
『
紫
式
部
集
』
注
釈
史
の
忘
れ
も
の

1
第
八
、
九
、
十
番
歌
の
再
検
討
1

久

保

朝

孝

　
か
つ
て
「
紫
式
部
集
の
歌
一
首
1
『
お
ぼ
ろ
け
に
て
や
人
の
尋
ね
む
』
考
ー
」

と
題
し
て
、
紫
式
部
集
の
第
三
番
歌
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
樋
口
芳

麻
呂
編
『
王
朝
和
歌
と
史
的
展
開
』
平
九
・
笠
間
書
院
）
。
そ
の
末
尾
を
、
私

は
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
た
。

　
　
『
紫
式
部
集
』
は
、
我
々
の
先
入
観
や
固
定
観
念
に
染
め
上
げ
ら
れ
て
い

　
　
て
、
作
品
本
来
の
意
義
が
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
歌
を
ま
だ
ま
だ

　
　
多
く
抱
え
て
い
る
。
紫
式
部
貞
女
観
に
よ
る
解
釈
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も

　
　
の
と
い
っ
て
よ
い
。
現
代
の
制
度
・
慣
習
・
通
念
で
は
な
く
、
平
安
朝
の

　
　
実
態
に
即
し
た
物
の
見
方
を
鍛
え
た
い
。
宣
孝
以
外
に
男
関
係
を
認
め
な

　
　
い
前
提
か
ら
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
自
由
に
な
り
た
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
部
分
は
、
後
に
工
藤
重
矩
の
「
紫
式
部
集
の
和
歌
解
釈
－
伝
記
資
料
と

し
て
読
む
前
に
ー
」
（
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
編
『
文
学
・
語
学
』
第
一
六

二
号
・
平
成
一
一
年
三
月
）
に
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
、
「
私
の
言
い
た
い
事

も
ま
た
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
」
と
賛
意
が
表
さ
れ
た
。
工
藤
は
言
う
。

『
紫
式
部
集
』
注
釈
史
の
忘
れ
も
の
（
久
保
　
朝
孝
）

・
紫
式
部
集
の
注
釈
に
つ
い
て
は
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
源
氏
物
語
の
研

究
者
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
故
、
源
氏
物
語
と
の
関
連
な
ど

は
随
分
詳
し
く
究
明
さ
れ
た
と
い
う
利
点
が
あ
っ
た
反
面
、
源
氏
物
語
あ

る
い
は
源
氏
物
語
の
作
者
と
し
て
の
紫
式
部
を
強
く
意
識
し
過
ぎ
て
、
紫

式
部
そ
の
人
を
明
ら
か
に
し
た
い
が
た
め
に
強
引
と
も
思
わ
れ
る
解
釈
が

行
わ
れ
て
い
た
と
、
私
に
は
見
え
る
部
分
が
あ
る
。
宣
孝
と
の
こ
と
な
ど

は
そ
の
典
型
と
言
え
よ
う
。
ま
た
初
期
に
著
名
で
有
力
な
研
究
者
が
伝
記

研
究
の
な
か
で
家
集
の
和
歌
に
解
釈
を
施
し
た
こ
と
は
、
後
進
に
は
頼
も

し
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
解
釈
に
寄
り
か
か
っ
て
直
に
紫
式
部
集
と

向
き
あ
う
こ
と
を
怠
ら
せ
た
と
も
見
え
る
。
ま
こ
と
に
禍
福
は
同
門
よ
り

入
る
と
知
ら
れ
る
。

・
家
集
の
中
に
式
部
の
伝
記
情
報
（
精
神
の
領
域
を
含
ん
で
）
を
求
め
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

と
す
る
前
に
、
あ
る
い
は
ま
た
虚
構
と
か
物
語
と
か
を
の
枠
を
か
け
る
前

に
、
ま
ず
和
歌
そ
の
も
の
が
何
を
語
っ
て
い
る
の
か
を
和
歌
に
即
し
て
読

＝
二
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む
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
詞
書
や
和
歌
か
ら
何
が
言
え
る
の
か
を

　
　
冷
静
に
判
断
し
、
言
え
る
事
以
上
の
事
は
言
わ
な
い
と
覚
悟
す
べ
き
で
あ

　
　
る
。
そ
の
覚
悟
さ
え
あ
れ
ば
、
諸
々
の
先
行
文
献
の
想
像
に
属
す
る
部
分

　
　
と
そ
う
で
な
い
部
分
と
の
判
別
は
決
し
て
難
し
く
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ

　
　
は
紫
式
部
集
の
注
に
限
る
こ
と
で
も
な
い
。

　
『
紫
式
部
集
』
の
注
釈
的
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
、
大
略
私
の
認
識
に
重
な

る
見
解
で
あ
る
。
特
に
傍
線
部
に
つ
い
て
は
、
自
ら
に
向
け
た
戒
め
と
し
て
も

拳
拳
服
暦
し
た
い
と
思
う
。
さ
ら
に
工
藤
は
、
「
和
歌
の
解
釈
は
一
度
思
い
込

む
と
そ
の
枠
か
ら
逃
れ
て
、
新
し
く
考
え
直
す
の
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
」

と
も
言
っ
て
い
る
。
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る

次
の
三
首
の
贈
答
歌
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
来
の
解
釈

で
は
ど
う
に
も
落
ち
着
き
が
よ
く
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
思

議
に
諸
注
釈
は
小
異
を
抱
え
つ
つ
も
基
本
線
で
は
横
並
び
の
解
釈
を
変
え
よ
う

と
し
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
作
業
の
中
で
、
僅
か
に
触
れ
ら
れ
は
し
な
が
ら

も
深
く
は
追
究
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
、
す
な
わ
ち
「
注
釈
史
の
忘
れ
も
の
」
に

着
目
し
て
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
解
釈
を
探
り
、
あ
る
い
は
埋
も
れ
た
解
釈
を
掘

り
起
こ
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
の
性
質
上
諸
注
釈
の
引
用

が
煩
項
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
御
寛
恕
を

い
た
だ
き
た
い
。

　
な
お
、
引
用
本
文
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
り
（
歌
番
号
も
）
、
一

部
を
通
行
の
表
記
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

八九十

一
四

　
　
は
る
か
な
る
所
に
、
行
き
や
せ
む
行
か
ず
や
と
、
思
ひ
わ

　
　
づ
ら
ふ
人
の
、
山
里
よ
り
も
み
ち
を
折
り
て
お
こ
せ
た
る

露
ふ
か
く
お
く
山
里
の
も
み
ち
葉
に
か
よ
へ
る
袖
の
色
を
見
せ
ば
や

　
　
返
し

あ
ら
し
吹
く
遠
山
里
の
も
み
ち
葉
は
露
も
と
ま
ら
む
こ
と
の
か
た
さ
よ

　
　
又
、
そ
の
人
の

も
み
ち
葉
を
さ
そ
ふ
嵐
は
は
や
け
れ
ど
こ
の
下
な
ら
で
行
く
心
か
は

　
こ
の
贈
答
歌
が
抱
え
る
問
題
は
、
式
部
へ
贈
ら
れ
た
八
番
歌
の
詞
書
に
い
う

「
は
る
か
な
る
所
に
、
行
き
や
せ
む
行
か
ず
や
と
、
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
人
」
が
、

い
っ
た
い
い
か
な
る
人
物
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。

　
ま
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
注
釈
史
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

　
竹
内
美
千
代
『
紫
式
部
集
評
釈
　
改
訂
版
』
（
昭
四
四
・
改
訂
版
五
一
・
桜

楓
社
）
。
以
下
『
評
釈
』
と
称
す
る
。

　
　
…
同
性
の
間
で
の
贈
答
歌
と
見
る
か
、
異
性
の
間
で
の
恋
の
贈
答
と
見
る

　
　
か
で
解
釈
が
異
な
っ
て
く
る
。
／
私
は
同
性
の
女
友
達
と
の
贈
答
と
見
た
。

　
　
…
男
性
な
ら
任
務
を
帯
び
て
行
く
の
で
、
去
就
に
悩
む
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

　
　
…
京
を
最
上
の
所
と
考
え
て
い
る
当
時
の
女
性
は
、
遥
か
な
国
へ
の
同
行

　
　
を
逡
巡
し
て
、
思
い
悩
ん
で
い
る
。
…
夫
と
共
に
任
地
へ
下
る
こ
と
は
、

　
　
女
性
に
と
っ
て
重
大
問
題
で
あ
る
。
生
涯
を
託
し
て
行
動
を
共
に
す
る
こ

　
　
と
で
あ
る
。
「
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
」
に
は
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
女
性
と
見
て
何
ら
支
障
が
な
い
よ
う
に
思
う
。



　
清
水
好
子
『
紫
式
部
』
（
昭
四
八
・
岩
波
新
書
〉
。
以
下
『
新
書
』
と
称
す
る
。

　
　
遠
方
の
地
に
行
こ
う
か
行
く
ま
い
か
と
思
い
悩
ん
で
い
る
人
は
、
た
ぶ
ん

　
　
式
部
の
女
友
だ
ち
で
あ
ろ
う
。
親
戚
の
娘
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し

　
　
て
も
式
部
と
お
な
じ
く
ら
い
の
年
恰
好
の
女
性
が
、
山
里
か
ら
紅
葉
し
た

　
　
木
の
枝
に
歌
を
つ
け
て
寄
越
し
た
の
で
あ
る
。
…
夫
の
任
地
が
決
定
し
て
、

　
　
夫
と
同
行
し
た
も
の
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
る
事
情
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
山
里
に
い
る
の
は
、
お
寺
に
参
籠
で
も
し
て
い
る
の
か
。
今
な
ら
、
妻
が

　
　
夫
の
赴
任
に
従
う
の
は
当
然
の
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
平
安
時
代
は
男
が
女

　
　
の
家
に
通
う
結
婚
形
式
で
、
女
の
生
活
は
実
家
の
親
が
面
倒
を
み
た
か
ら
、

　
　
夫
に
つ
い
て
ゆ
く
か
ど
う
か
と
迷
う
こ
と
も
起
き
る
の
だ
っ
た
。

　
山
本
利
達
〈
新
潮
日
本
古
典
集
成
〉
『
紫
式
部
日
記
　
紫
式
部
集
』
（
昭
五
五
・

新
潮
社
）
。
以
下
『
集
成
』
と
称
す
る
。

　
　
都
か
ら
遠
い
地
方
に
行
こ
う
か
、
行
か
ず
に
い
よ
う
か
と
思
い
迷
っ
て
い

　
　
る
人
。
お
そ
ら
く
、
夫
が
国
司
と
な
っ
て
地
方
に
行
く
の
で
、
夫
と
一
緒

　
　
に
行
こ
う
か
ど
う
し
よ
う
か
と
思
い
迷
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
木
船
重
昭
『
紫
式
部
集
の
解
釈
と
論
考
』
（
昭
五
六
・
笠
間
書
院
）
。
以
下
『
解

釈
』
と
称
す
る
。

　
　
女
友
だ
ち
の
夫
は
、
彼
女
に
ぞ
っ
こ
ん
う
ち
こ
ん
で
い
る
ら
し
い
。
は
る

　
　
か
な
ひ
と
の
国
の
任
地
へ
、
い
っ
し
ょ
に
行
こ
う
行
こ
う
と
、
せ
が
ま
れ

　
　
る
も
の
の
、
彼
女
は
決
断
し
か
ね
て
い
る
。
一
夫
多
妻
の
当
代
、
夫
の
熱

　
　
意
を
拒
め
ば
、
仲
は
そ
れ
き
り
絶
え
る
か
も
知
れ
ぬ
。
さ
り
と
て
、
正
室

　
　
に
安
定
し
て
い
る
の
で
も
な
さ
そ
う
な
彼
女
、
遠
国
へ
伴
わ
れ
て
行
っ
た

『
紫
式
部
集
』
注
釈
史
の
忘
れ
も
の
（
久
保
　
朝
孝
）

　
　
挙
句
、
か
の
地
で
う
と
ま
れ
て
も
、
こ
れ
ま
た
悲
劇
だ
。
け
だ
し
、
子
ま

　
　
で
な
し
て
安
定
し
た
女
性
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
式
部
よ

　
　
り
若
い
女
性
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
（
「
国
司
な
ら
ぬ
下
級
地
方
官
吏
の
若
い
妻
妾
か
も
知
れ
ぬ
」
と
も
言
う
。
）

　
木
村
正
中
〈
紫
式
部
集
全
歌
評
釈
〉
（
『
國
文
學
』
第
二
七
巻
一
四
号
　
特
集

「
紫
式
部
ー
源
氏
物
語
へ
の
回
路
」
特
別
企
画
・
昭
五
七
・
學
燈
社
）
。
以
下

『
國
文
學
』
と
称
す
る
。

　
　
…
縁
者
の
地
方
赴
任
と
と
も
に
、
下
向
し
よ
う
か
し
ま
い
か
と
迷
っ
て
い

　
　
る
女
性
。
…
赴
任
す
る
の
は
そ
の
女
性
の
夫
と
思
わ
れ
る
。
…
9
番
歌
で

　
　
彼
女
の
周
り
に
「
嵐
」
が
起
こ
る
と
し
た
の
も
、
彼
女
が
無
理
に
都
に
留

　
　
ま
ろ
う
と
す
れ
ば
、
夫
婦
の
間
に
悶
着
が
生
ず
る
こ
と
を
意
味
し
、
1
0
番

　
　
歌
で
「
も
み
ち
ば
を
さ
そ
ふ
嵐
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
彼
女

　
　
を
強
引
に
同
行
し
よ
う
と
す
る
彼
女
の
夫
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
南
波
浩
『
紫
式
部
集
全
評
釈
』
（
昭
五
八
・
笠
間
書
院
）
。
以
下
『
全
評
釈
』

と
称
す
る
。

　
　
…
こ
の
女
性
の
「
思
ひ
人
」
が
官
名
を
受
け
て
地
方
へ
赴
任
す
る
こ
と
に

　
　
な
っ
た
た
め
、
そ
の
男
と
と
も
に
地
方
へ
行
こ
う
か
行
く
ま
い
か
と
、
思

　
　
い
悩
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
女
性
が
ま

だ
正
妻
と
い
っ
た
間
柄
で
は
な
い
た
め
、
同
行
し
な
け
れ
ば
二
人
の
愛
が

こ
の
ま
ま
途
絶
え
て
し
ま
い
は
す
ま
い
か
、
と
い
う
不
安
と
、
都
育
ち
の

身
で
、
見
知
ら
ぬ
遠
い
他
国
へ
行
く
こ
と
の
不
安
と
に
、
思
い
悩
ん
で
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
五
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伊
藤
博
〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉
『
紫
式
部
日
記
（
紫
式
部
集
ご
（
平
元
・

岩
波
書
店
）
。
以
下
『
新
大
系
』
と
称
す
る
。

　
　
お
そ
ら
く
夫
が
遠
国
の
国
守
に
任
じ
ら
れ
、
と
も
に
下
ろ
う
か
下
る
ま
い

　
　
か
迷
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
見
る
よ
う
に
、
列
挙
し
た
七
書
は
「
夫
の
地
方
赴
任
に
同
行
す
べ
き

か
否
か
を
思
い
迷
う
女
友
達
」
と
い
う
共
通
理
解
で
、
見
事
な
ほ
ど
一
直
線
に

並
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
解
釈
に
立
っ
た
場
合
、
そ
の
他
の
歌
句

の
解
釈
に
際
し
て
不
都
合
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
こ
れ
ら

の
注
釈
書
等
が
論
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
少
な
く
と
も

二
つ
の
疑
問
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　
八
番
歌
の
「
も
み
ち
葉
に
か
よ
へ
る
袖
の
色
」
に
つ
い
て
、
『
新
書
』
は
次

の
よ
う
に
言
う
。

　
　
山
里
は
人
里
よ
り
露
が
深
く
置
く
も
の
だ
が
、
当
時
は
「
露
」
と
い
う
と
、

　
　
「
涙
」
を
連
想
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
露
深
い
山
里
に
籠
っ
て
、

　
　
涙
に
く
れ
て
い
る
姿
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
深
紅
の
紅
葉
を
贈
っ

　
　
て
、
私
の
袖
は
こ
れ
と
そ
っ
く
り
の
色
な
の
で
す
よ
、
血
に
染
ま
っ
て
い

　
　
る
私
の
袖
を
お
見
せ
し
た
い
と
言
っ
て
き
た
。
中
国
の
詩
に
ご
く
普
通
に

　
　
出
て
く
る
「
血
涙
」
、
「
紅
涙
」
を
翻
訳
し
て
、
「
く
れ
な
ゐ
の
な
み
だ
」
、

　
　
「
く
れ
な
ゐ
の
そ
で
」
を
歌
に
詠
む
こ
と
も
、
古
今
集
以
来
定
型
化
し
つ

　
　
つ
あ
っ
た
が
、
女
性
の
表
現
と
し
て
は
や
は
り
な
か
な
か
激
し
い
も
の
で

　
　
あ
る
。

　
『
紫
式
部
集
』
に
は
こ
の
歌
と
は
別
に
「
血
涙
」
を
詠
み
込
ん
だ
用
例
が
あ

一
六

る
の
で
、
参
考
ま
で
見
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
後
に
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る

と
思
わ
れ
る
男
と
の
一
連
の
贈
答
群
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
。

　
　
　
　
文
の
上
に
、
朱
と
い
ふ
物
を
つ
ぶ
つ
ぶ
と
そ
そ
き
て
、

　
　
　
　
「
涙
の
色
を
」
と
書
き
た
る
人
の
返
り
事

三
一
紅
の
涙
ぞ
い
と
ど
う
と
ま
る
る
移
る
心
の
色
に
見
ゆ
れ
ば

　
　
　
　
も
と
よ
り
人
の
娘
を
得
た
る
人
な
り
け
り

　
「
紅
の
涙
」
と
詠
ん
だ
の
は
式
部
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
文
に
朱
を
注
い
で
「
血

涙
」
に
見
せ
か
け
よ
う
と
し
た
男
の
行
為
に
促
さ
れ
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
女

が
自
ら
流
す
涙
を
血
の
色
に
見
立
て
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
八
番
歌
の
表
現

は
『
新
書
』
の
言
う
よ
う
に
、
「
女
性
の
表
現
と
し
て
は
や
は
り
な
か
な
か
激

し
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
感
を
否
み
得
な
い
。

　
　
も
う
ひ
と
つ
。
い
や
、
並
列
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
こ
の
疑
問
こ
そ

が
本
質
的
で
あ
る
。
式
部
の
返
歌
で
あ
る
九
番
歌
の
解
釈
の
問
題
で
あ
る
。

　
八
番
歌
の
贈
り
主
は
、
紅
葉
に
か
よ
う
「
紅
」
色
の
涙
に
染
め
ら
れ
た
我
が

袖
を
見
せ
た
い
と
い
う
。
そ
れ
は
詞
書
に
あ
る
「
は
る
か
な
る
所
に
行
き
や
せ

む
行
か
ず
や
」
と
思
い
煩
う
が
た
め
で
あ
っ
た
。
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
、
し
か

し
そ
の
い
ず
れ
の
道
を
も
選
び
切
れ
な
い
懊
悩
の
果
て
の
苦
吟
と
し
て
理
解
さ

れ
る
内
容
で
あ
る
。
そ
の
魂
の
奥
底
か
ら
と
見
え
る
訴
え
に
対
す
る
式
部
の
返

歌
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。

　
贈
歌
の
「
お
く
山
里
の
も
み
ち
葉
」
を
「
遠
山
里
の
も
み
ち
葉
」
と
型
通
り

承
け
つ
つ
、
新
た
に
「
あ
ら
し
吹
く
」
状
況
を
加
え
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
些
か
も

都
に
留
ま
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
よ
と
、
結
ぶ
。
こ
の
辺
り
の
解
釈



も
ま
た
諸
注
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

　
・
そ
う
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
も
、
と
て
も
あ
な
た
が
都
に
留
ま
る
こ
と
は
む
つ

　
　
か
し
い
こ
と
で
す
よ
、
や
は
り
ご
一
緒
に
。
（
『
評
釈
』
）

　
・
「
遠
山
里
」
は
友
だ
ち
の
い
る
山
里
を
指
し
、
激
し
い
風
が
吹
き
す
さ
ぶ

　
　
山
里
の
紅
葉
は
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
で
も
止
っ
て
い
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い

　
　
で
し
ょ
う
よ
、
風
の
ま
に
ま
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
よ
、

　
　
あ
な
た
は
行
か
ず
に
留
っ
て
い
る
な
ん
て
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
、
と
い

　
　
う
こ
と
に
な
る
。
（
「
新
書
』
）

　
・
嵐
の
吹
く
遠
い
山
里
の
も
み
じ
の
葉
は
、
少
し
の
間
で
も
木
に
止
っ
て
い

　
　
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に
あ
な
た
を
連
れ
て
行
こ

　
　
う
と
す
る
力
が
強
く
て
は
、
都
に
留
ま
る
こ
と
は
困
難
で
し
ょ
う
。
（
『
集

　
　
成
』
）

　
・
《
嵐
吹
く
…
》
と
半
ば
ひ
や
か
し
て
、
　
“
そ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て

　
　
い
て
も
、
結
局
、
御
主
人
と
ご
い
っ
し
ょ
に
、
お
行
き
に
な
る
の
で
し
ょ

　
　
う
”
と
や
り
返
し
た
・
：
（
『
解
釈
』
）

　
・
嵐
の
吹
く
遠
い
山
里
の
も
み
じ
葉
に
、
露
が
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
何

　
　
と
も
む
つ
か
し
い
も
の
で
す
よ
。
そ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
が
わ
ず
か
で
も

　
　
都
に
残
ろ
う
と
な
さ
っ
て
も
、
御
身
の
周
り
に
嵐
が
捲
き
起
こ
っ
て
、
留

　
　
ま
る
こ
と
は
と
て
も
む
つ
か
し
い
で
し
ょ
う
。
（
『
國
文
學
』
）

　
・
嵐
が
吹
け
ば
、
す
ぐ
吹
き
散
ら
さ
れ
て
し
ま
う
遠
山
里
の
も
み
ち
葉
と
同

　
　
様
に
、
官
命
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
も
遠
い
地
方
へ
下
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら

　
　
な
い
受
領
階
級
の
家
族
の
一
員
で
あ
る
私
た
ち
に
は
、
そ
ん
な
場
合
、
都

　
　
　
「
紫
式
部
集
』
注
釈
史
の
忘
れ
も
の
（
久
保
　
朝
孝
）

　
　
に
留
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
む
ず
か
し
い
こ
と
な
の
で
す
わ

　
　
ね
え
。
（
『
全
評
釈
』
）

　
・
嵐
が
吹
く
遠
い
山
里
の
も
み
じ
葉
は
、
ほ
ん
の
僅
か
な
間
も
木
に
と
ど
ま

　
　
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
よ
う
に
、
あ
な
た
を
連
れ
去
ろ
う
と
す
る
激
し
い

　
　
力
の
も
と
で
は
、
都
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
困
難
だ
と
思
い
ま
す
わ
。
（
『
新

　
　
大
系
』
）

　
し
か
し
、
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
夫
の
地
方
赴
任
に
同
行
す
べ
き
か
否
か
を
思
い
迷
う
女
友
達
」
の
、
苦
悩

の
底
か
ら
の
訴
え
に
対
し
て
、
思
い
迷
う
こ
と
自
体
の
無
意
味
を
あ
か
ら
さ
ま

に
し
、
結
局
は
運
命
に
従
う
ほ
か
は
な
い
と
で
も
言
う
べ
き
こ
の
返
歌
か
ら
伺

え
る
式
部
の
態
度
は
、
あ
ま
り
に
も
友
人
に
対
し
て
冷
淡
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
す
で
に
『
評
釈
』
は
、
「
紫
式
部
の
返
歌
は
冷
静
で
」
あ
る
と
言
い
、
ま

た
『
新
書
』
は
、
「
は
な
は
だ
客
観
的
な
、
成
り
行
き
を
冷
静
に
見
通
し
た
歌

で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
自
然
な
理
解
又
は
感
性
の
所
産

で
あ
っ
て
、
私
も
ま
た
そ
う
感
じ
る
た
め
に
違
和
感
を
拭
い
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
夙
に
今
井
源
衛
に
言
及
が
あ
る
。
今
井
は
こ
の
贈
答

を
父
為
時
の
赴
任
に
伴
う
式
部
の
越
前
下
向
時
前
後
の
も
の
と
考
え
て
お
り
、

そ
う
す
る
と
今
井
の
出
生
年
説
（
九
七
〇
年
）
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
式
部
二
七
歳

の
折
の
詠
歌
と
な
り
、
ま
た
女
友
達
を
子
持
ち
の
年
長
者
と
す
る
な
ど
、
現
在

の
伝
記
研
究
及
び
注
釈
上
の
共
通
理
解
と
は
懸
隔
が
あ
り
、
問
題
を
抱
え
て
い

る
と
は
い
う
も
の
の
、
女
友
達
へ
の
返
歌
と
し
て
の
不
自
然
さ
を
指
摘
し
た
も

の
と
し
て
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
（
傍
線
部
）
。

一
七
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知
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…
式
部
自
身
も
遠
地
に
赴
く
身
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
向
に
相
手
に

同
情
を
示
さ
な
い
で
、
む
し
ろ
感
傷
を
棄
て
て
冷
静
に
物
事
を
考
え
な
さ

い
と
説
得
す
る
感
が
強
い
。
…
相
手
の
方
が
子
持
ち
の
年
長
で
あ
る
の
に

ひ
ど
く
感
傷
的
・
情
緒
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
式
部
は
一
貫
し
て
、
冷

　
　
淡
と
解
さ
れ
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
ほ
ど
、
悪
く
言
え
ば
そ
っ
け
な
く
情
が

　
　
薄
く
、
よ
く
言
え
ぱ
知
的
で
冷
静
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
女
の
二
十
七
歳
と

　
　
い
う
年
齢
と
そ
れ
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
の
体
験
や
深
い
教
養
に
よ
る
も
の
だ

　
　
と
一
応
言
え
る
だ
ろ
う
。
（
〈
人
物
叢
書
〉
『
紫
式
部
』
昭
四
一
・
新
装
版

　
　
六
〇
・
吉
川
弘
文
館
）

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
不
自
然
を
自
覚
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
注
釈
者
は
い
か

に
し
て
こ
れ
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
は
、
不
自
然
で
は

な
い
と
し
て
そ
の
理
由
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、

不
自
然
を
招
い
た
前
提
に
対
す
る
見
直
し
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
前
者
の
立
場
か
ら
説
く
の
が
、
次
の
二
注
釈
書
で
あ
る
。

　
・
た
し
か
に
別
れ
て
い
く
友
達
ほ
ど
に
、
式
部
は
感
傷
的
で
は
な
い
か
も
し

　
　
れ
な
い
。
し
か
し
彼
女
の
態
度
が
そ
ん
な
に
「
冷
淡
」
「
冷
静
」
と
だ
け

　
　
は
い
え
ま
い
。
7
番
歌
に
も
、
上
述
の
ご
と
き
、
人
間
的
共
鳴
の
底
に
流

　
　
れ
て
い
る
の
を
う
か
が
い
見
ら
れ
る
し
、
9
番
歌
は
、
夫
の
赴
任
に
従
っ

　
　
て
都
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
女
友
達
の
運
命
の
厳
し
さ
を
、
式
部

が
強
く
相
手
に
訴
え
れ
ば
訴
え
る
だ
け
、
そ
れ
は
式
部
に
と
っ
て
も
ま
た

否
応
な
く
淋
し
い
別
離
を
も
た
ら
す
、
そ
ん
な
人
生
の
悲
し
い
仕
組
み
を

如
実
に
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
（
『
國
文
學
』
）

一
八

・
地
方
へ
下
る
こ
と
に
な
っ
た
受
領
層
の
官
人
を
、
夫
ま
た
は
愛
人
と
し
て

持
つ
こ
の
女
友
だ
ち
の
切
実
な
悩
み
の
訴
え
に
対
す
る
、
式
部
の
こ
の
返

歌
は
、
一
見
、
あ
き
ら
め
に
も
似
た
、
冷
た
い
返
歌
、
あ
る
い
は
冷
静
に
、

相
手
に
あ
き
ら
め
る
よ
う
に
説
得
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
と
ら
れ
や
す
い

が
、
し
か
し
、
こ
の
友
に
こ
の
よ
う
な
悩
み
を
ひ
き
起
こ
さ
せ
た
、
夫
ま

た
は
愛
人
へ
の
地
方
赴
任
の
官
命
に
は
、
私
情
を
さ
し
は
さ
み
得
な
い
受

領
層
と
し
て
の
悲
哀
を
、
式
部
自
身
も
他
人
ご
と
と
は
思
え
な
い
、
階
層

　
　
的
連
帯
感
を
も
っ
て
受
け
止
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
露
も
と
ま
ら
む

　
　
こ
と
の
か
た
さ
よ
」
と
い
う
下
句
の
表
現
は
、
冷
静
な
説
得
性
を
示
す
よ

　
　
う
な
も
の
で
は
な
く
、
友
の
苦
境
に
対
す
る
連
帯
的
な
慨
嘆
と
み
ら
れ
る
。

　
　
そ
れ
は
、
自
分
自
身
を
友
と
同
じ
姿
に
お
い
て
み
る
眼
で
あ
り
、
友
の
悩

　
　
み
・
悲
し
み
を
、
自
分
自
身
の
こ
と
と
し
て
見
る
眼
で
あ
る
。
（
『
全
評
釈
』
）

　
傍
線
部
は
、
い
ず
れ
も
私
が
理
解
し
難
い
部
分
で
あ
り
、
作
品
本
文
に
直
接

そ
の
根
拠
を
見
出
し
に
く
い
観
念
論
と
の
印
象
が
強
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
れ
が
「
は
る
か
な
る
所
に
、
行
き
や
せ
む
行
か
ず
や

と
、
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
人
」
を
「
夫
の
地
方
赴
任
に
同
行
す
べ
き
か
否
か
を
思
い

迷
う
女
友
達
」
と
理
解
し
た
場
合
に
お
け
る
、
解
釈
作
業
の
極
北
に
位
置
す
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
今
、
そ
の
是
非
は
問
わ
な
い
。

　
で
は
、
も
う
一
方
で
、
不
自
然
を
招
い
た
前
提
に
対
す
る
見
直
し
を
図
ろ
う

と
す
る
作
業
は
行
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
段
階
で
は
皆
無
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
幸
い
な
こ
と
に
、
こ
の
「
前
提
」
に
対
す
る
疑
義
は
、
注
釈
史
の

最
初
期
に
す
で
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
始
発
部
に
お
け
る
『
評
釈
』



引
用
の
第
一
文
を
あ
ら
た
め
て
思
い
出
し
て
み
た
い
。

　
　
…
同
性
の
間
で
の
贈
答
歌
と
見
る
か
、
異
性
の
間
で
の
恋
の
贈
答
と
見
る

　
　
か
で
解
釈
が
異
な
っ
て
く
る
。
／
私
は
同
性
の
女
友
達
と
の
贈
答
と
見
た
。

　
『
評
釈
』
は
、
ま
た
そ
の
【
評
】
に
お
い
て
、
「
た
．
・
8
の
歌
に
恋
の
匂
が

あ
る
が
…
」
と
刮
目
す
べ
き
指
摘
を
行
い
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
説
く
。

　
　
恋
の
贈
答
と
す
る
と
、
8
は
男
が
、
君
恋
う
涙
で
染
ま
っ
た
袖
を
見
せ
た

　
　
い
意
。
9
は
紫
式
部
が
軽
く
か
わ
し
て
、
嵐
に
吹
か
れ
る
紅
葉
の
よ
う
に
、

　
　
私
に
心
は
と
め
が
た
い
と
瀬
踏
み
す
る
歌
。
1
0
は
他
か
ら
し
き
り
に
誘
わ

　
　
れ
る
け
れ
ど
、
あ
な
た
以
外
に
は
心
を
移
す
こ
と
で
は
な
い
と
一
応
解
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

れ
る
が
、
詞
書
の
、
「
行
き
や
せ
ん
行
か
ず
や
と
思
い
わ
づ
ら
ふ
人
」
を

男
性
と
見
る
点
が
ひ
っ
か
・
る
。
ま
た
、
1
0
の
歌
の
「
も
み
ち
ば
を
さ
そ

　
ふ
あ
ら
し
は
早
け
れ
ど
」
も
、
男
が
自
分
で
言
う
の
は
い
か
．
・
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
『
全
評
釈
』
も
、
こ
の
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。

　
一
体
、
こ
の
贈
歌
の
主
は
、
男
性
な
の
か
女
性
な
の
か
。
も
し
、
男
性
官

人
で
あ
れ
ば
、
官
命
に
よ
る
地
方
赴
任
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
と
え
遠
地
で

も
、
出
世
昇
進
の
段
階
と
し
て
む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
も
あ
っ
た
ろ

う
。
ま
た
、
仮
り
に
そ
の
男
が
式
部
を
思
慕
す
る
人
で
あ
っ
て
、
地
方
赴

任
に
あ
た
っ
て
、
式
部
へ
の
思
慕
の
情
を
、
た
と
え
こ
の
よ
う
な
形
で
表

明
し
て
き
た
と
し
て
も
、
式
部
自
身
は
そ
の
詞
書
に
「
行
き
や
せ
む
行
か

　
ず
や
、
と
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
人
」
な
ど
と
、
も
っ
と
も
ら
し
い
表
現
は
し
な

　
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
贈
歌
の
主
は
、
男
性
と
は
思
わ
れ
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
に
、
男
と
の
贈
答
と
す
る
場
合
の
疑
問
を
二
つ
ず
つ
あ
げ
て
い
る
。

『
紫
式
部
集
』
注
釈
史
の
忘
れ
も
の
（
久
保
　
朝
孝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
『
評
釈
』
の
最
初
の
疑
問
、
「
『
行
き
や
せ
ん
行
か
ず
や
と
思
い
わ
づ
ら
ふ
人
』

を
男
性
と
見
る
点
が
ひ
っ
か
・
る
」
の
は
、
『
全
評
釈
』
の
そ
れ
に
重
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
当
人
が
地
方
官
に
任
命
さ
れ
た
も
の
、
と
い
う
、
す

べ
て
の
注
釈
書
が
陥
っ
て
い
る
暗
黙
の
前
提
を
打
ち
破
っ
て
し
ま
え
ば
、
解
決

は
容
易
で
あ
る
。
今
井
前
掲
書
『
紫
式
部
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え

る
。
九
九
六
年
、
紫
式
部
の
父
藤
原
為
時
は
越
前
の
国
司
と
し
て
下
向
す
る
。

　
　
秋
も
末
に
な
っ
て
、
為
時
は
式
部
を
伴
っ
て
赴
任
の
途
に
つ
い
た
。
惟
規

　
　
は
二
十
五
歳
（
久
保
注
‥
新
大
系
等
に
示
さ
れ
る
通
説
で
は
、
こ
の
年
紫

　
　
式
部
二
十
四
歳
、
惟
規
二
十
三
歳
）
、
ま
だ
文
章
生
と
し
て
、
半
ば
修
業

　
　
中
の
身
で
あ
り
、
京
に
留
ま
っ
た
ら
し
い
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
（
越
前
）
国
司
（
藤
原
為
時
）
が
そ
の
男
子
（
惟
規
）
を

任
地
に
伴
う
こ
と
が
あ
り
得
た
、
と
読
み
得
る
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
も
っ
と
直

接
的
な
材
料
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
天
喜
五
年
（
一
〇
五
七
）
七
月
三

〇
日
、
橘
俊
通
は
信
濃
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
八
月
二
七
日
に
任
国
へ
向
け
て
出
発

す
る
。
そ
の
旅
立
ち
の
様
子
が
、
そ
の
妻
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
二
十
七
日
に
下
る
に
、
を
と
こ
な
る
は
添
ひ
て
下
る
。
紅
の
打
ち
た
る
に
、

　
　
萩
の
襖
、
紫
苑
の
織
物
の
指
貫
着
て
、
太
刀
は
き
て
、
し
り
に
立
ち
て
歩

　
　
み
出
つ
る
を
、
そ
れ
も
織
物
の
青
鈍
色
の
指
貫
、
狩
衣
着
て
、
廊
の
ほ
ど

　
　
に
て
馬
に
乗
り
ぬ
。
（
〈
新
潮
日
本
古
典
集
成
〉
『
更
級
日
記
』
に
よ
る
）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
橘
俊
通
・
菅
原
孝
標
女
夫
婦
の
長
男
仲
俊
は
、
父
の
任
地

に
同
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
に
仲
俊
は
十
六
、
七
歳
。
男
性
当
人
が
「
は

る
か
な
る
所
に
、
行
き
や
せ
む
行
か
ず
や
と
、
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
」
こ
と
は
、
こ

一
九
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の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
『
評
釈
』
の
も
う
ひ
と
つ
の
疑
問
は
、
「
1
0
の
歌
の
『
も
み
ち
ば
を
さ
そ
ふ

あ
ら
し
は
早
け
れ
ど
』
も
、
男
が
自
分
で
言
う
の
は
い
か
．
・
で
あ
ろ
う
」
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
『
評
釈
』
が
可
能
性
と
し
て
の
男
女
の
恋
の
贈

答
に
つ
い
て
考
察
す
る
時
に
、
八
番
歌
の
詞
書
「
は
る
か
な
る
所
に
…
」
を
失

念
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
と
も
見
ら
れ
、
ま
た
男
を
地

方
赴
任
者
の
息
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
同
時
に
解
決
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
格
別
顧
慮
す
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
『
全
評
釈
』
が
「
式
部
自
身
は
そ
の
詞
書
に
『
行
き
や
せ
む

行
か
ず
や
、
と
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
人
』
な
ど
と
、
も
っ
と
も
ら
し
い
表
現
は
し
な

い
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
当
然
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
そ
の
男
か
ら
の
手
紙
に
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
こ
と
が
お
そ
ら
く
綿
々
と
記

さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
要
約
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
詞
書
は
、

家
集
の
読
者
を
想
定
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

　
以
上
、
八
、
十
番
歌
の
詠
者
が
（
当
然
恋
の
対
象
と
し
て
の
）
男
‖
懸
想
人

で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
前
後
の
歌
の
配
列
か
ら
み
る
な
ら
ば
、

贈
答
が
交
わ
さ
れ
た
の
は
式
部
成
人
前
後
の
時
期
と
な
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
私
は
、
「
こ
れ
は
当
人
が
地
方
官
に
任
命
さ
れ
た
も
の
、
と
い
う
、

す
べ
て
の
注
釈
書
が
陥
っ
て
い
る
暗
黙
の
前
提
を
打
ち
破
っ
て
し
ま
え
ぱ
、
解

決
は
容
易
で
あ
る
」
と
前
に
述
べ
た
。
そ
の
立
場
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
諸
注
釈

批
判
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
す
べ
て
の
注
釈
書
が
陥
っ
て
い
る
暗
黙
の
前

提
」
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
男
女
の
贈
答
と
す
る

二
〇

可
能
性
は
決
し
て
閉
ざ
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
「
竹
河
」

巻
、
玉
翼
が
髪
黒
と
の
遺
児
「
大
君
」
を
冷
泉
院
妃
と
し
て
参
院
さ
せ
た
後
、

そ
の
妹
「
中
の
君
」
を
今
上
帝
の
後
宮
に
尚
侍
と
し
て
送
り
込
む
場
面
を
見
て

み
た
い
。
「
大
君
」
に
懸
想
し
て
い
た
蔵
人
の
少
将
に
は
、
姉
に
代
え
て
妹
の

「
中
の
君
」
を
と
の
ほ
の
め
か
し
を
反
故
に
し
た
玉
貿
が
、
少
将
の
父
夕
霧
右

大
臣
に
弁
解
す
る
場
面
で
あ
る
。

　
　
「
内
裏
よ
り
か
か
る
仰
せ
言
の
あ
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
に
あ
な
が
ち
な
る
ま

　
　
じ
ら
ひ
の
好
み
と
、
世
の
聞
き
耳
も
い
か
が
と
思
ひ
た
ま
へ
て
な
ん
わ
づ

　
　
ら
ひ
ぬ
る
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
「
内
裏
の
御
気
色
は
、
思
し
処
口
む
る

　
　
も
、
こ
と
わ
り
に
な
ん
う
け
た
ま
は
る
。
公
事
に
つ
け
て
も
、
宮
仕
し
た

　
　
ま
は
ぬ
は
、
さ
る
ま
じ
き
わ
ざ
に
な
ん
。
は
や
思
し
た
つ
べ
き
に
な
ん
」

　
　
と
申
し
た
ま
へ
り
。
（
本
文
は
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉
に
よ
る
）

　
玉
翼
は
（
帝
か
ら
姫
君
入
内
の
意
向
を
か
ね
て
よ
り
再
三
伝
え
ら
れ
て
い
た

が
）
、
今
回
の
実
質
的
後
宮
入
り
は
勅
命
に
よ
る
と
す
る
。
姉
妹
が
院
・
帝
の

も
と
に
相
次
い
で
嫁
す
る
こ
と
を
、
分
に
過
ぎ
た
縁
組
だ
と
し
て
世
間
が
厳
し

い
評
価
を
下
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
危
惧
す
る
た
め
に
、
彼
女
は
思
案
に
迷

い
苦
悩
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
勅
命
を
盾
に
取
ら
れ
て
は
、
夕
霧
に
抗
弁
非

難
の
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
夕
霧
の
態
度
が
問
題
な
の
で
は
な

い
。
玉
髪
が
自
ら
「
わ
づ
ら
ひ
ぬ
る
」
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
を
見
過
ご
し
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
夕
霧
が
黙
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
「
論
言
汗

の
ご
と
し
」
、
抗
う
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
の
が
勅
命
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

物
語
は
こ
の
場
面
の
直
前
に
「
そ
の
こ
と
（
玉
翼
の
願
い
で
あ
る
「
中
の
君
」



の
尚
侍
と
し
て
の
出
仕
）
か
な
ひ
た
ま
ひ
ぬ
」
と
語
っ
て
、
「
中
の
君
」
の
実

質
的
後
宮
入
り
が
す
で
に
決
定
済
み
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
玉
翼
は
何
を
苦
悩
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
勅
命
へ
の
諾
否
に
揺
れ
る

と
す
る
彼
女
の
苦
悩
は
、
実
は
夕
霧
の
許
諾
を
得
る
た
め
の
擬
態
以
外
の
何
物

で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
官
命
（
勅
命
）
を
受
け
な
が
ら
、
「
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
」
と
訴
え
る
例
が
あ
り

得
る
こ
と
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
そ
も
そ
も
「
血
（
紅
）
涙
」
と
は

い
か
な
る
時
に
流
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

　
　
漢
皇
重
色
思
傾
国

宛
転
蛾
眉
馬
前
死

花
鋼
委
地
無
人
収

翠
翅
金
雀
玉
掻
頭

君
王
掩
面
救
不
得

察
知
し
、
そ
の
間
隙
に
鋭
く
切
り
込
ん
で
い
く
激
し
さ
を
、
こ
の
返
歌
は
確
か

に
含
ん
で
い
る
。
こ
の
勢
い
に
押
さ
れ
る
形
で
、
「
こ
の
下
な
ら
で
行
く
心
か

は
」
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
問
題
と
し
て
地
方
へ
下
向
し
た
が

ど
う
か
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
逡
巡
に
対
す
る
厳
し
い
追
及
、
そ
し
て
追
及

に
対
す
る
弁
明
又
は
決
意
の
確
認
と
い
う
、
九
番
歌
を
中
に
置
い
た
こ
の
息
詰

ま
る
（
典
型
的
な
）
恋
の
贈
答
の
呼
吸
又
は
攻
防
へ
の
愛
惜
こ
そ
が
、
編
者
紫

式
部
が
こ
の
三
首
を
こ
の
位
置
に
お
い
た
理
由
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
な
お
、
第
十
番
歌
の
「
こ
の
下
」
は
「
此
の
下
」
で
、
お
お
か
た
の
注
釈
に

言
う
と
お
り
「
式
部
の
い
る
都
」
の
意
と
取
っ
て
よ
い
と
思
う
が
、
さ
ら
に
後

考
を
侯
つ
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
第
八
番
歌
の
贈
り
主
が
「
山
里
」
に
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
私
は
明
解
を
持
た
な
い
。
こ
れ
も
後
考
を
侯
ち
た
い
。

回
看
血
涙
相
和
流

黄
埃
散
漫
風
繭
索

　
　
　
　
　
（
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉
『
源
氏
物
語
』
①
付
録
に
よ
る
）

　
右
の
『
長
恨
歌
』
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
回
復
不
能
の
絶
望
的
悲
嘆
の
極
み

の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
逡
巡
」
に
「
血

涙
」
は
似
合
わ
な
い
。
贈
歌
の
詞
書
に
言
う
「
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
」
心
的
擬
態
と
、

詠
歌
そ
の
も
の
が
暗
示
す
る
不
可
逆
的
選
択
不
能
の
現
実
と
の
落
差
を
素
早
く

　
　
　
『
紫
式
部
集
』
注
釈
史
の
忘
れ
も
の
（
久
保
　
朝
孝
）

二
一


