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『
狭
衣
物
語
」

の
成
立
時
期

後

藤

康

文

は
じ
め
に

多
く

の
物
語
作
品

の
場
合

が
そ
う

で
あ

る
よ
う

に
、
『
狭
衣
物
語
』
の
成
立
時

期

に

つ
い
て
も
、
確
か

に
そ
れ
を
裏
付
け

る
記
録

は

一
切
残
さ
れ

て
い
な

い
。

し

た
が

っ
て
、

こ
れ
ま

で
こ
の
問
題
を
閾
明
な
ら
し
め
る
た
め

に
は
、
ω
作
者

を
特
定
し
、

そ
の
伝
記
を
考
証
す
る
と
と
も

に
、
②
主
と
し

て
、
『
狭
衣
物
語
』

の
内
部
徴
証
と
史
実
と
を
比
較
す
る
方
法
を
も

っ
て
、
諸

先
学

の
研
究

が
重

ね

ら
れ

て
来
た
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
う
ち
①

に

つ
い
て
は
、
藤
原
定
家

の

『
僻
案
抄
』

に
は
じ
ま
り
諸
家

の

検
討
を

経
た
現
在
、

六
条

斎
院
楳

子
内
親
王

に
仕
え

た
女
房
宣
旨

(
源
頼
国

女

・

『
玉
藻

に
遊

ぶ
権
大
納
言
』
作
者
)

を
作
者
と
見

る
説

が
定
説
化
し

て
お

り
、
そ

の
没
年

で
あ
る
寛

治
六
年

(㎜

・
『
為
房
卿
記
』
)
を
も

っ
て

『
狭
衣
物

語
』
成
立

の
最
下

限
と
見

な
す
認
識

は
、
今

日
の
論
者

に
共
ハ通
す

る
と

こ
ろ
と

い

っ
て
よ
い
。

そ
し

て
②

に

つ
い
て
は
、
如
上

の
宣
旨
作
者
説

に
則

っ
た
さ
ま

ざ
ま
な
見
解

が
提
出

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
が
、
本

論

に
は

い
る
前

に
ま
ず

は
、
今

日
ま
で
に
も

た
ら
さ
れ
た
成
果
を
概
観
す

る
意
味

で
、
昭
和

に
は

い

っ

て
か
ら
発
表

さ
れ
た
主

要
諸
説

の
結

論
を
摘

要
し

て
参
考

に
供

し

て
お
き

た

い
。

。
宮
田
和

一
郎
説

"狭
衣
は
承
暦

(
7

1

07
～

08
)
寛
治

(
蜥
～

㎜
)
年
間
即
ち
白
河
堀
河

の
御
代

に
楳

子
内
親
王

の
宣
旨

に
よ

っ
て
成

さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。
"

ー

「狭

衣
論
考
」
(
国
語

・
国
文
、
昭
8

・
4
δ

『
物
語
文

学
孜

』
、
昭

18
)

。
堀
部

正
二
説

"後
冷
泉
天
皇

の
康
平

(
∩d

5

05
～

06
)

・
治
暦

(
㎜
～

㎜
)

の
頃
か
ら
白
河
天

皇

の
承
暦

(
07
～

08
)

の
頃

に
至
る
約
廿
年
足
ら
ず

の
間
"

1

「
狭
衣
考
謹
ー

そ
の
作
者
と
著
作
年
代
ー
」
(『
中
古

日
本
文
学

の
研
究
』
、

昭

17
)

・
萩
谷
朴
説

"内
部
徴
謹

の
結
果

に
反
し
な

い
か
ぎ
り
、
〈中
略
〉
後
冷
泉
天
皇

の
末

、
後

三
条
天
皇

の
始
め
"

ー

「
六
条
斎
院
宣
旨
伝

記
小
孜
」

(国
語
と
国
文
学
、
昭

18

・
2
)

。
石
川
徹
説

"d
承
保
二
年

(
5701

)

か
ら
、

承
暦

二
年

(
㎜
)
又

は
三
年

(
㎜
)

ま
で
の
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五
年
間

に
書
か
れ
た
か
、
⑥
承
暦

、
一年

(701
)
か
ら
、
永
保
元
年

(
鵬
)

又

は
永
保

二
年

(
㎜
)
ま

で
の
五
年
間

に
書
か
れ
た
か
、

の
A
B
両
様

ど
ち
ら

か
で
あ

っ
た
で
あ
ら
う
と
結
論
し
た

い
○
両
者
を
合
は
せ

て
い
へ
ば
、

八
年

間

に
絞

る
事

が
で
き

る
。
"

日
本
占
典
全
書

『狭
衣
物
語
』
上
巻

(
昭
40
)
解
説
、
『
平
安
時

代
物
語

文
学
論
』

(昭

54
)

。
須

田
哲
夫
説

"延
久

(
06
～

07
)

の
頃

の
成
立
"

「
狭
衣
物
語
覚
書
「

物
語
様
式
の
展
開
と
史
実
性
に
つ
い
て
ー
」

(平
安
朝

文
学
研
究
、

S
37

・
H
)

・
三
谷
栄

一
説

"ほ
ぼ
延
久

(
O
J

4

06
～

07
)

・
承
保

(
翻
～

㎜
)
年
間
、
白
河

(㎜
～
細
)
初

期

"
ー

日
本
古
典
文
学
大
系

『狭
衣
物
語
』
(昭
40
)
解
説

。
野
村

一
三
説

"成
立
は
寛
治

四
年

(
㎜
)

か
ら
六
年

(
㎜
)
初
め

ま
で
と
し
た

い
。
"

「
狭
衣
物
語

の
作
者
と
成
立
!

主
と
し
て
そ
の
モ
デ
ル
か
ら
「
」

(国
語
国

文
研
究
、

昭
40

・
12
)

・
今

井
卓
爾
説

"斎

院

の
出
家
生
活

が
熟

し
た
時
期
以
後
、
宣
旨

の
死
没
ま

で
の
間

に

「
狭

衣
物

語
」

が
執
筆

さ
れ
た
も
の
と
、
お

よ
そ
考
え
ら
れ
、
物
語

の
時
代
設
定

を
合

わ
せ
て
み
る
と
、

そ
の
時
期

は
白
河
期

(
07
～

08
)
後
半
"

ー

『物
語
文
学
史

の
研
究

後
期
物
語
』

(昭

52
)

・
土
岐
武
治
説

"狭
衣
物
語

の
成
立

は
、
隆
国

(宣
旨

の
夫
ー
筆
者
注
)
残
年

の
承
保

四
年

(
7701

)

以
後
承
暦

四
年

(
㎜
)
ま

で
の
間
と
推
定
し

て
、
さ
う
大
き
な
相
違

と
は
な
る
ま
い
。
"

ー
i

『狭
衣
物
語

の
研
究
』

(昭

57
)

。
久
下
晴
康
説

"白

河
朝

承
保
元
年

(
4701

)
か
ら
承
暦
三
年

(
㈱
)

に
か
け

て
の
成
立
"

『平
安
後
期
物
語

の
研
究
醸
滋
』

(昭

59
)

ご
く
最
近

の
説

は
除

ぐ
と
し
て
、
右

の
う
ち

こ
れ
ま

で
支
持
さ
れ
る

こ
と
が

多

か

っ
た

の
は
三
谷

・
石

川
両
氏

の
説

で
あ

る
が
、
『
狭
衣
物
語
」
の
成
立
を
延

久
頃

(三
谷
説
上

限
)
と
見
る
か
、
永

保
頃

(石
川
⑧
説
)
と
見
る
か

で
さ
え
、

結

構

ひ
ら
き
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な

い
。

そ
こ
で
本
稿

で
は
、
従
来

の
研

究

成
果
を
踏

ま
え
な
が
ら
、

こ
れ
に
新

た
な
資
料
を
も
加
え

つ
つ
、
改
あ

て
成

立

時
期

の
問
題

を
考

え
直

し

て
み
た
い
と
思
う
。

成
立
の
下
限

序

『狭
衣
物

語
』
成
立

の
下
限

は
、
宣
旨
没
年
か
ら
は
た
し

て
ど
れ
ほ
ど
湖
ら

せ
る

こ
と
が

で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
過
去

に
お
け
る
諸
家

の
提
案

の
う
ち

に

は
、
た
と
え
ば
、
主
人
公
狭
衣

の
父

と
呼
称
を
同

じ
く
す
る

"堀
川
大
臣
"
な

る
人
物

が
実
在

し
な
い
期

間

(
Pヘリ

0乙

06
～

08
)

の
下
限
を

そ
の
ま
ま

『
狭
衣
物
語
』

起

筆

の
そ
れ
に
推

し
当

て
る
見
解

(石
川
徹
)
や
、
楳
子
内
親
王

の
家
司

で
あ

り
最
大

の
庇

護
者

で
も

あ

っ
た
源
師
房

の
没
年

(承
保
四
年

.
研
)

を
以

っ
て

下

限
と
す
る
見
解

(三
谷
栄

一
)
な
ど
、

一
応
頷
け
る
も

の
も
あ
り
は
す
る
が
、

筆
者

の
判
断

で
は
、

ど
れ
も
今

ひ
と

つ
決
め
手

に
欠
け

て
い
る
と

い
う

の
が
現

状

の
よ
う

で
あ
る
。

そ
ん
な
中

で
近
時
、
寺
本

直
彦
氏

に
よ

っ
て
興
味
深

い
新
説

が
提
出
さ

れ

一14一



注
1

た
。
以
下
暫

く
そ
の
概
略
を
記
す
。
ま
ず
氏

は
、
『顕
綱
集
』
の

「
女
御
殿

の
女

房
、
内
裏

に
て
」
と
あ
る
歌
群
中

の
、

わ
が
涙
忘
れ
が
た
み

の
目
を
あ
ら
み
年

つ
み
あ

へ
ず
も
り
も
こ
そ
す

れ

と

い
う
歌
と
、
『狭

衣
物
語
』
巻
三

の
狭
衣

の
詠
、

忍
ぶ
草
見
る

に
心
は
な
ぐ
さ
ま

で
忘

れ
が
た
み
に
も

る
涙

か
な

と

の
間
に
影
響
関
係

を
認
定

し
、

さ
ら
に

『顕
綱
集
』

の
歌
を
、

「
承
暦

、
一年

(
8701

)

四
月

二
十

八
日
内
裏
歌
合
」

の
頃
、
白
河
天
皇
女
御
藤
原
道
子

の
女
房

に
よ

っ
て
詠

ぜ
ら
れ

た
も

の
と
推
測

し
た
。
そ

の
上

で
氏
は
、
『
狭
衣
物
語
」
と

『顕
綱

集
』
歌

の
先
後

に

つ
い
て
、

ほ
ぼ
同
時

代

の
歌

同
十

で
あ
る
だ

け

に

「
に
わ
か
に
決

し
が

た
い
」
と
し
な
が
ら
も
、

ω

こ
の
女
房

の
歌
群

の
中

に
は
、
明
ら
か

に

『
落
窪
物
語
』

に
拠

っ
た
歌

(歌

番
号

70
番
)
、
『
源
氏
物
語
』

に
拠

る
と
思
わ
れ
る
歌

(66
番
)
も
あ

っ
て
、

物
語

の
歌
を
取

る
こ
と
が
行
わ
れ

て
い
る

こ
と
。

②
同
時
代

の
物
語

の
歌

に
拠

っ
て
詠
歌
す
る

こ
と
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
歌
を
同

時
代
人
が
踏
ま
え

て
詠
歌
す
る
な
ど
既

に
行
わ
れ

て
い
た

こ
と
。

鋤

『
狭
衣
物
語
』

の
歌

は
、

の
ち
定
家

に
よ

っ
て

「
物
語
百
番
歌
合
』

に
採

ら

れ

る
よ
う

に
、

佳
作
と

認
め
ら

れ

て
い
た
の

で
は
な

い
か
と
思

わ
れ

る
こ

と
。

等
を
根
拠

に
、
両
者

の
関
係
は
、
「
『
狭
衣
物
語
」

の
歌

に
よ

っ
て
女
御

道
子
の

女
房

が
詠

作
し
た
と

み
る

の
が
穏
当

で
あ

ろ
う
。
」

と

い
う
結
論

に
到
達

し
、

「
こ
の
歌
か
ら

み
る
か
ぎ
り
、

『
狭
衣
物
語
』

の
成
立

は
白

河
天
皇

承
暦
二
年

(
8701

)

四
月
以
前
」
と

い
う
仮
説
を
導

い
た
。

こ
の
新
説

そ
の
も

の
に

つ
い
て
は
、
氏

の
扱

っ
た
両
首

の
問

に
は
た
し

て
い

わ
れ
る
よ
う
な
影
響
関
係
が
あ
る

の
か
ど
う
か
を
め
ぐ

っ
て
、

な
お
確
信

が
持

て
な

い
た
め

に
、

筆
者
と

し

て
は
今

の
と

こ
ろ
判
断
を
保

留
し

て
お
き
た

い

が
、
氏

の
用
い
た
同
時
代

の
被
影
響
歌
を
手
が
か
り

に
物
語

の
成
立
年
代
を
確

定
し

て
行
く
方
法

は
、

そ
の
際
よ

ほ
ど
慎
重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
も

の
の
、

か
な

り
有
効
な
下
限
決
定

の
手
段

に
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
考

え

に
基
づ
き
、
以
ド

で
は
別

に
ふ
た

つ
の
ケ

ー
ス
に

つ
い

て
考
察

を
加

え
て
み
た

い
。

成
立
の
下
限

康
平
七
年

(㎜
)

粉
河
寺
に
て
悉

出
家
し
た
歌
人
藤
原
重
梅
、
(法
名
素

意

・
?

～
…
…
)
は
、
延
久

三
年

(
701
)
春
多
武
峰

に
登

り
、
そ

の
南
院

に
草
庵

を
結

ん
だ
。

そ
し
て
、
永
保

三
年

(
㎜
)
和
泉
国
松
村
郷

に
自
ら
寂
静
寺
を
建

立

し

て
移

り
住

む
ま
で
の
十
余
年
、
多
武
峰

に
あ

っ
て
住
寺
不
退

で
あ

っ
た
と

い
う

(
『多
武
峰
略
記
』

・

『
粉
河
寺
縁
起
』
)
。

こ
の
間
の
某
年
秋
、
千
世
君
な

る
人
物
を
主
催
者
と
し
、
素
意

(重

経
)

が

判
者

と
な

っ
て
、
僧
侶
ら

に
よ
る
六
題
六
番

の
小
規
模
な
歌
合

に
催
さ
れ
た
。

注
3

「多
武
峰
往
生
院
歌
合
」
が

そ
れ

で
あ

る
。

そ
し

て
実
は
、

こ
の
歌
合
時

に
詠

ま
れ
た
歌

の
中

に
、
『
狭
衣
物
語
』
全
巻
成
立

の
下
限
を
考
え

る
上

で
、
重
要

な

手

が
か
り
を
与

え
て
く
れ

そ
う
な

一
首
が
存
在
す
る

の
で
あ
る
。

恋

六
番
右

覚

逞

あ

さ
ま
し
や
浅
間

の
嶽

の
峰
ご
と

に

つ
づ
き
も
し
ら
ず
燃
ゆ
る
わ
が
恋

詠
主
覚
逞

は
、
藤
原
北
家
魚
名
纐
縦
四
位
下
大
和
守
定
任
男
、
仁
和
寺

阿
闇

梨

で
あ

っ
た
ら
し

い

(『
尊
卑
分
脈
』
)
が
、
歌
人
と
し

て
は
無
名

の
人
物
。

さ

て
、
右

の
作

に
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性

の
あ
る
歌
に
は
、

た
と
え
ば
、

ω
雲
晴

れ
ぬ
浅
間

の
山

の
あ
さ
ま
し
や
人

の
心
を
見

て
こ
そ
や
ま
め

(
平
中

興

・

『占
今
集
』
)

一15一



⑨
あ
さ
ま
し
や
安
積

の
沼
の
桜
花
霞

こ
め
て
も
見

せ
ず
も
あ

る
か
な

(曽
祢
好
忠

・

『
好
忠
集
』
)

⑨

い
さ
や
ま
た

つ
づ
き
も
し
ら
ぬ
高
嶺

に
て
ま
つ
来

る
人

に
都
を
ぞ
と
ふ

(藤
原
頼
通

・

『
玄

々
集
』
)

d

君

て
へ
ば
見

ま
れ
見
ず

ま
れ
富
士

の
嶺

の
め
づ

ら
し
げ
な
く
燃
ゆ

る
わ
が

恋

(藤
原
忠
行

・

『
古
今
集
』
)

あ
た
り

が
想

定
さ

れ
る
が
、
初

二
句

の
表

現

に

つ
い

て
は
、
ω

や
②

の
歌

に

拠

っ
て
覚
逞

が
ひ
と
工
夫

し
た
と
考

え
る
べ
き

で
は
な
く
、
萩
谷
朴
氏
が
、
「
当

時

の
僧
侶

が
近
代

の
文
芸

に
な
み
な

み
な
ら

ぬ
関
心
を
寄
せ

て
い
た
事
実

を
示

注
5

す
も

の
と

し
て
注
目
す

べ
き

で
あ

ろ
う
」
と

い
み
じ
く
も
指
摘
し

て
い
る
よ
う

に
、
直
接

『
狭
衣
物
語
』
巻

四
の
故
式
部
卿
宮

の
北

の
方

の
代
詠

あ

さ
ま
し
や
浅
間

の
山

の
煙

に
は
立
ち
な
ら
ぶ

べ
き
思

ひ
と
も
見
ず

に
依
拠
し

た
と
見

る
の
が
妥
当
と

い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
上
掲
①
や
②

の
歌

を
も
と

に

『
狭
衣
物
語
』
作
者
六
条
斎
院
宣
旨
が
右

の
歌

の
初
二
句

に
凝

ら
し

た
意
匠
が
、
覚
逞

の
件

の
作

に
受
け
継
が
れ
た
と
判
断

さ
れ
る
わ
け

で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
何
分
両
者
が
同
時
代

の
詠
作

で
あ
る
だ
け
に
、
手
順

と
し
て
は

や
は
り
、

d
覚
逞

の
歌

の
初
、
一句
は
、
①
や
②

の
歌
か
ら
そ
の
ま
ま
容
易

に
着
想

さ
れ
う

る
も

の
で
、
『
狭
衣
物

語
』
作
中
歌
と

は
全
く
無
関
係

で
あ
り
、
両
者

に
お
け

る
初

二
句

の

一
致

(「
山
」
と

「
嶽
」
と

の
小
異
は
あ
る
が
)
は
単
な

る
偶
合

に
す

ぎ
な
い
と
す

る
見
方
。

と
、

㈲

ふ
た

つ
の
歌

の
間

の
影
響
関
係

は
首
肯

さ
れ

る
が
、
影
響

の
方
向

は
逆
向
き

で
、
覚

逞
の
詠
作

に
依
拠

し
て

『
狭
衣
物
語
』

の
歌
が
作
ら
れ
た
と
す
る
見

方
。

と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
先

に
想
定
し
た
道
筋

に
比
し

て
、

よ
り
成

り
立
ち

に
く
い
こ

と

の
理
由
付
け
を
済
ま
せ

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

衷
ず
は
d

の
見
方

に

つ
い
て
。

い

っ
た

い
、
初

二
句

が

「
あ
さ
ま
し

や
浅
間

の
山

(嶽
)
」
で
は
じ
ま
る
歌

は
あ
ま
り
例
が
な
く
、
今

日
ま
で
筆
者

の
管
見

に

及
ん
だ
限
り

に
お

い
て
は
、
南

北
朝
頃

ま

で
に
次

の
四
例
を
数

え
る
の
み
で
あ

る
。

あ
さ
ま
し
や
浅

間

の
嶽

に
立

つ
煙

た
え
ぬ
思

ひ
を
し
る
人
も
な
し

(藤
原
定
家

・

『拾
遺
愚
草
員
外
』
)

あ
さ
ま
し
や
浅
間

の
嶽

に
立

つ
煙

い

つ
し
め

る
べ
き
思

ひ
な

る
ら
ん

(藤
原
季
経

・

「
正
治
初
度
百
首
」
)

○

○

○

○

○

○

○

。

・

○

○

○

○

○

O

O

あ
さ
ま
し
や
浅
問

の
嶽

の
煙

に
も
立
ち

ま
さ
り

ゆ
く
身

の
思

ひ
か
な

(飛
鳥
井
雅
有

・

『
隣
女
集
』
)

あ
さ
ま
し
や
浅
間

の
嶽

も
ち
か

け
れ
ば
恋

の
煙
も
立
ち

や
そ
ふ
ら
ん

(宗
良
親
王

・

『
李
花
集
』
)

一
見

し

て
わ
か
る
よ
う
に
、
定
家

の
歌
以
下
右

の
四
首

は
、
み
な
先

の

『
狭

注
6

衣
物
語
』
歌
を
踏

ま
え

て
詠
ま
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う

に

『
狭
衣
物

語
』

よ
り

先

ん
ず

る
歌

の
中

に
は
見
え
な

い
初

二
句

の
措
辞
が
、

そ
れ
以
降
南

北
朝
期

に

至

る
ま

で
の
現
存
和
歌

に
お

い
て
も
わ
ず
か
五
首

に
し
か
見
出

だ
さ
れ
ず
、

し

か
も

そ
の
う
ち

四
首
ま

で
が
、
明
ら
か

に
同
物
語

の
歌

に
依
拠

し

て
い
る
の

で

あ

っ
て
み
れ
ば
、
残
る
覚
逞

の

一
首

に

つ
い
て
も
、

偶
然

の

一
致

で
あ
る
可
能

性
は
低

い
と
思
わ
れ
る
。
覚
逞

の
歌
と

『狭

衣
物

語
』

の
歌

と
の
間

に
も

や
は

り
影
響
関
係
が
存
在
す
る
と
考
え
る
方

が
、

よ
り
自
然

だ
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

次

に
e

の
見
方

に

つ
い

て
。
こ
の
場
合
、
「多
武
峰
往
生
院
歌
合
」
そ
の
も

の

が
、

①
都

で
は
な
く
奈
良
多
武
峰

で
催

さ
れ

た
、
②
判
者
素
意
以
外

は
す

べ
て
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歌
人
と
し

て
無
名

の
僧
侶
ら

に
よ
る
、

③
小
規
模

な
私
的
歌
合

で
あ

っ
た
こ
と

を
思
え
ば
、

そ
の
記
録

が
直

ち
に
京
師

に
も

た
ら
さ
れ

て
宣
旨

の
目

に
も
と
ま

り
、
あ
ま

つ
さ
え
、
『狭
衣
物

語
』
著
作
上

の
参
考

に
供
さ
れ
た
と

は
考
え

に
く

い

で
あ
ろ
う
。
萩
谷
氏
も
、
「
本
歌
合

の
個
個

の
作
品

に

つ
い
て
は
、
勅
撰
私
撰

の
歌
集

に
入

ら
れ

た
も

の
も
な
く
、
多
武
峰
往
生
院
と

い
う
山
寺

で
ひ
そ
か

に

催

さ
れ

た
こ
の
歌
合
が
当
時
及
び
後
世
か
ら
着
目
さ
れ
る

こ
と
も
す
く
な
か

っ

注
7

た

の
で
は
」
な

い
か
と
述

べ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
次
第

で
、
覚
逞
が
先

の

「
あ
さ
ま
し
や
」

の
歌
を
詠

ん
だ
時
点

で
、
『狭

衣
物

語
』
の
歌
を
知

っ
て
い
た
と

い
う

こ
と

に
な
る
と
、
少

な
く
と
も

そ

の
頃
ま

で
に
は
、

こ
の
新
作
物

語
が
全
篇
完
結

し
た
形

(覚
遙

の
依
拠

し
た

作
中
歌
が
巻
四

の
歌

で
あ
る

の
で
、
そ
う
考

え
る

こ
と
が
許

さ
れ
よ
う
)

で
近

圏

に
流
布
し

て
い
た

こ
と
が
確
実

と
な

っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
「
多
武
峰
往
生
院

歌
合
」

の
行
わ
れ
た
時

期
が
、
萩

谷
氏

の
い
う
よ
う
に
、
最
大
限

の
幅
を
見
込

ん

で
も
素
意
が
多
武
峰

に
在
住

し
た
延
久

三
年

乃
至
永
保

二
年

の
某
年
秋

で
あ

る

こ
と
か
ら
、
『狭
衣
物

語
』
は
、

い
く
ら
遅
く
と
も
永

保
二
年

(
2801

)

の
半
ば

頃
ま

で
に
は
完
成

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と

い
う
推
測
が
成
り
立

つ
の
で

あ
る
。

以
上
、

「多
武
峰
往
生
院
歌
合
」

に
お
け

る
僧
覚
逞

の
歌
は
、
『狭

衣
物
語
』

成
立
下
限

の
大
枠
を
窺

わ
せ

る
外
部
徴
証
と
し

て
重
視
す

べ
き

で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ

る
。

成
立
の
下
限

二

平
安
後
期

の
受
領
歌
人
橘
為
槻

、
(

5

?

～

08
)

は
、

承
保

三
年

(
鵬
)
九
月
、

注
9

1

1

陸
奥
守

に
任
じ
ら
れ
京
を
出
立
し
た
.
延

任

の
た
め
彼

が
再
び
都

へ
戻

っ
た
の

注
10

は
、
永
保
元
年

(
801

)
秋

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、

そ

の
赴
任

か
ら
帰
還

に
至

る
問

に
残
さ
れ
た
自

他

の
歌
四
ト
七
首

は
、
彼

の
歌
集

(乙
本
)

に
年
次
順
を

も

っ
て
収
載

さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
ら
を
見

る
と
、
為
仲
が
任
地

に
お

い
て
遠
く

離
れ

た
多

く

の
知

友
と
歌

の
や
り
と

り
を
し

た

こ
と
が
知

ら
れ

る
が
、

先

に

「
多
武
峰
往
生
院
歌
合
」

の
判
者
を

つ
と
め

た
人
物
と
し

て
触
れ
た
紀
伊
入
道

素
意

も
、

そ
の
中

の
ひ
と

り
で
あ

っ
た
。

こ
の
両
人
が
か
ね

て
か
ら
親
交

を
結

ん
で
い
た
こ
と

は
、
「
為
仲
集
』

(乙
本
)

に
、

法
性
寺

の
南

に
、
重
経
が
山
荘

に
ま
か
り

て
、

納
涼

を
、

2
稲
荷
山
峰

の
杉
む
ら
風
吹
け
ば
ふ
も
と
さ

へ
こ
そ
涼

し
か
り
け
れ

と
あ

る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
が
、

こ
こ
で
と
り
あ
げ

た
い
の
は
、
為
仲

が
陸
奥

国

に
お
け

る
実
質
上

の

一
年
日
を
迎
え
た
承
暦

元
年

(
7701

)
も
し

く
は
そ
の
翌

年
頃

に
、
多
武
峰

の
素
意

の
も
と
よ
り
詠

み
送

ら
れ
た
と

お
ぼ

し
い
次

の
歌
群

で
あ
る
。

紀
伊
入
道
素
意

が
返
し

44
宮
城

野
の
萩

の
下
葉

の
露

の
身

は
君
が
来
ま
さ
ん

日
を
待

つ
と
し
れ

45
君
ゆ
ゑ
に
夜
半

に
い
く
瀬
か
な
き
わ

た
る
阿
武
隈
川

の
川
千
鳥
か
は

46
花

か

つ
み
か

つ
見

し
だ

に
も
あ

る
も

の
を
安
積

の
沼

の
あ
さ
ま
し

の
世
や

こ
の
う
ち
44
番
歌

は
、
『
古
今
集
』
恋

四
の

「
宮
城
野

の
本

あ
ら

の
小
萩
露

を

お
も

み
風
を
待

つ
ご
と
君
を

こ
そ
待

て
」
(
よ
み
人

し
ら
ず
)
を
、
ま
た
45
番
歌

は
、
『
躬
恒
集
』
の

「
け

ふ
暮
れ

て
あ
す
か

の
川

の
川
千
鳥

日
に

い
く
瀬

を
か
鳴

き
わ

た
る
ら
ん
」
を
、

そ
れ
ぞ
れ
踏

ま
え
た
詠
作

と
考

え
ら
れ
る
が
、
問
題
と

な

る
の
は
最
後

の
46
番
歌

の
場
合

で
あ
る
。

こ
の
歌

の
依
拠

し
た
先
行
和
歌
を

思

い
め
ぐ
ら
す
時
、
す

ぐ
念
頭

に
浮
か

ん
で
く

る
の
は
、
『占
今
集
』
恋

四
巻
頭

の

「
陸
奥

の
安
積

の
沼

の
花
か

つ
み
か

つ
見

る
人

に
恋

ひ
や
わ
た
ら

ん
」
(
よ
み

人
し
ら
ず
)
と

い
う
著
名

な

一
首

で
あ
る
。
素
意

が
46
番
歌
を
作

っ
た
際
、

こ
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の

『占
今
集
』

の
歌

は
当
然

そ
の
脳
裏

に
あ

っ
た

で
あ

ろ
う
。
加
え

て
下

の
句

の
表
現

に
は
、
前

に
も
掲
げ

た
曽
祢
好
忠

の
詠

「
あ
ざ
ま
し

や
安
積

の
沼

の
桜

花
霞

こ
め

て
も
見
せ
ず
も

あ
る
か
な
」

が
投
影
し

て
い
る
と
考

え
て
よ

い
か
も

知

れ
な
い
。
た
だ

そ
れ
以
上

に
注
目
す

べ
き

は
、
『
狭
衣
物
語
』
巻

一
に
、
こ
の

歌

と
酷

似
し
た
飛
鳥
井
女

君
の
詠
、

花

か

つ
み
か

つ
見

る
だ
に
も
あ

る
も

の
を
安
積

の
沼

に
水

や
た
え
な
ん

が
存
在

す
る
と
い
う
事
実

な
の
で
あ

る
。
件

の
二
首
を
見
比

べ
る
に
、
両
者

の

間

に
は

『古
今
集
」

の
歌

を
共
通

の
母
体
と
し

て
偶
然
相
似
た
と
は
と

て
も
思

え
な
い
措
辞

の
類
同
性

が
認
め

ら
れ
、

そ
こ
に
直
接

の
影
響
関
係
が
あ

っ
た

こ

と
は
、
明
白
だ
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
我

々
は
、
『
狭
衣
物

語
』

の
成
立
時
期
を
推
定
す

る
上

で
の
有
力
な
外
部
徴
証
を
、
も
う

ひ
と

つ
手

に
入
れ

た
こ
と
に
な

る
。

そ
こ
で
次

の
考
究
す

べ
き

は
、

い

っ
た
い
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
を
換
骨
奪
胎
し

て
出
来
あ

が

っ
た
も

の
か
と

い
う
問
題

で
あ

る
が
、
こ
の
点
筆
者
は
、
『
狭
衣
物

語
』

の
歌
を
知

っ
て
い
た
素
意
が
、

そ
れ
を
遙
か
陸
奥

に
あ
る
為
仲

に
宛

て
た

私

信

に
お

い

て
利
用

し
た
も

の
と
見

て
、

ま
ず
間
違

い
な

い
で
あ
ろ
う
と

思

う
。は

じ
め

に
、
素
意
が

『
狭
衣
物
語
』

の
歌
を
知
り
え
た
可
能
性

と
、

六
条
斎

院
宣
旨
が
素
意

の

「
花
か

つ
み
」
歌
を
知
り
え
た
そ
れ
と
を
比
較

し
て
み
る
と

ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
前
者

に

つ
い
て
は
、

ω
素
意
は
、
祐
子
内
親
王
家

の
女

房
紀
伊

の
夫

(
一
説

に
兄
)

で
あ

っ
た
こ
と

注
12

や
、
「永

承
四
年

卜
二
月
二
日
庚
申
六
条
斎
院

楳
子
内
親
王
歌
合
」
に
出
席
し

て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
楳

子
内
親
王
家

と
か
な

り
近

い
関
係

に
あ

っ
た
と

考

え
ら
れ
る
点
。

②
前
節

で
見

た
と

お
り
、
当

の
素
意

が
判
者
を

つ
と
め
た
歌
合

に
お

い
て
、
『狭

衣
物
語
』

の
作
中
歌

に
依
拠

し
た
と
思

わ
れ
る
詠
作
が
存
在
す

る
点
。

等
を
堪
案
す
れ
ば
、

そ
れ
自
体

き
わ
め
て
高

い
と

い
え

る
。

こ
れ

に
対
し

て
後

者

の
場
合
、
そ

の
具
体
的
経
路

と
し

て
、

d
多
武

峰

に
籠

る
素
意

が
、
為
仲

に
詠

み
送

っ
た
歌
を
手
元

に
控
え

て
お
く
な

ど
し

て
、
楳

子
内
親
王
家

に
も

た
ら
し
た
。

e
陸
奥
よ
り
帰
還
し
た
為
仲

が
、
在
任
中

に
受
理
し
た
他
者

の
歌
を
自
ら
後
宮

に
披

露
し
た
。

ハ

『
後
拾
遺
集
』
撰
集

の
資
料

に
な

っ
た
と

お
ぼ
し

い
現
存
し
な

い
素
意

の
家

集

が
流
布
し

て
お
り
、

こ
れ
に
件

の
歌
も
収
め
ら
れ

て
い
た
。

■
為
仲

の
家
集

(
乙
本
系
)

が
流
布
し

て
い
た
。

等

を
、

一
応
想
定

し
て
み
る
こ
と

は
で
き

る
が
、
右

の
う
ち
d

は
、
素
意
が
楳

子
内
親

王
家
に
近

い
人
物

で
あ

っ
た
と

は
い
え
、
実
際
問
題
と
し

て
そ

の
可
能

性

を
殆

ど
考

慮

し
な
く

て
も

よ

い
ケ

ー

ス
で
あ

ろ
う
し
、
回

以
下

に

つ
い

て

も
、
前
節

で
得

ら
れ
た

『
狭
衣
物
語
』
成
立
下
限

の
大
枠

に
照
ら
す
限
り
、
時

期
的

に
や
は
り
無
理

で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
回
は
、
そ

の
よ
う

な
事
態

が
も
し
あ

り
え
た
と
し

て
も
、
為
仲

の
帰
京
が
永
保
元
年

(
1801
)
秋

で

あ

る
こ
と

を
思

え
ば
、
そ

の
後

一
年

以
内
に

『
狭
衣
物
語
』
が
執
筆
完
成

さ
れ
、

直
ち

に
近
圏
享
受
を
見
、
さ
ら

に
被
影
響
歌
を
産
み
出

す

に
至

っ
た
と
考

え
る

の
は
か
な

り
苦
し

い
し
、
ハ
は
、
藤
原
通
俊

の

『後
拾
遺
集
』
編
纂
着
手

が
応

徳
元
年

(
4801
)
六
月
以
降
、
同
集
奏
覧
が
翌
々
年

の
九
月

で
あ
る

(仮
名
序
)

注
13

た
め

に
、
■
は
、
『
為
仲
集
』
乙
本

が
、
自
撰
他
撰

の
別
に
か
か
わ
ら
ず
為
仲

の

死
没

(応
徳
二
年

(
08
)
十
月

・
『
勅
撰
作
者
部
類
』
)
前
後

に
編
ま
れ
た
と
判

注
14
1

断
さ
れ
る
た
め

に
、
と
も
に
ま
ず
は
あ
り
え
な

い
経
路

だ
と
裁
定

さ
れ

る
か
ら

で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
宣
旨

が
素
意

の

「花
か

つ
み
」
歌
を

『
狭
衣
物
語
』

執
筆

ま

で
に
知

り
え
た
可
能
性

は
、
逆

に
き
わ
め

て
低

い
と

い
わ
ざ
る
を
え
な

一18一



い
の
で
あ
る
。

次

に
考

え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
素
意
歌
、
『
狭
衣
物
語
』
歌

の
う

ち

い
ず
れ
か

一
方
を
、
他
方

の
本
歌
と
し

て
位
置
付
け

て
み
た
場
合

に
生

じ
る

ふ
さ
わ
し
さ

の
差
異

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
が
持

つ
本
歌
適
性

と

で
も

い
う

べ
き
も

の
の
懸
隔
が
問
題

に
な
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ

る
。

そ

も
そ
も
、
あ
る
歌

が
先

行
和
歌

に
依
拠
す

る
と
こ
ろ
の
あ

る
作
品

で
あ

る
場
合

(
新
古
今
時
代

の
本

歌
取
り

ほ
ど
方
法
化

さ
れ

て
な
く

と
も
)
、

こ
れ
を
読
む

者

に
背

後

の
影
を
確

か
に
感
知

さ
せ
る
の
で
な

け
れ
ば
、

そ
こ
に
十
全
な
享
受

が
果
た
さ
れ
た
と

は
い
い
が
た
い
は
ず

で
、
詠
作
主
は
、
自
作

の
隠
し
味
が
相

手

に
正
確

に
伝

わ
る
こ
と
を
当
然
期
す

る
で
あ
ろ
う
。

そ
し

て
そ
れ
を
叶
え
る

に
は
、
依
拠
す

る
本
歌
が
広
く
知
ら
れ
た
も

の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
よ
い
と
い

え
る
。

こ
の
点
、
素
意
歌

の
持

つ
私
的
性
格
か
ら
当
然
予
想
さ
れ
る
知
名
度

の

低

さ
と

い

っ
た
も

の
が
、
ど
う
し

て
も
障
碍
と
な
る

の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
万

一
宣
旨
が
素
意

の
歌
を
知

り
え

て
、
そ
れ
を
も
と
に
飛
鳥
井
女
君

の
詠
を
な
し
た
と
仮
定
し

て
み
る
と
、

そ
の
意
図

は
、
第

一
次
享
受
層

た
る
楳

子
内
親

王

サ

ロ
ン
の
面

々

に
は
あ

る

い
は

よ
く
通
じ

た
か
も
知
れ

な

い
が
、

『
狭
衣
物
語
』

が
い

っ
た
ん
外

へ
流
布

し
て
以
降

は
、
例

の

『
古
今
集
』
歌

の

大
き
な
影
に
隠

さ
れ
て
、
殆

ど
理
解

さ
れ

る
こ
と

は
期
待

で
き
な
か

っ
た
も

の

と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
特
定
享
受
者
と

の
間

に
の
み
知
識
を
共
有
す
る

こ
と

の
充
足

を
は
か
れ

る
な
ら
ば

そ
れ

で
よ
か

っ
た
と
も

い
え
よ
う
が
、
宣
旨

と

て
、
『狭
衣
物
語
』
が
広
く
不
特
定
読
者
層

に
も
浸
透
し

て
行
く

こ
と
を
全

く
予

想

し
な
い
わ
け

は
な
か

っ
た

で
あ

ろ
う
か
ら
、
ご
く

一
部

の
人
々
に
し
か
ピ

ン

と
こ
な

い
き
わ
め

て
私
的
な
素
意

の

「花

か

つ
み
」
歌

を
、

は
た
し
て
本
歌
と

し
て
起
用

し
た
か
ど
う
か
、

や
は
り
疑

問
な
し
と
し
な
い
。

一
方
、
同
時
代

の

物
語
歌

に
拠

っ
て
歌
人
た
ち
が
詠
作

す
る

こ
と
は
、
寺
本
直
彦
氏

の
い
う
よ
う

注
15

に
既
に

『
源
氏
物
語
』

の
頃

か
ら
行
わ
れ

て
お

り
、
物
語
歌
が

一
般

に
作
歌

の

拠

り
所
と

さ
れ
た
事
実
も
認
め

て
よ

い
。

こ
れ
を

『狭
衣
物

語
』

に

つ
い

て
い

え
ば
、
「
多
武
峰
往
生
院
歌
合
」
に
お
け
る
覚
遅
歌

の
存
在

に
よ

っ
て
同
時
代
享

注
16

受
が
裏
付
け
ら
れ
る

ほ
か
、
後
代

の
歌

に
も
多
大

な
影
響
を
与

え
て
い
る
の
だ

注
17

か
ら
、
歌
人
と
し

て
か
な
り
高

い
衿
持

の
あ

っ
た
素
意

・
為
仲

の
両
人
が
、
新

作

『
狭
衣
物
語
』

の
作
中
歌

を
い
ち

は
や
く
下
敷
き
と
し
た
歌
を
贈

り
贈
ら
れ

る
こ
と

で
、
そ

こ
に
互
い
の
知
的
交
感
を
見
出
だ
し

た
図

は
、
容
易

に
想
像
さ

れ
る
わ
け

で
あ
る
。

ま
た
右

に
関
連

し
て
、
=
素
意
歌
と

『
狭
衣
物
語
』
歌
と

の
所
謂
出
来

ば
え
を

比

べ
る
と
、
少
し
く
主
観

に
わ
た
る
が
、
前
者
は
、
『狭
衣
物

語
』
作
者

が

こ
と

さ
ら
自
作
歌

の
拠
り
所

と
す

る
ほ
ど
す
ぐ

れ
た
歌
と

は
思

わ
れ
な

い

の
に
対

し
、
後
者

は
、
後

に
藤
原
定
家

の
編
ん
だ

『
物
語
百
番
歌
合
』

に
撰
入

さ
れ
た

こ
と
か
ら
推
し

て
も
、
狭
衣

の
言
動
と
自

ら

の
将
来

に
不
安
を
隠

し
き
れ
な

い

飛
鳥
井
女
君

の
切
迫
し
た
心
情
を
巧
み
に
表
出

し
た
歌
と
し

て
評
価

で
き
、
遥

か
陸
奥

の
為
仲
を
思

い
や
る
素
意

が
、
自
分
と
為
仲
と

の
関
係
を
飛
鳥
井
女
君

と
狭
衣

と

の
そ
れ

に
擬

し

て
、

換
骨
奪
胎

し
た
と
見

る

に
足

る
も

の
が
あ
ろ

う
。以

上
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
素
意

の

「
花
か

つ
み
」
歌
が

『
狭
衣
物
語
」

巻

一
に
見

え
る
飛
鳥
井

女
君

の
詠

に
倣

っ
た
も

の
で
あ

る
と
承
認

さ
れ

る
な

ら

ば
、
素
意

が
件

の
歌
を
作
歌
し
た
と
考
え
ら
れ
る
承
暦
元
年

(
07
)

も
し
く
は

そ
の
翌
年
頃

に
は
、
既

に
彼
が

『
狭
衣
物
語
』
(
の
最
低
巻

一
ま
で
)
を
読

ん
で

い
た
こ
と

に
な

る
が
、

こ
れ
は
相
手

の
為
仲

に

つ
い

て
も
、
同
様

に
認
め

て
お

い
て
よ
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
為
仲

が
六
条
斎
院
宣
旨

の
も

の
し
た

こ
の
新
作
物
語
を
目

に
し
た

の
は
、

お
そ
ら
く
彼

が
陸
奥

へ
出
立
す

る
以
前
、

在
京

の
頃
と
判
断
し

て
よ

い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
結
局

『
狭
衣
物
語
』

の
少
な
く
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と
も
巻

一
は
、
遅
く
と
も
承
保
三
年

(6701
)

半
ば
頃

ま

で
に
は
成
立
流
布

し
て

い
た
と
推
定
し

て
お
く

こ
と
が
許

さ
れ
よ
う
。

成
立
の
上
限

こ
こ
ま

で
で
、
『狭
衣
物
語
』
成
立

の
下
限

に

つ
い
て
は
、
被
影
響
歌

の
観
点

か
ら
ふ
た

つ
の
新

た
な
目
安

を
設

け
え
た
と
信

じ
る
が
、

か
た
や
起
筆

乃
至
成

立

の
上
限

に
関
し

て
は
、

い

っ
た
い
ど

こ
ま

で
確
実

に
絞

っ
て
行

く
こ
と
が
可

能
な

の
だ
ろ
う
か
。
私

見

に
よ
れ
ば
、
今

日
ま
で
諸
家

に
よ

っ
て
指
摘

さ
れ

た

内
部

徴
証

の
う
ち
、
最
も
上

限
を
ひ
き
さ
げ
る
こ
と

が
で
き
、
か

つ
確

か
な
手

が
か
り
と
な
り
そ
う
な
も

の
は
、
左

の
二
点

で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ

る
。

ω
巻

一
・
巻
二

で
、
今
上
妃

を

"皇
太
后
宮
"

と
称

し
て
い
る
こ
と
。

②
巻

四

で
、
先
代

の

"中
宮
"
を

"皇
后
宮
"

と
称
し

て
い
る
こ
と
。

既
に
説

か
れ

て
い
る
と

こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
以
下
暫
く
、
改
め

て
こ
れ
ら

に

つ
い
て
の
具
体
的

な
検
討
を
試

み
た
い
。

ま
ず

は
、

そ
の
第

一
点
か
ら

み
て
行

こ
う
。
『狭
衣
物
語
』
巻

一
の
今
上
帝

(
後

の
嵯
峨
院
)

に
は
、
物
語

に
姿
を
現

わ
し
て
い
る
限

り
に
お
い
て
、
次

の
ふ
た
り
の
后
妃

の
存
在
が
知
ら
れ

る
。

ひ

と
り
は
、
主
人
公
狭
衣

の
姉

(異
腹
)

に
あ
た

る
中
宮
な

の
で
あ
る
が
、
も
う

ひ
と

り
の
人
物

は
、

こ
れ
よ

り
先

に
入
内
し
た
と
お
ぼ
し

い
故
先
帝

の
内
親
王

で
、

そ
の
存
在
が

は
じ
め

て
読
者

の
前

に
明
ら
か

に
さ
れ
る

の
は
、
五
月

五
日

夜
宮
中
管
弦

の
折

に
、
帝

の
仰
せ

に
も
か
か
わ
ら
ず
狭

衣
が
吹
笛
を
固
辞

す
る

左

の
条

に
お

い
て
で
あ

る
。

(帝
ガ
)

「
い
と
う
た

て
、

そ
ら
ご
と
を
さ

へ
つ
き
づ
き
し
く
も
い
ふ
か

な
。
大
臣

の
笛

の
音

に
似

る

べ
く
も
あ
ら
ざ

め
り
。

す

べ
て
か

く
苦
し
と

思

は
れ
ば
、

さ
ら
に
い
は
じ
。
」

と
仰

せ
ら
る
れ
ば
、

(狭
衣

ハ
)

い
と
わ

び

し
う
て
、
皇
太
后
宮

の
姫
宮
た
ち
な
ど

の
、
上

の
御
局

に
お
は
し
ま
す

頃

に
て
、
「
心

に
く
き
御
あ
た
り

に
何
事
も
残
り
な
く
聞
か
れ
奉
ら
じ
」
と

思

ふ
か
た

さ

へ
い
と
ど
し
き
な
る

べ
し
。(

目
本
古
典
全

書

上

巻

・
蹴
頁

)

こ
こ
で
問
題
と
な

る
の
は
、
本
来
帝
母

の
謂

で
あ
る

"皇
太

后
宮
"

の
称

号

が
、
今
上
妃

の
そ
れ
と
し

て
用

い
ら
れ

て
い
る

こ
と

で

(
こ
の
女
性

は
、

同
物

語
巻

一
・
巻

二
を
通

じ

て
、
そ

の
後

も
四
回

に
わ
た

り

こ
う
呼
称

さ
れ

て
い

る
)
、
こ
う
し
た
異
例

の
設
定
は
、
そ
れ
が
基
づ
く

べ
き
歴
史
上

の
事
実

が
先

に

な
け
れ
ば
、
絶
対

に
生
ま
れ
え
ぬ
性
質

の
も

の
と
断
言

し

て
よ
い
の

で
あ
る
か

ら
、
そ

の
史
実

を
探

る

こ
と
に
よ

っ
て
、
『
狭
衣
物
語
』
起
筆

の
確
実

な
上
限

を

窺
知

で
き

る
わ
け

で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
そ
れ
が

こ
の
物
語

の
成
立
時
期
を
限

定
し

て
い
く
上

で
、
さ
し

て
役
立
た
ぬ
指

標
と
し

て
し
か
析
出

さ
れ
な

い
の
で

あ
れ
ば
、
あ
ま
り
意
味

の
な

い
作
業

と
な
る

の
だ
が
、
幸

い
に
し
て
結
果

は
頗

る
有
効

で
あ
る
。

い

っ
た

い
、
今
上
妃

の
ひ
と
り

に
皇
太

后

の
称
号

を
用
い
て
い
る
と

い
う

こ

と
は
、
中
宮

の
ほ
か

に
、
物

語
の
舞
台

に
は
遂

に
登
場

せ
ず

じ
ま
い
の
皇
后
も

当
然

い
た
と
い
う

こ
と
に
な
り
、

つ
ま
り
は
三
后

が
鼎
立
し

て
い
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
史
実

に

こ
れ
を
求

あ
る
と
、
皇
后
定
子
、
中
宮
彰
子
が
並
び
立

っ
た

一
条

天
皇

の
長
保

二
年

(
㎜
)

か
ら
六
十
八
年
を
経

た
、
後
冷
泉
天
皇

の
治
暦

四
年

(
8601

)

四
月
十
六

日

(資
料

に
よ

っ
て
は
十
七

日
と
す

る
も

の
も
あ
る
)
、

中
宮
章

子

(後

一
条
院
第

一
皇
女
)
を
皇
太
后

に
、
皇
后
寛
子

(頼
通
女
)
を

中
宮

に
、
女
御
歓
子

(教
通
女
)
を
新
た

に
皇
后
と
な
し
た

こ
と
が
、
『扶

桑
略

記
』

・

『
一
代
要
記
』

・

『今
鏡
』

・

『中
右
記
』
等

の
文
献
か
ら
確

認
さ
れ
、

そ
の
初
例
と
判
明
す
る
。

そ
う
す
る
と
、
六
条
斎
院
宣
旨

が

『狭
衣
物
語
』

の

筆
を
執

っ
た

の
は
、

こ
の
治
暦
四
年

四
月
十

六
日
よ
り
後

と
い
う
こ
と

に
な
る
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が
、
作

品

の
構
想

を
練

っ
て
実
際

に
書

き
出
す

ま
で
に
は
、
暫

く
の
猶
予
を

見

込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
同
物
語

の
起
筆

は
、

い
く
ら
早
く
と
も
同

年
末
頃

で
、

こ
れ
を
湖

る
こ
と
は
ま
ず
あ

り
え
な

い
こ
と
に
な

る
。

続

い
て
第

二
点
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
巻

四
の
次

の
条
が

ポ
イ

ン
ト
と
な

る
。

四
月

一
日
に
、
院

の
女
御
、

い
た
く
も
悩

み
給

は
で
女
宮
生

み
奉
り
給

へ

り
。
(中
略
)
も
と
よ
り
だ
に
と
り
わ
き

た
り
し
御

お
ぼ
え
な
れ
ば
、
た
だ

こ
の
御

か
た
に
の
み
お

は
し
ま
す
を
、
御
か
た
が
た

に
は
安
か
ら

ぬ
事

に

思
す

べ
し
○
今
ま

で
后

の
居
給

は
ざ

り

つ
る
に
、
女

一
宮

の
御
め
づ
ら
し

さ
に
、
「
今
は
た
れ
か
は
思
し
き
し
ろ
は
む
」
と

て
、

つ
ひ
に
院

の
女
御
居

給

ひ
ぬ
。
(中

略
)
春
宮

の
御
母
宮
を
ば
皇
后
宮
と
聞

え
さ
せ
け

る
。
七
月

す
ま

ひ
の
頃
ぞ
、
今

の
中
宮
、
儀
式

こ
と

に
て
参
り
給

ひ
け
る
。

(同

下
巻

・
㈹
～
捌
頁
)

右
を
要
す
れ
ば
、
後

一
条
帝

に
入
内
し
た
嵯
峨
院
第

一
皇
女
が
、
女
宮

出
産

を
機

に
中
宮
位

に
就
き
、

こ
れ

に
と
も
な

っ
て
先
代

(嵯
峨
院
)

の
中
宮

(
狭

衣
姉
)
が
皇
后

に
な
し
奉
ら
れ
た
と

い
う

こ
と
だ
が
、

こ
れ
は
歴
史
上
、

承
保

元
年

(
…
…)
六
月

二
十

日
、
白
河
天
皇

の
女
御
賢
子

(顕
房
女
)
が
中
宮

に
冊

立
さ
れ
た

こ
と

に
よ

っ
て
、
後
三
条
天
皇

の
中
宮
馨

子

(後

一
条
院
第

二
皇

女
)

が
皇
后

に
、
後
冷
泉
天
皇

の
皇
后
歓
子
が
皇
太
后

に
、
同
じ
く
皇
太
后
寛

子
が

太
皇
太
后

に
、

そ
れ

ぞ
れ
改
位
さ
れ
た
事
実

に
符
合
す
る

(
『扶
桑
略
記
』

.

『
一
代
要
記
』

・

「
中
右
記
』
等
)
。
『
狭
衣

物
語
』
巻
四

で
の
、
先
代

の
中

宮

を
今
ヒ

の
中
宮
冊
立
と
同
時

に
皇
后

に
な
す
と

い
う
常
な
ら
ぬ
設
定

は
、

こ
の

史
実
を
踏
ま
え

て
構
え
ら
れ
た
も

の
と
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、

少
な
く
と
も
同
物
語
巻
四

の
起
筆
は
、
承
保
元
年
六
月
二
十

日
よ
り
後

の
こ
と

と
考

え
ら
れ
、

そ
れ
以
前

に
巻
三

ま

で
が
既

に
書
き
あ

げ
ら
れ

て

い
た
と

し

て
、
全
巻

の
完
成

は
、

い
く
ら
早

い
場
合

で
も
同
年
末
頃

と
推

定
さ
れ
る
。

以
上
、
④

・
②
を
ま
と
め
る
と
、
『狭
衣
物
語
』
起
筆

の
上
限

は
お
よ
そ
治
暦

四
年

(
06
)
末
頃
、
成
立

の
上
限

は
承
保
元
年

(07
)
末
頃

に
求
め
ら
れ
る

こ

と

に
な

る
が
、

こ
の
あ
た
り
が
、
現
在

の
と

こ
ろ
最
も
確
実
な
限
界
値
と

い
え

る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
な
お
付
言

す
れ
ば
、
『
狭
衣
物
語
』
成
立

の
上
限
が

承
保
元
年
を
湖
ら
な

い
で
あ

ろ
う

こ
と
は
、
諸
家

に
よ
り
指

摘
さ
れ

て
い
る
他

注
18

の
内
部
徴
証
か
ら
も
是
認
し

て
し
か
る

べ
き

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

『狭
衣
物
語
』
の
成
立
時
期

そ
れ

で
は
、
こ
れ

ま
で
述

べ
て
き
た

こ
と
を
も
と

に
、
『狭
衣

物
語
』
の
成
立

時
期
を
推
定
し

て
み
る

こ
と
と
す
る
が
、

こ
こ
で
も
う

一
度
、

そ
の
拠

り
所
と

な
る
四

つ
の
条
件

を
確

認
し

て
お
き
た
い
。

d

『狭
衣
物

語
』
全
巻

の
成
立

は
、
永
保

二
年

(
㎜
)
半
ば

以
前

で
あ

る
。

e

『狭
衣
物

語
』
巻

一
乃
至
全
巻

の
成
立

は
、
承
保
三
年

(
㎜
)
半
ば
以
前

で

あ
る
。

い

『狭
衣
物

語
』

の
起
筆

は
、
治
暦

四
年

(
601
)
末
以
降

で
あ

る
。

■

『狭
衣
物

語
』
全
巻

の
成
立

は
、
承
保
元
年

(
魍
)
末
以
降

で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
e

と
ニ

と
を
組

み
合

わ
せ
る
と
、
成
立
時
期

の
最
小
幅
を
求
め

る

こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
条
件
回
を
適
用
す

る
際

に
は
、
『
狭
衣
物
語
』
が

ど
の
く
ら
い
の
期
間
を
要

し
て
著
作

さ
れ

た
の
か
と

い
う
問
題

に
、

一
応

の
解

を
与

え
て
お
か
な

け
れ
ば

な
る
ま
い
。
も

つ
と
も
、

こ
の
種

の
問
題
は
所
詮
雲

を
掴
む
に
等

し
く
、
確

た
る
根
拠

が
な

い
以
上
な

ん
と

で
も

い
え
ば

い
え

る
。

注
19

事
実
、

三
谷
栄

一
氏

が

「
四
五

ヶ
月

で
成

っ
た
も

の
」
と
考
え

て
い
る

の
に
対

注
20

し
、
石

川
徹
氏

は

「
一
年

一
巻

く
ら

ゐ
の
速
度
」

で
執
筆
完
成
さ
れ
た
と
見

て

お
り
、
先
学

の
見
解

に
も

か
な

り
の
差
が
認
め

ら
れ

る
わ
け
だ
が
、
筆
者

の
感

一21一



じ
で
は
、
『
狭
衣
物
語
』
の
緊
密

な
構
成

か
ら
し

て
、
い
く
ら
間

の
び
し

て
書
か

れ
た
場
合

で
も
、
石
川
氏

の
い
う

一
年

一
巻

の
ペ
ー
ス
を

リ
ミ

ッ
ト
と
想
定
し

て
お
い
て
よ
か
ろ
う
か
と
思

う
。

こ
れ
を
e

に
代
入
す

る
と
、
『
狭
衣
物
語
』
の
全
巻
成
立

は
、
早
け
れ
ば
承
保

三
年

(
701
)
半
ば
以
前
、
遅

く
と
も
承
暦
三
年

(
㎜
)
と
推
定
さ
れ
、

こ
の
こ

と

は
条
件
d

に
も
背
反
し
な

い
。
加
う

る
に
条
件
ニ
を
も

っ
て
す
れ
ば
、

『
狭
衣
物
語
』

の
成
立
時
期

は
、

承
保
元
年

(
701
)

末
か
ら
承
暦
三
年

(
07
)

の
間

で
あ

ろ
う
。

と

い
う
「
本
稿

の
結
論
が
導
き
出

さ
れ

る
の
で
あ
る
。

注

1

『
源
氏
物
語
受
容
史
論
考
続
編
』
(昭
59
)
第

、
部
第
一、一章

「
顕
綱
朝
臣
集

に
お
け
る
物

語
関
係
歌

に

つ
い
て
:
落
窪

・
源
氏

・
狭
衣

。
寝
覚
?

1
」

2
藤
原
南
家
武
智
麿
流
重
弄
男
、

懐
ヂ
猶
子
。
母

は
大
中
臣
輔
親
女
。

従
五
位
下
紀

伊
守

(『
尊
卑
分
脈
』)
。

3
萩
谷
朴

『平
安
朝
歌
合
大
成
』
第

四
巻

悩
～

燭
頁

・
歌
合
番
号
漉

4

『
中
臣
氏
系

図
』
を
旙
く
と
、
大
神
宮
司
茂
生
流
信
枝

の
子

に
僧
覚
逞
な
る
人
物

が
見
出

だ
せ
る
。
そ
の
記
載

に
よ
れ
ば
、
大
覚
寺
別
当
を
務
め
、
保
安

四
年

(
211
)
十

一
月
、
九

十
九
歳

の
長
寿
を
全
う

し
て
亡
く
な

っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
尊
卑
分
脈

』
も
、
本

に

よ

っ
て
は
覚
邊
を
定
任

の

"養
子
"
と
注
記
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
両
者
が
同

一
人
物

で

あ
る
可
能
性
も
あ

る
。

5
注

3
㎜
頁

6

い
ず

れ

も

が

『狭

衣

物

語
』

故

式

部

卿
宮

の
北

の
方

の
詠

と

語

句
上

の
共
ハ通

項

(
「煙
」

・

「思

ひ
」

・

「立
ち
」)
を
有
し

て
い
る
こ
と
の
ほ
か
、
左
の
諸
点

が
指
摘

で

き

る
。

ま
ず
定
家

に
は
、
狭
衣

の
贈
歌
、

く
ら

べ
見
よ
浅
間

の
山

の
煙

に
も
た
れ
か
思

ひ
の
こ
が
れ
ま
さ
る
と

を
本
歌

と
し
た
作
、

胸

の
う
ち

よ
し
れ
か
し
今
も
く
ら

べ
見

よ
浅
間

の
山
は
た
え
ぬ
煙
を

(「韻
歌
百
廿
八
首
」

・

『
拾
遺

愚
草
』
)

が
存
在

す
る
こ
と
。
次

い
で
雅
有

の
場
合
は
、
件

の
詠

の
直
後
に
置
か
れ
た
歌

、

東
路

や
室

の
八
島

に
立

つ
煙
心

の
ほ
か

の
思

ひ
と
も
見
ず

(『隣

女
集
』
)

の
結
句

が
、

故
式
部
卿
宮

の
北

の
方
詠

の
そ
れ
と

一
致
し

て
お
り
、

こ
れ
ら
二
首

を
創

作

す
る
に
あ
た

っ
て
、
彼
が

『狭
衣
物
語
』
歌

を
分
か
ち
用

い
た
と
考

え
ら
れ
る

こ
と
。

ま
た
、
宗
良
親
王
歌

の
下

の
句

「恋

の
煙
も
立
ち
や
そ
ふ
ら
ん
」
は
、
や
は
り

『狭
衣
物

語
』
終
局
部

に
見

え
る
狭
衣

の
詠
、

消

え
は
て
て
か
ば

ね
は
灰

に
な
り

ぬ
と
も
恋

の
煙
は
立
ち
も
は
な
れ
じ

に
依
拠

し
た
表
現

で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
残

る
季
経

の
詠
作

に
関

し
て
は
、
そ
の
措
辞

の

類

同
性

か
ら
見

て
、
直
接
定
家

の
歌

(寿
永
元
年
作
)
を
取

っ
た
も
の
と
判
断
す

べ
き
か

も
知

れ
な
い
が
、
間
接

に
せ
よ

『狭
衣

物
語
』
歌

の
影
響
を
被

っ
て
い
る

こ
と
に
変

わ
り

は
な
い
。
さ
ら

に

一
言
添
え
る
な
ら
ば
、
定
家
及
び
季
経

の
作
は
、
別

に

『伊
勢
物
語
』

第

八
段

の
次

の
歌

に
も
拠

っ
て
い
る
。

信
濃

な
る
浅
間

の
嶽

に
立

つ
煙
を
ち

こ
ち
人

の
見
や
は
と
が
め
ぬ

7
注

5
に
同

じ

8
正
四
位
下
筑
前
守
橘
義
通
男
。

陸
奥
守

の
ほ
か
、

蔵
人

・
左
衛
門
権
佐

・
太
皇

大
后
宮

亮
等

を
歴
任
。
正

四
位
下

に
至

る

(『
尊
卑
分
脈
』
)。

9

『水
左

記
』

(源
俊
房
)
承
保
三
年

九
月
十

二
日
の
記
事
、

此

間
陸
奥
守
為
仲
朝
臣
入
来
、
示
昨

日
所
送
与
馬
之
悦
、
又
語

云
、
昨

日
自
右
大
臣

被
給
御
衣
之
次
、
被
副
御
歌

一
首
給
、
恐
催
不
少
年
也
者
、
歌

云
、
邊
遁

.一思

モ出
ル

時
在

ハ常
着
押
シ物
ト
見
ト一ア、
返
歌

云
、

キナ
。タ
ル心
習

ハ選
遁

モ思
忘
ル隙
ヤ
在

ヘキ

と
、
右

の
二
首
を
含
む

『為
仲
集
』
乙
本

(注
11
参

照
)

の
配
列
と
か
ら
確
定

で
き
る
○

10
犬
養
廉

「橘
為
仲

と
そ
の
集
「
古
代
末
期

の
歌
人
像
ー
」
(国
語
と
国
文
学
、
昭
33

・
12
)

参

照

11

『為
仲
集
』
諸
本

は
、
大
き
く
甲

・
乙
、

そ
し

て
両
系
合
本

の
三
系
統

に
分
類
さ
れ
る
。

乙
本

(『
私
家
集
大
成
』
看
は

「為
仲

Ⅱ
」
)
は
短

歌
七
十
首

よ
り
成

り
、
後

三
条

・
白
河
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朝
期

に
任
国

で
詠

ま
れ
た
作
品

が
そ
の
大
半
を
占
め

て
い
る
。

12
素
意

は
こ
の
歌
合

に
お

い
て
二
首
を
詠
進
し

て
い
る
が
、
う
ち

「待
春
」
の
題

で
詠
ま
れ

た

一
首

は
、
『狭
衣
物
語
』
作
者
宣
旨

の
歌
と
番
え
ら
れ
勝

っ
て
い
る

(『
平
安
朝

歌
合
大

成
』
餅
)
。

13
素
意

の
歌

は

『後
拾
遺
集
』
に
七
首
採

ら
れ
て
お
り
、
撰
集

の
資
料

と
な
る
家
集
様

の
も

の
は
、
か

つ
て
お
そ
ら
く
存
在
し
た

で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
が
も
し
問
題

の
歌
群

を
も

包
含
す
る
体

の
も

の
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
時
期
か
ら
し

て
『
後
拾
遺
集
』
編
纂
を

機

に
纒
め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

14

『為
仲
集
」
乙
本

に
は
為
仲
最
晩
年

の
詠
作
が
収
め
ら
れ

て
い
る
点
、
為
仲

の

『後
拾
遺

集
』
入
集
歌

(一
.首
)
が
い
ず
れ
も
乙
本
系
所
収
歌

(1

・
15
)
で
あ

る
点
を
考
慮
す
る

と
、

自
撰

の
場
合

で
も
彼

の
死
没
直
前
頃

に
、

他
撰

の
場
合

に
は
死
没
直
後
頃

に
そ
れ

ぞ
れ
編
纂

時
期

を
求

め
る
の
が
妥
当

で
あ

ろ
う
。

15
注

1
書
第

一
部
第

二
章

「源
氏
物
語
と
同
時
代
和
歌
と

の
交
渉
」

ほ
か

16
拙
稿

「
『狭
衣
物
語
』

作
中
歌
と
中
世
和
歌
」

(文
献
探
究
16
、
昭
60

・
9
)
参
照

17
ふ
た
り
は
そ
れ
ぞ
れ
、
、「袋
草
子
』
に
次

の
よ
う
な
逸
話
を
残
し

て
い
る

(傍
点

筆
者
)
。

▼
江

記
云

(中
略
)、
俊
兼
日
、
頼
家

又
称
こ此
由

}。
為
仲
後
年
自
こ
奥
州

一送
・一歌

於
頼
家

許

=。
歌
心
所
レ遺
之
人
君
与

レ我
也
云
々
。
頼
家
怒
日
、
為
仲
当
初
不
レ
入
二於
此
六
人
。

今
称
二
君
与
レ我
生
遺
之
由

一不
レ安
事
也
云

々
。

▼
素
意

ハ
紀
伊
守
重
経
也
。
(中
略
)
騎
馬

ニ
テ
楠
葉

ノ
御
牧

ノ
政
所
前

へ
過

二
、
下
人

出
来
轡
レ
之
云
、
無
二止
事

一御
牧

ヲ
不
二下
馬

う
テ
過

ハ
何
物
ゾ
。
入
道
云
、
紀
伊
入
道

素
意
後
拾
遺

ノ
作
者

ニ
ハ
ア
ラ
ズ
ヤ
ト
云
々
。
下
人
無
レ答

ニ
テ
令
レ
過
云
々
。

18
日
本
古
典
全
書

『狭
衣
物
語
』
上
巻
解
説
、
口
本
古
典
文
学
大
系

『狭
衣
物
語
』
解
説
等

参
照

!9

「狭
衣
物
語

に
於
け
る
詞
章
照
応

の
問
題
リ

執
筆
期
間
に
触
れ
て
「ー
」
(国
学
院
雑
誌
、

昭

41

・
8
)

20
日
本
古
典
全
書

『
狭
衣
物
語
』
上
巻
解

説

23


