
に
、
紫
上
よ
り
、
鳥
．
蝶
の
舞
装
束
の

童
を
使
い
と
し
て
供
花
が
贈
ら
れ
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
『
十
帖
源
氏
』
の
本
文
の
該
当
箇
所
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

け
ふ
は
中
宮
の
御
ど
き
や
う
の
始
也
。
春
の
お
ま
へ
よ
り
中
宮
へ
御
心
さ
し
に
佛
に
花
奉
り
給
ふ
。
鳥
蝶
に
さ
う
そ
き
わ
け
た
る

わ
ら
は
へ
八
人
、
鳥
に
は
し
ろ
か
ね
の
花
が
め
に
桜
を
さ
し
、
蝶
に
は
こ
か
ね
の
か
め
に
山
ぶ
き
を
さ
し
て
南
の
お
ま
へ
の
山
き



は
よ
り
こ
ぎ
出
て
お
ま
へ
に
お
る
。
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「
鳥
に
は
し
ろ
か
ね
の
花
が
め
に
桜
を
さ
し
、
蝶
に
は
こ
か
ね
の
か
め
に
山
ぶ
き
を
さ
し
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
物
語
本
文
に
従
う
な

ら
ば
、
鳥
の
衣
装
の
童
は
桜
を
さ
し
た
白
金
の
花
瓶
を
持
ち
、
蝶
の
衣
装
の
童
は
山
吹
を
さ
し
た
黄
金
の
花
瓶
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
場
面
に
関
し
て
、
大
阪
女
子
大
本
「
胡
蝶
」
の
図
様
指
示
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

是
は
夜
明
て
と
也
。
て
ふ
鳥
也
。
鳥
は
し
ろ
か
ね
の
花
か
め
に
桜
を
さ
す
。
少
う
ち
ぢ
る
と
あ
り
。
て
ふ
は
こ
か
ね
の
か
め
に
や

ま
ふ
き
さ
し
て
御
は
し
の
も
と
よ
り
花
共
奉
る
て
い
也
。
龍
頭
益
首
の
舟
も
あ
る
へ
し
。
お
ま
へ
の
ら
う
を
楽
や
に
し
た
る
て
い

そ
あ
く
ら
と
も
あ
る
へ
し

こ
の
「
胡
蝶
」
の
舞
童
に
関
す
る
『
絵
詞
』
の
指
示
は
、
『
十
帖
源
氏
』
の
本
文
の
記
述
と
共
通
し
て
い
る
（
1
3
）
。
『
絵
詞
』
の
図
様
指

示
と
一
致
す
る
作
品
と
し
て
、
土
佐
光
吉
筆
「
源
氏
物
語
図
画
帖
」
（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
を
挙
げ
よ
う
。
こ
の
作
品
の
「
胡
蝶
」

【
図
6
】
の
画
面
に
は
、
『
絵
詞
』
の
指
示
と
同
じ
く
、
桜
を
さ
し
た
白
金
の
花
瓶
を
持
つ
鳥
の
衣
装
の
童
と
、
山
吹
を
さ
し
た
黄
金

の
花
瓶
を
持
っ
た
蝶
の
衣
装
の
童
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
『
十
帖
源
氏
』
の
「
胡
蝶
」
の
挿
絵
【
図
7
】
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
画
面
に
は
、
蝶
の
衣
装
の
童
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
舞
童
は
花
を
持
た
ず
、
シ
ン
バ
ル
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
図
様
も
岩
佐
派
の
影
響
の
も
と
に
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
勝
友
筆
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」
（
出
光
美
術
館
蔵
）
の
「
胡
蝶
」
【
図
8
】
に
も
、
花
を
持
つ
童
の
他
に
、
シ
ン
バ
ル

の
よ
う
な
も
の
を
手
に
し
た
童
が
見
ら
れ
る
。
舞
童
の
姿
に
加
え
て
龍
頭
鵡
首
の
船
の
図
様
に
お
い
て
も
、
両
作
品
は
類
似
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
立
圃
は
岩
佐
派
の
図
様
を
採
用
し
た
と
い
え
る
。
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興
味
深
い
こ
と
に
、
春
正
の
『
絵
入
源
氏
』
の
「
胡
蝶
」
の
挿
絵
【
図
9
】
に
も
、
花
を
も
っ
た
蝶
の
衣
装
の
童
の
他
に
、
シ
ン

バ
ル
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
た
鳥
の
衣
装
の
童
が
描
か
れ
て
い
る
。
上
述
の
『
孟
津
抄
』
に
は
、
「
胡
蝶
」
の
蝶
．
鳥
の
衣
装
の
童
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
1
4
）
。

法
金
儀
蝶
鳥
供
花
定
事
也
。
迦
陵
頻
胡
蝶
菩
薩
或
先
菩
薩
捧
供
花
二
行
相
分
経
舞
墓
上
到
壇
伝
授
後
花
於
僧
又
定
者
一
人
取
火
舎
也
。

こ
こ
で
見
ら
れ
る
「
迦
陵
頻
胡
蝶
」
に
つ
い
て
、

ノ
番
様
」
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
（
1
5
）
。

迦
陵
頻
・
又
鳥
云
・
各
羽
懸
・
銅
拍
子
持

胡
蝶
・
又
蝶
云
・
各
羽
懸
・
振
花
持

古
来
の
楽
曲
・
楽
器
の
由
来
や
奏
法
を
記
し
た
、
狛
近
真
著
『
教
訓
抄
』
の
「
舞

　

し
た
が
っ
て
、
春
正
は
源
氏
物
語
の
「
胡
蝶
」
巻
に
記
さ
れ
た
鳥
と
蝶
の
舞
童
が
、
「
迦
陵
頻
」
と
「
胡
蝶
楽
」
と
い
う
舞
楽
曲
の

舞
姿
を
意
味
す
る
と
い
う
『
孟
津
抄
』
の
解
釈
を
知
っ
て
お
り
、
両
者
を
描
き
分
け
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
春
正
が
描
い
た
、
鳥
の

衣
装
の
童
が
手
に
持
っ
て
い
る
シ
ン
バ
ル
状
の
も
の
は
銅
拍
子
な
の
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
『
孟
津
抄
』
は
貞
徳
の
師
匠
で
あ
る
九

条
植
通
が
記
し
た
註
釈
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
春
正
が
鳥
の
衣
装
の
童
に
銅
拍
子
を
持
た
せ
た
の
は
、
貞
徳
の
教
え
に
倣
っ
た

た
め
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
勝
友
筆
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」
（
出
光
美
術
館
蔵
）
に
お
い
て
も
、
『
絵
入
源
氏
』
の
挿
絵
と
同
様
に
、
銅
拍

子
を
も
っ
た
舞
童
が
描
か
れ
て
い
た
。
春
正
が
『
絵
入
源
氏
』
の
挿
絵
に
描
い
た
銅
拍
子
を
持
つ
童
の
姿
は
、
註
釈
を
絵
画
化
し
た
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も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
岩
佐
派
の
絵
師
が
童
に
銅
拍
子
を
持
た
せ
た
の
も
註
釈
書
の
内
容
に
基
づ
く
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
（
1
6
V
。

　

以
上
、
『
絵
入
源
氏
』
の
挿
絵
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
十
帖
源
氏
』
の
「
明
石
」
と
「
胡
蝶
」
の
挿
絵
に
取
り
入
れ
ら
れ

た
岩
佐
派
の
図
様
が
註
釈
書
の
内
容
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
当
時
、
源
氏
物
語
の
註
釈
は
、
口
伝

も
し
く
は
筆
写
に
よ
っ
て
師
匠
か
ら
伝
授
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
広
く
知
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
岩
佐
派
の
絵
師
が
ど
の
よ
う
に

そ
れ
を
知
り
得
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
と
は
い
え
、
立
圃
が
註
釈
を
踏
ま
え
た
岩
佐
派
の
図
様
を
『
十
帖
源
氏
』
の
挿
絵
に
採
用

し
た
の
は
、
立
圃
も
春
正
と
同
じ
く
、
貞
徳
か
ら
源
氏
物
語
の
註
釈
を
学
ん
で
い
た
か
ら
だ
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
章　

『
十
帖
源
氏
』

と

『
絵
入
源
氏
』
の
挿
絵
の
相
違
点

　

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
立
圃
と
春
正
の
描
く
源
氏
物
語
の
挿
絵
に
は
、
貞
徳
か
ら
学
ん
だ
源
氏
物
語
の
註
釈
の
影
響
が
見
出
さ
れ

る
。
し
か
し
、
よ
り
子
細
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
両
者
の
描
い
た
挿
絵
の
う
ち
に
、
異
な
る
性
格
が
示
さ
れ
て
く
る
。
そ
う
し
た
相

違
点
は
多
く
の
挿
絵
に
も
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
「
夕
顔
」
の
挿
絵
を
例
に
見
て
い
こ
う
。

［
夕
顔
］

　

こ
れ
は
、
夕
顔
の
家
に
泊
ま
っ
た
源
氏
が
、
唐
臼
を
踏
む
音
や
祈
濤
を
す
る
声
な
ど
を
聞
く
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
『
十
帖
源
氏
』

「
夕
顔
」
の
挿
絵
【
図
1
0
】
で
は
、
画
面
右
上
に
祈
疇
を
す
る
男
、
中
央
に
は
夕
顔
の
肩
を
抱
く
源
氏
、
画
面
左
下
に
は
唐
臼
を
踏
む

男
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
夕
顔
」
の
挿
絵
に
も
岩
佐
派
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
岩
佐
派
の
作
例
と
さ
れ
る
「
源
氏
物
語
図
屏

風
」
（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
の
「
夕
顔
」
【
図
1
1
】
に
は
、
画
面
右
に
祈
薦
を
す
る
男
、
中
央
に
夕
顔
の
肩
を
抱
く
源
氏
、
画
面
左
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下
に
唐
臼
を
踏
む
男
と
臼
で
突
い
た
も
の
を
棒
で
交
ぜ
る
女
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
祭
壇
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
や
臼
の

前
に
女
が
い
る
こ
と
を
除
く
と
、
『
十
帖
源
氏
』
の
挿
絵
と
図
様
が
一
致
す
る
。
夕
顔
の
肩
を
抱
き
よ
せ
る
と
い
う
源
氏
の
露
骨
な
愛

情
表
現
は
、
岩
佐
派
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
立
圃
が
こ
の
表
現
を
取
り
入
れ
た
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
唐
臼
を
踏
む
男
や
祈
濤
を
す

る
男
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
自
体
は
、
岩
佐
派
独
自
の
も
の
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
伝
俵
屋
宗
達
コ
扇
面
流
図
屏
風
」
（
大
倉
集

古
館
蔵
）
や
伝
俵
屋
宗
達
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」
（
旧
団
家
蔵
）
【
図
1
2
】
と
い
う
宗
達
派
の
二
作
品
の
「
夕
顔
」
の
場
面
に
、
唐
臼

や
祈
疇
師
（
優
婆
塞
）
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
田
口
栄
一
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
9
。
そ
れ
ゆ
え
、
岩
佐
派

の
特
徴
は
む
し
ろ
、
源
氏
や
夕
顔
と
い
っ
た
中
心
的
な
人
物
だ
け
で
な
く
、
唐
臼
を
ふ
む
男
や
祈
濤
を
す
る
男
と
い
っ
た
周
辺
人
物

を
も
生
き
生
き
と
表
現
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

清
水
婦
久
子
氏
は
、
『
十
帖
源
氏
』
の
「
夕
顔
」
の
挿
絵
に
唐
臼
や
祈
禧
を
す
る
男
が
描
か
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
立
圃
は
「
源
氏

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
周
囲
に
居
る
人
物
に
も
興
味
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
情
や
動
作
を
個
性
的
に
描
こ
う
と
し
た
」
と
指
摘
し

て
い
る
（
B
）
。
こ
う
し
た
立
圃
の
特
色
は
、
岩
佐
派
の
図
様
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
成
立
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
『
絵
入
源
氏
』
の
「
夕
顔
」
の
挿
絵
【
図
1
3
】
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
前
栽
を
な
が
め
る
源
氏
と
夕
顔
の
み
が
描
か

れ
、
唐
臼
を
ふ
む
男
や
祈
濤
を
す
る
男
と
い
っ
た
周
辺
人
物
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
清
水
氏
は
春
正
が
隣
家
の
様
子
を
描
か
な
い
理

由
を
、
源
氏
物
語
本
文
で
は
夕
顔
の
隣
家
の
喧
騒
は
あ
く
ま
で
も
源
氏
の
耳
と
心
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
春
正
は
物
語

本
文
に
則
し
て
源
氏
に
焦
点
を
当
て
て
描
き
出
し
た
か
ら
だ
と
し
て
い
る
（
1
9
v
。

　

以
上
、
『
十
帖
源
氏
』
と
『
絵
入
源
氏
』
の
「
夕
顔
」
の
挿
絵
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
十
帖
源
氏
』
の
挿
絵
で
は
岩
佐
派

の
図
様
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
庶
民
的
な
人
物
だ
け
で
な
く
、
高
貴
な
主
要
人
物
も
が
卑
俗
で
個
性
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
絵
入
源
氏
』
の
挿
絵
で
は
場
面
の
情
景
が
あ
く
ま
で
も
物
語
本
文
の
語
り
方
に
従
っ
て
絵
画
化
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
両
作
品
の
挿
絵
の
性
格
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
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第
三
章　

『
十
帖
源
氏
』
と
『
絵
入
源
氏
』
の
受
容
者
の
違
い

　

『
十
帖
源
氏
』
と
『
絵
入
源
氏
』
の
挿
絵
の
性
格
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
が
想
定
し
た
受
容
者
の
違
い
に
基
づ
く
と
考
え
ら

れ
る
。
立
圃
は
『
十
帖
源
氏
』
を
俳
譜
を
学
ぶ
も
の
の
た
め
に
作
り
、
春
正
は
『
絵
入
源
氏
』
を
和
歌
を
学
ぶ
も
の
の
た
め
に
作
っ

た
の
で
あ
る
。
『
十
帖
源
氏
』
が
俳
譜
師
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
以
下
の
立
圃
の
書
簡
に
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き

る
（
2
0
）
。川

崎
二
良
左
衛
門　

人
々
御
中　

ヒ
ナ
立
圃

先
日
、
京
へ
の
御
状
十
六
日
二
参
着
申
候
。
其
日
罷
立
伏
見
二
一
夜
、
舟
一
二
夜
、
昨
朝
是
へ
罷
帰
申
候
。
被
仰
下
候
義
、
道
途

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
マ　

之
時
分
ふ
た
く
と
い
た
し
調
不
申
候
。
十
帖
源
氏
ハ
出
来
申
候
を
弐
部
取
て
参
候
。
需
ヲ
別
段
二
大
き
こ
す
ら
せ
事
内
々
用
意

不
申
候
二
付
、
是
斗
す
り
申
事
ハ
成
ま
し
き
よ
し
候
間
、
是
二
而
も
御
堪
忍
可
被
成
候
哉
。
御
気
二
不
入
候
ハ
》
御
返
し
可
被
成

候
。
源
氏
の
給
ハ
我
等
存
候
方
一
二
ヶ
所
き
〉
申
候
。
皆
大
き
二
候
て
あ
つ
ら
へ
候
ハ
ね
ハ
御
こ
の
ミ
の
様
な
る
ハ
無
御
座
候
。

け
つ
か
う
さ
の
位
な
と
い
か
や
う
二
も
御
こ
の
ミ
被
成
候
ハ
〉
あ
つ
ら
へ
さ
せ
可
申
候
。
以
面
上
御
談
合
可
申
候
。
色
番
ハ
い
か

や
う
な
る
も
出
來
合
候
へ
共
、
縛
調
り
不
申
候
故
、
取
不
申
候
。
恐
々
謹
言
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
月
十
九
日
（
花
押
）

こ
の
書
簡
は
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
立
圃
が
川
崎
二
良
左
衛
門
に
『
十
帖
源
氏
』
を
持

参
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
川
崎
二
良
左
衛
門
は
大
坂
在
住
の
俳
譜
師
で
、
そ
の
俳
歴
は
か
な
り
古
く
、
正
保
四
年
（
一
六
四
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七
）
の
『
毛
吹
草
追
加
』
に
入
集
し
て
い
る
（
包
。
立
圃
自
身
が
川
崎
二
良
左
衛
門
に
『
十
帖
源
氏
』
を
渡
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
十

帖
源
氏
』
の
受
容
者
と
し
て
俳
譜
師
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

立
圃
が
俳
譜
を
学
ぶ
も
の
の
た
め
に
源
氏
物
語
に
挿
絵
を
添
え
て
刊
行
し
た
の
は
、
貞
徳
の
影
響
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
貞
徳

の
門
人
で
あ
っ
た
北
村
季
吟
は
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
俳
諸
用
意
風
躰
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
（
2
2
）
。

か
の
源
氏
枕
双
紙
な
ど
や
う
の
歌
書
を
よ
く
見
て
、
心
を
古
風
に
そ
め
、
詞
を
様
々
に
は
た
ら
か
す
に
あ
ら
ず
は
、
い
か
で
ま
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぜ
ン
タ
イ　
　
　
　
　
　

ヨ
レ
キ

と
の
俳
譜
を
し
ら
む
。
貞
徳
老
人
は
細
川
の
御
流
れ
を
う
け
て
、
全
躰
和
歌
の
余
涯
よ
り
俳
譜
口
を
う
る
ほ
せ
る
故
に
、
詞
つ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

カ
ツ

ひ
お
も
し
ろ
く
、
心
や
さ
し
く
て
、
且
は
政
道
の
た
す
け
と
も
な
る
べ
き
事
お
ほ
か
り
し
。

こ
こ
か
ら
、
貞
徳
が
細
川
幽
斎
に
つ
い
て
和
歌
を
習
得
し
た
上
で
、
俳
譜
を
詠
ん
だ
た
め
に
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま

た
、
季
吟
が
源
氏
物
語
や
枕
草
子
を
俳
譜
を
学
ぶ
う
え
で
の
必
読
の
歌
書
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
認
識
も
、

源
氏
物
語
を
講
釈
し
て
い
た
貞
徳
の
教
え
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
季
吟
と
同
じ
く
貞
徳
門
下
で
あ
っ
た
立
圃
も
ま
た
、
源
氏
物
語
を

俳
譜
を
学
ぶ
上
で
不
可
欠
な
歌
書
と
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
『
十
帖
源
氏
』
に
は
、
源
氏
物
語
中
の
和
歌
が
す
べ
て
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
源
氏
物
語
を
「
歌
書
」
と
し
て
享
受
す
る
立
圃
の
姿
勢
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
2
3
）
。

　

ま
た
、
立
圃
は
明
暦
－
寛
文
九
年
（
一
六
五
五
－
一
六
六
九
）
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
『
俳
譜
伝
授
書
』
の
中
で
、
俳
諾
に
つ
い
て

「
心
詞
の
ざ
れ
た
る
を
俳
譜
と
い
ふ
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
（
％
）
。
つ
ま
り
俳
譜
と
は
、
戯
れ
の
心
持
で
滑
稽
な
言
葉
を
用
い
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
圃
が
『
十
帖
源
氏
』
の
挿
絵
に
お
い
て
古
典
の
卑
俗
化
を
志
し
、
貴
人
の
人
間
的
感
情
を
強
調
し
、

庶
民
の
姿
を
個
性
的
に
描
き
出
し
た
岩
佐
派
の
図
様
を
採
用
し
た
の
は
、
源
氏
物
語
が
本
来
持
っ
て
い
る
面
白
さ
に
俳
譜
師
で
あ
る
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読
者
の
目
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
春
正
が
『
絵
入
源
氏
』
の
読
者
に
歌
人
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
絵
入
源
氏
』
の
践
文
よ
り
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
こ
に
は
「
嘗
て
聞
く
、
紫
吏
部
の
筆
を
以
て
關
蹉
の
篇
に
比
せ
し
を
。
則
ち
詩
賦
を
学
ぶ
輩
は
、
亦
読
ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
書

な
り
。
而
る
を
況
ん
や
倭
歌
の
徒
に
於
い
て
を
や
」
と
あ
り
（
5
2
）
、
源
氏
物
語
が
和
歌
を
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
必
読
の
書
で
あ
る
こ
と

が
説
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
春
正
は
『
絵
入
源
氏
』
を
和
歌
の
道
を
志
す
も
の
の
た
め
に
制
作
し
た
の
だ
ろ
う
。
当
時
の
和

歌
は
「
ふ
る
き
言
葉
」
を
用
い
、
そ
の
続
き
方
に
の
み
新
味
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
（
％
）
。
ゆ
え
に
、
春
正
は
『
絵
入
源
氏
』
の
挿

絵
に
お
い
て
、
源
氏
物
語
本
文
の
＝
子
一
句
に
注
目
し
、
物
語
本
文
や
註
釈
に
表
現
さ
れ
た
情
景
を
忠
実
に
絵
画
化
し
よ
う
と
し
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
『
十
帖
源
氏
』
の
「
明
石
」
と
「
胡
蝶
」
の
挿
絵
に
岩
佐
派
の
図
様
が
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
図
様
が
註
釈

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
『
絵
入
源
氏
』
の
挿
絵
と
の
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
。
註
釈
を
踏
ま
え
た
岩
佐
派
の
図
様
を

立
圃
が
選
択
し
た
理
由
は
、
立
圃
も
春
正
と
同
じ
く
貞
徳
門
下
に
あ
り
、
貞
徳
か
ら
源
氏
物
語
の
註
釈
を
教
わ
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
立
圃
と
春
正
は
、
貞
徳
の
影
響
を
受
け
、
註
釈
書
を
踏
ま
え
て
挿
絵
を
制
作
し
た
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
描
く
挿
絵
に
は
相
違
点
も
示
さ
れ
て
い
た
。
春
正
は
『
絵
入
源
氏
』
の
挿
絵
に
お
い
て
物
語
本
文
の
風

情
を
忠
実
に
絵
画
化
す
る
こ
と
を
志
し
、
立
圃
は
『
十
帖
源
氏
』
の
挿
絵
に
岩
佐
派
の
図
様
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
物
語
上
周

辺
的
な
人
物
の
み
な
ら
ず
、
高
貴
な
主
要
人
物
を
も
卑
俗
で
個
性
的
に
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
両
作
品
の
性
格
の
違
い

は
、
『
絵
入
源
氏
』
の
読
者
に
歌
人
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
十
帖
源
氏
』
の
読
者
に
は
俳
譜
師
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
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〔
註
〕

［
凡
例
］
本
稿
に
引
用
し
た
資
料
の
句
読
点
お
よ
び
傍
線
は
全
て
筆
者
に
よ
る
。

（
1
）　

『
十
帖
源
氏
』
の
初
版
に
刊
記
は
な
く
、
刊
年
を
承
応
三
年
と
す
る
の
は
、
蹟
文
の
「
老
て
二
た
び
児
に
成
た
り
と
い
ふ
に
や
」
と
い

　
　

う
一
文
が
立
圃
の
還
暦
を
意
味
す
る
と
い
う
渡
辺
守
邦
氏
の
指
摘
に
よ
る
（
渡
辺
守
邦
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
六
巻
（
岩
波
書

　
　

店
、
昭
和
六
十
年
）
）
。
な
お
、
立
圃
が
『
十
帖
源
氏
』
の
底
本
と
し
た
本
文
は
、
寛
永
頃
に
出
版
さ
れ
た
無
践
無
刊
記
本
『
源
氏
物
語
』

　
　

と
さ
れ
る
（
清
水
婦
久
子
「
『
十
帖
源
氏
』
『
お
さ
な
源
氏
』
と
無
刊
記
本
『
源
氏
物
語
』
1
若
紫
巻
の
本
文
1
」
（
『
青
須
賀
波
良
』
五

　
　

十
八
号
、
帝
塚
山
短
期
大
学
日
本
文
芸
研
究
室
、
平
成
十
五
年
）
）
。
こ
の
無
蹟
無
刊
記
本
は
、
貞
徳
が
講
義
な
ど
で
用
い
る
た
め
に
作
ら

　
　

せ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
清
水
婦
久
子
「
版
本
『
万
水
一
露
』
の
本
文
と
無
刊
記
本
『
源
氏
物
語
』
」
（
『
青
須
賀

　
　

波
良
』
五
十
三
号
、
帝
塚
山
短
期
大
学
日
本
文
芸
研
究
室
、
平
成
九
年
）
）
。

（
2
）　

山
本
陽
子
「
源
氏
絵
に
お
け
る
天
皇
の
描
き
方
－
近
世
初
期
の
天
皇
表
現
の
伝
承
に
つ
い
て
i
」
（
『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
四

　
　

巻
第
一
号
、
日
本
宗
教
文
化
史
学
会
、
平
成
十
二
年
）
一
一
八
－
一
二
〇
頁
。

（
3
）　

本
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
岩
佐
派
の
作
例
と
は
、
豊
頬
長
願
と
い
わ
れ
る
顔
貌
表
現
や
手
足
の
先
を
跳
ね
上
げ
る
細
部
描
写
と
い
っ
た

　
　

岩
佐
又
兵
衛
の
様
式
を
備
え
た
、
又
兵
衛
の
画
系
に
直
接
連
な
る
絵
師
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
制
作
年
代
や
筆
者
は
異
な
る
も
の

　
　

の
、
多
く
の
図
様
が
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
基
を
同
じ
く
す
る
粉
本
を
用
い
た
と
推
定
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。

（
4
）
貞
徳
は
、
彼
の
回
顧
録
『
戴
恩
記
』
の
中
で
、
自
ら
の
師
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
添
く
も
丸
が
若
年
よ
り
歌
學
を
仕
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り
承
り
し
は
九
条
輝
定
殿
下
・
細
川
玄
旨
法
印
な
り
。
其
外
少
づ
〉
も
物
習
ひ
申
せ
し
は
、
菊
亭
右
相
公
・
中
院
入
道
殿
・
飛
鳥
井
大
納

　
　

言
殿
・
同
宰
相
殿
・
紹
巴
法
橋
・
清
水
宗
我
・
城
勝
検
校
・
安
休
法
師
等
な
り
。
（
中
略
）
今
玉
ま
つ
り
に
か
ぞ
ふ
れ
ば
師
の
敷
五
十
餓

　
　

に
及
べ
り
」
（
小
高
敏
郎
『
松
永
貞
徳
の
研
究
』
（
至
文
堂
、
昭
和
二
八
年
）
五
三
頁
）
。
な
ら
び
に
小
高
敏
郎
校
注
『
戴
恩
記　

折
た
く

　
　

柴
の
記　

蘭
東
事
始
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
九
十
五
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
九
年
）
二
十
九
ー
三
十
頁
参
照
。

（
5
）　

『
絵
入
源
氏
』
の
初
版
に
刊
記
は
な
く
、
刊
年
を
慶
安
三
年
と
す
る
の
は
、
春
正
が
蹟
文
を
記
し
た
慶
安
三
年
か
ら
間
も
な
く
出
版
し

　
　

た
と
い
う
清
水
婦
久
子
氏
の
推
定
に
よ
る
（
清
水
婦
久
子
『
源
氏
物
語
版
本
の
研
究
』
（
和
泉
書
院
、
平
成
十
五
年
）
三
十
九
－
七
十
二

　
　

頁
）
。

（
6
）　

前
掲
註
（
5
）
清
水
氏
著
書
四
一
七
－
四
一
八
頁
。

（
7
）　

片
桐
洋
一
・
大
阪
女
子
大
学
物
語
研
究
会
編
著
『
源
氏
物
語
絵
詞
－
翻
刻
と
解
説
ー
』
（
大
学
堂
書
店
、
昭
和
五
十
八
年
）
参
照
。
同

　
　

書
は
大
阪
女
子
大
本
を
底
本
と
し
、
葵
、
榊
に
お
け
る
二
丁
の
脱
落
文
を
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
（
江
戸
時
代
写
）
に
よ
っ
て
補
っ
て
い
る
。

（
8
）　

『
絵
詞
』
が
室
町
時
代
に
実
際
に
絵
画
化
さ
れ
た
源
氏
絵
を
ど
の
程
度
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
が
、

　
　

『
絵
詞
』
の
図
様
指
示
と
江
戸
時
代
中
期
の
作
例
「
白
描
源
氏
物
語
画
帖
」
（
石
山
寺
蔵
）
と
は
高
い
親
近
性
を
示
し
て
い
る
（
片
桐
弥
生

　
　

「
石
山
寺
蔵
「
白
描
源
氏
物
語
画
帖
」
に
つ
い
て
1
源
氏
絵
場
面
集
の
一
例
と
し
て
ー
」
（
『
講
座
平
安
文
学
論
究　

第
八
輯
』
風
間
書

　
　

房
、
平
成
四
年
）
五
十
九
頁
）
。
「
白
描
源
氏
物
語
画
帖
」
（
石
山
寺
蔵
）
の
「
明
石
」
で
は
雷
神
は
描
か
れ
ず
、
暴
風
雨
の
被
害
は
燃
え

　
　

上
が
る
廊
や
荒
れ
狂
う
波
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
一
心
に
神
仏
に
祈
願
す
る
源
氏
な
ど
、
『
絵
詞
』
の
指
示
と
一
致
す
る
図
様
が
描
か
れ

　
　

て
い
る
。

（
9
）　

山
本
春
正
『
源
氏
目
案
』
「
巻
第
六
「
し
」
」
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
、
参
照
。

（
1
0
）　

『
孟
津
抄
』
の
該
当
個
所
を
以
下
に
引
用
す
る
。

（
河
）
光
源
氏
大
将
在
納
言
の
む
か
し
を
尋
て
此
所
に
隠
居
せ
ら
る
〉
欲
。
古
来
赴
講
所
之
人
は
配
流
の
宣
旨
に
よ
り
て
左
遷
す
る
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也
。
今
の
源
は
譲
に
恐
れ
て
わ
れ
と
城
外
に
籠
居
さ
ら
る
》
に
や
。
周
公
旦
東
征
の
跡
を
思
へ
る
軟
。
風
雷
の
変
異
も
相
似
た
り
。
又
、

行
平
中
納
言
も
此
儀
た
る
欲
。
古
今
集
云
田
村
御
時
に
こ
と
あ
た
り
て
、
つ
の
国
す
ま
と
い
ふ
所
に
こ
も
り
侍
り
け
る
に
宮
中
に
侍
り

け
る
人
に
遣
は
し
け
る
と
あ
り
。

　

（
花
）
源
須
磨
の
浦
に
隠
居
の
事
は
お
も
て
に
は
行
平
中
納
言
の
こ
と
し
ほ
た
れ
し
い
に
し
へ
も
周
公
旦
の
二
叔
の
読
に
よ
り
て
東

　
　

征
せ
し
事
を
詮
要
と
し
て
、
う
ら
に
は
又
、
菅
丞
相
西
宮
の
左
大
臣
の
大
宰
府
に
左
遷
せ
ら
れ
、
野
左
公
の
隠
岐
国
へ
な
か
さ
れ
し
例

　
　

を
も
て
か
け
り
。
又
、
伊
周
公
は
、
は
じ
め
は
播
磨
国
に
籠
居
せ
し
か
ひ
そ
か
に
京
へ
上
り
し
と
か
に
よ
り
て
宰
府
へ
さ
ら
に
つ
か
は

　
　

さ
れ
給
へ
り
。
か
れ
こ
れ
を
取
り
合
せ
て
物
語
に
つ
く
り
な
せ
り
。
賢
木
巻
に
文
王
の
子
武
王
の
弟
と
源
氏
の
自
称
せ
し
は
周
公
旦
に

　
　

お
の
れ
な
す
ら
へ
た
る
謹
嫁
也
。

　
　

野
村
精
一
編
『
孟
津
抄　

上
巻
』
（
源
氏
物
語
古
注
集
成　

第
四
巻
、
桜
楓
社
、
昭
和
五
十
五
年
）
二
七
三
－
二
七
四
頁
参
照
。
な
お
、

　
　

『
孟
津
抄
』
に
は
、
『
河
海
抄
』
、
『
花
鳥
余
情
』
、
お
よ
び
『
弄
花
抄
』
の
説
が
引
か
れ
て
お
り
、
文
章
の
右
肩
に
（
河
）
（
花
）
（
弄
）
な

　
　

ど
を
つ
け
て
出
典
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
1
1
）　

貞
徳
と
同
じ
く
九
条
植
通
か
ら
源
氏
物
語
の
伝
授
を
う
け
た
細
川
幽
斎
と
中
院
通
勝
が
作
成
し
た
源
氏
物
語
の
註
釈
書
『
眠
江
入

　
　

楚
』
に
は
、
註
（
1
0
）
に
あ
げ
た
『
孟
津
抄
』
の
文
章
を
引
用
し
た
後
、
周
公
旦
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア
ワ
コ
ト
く
ク
ノ
ヘ
フ
ス　
　

ニ
ヌ
ケ
タ
リ

　
　

周
公
旦
事
尚
書
ヲ
用
ヘ
シ
史
記
ニ
ハ
雷
雨
ノ
説
無
之　

周
公
居
二
東
都
二
一
二
年
天
大
二
雷
電
メ
以
テ
風
ク　

禾
尽　

便
大
木
斯
抜
成
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

カ
ヘ
メ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ
ク

　
　

啓
テ
ニ
金
縢
ノ
書
ヲ
一
迎
フ
ニ
周
公
ヲ
】　

天
乃
反
レ
風
ヲ
禾
尽
ク
起
（
後
略
）

　
　

中
野
幸
一
編
『
眠
江
入
楚　

自
十
二
須
磨
至
廿
六
常
夏
』
（
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
六
十
一
年
）
七
十
七
頁
参
照
。

（
1
2
）　

『
戴
恩
記
』
に
は
、
貞
徳
が
、
九
条
植
通
の
使
い
で
細
川
幽
斎
に
『
孟
津
抄
』
を
届
け
、
そ
の
後
、
『
孟
津
抄
』
を
写
し
た
と
あ
る
。
「
丸

　
　

が
御
使
に
成
て
、
孟
津
抄
と
其
適
遙
院
殿
御
自
筆
の
眞
字
序
と
を
も
て
参
り
し
。
よ
き
幸
と
存
、
其
次
に
丸
も
う
つ
し
置
奉
り
き
。
」
前

　
　

掲
註
（
4
）
小
高
氏
著
書
六
十
三
頁
。
前
掲
註
（
4
）
小
高
氏
校
注
書
四
十
四
ー
四
十
五
頁
参
照
。
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（
1
3
）　

今
西
祐
一
郎
氏
は
、
龍
頭
鶴
首
の
舟
遊
と
童
の
舞
は
、
物
語
本
文
で
は
別
の
日
の
情
景
で
あ
り
、
『
絵
入
源
氏
』
の
挿
絵
で
は
龍
頭
鵡

　
　

首
の
舟
遊
と
、
蝶
・
鳥
の
舞
衣
装
の
童
と
が
二
図
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
今
西
祐
一
郎
「
京
都
国
立
博
物

　
　

館
蔵　

源
氏
物
語
画
帖
覚
書
」
（
『
源
氏
物
語
画
帖
』
勉
誠
社
、
平
成
九
年
）
一
二
七
頁
）
。
龍
頭
鶴
首
の
舟
遊
と
舞
童
と
を
二
図
に
描
き

　
　

分
け
た
点
に
、
物
語
の
筋
を
重
視
す
る
春
正
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
勝
友
や
立
圃
が
龍
頭
鶴
首
の
舟
遊
と
舞
童
を

　
　

一
つ
の
画
面
に
描
い
た
の
は
、
『
絵
詞
』
に
由
来
す
る
伝
統
的
な
図
様
に
倣
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
『
十
帖
源
氏
』
の
挿
絵
は
、
本
論
で
指
摘

　
　

し
て
い
る
よ
う
に
、
岩
佐
派
や
貞
徳
の
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
場
面
選
択
や
構
図
に
お
い
て
は
『
絵
詞
』
と
の
類
似
性
も
見
出
さ
れ

　
　

る
。
「
十
帖
源
氏
』
の
挿
絵
と
『
絵
詞
』
の
図
様
指
示
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

（
1
4
）　

野
村
精
一
編
『
孟
津
抄　

中
巻
』
（
源
氏
物
語
古
注
集
成　

第
四
巻
、
桜
楓
社
、
昭
和
五
十
五
年
）
一
〇
三
頁
参
照
。

（
1
5
）　

植
田
恭
代
「
春
を
彩
る
番
舞
－
鳥
と
蝶
1
」
（
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
初
音
・
胡
蝶
・
蛍
、
至
文
堂
、
平
成
十
三
年
）
一

　
　

〇
〇
頁
。
正
宗
敦
夫
編
『
教
訓
抄
』
（
日
本
古
典
全
集
第
二
回
、
日
本
古
典
全
集
刊
行
會
、
昭
和
三
年
）
参
照
。

（
1
6
）　

た
だ
し
、
勝
友
筆
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」
（
出
光
美
術
館
蔵
）
の
「
胡
蝶
」
で
は
、
鳥
の
衣
装
の
童
が
花
を
持
ち
、
蝶
の
衣
装
の
童
が

　
　

銅
拍
子
を
持
つ
な
ど
、
鳥
と
蝶
の
舞
装
束
が
混
在
し
て
い
る
。
立
圃
が
蝶
の
衣
装
の
童
に
銅
拍
子
を
持
た
せ
て
し
ま
っ
た
の
も
岩
佐
派

　
　

の
作
例
の
間
違
い
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。

（
1
7
）　

田
口
栄
一
「
宗
達
派
源
氏
絵
の
図
様
に
お
け
る
伝
統
と
創
造
」
（
『
琳
派
絵
画
全
集　

宗
達
派
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和
五
十
二
年
）

　
　

二
十
四
頁
。

（
1
8
）　

前
掲
註
（
5
）
清
水
氏
著
書
四
四
三
－
四
四
七
頁
。

（
1
9
）　

前
掲
註
（
5
）
清
水
氏
著
書
四
四
三
－
四
四
七
頁
。

（
2
0
）　

天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
俳
書
集
成
編
集
委
員
会
『
諸
家
自
筆
本
集
』
（
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫　

俳
書
集
成　

第
三
十
五
巻
、
八
木
書

　
　

店
、
平
成
十
一
年
）
参
照
。
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（
2
1
）　

尾
形
仇
「
発
見
と
報
告　

立
圃
書
簡
十
八
通
ほ
か
」
（
『
連
歌
俳
譜
研
究
』
第
四
十
一
号
、
俳
文
学
会
、
昭
和
四
十
六
年
九
月
）
二
十
五
頁
。

（
2
2
）　

尾
形
仇
校
『
季
吟
俳
論
集
』
（
古
典
文
庫
、
昭
和
三
十
五
年
）
参
照
。

（
2
3
）　

清
水
婦
久
子
「
『
十
帖
源
氏
』
『
お
さ
な
源
氏
』
の
本
文
－
歌
書
と
し
て
の
版
本
1
」
（
『
文
学
』
岩
波
書
店
、
平
成
十
五
年
）
。

（
2
4
）　

天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
俳
書
集
成
編
集
委
員
会
『
野
々
口
立
圃
集
』
（
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫　

俳
書
集
成　

第
十
三
巻
、
八
木
書

　
　

店
、
平
成
八
年
）
参
照
。

（
2
5
）　

『
絵
入
源
氏
』
に
記
さ
れ
た
春
正
の
践
文
を
引
用
す
る
。

　
　

源
氏
物
語
之
書
行
干
世
也
尚　

然
諸
家
之
本

　
　

頗
有
同
異
開
關
精
濁
不
分
明
不
能
令
読
者
無

　
　

遺
憾
焉
僕
蚤
歳
志
和
歌
之
道
研
精
箪
思
従

　
　

一
讃
俊
成
卿
之
言
潜
心
此
書
握
玩
不
繹
乎
或
間

　
　

明
師
而
受
口
授
之
奥
義
或
從
朋
友
而
決
狐
疑

　
　

與
鳥
馬
粗
得
梗
概
也
頃
聚
数
本
参
諸
抄
校
同

　
　

異
訂
開
闊
分
清
濁
点
句
讃
且
傍
註
誰
某
詞
誰

　
　

某
事
等
聯
初
学
之
捷
径
也
古
來
有
絵
図
書
中

　
　

之
趣
者
今
亦
於
謂
與
辞
之
尤
可
留
心
之
庭
則

　
　

附
以
臆
見
更
増
図
書
潜
矯
之
罪
無
所
遁
逃
然
依

　
　

圖
知
事
依
事
知
意
則
亦
婦
人
女
鬼
之
一
助
也
乎

　
　

嘗
聞
以
紫
吏
部
之
筆
比
關
雌
之
篇
則
学
詩
賦

　
　

之
輩
亦
不
可
不
讃
之
書
也
而
況
於
倭
謁
之
徒
哉
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此
書
陽
述
冶
態
艶
情
而
陰
垂
教
講
監
戒
所
謂
攣

　
　

風
止
乎
禮
義
者
亦
紫
吏
部
之
微
意
也
善
讃
者

　
　

當
須
極
其
情
而
蹄
之
正
也
傍
今
弁
山
露
系

　
　

譜
目
案
等
付
創
蕨
氏
錆
梓
欲
廣
行
干
當
世
永

　
　

傳
千
万
年　

非
敢
射
利
只
欲
善
與
人
同
者
也
尚

　
　

謬
誤
必
多
博
覧
之
君
子
幸
正
焉
干
時

　
　
　

慶
安
三
年
仲
冬
蓬
衡
叢
品
山
氏
春
正
謹
践

　
　

山
本
春
正
『
絵
入
源
氏
』
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
、
参
照
。

（
2
6
）　

貞
徳
は
『
堀
川
百
首
肝
要
抄
』
（
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
刊
）
の
序
文
で
詠
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
歌
は
よ
む
こ

　
　

と
〉
な
り
、
さ
れ
ば
歌
は
よ
む
事
の
か
た
き
に
あ
ら
ず
、
よ
く
讃
こ
と
の
か
た
き
な
り
と
古
人
の
い
ひ
を
き
し
と
こ
ろ
し
か
な
り
。
よ
く

　
　

よ
む
事
の
か
た
き
は
、
ふ
か
き
そ
の
み
ち
を
こ
〉
ろ
へ
ざ
る
に
よ
る
な
る
べ
し
。
（
中
略
）
歌
學
な
く
て
は
そ
の
道
を
ふ
か
く
う
る
事
か
た

　
　

か
る
べ
し
。
さ
れ
ば
歌
を
よ
ま
ん
と
思
は
ゴ
、
萬
葉
集
よ
り
は
じ
め
て
三
代
集
を
見
ゑ
て
、
ふ
る
き
言
葉
に
よ
り
て
そ
の
こ
〉
ろ
を
つ
く

　
　

る
べ
し
。
い
は
ゴ
よ
き
こ
と
ば
も
な
く
あ
し
き
詞
も
な
し
、
つ
ゴ
け
が
ら
に
善
悪
は
あ
る
な
り
」
前
掲
註
（
4
）
小
高
氏
著
書
二
八
九
頁
。

付
記

　

図
5
は
（
須
賀
み
ほ
『
天
神
縁
起
の
系
譜　

図
版
篇
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
平
成
十
六
年
）
、
図
6
お
よ
び
図
6
部
分
は

（『

椏
s
国
立
博
物
館
所
蔵　

源
氏
物
語
画
帖
』
勉
誠
社
、
平
成
九
年
）
、
図
1
2
は
（
日
本
美
術
協
会
編
『
宗
達
画
集
』
審
美
書
院
、

大
正
二
年
）
よ
り
転
載
し
た
。

　

作
品
の
調
査
及
び
図
版
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
、
出
光
美
術
館
、
京
都
国
立
博
物
館
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
に
大
変
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。
謹
ん
で
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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図2　勝友「源氏物語図屏風」

　　出光美術館蔵「須磨」

図2　部分

、軽悪一一’・　一・7’．・一 ノ

図4　山本春正『絵入源氏』
東京大学総合図書館蔵「須磨」
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蕩

　　図1野々口立圃『十帖源氏』
東京大学総合図書館　青洲文庫蔵「明石」

図3　岩佐派「源氏物語図屏風」

京都国立博物館蔵「須磨」部分

図5　「天神縁起絵巻」大阪菅生天満宮蔵

　　「雷神襲来」
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　　図10　野々口立圃『十帖源氏』
東京大学総合図書館　青洲文庫蔵「夕顔」

図9　山本春正『絵入源氏』

東京大学総合図書館蔵「胡蝶」

＜図11　岩佐派「源氏物語図屏風」
　　　　京都国立博物館蔵「夕顔」

　図12　伝俵屋宗達「源氏物語図屏風」
　　　　　旧団家蔵　「夕顔」

一雀く図13 山本春正『絵入源氏』

東京大学総合図書館蔵「夕顔」




