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詞林　第66号　2019年10月

は
じ
め
に

　

近
ご
ろ
発
表
さ
れ
る
『
狭
衣
物
語
』
の
論
考
の
な
か
で
錯
綜
す
る
本

文
へ
分
け
入
る
も
の
は
わ
ず
か
で
あ
る）

（
（

。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
ど

の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
稿
者
に
は
分
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
特
定

の
研
究
者
が
『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
を
考
察
し
、
そ
の
結
果
を
蓄
積
し

て
い
く
在
り
方
に
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
―
―
そ
れ
こ
そ
三

谷
榮
一
系
統
論）

（
（

が
大
き
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
支
持
さ
れ
続

け
、
そ
の
結
果
、
結
論
ば
か
り
が
一
人
歩
き
し
た
か
つ
て
の
有
り
様
を

再
現
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
各
人
が
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
。

　

そ
こ
で
今
回
稿
者
は
『
狭
衣
物
語
』
の
異
文
の
中
か
ら
引
歌
表
現
の

本
文
異
同
に
着
目
し
、
本
文
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
前
に
ま

ず
異
文
の
生
成
要
因
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
本
文
異
同
の
発
生
に

は
大
き
く
二
つ
の
パ
タ
ン
が
あ
る
。
一
つ
目
は
読
者
で
あ
り
作
者
で
も

あ
っ
た
享
受
者
の
解
釈
行
為
と
書
写
活
動
に
起
因
す
る
も
の
、
二
つ
目

は
誤
脱
衍
に
因
る
機
械
的
な
損
傷
に
因
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ

と
は
別
に
「
改
変
」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
本
文
異
同
が
説
明
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
。
こ
の
「
改
変
」
は
上
述
二
パ
タ
ン
の
中
で
も
前
者
を
想

定
し
て
用
い
ら
れ
る
用
語
だ
と
思
し
い
が
、
考
察
対
象
で
あ
る
異
文
を

「
改
変
」
と
い
う
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
説
明
可
能
か
否
か
、
一
度
立
ち
止

ま
っ
て
考
え
た
こ
と
の
あ
る
研
究
者
は
そ
う
多
く
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
以
下
に
掲
げ
る
本
文
を
例
と
し
て
『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
異
同

を
検
討
す
る
さ
い
、
基
本
と
な
る
考
え
方
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

①　

深
川
本
・
巻
二
・
一
四
丁
裏
～
一
五
丁
表

　
　

い
み
じ
き
御
心
ま
ど
ひ
に
も
、
こ
の
人
と
や
き
ゝ
し
ら
せ
給
け
ん
。

い
と
ゞ
は
づ
か
し
う
　

い
み
じ
き
　

に
、
も
の
も
お
ぼ
え
給
は
ず
、

た
ゞ
ひ
き
か
づ
き
て
な
き
給
御
け
は
ひ
な
ど
…

②　

高
野
本
・
巻
二
・
一
一
丁
裏

　
　

い
み
じ
き
御
心
ま
ど
ひ
の
な
か
に
も
き
ゝ
し
ら
せ
給
ら
ん
。
い

と
ゞ
は
づ
か
し
く
　

わ
び
し
き
　

に
、
も
の
お
ぼ
え
さ
せ
給
は
ず
、

『
狭
衣
物
語
』
本
文
の
点
描
⑴

―
引
歌
表
現
の
本
文
異
同
雑
考
―

小
林�　

理
正

https://doi.org/10.18910/73436
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『狭衣物語』本文の点描⑴（小林）

た
ゞ
ひ
き
か
づ
き
て
な
き
給
へ
る
…

　

①
深
川
本
で
は
「
い
み
じ
き
」
と
あ
る
が
②
高
野
本
で
は
「
わ
び
し

き
（
王
比
之
幾
）」
と
あ
る
。「
わ
び
し
き
」
と
あ
る
伝
本
は
他
に
宮
内

庁
三
冊
本
・
松
井
本
・
松
浦
本
・
九
条
家
旧
蔵
本
・
平
瀬
本
・
慈
鎮
本

な
ど
が
あ
る
。
元
和
九
年
本
は
挙
例
部
が
②
と
ほ
ぼ
同
様
だ
が
、
囲
み

表
示
部
は
「
い
み
じ
き
」
と
な
っ
て
い
る
。
①
②
の
よ
う
に
意
味
上
異

な
る
二
種
の
本
文
が
存
在
す
る
と
き
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
表
現
を
「
改

変
」
本
文
と
み
る
向
き
が
あ
る
。
挙
例
の
場
合
は
主
に
二
段
階
の
変
容

過
程
が
考
え
ら
れ
る
。
⑴
「
い
み
じ
き
」
の
字
母
が
「
以0

見
之
幾
」
と

あ
る
と
き
、
こ
れ
を
「
わ
み
じ
き
（
和0

見
之
幾
）」
と
誤
写
す
る
。
⑵

損
傷
本
文
「
わ
み
じ
き
」
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
か
ら
当
該
本
文
を
有

す
る
伝
本
を
用
い
て
書
写
本
作
成
に
及
ぶ
さ
い
、
書
写
者
が
「
わ
び0

し

き
（
和
比0

之
幾
）」
と
解
釈
可
能
本
文
へ
校
訂
す
る
。「
改
変
」
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
段
階
は
⑵
の
み
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
考
証
過
程
を
経
な

け
れ
ば
異
文
の
在
り
方
を
「
改
変
」
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
「
異
本
」、
あ
る
い
は
第
二
系
統
本
と
位
置

づ
け
ら
れ
る
伝
本
の
本
文
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
概
に
「
改
変
」
と
い
う

用
語
で
本
文
異
同
を
簡
単
に
説
明
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

―
―
『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
研
究
は
難
し
い
。
け
れ
ど
も
、
同
作
の

本
文
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
異
文
へ
の
理
解
が
深
ま
る
は
ず
の
な
い
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
ま
稿
者
が
問
題
意
識
を
持
つ
表
現

を
取
り
あ
げ
、『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
と
向
き
合
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
検
討
対
象
と
し
て
掲
げ
る
事
例
は
恣
意
的
な
も
の
と
な
る
た

め
に
本
稿
自
体
、
そ
の
客
観
性
を
担
保
し
う
る
か
ど
う
か
不
安
を
残
す

け
れ
ど
、
本
稿
を
捨
て
石
と
す
る
こ
と
で
本
文
の
研
究
が
よ
り
活
発
と

な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
次
第
で
『
狭
衣
物
語
』
の
引
用
表
現
、
そ
の
中
で
も

特
に
引
歌
表
現
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
本
文
異
同
に
つ
い
て
検
討
し
た
い）

（
（

。

一
、『
狭
衣
物
語
』
の
引
用
表
現
概
観

　
『
狭
衣
物
語
』
の
引
用
表
現
に
は
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
こ
と

は
知
ら
れ
て
い
る
。
と
き
に
〈
衒
学
〉
的
と
さ
え
評
さ
れ
る）

（
（

引
用
表
現

の
諸
相
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を
巻
一
・
起
筆
部
を
例
と
し
、
確
認
し

て
お
き
た
い
。
な
お
掲
げ
る
引
用
本
文
は
仮
名
に
漢
字
を
あ
て
た
り
、

記
号
を
付
し
た
り
す
る
な
ど
の
処
置
を
施
し
て
い
る
。

○　

深
川
本
・
巻
一
・
一
丁
表
～
裏

　
　

①
少
年
の
春
惜
し
め
ど
も
留
ら
ぬ
も
の
な
り
け
れ
ば
、
三
月
も
半

ば
過
ぎ
ぬ
。
御
前
の
木
立
、
何
と
な
く
青
み
わ
た
れ
る
中
に
、
中

島
の
藤
は
、
②
松
に
と
の
み
思
ひ
顔
に
咲
き
か
か
り
て
、
山
ほ
と

と
ぎ
す
待
ち
顔
な
り
。
池
の
汀
の
八
重
山
吹
は
、
井
手
の
わ
た
り

に
や
と
見
え
た
り
。
③
光
源
氏
、
身
も
投
げ
つ
べ
し
、
　

と
　

の
た

ま
ひ
け
ん
も
、
か
く
や
な
ど
、
独
り
見
た
ま
ふ
も
飽
か
ね
ば
、
侍

童
の
小
さ
き
し
て
、
一
房
づ
つ
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
源
氏
の
宮
の

御
方
へ
持
て
参
り
た
ま
へ
れ
ば
、
御
前
に
中
納
言
、
少
、
中
将
な

ど
い
ふ
人
々
、
絵
か
き
色
ど
り
な
ど
せ
さ
せ
て
、
宮
は
御
手
な
ら

ひ
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
添
ひ
臥
し
て
ぞ
お
は
し
け
る
。
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①
は
「
背
燭
共
憐
深
夜
月　

踏
花
同
惜
少
年
春
」（『
和
漢
朗
詠
集
』・

春
夜
・
白
居
易
・
二
七）

（
（

）
を
典
拠
と
す
る
表
現
で
あ
り
、
引
詩
の
事
例

と
い
え
る
。
当
該
詩
引
用
に
よ
る
表
現
効
果
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

諸
賢
に
よ
り
縷
々
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
本
稿
で
は
割

愛
す
る
。
②
は
「
夏
に
こ
そ
さ
き
か
か
り
け
れ
ふ
ぢ
の
花
松
に
と
の
み

も
思
ひ
け
る
か
な
」（『
拾
遺
集
』・
巻
三
・
夏
・
八
三
・
源
重
之
）
を

引
く
と
さ
れ
る
。
如
上
の
理
解
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小

学
館
）
や
『
狭
衣
物
語
全
註
釈
Ⅰ
』（
お
う
ふ
う
）、
各
種
注
釈
書
が
指

摘
す
る
け
れ
ど
、
藤
が
松
に
掛
か
る
と
い
う
構
図
は
韻
散
文
問
わ
ず
珍

し
い
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
な
和
歌
的
表
現
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
か
ら
、
深
川
本
本
文
②
を
引
歌
表
現
と
し
い
て
断
定
し
な
く
と
も
よ

い
だ
ろ
う）

（
（

。
と
い
っ
て
も
、
内
閣
文
庫
本
の
よ
う
に
「
松
に
と
の
み
も

思
は
ず
咲
き
か
か
り
て
」
と
あ
る
場
合
は
和
歌
的
表
現
と
い
う
よ
り
も

む
し
ろ
引
歌
表
現
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
―
―
こ
の
よ
う
に
和
歌
的

表
現
と
引
用
表
現
と
の
差
異
は
“
数
字
程
度
の
異
同
”
が
も
た
ら
す
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
区
別
は
容
易
で
な
い
。

　

ま
た
③
「
光
源
氏
、
身
も
投
げ
つ
べ
し
」
は
『
源
氏
物
語
』
胡
蝶
巻

の
玉
鬘
に
恋
慕
す
る
蛍
兵
部
卿
宮
へ
源
氏
が
寄
越
し
た
歌
「
淵
に
身
を

投
げ
つ
べ
し
や
と
こ
の
春
は
花
の
あ
た
り
を
立
ち
去
ら
で
見
よ
」、
あ

る
い
は
若
菜
上
巻
の
朧
月
夜
へ
の
源
氏
の
贈
歌
「
沈
み
し
も
忘
れ
ぬ
も

の
を
こ
り
ず
ま
に
身
も
投
げ
つ
べ
き
宿
の
藤
波
」
を
承
け
る
と
さ
れ
る）

（
（

。

『
校
本
狭
衣
物
語
巻
一
』（
桜
楓
社
）
な
ど
を
確
認
す
る）

（
（

と
、
諸
本
「
身

も0

な
げ
つ
べ
し
」
と
あ
る
か
ら
、
表
現
上
若
菜
上
巻
の
引
用
と
み
た
方

が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
③
の
事
例
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
引

用
の
「
と
」
に
よ
っ
て
引
用
句
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
本
文
も
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

加
え
て
、『
狭
衣
物
語
』
の
起
筆
部
は

○　
『
源
氏
物
語
』
胡
蝶
巻
・『
新
全
集
③
』・
一
六
五
頁

　
　

三
月
の
二
十
日
あ
ま
り
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
春
の
御
前
の
あ
り
さ
ま
、

常
よ
り
こ
と
に
尽
く
し
て
に
ほ
ふ
花
の
色
、
鳥
の
声
、
他
の
里
に

は
、
ま
だ
古
り
ぬ
に
や
と
め
づ
ら
し
う
見
え
聞
こ
ゆ
。
山
の
木
立
、

中
島
の
わ
た
り
、
色
ま
さ
る
苔
の
け
し
き
な
ど
、
若
き
人
々
の
は

つ
か
に
心
も
と
な
く
思
ふ
べ
か
め
る
に
、
…
…

を
敷0

く
と
理
解
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
こ
れ
を
引
用
表
現
と
い
っ
て
よ
い
か
は

判
断
が
難
し
い
が
、『
狭
衣
物
語
』
に
は
先
行
作
品
を
承
け
る
表
現
も

み
え
る
。

　

上
述
の
在
り
方
に
加
え
、①
②
③
の
事
例
か
ら
み
え
て
く
る
の
は『
狭

衣
物
語
』
に
お
け
る
引
用
表
現
の
多
様
さ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
検
討
対

象
と
す
る
『
狭
衣
物
語
』
本
文
が
引
用
表
現
と
思
わ
れ
る
と
き
、
そ
の

レ
ベ
ル
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
当
該

本
文
が
和
歌
的
表
現
に
過
ぎ
ず
、
引
用
表
現
と
理
解
し
て
問
題
な
い
か

を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
流
布
本
系
本
文
に
引
歌
が
認

め
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
他
系
本
文
が
流
布
本
系

本
文
と
同
様
の
解
釈
で
よ
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
。

　

な
お
基
準
本
文
を
設
定
の
う
え
、
流
布
本
系
本
文
、
異
本
系
本
文
、

深
川
本
系
本
文
、
混
態
本
文
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
引
用
表
現
の
レ
ベ
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ル
を
精
査
し
『
狭
衣
物
語
』
の0

文
体
に
つ
い
て
の
再
検
討
が
本
文
研
究

を
行
う
う
え
で
も
必
要
だ
ろ
う
と
私
は
思
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿

を
期
し
た
い
。

二
、
引
歌
表
現
の
本
文
異
同
⑴
―
同
系
本
文
間
の
異
同

　

や
や
冗
長
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、『
狭
衣
物
語
』
の
引
用
表
現
の

種
々
相
に
つ
い
て
あ
る
程
度
確
認
で
き
た
か
と
思
う
。
本
節
で
は
同
系

と
さ
れ
る
本
文
間
に
み
え
る
異
同
を
取
り
あ
げ
、
異
文
の
生
成
過
程
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
用
い
る
の
は
深
川
本
と
内
閣
文
庫
本
で
あ
る
。

深
川
本
は
鎌
倉
初
期
写
と
目
さ
れ
る
『
狭
衣
物
語
』
諸
本
の
な
か
で
最

古
の
写
本
で
あ
り
、
内
閣
文
庫
本
は
深
川
本
系
本
文
を
多
量
に
備
え
る

近
世
期
書
写
本
で
あ
る
。
な
お
三
谷
系
統
論
、
中
田
剛
直
諸
本
論
に
て

上
述
伝
本
は
深
川
本
・
内
閣
文
庫
本
・
平
出
本
の
三
本
と
で
一
群
を
形

成
す
る
伝
本
と
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
問
題
の
本
文
を
掲
げ
る
。

①　

深
川
本
・
巻
一
・
二
九
丁
裏
～
三
〇
丁
表

　
　
　
　

紫
の
み
の
し
ろ
衣
そ
れ
な
ら
ば
乙
女
の
袖
に
ま
さ
り
こ
そ
せ

め

　
　

と
申
さ
れ
ぬ
る
も
、
何
と
か
は
聞
き
分
か
せ
た
ま
は
ん
。
い
づ
れ

も
　

向
か
ひ
の
岡
　

は
離
れ
ぬ
御
仲
ど
も
な
れ
ば
、
い
と
よ
か
り
け
り
。

②　

内
閣
文
庫
本
・
巻
一
・
二
二
丁
裏
～
二
三
丁
表

　
　
　
　

紫
の
み
の
し
ろ
衣
そ
れ
な
ら
ば
乙
女
の
袖
に
ま
さ
り
こ
そ
せ

め

　
　

と
申
さ
れ
ぬ
る
も
、
何
と
か
聞
き
分
か
せ
た
ま
は
ん
。
い
づ
れ
も

　

昔
の
御
ゆ
か
り
　

離
れ
ぬ
御
仲
ど
も
な
れ
ば
、
い
と
よ
か
り
け
り
。

　

同
系
本
文
と
み
ら
れ
る
だ
け
あ
っ
て
両
本
文
間
に
大
き
な
異
同
は
な

い
よ
う
に
み
え
る）

10
（

。
問
題
の
本
文
は
①
②
に
お
け
る
囲
み
表
示
部
「
向

か
ひ
の
岡
」
と
「
昔
の
御
ゆ
か
り
」
の
対
立
で
あ
る
。
物
語
文
学
を
読

む
な
か
で
「
向
か
ひ
の
岡
」
な
る
表
現
を
み
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
が
、

ど
う
も
典
故
の
存
在
が
疑
わ
れ
る
。
そ
こ
で
当
該
表
現
の
用
例
を
拾
う

と
、
①
「
向
か
ひ
の
岡
」
は
次
に
掲
げ
る
小
町
歌
の
影
響
下
に
あ
る
表

現
と
思
わ
れ
る
。

○　

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
唐
草
装
飾
本
『
小
野
小
町
集
』・
八
四

　
　
　
　
（
見
し
人
の
な
く
な
り
し
こ
ろ
）

　
　

む
さ
し
の
ゝ
む
か
ひ
の
岡
の
草
な
れ
ば
根
を
尋
て
も
あ
は
れ
と
ぞ

思

　

右
の
歌
は
『
古
今
集
』「
紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
に
む
さ
し
の
の
草
は

み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る
」（
巻
一
七
・
雑
歌
上
・
八
六
七
・
よ
み

人
し
ら
ず
）
の
影
響
下
に
あ
る
か
ら
「
ゆ
か
り
」
を
詠
う
和
歌
と
し
て

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
②
「
昔
の
御
ゆ
か
り
」
と
の
間

で
関
係
性
を
み
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

　

両
表
現
の
間
に
行
文
上
の
対
応
関
係
が
あ
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら

か
だ
が
、
そ
の
ほ
か
何
か
共
通
す
る
要
素
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
幸
い

深
川
本
と
内
閣
文
庫
本
を
底
本
と
す
る
注
釈
書
が
存
在
す
る
か
ら
、
囲

み
表
示
部
を
め
ぐ
る
解
釈
に
つ
い
て
も
確
認
し
、
こ
の
疑
問
に
つ
い
て

整
理
し
よ
う
と
思
う
。

①　
『
新
全
集
①
』・
五
一
頁
（
底
本
：
深
川
本
）
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源
氏
の
宮
も
、
女
二
の
宮
も
、
ど
な
た
も
「
向
ひ
の
岡
の
草
」
の

根
の
よ
う
に
血
の
つ
な
が
り
の
深
い
間
柄
な
の
で
「
紫
」
と
お
詠

み
に
な
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
よ
か
っ
た
。

②　
『
全
註
釈
Ⅰ
』
巻
一
（
上
）・
一
九
九
頁
（
底
本
：
深
川
本
）

　
　
（
と
い
う
の
は
、
源
氏
の
宮
に
し
て
も
女
二
の
宮
に
し
て
も
）
ど

ち
ら
も
、（
源
中
将
に
は
）「
向
か
い
の
岡
」
の
歌
で
は
な
い
が
御

血
縁
の
遠
く
な
い
御
間
柄
で
あ
る
の
で
、（
武
蔵
野
の
紫
の
ゆ
か

り
と
い
う
の
が
帝
の
お
考
え
の
よ
う
に
、女
二
の
宮
で
あ
っ
て
も
）

そ
れ
は
そ
れ
で
ち
っ
と
も
間
違
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。

③　
『
大
系
』・
五
一
頁
・
頭
注
一
五
（
底
本
：
内
閣
文
庫
本
）

　
　
（
と
い
う
の
は
）
源
氏
宮
も
女
二
宮
の
ど
ち
ら
も
、
狭
衣
に
は
昔

か
ら
の
御
血
縁
の
離
れ
な
い
御
間
柄
で
あ
る
か
ら
、
武
蔵
野
の
紫

の
ゆ
か
り
と
い
っ
て
も
、
本
当
に
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
『
新
全
集
』
が
「
向
か
ひ
の
岡
は
離
れ
ぬ
御
仲
ど
も
な
れ
ば
」
を
「「
向

ひ
の
岡
の
草
」
の
根
の
よ
う
に
血
の
つ
な
が
り
の
深
い
間
柄
な
の
で
」

と
現
代
語
訳
を
付
す
が
、
離
れ
な
い
の
は
「
向
か
ひ
の
岡
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
や
や
問
題
の
あ
る
解
釈
と
い
え
る
。『
全
註
釈
Ⅰ
』

は
「「
向
か
い
の
岡
」
の
歌
で
は
な
い
が
御
血
縁
の
遠
く
な
い
御
間
柄
」

と
読
み
解
い
て
い
る
。
①
②
を
み
る
か
ぎ
り
「
向
か
ひ
の
岡
」
は
「
ゆ

か
り
」
と
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。
当
該
表
現
と
「
昔
の
御
ゆ
か
り
」
と
の
間
に
は
行
文
上
の
対
応
の

み
な
ら
ず
意
味
上
の
対
応
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
で
肝
腎
な
の
は
「
昔
の
御
ゆ
か
り
」
と
い
う
表
現
か
ら
「
向
か

ひ
の
岡
」
が
派
生
し
う
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
。「
向
か
ひ
の
岡
」

を
詠
み
込
み
、
か
つ
当
該
表
現
に
「
ゆ
か
り
」
の
意
が
響
く
和
歌
は
『
狭

衣
物
語
』
成
立
以
前
に
小
町
歌
を
措
い
て
な
い
た
め
に
、
享
受
者
の
中

に
は
当
該
表
現
が
解
釈
困
難
な
者
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う

な
享
受
者
が
本
文
を
書
写
す
る
に
及
ん
で
「
向
か
ひ
の
岡
」
と
い
う
表

現
を
読
解
の
容
易
な
表
現
「
昔
の
御
ゆ
か
り
」
に
改
め
る
可
能
性
は
考

慮
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。
一
方
で
こ
の
逆
、
つ
ま
り
「
昔
の
御
ゆ
か
り
」

と
あ
る
表
現
か
ら
詠
歌
例
の
わ
ず
か
な
「
向
か
ひ
の
岡
」
を
想
起
し
、

新
た
な
本
文
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
難
し
い

も
の
が
あ
る）

11
（

。
と
す
る
と
、
こ
こ
は
「
昔
の
御
ゆ
か
り
→
向
か
ひ
の
岡
」

と
い
う
生
成
過
程
よ
り
も
む
し
ろ
「
向
か
ひ
の
岡
→
昔
の
御
ゆ
か
り
」、

つ
ま
り
享
受
者
間
に
共
通
理
解
の
な
い
表
現
か
ら
一
般
的
な
表
現
へ
と

い
う
本
文
の
派
生
経
路
を
考
え
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し

両
本
間
に
直
接
の
書
承
関
係
は
な
く
、
他
本
本
文
か
ら
「
昔
の
御
ゆ
か

り
」
が
発
生
し
た
可
能
性
や
「
向
か
ひ
の
岡
」
が
そ
も
そ
も
小
町
歌
と

は
異
な
る
散
佚
歌
に
よ
っ
て
生
じ
た
表
現
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
で
き

な
い
点
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

な
お
「
向
か
ひ
の
岡
／
昔
の
御
ゆ
か
り
」
に
対
応
す
る
本
文
の
校
異

を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①　

む
か
し
の
御
ゆ
か
り

�
―
―
内
閣
文
庫
本
・
平
出
本
・
宇
和
島
伊
達
文
化
保
存
会
本

②　

む
か
へ
の
お
か
は
―
宮
内
庁
三
冊
本
・
松
井
三
冊
本
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③　

む
か
へ
の
お
か
―
―
為
明
本

④　

む
か
ゐ
の
お
か

�

―
―
慈
鎮
本
・
為
家
本
・
清
範
本
・
為
相
本
・
為
秀
本

⑤　

む
か
ひ
の
岡
―
―
―
永
青
文
庫
本
・
近
衛
一
本

⑥　

む
ひ
の
を
り
は
―
―
龍
谷
本
・
中
田
本
・
神
宮
文
庫
本

⑦　

む
か
い
の
を
りか

は
―
松
浦
本

　

深
川
本
表
記
「
む
か
ひ
の
を
か
」
と
同
様
の
も
の
は
掲
出
し
な
か
っ

た
。
ま
た
助
辞
の
類
の
異
同
は
こ
こ
で
は
無
視
し
て
校
異
を
掲
げ
た
。

①
か
ら
⑦
を
み
る
と
、
①
を
除
く
校
異
は
表
記
違
い
、
ま
た
は
誤
脱
衍

の
類
い
で
お
お
む
ね
処
理
で
き
る
が
、「
む
か
し
の
御
ゆ
か
り
」
の
み

掲
出
異
文
の
中
で
も
特
異
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
断
片
的

に
す
ら
伝
わ
ら
な
い
本
文
と
の
関
係
を
論
じ
る
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ひ
と
ま
ず
「
む
か
し
の
御
ゆ
か
り
」
は
「
向
か
ひ
の
岡
」

本
文
か
ら
派
生
し
た
と
考
え
て
お
く
の
が
、
諸
本
の
伝
存
状
況
、
お
よ

び
現
存
本
文
の
諸
相
に
鑑
み
る
か
ぎ
り
い
ま
の
と
こ
ろ
穏
当
だ
と
思
う
。

三
、
引
歌
表
現
の
本
文
異
同
⑵
―
鎌
倉
期
書
写
本
間
の
異
同

Ⅰ

　

こ
こ
ま
で
同
系
本
文
間
に
お
け
る
引
歌
表
現
の
本
文
異
同
に
つ
い
て

確
認
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
結
果
、
引
歌
表
現
が
非
引
歌
表
現
へ
、

言
い
換
え
れ
ば
、
特
定
表
現
か
ら
一
般
表
現
へ
と
変
容
し
た
可
能
性
を

見
出
す
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
本
節
で
は
、
前

節
と
は
異
な
り
、
同
時
代
書
写
本
間
に
お
け
る
本
文
異
同
を
取
り
あ
げ
、

そ
の
生
成
過
程
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
幸
い
『
狭
衣
物
語
』
に
は

鎌
倉
期
書
写
本
が
あ
る
程
度
伝
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
古
写
本
群
の
対
校

に
よ
り
鎌
倉
期
本
文
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
思
う
。
た
だ
し
検
討
の

都
合
上
、
元
和
九
年
古
活
字
本
の
本
文
も
併
せ
て
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　

掲
出
本
文
は
久
方
ぶ
り
に
春
宮
の
も
と
へ
参
っ
た
狭
衣
と
春
宮
と
の

や
り
と
り
を
描
く
も
の
で
あ
る
。

①　

為
明
本
・
巻
一
・
五
三
丁
裏
～
五
四
丁
表

　
　

春
宮
に
参
り
た
ま
へ
れ
ば
、「
入
り
ぬ
る
磯
な
る
が
心
憂
き
事
」

　

と
た
だ
恨
み
さ
せ
た
ま
ふ
を
　

、「
乱
り
心
地
、例
な
ら
ず
は
べ
り
て
、

暑
き
程
の
宮
仕
へ
は
い
と
怠
り
は
べ
る
な
り
」
と
啓
し
た
ま
へ
ば
、

「
何
心
地
の
か
常
に
悪
し
か
る
べ
き
ぞ
。
思
ふ
事
ぞ
あ
ら
む
。
我

に
は
隔
て
ず
宣
へ
」
と
、
近
ふ
む
つ
れ
か
か
ら
せ
た
ま
へ
ば
、「
心

地
悪
し
か
る
ば
か
り
は
、
何
事
を
か
思
ひ
は
べ
ら
む
。
こ
れ
御
覧

ぜ
よ
。
か
う
痩
せ
は
べ
る
は
。
死
ぬ
べ
き
な
め
り
」
と
て
、
さ
し

出
で
た
る
腕
な
ど
の
白
う
美
し
げ
な
る
様
、
女
も
か
か
ら
じ
か
し

と
見
た
ま
ふ
。「
源
氏
の
宮
は
か
く
や
お
は
す
ら
ん
」
と
、
あ
ぢ

き
な
く
よ
そ
へ
ら
れ
て
、
切
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
ま
ふ
を
、「
あ

な
む
つ
か
し
。
暑
う
は
べ
る
に
」
と
ひ
こ
じ
ろ
ひ
た
ま
へ
る
御
あ

は
ひ
、
い
と
を
か
し
。

②　

為
家
本
・
巻
一
・
四
六
丁
表
～
裏

　
　

春
宮
の
御
か
た
に
参
り
た
ま
へ
れ
ば
、「
し
ば
し
も
見
え
た
ま
は

ね
ば
、
い
と
つ
れ
〴
〵
な
る
に
九
重
の
内
な
が
ら
見
ゆ
る
こ
と
の

難
き
」
　

と
恨
み
さ
せ
た
ま
へ
ば
　

、「
世
の
常
は
心
地
の
例
な
ら
ず
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候
ひ
て
、
暑
さ
の
ほ
ど
に
い
と
う
れ
は
し（

マ

マ

）

ら
て
候
は
ぬ
な
り
」
と

て
、
げ
に
、
常
よ
り
も
悩
め
る
気
色
の
た
を
〳
〵
と
な
ま
め
か
し

き
気
色
の
若
き
御
心
に
は
、「
か
や
う
な
ら
ん
女
か
な
。
源
氏
の
宮
、

か
く
も
お
は
す
ら
ん
」
と
、
向
か
ひ
の
岡
の
む
つ
ま
し
う
思
し
め

さ
れ
て
、
切
に
む
つ
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、「
仲
澄
の
侍
従
の
真
似
す
、

と
人
の
い
ひ
し
は
ま
こ
と
な
り
け
り
。
む
べ
こ
そ
、
お
と
ど
は
つ

れ
な
か
り
け
れ
」
と
の
た
ま
は
す
る
を
、
…
…

③　

元
和
九
年
本
・
巻
一
之
上
・
三
〇
丁
表
～
三
一
丁
裏

　
　

春
宮
に
参
り
た
ま
へ
れ
ば
、「
入
り
ぬ
る
磯
な
る
が
心
憂
き
事
」

　

と
恨
み
さ
せ
た
ま
へ
ば
　

、「
乱
れ
心
地
の
例
な
ら
ず
の
み
は
べ
り

て
、
暑
き
程
は
い
と
ど
宮
仕
へ
怠
り
は
べ
る
な
り
」
と
せ（

マ

マ

）

い
し
た

ま
へ
ば
、「
何
心
地
に
か
常
に
悪
し
か
る
べ
き
ぞ
。
思
ひ
た
ま
ふ

事
ぞ
あ
ら
ん
。
我
に
は
隔
て
ず
宣
へ
」
と
、
近
う
む
つ
れ
か
か
ら

せ
た
ま
へ
ば
、「
心
地
悪
し
か
る
ば
か
り
は
、
何
事
を
か
思
ひ
は

べ
ら
ん
。
こ
れ
御
覧
ぜ
よ
。
か
く
痩
せ
は
べ
ら
ぬ
べ
き
な
め
り
」

と
て
、
さ
し
出
で
給
へ
た
る
腕
な
ど
の
白
く
美
し
げ
な
る
様
、
女

も
え
か
か
ら
じ
か
し
と
見
た
ま
ふ
。「
源
氏
の
宮
は
か
く
や
お
は

す
ら
ん
」
と
、
あ
ぢ
き
な
く
よ
そ
へ
ら
れ
た
ま
ひ
て
、
切
に
引
き

寄
せ
ら
れ
た
ま
ふ
を
、「
あ
な
む
つ
か
し
。
暑
く
は
べ
る
に
」
と

ひ
こ
じ
ろ
ひ
た
ま
へ
る
御
あ（

マ

マ

）

そ
ひ
、
い
と
を
か
し
。

　

①
為
明
本
は
鎌
倉
末
期
（
あ
る
い
は
南
北
朝
期
）
写
と
さ
れ
る
伝
本

で
②
為
家
本
は
鎌
倉
中
期
写
と
目
さ
れ
る
伝
本
で
あ
る
。
挙
例
①
は
③

を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
流
布
本
系
本
文
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

②
は
異
本
系
本
文
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
本
文
を
も
つ
他
本
に
は
慈

鎮
本
・
紅
梅
文
庫
本
が
知
ら
れ
る
程
度
で
諸
本
に
多
く
認
め
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。

　

さ
て
、
ま
ず
注
目
す
る
の
は
破
線
部
で
あ
る
。
①
破
線
部
「
入
り
ぬ

る
磯
」
は
次
の
歌
を
引
く
と
考
え
ら
れ
る
。

○　
『
拾
遺
集
』・
巻
一
五
・
恋
五
・
九
六
七

　
　
　
　
（
題
し
ら
ず
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
坂
上
郎
女
）

　
　

し
ほ
み
て
ば
入
り
ぬ
る
い
そ
の
草
な
れ
や
見
ら
く
す
く
な
く
こ
ふ

ら
く
の
お
ほ
き

　

右
の
歌
は
『
万
葉
集
』
歌
だ
が
『
古
今
六
帖
』
に
も
入
集
し
て
お
り
、

平
安
中
期
に
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う）

12
（

。
と
な
る

と
、
①
為
明
本
破
線
部
「
入
り
ぬ
る
磯
」
が
喚
起
す
る
意
味
は
挙
例
歌

下
句
「
見
ら
く
す
く
な
く
こ
ふ
ら
く
の
お
ほ
き
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、

参
内
し
な
い
狭
衣
が
訪
れ
る
の
を
待
つ
春
宮
の
心
情
を
表
現
す
る
こ
と

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
①
「「
入
り
ぬ
る
磯
な
る
が
心
憂
き
事
」
と

た
だ
恨
み
さ
せ
た
ま
ふ
を
」
は
狭
衣
の
無
沙
汰
を
東
宮
が
恨
む
も
の
と

わ
か
る
。
こ
の
①
に
対
応
す
る
②
本
文
は
と
い
え
ば
、
破
線
部
「
し
ば

し
も
見
え
た
ま
は
ね
ば
、
い
と
つ
れ
〴
〵
な
る
に
九
重
の
内
な
が
ら
見

ゆ
る
こ
と
の
難
き
」
で
あ
る
こ
と
は
当
該
表
現
前
後
の
行
文
構
造
が
一

致
す
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
肝
腎
な
の
は
①
「
入
り
ぬ
る
磯
」
が
喚

起
す
る
意
味
と
②
破
線
部
の
解
釈
と
が
近
い
こ
と
だ
。
こ
れ
は
前
節
で

確
認
し
た
「
向
か
ひ
の
岡
／
昔
の
御
ゆ
か
り
」
の
パ
タ
ン
と
同
様
と
い

え
な
い
だ
ろ
う
か
。
―
―
②
「
し
ば
し
も
見
え
た
ま
は
ね
ば
、
い
と
つ
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れ
〴
〵
な
る
に
九
重
の
内
な
が
ら
見
ゆ
る
こ
と
の
難
き
」
か
ら
特
定
の

一
首
に
収
斂
さ
れ
る
①
「
入
り
ぬ
る
磯
が
心
憂
き
事
」
と
い
う
本
文
が

発
生
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
逆
、
①
→
②
、
つ
ま
り
流
布
本

系
本
文
→
異
本
系
本
文
と
い
う
本
文
の
派
生
経
路
を
想
定
す
る
こ
と
に

な
る
。

　

た
だ
し
「
入
り
ぬ
る
磯
」
は
「
入
り
ぬ
る
磯
の
」
の
形
で
『
源
氏
物

語
』（
紅
葉
賀
巻
）
や
『
浜
松
中
納
言
物
語
』（
巻
三
）、『
夜
半
の
寝
覚
』

（
巻
五
）、
そ
し
て
『
狭
衣
物
語
』
巻
一
に
挙
例
と
は
異
な
る
用
例
が
一

つ
存
在
す
る
引
歌
表
現
で
あ
る
か
ら
、
平
安
後
期
物
語
に
あ
っ
て
は
既

に
一
般
化
し
た
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ

だ
け
に
当
該
表
現
は
享
受
者
の
中
で
共
通
理
解
の
も
の
と
な
っ
て
い
た

可
能
性
も
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
②
→
①
の
よ
う
に
散
文
表
現
か
ら
「
入

り
ぬ
る
磯
」
が
生
じ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、
な
お
詳
密
な

検
討
が
俟
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

Ⅱ

　

次
は
①
二
重
傍
線
部
「「
源
氏
の
宮
は
か
く
や
お
は
す
ら
ん
」
と
、

あ
ぢ
き
な
く
よ
そ
へ
ら
れ
て
（
切
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
ま
ふ
を
）」
と

そ
の
②
為
家
本
に
お
け
る
対
応
本
文
「「
源
氏
の
宮
、
か
く
も
お
は
す

ら
ん
」
と
、
向
か
ひ
の
岡
の
む
つ
ま
し
う
思
し
め
さ
れ
て
（
切
に
む
つ

れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
）」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
両
本
文
傍
線
部
が
対
応

関
係
に
あ
る
こ
と
は
下
接
本
文
が
共
通
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
行
文
構
造
が
重
な
る
点
か
ら
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お

②
「
向
か
ひ
の
岡
」
は
前
節
で
も
掲
げ
た
小
町
歌
を
承
け
る
と
思
し
い
。

　

①
二
重
傍
線
部
で
は
狭
衣
の
「
ゆ
か
り
」
と
し
て
源
氏
の
宮
を
思
い

起
こ
す
東
宮
の
在
り
方
が
描
か
れ
て
い
る
。
②
で
は
挙
例
部
全
体
か
ら

い
え
ば
①
と
は
異
な
る
物
語
世
界
を
描
く
が
、
問
題
と
し
て
い
る
箇
所

に
つ
い
て
は
①
同
様
と
み
て
さ
し
あ
た
り
問
題
あ
る
ま
い
。
そ
れ
ゆ
え

①
②
二
重
傍
線
部
は
意
味
上
重
な
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
な
る

と
、
第
二
節
に
て
確
認
し
た
「
向
か
ひ
の
岡
」
事
例
と
同
様
に
特
定
表

現
か
ら
一
般
的
な
表
現
へ
と
い
う
流
れ
、
つ
ま
り
②
→
①
、
異
本
系
本

文
→
流
布
本
系
本
文
と
い
う
生
成
過
程
を
想
定
し
て
よ
い
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

ち
な
み
に
①
②
二
重
傍
線
部
に
対
応
す
る
本
文
を
深
川
本
か
ら
拾
う

と
「「
痩
せ
さ
せ
で
、
枕
は
あ
れ
ど
や
。
い
み
じ
う
臥
し
よ
げ
に
あ
ん

め
れ
」
と
て
も
ろ
と
も
に
臥
さ
せ
た
ま
ふ
を
」
と
あ
り
、
独
自
異
文
と

な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
深
川
本
の
書
写
年
代
で
あ
る
鎌
倉
初
期
、

あ
る
い
は
同
本
親
本
の
成
立
期
で
あ
る
平
安
（
末
）
期
に
は
少
な
く
と

も
三
種
の
本
文
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ

　

と
こ
ろ
で
、
次
に
掲
げ
る
事
例
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

①　

為
明
本
・
巻
一
・
四
四
丁
表
～
裏

　
　
「
今
よ
り
は
い
か
に
憎
ま
せ
た
ま
は
ん
ず
ら
ん
。
人
目
あ
や
し
く

や
侍
ら
ん
。
憎
ま
せ
給
な
よ
。
岩
切
り
と
ほ
し
侍（

マ
マ
）り

と
も
、
音
聞

き
も
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
思
ひ
給
ふ
れ
ば
、
よ
に
見
苦
し
き
心
ぞ
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と
は
御
覧
ぜ
ら
れ
じ
。
あ
ま
り
思
ひ
わ
び
侍
り
な
ば
、
通
は
ぬ
里

に
も
行
き
隠
れ
侍
ら
ば
さ
ぞ
か
し
、と
お
ぼ
し
出
で
さ
せ
給
へ
よ
」

と
、
聞
こ
え
知
ら
せ
給
こ
と
思
ひ
や
る
べ
し
。

②　

慈
鎮
本
・
巻
一
・
三
一
丁
裏
～
三
二
丁
表

　
　
「
な
か
な
か
い
み
じ
き
御
心
ま
ど
ひ
な
る
ぞ
、
い
ま
よ
り
は
、
い

と
ど
い
か
に
憎
ま
せ
た
ま
ひ
ず
ら
ん
。
い
ち
し
る
か
ら
ん
、
御
心

か
ば
か
り
は
、
な
か
な
か
人
目
、
い
か
が
は
べ
ら
ん
。
思
し
う
と

ま
せ
た
ま
ふ
な
よ
。
よ
し
御
覧
ぜ
よ
。
か
ば
か
り
聞
こ
え
さ
せ
は

べ
れ
ば
、
　

世
に
も
は
べ
ら
じ
　

、
と
い
ふ
い
ふ
、
立
ち
出
で
た
ま

ひ
ぬ
。
指
貫
の
裾
さ
へ
や（

マ

マ

）

ぬ
る
ら
ん
、
あ
ま
り
み
え
た
ま
ふ
御
気

色
な
り
。

③　

深
川
本
・
巻
一
・
三
七
丁
表
～
裏

　
　
「
む
げ
に
知
ら
ざ
ら
ん
人
の
や
う
に
、
疎
ま
し
う
思
し
め
し
た
る

に
こ
そ
心
憂
け
れ
。
よ
し
御
覧
ぜ
よ
。
　

身
は
い
た
づ
ら
に
な
り

侍
　

と
も
、
あ
る
ま
じ
き
心
ば
へ
と
は
、
よ
も
御
覧
ぜ
ら
れ
じ
。
殿

や
宮
な
ど
の
、
一
方
な
ら
ず
思
し
嘆
か
ん
も
、
御
心
の
中
、
み
な

こ
の
年
月
思
ひ
た
ま
へ
知
り
た
れ
ば
、
遂
に
は
世
に
か
や
う
に
て

も
見
え
ま
ゐ
ら
せ
じ
。
か
か
る
心
あ
り
け
り
、
と
世
に
侍
ら
ん
限

り
は
、
こ
れ
よ
り
う
と
う
と
し
く
思
し
め
し
変
は
る
な
。

　

場
面
は
源
氏
の
宮
へ
胸
中
を
吐
露
し
た
狭
衣
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
源
氏
の
宮
へ
思
い
を
打
ち
明
け
る
狭
衣
の
文
句
に

み
え
る
①
二
重
傍
線
部
で
あ
る
。
当
該
本
文
は
「
吉
野
河
い
は
き
り
と

ほ
し
行
く
水
の
お
と
に
は
た
て
じ
こ
ひ
は
し
ぬ
と
も
」（『
古
今
集
』
巻

一
一
・
恋
一
・
四
九
二
・
読
人
し
ら
ず
／
『
家
持
集
』・
二
九
七
）
を

踏
む
引
歌
表
現
と
通
行
す
る
注
釈
書
で
は
読
み
解
か
れ
て
い
る
。「
岩

き
り
と
ほ
し
（
侍
り
と
も
）」
が
、
と
す
る
と
、
右
に
挙
げ
た
歌
の
下

句
「
お
と
に
は
た
て
じ
こ
ひ
は
し
ぬ
と
も
」、
つ
ま
り
“
噂
に
な
る
よ

う
な
こ
と
に
は
い
た
し
ま
す
ま
い
、
恋
死
ぬ
と
し
て
も
”
と
い
う
意
を

喚
起
す
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
①
二
重
傍

線
部
と
対
応
す
る
②
③
本
文
・
囲
み
表
示
部
の
そ
れ
ぞ
れ
が
「
世
に
も

は
べ
ら
じ
」、「
身
は
い
た
づ
ら
に
な
り
侍
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
が
恋
死

を
い
う
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
判
断
し
て
よ
い
か
に
み
え
る
。
け
れ

ど
も
、
た
と
え
ば
①
「
岩
切
り
と
ほ
し
侍
り
と
も
」
が
「
吉
野
河
い
は

き
り
と
ほ
し
…
…
」
の
引
歌
表
現
で
は
な
く
、
和
歌
的
表
現
で
あ
る
な

ら
ば
、
当
該
表
現
は
本
来
“
轟
音
を
響
か
せ
岩
を
切
り
通
し
流
れ
る
吉

野
川
の
よ
う
に
激
し
く
滾
る
恋
心
で
あ
っ
た
と
し
て
も
”
な
ど
と
読
み

解
か
れ
る
は
ず
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
い
う
の
も
、
①
「
岩
切

り
と
ほ
し
侍
り
と
も
」
直
後
の
表
現
が
「
音
聞
き
も
あ
る
ま
じ
き
こ
と

と
思
ひ
給
ふ
れ
ば
、
よ
に
見
苦
し
き
心
ぞ
と
は
御
覧
ぜ
ら
れ
じ
」、
つ

ま
り
“
人
聞
き
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
思
い
理
解
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
決
し
て
お
見
苦
し
い
心
づ
も
り
を
お
見
せ
し
ま
す
ま
い
”
と

外
聞
を
気
に
し
つ
つ
、
胸
中
を
訴
え
る
狭
衣
の
様
子
を
描
く
か
ら
だ
。

と
な
れ
ば
、
②
「
世
に
も
は
べ
ら
じ
」
と
③
「
身
の
い
た
づ
ら
に
な
り

侍
」、
つ
ま
り
“
死
”
を
い
う
表
現
を
持
ち
出
し
、
源
氏
の
宮
へ
迫
る

異
本
系
本
文
と
深
川
本
系
本
文
の
狭
衣
と
流
布
本
系
本
文
の
狭
衣
の
在

り
方
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
こ
ま
で
二
つ
の
理
解
を
示
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
①
「
岩
切
り
と
ほ

し
侍
り
と
も
」
を
引
歌
表
現
と
み
る
か
、
あ
る
い
は
和
歌
的
表
現
と
読

み
解
く
か
の
立
場
の
違
い

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
生
じ
た
解
釈
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
に
過
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
解0

釈
差

0

0

が
本
文
の
動
態
を
捉
え
る

さ
い
の
手
が
か
り
と
な
る
し
、
ま
た
ネ
ッ
ク
と
も
な
る
。
―
―
解
釈
如

何
に
よ
っ
て
は
、
本
文
の
先
後
関
係
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
場
合
も
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。

ま
と
め

　

こ
こ
ま
で
、
目
に
つ
き
や
す
い
対
立
事
例
を
取
り
あ
げ
、
検
討
を
加

え
て
き
た
。『
狭
衣
物
語
』
本
文
の
先
後
関
係
は
、
異
本
系
本
文
が
流

布
本
系
本
文
に
対
し
て
後
発
と
理
解
さ
れ
が
ち
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
う

で
な
い
可
能
性
の
存
在
を
わ
ず
か
ば
か
り
に
で
も
示
す
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
れ
ば
、
本
稿
に
も
意
味
が
あ
っ
た
か
と
思
う
。
異
本
系
本
文
と

流
布
本
系
本
文
の
い
ず
れ
が
先
発
し
た
か
は
各
本
文
、
つ
ま
り
ケ
ー
ス

毎
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
巻
全
体
を
統
一
的
に
把
握
す
る
本
文
捕

捉
に
因
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
後
考
を
俟
ち
た
い
。

　

な
お
重
ね
て
と
な
る
が
、
本
稿
の
検
討
結
果
が
巻
全
体
の
、
あ
る
い

は
各
本
文
す
べ
て
の
前
後
関
係
へ
敷
衍
で
き
る
も
の
で
な
い
点
は
ご
注

意
い
た
だ
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
あ
く
ま
で
本
稿
は
引
歌
表
現
の
事

例
に
焦
点
を
絞
っ
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
「
異
同
の
山
」
と
い
わ

れ
る
天
稚
御
子
降
下
事
件
や
飛
鳥
井
の
女
君
物
語
の
場
面
に
お
け
る
異

同
な
ど
を
射
程
に
捉
え
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
プ
ロ
ッ
ト
や
作
品
構

成
の
レ
ベ
ル
を
問
題
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　
　
　

＊

　

最
後
に
、
現
在
『
狭
衣
物
語
』
研
究
の
な
か
で
広
ま
り
つ
つ
あ
る
誤

解
に
つ
い
て
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。
近
ご
ろ
発
表
さ
れ
る
研
究
論

文
の
中
に
片
岡
利
博
や
後
藤
康
文
が
流
布
本
系
本
文
に
原
典
を
み
る
と

す
る
説
明
を
施
す
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。
た

と
え
ば
片
岡
は
深
川
本
系
本
文
が
後
発
本
文
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
た

け
れ
ど
、
異
本
系
本
文
と
流
布
本
系
本
文
の
関
係
は
後
考
を
俟
つ
立
場

に
あ
り
、「
原
典
／
原
態
」
が
い
ず
れ
の
本
文
で
あ
る
か
と
い
っ
た
見

解
を
示
し
た
こ
と
は
な
い
。
い
ま
通
行
し
つ
つ
あ
る
誤
解
に
拠
る
検
討

が
蓄
積
さ
れ
れ
ば
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
三
谷
系
統
論
の
よ
う
な
問
題
が

再
度
将
来
さ
れ
か
ね
な
い
。
絶
大
な
影
響
力
の
あ
る
片
岡
論
だ
け
に
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
把
握
し
た
う
え
で
『
狭
衣
物
語
』
を

考
証
せ
ね
ば
、
そ
の
結
論
は
的
外
れ
な
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
ぬ
こ
と

に
各
自
が
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
注
】

（
1
）
今
井
久
代
「『
狭
衣
物
語
』
異
本
系
本
文
の
世
界
―
飛
鳥
井
君
物
語
を
中

心
に
」（「
国
語
と
国
文
学
」
九
四
巻
一
二
号
）
や
同
「『
狭
衣
物
語
』
の
異

文
と
改
変
」（
後
藤
康
文
・
倉
田
実
・
久
下
裕
利
編
『
狭
衣
物
語
の
新
世
界
』

（
武
蔵
野
書
院
、
平
成
三
一
年
二
月
））
が
あ
る
。
た
だ
し
、
古
筆
切
研
究
を

含
め
ば
、
須
藤
圭
「
狭
衣
物
語
の
か
ら
み
あ
う
異
文
―
古
筆
切
を
横
断
す
る
」

（
横
井
孝
・
久
下
裕
利
編
『
王
朝
文
学
の
古
筆
切
を
考
え
る
―
残
欠
の
映
発
』

（
武
蔵
野
書
院
、
平
成
二
六
年
五
月
））
や
久
下
裕
利
に
よ
る
考
究
を
挙
げ
る
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こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
2
）
三
谷
榮
一
『
狭
衣
物
語
の
研
究
［
伝
本
系
統
編
］』（
笠
間
書
院
、
平
成

一
二
年
、
初
出
は
昭
和
一
〇
年
～
昭
和
五
九
年
）
収
録
の
一
連
の
論
考
。

（
3
）
引
歌
表
現
の
種
々
相
を
詳
し
く
論
じ
る
も
の
に
、
長
谷
川
佳
男
「
引
用

本
文
と
異
本
を
生
む
想
像
力
」（『
論
叢
狭
衣
物
語
3　

引
用
と
想
像
力
』（
新

典
社
、
平
成
一
四
年
））
や
田
中
佐
代
子
「『
狭
衣
物
語
』
引
き
歌
表
現
の
諸

相
」（
同
前
掲
書
）、
後
藤
康
文
「『
狭
衣
物
語
』
の
引
歌
・
歌
こ
と
ば
―
―

作
中
歌
の
形
成
と
受
容
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
注
⑴
後
藤
ほ
か
編
・
掲
出
書
）

な
ど
が
あ
る
。

（
4
）
後
藤
康
文
「
文
学
史
上
の
狭
衣
物
語
―
―
“
衒
学
”
の
美
学
―
―
」（
注

⑴
後
藤
ほ
か
編
・
掲
出
書
）。

（
5
）本
稿
に
お
け
る
和
歌
引
用
は
、私
家
集
に
つ
い
て
は『
新
編
私
家
集
大
成
』

（
エ
ム
ワ
イ
企
画
）
を
利
用
し
、
そ
れ
以
外
は
『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書

店
）
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
私
家
集
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
適
宜
、
仮
名

を
漢
字
に
改
め
た
り
、
清
濁
を
付
し
た
り
す
る
な
ど
の
措
置
を
私
に
と
っ
た
。

（
6
）
片
岡
利
博
「
引
用
論
と
本
文
異
同
」（
同
『
異
文
の
愉
悦　

狭
衣
物
語
本

文
研
究
』（
笠
間
書
院
、
平
成
二
五
年
））。
片
岡
の
い
う
「
和
歌
的
表
現
」

と
は
「
王
朝
和
歌
の
世
界
で
育
っ
て
き
た
」
表
現
で
あ
り
、
和
歌
伝
統
の
中

で
醸
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
に
特
定
一
首
を
措
定
す

る
こ
と
は
難
し
い
。
引
用
表
現
を
問
題
と
す
る
と
き
、
片
岡
が
指
摘
し
た
よ

う
に
引
歌
表
現
と
「
和
歌
的
表
現
」
の
区
別
に
意
識
的
で
な
け
れ
ば
、
検
討

そ
の
も
の
に
思
わ
ぬ
誤
謬
が
孕
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

（
7
）『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）

を
利
用
し
た
。

（
8
）
中
田
剛
直
『
校
本
狭
衣
物
語　

巻
一
』（
桜
楓
社
）
と
【
附
記
Ⅰ
】
掲
出

参
看
伝
本
に
拠
る
。

（
9
）
た
と
え
ば
『
狭
衣
下
紐
』
を
み
る
と
「
一　

井
て
の
わ
た
り
」
に
対
し

て「
春
の
池
や
井
手
の
か
は
せ
に
か
よ
ふ
ら
ん
岸
の
山
吹
そ
こ
も
に
ほ
へ
り
」

（
胡
蝶
巻
・『
新
全
集
③
』・
一
六
七
頁
）
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
続
け
て
「
源

氏
胡
蝶
巻
の
お
も
か
げ
也
」
と
あ
る
こ
と
も
胡
蝶
巻
引
用
が
支
持
さ
れ
る
要

因
の
一
つ
と
い
え
る
。

（
10
）
三
谷
系
統
論
、
な
ら
び
に
中
田
諸
本
論
に
お
い
て
、
た
し
か
に
深
川
本

と
内
閣
文
庫
本
は
同
一
系
統
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
機
械
的
な
検
討

手
法
に
問
題
が
残
る
け
れ
ど
、
中
田
剛
直
「
狭
衣
物
語
巻
一
伝
本
考
」（「
国

語
と
国
文
学
」
第
三
五
巻
五
号
昭
和
三
三
年
五
月
）
に
よ
る
と
、
両
本
間
に

は
誤
脱
衍
の
類
い
と
は
思
え
な
い
異
同
が
多
々
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
内
閣
文
庫

本
本
文
を
既
存
の
系
統
論
に
従
い
、
画
一
的
に
深
川
本
本
文
と
同
じ

0

0

と
判
断

し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
在
り
方
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
11
）「
向
か
ひ
の
岡
」
そ
の
も
の
の
用
例
を
拾
え
ば
、
小
町
以
前
で
は
『
万
葉

集
』「
出
イ
デ
テ
ミ
ル見
向
ム
カ
ヒ
ノ
ヲ
カ
ノ
岡
本モ
ト
シ
ゲ
ク繁
開サ
キ
タ
ル
ハ
ナ
ノ

在
花
不ナ
ラ
ズ
ハ成
不ヤ
マ
ジ止
」（
巻
第
一
〇
・
春
相
聞
・

一
八
九
四
）
が
あ
る
程
度
で
、
小
町
以
降
で
は
「
永
久
百
首
」（
永
久
四
（
一

一
一
六
）
年
）
の
「
み
わ
た
せ
ば
む
か
ひ
の
を
か
の
夏
草
を
た
が
か
ふ
駒
の

た
め
に
か
る
ら
ん
」（
一
四
六
・
夏
草
・
常
陸
）
が
早
い
例
と
な
っ
て
い
る
。

（
12
）『
増
基
法
師
集
』・
一
二
番
歌
（
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
）
詞
書
に
は
「
し

ほ
み
て
ば
」
歌
を
用
い
た
や
り
取
り
が
み
え
、「
入
り
ぬ
る
い
そ
の
」
と
い

え
ば
当
該
歌
が
想
起
さ
れ
る
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
た
実
態
が
わ
か
る
。

　
　
（
前
略
）又
、波
に
も
浮
か
び
て
う
ち
寄
せ
ら
る
ゝ
を
、「
か
れ
見
給
へ
、「
入

り
ぬ
る
磯
の
」」
　

と
　

い
へ
ば
、
か
へ
る
人
、「
恋
ふ
る
日
は
」
と
、
心
あ
る

顔
に
い
へ
ば
、
い
ほ
ぬ
し
、「
熊
野
お
の
づ
か
ら
」
と
い
へ
ば
、「
浦
の
浜

木
綿
」
と
い
ら
ふ
る
に
、
い
ほ
ぬ
し
、
重
ね
て
、「「
何
無
し
」
と
こ
そ
」

と
い
へ
ば
、
か
へ
る
人
、「
な
か
な
か
に
」
と
て

　

も
し
ほ
草
な
み
は
う
づ
む
と
う
づ
め
ど
も
い
や
あ
ら
は
れ
に
あ
ら
は
れ
ぬ
め
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り

　
　

な
お
『
増
基
法
師
集
』
で
は
「
入
り
ぬ
る
磯
の
」
に
対
し
て
「
恋
ふ
る
日0

は
」
と
応
え
る
が
、
こ
れ
は
「
し
ほ
み
て
ば
」
歌
の
他
書
所
伝
（『
新
撰
和

歌
集
』
／
『
歌
経
標
式
』）
本
文
が
「
見
る
日
す
く
な
く
こ
ふ
ら
く
お
ほ
し
」

と
あ
る
こ
と
に
関
係
し
よ
う
。

　
【
附
記
Ⅰ
】

　
　

本
稿
で
参
看
し
た
『
狭
衣
物
語
』
伝
本
は
以
下
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。

伝
本
名
を
掲
げ
た
の
ち
、
そ
の
出
典
を
記
す
。
本
文
引
用
に
さ
い
し
て
、
仮

名
を
漢
字
に
改
め
た
り
、
句
読
を
切
っ
た
り
、
清
濁
を
付
し
た
り
す
る
な
ど

の
措
置
を
私
に
と
っ
た
。
な
お
『
校
本
狭
衣
物
語　

巻
一
』
収
録
伝
本
は
以

下
に
記
さ
な
い
か
ぎ
り
主
に
同
書
を
用
い
た
。

　
【
鎌
倉
写
本
】

　
　

深
川
本
―
『
古
典
聚
英　

深
川
本
』（
古
典
文
庫
）。
為
家
本
・
高
野
本
―

『
古
典
聚
英　

為
家
本
』（
古
典
文
庫
）。
為
明
本
・
慈
鎮
本
・
清
範
本
―
『
狭

衣
物
語
諸
本
集
成
』（
笠
間
書
院
）。
為
秀
本
―
静
嘉
堂
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

（
雄
松
堂
）。
松
浦
本
（
天
理
図
書
館
蔵
）
―
天
理
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
プ
リ
ン

ト
。
為
相
本
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
―
紙
焼
き
写
真
。

　
【
室
町
／
近
世
写
本
（
板
本
）】

　
　

内
閣
文
庫
本
―
紙
焼
き
写
真
。
元
和
九
年
古
活
字
本
―
『
古
典
資
料
類
従

7
』（
勉
誠
出
版
）。
承
応
板
本
―
『
平
安
朝
物
語
板
本
叢
書
2
』（
有
精
堂

出
版
）。
龍
谷
大
学
蔵
四
冊
本
―
公
開
画
像
。
九
大
細
川
本
―
公
開
画
像
。

神
宮
文
庫
本
―
萩
野
敦
子
「
神
宮
文
庫
本
『
狭
衣
』
翻
刻
（
巻
一
）」（「
琉

球
大
学
教
育
学
部
紀
要
」
六
二
号
、
平
成
一
五
年
三
月
）。
宇
和
島
伊
達
文

化
保
存
会
本
―
紙
焼
き
写
真
。
永
青
文
庫
本
―
『
細
川
家
永
青
文
庫
叢
刊
』

（
汲
古
書
院
）。
近
衛
一
本
―
紙
焼
き
写
真
。

　
【
附
記
Ⅱ
】

　
　

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
特
別
研
究
員
奨
励
費
（
課
題
番
号
：19J11542

）
の
助

成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
こ
ば
や
し
・
た
だ
ま
さ　

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
／
日
本
学
術
振
興
会

特
別
研
究
員
）




