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労
あ
る
秋
の
夕
暮
れ

│
│
『
う
つ
ほ
物
語
』「
内
侍
督
」
の
表
現
│
│

大
井
田　

晴
彦

は
じ
め
に
│
│
「
そ
ら
ご
と
」
の
世
界
│
│

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
第
十
一
巻
「
内
侍
督
（
初
秋
）」
は
、
宮
中
を
主
な
舞
台

と
し
た
、
あ
て
宮
入
内
後
の
人
々
の
動
向
を
語
る
巻
で
あ
る
。
か
つ
て
、
こ

の
巻
の
主
題
と
方
法
に
つ
い
て
は
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
旧
）
1
（

稿
で
は
長
篇
に

お
け
る
、
前
半
部
と
後
半
部
を
繋
ぐ
、
重
要
な
転
換
点
と
し
て
位
置
づ
け

た
。
朱
雀
帝
と
俊
蔭
女
、
仲
忠
と
藤
壺
を
中
心
に
、
厳
し
い
政
治
の
現
実
に

よ
っ
て
切
り
裂
か
れ
た
理
想
的
な
男
女
が
、
帝
の
主
導
す
る
「
そ
ら
ご
と
」

の
、
非
日
常
的
な
時
空
の
な
か
で
変
わ
ら
ぬ
愛
情
を
確
認
し
、
新
た
な
関
係

を
結
び
直
し
て
い
く
の
が
「
内
侍
督
」
の
主
題
で
あ
り
、
帝
や
藤
壺
と
い
っ

た
最
高
の
理
解
者
・
支
援
者
を
得
て
、
秘
琴
の
一
族
は
さ
ら
に
繁
栄
を
遂
げ

て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
「
内
侍
督
」
は
、
早
く
か
ら
他
の
巻
々
と
の
不
整
合
や
矛
盾
が
指
摘

さ
れ
て
き
た
巻
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
涼
に
あ
て
宮
、
仲
忠
に
女
一
宮
」

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
吹
上
の
宣
旨
」
が
、
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま

た
、
あ
て
宮
入
内
の
衝
撃
で
絶
命
し
た
は
ず
の
仲
澄
や
、
出
家
し
た
仲
頼
ら

が
、
依
然
と
し
て
宮
中
で
活
躍
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
不
審
点
が
多
い
。
こ

の
奇
妙
な
現
象
は
、
成
立
論
の
立
場
か
ら
、
前
後
の
巻
が
改
修
さ
れ
て
い
く

な
か
で
、「
内
侍
督
」
が
取
り
残
さ
れ
た
ゆ
え
に
生
じ
た
も
の
と
説
明
さ
れ

て
き
）
2
（
た
。
そ
し
て
、「
内
侍
督
」
が
改
修
を
逃
れ
た
の
は
、
偶
然
に
よ
る
と

い
う
よ
り
も
、
手
を
加
え
る
こ
と
が
不
可
能
な
ほ
ど
に
、
そ
の
表
現
が
彫
琢

と
洗
練
を
極
め
て
い
る
た
め
と
考
え
る
の
で
あ
）
3
（
る
。
確
か
に
、
こ
の
巻
の
表

現
、
特
に
人
々
に
取
り
交
わ
さ
れ
る
機
知
に
富
む
会
話
は
、
和
歌
や
漢
詩
文

の
知
識
を
縦
横
に
踏
ま
え
て
お
り
、
ま
だ
充
分
に
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
箇
所

も
多
い
。
ま
た
、
秋
の
景
物
が
ふ
ん
だ
ん
に
織
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
恋
物

語
を
い
っ
そ
う
情
趣
豊
か
に
も
し
て
い
る
。
巻
の
構
成
も
き
わ
め
て
緊
密
で

あ
り
、
作
者
の
周
到
な
計
算
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、「
内

侍
督
」
で
は
、
い
く
つ
か
の
鍵
語
や
動
機
が
繰
り
返
さ
れ
、
変
奏
さ
れ
て
ゆ

く
こ
と
で
、
物
語
が
展
開
し
、
主
題
が
明
確
に
形
成
さ
れ
て
く
る
傾
向
が
顕

著
で
あ
）
4
（

る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
表
現
の
固
有
性
に
即
す
る
こ
と
で
、

「
内
侍
督
」
の
問
題
を
再
考
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一　

秋
風

　
「
内
侍
督
」
は
、「
七
月
つ
い
た
ち
こ
ろ
」、
仁
寿
殿
を
訪
れ
た
帝
と
女
御

の
珍
妙
な
や
り
と
り
か
ら
始
ま
る
。
暑
さ
で
し
ば
ら
く
参
上
で
き
な
か
っ
た

と
い
う
女
御
の
口
実
を
帝
は
「
そ
ら
ご
と
」
と
決
め
つ
け
、
右
大
将
兼
雅
に

思
い
を
寄
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
疑
う
。
さ
ら
に
は
、
二
人
が
人
目
を
忍
ん

で
愛
し
合
う
の
も
も
っ
と
も
だ
、
咎
む
ま
い
、
な
ど
と
共
感
と
理
解
を
さ
え

示
す
。
兼
雅
・
仁
寿
殿
と
い
う
理
想
的
な
二
人
の
関
係
か
ら
、
さ
ら
に
話
題

は
仲
忠
と
藤
壺
へ
と
移
る
。「
心
憎
き
所
あ
り
て
、
恥
づ
か
し
と
思
ふ
人

（
仲
忠
）
に
、
そ
ら
ご
と
す
と
思
ほ
ゆ
る
な
む
、
い
と
ほ
し
き
」（
三
七
九

頁
）
と
、「
吹
上
の
宣
旨
」
が
反
故
に
な
っ
た
不
明
を
恥
じ
る
帝
は
「
そ
の

今
宮
（
女
一
宮
）
を
や
は
取
ら
せ
た
ま
は
ぬ
」
と
仲
忠
へ
の
降
嫁
を
女
御
に

切
り
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
そ
ら
ご
と
」
と
な
っ
た
、
宣
旨
を
い
か

に
覆
し
、
仲
忠
と
藤
壺
と
の
関
係
を
結
び
直
し
、
ひ
い
て
は
帝
の
威
信
を
回

復
す
る
か
、
こ
れ
が
こ
の
巻
で
帝
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
と
い
え
よ
う
。
ま
ず

は
、「
そ
ら
ご
と
」
が
、
一
つ
の
鍵
語
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

こ
れ
に
続
く
場
面
で
は
、
上
達
部
、
親
王
た
ち
を
前
に
し
て
、
節
会
の
論

が
展
開
さ
れ
る
。
相
撲
の
節
を
目
前
に
控
え
、「
切
に
労
あ
る
」
節
会
を
判

定
せ
よ
と
の
春
宮
の
下
問
に
正
頼
が
答
え
る
が
、
そ
れ
は
ひ
ど
く
場
違
い
な

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
五
月
五
日
に
異
常
な
ま
で
に
固
執
し
、
仲

忠
と
涼
の
競
演
の
あ
っ
た
吹
上
の
重
陽
宴
に
つ
い
て
は
軽
く
言
及
す
る
に
と

ど
ま
る
の
で
あ
る
。
正
頼
の
念
頭
に
は
、「
祭
の
使
」
に
お
け
る
端
午
の
節

会
の
記
憶
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
で
は
正
頼
は
盛
大
な
行
事
の
挙
行

に
よ
っ
て
帝
に
も
匹
敵
す
る
権
威
を
誇
示
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
正
頼
の
節
会
論
は
、
帝
に
よ
っ
て
軽
く
一
蹴
さ
れ
、
帝
は
本
来
あ
る
べ

き
王
権
を
取
り
戻
し
、
発
揚
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

　
　
　

か
く
御
物
語
し
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
日
夕
影
に
な
れ
ど
、
七
月
十
日
ば

か
り
の
ほ
ど
に
、
な
ほ
暑
さ
盛
り
な
り
。
風
な
ど
も
吹
か
ず
あ
る
に
、

人
々
、「
少
し
、
涼
し
う
風
も
吹
き
出
で
な
む
。
さ
る
は
、
今
日
、
秋

立
つ
日
に
こ
そ
あ
れ
。
し
る
く
見
ゆ
る
風
吹
け
や
」
な
ど
、
上
達
部
の

た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
夕
影
に
な
り
ゆ
く
。
め
づ
ら
し
き
風
吹
き
出
づ
る
時

に
、
上
、
か
く
ぞ
出
だ
し
た
ま
ふ
。

　
　
　

め
づ
ら
し
く
吹
き
出
づ
る
風
の
涼
し
き
は
今
日
初
秋
と
告
ぐ
る
な
る

べ
し

　
　

と
の
た
ま
ふ
。
御
息
所
、
御
簾
の
内
な
が
ら
、「
げ
に
、
例
よ
り
も
、

今
日
は
」
と
て
、

　
　
　

い
つ
と
て
も
あ
き
の
気
色
は
み
す
れ
ど
も
風
こ
そ
今
日
は
深
く
知
ら

す
れ

　
　

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
上
、「
さ
れ
ど
、
ま
だ
外
に
ぞ
侍
る
。

　
　
　

立
ち
な
が
ら
内
に
も
入
ら
ぬ
初
あ
き
を
深
く
知
ら
す
る
風
ぞ
あ
や
し

き

　
　

そ
そ
と
聞
こ
ゆ
る
風
な
か
り
や
」
と
の
た
ま
ふ
。

 

（
三
八
一
〜
三
八
二
頁
）

ま
さ
に
立
秋
の
日
、
待
望
の
秋
風
が
吹
い
て
き
た
。
帝
の
「
め
づ
ら
し
く
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〜
」
の
歌
は
、「
秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お

ど
ろ
か
れ
ぬ
る
」（
古
今
集
・
秋
上
・
一
六
九
・
藤
原
敏
行
）
の
風
情
で
あ

る
。
女
御
の
歌
「
い
つ
と
て
も
〜
」
は
、「
あ
き
」
に
「
秋
」「
飽
き
」
を
掛

け
、
秋
風
の
吹
く
今
日
は
い
っ
そ
う
冷
淡
さ
が
身
に
し
み
た
、
と
帝
を
な

じ
っ
て
み
せ
る
。
帝
の
「
立
ち
な
が
ら
〜
」
は
、
私
は
ま
だ
外
で
、
御
簾
の

内
に
入
っ
て
い
な
い
の
に
「
秋
」
の
「
飽
き
」
を
知
ら
せ
る
風
と
は
妙
な
こ

と
で
す
ね
、
あ
な
た
に
さ
さ
や
き
か
け
る
他
の
風
（
兼
雅
）
が
い
る
の
で

し
ょ
う
、
の
意
。「
吹
く
風
に
我
が
身
を
な
さ
ば
玉
簾
ひ
ま
求
め
つ
つ
入
る

べ
き
も
の
を
」（
伊
勢
物
語
・
六
十
四
段
）
と
よ
く
似
た
発
想
で
あ
る
。

　

秋
の
到
来
を
宣
言
す
る
帝
の
「
め
づ
ら
し
く
〜
」
の
歌
は
、
帝
の
主
催
す

る
祝
祭
の
時
空
の
、
い
わ
ば
開
会
宣
言
に
な
っ
て
は
い
ま
い
か
。
巻
頭
か
ら

巻
末
ま
で
、「
内
侍
督
」
に
は
、
絶
え
ず
秋
風
が
吹
き
続
け
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
こ
の
巻
の
非
日
常
性
・
祝
祭
）
5
（

性
と
不
可
分
に
関
わ
っ
て
い
よ

う
。
そ
も
そ
も
、
目
に
見
え
ず
し
て
季
節
の
到
来
を
告
げ
、
大
き
な
威
力
を

発
揮
す
る
風
に
、
古
代
の
人
々
は
神
秘
を
感
じ
て
い
た
。

　
　
　

夕
暮
れ
に
な
り
ぬ
。
秋
風
、
い
と
涼
し
く
吹
く
。
中
将
、

　
　
　
　

秋
風
は
涼
し
く
吹
く
を
白
妙
の

　
　

な
ど
、
御
前
の
箏
の
琴
を
掻
き
鳴
ら
し
な
ど
す
。（
中
略
）「
世
の
中

に
、
わ
び
し
き
物
は
、
独
り
住
み
す
る
に
ま
さ
る
も
の
な
か
り
け
り
。

あ
が
君
や
、
思
し
知
ら
な
な
む
と
聞
こ
ゆ
る
は
、
わ
り
な
か
り
け
り
。

今
は
、
結
ふ
手
も
た
ゆ
く
解
く
る
下
紐
と
聞
こ
え
さ
す
る
も
、
い
と
な

む
か
ひ
な
き
。」
あ
て
宮
、
か
ら
う
し
て
い
ら
へ
た
ま
ふ
、「
下
紐
解
く

る
は
朝
顔
に
と
か
言
ふ
こ
と
あ
る
。」
中
将
、「
同
じ
く
吹
か
ば
、
こ
の

風
も
物
の
要
に
あ
た
る
ば
か
り
に
な
り
な
む
」
と
て
、

　
　
　
「
旅
人
の
ひ
も
ゆ
ふ
暮
れ
の
秋
風
は
草
の
枕
の
露
も
干
さ
な
む

 

涙
の
か
か
ら
ぬ
暁
さ
へ
な
き
こ
そ
。」
藤
壺
の
御
い
ら
へ
、

　
　
　
「
あ
だ
人
の
枕
に
か
か
る
白
露
は
あ
き
風
に
こ
そ
置
き
ま
さ
る
ら
め

忘
れ
た
ま
ふ
人
々
も
、
な
う
は
あ
ら
じ
か
し
。」（
中
略
）

　
　

中
将
、「
い
で
や
、
も
ど
か
し
う
こ
そ
あ
れ
。

　
　
　

吹
き
わ
た
る
下
葉
多
か
る
風
よ
り
も
我
を
こ
ち
て
ふ
人
も
あ
ら
な

む
」 

（
四
〇
五
〜
四
〇
七
頁
）

帝
に
弾
琴
を
命
ぜ
ら
れ
た
仲
忠
は
、
藤
壺
の
も
と
に
逃
げ
隠
れ
る
。
そ
こ
で

の
や
り
と
り
で
あ
る
が
、
折
し
も
吹
い
て
き
た
秋
風
に
触
発
さ
れ
て
、
あ
た

か
も
何
か
に
憑
か
れ
た
か
の
よ
う
に
、
仲
忠
は
藤
壺
へ
の
愛
情
を
切
々
と
訴

え
る
よ
う
に
な
る
。「
結
ふ
手
も
た
ゆ
く
〜
」
は
、「
思
ふ
と
も
恋
ふ
と
も
逢

は
む
も
の
な
れ
や
結
ふ
手
も
た
ゆ
く
解
く
る
下
紐
」（
古
今
集
・
恋
一
・
五

〇
七
・
詠
み
人
知
ら
ず
）
に
よ
る
。
相
手
が
自
分
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
と

自
然
に
下
紐
が
解
け
る
、
と
い
う
俗
信
に
よ
る
。
藤
壺
の
「
下
紐
解
く
る
は

〜
」
は
、「
我
な
ら
で
下
紐
解
く
な
朝
顔
の
夕
影
ま
た
ぬ
花
に
は
あ
り
と

も
」（
伊
勢
物
語
・
三
十
七
段
）
を
踏
ま
え
る
。「
二
人
し
て
結
び
し
紐
を
一

人
し
て
我
は
解
き
見
じ
た
だ
に
逢
ふ
ま
で
は
」（
万
葉
集
・
巻
一
二
・
二
九

一
九
・
作
者
未
詳
）
の
よ
う
に
、
男
女
が
再
会
す
る
ま
で
互
い
に
下
紐
を
解

か
ず
に
い
る
と
い
う
風
習
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
な
り
露
骨
で
性

的
な
言
葉
の
応
酬
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
以
下
、「
あ
き
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風
」
を
核
と
し
た
和
歌
の
応
酬
が
続
く
。
藤
壺
の
「
あ
だ
人
の
〜
」
の
和
歌

の
「
あ
き
風
」
に
は
、
も
ち
ろ
ん
「
飽
き
」
を
か
け
、
仲
忠
が
多
く
の
女
性

を
忘
れ
去
っ
た
こ
と
を
難
じ
る
。
仲
忠
の
「
吹
き
わ
た
る
〜
」
の
歌
の
「
下

葉
多
か
る
風
」
は
、
多
く
の
妃
を
持
つ
春
宮
を
い
い
、「
こ
ち
」
に
此
方
の

意
と
、「
東
風
」
を
掛
け
る
。
い
つ
も
は
「
ま
め
人
」
と
さ
れ
る
仲
忠
が
、

言
葉
遊
び
の
次
元
で
あ
る
に
せ
よ
、
色
好
み
へ
と
変
貌
し
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で

に
藤
壺
に
迫
る
の
は
、
吹
く
秋
風
に
刺
激
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に

も
、
恋
す
る
人
の
情
念
を
狂
お
し
く
掻
き
立
て
る
、
魔
力
に
も
似
た
、
風
の

神
秘
の
威
力
を
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　

こ
と
に
秋
の
夜
の
更
け
ゆ
き
、
宴
の
松
原
の
、
仁
寿
殿
に
あ
り
、
あ

り
け
む
風
に
調
べ
合
は
せ
て
弾
く
に
、
あ
は
れ
に
面
白
き
こ
と
、
物
に

似
ず
。（
中
略
）
こ
の
琴
に
手
触
れ
た
ま
ふ
に
つ
け
て
、
よ
ろ
づ
昔
の

こ
と
思
ほ
え
た
ま
ひ
て
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
限
り
な
し
。
親
の
御
手
よ

り
弾
き
取
り
し
、
中
将
に
か
の
山
に
て
習
は
せ
し
こ
と
、
ま
た
、
こ
の

里
に
出
で
む
と
て
弾
き
し
南
風
の
声
な
ど
、
よ
ろ
づ
に
あ
は
れ
な
り
し

古
事
を
湧
く
ご
と
お
ぼ
え
て
、
世
間
も
の
の
あ
は
れ
に
悲
し
く
お
ぼ
ゆ

れ
ば
、
や
う
や
う
心
あ
る
手
ど
も
弾
き
か
か
り
て
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
え

て
遊
ば
す
時
に
、
皆
人
、
上
中
下
、
楽
人
ど
も
も
、
楽
屋
の
遊
び
の
人

も
、
遊
び
や
み
て
、
た
だ
こ
れ
を
聞
き
愛
で
て
、「
あ
や
し
。
こ
の
参

り
つ
る
人
は
、
誰
な
ら
む
。
た
だ
今
の
世
に
、
盛
り
の
よ
し
と
言
は
る

る
中
に
も
、
か
く
ば
か
り
の
琴
弾
く
べ
き
人
の
思
ほ
え
ぬ
か
な
。
誰
な

ら
む
」
と
、
皆
驚
き
つ
つ
（
中
略
）
御
前
な
る
日
給
の
簡
に
、
尚
侍
に

な
す
よ
し
書
か
せ
た
ま
ひ
て
、
そ
れ
が
上
に
、
か
く
な
む
。

　
　
（
帝
）
目
の
前
の
枝
よ
り
出
づ
る
風
の
音
は
離
れ
に
し
物
も
思
ほ
ゆ
る

か
な
（
中
略
）

　
　
（
源
季
明
）
風
の
音
は
誰
も
あ
は
れ
に
聞
こ
ゆ
れ
ど
い
づ
れ
の
枝
と
知

ら
ず
も
あ
る
か
な
（
中
略
）

　
　
（
藤
原
忠
雅
）
武
隈
の
塙
の
松
は
親
も
子
も
並
べ
て
秋
の
風
は
吹
か
な

む
（
中
略
）

　
　
（
源
正
頼
）
塙
よ
り
吹
き
来
る
風
の
寒
け
れ
ば
む
べ
も
こ
松
は
涼
し
か

り
け
り
（
中
略
）

　
　
（
藤
原
兼
雅
）
ふ
け
ま
さ
る
松
よ
り
出
づ
る
風
な
れ
や
こ
と
な
る
な
み

の
涙
落
つ
る
は
（
中
略
）

　
　
（
源
実
正
）
年
経
れ
ど
枝
も
移
ら
ぬ
高
砂
は
隣
の
松
の
風
や
越
え
ま
し

（
中
略
）

　
　
（
藤
原
正
仲
）
い
に
し
へ
の
松
は
枯
れ
に
し
住
江
の
昔
の
風
は
忘
れ
ざ

り
け
り 

（
四
二
六
〜
四
三
二
頁
）

巻
末
、
俊
蔭
女
の
演
奏
に
感
銘
を
受
け
た
帝
が
、
彼
女
を
内
侍
督
に
任
ず
る

位
記
に
、
太
政
大
臣
以
下
の
公
卿
に
署
名
さ
せ
る
場
面
で
あ
る
。「
風
」
を

共
通
語
句
と
し
た
唱
和
歌
群
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、「
内
侍
督
」

は
、
と
り
わ
け
唱
和
歌
の
多
い
巻
で
あ
り
、
宴
な
ら
で
は
の
高
揚
感
を
伝
え

て
い
る
。「
松
風
」
が
琴
の
音
の
喩
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
忠

雅
の
歌
の
「
武
隈
の
塙
」、
実
正
の
「
高
砂
」、
正
仲
の
「
住
江
」
は
、
い
ず

れ
も
相
生
の
松
で
知
ら
れ
る
歌
枕
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
俊
蔭
女
と
仲
忠
を
た
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と
え
、
賞
賛
す
る
。
ま
た
正
仲
の
歌
の
「
い
に
し
へ
の
松
」
は
亡
き
俊
蔭
を

さ
し
、「
昔
の
風
」
に
琴
の
一
族
の
遺
風
の
意
を
込
め
る
。

　

そ
も
そ
も
、
物
語
の
発
端
か
ら
、
琴
の
一
族
と
「
風
」
と
は
深
い
関
わ
り

が
あ
っ
た
。「
唐
土
に
至
ら
む
と
す
る
に
、
仇
の
風
吹
き
て
」
俊
蔭
は
波
斯

国
へ
と
漂
着
し
た
。
そ
こ
で
得
た
秘
琴
に
は
、「
南
風
」「
波
斯
風
」
の
ご
と

く
「
風
」
の
命
名
が
な
さ
れ
、
そ
の
三
十
も
の
琴
は
「
旋
風
」
が
巻
き
上
げ

て
、
送
り
届
け
た
の
で
あ
っ
た
（
以
上
、
俊
蔭
）。
い
っ
た
い
、
俊
蔭
の
漂

流
と
は
、
冥
冥
の
力
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。「
内
侍

督
」
で
も
、
首
巻
「
俊
蔭
」
と
の
照
応
を
は
か
り
つ
つ
、「
風
」
の
不
可
思

議
な
神
秘
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二　

葎
と
蓬
、
竹
取
引
用

　
「
内
侍
督
」
に
頻
出
す
る
鍵
語
の
一
つ
に
「
蓬
」「
葎
」
が
あ
る
。

　
　
　

女
郎
花
い
や
し
き
野
辺
に
移
る
と
も
蓬
は
高
き
君
に
こ
そ
せ
め

 

（
三
九
七
頁
）

こ
れ
は
、「
薄
く
濃
く
色
づ
く
野
辺
の
女
郎
花
植
ゑ
て
や
見
ま
し
露
の
心

を
」
と
い
う
朱
雀
院
の
謎
か
け
の
歌
に
答
え
た
、
兼
雅
の
歌
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
「
女
郎
花
」
に
帝
の
寵
妃
で
あ
る
仁
寿
殿
を
、「
蓬
」
に
自
身
を
喩
え

て
卑
下
し
て
い
る
。

　
　
　

右
近
大
将
、「
左
の
幄
に
て
、
大
将
の
、
か
は
ら
け
賜
ひ
て
、
闕
巡

を
賜
ぶ
こ
と
あ
り
け
れ
ば
、
こ
よ
な
く
食
べ
酔
ひ
て
、
深
き
葎
の
下
に

な
む
隠
れ
て
侍
り
け
る
。
草
の
中
に
笛
の
音
の
し
侍
る
を
尋
ね
て
な

む
。」（
中
略
）
上
、
御
か
は
ら
け
始
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
（
中
略
）、
仲

忠
に
、

　
　
（
帝
）
百
敷
を
今
は
何
と
も
せ
ぬ
人
の
誰
と
葎
の
下
に
臥
す
ら
む 

（
中
略
）

　
　
（
仲
忠
）
百
敷
に
知
る
人
も
な
き
松
虫
は
野
辺
の
葎
ぞ
臥
し
よ
か
り
け

る
（
中
略
）

　
　
（
春
宮
）
松
虫
の
宿
訪
ふ
秋
の
葎
に
は
宿
れ
る
露
や
物
を
思
は
む 

（
中
略
）

　
　
（
仲
忠
）
同
じ
野
に
宿
を
し
貸
さ
ば
松
虫
の
秋
の
葎
を
頼
み
し
も
せ
じ

 

（
四
一
二
〜
四
一
三
頁
）

藤
壺
の
も
と
に
隠
れ
て
い
た
仲
忠
が
探
し
出
さ
れ
、
帝
の
御
前
に
召
さ
れ

た
。
仲
忠
の
言
い
訳
の
「
葎
」
を
要
と
し
た
和
歌
の
応
酬
の
場
面
で
あ
る
。

藤
壺
と
の
仲
を
か
ら
か
う
帝
の
歌
に
対
し
、
自
ら
を
「
葎
（
藤
壺
）」
に
ふ

さ
わ
し
い
「
松
虫
」
に
た
と
え
て
仲
忠
は
開
き
直
る
。
春
宮
の
歌
は
、
自
身

を
「
露
」
に
な
ぞ
ら
え
、
藤
壺
と
仲
忠
の
関
係
を
忖
度
し
て
い
る
。
続
く
仲

忠
の
歌
は
、「
同
じ
野
」
に
、
正
頼
邸
で
あ
て
宮
と
一
緒
に
育
っ
た
女
一
宮

を
寓
し
、
宮
の
降
嫁
を
願
う
、
機
知
に
富
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
玉

敷
け
る
家
も
何
せ
む
八
重
葎
お
ほ
へ
る
小
屋
も
妹
と
居
り
て
ば
」（
万
葉

集
・
巻
十
一
・
二
八
二
五
・
作
者
未
詳
）、「
何
せ
む
に
玉
の
台
も
八
重
葎
生

へ
ら
む
宿
に
二
人
こ
そ
寝
め
」（
古
今
六
帖
・
第
六
・
葎
）
の
よ
う
に
、
陋

屋
で
も
最
愛
の
人
と
一
緒
に
い
ら
れ
る
幸
福
を
、
金
殿
玉
楼
と
の
対
比
に
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よ
っ
て
詠
む
例
が
多
い
。「
玉
敷
け
る
家
」「
玉
の
台
」
で
あ
る
宮
中
（
百

敷
）
を
舞
台
と
す
る
こ
の
巻
に
、「
蓬
」「
葎
」
が
頻
出
す
る
の
は
当
然
と
も

い
え
よ
う
。
次
の
例
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
「『
御
垣
下
に
、
隠
れ
て
物
見
候
ふ
べ
き
葎
の
陰
な
む
あ
る
。
な
ほ
ま

か
り
下
り
よ
』
と
（
仲
忠
ガ
）
も
の
し
侍
り
つ
れ
ば
、
常
も
そ
ら
ご
と

し
は
べ
ら
ぬ
を
思
ひ
た
ま
へ
て
な
む
、
玉
の
台
ま
で
候
ひ
に
け
る
。」

上
、
う
ち
笑
ひ
た
ま
ひ
て
、「
よ
そ
な
れ
ば
、
こ
こ
も
か
ひ
な
し
や
。

御
本
意
あ
り
つ
ら
む
葎
の
下
な
ら
ね
ば
。」
北
の
方
、「
今
は
、
そ
の
葎

も
門
鎖
し
て
な
む
。」 

（
四
二
四
頁
）

俊
蔭
女
は
、
仲
忠
の
「
そ
ら
ご
と
」
に
導
か
れ
、「
葎
」
な
ら
ぬ
「
玉
の

台
」
ま
で
参
上
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
の
二
人
の
会
話
は
、

前
掲
の
六
帖
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、
同
時
に
「
葎
は
ふ
下
に
も
年
は
経
ぬ

る
身
の
何
か
は
玉
の
台
を
も
見
む
」（
竹
取
物
語
）
の
影
響
も
濃
厚
で
あ

る
。
帝
の
入
内
の
要
請
を
、
卑
下
し
つ
つ
断
っ
た
、
か
ぐ
や
姫
の
歌
で
あ

る
。
既
に
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
俊
蔭
女
は
か
ぐ
や
姫
の
面
影
を
色
濃
く
宿

し
た
女
君
で
あ
っ
）
6
（

た
。
そ
れ
は
次
の
場
面
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　
　
　
「
十
五
夜
に
、
必
ず
御
迎
へ
を
せ
む
。
こ
の
調
べ
を
、
か
か
る
言
の

違
は
ぬ
ほ
ど
に
、
必
ず
十
五
夜
に
と
思
ほ
し
た
れ
。」
尚
侍
、「
そ
れ

は
、
か
ぐ
や
姫
こ
そ
候
ふ
べ
か
な
れ
。」
上
、「
こ
こ
に
は
、
玉
の
枝
贈

り
て
候
は
む
か
し
。」
尚
侍
、「
子
安
貝
は
、
近
く
候
は
む
か
し
。」

 

（
四
三
七
頁
）

「
十
五
夜
」
の
連
想
か
ら
「
か
ぐ
や
姫
」「（
蓬
莱
の
）
玉
の
枝
」「（
燕
の
）

子
安
貝
」
と
い
っ
た
『
竹
取
』
に
ま
つ
わ
る
言
葉
の
応
酬
が
な
さ
れ
る
。
帝

は
八
月
十
五
夜
の
再
会
を
約
束
す
る
が
、
こ
れ
は
よ
う
や
く
最
終
巻
「
楼

上
」
下
巻
に
至
っ
て
実
現
を
み
る
。

　
　
　
「
い
か
な
る
代
は
り
を
か
は
と
思
ひ
つ
る
は
。
年
ご
ろ
の
心
ざ
し
の

あ
ら
は
る
る
に
こ
そ
は
あ
り
け
れ
。（
中
略
）
昔
よ
り
、
治
部
卿
の
朝

臣
（
俊
蔭
）
の
あ
り
し
時
よ
り
、
な
ほ
、
い
さ
さ
か
、
物
の
音
を
掻
き

鳴
ら
し
て
聞
か
せ
た
ま
は
な
む
と
思
ひ
て
、
御
迎
へ
せ
む
と
常
に
思
ふ

こ
と
あ
り
し
か
ど
、
朝
臣
の
あ
り
し
限
り
は
、
さ
ら
に
、
あ
や
し
く
古

め
き
の
族
に
て
、
か
か
る
筋
の
こ
と
も
う
と
ま
し
げ
に
や
あ
り
け
む
、

た
ま
た
ま
『
参
ら
せ
た
ま
へ
』
と
も
の
し
か
ど
、
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
な

り
に
き
。
そ
の
後
は
、
さ
ら
に
、
世
の
中
に
聞
こ
え
た
ま
は
ず
な
り
に

し
か
ば
、
心
ざ
し
の
み
多
く
て
、
少
し
も
知
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
ず
こ
そ

な
り
に
し
か
。
さ
る
は
、
か
く
平
ら
か
に
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
も
の

を
。（
中
略
）
中
ご
ろ
は
、
い
づ
れ
の
世
に
か
も
の
せ
ら
れ
け
む
。
昔

な
が
ら
対
面
賜
は
ら
ま
し
よ
り
も
、
ま
し
て
、
心
ざ
し
ま
さ
る
こ
と
こ

そ
あ
れ
。」 

（
四
二
二
〜
四
二
三
頁
）

朱
雀
帝
は
、
春
宮
時
代
か
ら
俊
蔭
女
に
想
い
を
寄
せ
て
お
り
、
た
び
た
び
入

内
を
要
請
し
て
い
た
。
し
か
し
、「
娘
は
天
道
に
任
せ
た
て
ま
つ
る
。
天
の

掟
あ
ら
ば
国
母
、
夫
人
と
も
な
れ
、
掟
な
く
は
山
賤
、
民
の
子
と
も
な
れ
。

我
、
乏
し
く
貧
し
き
身
な
り
。
い
か
で
か
高
き
交
じ
ら
ひ
は
せ
さ
せ
む
」

（
俊
蔭
・
二
二
頁
）
と
い
う
俊
蔭
の
悲
痛
な
判
断
に
よ
っ
て
、
そ
れ
も
叶
わ

な
か
っ
た
。
俊
蔭
死
後
、
し
ば
ら
く
消
息
も
途
絶
え
て
し
ま
い
心
配
で
な
ら
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な
か
っ
た
が
、
無
事
で
安
心
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
長
年
の
「
心
ざ

し
」
を
切
々
と
訴
え
る
帝
に
、
俊
蔭
女
は
次
第
に
心
を
開
い
て
ゆ
き
、
琴
に

触
れ
よ
う
と
す
る
。

　
　
　

こ
の
琴
に
手
触
れ
た
ま
ふ
に
つ
け
て
、
よ
ろ
づ
昔
の
こ
と
思
ほ
え
た

ま
ひ
て
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
限
り
な
し
。
親
の
御
手
よ
り
弾
き
取
り

し
、
中
将
に
か
の
山
に
て
習
は
せ
し
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
里
に
出
で
む

と
て
弾
き
し
南
風
の
声
な
ど
、
よ
ろ
づ
に
あ
は
れ
な
り
し
古
事
を
湧
く

ご
と
お
ぼ
え
て
、
世
間
も
の
の
あ
は
れ
に
悲
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
や
う

や
う
心
あ
る
手
ど
も
弾
き
か
か
り
て
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
て
遊
ば
す
時

に 

（
四
二
七
頁
）

こ
こ
で
は
「
あ
は
れ
」
の
語
が
集
中
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
に
注
意
さ

れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
帝
の
「
心
ざ
し
」
が
俊
蔭
女
を
感
動
せ
し
め
、
弾
琴

に
踏
み
切
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
心
ざ
し
」「
あ
は
れ
」
が
と
も
に
『
竹

取
』
の
重
要
語
で
あ
る
こ
と
は
贅
言
を
要
し
ま
い
。
か
ぐ
や
姫
と
帝
の
プ
ラ

ト
ニ
ッ
ク
な
恋
の
か
た
ち
が
、
俊
蔭
女
と
朱
雀
帝
の
そ
れ
に
重
ね
合
わ
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
俊
蔭
女
と
朱
雀
帝
の
恋
は
、
天
と
地
と
に

引
き
裂
か
れ
た
、
永
遠
の
別
れ
と
し
て
、
悲
恋
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
わ
け
で

は
な
い
。「
お
も
と
に
は
、
み
づ
か
ら
を
や
は
得
た
ま
は
ぬ
。
中
将
の
朝

臣
、
紀
伊
国
の
禄
に
は
、
娘
を
こ
そ
は
得
た
れ
」（
四
三
〇
頁
）
と
、
演
奏

の
禄
と
し
て
、
内
侍
督
就
任
と
、
仲
忠
へ
の
女
一
宮
降
嫁
が
決
定
す
る
。
俊

蔭
女
と
帝
の
結
ば
れ
な
か
っ
た
恋
の
結
び
直
し
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
、

仲
忠
と
女
一
宮
の
結
婚
が
導
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

三　

漢
籍
引
用
を
め
ぐ
っ
て

　

物
語
作
者
の
漢
籍
・
仏
典
の
深
い
教
養
は
、
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
し
指
摘

さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
「
内
侍
督
」
で
は
突
出
し
て

い
）
7
（

る
。
作
者
の
並
々
な
ら
ぬ
知
識
が
、
帝
や
仲
忠
の
口
を
借
り
て
、
存
分
に

披
露
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

仲
忠
奏
す
、「
異
仰
せ
言
は
、
身
を
い
た
づ
ら
に
な
さ
む
、
蓬
莱
、

悪
魔
国
に
、
不
死
薬
、
優
曇
華
を
取
り
に
ま
か
れ
と
仰
せ
ら
る
る
と

も
、
身
の
堪
へ
む
に
従
ひ
て
承
ら
む
に
、
さ
ら
に
こ
の
仰
せ
言
な
む
、

か
か
る
所
々
に
遣
は
さ
む
よ
り
も
難
き
仰
せ
言
な
る
」
と
奏
す
。
上
、

う
ち
笑
は
せ
た
ま
ひ
て
、「
に
な
き
勅
使
か
な
。
さ
り
と
も
、
蓬
莱
の

山
へ
不
死
薬
取
り
に
渡
ら
む
こ
と
は
、
童
男
、
丱
女
だ
に
、
そ
の
使
に

立
ち
て
、
船
の
中
に
て
老
い
て
、『
島
の
浮
か
べ
ど
も
、
蓬
莱
を
見

ず
』
と
こ
そ
嘆
き
た
め
れ
。
か
の
心
上
手
の
さ
る
者
だ
に
つ
ひ
に
至
ら

ず
な
り
に
け
る
蓬
莱
へ
、
今
、
朝
臣
の
、
日
の
本
の
国
よ
り
、
行
く
ら

む
方
も
知
ら
ず
、
不
死
薬
の
使
し
た
ら
む
こ
と
、
少
し
わ
づ
ら
は
し
か

ら
む
。
え
や
求
め
合
は
ざ
ら
む
。（
中
略
）
か
れ
も
、
南
天
竺
よ
り
金

剛
大
士
の
渡
り
け
る
こ
と
は
、
む
つ
ま
し
き
輩
を
隣
の
国
よ
り
迎
へ
取

り
て
、
こ
れ
あ
ひ
顧
み
る
と
て
、
時
の
国
母
の
仇
を
い
た
し
て
な
む
、

さ
る
使
に
は
出
だ
し
た
り
け
る
。
そ
れ
、
南
天
竺
よ
り
渡
る
に
、
自
然

に
年
経
に
た
れ
ば
、
忍
辱
の
輩
の
別
れ
に
逢
は
ず
と
は
嘆
か
ず
や
。
そ

れ
を
、
い
か
に
、
朝
臣
の
国
母
の
仇
あ
り
と
も
な
く
て
、
ま
た
、
さ
る
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薬
要
ず
る
后
あ
り
と
も
な
く
て
、
に
は
か
に
親
を
捨
て
て
渡
ら
む
に
、

少
し
も
の
の
わ
づ
ら
ひ
あ
り
、
不
孝
に
な
り
な
む
。
身
の
破
れ
あ
り
な

む
。
か
く
に
な
き
こ
と
よ
り
は
、
た
だ
、
こ
こ
な
が
ら
、
調
べ
た
る
一

つ
弾
か
む
こ
と
は
、
易
か
ら
む
か
し
。
あ
る
ま
じ
き
使
に
は
進
ま
で
、

た
だ
、
こ
の
琴
を
、
手
一
つ
掻
き
鳴
ら
し
て
聞
か
せ
な
む
。（
中
略
）

朝
臣
、
今
宵
の
言
ひ
言
を
、
さ
ら
ば
と
て
、
悪
魔
国
、
蓬
莱
の
山
ま
で

出
だ
し
立
て
む
な
む
、
我
、
少
し
は
か
な
き
。
ま
づ
は
、
我
、
か
く
目

に
近
く
見
馴
ら
し
た
る
を
、
さ
る
心
す
ご
き
使
に
、
遙
か
な
る
ほ
ど
を

出
だ
し
立
て
て
思
は
む
に
な
む
、
少
し
あ
は
れ
に
心
細
か
ら
む
。
ま

た
、
行
き
て
見
し
人
も
、
た
だ
今
も
の
せ
ら
る
、
そ
れ
が
嘆
き
思
は
む

を
見
む
に
、
い
と
か
ひ
な
か
ら
む
か
し
。
か
く
言
ふ
ほ
ど
に
、
不
死
薬

を
も
、
蓬
莱
に
至
ら
む
と
思
は
む
ほ
ど
に
、
と
も
か
く
も
あ
ら
ば
、
不

死
の
薬
も
何
に
か
は
せ
む
。」 

（
四
一
三
〜
四
一
五
頁
）

帝
と
の
囲
碁
に
負
け
た
仲
忠
は
、
琴
を
弾
く
よ
う
強
要
さ
れ
る
。
あ
く
ま
で

拒
否
し
よ
う
と
す
る
仲
忠
と
、
是
が
非
で
も
弾
か
せ
よ
う
と
す
る
帝
の
、
ペ

ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
言
葉
の
応
酬
で
あ
り
、
多
く
の
典
拠
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て

い
る
。
ま
ず
は
、
秦
始
皇
帝
の
命
を
受
け
て
蓬
莱
へ
と
不
死
薬
を
求
め
に

行
っ
た
徐
福
の
故
事
（『
史
記
』
秦
始
皇
帝
本
紀
、『
白
氏
文
集
』「
海
漫

漫
」
な
ど
）。
ま
た
、
か
ぐ
や
姫
か
ら
蓬
莱
の
玉
の
枝
を
所
望
さ
れ
た
、
く

ら
も
ち
の
皇
子
の
偽
り
の
漂
流
譚
、
不
死
薬
を
焼
却
し
た
『
竹
取
』
の
末

尾
。
そ
し
て
「
金
剛
大
士
」
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
注
釈
書
が
未
詳
と
し
て

き
た
が
、『
大
乗
毘
沙
門
経
功
徳
経
』「
善
生
品
第
二
」
に
拠
る
ら
し
い
。
か

よ
う
に
多
く
の
引
用
の
重
ね
合
わ
せ
か
ら
な
る
場
面
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も

俊
蔭
漂
流
譚
が
こ
こ
に
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら

な
い
。
遣
唐
使
に
選
ば
れ
た
が
ゆ
え
に
、
俊
蔭
は
長
年
に
わ
た
っ
て
異
国
を

さ
す
ら
い
続
け
た
。
老
い
た
父
母
を
嘆
か
せ
た
こ
と
で
、
不
孝
の
罪
ま
で
も

背
負
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
怨
み
が
俊
蔭
と
嵯
峨
院
と
を
訣
別
さ
せ
た
。
し

か
し
、
朱
雀
帝
は
、
そ
の
よ
う
な
辛
い
思
い
を
仲
忠
に
も
、
俊
蔭
女
に
も
さ

せ
た
く
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
俊
蔭
を
苦
し
め
て
し
ま
っ
た
父
院
の
過

ち
を
、
朱
雀
帝
は
繰
り
返
さ
な
い
。
い
っ
た
い
、
こ
の
巻
は
首
巻
「
俊
蔭
」

を
意
識
し
た
叙
述
が
多
く
、
長
篇
の
原
点
へ
の
回
帰
の
志
向
が
強
い
の
だ

が
、
右
の
場
面
は
、
そ
の
典
型
と
い
え
る
。

　

こ
の
巻
の
漢
籍
引
用
で
は
、
王
昭
君
お
よ
び
蔡
琰
説
話
も
主
題
に
か
か

わ
っ
て
重
要
で
あ
る
。
漢
の
皇
帝
が
、
盟
約
に
よ
っ
て
匈
奴
の
王
に
妃
を
与

え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
七
人
の
妃
た
ち
の
う
ち
六
人
は
絵
師
を
収
賄
し
て
醜

く
自
ら
の
肖
像
を
描
か
せ
た
。
皇
帝
の
寵
愛
を
恃
ん
で
い
た
王
昭
君
は
賄
賂

を
贈
ら
な
か
っ
た
た
め
、
い
っ
そ
う
美
し
く
描
か
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う

有
名
な
説
話
で
あ
る
（『
漢
書
』『
西
京
雑
記
』
な
ど
）。
帝
は
、
胡
笳
の
琴

曲
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
を
加
え
て
い
る
。

　
　
　
「
か
た
ち
描
き
並
ぶ
る
絵
師
に
、
六
人
の
国
母
は
千
両
の
黄
金
を
贈

る
、
す
ぐ
れ
た
る
国
母
は
、
お
の
が
徳
の
あ
る
を
頼
み
て
贈
ら
ざ
り
け

れ
ば
、
劣
れ
る
六
人
は
、
い
と
よ
く
描
き
落
と
し
て
、
す
ぐ
れ
た
る
一

人
を
ば
、
い
よ
い
よ
描
き
ま
し
て
、
か
の
胡
の
国
の
武
士
に
見
す
る

に
、『
こ
の
一
人
の
国
母
を
』
と
申
す
時
に
、
天
子
は
言
変
へ
ず
と
言
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ふ
も
の
な
れ
ば
、
え
否
び
ず
、
こ
の
一
人
の
国
母
を
賜
ふ
時
に
、
国

母
、
胡
の
国
へ
渡
る
と
て
嘆
く
こ
と
、
胡
笳
の
音
を
聞
き
悲
し
び
て
、

乗
れ
る
馬
の
嘆
く
な
む
、
胡
の
婦
が
出
で
立
ち
な
り
け
る
。（
中
略
）

げ
に
、
さ
る
天
皇
の
正
妃
と
し
て
、
一
の
后
と
て
あ
り
け
む
に
、
さ
る

武
士
の
手
に
入
り
け
む
心
地
、
い
か
な
り
け
む
と
思
ふ
に
、
ま
し
て
遊

ば
し
ま
す
さ
ま
の
こ
と
な
る
こ
そ
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
れ
。」

 

（
四
二
八
〜
四
三
〇
頁
）

「
天
子
は
言
変
へ
ず
」
と
は
、
巻
頭
の
「
天
子
そ
ら
ご
と
せ
ず
」（
三
七
九

頁
）
の
発
言
に
照
応
し
て
い
る
。
さ
ら
に
匈
奴
に
囚
わ
れ
た
悲
運
の
女
性
と

し
て
王
昭
君
か
ら
蔡
琰
（
文
姫
）
へ
と
連
想
が
及
ぶ
。「
胡
の
国
へ
渡
る
と

て
」
以
下
は
、
蔡
琰
の
故
事
を
踏
ま
え
る
。
都
を
遠
く
離
れ
、
胡
の
国
で
の

わ
び
し
い
日
々
を
送
る
彼
女
た
ち
の
姿
は
、
北
山
の
う
つ
ほ
の
俊
蔭
女
に
対

応
し
よ
う
。
そ
し
て
境
遇
の
類
似
だ
け
で
な
く
、
よ
り
深
い
と
こ
ろ
で
蔡
琰

と
俊
蔭
女
の
関
わ
り
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
蔡
琰
の
父
、

蔡
邕
は
大
学
者
と
し
て
知
ら
れ
、
琴
を
よ
く
し
た
。『
琴
操
』
の
著
者
と
も

い
わ
れ
、
焦
尾
琴
の
故
事
は
有
名
で
あ
る
（『
後
漢
書
』
列
伝
第
五
十
）。
そ

の
楽
才
を
受
け
継
ぎ
、
蔡
琰
も
琴
に
堪
能
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
幼
く
し
て
父

の
弾
く
絃
を
聞
き
分
け
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
蔡
琰
弁
琴
」
も
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
（『
蒙
求
』）。
こ
の
父
娘
が
、
俊
蔭
父
娘
の
造
型
に
少
な
か
ら
ず

投
影
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
最
愛
の
妃
を
手
放
さ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
漢
の
皇
帝
に
自
ら
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
朱
雀
帝
は
俊
蔭
女

へ
の
執
着
を
ま
す
ま
す
深
め
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

四　

労
あ
り

　

優
艶
な
場
面
の
続
く
「
内
侍
督
」
に
あ
っ
て
、
巻
末
の
右
の
場
面
は
ひ
と

き
わ
印
象
的
で
あ
る
。

　
　
　

上
、
い
か
で
こ
の
尚
侍
御
覧
ぜ
む
と
思
す
に
、
大
殿
油
、
物
あ
ら
は

に
灯
せ
ば
、
も
の
し
、
い
か
に
せ
ま
し
と
思
ほ
し
お
は
し
ま
す
に
、

蛍
、
お
は
し
ま
す
御
前
わ
た
り
に
、
三
つ
四
つ
連
れ
て
飛
び
あ
り
く
。

（
中
略
）
尚
侍
の
候
ひ
た
ま
ふ
几
帳
の
帷
子
を
う
ち
懸
け
た
ま
ひ
て
、

物
な
ど
の
た
ま
ふ
に
、
か
の
尚
侍
の
ほ
ど
近
き
に
、
こ
の
蛍
を
さ
し
寄

せ
て
、
包
み
な
が
ら
う
そ
ぶ
き
た
ま
へ
ば
、
さ
る
薄
物
の
御
直
衣
に
そ

こ
ら
包
ま
れ
た
れ
ば
、
残
る
所
な
く
見
ゆ
る
時
に
、
尚
侍
、「
あ
や
し

の
わ
ざ
や
」
と
う
ち
笑
ひ
て
、
か
く
聞
こ
ゆ
。

　
　
　

衣
薄
み
袖
の
う
ら
よ
り
見
ゆ
る
火
は
満
つ
し
ほ
た
る
る
海
女
や
住
む

ら
む

　
　

と
聞
こ
え
た
ま
ふ
さ
ま
、
め
で
た
き
人
の
物
な
ど
言
ひ
出
だ
し
た
る
、

さ
ら
な
り
、
し
出
だ
し
た
る
才
な
ど
、
は
た
、
い
と
め
で
た
く
心
憎
き

人
の
、
そ
の
容
貌
、
は
た
、
世
に
類
な
く
い
み
じ
き
人
の
、
さ
る
労
あ

る
物
の
光
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
は
、
ま
し
て
、
い
と
な
む
切
な
り
け
る
。

上
、
御
覧
ず
る
に
、
た
と
ふ
べ
き
人
な
く
、
め
で
た
く
御
覧
ず
る
こ
と

限
り
な
し
。
か
く
て
、
い
ら
へ
た
ま
ふ
、「
年
ご
ろ
の
心
ざ
し
は
、
こ

れ
に
こ
そ
見
ゆ
れ
。

　
　
　

し
ほ
た
れ
て
年
も
経
に
け
る
袖
の
う
ら
は
ほ
の
か
に
見
る
ぞ
か
け
て
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う
れ
し
き
」

　
　

上
、
お
は
し
ま
し
て
、
よ
ろ
づ
に
あ
は
れ
に
を
か
し
き
御
物
語
を
し
つ

つ
お
は
し
ま
す
ほ
ど
に
、
夜
暁
に
な
り
ゆ
く
。 （
四
三
七
〜
四
三
八
頁
）

蛍
火
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
俊
蔭
女
の
姿
は
、
妖
し
い
ま
で
に
美
し
い
。
帝

の
、
彼
女
に
寄
せ
る
長
年
の
「
心
ざ
し
」
が
つ
い
に
報
い
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
実
は
、
こ
の
場
面
は
、
巻
頭
の
、
帝
の
心
中
思
惟
と
首
尾
呼
応
し

て
い
る
。

　
　
　

こ
の
女
御
（
仁
寿
殿
）
と
大
将
（
兼
雅
）
と
、
さ
て
あ
ら
む
に
、
な

か
る
ま
じ
き
仲
に
こ
そ
あ
り
け
れ
、
こ
れ
を
、
同
じ
所
に
、
労
あ
ら
む

所
に
据
ゑ
て
、
情
け
あ
ら
む
草
木
、
花
盛
り
に
も
紅
葉
盛
り
に
も
あ

れ
、
見
所
あ
ら
む
所
の
夕
暮
れ
な
ど
あ
り
て
、
行
く
先
を
言
ひ
契
り
、

深
き
心
言
ひ
契
ら
せ
、
か
た
み
に
あ
は
れ
な
ら
む
こ
と
を
、
心
と
ど
め

て
う
ち
言
は
せ
、
を
か
し
き
さ
ま
に
あ
ら
せ
む
に
、
け
し
う
は
あ
ら

じ
。（
中
略
）
さ
て
あ
ら
せ
て
聞
か
ば
や
。（
三
九
七
頁
）

　
　
　

男
（
兵
部
卿
宮
）
も
女
（
承
香
殿
）
も
、
か
た
み
に
見
交
は
し
て

は
、
げ
に
げ
に
、
身
は
い
た
づ
ら
に
な
る
と
も
、
我
に
て
も
、
た
だ
に

て
は
、
え
あ
ら
じ
か
し
、
見
る
に
、
男
も
女
も
、
深
き
労
あ
り
け
り
と

も
、
い
と
ど
お
ぼ
ゆ
る
か
な
、
か
か
る
仲
の
、
さ
す
が
に
、
色
に
出
で

て
は
え
あ
ら
ず
、
思
ひ
慎
む
こ
と
あ
り
て
、
そ
の
中
に
、
な
で
ふ
こ
と

を
言
ひ
尽
く
す
ら
む
。（
中
略
）
か
れ
を
聞
き
見
る
も
の
に
も
が
な
。

 

（
三
九
九
頁
）

い
ず
れ
も
、
人
知
れ
ず
愛
し
合
う
「
労
あ
る
」
男
女
を
、
夕
暮
れ
時
の
「
労

あ
る
」
場
に
配
し
て
、
交
わ
さ
れ
る
愛
の
言
葉
を
聞
い
て
見
た
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
労
あ
り
」
も
、
こ
の
巻
の
鍵
語
で
あ
る
。
経
験
を

積
ん
で
洗
練
さ
れ
て
い
る
、
男
女
の
恋
の
機
微
に
通
じ
て
い
る
、
配
慮
が
行

き
届
い
て
い
る
、
な
ど
の
意
で
あ
る
が
、
人
の
性
格
に
つ
い
て
の
み
用
い
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
涼
の
朝
臣
の
吹
上
の
浜
に
も
の
し
た
り
し
時
に
、

仲
忠
い
と
切
に
労
あ
り
し
か
ば
」（
三
七
九
頁
）、「
年
の
内
出
で
来
る
節
会

の
中
に
、
い
づ
れ
、
い
と
切
に
労
あ
る
、
定
め
申
さ
れ
よ
や
」（
三
八
一

頁
）、「（
嵯
峨
帝
承
香
殿
女
御
ノ
）
御
文
見
た
ま
へ
し
こ
そ
、
よ
に
あ
は
れ

に
労
あ
り
し
か
」（
三
八
八
頁
）、「
労
あ
る
秋
、
夕
暮
れ
」（
四
一
三
頁
）
な

ど
と
様
々
に
繰
り
返
さ
れ
、
変
奏
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
帝
の
企
て
の
延
長
線
上
に
、
帝
と
俊
蔭
女
の
対
面
の
場
面
が
あ

る
。
い
わ
ば
、
そ
れ
ま
で
優
艶
な
恋
の
場
面
を
演
出
し
、
か
つ
観
客
の
立
場

に
あ
っ
た
帝
は
、
自
ら
主
役
と
し
て
舞
台
に
立
っ
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
日
常
か
ら
解
放
さ
れ
た
恋
愛
遊
戯
│
│
そ
ら
ご
と
│
│
の
世
界
に

こ
そ
、
人
間
の
真
実
の
姿
が
あ
る
、
と
い
う
物
語
の
強
い
主
張
が
あ
る
は
ず

で
あ
る
。

む
す
び

　
「
吹
上
の
宣
旨
」
が
「
そ
ら
ご
と
」
と
な
っ
た
不
明
を
恥
じ
る
帝
は
、
自

ら
「
そ
ら
ご
と
」
の
世
界
を
演
出
し
、
つ
い
に
は
恋
物
語
の
主
人
公
を
演
じ

る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
、
宮
中
の
多
く
の
人
々
を
も
巻
き
込
む
、
大
が
か
り
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労
あ
る
秋
の
夕
暮
れ（
大
井
田
）

な
芝
居
と
も
な
っ
た
。
こ
の
巻
の
焦
点
と
な
る
出
来
事
は
、
巻
名
で
も
あ

る
、
俊
蔭
女
の
内
侍
督
就
任
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
と
動

機
の
繰
り
返
し
を
通
じ
て
、
し
だ
い
に
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
行
く
末
ま
で
も
、
私
の
后
に
思
は
む
か
し
」
と
は
、「
昔
よ
り
か
や
う
な
ら

ま
し
か
ば
、
今
は
国
母
と
聞
こ
え
て
ま
し
か
し
」（
四
三
六
頁
）
と
い
う
帝

の
悲
願
の
実
現
で
あ
る
と
同
時
に
、「
天
の
掟
あ
ら
ば
、
国
母
、
夫
人
と
も

な
れ
」（
俊
蔭
・
二
二
頁
）
と
い
う
俊
蔭
の
遺
志
の
実
現
で
あ
っ
た
。
実

は
、
こ
の
巻
は
、
苦
悩
と
憤
懣
の
う
ち
に
世
を
去
っ
た
、
俊
蔭
の
霊
を
鎮

魂
、
慰
撫
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
た
巻
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
日
常
を
逸

脱
し
た
風
変
わ
り
な
物
語
の
展
開
と
結
末
は
、
帝
の
思
惑
に
よ
る
だ
け
で
な

く
、
亡
き
俊
蔭
の
遺
志
に
導
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

俊
蔭
女
が
内
侍
督
に
任
じ
ら
れ
た
と
て
、
ま
だ
俊
蔭
の
慰
霊
は
充
分
で
は

な
い
。
孫
仲
忠
の
栄
達
、
秘
琴
の
伝
承
者
い
ぬ
宮
の
誕
生
、
そ
し
て
朝
廷
か

ら
の
謝
罪
な
ど
、
今
後
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
多
い
。
物
語
は
、
よ
う

や
く
折
り
返
し
点
に
辿
り
着
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
鍵
語
と
動
機
の
反
復
と
変
奏
と
い
う
観
点
か
ら
、「
内
侍

督
」
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
同
語
の
繰
り
返
し
と
は
、
曲
の
な
い
、
稚
拙

な
表
現
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
何
度
も
反
復
さ

れ
、
変
奏
さ
れ
る
こ
と
で
物
語
の
主
題
性
が
強
靱
か
つ
明
確
に
な
っ
て
く

る
。
物
語
中
随
一
の
達
成
を
誇
る
、
こ
の
巻
の
表
現
を
考
察
し
て
み
た
の
で

あ
る
。
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Abstract

Beautiful autumn evening: Expression of Naishi no Kami of Utsuho Monogatari

Haruhiko Oida

 Naishi no Kami (Early Autumn) of Utsuho Monogatari, is important chapter that connect the first 
half portion and the rear half portion.
 Nakatada and Fujitsubo, Kanemasa and Jizyuuden, Toshikage no Musume and Emperor Suzaku, 
these couples had loved each other, but could not be married. In Sumo festival, they enjoy love games.
 In Naishi no Kami, there are many mistakes and contradictions. For example, in Fukiage, 
Emperor Suzaku commanded that Msayori should marry Atemiya off to Suzushi, the First Princess 
off to Nakatada, but this royal command changed in Naishi no kami. Nakazumi who had died in shock 
of Atemiy’s bridal appears in this Chapter. Other Chapters had rewrited, but Naishi no Kami had not 
rewrited because of sophisticted representation. Thus these conflicts caused.
 Some keywords and motif are reperated many times in this chapter. In Naishi no Kami, autumn 
wind is blowing all the time. Yomogi (wormwood) and mugura (sagebrush) reminisce deep affection 
and Platonic love of Kaguyahime and the Emperor of Taketori Monogatari. The episodes of Zyohuku 
and Kuramoti no Miko reminisce Toshikage’s drift. This Monogatri tries to return to starting point. 
Naishi no Kami was the requiem for Toshikage.
 By repetition of keywords and motif, theme of this chapter has been emphasized.

Keywords:   Utsuho Monogatari, Naishi no Kami, Toshikage, soragoto (lie), akikaze (autmun wind), 
yomogi (wormwood) and mugura (sagebrush), rou-ari (elegant)


