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１　

日
本
文
学
・
一
〇
選
（
そ
の
２
）

（
２
）『
万
葉
集
』

籠こ

も
よ　

み
籠
持
ち　

ふ
く
し
も
よ　

み
ぶ
く
し
持

ち　

こ
の
丘
に　

菜な

摘つ

ま
す
児こ　

家
聞
か
な　

名
告の

ら
さ
ね　

そ
ら
み
つ　

や
ま
と
の
国
は　

お
し
な
べ

て　

吾
こ
そ
を
れ　

し
き
な
べ
て　

吾
こ
そ
ま
せ　

我
こ
そ
は　

告の

ら
め　

家
を
も
名
を
も

雄ゆ
う

略り
ゃ
く

天
皇　
（
巻
一
・
一
）

（
か
ご
も
良
い
か
ご
を
持
ち
、
へ
ら
も
良
い
へ
ら
を

持
っ
て
、
こ
の
岡
で
若
菜
を
摘
ん
で
お
ら
れ
る
乙
女

よ
、
家
を
お
告
げ
な
さ
い
な
、
こ
と
ご
と
く
私
が
治

め
て
い
る
の
だ
、
全
部
私
が
支
配
し
て
居
る
の
だ
。

私
こ
そ
名
乗
ろ
う
、
家
も
名
前
も
）

大
和
に
は　

群む
ら

山や
ま

あ
れ
ど　

よ
り
よ
ろ
ふ　

天あ
め

の
香か

具ぐ

山や
ま　

登
り
立
ち　

国
見
を
す
れ
ば　

国く
に

原は
ら

は　

煙
け
ぶ
り

立
ち
立
つ　

海う
な

原は
ら

は　

か
ま
め
立
ち
立
つ　

う
ま
し

国
ぞ　

あ
き
づ
島　

大
和
の
国
は

舒じ
ょ

明め
い

天
皇　
（
巻
一
・
二
）

（
大
和
の
国
に
は
多
く
の
山
々
が
あ
る
が
、
最
も
近

い
天
の
香
具
山
、
そ
こ
に
登
り
立
っ
て
国
見
を
す
る

と
、
広
い
平
野
に
は
、
炊
煙
が
あ
ち
こ
ち
か
ら
立
ち

登
っ
て
い
る
。
海
原
に
は
、
白
い
鴎
の
群
が
し
き
り

に
飛
び
立
っ
て
い
る
。
素
晴
ら
し
い
国
で
あ
る
よ
、

（
あ
き
づ
し
ま
）
大
和
の
国
は
）

か
ら
始
ま
る
『
万
葉
集
』
は
『
古
事
記
』
と
並
ん
で
、

日
本
の
古
典
と
し
て
代
表
的
な
作
品
で
あ
る
。
編
者
に

つ
い
て
は
、
諸
説
が
あ
る
が
、
全
20
巻
に
及
ぶ
こ
と
か

ら
、
複
数
の
人
々
が
関
わ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い

る
。
通
巻
で
は
、
５
世
紀
の
後
半
か
ら
８
世
紀
中
期
ま

で
の
合
計
４
５
０
０
余
首
の
歌
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

成
立
年
代
に
つ
い
て
も
、
巻
ご
と
に
時
期
が
異
な
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
最
終
的
に
は
、
８
世
紀
末
の
奈
良
時

代
の
末
期
、
遅
く
と
も
平
安
時
代
の
極ご
く

初
期
の
成
立
と

見
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
歌
の
原
文
は
、
す
べ
て
万
葉

仮
名
と
い
わ
れ
る
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
。
現
在
は
、

こ
の
万
葉
仮
名
（
漢
字
）
を
、
漢
字
と
仮
名
と
を
交
え

た
体
に
書
き
改
め
て
、読
み
や
す
く
し
て
い
る
。
な
お
、

古
写
本
に
よ
っ
て
原
文
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り
、
現
代

訳
は
訳
者
に
よ
っ
て
若
干
違
う
部
分
が
あ
る
。
歌
の
分

§
第
２
章　

文　

学　

と　

水
（
続
）

明日香・大和三山
（中央：畝傍山、左：耳成山、

右：香具山、奥：三輪山）
（出典：朝日新聞社「写真でみる万葉集」）

芸
術
の
世
界
か
ら
見
た
「
水
」
の
風
景
（
第
二
回
）大

　橋

　欣

　治
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野
も
、
雑ざ

ふ

歌か

（
く
さ
ぐ
さ
の
歌
）、
相そ

う

聞も
ん

（
贈
答
の
歌
、

消
息
を
通
じ
問
い
交
わ
す
こ
と
）、
挽ば
ん

歌か

（
死し

喪も

や
哀

傷
の
歌
）、謦ひ

喩ゆ

歌か

（
本
意
を
物
に
託
し
て
述
べ
た
歌
、

題
材
は
恋
愛
に
限
ら
れ
て
い
る
）、
四
季
（
春
夏
秋
冬

を
読
ん
だ
歌
、
日
本
独
特
な
分
野
）、
悲
別
歌
（
旅
ゆ

く
人
に
別
れ
る
こ
と
を
悲
し
む
歌
）、
東
歌
（
東
国
の

人
々
が
詠
ん
だ
歌
）な
ど
実
に
様
々
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

歌
い
手
は
、
天
皇
・
貴
族
か
ら
防
人
・
庶
民
に
至
る
ま

で
、
さ
ら
に
は
読
み
人
不
詳
も
あ
り
、
様
々
な
階
層
の

人
た
ち
に
及
ん
で
い
る
。

こ
の
『
万
葉
集
』
に
は
、
多
岐
の
テ
ー
マ
に
亘
っ
た

沢
山
の
秀
歌
が
多
い
が
、「
水
」
の
日
本
文
学
と
し
て

選
ん
だ
の
は
、「
水
」
を
直
接
的
な
い
し
「
水
」
に
関

連
し
た
雨
・
雪
・
雲
・
雷
・
湖
沼
・
川
・
滝
・
海
・
潮

な
ど
を
読
み
込
ん
だ
秀
作
が
多
い
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ

ら
の
中
か
ら
代
表
的
な
歌
を
紹
介
し
た
い
。（
１
）

［
水
］秋

山
の
樹こ

の
下
が
く
り
ゆ
く
水
の　

吾
こ
そ
益ま

さ
め

御お
も

念ほ
す

よ
り
は　
　
　
　
　

鏡
か
が
み
の

王お
ほ

女き
み　
（
巻
二
・
九
二
）

（
秋
の
山
の
木
の
下
を
ひ
そ
か
に
流
れ
て
行
く
水
の

よ
う
に
、
見
え
な
く
と
も
思
い
の
量
は
私
の
方
こ
そ

勝
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
、
私
を
思
っ
て
下
さ
る
以
上

に
）

や
ま
ぶ
き
の
立
ち
よ
そ
ひ
た
る
山
清
水　

汲く

み
に
行

か
め
ど
道
の
知
ら
な
く高た

け

市ち
の

皇み

子こ　
（
巻
二
・
一
五
八
）

（
山
吹
が
美
し
く
咲
き
繁
っ
て
い
る
山
中
の
清
水
を
、

汲
み
に
行
き
た
い
と
は
思
う
が
、
道
が
分
か
ら
な
い

こ
と
だ
よ
）

巻ま
き

向む
く

の
山
べ
と
よ
み
て
行
く
水
の　

水み
な

沫わ

の
ご
と
し

世
の
人
吾わ
れ

は
柿か
き
の

本も
と
の

人ひ
と

麻ま

呂ろ　
（
巻
七
・
一
二
六
九
）

（
巻
向
の
山
辺
を
響
か
せ
て
流
れ
て
行
く
川
の
水
の

泡
の
よ
う
な
も
の
だ
。
現
世
の
我
々
は
）

石い
わ

そ
そ
く
垂た
る

水み

の
上
の
さ
わ
ら
び
の　

萌も

え
出い

づ
る

春
に
な
り
に
け
る
か
も

志し

貴き
の

皇み

子こ　
（
巻
八
・
一
四
一
八
）

（
岩
の
上
に
ほ
と
ば
し
り
落
ち
る
滝
の
そ
ば
の
さ
わ

ら
び
が
芽
を
出
す
春
に
な
っ
た
の
だ
な
）

佐さ

保ほ

河が
は

の
水
を
塞せ

き
上あ

げ
て
植
え
し
田
を　

刈
れ
る

早わ
さ

飯い
ひ

は
ひ
と
り
な
る
べ
し

上
句
・
尼
、
下
句
・
大お
お
と
も
の
や
か
も
ち

伴
家
持　
（
巻
八
・
一
六
三
五
）

（
佐
保
川
を
堰
き
止
め
水
を
引
い
て
植
え
た
田
を
、

刈
っ
て
炊
い
た
初
飯
を
食
べ
る
の
は
あ
な
た
一
人
で

し
ょ
う
）

［
雨
］雨あ

ま

障ざ
わ
り

常
す
る
君
は
ひ
さ
か
た
の　

昨
き
そ
の

夜よ

の
雨
に
懲こ

り
に
け
む
か
も　
　
　

大
お
お
と
も
の
い
ら
つ
め

伴
女
郎　
（
巻
四・五
一
九
）

（
雨
の
日
は
い
つ
も
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
あ
な
た
は
、

（
ひ
さ
か
た
の
）
昨
夜
の
雨
に
す
っ
か
り
懲
り
て
し

ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
）

石い
そ
の

上か
み

ふ
る
と
も
雨
に
障さ
わ

ら
め
や　

妹せ

に
あ
は
む
と

言
ひ
て
し
も
の
を　
　

大お
お

伴と
も

像か
た

見み　
（
巻
四
・六
六
四
）

（（
石
上
）降
っ
て
も
雨
な
ど
に
妨
げ
ら
れ
る
も
の
か
。

あ
な
た
に
逢
お
う
と
固
く
約
束
し
た
も
の
を
）

春は
る

雨さ
め

に
争
ひ
か
ね
て
わ
が
屋に

前は

の　

櫻
の
花
は
咲
き

そ
め
に
け
り　
　

柿
本
人
麻
呂　
（
巻
十
・一
八
七
〇
）

（
春
雨
に
さ
か
ら
う
こ
と
が
で
き
ず
に
、
我
が
家
の

桜
の
花
は
咲
き
は
じ
め
た
な
あ
）

秋
田
刈
る
旅
の
い
ほ
り
に
時し
ぐ
れ雨

ふ
り　

わ
が
袖そ
で

ぬ
れ

る
干ほ

す
人
無
し
に柿

本
人
麻
呂　
（
巻
十
・
二
二
三
五
）

（
秋
の
田
を
刈
る
旅
の
刈
屋
に
時
雨
が
降
っ
て
、
私

の
袖
は
濡
れ
た
。
乾
し
て
く
れ
る
人
も
な
く
て
）

［
雪
］わ

が
里
に
大
雪
ふ
れ
り
大
原
の　

古ふ

り
に
し
里
に
ふ

ら
ま
く
は
後の
ち　

　
　
　

天
武
天
皇　
（
巻
二・
一
〇
三
）

（
我
が
里
に
大
雪
が
降
っ
た
。
大
原
の
古
ぼ
け
た
里

に
降
る
の
は
ま
だ
ま
だ
後
の
こ
と
）

ふ
る
雪
は
あ
は
に
な
降
り
そ
吉よ
な

隠ば
り

の　

猪ゐ

養か
ひ

の
岡
の

塞せ
き

な
さ
ま
く
に　
　
　

穂ほ
づ
み
の積
皇み

こ子　
（
巻
二
・二
〇
三
）

（
降
る
雪
よ
、
沢
山
に
降
る
な
、
吉
隠
の
猪
養
の
岡

が
寒
か
ろ
う
に
）

田た

児ご

の
浦
ゆ
う
ち
出い

で
て
見
れ
ば
真
白
に
ぞ　

不ふ

盡じ

の
高た
か

嶺ね

に
雪
は
ふ
り
け
る

山や
ま
べ
の
あ
か
ひ
と

部
赤
人　
（
巻
三
・
三
一
八
）

（
田
子
の
浦
か
ら
眺
望
の
良
い
地
点
に
出
て
見
は
る

か
す
と
、
真
っ
白
に
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
積

も
っ
て
い
る
）

志貴皇子の田原西陵付近の�
土手のわらび
（出典：別冊太陽「万葉集入門」）
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吾わ
が

背せ

子こ

と
二
人
見
ま
せ
ば
い
く
ば
く
か　

こ
の
ふ
る

雪
の
う
れ
し
か
ら
ま
し

藤
皇
后
（
光
明
皇
后
）　
（
巻
八
・
一
六
五
八
）

（
我
が
君
と
ふ
た
り
で
見
る
の
だ
っ
た
ら
、
ど
ん
な

に
か
こ
の
降
る
雪
は
嬉
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
）

筑つ
く

波ば

嶺ね

に
雪
か
も
ふ
ら
る
否い
な

を
か
も　

愛か
な

し
き
兒こ

ろ

が
布に
の

乾ほ

さ
る
か
も　
　

東
あ
ず
ま

歌う
た　

（
巻
十
四・三
三
五
一
）

（
筑
波
嶺
に
雪
が
降
っ
た
の
か
な
。い
や
違
う
か
な
。

い
と
し
い
あ
の
娘
さ
ん
が
布
を
晒さ
ら

し
て
い
る
の
か
な
）

［
雲
］渡わ

た

津つ

海み

の
豊と
よ

旗は
た

雲く
も

に
入
日
さ
し　

今
夜
の
月つ
く

夜よ

清
あ
き
ら

明け

く
こ
そ

中な
か

大ち
お

兄ひ
ね

（
天
智
天
皇
）　
（
巻
一
・
一
五
）

（
大
海
原
に
た
な
び
く
見
事
な
旗
雲
に
夕
日
が
強
く

差
し
て
、
今
夜
の
月
は
明
る
く
さ
や
か
で
あ
っ
て
ほ

し
い
）

大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
天あ
ま

雲ぐ
も

の　

雷
い
か
づ
ちの
上
に
い
ほ
ら

せ
る
か
も　
　
　
　

柿
本
人
麻
呂　
（
巻
三・二
三
五
）

（
我
が
大
君
は
神
で
い
ら
せ
ら
れ
る
の
で
、
天
雲
の

雷
の
上
に
仮
の
庵
を
作
っ
て
宮
と
し
て
い
る
）

も
も
づ
た
ふ
磐い
は

余れ

の
池
に
鳴
く
鴨
を　

今
日
の
み
見

て
や
雲
隠が
く

り
な
む　
　

大お
お

津つ
の

皇み

子こ　
（
巻
三・四
一
六
）

（（
も
も
づ
た
ふ
）
磐
余
の
池
に
鳴
い
て
い
る
鴨
を
、

今
日
限
り
見
て
、
私
は
死
ん
で
い
く
の
か
）

あ
し
ひ
き
の
山や
ま

河が
は

の
瀬
の
響な

る
な
へ
に　

弓ゆ

月つ
き

が
嶽た
け

に
雲
立
ち
渡
る

柿
本
人
麻
呂　
（
巻
七
・
一
〇
八
八
）

（（
あ
し
ひ
き
の
）
山
川
の
瀬
が
鳴
り
響
く
と
共
に
、

弓
月
が
岳
に
雲
が
一
面
に
立
ち
渡
る
）

［
湖
沼
・
河
川
・
滝
］

淡あ
ふ

海み

の
海み

夕
波
千
鳥
汝な

が
鳴
け
ば　

心
も
し
の
に
い

に
し
へ
思
ほ
ゆ　
　

柿
本
人
麻
呂　
（
巻
三・二
六
六
）

（
近
江
の
海
の
夕
波
千
鳥
よ
、
お
ま
え
が
鳴
く
と
心

も
萎な

え
る
ば
か
り
に
過
ぎ
し
日
々
が
思
い
出
さ
れ
る
）

見
れ
ど
飽あ

か
ぬ
吉
野
の
川
の
常と
こ

な
め
の　

絶
ゆ
る
こ

と
な
く
ま
た
還
り
見
む柿

本
人
麻
呂　
（
巻
一
・
三
七
）

（
見
て
も
飽
き
る
こ
と
の
な
い
吉
野
川
の
常
滑
の
よ

う
に
、
常
に
絶
え
る
こ
と
な
く
ま
た
こ
の
地
に
帰
っ

て
来
て
見
よ
う
）

明
日
香
河
川
淀よ
ど

さ
ら
ず
立
つ
霧
の　

思
ひ
過
ぐ
べ
き

戀
に
あ
ら
く
に　
　
　

山
部
赤
人　
（
巻
三・三
二
五
）

（
明
日
香
川
の
川
淀
を
去
ら
ず
立
ち
こ
め
る
霧
の
よ

う
に
、
す
ぐ
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
恋
心
で
は
な
い

の
だ
）

も
の
の
ふ
の
八や

十そ

宇う

治ぢ

河が
わ

の
網あ

代じ
ろ

木き

に　

い
さ
よ
ふ

波
の
行ゆ
く

方へ

知
ら
ず
も柿

本
人
麻
呂　
（
巻
三
・
二
六
四
）

（（
も
の
の
ふ
の
）
八
十
宇
治
川
の
網
代
木
に
遮さ
え
ぎら

れ

て
滞
と
ど
こ

っ
て
い
る
波
の
行
く
方え

が
分
か
な
い
）

多
摩
川
に
さ
ら
す
手て

作づ
く
りさ

ら
さ
ら
に　

何な
に

ぞ
こ
の
兒こ

の
こ
こ
だ
愛か
な

し
き　
　

相そ
う

聞も
ん　
（
巻
十
四・三
三
七
三
）

（
多
摩
川
で
晒さ
ら

す
手
作
り
の
布
の
よ
う
に
、
さ
ら
に

さ
ら
に
、
ど
う
し
て
こ
の
児
が
こ
ん
な
に
愛い
と

し
い
の

だ
ろ
う
か
）

山
高
み
白し
ら

木ゆ

綿ふ

花
に
落
ち
た
ぎ
つ　

瀧
の
河か
ふ

内ち

は
見

れ
ど
飽あ

か
ぬ
か
も　
　
　

笠
か
さ
の

金か
な

村む
ら　
（
巻
六・
九
〇
九
）

（
山
が
高
い
の
で
、
白
木
綿
花
の
よ
う
に
白
く
激
し

く
流
れ
落
ち
る
滝
の
ほ
と
り
の
地
は
見
て
も
飽
き
る

こ
と
が
な
い
）

［
海
・
潮
］

伊
勢
の
海
の
沖
つ
白
波
花
に
も
が　

包
み
て
妹い
も

が
家

づ
と
に
せ
む　
　
　
　

安あ

貴き
の

王お
ほ
き
み

　
（
巻
三
・
三
〇
六
）

（
伊
勢
の
海
の
沖
の
白
波
が
花
だ
っ
た
ら
良
い
の
に

な
あ
。
包
ん
で
妻
へ
の
み
や
げ
に
し
よ
う
）

熟に
ぎ

田た

津づ

に
船ふ
な

乗
せ
む
と
月
ま
て
ば　

潮し
ほ

も
か
な
ひ
ぬ

今
は
こ
ぎ
出
で
な　
　
　
　

額ぬ
か

田だ
の

王お
ほ
き
み
　
（
巻
一
・
八
）

（
熟
田
津
で
船
に
乗
り
込
も
う
と
、
月
の
出
を
待
っ

て
い
る
と
、
潮
も
満
ち
て
船
出
に
都
合
よ
く
な
っ
て

き
た
、
さ
あ
、
今
こ
そ
漕
ぎ
出
よ
う
で
は
な
い
か
）

田子の浦から見た富士山
（出典：朝日新聞社「写真でみる万葉集」）

夕霧の琵琶湖
（出典：別冊太陽「万葉集入門」）
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若
の
浦
に
潮し

ほ

満
ち
来
れ
ば
潟か

た

を
無な

み　

葦あ
し

邊べ

を
さ
し

て
鶴た
づ

鳴
き
渡
る　
　
　

山
部
赤
人　
（
巻
六・九
一
九
）

（
若
の
浦
の
潮
が
満
ち
て
く
る
と
、
干
潟
が
な
い
の

で
、
葦
辺
を
め
ざ
し
て
鶴
の
群
が
鳴
き
渡
る
）

『
万
葉
集
』
の
最
後
は
、
次
の
歌
で
締
め
く
く
ら
れ

て
い
る
。

新あ
た
らし

き
年
の
始
め
の
初
春
の　

今
日
ふ
る
雪
の
い
や

重し

け
吉よ

事ご
と　

　
　

大
伴
家
持　
（
巻
十
二・四
五
一
六
）

（
新
し
い
年
の
初
め
の
正
月
の
今
日
降
る
雪
の
よ
う

に
、
ま
す
ま
す
重
な
っ
て
く
れ
、
良
い
こ
と
が
）

こ
れ
ら
の
「
水
」
に
因
む
歌
は
、未
だ
多
く
あ
る
が
、

そ
の
一
部
を
取
り
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
。『
万
葉
集
』

の
歌
風
は
、
素
朴
で
力
強
く
、「
万
葉
調
」（
ま
す
ら
を

ぶ
り
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
風
も
、
４
世
紀
頃

の
大
和
政
権
に
よ
る
国
土
統
一
と
、
そ
の
後
の
天
皇
制

の
確
立
、
律
令
国
家
の
成
立
と
い
う
政
治
・
経
済
・
文

化
の
動
向
と
切
り
離
せ
な
い
。
漢
字
や
仏
教
な
ど
の
外

来
文
化
の
伝
来
、
朝
鮮
半
島
と
の
緊
張
関
係
、
壬
申
の

乱
な
ど
の
内
乱
の
中
で
、
律
令
国
家
の
姿
が
徐
々
に
形

作
ら
れ
、
高
揚
し
た
人
々
の
日
本
民
族
と
し
て
の
生
々

し
い
息
遣
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
後
の
勅
撰
和
歌

集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』（
９
０
５
年
成
立
、
約
１

１
０
０
首
）
の
優
美
・
繊
細
・
技
巧
的
な
歌
風
の
「
古

今
調
」（
た
お
や
め
ぶ
り
）、
さ
ら
に
は
『
新
古
今
和
歌

集
』（
１
２
０
５
年
成
立
）
の
情
趣
・
技
巧
的
な
家
風

の
「
新
古
今
調
」
と
は
、
全
く
一
線
を
画
す
。

な
お
、
付
則
で
あ
る
が
、
千
田
稔
著
『
飛
鳥
︱
水
の

王
朝
』（
中
公
新
書
、
２
０
０
１
）
と
い
う
著
書
が
あ

る
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

私
事
で
あ
る
が
、
私
は
、
昭
和
39
年
（
１
９
６
４
）

春
に
大
学
を
卒
業
し
て
、
直
ち
に
農
林
水
産
省
に
入
省

し
た
。
そ
の
初
め
の
勤
務
地
が
、
近
畿
農
政
局
十
津
川

紀
ノ
川
農
業
水
利
事
業
所
（
奈
良
県
吉
野
郡
大
淀
町
）

と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
和
歌
山
県
を
流
れ
る
紀
ノ

川
は
、
そ
の
上
流
の
奈
良
県
に
入
る
と
吉
野
川
と
称
し

て
い
た
が
、
こ
の
吉
野
川
の
水
を
新
規
に
大
和
盆
地
に

分
水
す
る
と
と
も
に
、
紀
ノ
川
筋
の
水
の
供
給
安
定
を

図
る
と
い
う
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、

い
わ
ば
初
年
兵
と
し
て
、
２
年
間
、
主
と
し
て
吉
野
川

分
水
路
の
建
設
に
つ
い
て
徹
底
的
な
訓
練
を
受
け
た
。

住
ん
だ
と
こ
ろ
は
、
吉
野
川
に
面
し
た
下
市
町
と
神
武

天
皇
を
祭
っ
た
橿
原
神
宮
の
あ
る
橿
原
市
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
立
地
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
休
日
は
、
吉

野
、
明
日
香
、
奈
良
（
大
和
）
盆
地
、
さ
ら
に
は
京
都

盆
地
ま
で
足
を
伸
ば
し
た
。
当
時
、
明
日
香
は
、
道
路

も
ほ
と
ん
ど
舗
装
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
藤
原
京
な

ど
の
発
掘
・
保
存
も
本
格
化
し
て
い
な
か
っ
た
状
況
で
、

観
光
客
も
ま
ば
ら
で
、
住
宅
開
発
も
そ
れ
程
進
ん
で
い

な
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
明
日
香
を
含
め
て
四

季
折
々
の
風
景
と
歴
史
探
訪
を
十
分
堪
能
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
見
損
な
っ
た
地
域
や

そ
の
後
発
掘
さ
れ
た
遺
跡
な
ど
、
こ
れ
か
ら
『
記
紀
』

『
万
葉
集
』
を
携
え
な
が
ら
訪
ね
た
い
と
こ
ろ
が
沢
山

あ
る
。

（
注
）

（
１
）
筆
者
が
、
勝
手
に
上

か
み
の

句
と
下

し
も
の

句
の
間
に
一
字
開
け
て

い
る
。（
以
下
同
じ
）

（
引
用
・
参
考
文
献
）

・
佐
々
木
信
綱
編
：『
新
訓
万
葉
集
（
上
・
下
）』、
岩
波
文
庫
（
１

９
２
７
、
54
・
55
改
版
）（
注
：
本
文
中
の
歌
は
こ
れ
に
よ
る
）

・
佐
竹
昭
広
他
校
注
：『
萬
葉
集
（
全
４
冊
）』、
新
日
本
文
学
大
系

１
～
４
、
岩
波
書
店
（
１
９
９
９
～
２
０
０
３
）（
注
：
本
文
中

の
歌
の
現
代
訳
は
こ
れ
に
よ
る
）

・
斎
藤
茂
吉
著
：『
万
葉
秀
歌
（
上
・
下
）』、
岩
波
新
書
（
１
９
３
８
、

68
改
訂
）

・
朝
日
新
聞
社
編
：『
写
真
で
み
る
万
葉
集
』、
朝
日
新
聞
社
（
１
９

６
０
）

・
神
野
志
隆
光
監
修
：『
万
葉
集
入
門
』、
別
冊
太
陽
、
平
凡
社
（
２

０
１
１
）

（
３
）
紫
式
部
『
源
氏
物
語
』

い
ず
れ
の
御

お
ほ
ん

時と
き

に
か
。
女
に
ょ
う

御ご

・
更こ
う

衣い

、
あ
ま
た
さ
ぶ

ら
ひ
給
ひ
け
る
な
か
に
、
い
と
、
や
む
ご
と
な
き
際き
は

に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給
ふ
、
あ
り
け

り
。

柿本人麻呂画像
（出典：古橋信孝編「万葉集を読む」）
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紫
式
部
（
？
～
１
０
１
６
？
）
が
著
し
た
『
源
氏
物

語
』（
11
世
紀
初
め
成
立
）
は
、こ
の
文
章
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
は
、
光
源
氏
を
中
心
と
す
る

前
編
44
帖
と
光
源
氏
の
血
統
に
つ
な
が
る
薫
大
将
を
主

人
公
と
す
る
宇
治
10
帖
か
ら
な
る
長
編
小
説
で
あ
る
。

い
き
な
り
私
事
で
あ
る
が
、
高
校
生
時
代
に
古
文
を

習
っ
た
が
、最
も
不
得
手
の
科
目
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

『
源
氏
物
語
』
を
今
で
も
原
著
で
全
編
を
読
み
通
し
た

こ
と
が
な
い
。
そ
れ
に
、
主
人
公
・
光
源
氏
は
、
現
在

風
で
い
え
ば
、
や
ん
ご
と
な
き
身
分
で
か
つ
イ
ケ
メ
ン

で
あ
り
、
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
で
あ
る
と
い
う
先
入
観
が
あ

り
、
私
と
し
て
は
余
り
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
た
こ
と

が
な
か
っ
た
。
か
つ
て
、
最
も
紫
式
部
の
著
書
の
雰
囲

気
を
残
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
た
谷
崎
潤
一
郎
（
１

８
８
６
～
１
９
６
５
）
の
『
谷
崎
・
源
氏
物
語
』
に
挑

戦
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
や
は
り
、
主
語
が
不
明
確
で
、

言
葉
も
難
解
で
あ
り
、
登
場
人
物
も
多
く
、
そ
の
上
余

り
に
も
長
編
物
語
で
あ
り
、
途
中
で
投
げ
出
し
て
し

ま
っ
た
。
今
ま
で
、
与
謝
野
晶
子
（
１
８
７
８
～
１
９

４
２
）、
円
地
文
子
（
１
９
０
５
～
８
６
）、
最
近
で
は

瀬
戸
内
寂
聴
（
１
９
２
２
～
）
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
翻

訳
本
（
？
）
を
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
他
の
作
家

や
市
井
の
人
た
ち
が
独
自
に
翻
訳
本
を
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
来
『
源
氏
物
語
』
は
、
単
な
る
長
編

恋
愛
小
説
や
、
平
安
時
代
の
宮
廷
文
学
で
は
な
く
、
光

源
氏
と
そ
の
周
辺
の
人
々
、
と
り
わ
け
女
性
た
ち
の
生

き
方
、
喜
び
と
悲
し
み
を
著
し
た
人
間
の
文
学
、
人
に

よ
っ
て
は
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
を
表
現
し
た
文
学
で
あ

る
こ
と
に
、
現
代
で
も
魅
力
を
感
じ
て
い
る
人
々
が
多

い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
『
源
氏
物
語
』
を
、
本
テ
ー
マ

の
「
水
と
文
学
」
に
取
り
上
げ
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
の

点
に
あ
る
。

前
編
の
主
人
公
で
あ
る
光
源
氏
は
、
こ
の
物
語
の
冒

頭
に
出
て
く
る
「
い
と
や
む
ご
と
な
き
身
分
で
は
な
い

が
、
そ
の
容
姿
、
立
ち
居
ふ
る
ま
い
が
す
ぐ
れ
て
い
て
、

帝
の
寵
愛
を
一
手
に
給
わ
っ
て
い
た
」
桐
壺
更
衣
と
桐

壺
帝
と
の
間
に
生
ま
れ
た
第
二
皇
子
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
光
源
氏
３
歳
の
時
に
、
母
で
あ
る
桐
壺
は
、
病
弱

で
あ
っ
た
こ
と
や
第
一
皇
子
の
母
（
弘こ
う

徽き

殿で
ん

の
女
に
ょ
う

御ご

）

を
は
じ
め
他
の
女
御
・
更
衣
な
ど
の
嫉
妬
、
い
じ
め
に

遭
っ
て
若
く
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
帝
の
悲
し
み

は
激
し
く
、
彼
女
の
姿
を
絶
え
ず
思
い
起
し
て
い
た
。

そ
の
時
に
、先
帝
の
娘
で
あ
る
藤
壺
女
御
が
入じ
ゅ

内だ
い

し
た
。

藤
壺
は
、
亡
く
な
っ
た
桐
壺
と
見
間
違
う
ほ
ど
よ
く
似

て
い
た
。
帝
の
心
も
癒
さ
れ
た
。
光
源
氏
は
、
亡
き
母

に
生
き
写
し
の
義
母
・
藤
壺
に
思
慕
を
抱
く
よ
う
に

な
っ
た
。
12
歳
で
元
服
し
、
左
大
臣
の
娘
の
４
歳
年
上

の
葵
の
上
と
結
婚
し
た
も
の
の
、
藤
壺
へ
の
思
慕
は
断

ち
切
れ
な
か
っ
た
。
続
い
て
、
宿と
の

直い

所ど
こ
ろで
頭
中
将
（
光

源
氏
の
義
兄
弟
）
た
ち
と
、
女
性
遍
歴
談
や
女
性
論
を

語
る
雨
夜
の
品
定
め
の
場
が
あ
る
。
こ
の
場
面
で
、
紫

式
部
自
身
の
中な
か

の
品し
な

（
中
流
階
級
）
の
中
に
優
れ
た
人

が
い
る
と
い
う
皮
肉
（
ア
イ
ロ
ニ
ー
）
を
語
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。
瘧
わ
ら
わ

病や
み（

お
こ
り
）
を
患
っ
た
光
源
氏
は
、

加か

持じ

祈き

祷と
う

を
受
け
る
た
め
に
北
山
に
出
か
け
、
そ
こ
で

播
磨
の
明
石
の
浦
に
隠
遁
し
て
い
る
人
の
娘
（
明
石
の

君
）
の
噂
を
聞
い
た
。
ま
た
、
10
歳
位
の
か
わ
い
ら
し

い
少
女
（
紫
の
上
）
を
垣か
い

間ま

見
た
。
紫
の
上
は
、
藤
壺

の
姪め
い

で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
、
光
源
氏
は
、
三
条
の
宮
に

退
出
し
て
い
た
思
慕
し
続
け
た
藤
壺
と
つ
い
に
逢
瀬
を

果
し
た
。
ま
た
、
紫
の
上
を
二
条
の
院
（
光
源
氏
の
屋

敷
）
に
引
き
取
り
、
藤
壺
の
身
代
わ
り
と
し
て
大
切
に

育
て
て
ゆ
く
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
光
源
氏
と

そ
の
正
妻
・
葵
の
上
の
関
係
は
、
完
全
に
冷
え
切
っ
た

も
の
と
な
っ
た
。

藤
壺
が
、
皇
子
（
冷
泉
帝
）
を
生
ん
だ
。
そ
の
皇
子

紫式部画像（石山寺蔵・土佐光起筆）
（出典：「源氏物語を行く」）

若き光源氏
（桐壺帝（右）は高麗の相人（左）に占わせた。
相人は数奇な運命を予言した）

（京都国立博物館蔵「源氏物語画帖」）
（出典：「源氏物語を行く」）
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は
、
光
源
氏
の
生
き
写
し
で
あ
っ
た
。
藤
壺
は
、
こ
の

皇
子
を
見
て
良
心
の
呵か

責し
ゃ
くに
悩
む
。
さ
ら
に
、藤
壺
は
、

弘
徽
殿
の
女
御
を
超
え
て
中
宮
（
皇
后
）
に
な
っ
た
。

宮
中
で
の
桜
花
の
宴
の
際
、
光
源
氏
は
舞
い
を
披
露
し

た
が
、
そ
の
夜
あ
る
女
宮
（
朧
月
夜
）
に
出
逢
い
契
り

を
結
ぶ
。
そ
の
女
宮
は
、
弘
徽
殿
の
女
御
の
妹
で
、
春と
う

宮ぐ
う

（
第
一
皇
子
、
朱す

雀ざ
く

帝
）
に
入
内
す
る
予
定
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
桐
壺
帝
は
譲
位
し
、
朱
雀
帝
が
即
位
し
、

不
義
の
子
（
冷
泉
帝
）
が
春
宮
に
立
っ
た
。
光
源
氏
は
、

大
将
に
昇
進
し
、春
宮
の
後
見
と
な
っ
た
。
葵
の
上
は
、

光
源
氏
と
の
間
で
男
子
（
夕
霧
）
を
生
ん
だ
が
、
ま
も

な
く
亡
く
な
る
。
そ
の
葬
儀
が
終
っ
た
後
、光
源
氏
は
、

藤
壺
の
中
宮
に
そ
っ
く
り
に
成
長
し
た
紫
の
上
と
新
枕

を
交
わ
し
た
。
桐
壺
院
は
、
朱
雀
帝
に
、
光
源
氏
を
朝

廷
の
後
見
役
に
す
る
よ
う
に
と
の
遺
言
を
残
し
て
亡
く

な
っ
た
。
藤
壺
の
中
宮
は
、
院
の
喪
が
明
け
る
と
と
も

に
三
条
の
宮
に
退
出
し
た
。
藤
壺
の
中
宮
へ
の
思
い
を

断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
光
源
氏
は
、
三
条
の
宮
を

訪
れ
る
が
、
そ
の
度
に
拒
絶
さ
れ
る
。
つ
い
に
、
藤
壺

の
中
宮
は
、
光
源
氏
の
恋
心
を
危
ぶ
み
、
春
宮
を
守
る

た
め
に
出
家
し
た
。

光
源
氏
は
、
不
穏
に
な
っ
て
行
く
政
情
を
思
い
、
須

磨
に
退
却
す
る
こ
と
を
決
心
す
る
。
明
石
で
は
、
明
石

の
入
道
が
光
源
氏
の
須
磨
退
却
の
噂
を
聞
き
、
光
源
氏

を
明
石
の
浦
に
招
き
、
娘
の
明
石
の
君
と
結
婚
さ
せ
た

い
と
願
っ
た
。
明
石
の
君
は
、
身
の
程
を
意
識
し
て
、

光
源
氏
と
の
結
婚
を
た
め
ら
っ
た
が
、
二
人
は
契
り
を

結
ん
だ
。
一
方
、
都
で
は
、
朱
雀
帝
が
眼
病
と
な
り
、

譲
位
を
決
意
し
、
冷
泉
帝
が
即
位
し
た
。
光
源
氏
は
、

都
に
呼
び
戻
さ
れ
、
朝
廷
の
後
見
役
と
し
て
内
大
臣
と

な
り
、
実
質
上
の
政
権
を
握
っ
た
。
明
石
の
君
は
、
光

源
氏
の
子
・
明
石
の
姫
を
生
ん
だ
。
こ
の
こ
と
を
聞
い

た
紫
の
上
は
、
嫉
妬
す
る
。
光
源
氏
は
、
藤
壺
の
中
宮

と
相
談
し
て
、
前
斎さ
い

宮ぐ
う

（
皇
大
神
宮
（
伊
勢
神
宮
）
に

奉
仕
す
る
皇
女
、
こ
こ
で
は
朱
雀
院
の
妹
）
を
冷
泉
帝

に
入
内
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
２
年
後
、
前
斎
宮
は
、

女
御
と
し
て
入
内
し
、
梅
壺
の
女
御
と
な
っ
た
が
、
既

に
入
内
し
て
い
た
弘
徽
殿
の
女
御
（
弘
徽
殿
の
妹
・
四

君
と
結
婚
し
て
い
た
頭
中
将
（
葵
の
上
の
兄
）
の
娘
）

と
の
間
で
、冷
泉
帝
の
後
宮
を
二
分
す
る
こ
と
に
な
る
。

光
源
氏
は
、
明
石
の
姫
君
を
引
き
取
り
、
紫
の
上
の
養

女
と
し
た
。光
源
氏
が
終
生
思
慕
し
た
藤
壺
の
中
宮
は
、

37
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
中
宮
の
護
持
僧
が
、
冷
泉
帝
に

出
生
の
秘
密
を
奏
上
し
た
。
驚
い
た
帝
は
、
光
源
氏
に

帝
位
を
譲
ろ
う
と
し
た
が
、
光
源
氏
は
頑
な
に
阻
む
。

光
源
氏
と
葵
の
上
と
の
間
の
子
・
夕
霧
は
、
大
学
寮
で

学
び
勉
学
に
励
ん
だ
。
光
源
氏
は
、
太
政
大
臣
（
左
大

臣
）
に
な
り
、
二
条
の
院
の
女
君
た
ち
も
安
定
し
、
最

も
絶
頂
な
時
期
で
あ
っ
た
。
朱
雀
院
の
子
が
、
春
宮

（
今き
ん

上じ
ょ
う

帝
）
と
し
て
元
服
し
、
明
石
の
姫
君
が
、
春
宮

へ
の
入
内
が
決
ま
っ
た
。
光
源
氏
は
、准
太
上
天
皇
に
、

頭
中
将
は
太
政
大
臣
に
、夕
霧
も
昇
進
し
た
。
夕
霧
は
、

頭
中
将
の
娘
・
雲
井
雁
と
結
婚
し
た
。

朱
雀
院
は
、
出
家
を
準
備
す
る
が
、
母
（
藤
壺
女
御
）

を
亡
く
し
た
娘
・
三
の
宮
の
こ
と
が
気
が
か
り
で
、
光

源
氏
に
託
す
こ
と
に
し
た
。
明
石
の
女
御
（
明
石
の
姫

君
、
後
に
今
上
帝
の
中
宮
）
が
懐
妊
し
、
第
一
皇
子
を

生
ん
だ
。
冷
泉
帝
は
、在
位
18
年
で
譲
位
し
、春
宮
（
今

上
帝
）
が
即
位
し
、
明
石
の
女
御
の
第
一
皇
子
が
春
宮

に
な
っ
た
。
柏
木
（
頭
中
将
（
こ
の
頃
は
太
政
大
臣
）

と
四
君
と
の
間
の
子
）
は
、
女
三
の
宮
に
ひ
か
れ
、
強

引
に
契
り
を
結
び
懐
妊
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た

光
源
氏
は
、
か
つ
て
の
藤
壺
の
中
宮
と
の
こ
と
を
思
い

出
し
て
煩は
ん

悶も
ん

す
る
。
明
石
の
女
御
は
、三
の
宮
（
匂
宮
）

を
生
ん
だ
。
女
三
の
宮
は
、
不
義
の
男
子
（
薫か
お
る）
を
生

ん
だ
が
、
後
に
出
家
し
て
し
ま
う
。
罪
に
さ
い
な
ま
さ

れ
た
柏
木
は
、
病
に
臥
し
亡
く
な
る
。
紫
の
上
は
、
病

に
襲
わ
れ
な
が
ら
も
光
源
氏
を
支
え
て
き
た
が
、
つ
い

に
光
源
氏
と
明
石
の
中
宮
（
明
石
の
姫
君
）
に
看
取
ら

れ
て
亡
く
な
る
。
光
源
氏
は
、
紫
の
上
の
亡
き
魂
を
追

想
し
、
仏
道
修
行
に
励
む
。
そ
し
て
、
光
源
氏
も
紫
の

上
へ
の
思
い
出
の
手
紙
を
焼
き
、
思
い
を
断
ち
切
り
、

亡
く
な
っ
た
。
光
源
氏
が
亡
く
な
っ
て
９
年
の
歳
月
が

流
れ
、
今
上
帝
と
明
石
の
中
宮
と
の
子
・
三
の
宮
（
匂

宮
）
と
朱
雀
院
と
女
三
の
宮
と
の
若
君
（
薫
）（
実
際

は
不
義
の
子
）
の
二
人
は
、美
し
く
成
長
し
、張
り
合
っ

て
、
昇
進
し
て
行
っ
た
。
こ
こ
ま
で
が
、
前
編
と
も
い

明石の海
（対岸は淡路島、光源氏はここで明石の君と結
ばれ、明石の姫君（後の明石中宮）を生む）

（出典：「源氏物語を行く」）
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う
べ
き
44
帖
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。

そ
の
続
編
は
、
宇
治
10
帖
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
舞

台
は
宇
治
で
、
薫
を
中
心
に
、
匂
宮
が
絡
む
物
語
で
あ

る
。
宇
治
に
は
、
光
源
氏
の
異
母
弟
の
八
の
宮
が
、
二

人
の
姫
君
（
大
お
お
い

君ぎ
み

と
中
な
か
の

君ぎ
み

）
と
ひ
っ
そ
り
暮
ら
し
て
い

た
。
あ
る
時
、
薫
は
八
の
宮
と
姫
君
た
ち
の
こ
と
を
知

り
、
宇
治
を
訪
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。
匂
宮
も
そ
の
こ

と
を
知
り
、
し
ば
し
ば
歌
を
送
っ
た
。
八
の
宮
は
、
姫

君
た
ち
の
将
来
を
案
じ
、
薫
に
後
見
を
託
し
、
病
に
臥

し
て
亡
く
な
っ
た
。
薫
は
、
大
君
に
恋
心
を
抱
く
が
、

拒
否
さ
れ
る
。
一
方
、
大
君
は
、
薫
と
中
の
宮
（
中
君
）

を
結
婚
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。そ
こ
で
、

薫
は
、
策
略
を
巡
ら
し
て
、
匂
宮
と
中
の
宮
を
契
ら
せ

て
し
ま
う
。
大
君
は
、
薫
を
怨
む
と
と
も
に
、
父
・
八

の
宮
が
成
仏
で
き
な
い
で
い
る
こ
と
を
聞
い
て
、
自
ら

の
罪ざ
い

業ご
う

の
深
さ
に
出
家
を
願
う
が
許
さ
れ
な
い
ま
ま
、

薫
に
看
取
ら
れ
亡
く
な
っ
た
。
匂
宮
は
、
中
の
宮
を
京

の
屋
敷
に
迎
え
る
が
、
夕
霧
（
光
源
氏
の
子
）
は
、
自

ら
の
娘
・
六
の
宮
の
婿
に
匂
宮
を
迎
え
た
い
と
望
み
、

匂
宮
は
承
諾
し
た
。
既
に
匂
宮
の
子
を
懐
妊
し
て
い
た

中
の
宮
は
悲
嘆
に
く
れ
た
。
薫
は
、
中
の
宮
に
心
惹
か

れ
る
よ
う
に
な
り
、
足
繁
く
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。
あ

る
時
、
薫
は
、
中
の
君
か
ら
、
大
君
に
似
て
い
る
と
い

う
異
母
妹
の
浮
舟
の
存
在
を
告
げ
ら
れ
た
。中
の
宮
は
、

匂
宮
と
の
子
・
若
君
を
出
産
し
た
。
薫
は
、
今
上
帝
の

娘
・
女
二
の
宮
と
結
婚
し
た
。
宇
治
を
訪
れ
た
薫
は
、

浮
舟
を
垣か
い

間ま

見み

て
心
惹
か
れ
た
。
浮
舟
を
巡
っ
て
色
々

経
緯
が
あ
っ
た
も
の
の
、
薫
は
浮
舟
と
契
り
を
交
わ
し

た
。
一
方
、
匂
宮
も
浮
舟
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず
に
い

て
、
薫
を
装
っ
て
浮
舟
に
強
引
に
契
り
を
結
ん
だ
。
浮

舟
は
、
秘
密
を
持
っ
て
苦
悩
し
、
思
い
詰
め
て
宇
治
川

に
身
を
投
げ
よ
う
と
決
心
し
た
。
浮
舟
の
失し
っ

踪そ
う

に
、
宇

治
で
は
大
騒
ぎ
と
な
っ
た
。
薫
は
、
人
の
世
の
無
常
を

思
い
、
ま
た
、
大
君
、
中
の
宮
、
浮
舟
と
い
っ
た
縁
の

薄
か
っ
た
宇
治
の
女
君
た
ち
の
こ
と
を
追
想
し
て
、
憂ゆ
う

愁し
ゅ
うに
満
ち
た
自
分
の
宿
世
を
内
省
し
た
。
そ
の
頃
、
比

叡
山
・
横
川
の
高
徳
な
僧
都
が
、
宇
治
の
院
で
、
意
識

を
失
っ
た
女
性
を
救
っ
た
。そ
の
女
性
は
、浮
舟
で
あ
っ

た
。
助
け
ら
れ
た
浮
舟
は
、
出
家
を
望
み
果
し
た
。
僧

都
は
、
明
石
の
中
宮
に
浮
舟
の
こ
と
を
話
し
た
。
浮
舟

は
、
薫
が
自
分
の
一
周
忌
の
た
め
の
法
要
の
た
め
の
衣

を
用
意
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
激
し
く
思
い
乱
れ

た
。
薫
は
、
明
石
の
中
宮
か
ら
浮
舟
の
消
息
を
聞
き
、

早
速
手
紙
を
託
し
た
が
、
浮
舟
は
薫
へ
の
返
事
を
拒
み

通
し
た
。
薫
は
、
浮
舟
が
誰
か
に
隠
し
据す

え
ら
れ
て
い

る
と
疑
う
の
で
あ
っ
た
。

以
上
が
、『
源
氏
物
語
』
の
大
あ
ら
す
じ
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
し
て
も
長
く
、
か
つ
登
場
人
物
が
多
く
、
そ
の

人
間
関
係
も
複
雑
で
あ
る
。
作
者
の
紫
式
部
は
、
越
前

守
藤
原
為
時
の
娘
で
あ
り
、
父
の
任
地
で
あ
る
越
前
の

武
生
で
育
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
ど
れ
ば
同
じ
藤

原
氏
の
出
身
で
あ
る
が
、
藤
原
道
長
（
９
６
６
～
１
０

２
７
）
な
ど
の
い
わ
ば
宮
廷
の
や
ん
ご
と
な
き
身
分
と

い
う
よ
り
、
地
方
官
と
い
う
中
位
の
身
分
の
出
で
あ
っ

た
。
後
に
、一
条
天
皇
の
中
宮
彰
子
（
藤
原
道
長
の
娘
）

に
仕
え
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』
を
著
し
た
。
式
部
の

一
族
に
は
、
文
学
な
ど
に
長
け
た
者
も
あ
り
、
当
然
女

な
が
ら
も
和
漢
の
書
籍
も
学
ん
で
い
た
才
女
で
あ
っ

た
。
紫
式
部
の
名
前
の
紫
は
、「
紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ

に
武
蔵
野
の
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る
」（
古

今
集
、
詠
み
人
知
ら
ず
）
な
ど
か
ら
取
っ
た
と
い
う
説

も
あ
る
。
ま
た
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
、
嫉
妬
の
情
を

宇治の北山
（八の宮が準拠していた地、手前は宇治川）

（出典：「源氏物語を行く」）

光源氏が紫の上を見舞う図
（第40帖「御法」、病が重くなった紫の上（右）を
光源氏（左）が見舞う図で、二人の間の小さな後姿
（悲しみの姿）が紫の上の懸命に世話をしている明
石中宮）

（国宝「源氏物語絵巻」名古屋・徳川美術館蔵）
（出典：「源氏物語」新潮古典文学アルバム）
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持
ち
な
が
ら
も
光
源
氏
を
支
え
た
紫
の
上
に
魅
力
を
感

じ
て
「
紫
」
と
称
し
た
か
、
周
囲
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
。
紫
式
部
は
、
当
時

と
し
て
は
晩
婚
で
藤
原
宣の
ぶ

孝た
か

と
結
婚
し
、
一
女
を
儲
け

て
い
る
が
、
夫
が
早
く
亡
く
な
り
、
人
の
世
の
は
か
な

さ
強
く
感
じ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
源
氏
物
語
』
を
「
水
の
文
学
」

と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
光
源
氏
や
そ
の
血
統
の
薫

を
始
め
と
し
て
、
そ
れ
に
関
係
す
る
人
々
、
特
に
女
性

た
ち
の
有
為
転
変
は
、
ま
さ
に
川
の
流
れ
、
水
の
循
環

に
例
え
ら
れ
、
現
代
で
い
え
ば
単
な
る
長
編
小
説
で
は

な
く
本
来
の
大
河
小
説
を
思
い
起
さ
せ
る
。

そ
し
て
、
何
よ
り
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
光
源
氏
が
、
都

の
生
活
で
の
秘
め
事
（
父
・
桐
壺
帝
の
中
宮
・
藤
壺
と

の
密
会（
光
源
氏
に
と
っ
て
は
義
母
）、不
義
の
皇
子（
冷

泉
帝
）
の
誕
生
）
の
呵
責
や
、
皇
位
や
政
局
を
巡
る
不

穏
な
動
き
を
避
け
る
た
め
に
、
須
磨
・
明
石
の
浦
に
隠

遁
し
、
明
石
の
入
道
の
世
話
に
な
る
。
そ
こ
で
、
明
石

の
入
道
の
娘
と
契
り
、
明
石
の
姫
君
を
も
う
け
る
。
都

に
戻
っ
た
光
源
氏
は
、
娘
の
明
石
の
姫
君
を
紫
の
上
の

養
女
と
し
、
春
宮
（
今
上
帝
）
へ
入
内
さ
せ
た
。
明
石

の
姫
君
（
明
石
の
女
御
、
明
石
の
中
宮
）
は
、
第
一
皇

子
を
生
ん
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
『
古

事
記
』
の
山
幸
彦
と
海
神
（
綿
津
見
神
）
の
娘
・
豊
玉

姫
と
の
物
語
（
山
幸
彦
と
豊
玉
姫
と
の
間
の
皇
子
と
豊

玉
姫
の
妹
・
玉
依
姫
と
の
間
に
で
き
た
皇
子
が
初
代
天

皇
の
神
武
天
皇
で
あ
っ
た
）
を
連
想
す
る
。
明
石
の
浦

と
い
え
ば
、「
海
」
で
あ
り
、
明
石
の
入
道
は
さ
し
ず

め
海
神
で
あ
り
、
明
石
の
姫
君
は
豊
玉
姫
・
玉
依
姫
の

姉
妹
に
あ
た
る
。
勿
論
、
光
源
氏
（
桐
壺
帝
の
第
二
皇

子
）
は
山
幸
彦
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
に
、
天
皇
家
の

女
御
・
中
宮
に
は
、「
海
（
水
）
の
女
」
が
深
く
関
係

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
後
半
の
「
宇
治
十
帖
」
の
舞
台
で
あ
る
宇

治
は
、
都
か
ら
見
る
と
宇
治
川
を
挟
ん
だ
「
異
郷
の
世

界
」
で
あ
る
。
当
時
、
川
は
、
住
む
世
界
を
隔
て
る
境

で
あ
っ
た
。
こ
の
異
郷
の
世
界
で
、
光
源
氏
の
第
二
世

代
の
匂
宮
と
薫
と
が
、
二
人
の
姫
君
そ
し
て
浮
舟
を

巡
っ
て
の
恋
争
い
を
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
女
性
は
そ
の

間
に
挟
ま
っ
て
苦
悩
す
る
。
特
に
、浮
舟
は
、思
い
余
っ

て
宇
治
川
に
入
水
自
殺
す
る
ま
で
に
追
い
詰
め
ら
れ

る
。「
水
の
世
界
」
に
心
の
平
安
を
願
う
の
で
あ
る
。

浮
舟
と
い
う
名
前
自
体
が
、
川
（
水
）
の
流
れ
に
翻ほ
ん

弄ろ
う

さ
れ
る
舟
で
あ
り
、
心
も
と
な
い
感
じ
を
与
え
る
。
同

時
に
、
こ
の
浮
世
の
は
か
な
さ
や
も
の
の
あ
わ
れ
さ
を

象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
助
か
っ
た
浮
舟
は
、
最
後
に

は
仏
の
世
界
に
救
い
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

紫
式
部
は
、
こ
の
『
源
氏
物
語
』
の
最
後
に
、
薫
が
、

浮
舟
が
誰
か
に
隠
し
据
え
ら
れ
て
い
る
と
疑
う
こ
と
で

終
ら
せ
て
い
る
。
源
氏
物
語
の
各
帖
が
、
必
ず
し
も
現

代
残
さ
れ
て
い
る
順
番
と
お
り
に
書
か
れ
た
も
の
で
は

な
い
と
い
う
見
方
が
あ
る
も
の
の
、
最
終
の
場
面
で
、

女
の
微
妙
な
本
性
を
理
解
し
得
な
い
男
の
浅
は
か
さ
、

身
勝
手
さ
を
断
罪
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

な
お
、『
源
氏
物
語
』
の
外
国
語
訳
と
し
て
は
、
１

９
２
１
～
３
３
年
に
イ
ギ
リ
ス
人
・
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ

イ
リ
ー
が
訳
し
た
『T

he T
ale of G

enji
』
が
有
名

で
あ
る
。
こ
れ
は
抄
訳
版
で
あ
り
、
必
ず
し
も
正
確
な

訳
と
は
い
え
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
が
、
こ
の
訳
本

に
よ
っ
て
外
国
で
い
ち
早
く
『
源
氏
物
語
』
が
世
に
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
を
読
ん
で
、
日

本
文
学
に
興
味
を
抱
く
学
者
を
輩
出
さ
せ
た
こ
と
の
意

義
は
大
き
い
。
現
在
、
こ
の
英
文
翻
訳
文
を
日
本
語
訳

に
し
た
図
書
ま
で
出
さ
れ
て
い
る
。（
１
）

さ
ら
に
、『
源
氏
物
語
』
を
題
材
と
し
た
絵
巻
が
、

12
世
紀
前
半
な
い
し
中
頃
に
は
製
作
さ
れ
て
い
る
。（
２
）

（
注
）

（
１
）
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
英
訳
／
佐
藤
秀
樹
日
本
語

訳
『
源
氏
物
語
』、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
（
２
０
０
８

～
０
９
）

（
２
）
徳
川
義
宣
解
説
『
国
宝
・
源
氏
物
語
絵
巻
』、
岩
崎

美
術
社
（
１
９
８
３
）
他

（
引
用
・
参
考
文
献
）

・
山
岸
徳
平
校
注
：『
源
氏
物
語
（
全
６
冊
）』、
岩
波
文
庫
（
１
９

６
５
～
６
７
）

・
佐
竹
明
広
他
：『
源
氏
物
語
（
全
５
冊
）』、
新
日
本
古
典
文
学
体

系
19
～
23
、
岩
波
書
店
（
１
９
９
３
～
９
７
）

・
中
野
幸
一
・
丸
谷
才
一
：『
源
氏
物
語
』、
新
潮
古
典
文
学
ア
ル
バ
ム
、

新
潮
社
（
１
９
９
０
）

・
秋
山
虔
著
：『
源
氏
物
語
』、
岩
波
新
書
（
１
９
７
８
）

・
日
向
一
雄
著
：『
源
氏
物
語
の
世
界
』、
岩
波
新
書
（
２
０
０
４
）

・
文
・
秋
山
虔
／
写
真
・
中
田
昭
『
源
氏
物
語
を
行
く
』、
小
学
館
（
１

９
９
８
）

・『
源
氏
物
語
大
辞
典
』
編
集
委
員
会
編
：『
源
氏
物
語
入
門
』、
角

川
選
書
（
２
０
０
８
）

（
お
お
は
し
き
ん
じ
・
東
京
農
業
大
学
客
員
教
授
）

【
編
集
部
か
ら
の
お
詫
び
と
訂
正
】

本
シ
リ
ー
ズ
第
１
回
の
４
月
号
37
頁
中
段
９
行
目

の
「
歌
舞
妓4

」
は
「
歌
舞
伎4

」
の
誤
り
で
し
た
。

お
詫
び
し
て
訂
正
致
し
ま
す
。


