
『
源
氏
物
語
』
の
年
齢
明
示
の
方
法

1
小
野
の
母
尼
を
中
心
に
ー

外

山

敦

子

　
　
　
は
じ
め
に

　
物
語
で
は
、
す
べ
て
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
の
年
齢
が
語
ら
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
特
に
、
脇
役
・
端
役
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
人
物
に
具
体
的
な
年
齢
が
語

ら
れ
る
例
は
、
決
し
て
多
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、

登
場
人
物
の
年
齢
が
具
体
的
に
語
ら
れ
る
例
は
必
ず
し
も
多
く
な
く
、
年
立
か

ら
特
定
あ
る
い
は
推
定
で
き
る
登
場
人
物
も
一
部
に
限
ら
れ
る
。
物
語
は
、
必

要
な
人
物
、
必
要
な
場
面
に
の
み
年
齢
を
語
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
し
た
中
に

あ
っ
て
、
物
語
が
登
場
人
物
の
年
齢
を
明
示
す
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
示
さ
れ
た
年
齢
（
1
1
数
字
）
は
特
別
な
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
決
し
て
例
が
多
く
な
い
だ
け
に
、
逆
に
、
物
語
読
者
に
と
っ
て

は
登
場
人
物
の
年
齢
が
有
力
な
〈
情
報
〉
の
一
つ
と
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
に
登
場
す
る
横
川
の
僧
都
の
母
尼
が
「
八

十
あ
ま
り
」
と
紹
介
さ
れ
て
物
語
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
語

　
　
　
「
源
氏
物
語
』
の
年
齢
明
示
の
方
法
（
外
山
　
敦
子
）

ら
れ
た
年
齢
と
物
語
に
お
け
る
母
尼
の
役
割
と
の
主
題
的
な
連
関
性
を
考
察
す

る
。
そ
も
そ
も
「
八
十
あ
ま
り
」
と
い
う
年
齢
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
年
齢
が

確
認
で
き
る
登
場
人
物
の
な
か
で
は
最
高
齢
で
あ
り
、
そ
の
特
異
さ
が
際
立
っ

て
い
る
。
で
は
、
「
八
十
あ
ま
り
」
と
い
う
年
齢
を
語
る
こ
と
で
、
物
語
は
ど

の
よ
う
な
機
能
を
母
尼
に
要
請
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
は
ど
の
よ
う
に
展
開

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
語
ら
れ
た
〈
年
齢
〉
が
〈
物
語
内
容
〉
を
紡
ぎ
出
し

て
い
く
物
語
の
あ
り
よ
う
を
、
以
下
に
詳
述
し
て
み
た
い
。

語
ら
れ
る
年
齢
ー
自
立
す
る
登
場
人
物
ー

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
そ
の
こ
ろ
」
と
い
う
巻
頭
の
語
り
出
し
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ
ま
で
の
巻
と
は
異
な
る
物
語
の
始
ま
り
を
宣
言
す
る
。
本
稿
が
取
り
上
げ
る

手
習
巻
も
ま
た
、

　
　
そ
の
こ
ろ
横
川
に
、
な
に
が
し
僧
都
と
か
い
ひ
て
、
い
と
尊
き
人
住
み
け

り
。
八
十
あ
ま
り
の
母
、

五

五
十
ば
か

り

の
妹
あ

り

け

り
　o

［
手
習
・
二
七
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（
2
）

　
　
九
頁
］

と
、
こ
れ
か
ら
新
た
な
物
語
が
始
ま
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
冒
頭
で
語
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
新
た
な
物
語
は
、
新
た
な
登
場
人
物
と
舞
台
と
を
要
請
す
る
。
そ

れ
が
、
「
な
に
が
し
僧
都
」
（
「
横
川
の
僧
都
」
と
通
称
）
で
あ
り
、
「
宇
治
院
」

や
「
小
野
」
な
の
で
あ
っ
た
。
横
川
の
僧
都
は
、
宇
治
の
寝
殿
か
ら
失
踪
し
行

方
不
明
に
な
っ
て
い
た
浮
舟
を
助
け
、
の
ち
に
浮
舟
を
出
家
に
導
く
と
い
う
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

要
な
役
割
を
担
い
、
物
語
を
大
き
く
突
き
動
か
し
て
い
く
人
物
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
冒
頭
で
は
、
横
川
の
僧
都
に
「
八
十
あ
ま
り
の
母
、
五
十

ば
か
り
の
妹
」
が
い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』

に
登
場
人
物
の
年
齢
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
う
し
た
中

で
、
横
川
の
僧
都
の
母
と
妹
の
年
齢
が
、
あ
え
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
は
重

要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
そ
れ
が
巻
頭
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
物
語
展
開
上
の
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　
母
尼
が
、
初
瀬
詣
の
帰
途
、
危
篤
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
を
聞
い
た

横
川
の
僧
都
は
、
「
限
り
の
さ
ま
」
［
手
習
・
二
七
九
頁
］
だ
と
判
断
し
、
「
山

籠
り
の
本
意
深
く
、
今
年
は
出
で
じ
」
［
手
習
・
二
七
九
頁
］
と
い
う
決
意
を

翻
し
て
山
を
下
り
た
。
母
が
八
十
歳
を
越
え
る
高
齢
で
あ
る
た
め
、
い
つ
死
を

迎
え
て
も
不
思
議
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
偶
然
浮
舟
が
発
見

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
横
川
の
僧
都
に
よ
る
浮
舟
発
見
は
、
母
尼
の
高

齢
な
く
し
て
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
だ
。
母
尼
が
高
年
齢
に
設
定
さ
れ
た
必
然

性
は
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
母

尼
の
年
齢
に
「
8
0
」
と
い
う
具
体
的
な
数
字
が
示
さ
れ
る
べ
き
明
解
な
説
明
に

三
六

は
な
り
得
ま
い
。
母
尼
の
年
齢
明
示
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
な
の

だ
ろ
う
か
。

　
『
河
海
抄
』
以
来
、
横
川
の
僧
都
の
モ
デ
ル
に
は
『
往
生
要
集
』
の
著
者
で

あ
る
恵
心
僧
都
源
信
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
源
信

の
母
と
妹
（
安
養
尼
）
に
つ
い
て
の
説
話
も
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

が
、
手
習
巻
に
登
場
す
る
横
川
の
僧
都
の
家
族
構
成
と
対
応
す
る
点
も
見
逃
せ

　
（
4
）

な
い
。
永
井
和
子
氏
は
、
源
信
の
母
の
伝
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
説
話
等
か
ら

母
の
年
齢
を
推
定
し
、
手
習
巻
の
母
尼
に
「
八
十
あ
ま
り
」
と
い
う
年
齢
が
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

定
さ
れ
た
根
拠
を
探
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
氏
は
源
信
の
母
の
往
生
課
を
記
す
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
五
「
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

信
僧
都
母
尼
往
生
語
第
三
十
九
」
に
着
目
す
る
。
源
信
母
子
の
年
齢
は
史
実
と

し
て
は
未
詳
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏
は
、
こ
の
説
話
で
語
る
「
三
条
ノ
大
后
ノ

宮
ノ
御
八
講
」
を
「
長
徳
二
年
八
月
十
六
日
太
皇
太
后
法
花
八
講
」
（
『
小
右
記
』

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
記
載
）
と
す
る
説
を
根
拠
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
二
「
横
川
源
信
僧

都
語
第
三
十
二
」
が
伝
え
る
源
信
の
死
亡
年
時
（
寛
仁
元
年
六
月
十
日
、
七
十

六
歳
に
て
寂
）
か
ら
逆
算
し
て
、
「
三
条
ノ
大
后
ノ
宮
ノ
御
八
講
」
を
、
源
信

五
十
五
歳
の
年
で
あ
る
と
し
た
。
源
信
の
母
の
卒
年
は
「
三
条
ノ
大
后
ノ
宮
ノ

御
八
講
」
か
ら
九
年
後
な
の
で
、
源
信
の
母
は
、
源
信
が
六
十
四
歳
の
と
き
に

死
去
し
た
と
想
定
で
き
る
の
だ
。
ち
な
み
に
『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
冒
頭
で
、

横
川
の
僧
都
が
、
母
尼
の
危
篤
の
報
を
受
け
た
と
き
の
年
齢
は
「
六
十
に
あ
ま

る
年
齢
」
［
手
習
・
二
八
六
頁
］
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
手
習
巻
の
横
川
の
僧
都

の
年
齢
と
『
今
昔
物
語
集
』
か
ら
読
み
取
れ
る
源
信
の
年
齢
は
、
ほ
ぼ
一
致
し



て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
永
井
氏
は
「
事
実
と
し
て
の
母
の
長

寿
に
関
し
て
は
今
の
と
こ
ろ
明
証
を
欠
く
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
源
氏
物
語
作

者
の
創
作
で
あ
り
、
従
っ
て
意
識
的
な
作
為
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
源

信
を
横
川
の
僧
都
に
見
立
て
る
こ
と
が
ほ
ぽ
確
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
母
の
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

齢
も
あ
る
い
は
事
実
を
も
と
に
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
」

と
述
べ
て
い
る
。

　
永
井
氏
の
説
は
、
横
川
の
僧
都
の
母
尼
の
「
八
十
あ
ま
り
」
と
い
う
年
齢
設

定
に
、
モ
デ
ル
と
し
て
の
源
信
の
母
が
関
連
す
る
可
能
性
を
提
示
す
る
。
こ
の

こ
と
は
、
手
習
巻
冒
頭
と
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
五
の
母
伝
が
、
と
も
に
「
山

籠
も
り
の
本
意
深
い
僧
都
が
母
の
死
を
予
感
し
、
母
の
念
仏
往
生
を
助
け
る
た

め
に
下
山
す
る
」
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
こ
と
か
ら
も
、
説
得
力
が
あ
る
。
手

習
巻
の
横
川
の
僧
都
は
、
母
尼
重
体
の
知
ら
せ
を
受
け
る
と
、
「
母
の
命
」
を

助
け
る
た
め
で
は
な
く
「
母
の
往
生
」
を
助
け
る
た
め
に
下
山
を
決
意
し
て
い

る
。
僧
都
ら
は
母
尼
の
死
を
予
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
読
者
も
同
様

で
あ
ろ
う
。
読
者
は
、
手
習
巻
の
母
尼
の
「
八
十
あ
ま
り
」
と
い
う
年
齢
か
ら

源
信
の
母
を
想
起
し
、
さ
ら
に
そ
の
源
信
の
母
の
念
仏
往
生
謂
を
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
で
、
手
習
巻
の
母
尼
の
死
を
確
信
す
る
の
で
あ
る
。
手
習
巻
の
母
尼
は
、

源
信
の
母
の
逸
話
と
の
照
合
に
よ
り
、
限
り
な
く
死
に
近
い
も
の
と
し
て
読
者

に
認
識
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
読
者
の
予
想
は
裏
切
ら
れ
た
。
手
習
巻
の
母
尼
は
手
習
巻
冒
頭
で

死
ぬ
こ
と
な
く
、
そ
の
後
も
物
語
に
登
場
し
続
け
る
の
だ
。
手
習
巻
に
語
ら
れ

る
「
八
十
あ
ま
り
」
と
い
う
年
齢
は
、
モ
デ
ル
と
し
て
の
源
信
の
母
を
読
者
に

『
源
氏
物
語
』
の
年
齢
明
示
の
方
法
（
外
山
　
敦
子
）

想
起
さ
せ
、
母
尼
の
死
を
予
感
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
登
場
人
物
は
モ
デ
ル
を
離
れ
、
自
立
し
て
「
生
き
て
い
く
」
の
だ
。
永
井

氏
は
、
母
尼
登
場
の
意
義
に
つ
い
て
「
物
語
の
筋
の
上
の
要
請
か
ら
す
れ
ば
、

母
尼
君
の
老
年
者
と
し
て
の
役
割
は
ほ
ぽ
こ
こ
（
‖
手
習
巻
冒
頭
…
外
山
注
）

に
尽
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
僧
都
と
浮
舟
を
結
び
つ
け
る
た
め
に

は
こ
の
母
の
高
年
齢
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
あ
と
の
部
分
の
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

尼
君
は
む
し
ろ
つ
け
た
し
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
手
習
巻
の
母

尼
の
役
割
、
物
語
の
な
か
で
の
固
有
の
機
能
は
、
そ
の
冒
頭
部
分
よ
り
も
む
し

ろ
モ
デ
ル
か
ら
ず
れ
て
い
っ
た
後
の
物
語
展
開
か
ら
読
み
と
る
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
手
習
巻
で
語
ら
れ
る
母
尼
の
年
齢
設
定
は
、
必
ず
し
も
モ

デ
ル
（
源
信
の
母
）
に
の
み
還
元
さ
れ
る
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
後
の

物
語
に
お
け
る
母
尼
の
本
質
的
な
機
能
を
保
障
す
る
、
極
め
て
重
要
な
〈
情
報
〉

と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

二
　
母
尼
の
二
面
性
ー
「
昔
」
を
め
ぐ
る
物
語
と
二
人
の
老
人
ー

　
母
尼
の
年
齢
で
あ
る
「
8
0
」
と
い
う
数
字
そ
の
も
の
の
考
察
を
試
み
る
前
に
、

手
習
巻
冒
頭
以
後
の
、
物
語
に
お
け
る
母
尼
の
役
割
を
確
認
し
て
お
く
。
そ
の

際
、
母
尼
と
と
も
に
年
齢
が
語
ら
れ
た
「
五
十
ば
か
り
」
の
妹
尼
と
比
較
す
る

こ
と
で
、
と
も
に
老
人
で
あ
る
母
娘
の
年
齢
の
相
違
が
、
物
語
の
要
請
す
る
彼

女
た
ち
の
役
割
の
相
違
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
手
習
巻
に
は
「
昔
」
の
用
例
が
二
八
例
あ
る
。
こ
れ
は
若
菜
上
巻
の
三
七

例
、
宿
木
巻
の
三
〇
例
に
次
ぐ
数
で
あ
り
、
「
昔
」
は
手
習
巻
読
解
の
重
要
な

三
七
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鍵
語
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
清
水
好
子
氏
は
、
若
菜
巻
の
「
昔
」

が
「
光
源
氏
四
十
年
の
生
涯
の
大
事
」
を
指
し
示
し
、
そ
の
「
昔
」
と
い
う
こ

と
ば
は
、
「
物
語
第
一
部
に
書
か
れ
た
過
去
と
の
照
応
に
お
い
て
、
新
し
い
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

界
を
進
め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
基
本
的
態
度
を
確
認
さ
せ
る
も
の
」
だ
と
す
る
。

清
水
氏
の
指
摘
は
、
同
じ
く
宿
木
巻
の
「
昔
」
に
関
し
て
も
当
て
は
め
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
宿
木
巻
で
は
、
薫
や
中
の
君
、
そ
し
て
弁
の
尼
ら
が
、
大
君
の

生
き
て
い
た
「
昔
」
を
思
い
出
し
、
涙
す
る
。
大
君
は
残
さ
れ
た
人
々
に
「
昔

の
人
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
巻
で
初
め
て
登
場
す
る
浮
舟
は
「
昔
の
人
」
で
あ
る

大
君
と
比
較
さ
れ
て
い
く
。
浮
舟
の
物
語
は
「
昔
」
と
の
対
応
関
係
に
よ
っ
て

新
た
に
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
物
語
な
の
で
あ
る
。
清
水
氏
の
言
葉
を
借
り
る

な
ら
ば
、
宿
木
巻
の
「
昔
」
と
は
、
亡
き
大
君
生
前
の
頃
を
指
し
示
し
、
亡
き

大
君
と
い
う
「
過
去
と
の
照
応
に
お
い
て
」
「
新
し
い
世
界
」
（
‖
浮
舟
物
語
）

を
「
進
め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
」
の
だ
。

　
で
は
、
手
習
巻
の
「
昔
」
は
ど
う
か
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
手
習

巻
で
は
、
浮
舟
、
妹
尼
、
そ
し
て
母
尼
が
想
起
す
る
「
昔
」
は
、
あ
く
ま
で
も

そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
「
昔
」
な
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
「
昔
」
と
呼
ば
れ
て
い

て
も
実
は
そ
れ
ぞ
れ
に
全
く
異
な
る
〈
時
間
〉
な
の
で
あ
る
。
当
然
、
「
昔
」

に
対
す
る
思
い
も
そ
れ
ぞ
れ
が
別
方
向
を
向
き
、
す
れ
違
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
手
習
巻
の
「
昔
」
は
若
菜
・
宿
木
両
巻
の
よ
う
に
「
新
し
い
世

界
」
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
宙
に
浮
い
た
ま
ま
に
な
る
。
そ
こ
に
、
手
習

巻
の
物
語
固
有
の
あ
り
よ
う
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

の
「
昔
」
と
い
う
こ
と
ば
が
重
要
な
の
は
、
単
に
用
例
数
が
多
い
た
め
だ
け
で

三
八

は
な
い
。
手
習
巻
独
自
の
あ
り
よ
う
を
象
徴
す
る
「
昔
」
は
、
母
尼
と
妹
尼
の

役
割
の
違
い
を
も
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
の
だ
。

　
横
川
の
僧
都
の
妹
尼
は
、
亡
き
娘
の
代
わ
り
に
と
い
う
思
い
か
ら
、
意
識
不

明
の
浮
舟
に
手
厚
い
介
抱
を
施
し
、
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
浮
舟
は
ほ
ど
な
く
快
癒

す
る
。
浮
舟
自
身
は
出
家
を
望
む
ば
か
り
で
妹
尼
に
も
事
情
を
明
か
そ
う
と
し

な
い
が
、
妹
尼
は
浮
舟
を
初
瀬
の
観
音
か
ら
授
か
っ
た
も
の
と
信
じ
、
喜
ん
で

浮
舟
の
世
話
を
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
新
た
な
人
物
、
妹
尼
の
亡
き
娘
の

婿
で
あ
っ
た
中
将
が
登
場
す
る
。

　
　
刷
濁
、
今
は
中
将
に
て
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
、
弟
の
禅
師

　
　
の
君
、
僧
都
の
御
も
と
に
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
、
山
籠
り
し
た
る
を
と
ぶ

　
　
ら
ひ
に
、
は
ら
か
ら
の
君
た
ち
常
に
上
り
け
り
。
［
手
習
・
三
〇
四
頁
］

　
「
昔
の
婿
の
君
」
と
呼
ば
れ
る
中
将
は
、
亡
き
妻
を
忘
れ
か
ね
て
妹
尼
の
も

と
を
訪
問
す
る
。
妹
尼
に
と
っ
て
も
、
亡
き
娘
の
生
き
て
い
た
「
昔
」
は
と
う

て
い
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
妹
尼
と
中
将
は
慰
め
合
う
よ
う
に
、

忘
れ
が
た
い
「
昔
」
の
こ
と
を
互
い
に
語
り
合
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
妹
尼

と
中
将
は
、
「
昔
」
に
対
す
る
共
通
す
る
思
い
に
よ
っ
て
繋
が
っ
て
い
る
と
い

え
る
。

　
　
前
近
き
女
郎
花
を
折
り
て
、
「
何
に
ほ
ふ
ら
ん
」
と
口
ず
さ
び
て
、
独
り

　
　
こ
ち
立
て
り
。
「
人
の
も
の
言
ひ
を
、
さ
す
が
に
思
し
始
口
む
る
こ
そ
」
な

　
　
ど
、
古
代
の
人
ど
も
は
も
の
め
で
を
し
あ
へ
り
。
「
い
と
き
よ
げ
に
、
あ

　
　
ら
ま
ほ
し
く
も
ね
び
ま
さ
り
た
ま
ひ
に
け
る
か
な
。
同
じ
く
は
、
一
闇
司

　
　
う
に
て
も
見
た
て
ま
つ
ら
ば
や
」
（
中
略
）
と
尼
君
の
た
ま
ひ
て
、
（
後



　
　
略
）
。
［
手
習
ニ
ニ
〇
九
頁
］

　
妹
尼
は
、
「
昔
」
よ
り
も
一
段
と
立
派
に
な
っ
た
中
将
を
「
昔
の
や
う
に
」

婿
と
し
て
迎
え
た
い
と
言
う
。
妹
尼
は
、
取
り
返
し
の
き
か
な
い
「
昔
」
（
娘

が
生
き
て
い
た
時
間
）
に
思
い
を
馳
せ
、
懐
か
し
く
語
り
、
あ
る
い
は
涙
す
る

と
い
う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
積
極
的
に
、
娘
の
身
代
わ
り
を
賜
る
こ

と
を
初
瀬
で
願
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
浮
舟
を
得
た
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に

は
そ
の
娘
代
わ
り
の
浮
舟
に
「
昔
の
や
う
に
」
中
将
を
通
わ
せ
て
、
「
昔
」
を

今
に
再
現
し
、
取
り
返
そ
う
と
さ
え
望
む
の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
こ
ま
で
妹
尼
は

「
昔
」
に
執
着
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
彼
女
の
く
年
齢
∨
が
関
わ
っ
て

い
よ
う
。
妹
尼
は
「
五
十
ば
か
り
」
の
老
人
で
あ
る
。
時
間
を
重
ね
て
生
き
て

き
た
老
人
に
と
っ
て
、
過
ぎ
去
っ
た
「
昔
」
は
自
分
の
〈
生
〉
の
証
な
の
だ
。

そ
の
「
昔
」
を
振
り
返
り
つ
つ
、
そ
れ
を
支
え
と
し
て
、
老
人
は
残
り
わ
ず
か

な
〈
生
〉
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
「
昔
」

に
執
着
す
る
老
人
は
妹
尼
だ
け
で
は
な
い
。
小
野
の
草
庵
に
仕
え
る
老
尼
た
ち

も
や
は
り
、
彼
女
と
同
じ
よ
う
に
「
昔
」
の
再
現
を
望
ん
で
い
る
。

　
　
御
前
な
る
人
人
、
「
故
姫
君
の
お
は
し
ま
い
た
る
心
地
の
み
し
は
べ
る
に
、

　
　
中
将
殿
を
さ
へ
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
い
と
あ
は
れ
に
こ
そ
。
同
じ
く
は
、

　
　
日
の
さ
ま
に
て
お
は
し
ま
さ
せ
ば
や
。
い
と
よ
き
御
あ
は
ひ
な
ら
む
か
し
」

　
　
と
言
ひ
あ
へ
る
を
、
あ
な
い
み
じ
や
。
世
に
あ
り
て
、
い
か
に
も
い
か
に

さ
や
う
の
筋
は
、

頁
］

思
ひ
絶
え
て
忘
れ
な
ん
、
と
思
ふ
。
［
手
習
・
三
〇
七

『
源
氏
物
語
』
の
年
齢
明
示
の
方
法
（
外
山
　
敦
子
）

　
し
か
し
、
浮
舟
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
老
尼
た
ち
の
発
言
は
煩
わ
し

い
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
老
尼
た
ち
の
「
昔
」
へ
の
思
い
を
聞
い

て
、
浮
舟
も
自
分
自
身
の
「
昔
」
を
思
い
出
す
。
し
か
し
、
妹
尼
や
老
尼
た
ち

が
「
昔
」
の
再
現
を
切
望
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
反
対
に
浮
舟
は
「
昔
」
を
「
思

ひ
絶
え
て
忘
れ
な
ん
」
と
思
い
、
心
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
。
妹
尼
た
ち
の
「
昔
」

へ
の
執
着
は
、
浮
舟
の
捨
て
去
り
た
い
「
昔
」
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
に
な
り
、

結
果
と
し
て
彼
女
を
一
層
苦
し
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

妹
尼
と
浮
舟
は
、
「
昔
」
を
軸
に
、
確
実
に
す
れ
違
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
小
野
の
草
庵
に
も
、
浮
舟
を
中
将
の
懸
想
か
ら
救
う
人

物
が
一
人
だ
け
い
た
。
そ
れ
が
「
八
十
あ
ま
り
」
の
母
尼
で
あ
る
。
母
尼
は
、

「
昔
」
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
妹
尼
の
思
惑
を
こ
と
ご
と
く
う
ち
砕
い
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

　
浮
舟
は
中
将
の
再
三
の
働
き
か
け
に
も
返
歌
す
ら
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

固
り
果
て
た
妹
尼
は
、
と
う
と
う
浮
舟
の
気
持
ち
を
無
視
し
、
中
将
を
受
け
入

れ
る
旨
を
勝
手
に
伝
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
昔
」
に
固
執
す
る
妹
尼
の

執
念
の
行
動
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
執
念
が
よ
う

や
く
実
を
結
ぶ
か
と
思
わ
れ
た
ま
さ
に
そ
の
時
、
思
わ
ぬ
事
態
が
起
こ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
　
こ
の
大
尼
君
、
笛
の
音
を
ほ
の
か
に
聞
き
つ
け
た
り
け
れ
ば
、
さ
す
が
に

　
　
め
で
て
出
で
来
た
り
。
こ
こ
か
し
こ
う
ち
し
は
ぶ
き
、
あ
さ
ま
し
き
わ
な

　
　
ひ
わ
か
ぬ
な
る
べ
し
。
［
手
習
・
三
一
八
～
三
一
九
頁
］

三
九
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中
将
は
浮
舟
に
自
分
の
存
在
を
知
ら
せ
よ
う
と
横
笛
を
吹
い
て
い
た
の
だ
が
、

そ
の
笛
の
音
に
魅
せ
ら
れ
て
出
て
き
た
の
は
浮
舟
で
は
な
く
、
皮
肉
に
も
「
八

十
あ
ま
り
」
の
母
尼
な
の
で
あ
っ
た
。
高
齢
の
母
尼
は
咳
を
し
な
が
ら
震
え
声

で
語
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
妹
尼
の
よ
う
な
「
昔
」
語
り
で
な
か
っ
た
。
「
八

十
あ
ま
り
」
の
母
尼
に
は
、
「
五
十
ば
か
り
」
の
妹
尼
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ

ど
数
多
く
の
「
昔
」
の
思
い
出
が
あ
る
は
ず
だ
。
に
も
か
か
わ
ず
、
母
尼
は
「
昔
」

の
こ
と
な
ど
お
く
び
に
も
出
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
母
尼
は
、
「
昔
」
の
（
孫
娘

の
）
婿
君
で
あ
っ
た
中
将
の
こ
と
さ
え
誰
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。

つ
ま
り
、
妹
尼
よ
り
も
は
る
か
に
年
老
い
た
母
尼
は
、
す
で
に
呆
け
て
し
ま
っ

て
お
り
「
昔
」
の
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
さ
ら
に
母
尼
は
、

中
将
の
笛
の
音
を
愛
で
て
自
ら
も
古
め
か
し
い
和
琴
を
弾
く
。
一
座
の
興
は

す
っ
か
り
冷
め
果
て
、
結
局
中
将
は
浮
舟
と
契
る
こ
と
な
く
小
野
を
立
ち
去
っ

て
い
っ
た
。
妹
尼
の
執
着
す
る
「
昔
」
は
再
現
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
昔
」
を
捨
て
去
り
た
か
っ
た
浮
舟
を
救
っ
た
の
は
、
「
昔
」

を
す
で
に
捨
て
去
っ
た
「
八
十
あ
ま
り
」
の
母
尼
な
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
母
尼
の
存
在
に
よ
っ
て
難
を
逃
れ
得
た
浮
舟
な
の
で
あ
っ
た
が
、

ま
た
し
て
も
危
機
が
訪
れ
る
。
浮
舟
と
の
契
る
こ
と
な
く
立
ち
去
っ
た
中
将
が
、

今
度
は
妹
尼
不
在
の
折
に
小
野
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
少
将
の
尼
か
ら
中
将
の

話
し
相
手
を
す
る
よ
う
に
と
強
く
進
め
ら
れ
た
浮
舟
は
、
身
の
危
険
を
感
じ
、

母
尼
の
部
屋
に
身
を
隠
す
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
た
し
て
も
母
尼
の
お
か

げ
で
中
将
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
の
だ
が
、
そ
の
母
尼
の
部
屋
で
浮

舟
は
さ
ら
に
恐
ろ
し
い
体
験
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

姫
君
は
、

て
、
寝
も
寝
ら
れ
ず
。

四
〇

い
と
む
つ
か
し
と
の
み
聞
く
老
人
の
あ
た
り
に
う
つ
ぶ
し
臥
し

宵
ま
ど
ひ
は
、
え
も
い
は
ず
お
ど
ろ
お
ど
う
し
き

い
び
き
し
つ
つ
、
前
に
も
、
う
ち
す
が
ひ
た
る
尼
ど
も
二
人
臥
し
て
、
劣

ら
じ
と
い
び
き
あ
は
せ
た
り
。
い
と
恐
ろ
し
う
、
今
宵
こ
の
人
々
に
や
食

は
れ
な
ん
と
思
ふ
も
、
惜
し
か
ら
ぬ
身
な
れ
ど
、
例
の
心
弱
さ
は
、
一
つ

橋
危
が
り
て
帰
り
来
た
り
け
ん
者
の
や
う
に
、
わ
び
し
く
お
ぽ
ゆ
。
［
手

習
・
三
二
九
頁
］

夜
半
ば
か
り
に
や
な
り
ぬ
ら
ん
、
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
尼
君
し
は
ぶ
き
お
ぽ

ほ
れ
て
起
き
に
た
り
。
灯
影
に
、
頭
つ
き
は
い
と
白
き
に
、
黒
き
も
の
を

か
づ
き
て
、
こ
の
君
の
臥
し
た
ま
へ
る
を
あ
や
し
が
り
て
、
馳
と
か
い
ふ

　
　
な
る
も
の
が
さ
る
わ
ざ
す
る
、
額
に
手
を
当
て
て
、
「
あ
や
し
。
こ
れ
は

　
　
誰
ぞ
」
と
、
執
念
げ
な
る
声
に
て
見
お
こ
せ
た
る
、
さ
ら
に
、
た
だ
今
食

　
　
ひ
て
む
と
す
る
と
そ
お
ー
ゆ
る
。
［
手
習
・
三
三
〇
頁
］

　
高
齢
の
た
め
「
宵
ま
ど
ひ
」
を
し
て
い
た
母
尼
は
「
お
ど
ろ
お
ど
う
し
き
い

び
き
」
を
か
き
、
「
し
は
ぶ
き
」
を
し
、
「
執
念
げ
な
る
声
」
を
出
す
。
老
齢
ゆ

え
の
寝
姿
で
あ
る
が
、
そ
の
母
尼
の
相
貌
は
、
浮
舟
の
脳
裏
に
宇
治
の
寝
殿
か

ら
入
水
を
計
ろ
う
と
し
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
あ
の
と
き
浮
舟

は
「
鬼
も
何
も
食
ひ
て
失
ひ
て
よ
」
［
手
習
・
二
九
六
頁
］
と
思
い
、
そ
の
記

憶
は
今
で
も
「
鬼
の
と
り
も
て
来
け
ん
ほ
ど
」
［
手
習
・
三
三
〇
頁
］
と
思
い

出
し
て
い
た
。
浮
舟
は
恐
ろ
し
い
母
尼
の
相
貌
に
「
今
宵
こ
の
人
々
に
や
食
は

れ
な
ん
」
「
た
だ
今
食
ひ
て
む
と
す
る
」
と
お
び
え
る
。
こ
の
と
き
の
母
尼
の

寝
姿
は
、
浮
舟
に
と
っ
て
「
鬼
」
と
同
じ
な
の
で
あ
っ
た
。
母
尼
の
「
鬼
」
の



よ
う
な
相
貌
は
、
図
ら
ず
も
浮
舟
に
「
昔
」
、
宇
治
の
寝
殿
か
ら
の
逃
避
し
た

と
き
の
記
憶
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
朝
、
中
将

の
懸
想
か
ら
逃
避
す
る
か
の
よ
う
に
、
浮
舟
は
横
川
の
僧
都
に
剃
髪
を
依
頼
し
、

尼
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
の
依
頼
を
僧
都
に
取
り
次
い
だ
の
は
、
他
な

ら
ぬ
「
八
十
あ
ま
り
」
の
母
尼
で
あ
っ
た
。

　
「
五
十
ば
か
り
」
の
老
人
で
あ
る
妹
尼
が
執
着
す
る
「
昔
」
に
翻
弄
さ
れ
る

浮
舟
は
、
「
八
十
あ
ま
り
」
の
母
尼
に
よ
っ
て
図
ら
ず
も
二
度
ま
で
も
救
わ
れ

る
。
し
か
し
同
時
に
、
「
八
十
あ
ま
り
」
の
母
尼
の
相
貌
は
浮
舟
を
脅
か
し
、

つ
い
に
は
出
家
へ
と
至
ら
し
め
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
母
尼
と
妹
尼
の
年
齢
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
に
よ
る
役
割
分
担
を
物
語
が
要
請
す
る
た
め
、
明
示
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

三
　
　
「
年
八
十
」
と
い
う
律
令
コ
ー
ド

　
前
節
で
、
小
野
の
母
尼
は
高
齢
ゆ
え
に
、
浮
舟
を
救
い
な
が
ら
も
同
時
に
脅

か
し
て
い
く
と
い
う
二
面
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
母
尼
の
高
齢

と
は
、
浮
舟
の
蘇
生
か
ら
出
家
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
不
可
欠
な
要
素
な
の
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
母
尼
は
物
語
の
な
か
で
（
源
信
の
母
の
よ
う
に
死
ぬ
こ
と

な
く
）
生
か
さ
れ
て
き
た
と
も
い
え
る
。
で
は
、
な
ぜ
高
齢
で
あ
る
母
尼
に
、

「
八
十
あ
ま
り
」
と
い
う
具
体
的
な
年
齢
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
8
0
歳
と
い
う
年
齢
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
別
な
意
味
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
「
八
十
（
や
そ
ご
と
い
う
こ
と
ば
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
数
値

　
　
　
「
源
氏
物
語
』
の
年
齢
明
示
の
方
法
（
外
山
　
敦
子
）

と
し
て
の
「
8
0
」
を
表
し
た
も
の
だ
が
、
「
八
十
島
」
や
「
八
十
神
」
な
ど
の

よ
う
に
「
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
だ
と
す
れ

ば
、
年
齢
を
表
す
「
八
十
（
や
そ
ぢ
）
」
も
、
「
生
誕
か
ら
数
え
て
8
0
年
」
と
い

う
具
体
的
な
数
値
を
表
す
と
同
時
に
、
「
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
年

齢
」
と
い
う
意
味
を
も
併
せ
持
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
平
安
中
期

の
天
台
宗
の
僧
で
、
名
利
名
聞
を
捨
て
高
徳
の
隠
遁
聖
人
と
仰
が
れ
た
増
賀
に
、

　
　
み
つ
は
さ
す
や
そ
ぢ
あ
ま
り
の
老
の
な
み
く
ら
げ
の
ほ
ね
に
あ
ひ
に
け
る

　
　
　
（
1
2
）

　
　
か
な

と
い
う
辞
世
の
歌
が
あ
る
。
「
く
ら
げ
の
ほ
ね
に
あ
」
う
と
は
、
あ
り
得
な
い

こ
と
に
出
会
う
た
と
え
で
、
こ
の
場
合
は
極
楽
往
生
を
指
し
て
い
る
。
増
賀
は
、

「
普
通
の
人
間
な
ら
ば
あ
り
得
な
い
ほ
ど
長
生
き
を
し
た
た
め
に
、
あ
り
得
な

い
こ
と
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
極
楽
往
生
が
で
き
そ
う
だ
。
」
と
い
う
の

で
あ
る
。
増
賀
は
延
喜
十
七
年
（
九
一
七
）
生
で
、
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）

に
8
7
歳
で
没
し
て
い
る
の
で
、
「
や
そ
ぢ
あ
ま
り
」
は
増
賀
の
年
齢
を
そ
の
ま

ま
表
し
た
こ
と
に
も
な
る
の
だ
が
、
和
歌
で
は
そ
う
し
た
具
体
的
な
年
齢
と
同

時
に
「
普
通
な
ら
あ
り
得
な
い
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
高
齢
」
と
い
う
意
味

を
有
し
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
歌
の
意
味
が
厚
み
を
増
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
増
賀
の
辞
世
の
歌
と
同
じ
よ
う
に
、
手
習
巻
の
母
尼
の
「
八
十
あ
ま
り
」

と
い
う
年
齢
を
表
し
た
こ
と
ば
に
も
、
「
8
0
歳
を
こ
え
た
年
齢
」
と
い
う
数
値

と
同
時
に
「
普
通
な
ら
あ
り
得
な
い
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
高
齢
」
と
い
う

意
味
を
併
せ
持
つ
と
読
む
べ
き
可
能
性
は
充
分
あ
る
だ
ろ
う
。

　
母
尼
の
「
八
十
あ
ま
り
」
と
い
う
設
定
が
、
常
人
を
越
え
た
（
高
齢
で
あ
る
）

四
一
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存
在
を
含
意
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
八
十
（
や
そ
ぢ
）
」
と
い
う
こ
と
ば
そ
れ

自
体
か
ら
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
と
い
う
の
も
、
平
安
時
代
は
社
会
的
に
も

80

ﾎ
と
い
う
年
齢
を
そ
れ
以
下
の
年
齢
と
は
区
別
し
、
常
人
を
越
え
た
存
在
と

し
て
扱
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
当
時
の
最
も
有
力
な
社
会
的

規
範
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
律
令
か
ら
読
み
取
っ
て
み
る
。

　
戸
令
第
八
・
1
1
に
は
、
八
十
歳
以
上
の
老
人
へ
の
優
遇
措
置
に
つ
い
て
の
規

定
が
あ
る
。

　
　
凡
そ
年
八
十
及
び
篤
疾
に
は
、
侍
一
人
給
へ
。
九
十
に
二
人
。
百
歳
に
五

　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
人
。
（
後
略
）

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
八
十
歳
以
上
の
老
人
と
重
度
の
身
体
障
害
者
に
は
「
侍
」

を
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
給
侍
に
関
し
て
、
日
本

思
想
大
系
の
補
注
は
、

　
　
古
く
は
礼
記
の
王
制
篇
に
「
凡
三
王
養
老
皆
引
年
。
八
十
者
、
一
子
不
従

　
　
政
。
九
十
者
、
其
家
不
従
政
。
廃
疾
非
人
不
養
者
、
一
人
不
従
政
」
と
あ

　
　
る
よ
う
に
、
こ
の
条
は
儒
教
の
伝
統
的
な
理
念
に
基
づ
い
て
い
る
。
侍
丁

　
　
に
は
徒
役
が
免
除
さ
れ
た
が
（
賦
役
1
9
）
、
と
く
に
祖
父
母
父
母
が
老
疾

　
　
で
家
に
兼
丁
が
な
い
と
き
に
は
、
侍
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て

　
　
い
た
（
刑
罰
の
執
行
方
法
の
変
更
↓
名
例
2
6
2
7
。
衛
士
・
防
人
へ
の
差

　
　
点
の
免
除
↓
軍
防
1
6
。
解
官
↓
選
叙
2
2
）
。
そ
れ
と
同
時
に
祖
父
母
父
母

　
　
へ
の
侍
に
違
反
し
た
官
人
は
特
別
な
刑
に
処
せ
ら
れ
た
（
名
例
2
0
・
職
制

　
　
3
1
）
。
［
五
五
三
頁
］

と
解
く
。
さ
ら
に
同
書
の
頭
注
に
は
、

四
二

　
　
八
十
以
上
…
篤
疾
と
共
に
侍
を
給
さ
れ
（
戸
令
1
1
）
、
高
年
と
し
て
賑
給

　
　
の
対
象
と
も
な
っ
た
。
［
四
〇
頁
］

と
の
説
明
も
あ
る
。
「
賑
給
」
と
は
人
民
に
対
す
る
天
皇
の
恩
勅
で
、
民
に
は

食
料
等
、
官
人
に
は
加
冠
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。
八
十
歳
以
上
の
老
人
に
行

わ
れ
る
こ
れ
ら
の
優
遇
措
置
は
、
中
国
か
ら
伝
わ
る
「
儒
教
の
伝
統
的
な
理
念
」

つ
ま
り
尊
老
の
観
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
律

令
は
、
こ
れ
ら
の
年
齢
を
区
分
す
る
こ
と
で
優
遇
措
置
を
設
け
る
と
同
時
に
、

そ
う
し
た
年
齢
区
分
に
よ
っ
て
課
役
・
兵
役
負
担
者
の
確
保
を
も
行
お
う
と
し

て
い
る
。
戸
令
第
八
・
6
に
は
、
年
齢
区
分
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
規
定
が

あ
る
。

　
　
凡
そ
男
女
は
、
三
歳
以
下
を
黄
と
為
よ
。
十
六
以
下
を
小
と
為
よ
。
廿
以

　
　
下
を
中
と
為
よ
。
其
れ
男
は
、
廿
一
を
丁
と
為
よ
。
六
十
一
を
老
と
為
よ
。

　
　
六
十
六
を
者
と
為
よ
。
夫
無
く
は
寡
妻
妾
と
為
よ
。

　
こ
こ
で
は
、
三
歳
以
下
の
人
民
を
「
黄
」
、
四
歳
以
上
十
六
歳
ま
で
を
「
小
」
、

十
七
歳
以
上
二
十
歳
以
下
を
「
中
」
「
中
男
」
、
二
十
一
歳
以
上
六
十
歳
以
下
を

「
丁
」
「
正
丁
」
、
六
十
一
歳
以
上
六
十
五
歳
以
下
を
「
老
」
「
次
丁
」
、
六
十
六

歳
以
上
を
「
者
」
と
定
め
て
い
る
。
「
丁
」
は
課
役
負
担
者
た
る
こ
と
を
示
す
。

「
正
丁
」
は
兵
役
と
調
庸
負
担
者
の
中
核
を
為
し
、
「
次
丁
」
は
「
正
丁
」
の

二
分
の
一
を
負
担
、
「
中
男
」
は
調
に
つ
い
て
は
「
正
丁
」
の
四
分
の
一
を
負

担
す
る
が
庸
の
負
担
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
残
り
の
十
六
歳
以
下
の
「
黄
」

と
「
小
」
、
六
十
六
歳
以
上
の
「
者
」
、
な
ら
び
に
女
に
は
課
役
の
負
担
義
務
は

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。



　
こ
れ
ら
を
社
会
的
生
産
能
力
と
い
う
点
か
ら
言
い
直
す
な
ら
ば
、
「
正
丁
」

に
あ
た
る
二
十
一
歳
以
上
六
十
歳
以
下
の
男
は
〈
完
全
生
産
能
力
者
〉
で
あ
り
、

「
次
丁
」
「
中
男
」
に
あ
た
る
十
七
歳
以
上
二
十
歳
以
下
と
、
六
十
一
歳
以
上

六
十
五
歳
以
下
の
男
は
、
課
役
の
一
部
を
制
限
（
免
除
）
さ
れ
て
い
る
〈
制
限

生
産
能
力
者
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
十
六
歳
以
下
と
六
十
六
歳
以
上
の
男
、
な
ら

び
に
女
に
は
課
役
負
担
が
な
い
こ
と
か
ら
、
社
会
的
生
産
能
力
と
し
て
は
〈
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
∀

能
力
者
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
〈
無
能
力
者
〉
の
な
か
で
も
侍
給

と
賑
給
を
受
け
る
べ
き
八
十
歳
以
上
は
、
自
分
自
身
で
社
会
的
生
産
を
生
み
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
他
人
の
生
産
力
を
消
費
す
る
こ
と
を
国
家
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
は
社
会
的
生
産
能
力
か
ら
す
れ
ば
〈
無

能
力
〉
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
〈
反
・
生
産
力
〉
に
位
置
す
る
人
々
だ
と
言
え

よ
う
。
〈
完
全
能
力
者
〉
を
社
会
的
に
一
人
前
の
人
間
と
み
な
す
の
な
ら
ば
、
〈
制

限
能
力
者
〉
〈
無
能
力
者
〉
は
社
会
的
責
任
能
力
と
し
て
は
半
人
前
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
生
活
上
「
侍
」
を
必
要
と
さ
れ
る
八
十
歳
以
上
の
老

人
は
、
単
に
「
生
産
能
力
が
な
い
」
、
あ
る
い
は
「
生
産
と
は
無
関
係
」
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
、
も
は
や
一
人
で
は
人
間
と
し
て
の
生
活
も
送
れ
な
い
と
見

な
さ
れ
た
存
在
な
の
で
あ
り
、
社
会
的
に
は
〈
人
間
〉
の
範
疇
か
ら
は
ず
れ
た

存
在
と
し
て
線
引
き
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
非
人
間
〉
と
で
も
表
記
す
れ

ば
、
そ
の
差
別
的
な
あ
り
よ
う
は
一
層
明
確
に
な
ろ
う
。

　
以
上
が
律
令
か
ら
読
み
と
れ
る
「
年
八
十
」
め
社
会
的
な
位
置
で
あ
る
。
無

論
、
本
稿
は
「
物
語
は
律
令
コ
ー
ド
で
す
べ
て
読
め
る
」
と
か
「
手
習
巻
の
母

尼
の
年
齢
設
定
に
、
律
令
で
規
定
す
る
『
年
八
十
』
の
位
置
づ
け
が
そ
の
ま
ま

「
源
氏
物
語
』
の
年
齢
明
示
の
方
法
（
外
山
　
敦
子
）

適
用
さ
れ
て
い
る
」
な
ど
と
主
張
し
た
い
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
平
安
中

期
に
お
い
て
律
令
の
規
定
が
ど
れ
ほ
ど
厳
密
に
適
用
さ
れ
た
か
は
定
か
で
は
な

い
し
、
母
尼
の
よ
う
な
僧
籍
に
あ
る
身
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
ど
の
程
度
適
用

さ
れ
た
か
も
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
8
0
歳
を
境
界
と
し
て
線
を
引
き
、

そ
れ
以
上
の
老
人
に
優
遇
措
置
を
設
け
た
律
令
が
、
8
0
と
い
う
年
齢
か
ら
喚
起

さ
れ
る
当
時
の
イ
メ
ー
ジ
と
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
律
令
の
規
定
に
よ
っ
て
8
0
歳
が
常
人
で
は
希
有
な
（
人
で
は

な
い
）
高
齢
と
し
て
定
め
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
8
0
歳
が
実
際
に
そ
う
し
た

高
齢
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
律
令
の
年
齢
区
分
規
定
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
律
令
は
8
0
歳
と
い
う
年
齢
に
対
す
る
一
つ
の
決

定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
具
現
化
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
手

習
巻
の
母
尼
の
語
ら
れ
た
「
八
十
あ
ま
り
」
と
い
う
年
齢
も
、
そ
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
を
母
尼
に
付
与
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
社
会
的
に
は
〈
非
人
間
〉
に
区
分
さ
れ
る
「
八
十
」
と
い
う
年
齢
の
特
殊
性

は
、
浮
舟
が
母
尼
を
闇
の
な
か
で
鬼
と
見
た
場
面
に
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
。

浮
舟
が
感
じ
取
っ
た
母
尼
の
気
配
は
、
も
は
や
常
人
の
範
疇
を
越
え
た
も
の
で

あ
っ
た
。
彼
女
は
母
尼
に
〈
人
間
〉
を
感
じ
取
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
視
覚

を
奪
わ
れ
た
暗
闇
の
な
か
で
、
母
尼
の
「
あ
て
な
る
人
」
と
い
う
身
分
や
出
家

者
と
い
う
社
会
的
位
置
な
ど
を
取
り
払
っ
た
と
こ
ろ
の
、
「
八
十
あ
ま
り
」
の

母
尼
の
本
性
を
感
じ
取
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の

一
夜
の
後
、
浮
舟
は
自
ら
を
脅
か
し
た
母
尼
に
出
家
の
意
志
を
告
げ
、
母
尼
が

横
川
の
僧
都
に
浮
舟
の
意
志
を
伝
達
す
る
こ
と
で
、
浮
舟
の
出
家
は
成
就
し
た
。

四
三
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今
度
こ
そ
浮
舟
は
救
わ
れ
た
と
実
感
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た

の
は
「
八
十
あ
ま
り
」
の
〈
人
間
〉
で
な
い
よ
う
な
、
社
会
的
生
産
性
か
ら
は

最
も
遠
い
存
在
で
あ
る
母
尼
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
翻
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
妹
尼
は
、
浮
舟
を
慈
し
み
、
幸
福
を
祈
っ
て
中
将

と
の
結
婚
を
勧
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
浮
舟
を
苦
し
め
よ
う
と

し
た
の
で
は
な
い
。
結
果
的
に
浮
舟
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
（
受
け
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
）
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
横
川
の
僧
都
で
さ
え
、
浮
舟
が

出
家
す
る
と
き
に
は
「
女
の
身
と
い
ふ
も
の
、
い
と
た
い
だ
い
し
き
も
の
に
な

ん
」
［
手
習
・
三
三
五
頁
］
と
言
い
、
「
女
の
身
」
ひ
と
つ
で
の
出
家
を
反
対
し

て
い
る
。
小
野
の
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
美
し
い
容
貌
を
持
て
余
し

て
い
る
浮
舟
が
「
女
の
身
」
と
し
て
の
生
産
的
な
幸
福
（
1
1
し
か
る
べ
き
男
性

と
結
婚
し
、
子
を
産
む
）
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
願
い
、
心
を
砕
い
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
母
尼
に
は
浮
舟
の
幸
せ
な

ど
思
案
の
外
で
あ
っ
た
。
中
将
の
夜
這
い
の
邪
魔
を
し
、
何
の
考
え
も
な
し
に

浮
舟
出
家
の
意
志
を
横
川
の
僧
都
に
仲
介
し
た
そ
の
行
動
は
、
社
会
的
に
は
浮

舟
の
女
と
し
て
の
幸
せ
（
1
1
結
婚
・
出
産
）
を
奪
っ
て
い
く
行
為
と
し
て
受
け

止
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
八
十
あ
ま
り
」
の
母
尼
は
、
浮
舟
の
「
女
の
身
」

と
し
て
の
幸
福
に
思
い
が
至
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
「
八
十
あ
ま
り
」
と
い
う
母

尼
の
年
齢
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
母
尼
に
は
社
会
的
生
産
性
と
は
無
縁
の
存
在

（
n
反
・
生
産
性
）
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
浮
舟
の
出
家
は
、
そ
う
し
た
母
尼
の
存
在
が
あ
っ
て
こ
そ
な
し
得
た
の
も
の

な
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
浮
舟
の
出
家
に
社
会
的
な
生
産
性
は
な
い
。

四
四

だ
が
、
社
会
的
な
女
の
幸
福
と
は
本
当
に
真
の
幸
福
た
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
い
た
っ
て
『
源
氏
物
語
』
は
、
社
会
的
生
産
性
と
は
無
縁
な
母
尼
と
い

う
存
在
の
登
場
を
媒
介
と
し
つ
つ
、
「
女
の
幸
福
と
は
何
か
」
と
問
う
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。

四
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
終
焉
ー
光
源
氏
時
代
を
担
う
母
尼
1

　
こ
れ
ま
で
、
手
習
巻
に
お
け
る
母
尼
の
役
割
・
機
能
と
明
示
さ
れ
た
年
齢
と

の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
母
尼
の
「
八
十
あ
ま
り
」
と
い

う
特
殊
な
年
齢
が
、
場
面
的
に
も
主
題
的
に
も
大
き
く
展
開
さ
せ
る
要
素
し
て

重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
し
か
し
、
な
お
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
八

十
あ
ま
り
」
の
母
尼
は
、
『
源
氏
物
語
』
中
で
具
体
的
に
確
認
で
き
る
最
高
齢

の
人
物
な
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
の
意
味
を
、
手
習
巻
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
物
語

全
体
の
中
で
定
位
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
八
十
あ
ま
り
」
と
い
う
年

齢
が
『
源
氏
物
語
』
の
末
尾
近
く
に
い
た
っ
て
現
れ
る
こ
と
を
ど
う
理
解
す
る

か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
年
立
に
よ
れ
ば
、
手
習
巻
は
桐
壼
巻
で
の
光
源
氏
誕
生
か
ら
七
十
四
年
後
の

物
語
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
八
十
あ
ま
り
」
の
母
尼
は
光
源
氏
よ
り
も
十
年

ほ
ど
年
長
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
桐
壼
巻
冒
頭
で
語
ら
れ
る
桐
壼
帝
に
よ
る
桐

壼
の
更
衣
偏
愛
と
い
う
事
件
は
、
手
習
巻
の
母
尼
誕
生
後
の
出
来
事
で
あ
っ
た

可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
母
尼
の
「
八
十
あ
ま
り
」
と
い
う
年
齢
は
、
桐
壼
巻

以
前
に
す
で
に
く
生
∨
を
受
け
た
人
物
が
、
手
習
巻
の
物
語
の
現
在
も
な
お
生



き
続
け
て
い
る
こ
と
を
語
る
も
の
と
も
な
ろ
う
。
光
源
氏
没
後
、
物
語
は
次
世

代
の
若
者
た
ち
の
活
躍
を
語
り
、
宇
治
へ
と
舞
台
を
移
し
、
光
源
氏
と
同
世
代

の
人
々
は
こ
と
ご
と
く
物
語
か
ら
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
も
は
や
終

息
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
物
語
の
最
終
局
面
に
、
す
で
に
忘
れ
去
ら
れ
た
は
ず
の

光
源
氏
世
代
の
一
人
が
再
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
旧
世
代
と
し
て
の
母
尼
が
、

今
、
こ
こ
に
な
っ
て
現
れ
た
こ
と
の
意
味
は
一
体
何
な
の
か
。

　
母
尼
は
、
「
昔
」
の
再
現
に
固
執
す
る
妹
尼
と
は
対
照
的
に
、
高
齢
ゆ
え
に

「
昔
」
を
忘
却
し
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
母
尼

に
も
唯
一
忘
れ
て
い
な
い
「
昔
」
が
あ
っ
た
。
第
二
節
で
触
れ
た
、
浮
舟
の
一

度
目
の
危
機
の
際
に
、
中
将
が
吹
い
た
笛
の
音
を
聞
き
つ
け
て
母
尼
が
出
て
き

て
し
ま
う
場
面
で
、
母
尼
は
中
将
の
吹
い
て
い
た
「
盤
渉
調
」
［
手
習
・
一
一
二

九
頁
］
を
愛
で
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
　
今
の
世
に
は
、
変
り
に
た
る
に
や
あ
ら
む
、
こ
の
僧
都
の
、
聞
き
に
く

　
　
し
、
念
仏
よ
り
ほ
か
の
あ
だ
わ
ざ
な
せ
そ
と
は
し
た
な
め
ら
れ
し
か
ば
、

　
　
何
か
は
と
て
弾
き
は
べ
ら
ぬ
な
り
。
さ
る
は
、
い
と
よ
く
鳴
る
琴
も
は

　
　
べ
り
」
と
言
ひ
つ
づ
け
て
、
い
と
弾
か
ま
ほ
し
と
思
ひ
た
れ
ば
、
（
後
略
）
。

　
　
［
手
習
・
三
二
〇
頁
］

　
母
尼
が
「
昔
」
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
こ
の
場
面
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

母
尼
が
唯
一
覚
え
て
い
る
「
昔
」
と
は
、
自
分
が
「
昔
」
、
あ
づ
ま
琴
の
名
手

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
琴
を
弾
き
た
く
て
仕
方
の
な
い
母

尼
の
様
子
を
見
て
取
っ
た
中
将
が
母
尼
を
お
だ
て
た
の
で
、
母
尼
は
喜
ん
で
琴

　
　
　
『
源
氏
物
語
」
の
年
齢
明
示
の
方
法
（
外
山
　
敦
子
）

を
弾
く
。

　
　
「
い
で
、
主
殿
の
く
そ
、
あ
づ
ま
と
り
て
」
と
言
ふ
に
も
、

　
　
（
中
略
）
取
り
寄
せ
て
、
た
だ
今
の
笛
の
音
を
も
た
つ
ね
ず
、 咳

は
絶
え
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
お
の

　
　
が
心
を
や
り
て
、
あ
づ
ま
の
調
べ
を
爪
さ
は
や
か
に
調
ぷ
。
み
な
異
も
の

　
　
は
声
や
め
つ
る
を
、
こ
れ
に
の
み
め
で
た
る
、
と
思
ひ
て
、
「
た
け
ふ
、

　
　
ち
ち
り
ち
ち
り
、
た
り
た
ん
な
」
な
ど
、
掻
き
返
し
は
や
り
か
に
弾
き
た

　
　
る
、
言
葉
ど
も
、
わ
り
な
く
古
め
き
た
り
。
［
手
習
・
三
二
〇
ー
三
二
一
頁
］

　
し
か
し
、
母
尼
が
弾
き
始
め
た
の
は
先
程
中
将
が
吹
い
て
い
た
「
盤
渉
調
」

で
は
な
く
、
「
あ
づ
ま
の
調
べ
」
で
あ
っ
た
。
母
尼
は
、
た
だ
自
分
の
気
持
ち

の
お
も
む
く
ま
ま
に
「
あ
づ
ま
の
調
べ
」
を
か
き
鳴
ら
す
。
こ
の
「
あ
づ
ま
の

調
べ
」
は
、
お
そ
ら
く
は
あ
づ
ま
琴
の
名
手
と
讃
え
ら
れ
た
「
昔
」
、
母
尼
が

最
も
得
意
と
し
て
い
た
調
べ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
和
琴
は
、
決
ま
っ

た
演
奏
法
も
な
く
演
奏
者
の
感
性
に
委
ね
ら
れ
、
当
世
風
に
弾
く
こ
と
を
求
め

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ら
れ
る
楽
器
で
あ
る
。
「
昔
」
の
ま
ま
の
「
調
べ
」
を
奏
で
る
母
尼
の
あ
づ
ま

琴
は
、
必
然
的
に
「
わ
り
な
く
古
め
き
た
り
」
と
評
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
昔
」

も
て
は
や
さ
れ
た
母
尼
の
あ
づ
ま
琴
は
今
、
時
代
遅
れ
の
憂
き
目
を
み
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
母
尼
が
弾
い
た
「
あ
づ
ま
の
調
べ
」
が
ど
の
よ
う
な
「
調
べ
」
で
あ
っ
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

は
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
。
『
源
氏
物
語
』
で
の
用
例
も
、

こ
の
例
を
含
め
て
二
例
の
み
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
を
次
に
挙
げ
る
。

　
　
今
は
何
に
つ
け
て
か
心
を
も
乱
ら
ま
し
、
似
げ
な
き
恋
の
つ
ま
な
り
や
、

　
　
と
さ
ま
し
わ
び
た
ま
ひ
て
、
御
琴
掻
き
鳴
ら
し
て
、
な
つ
か
し
う
弾
き
な

四
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し
た
ま
ひ
し
爪
音
思
ひ
出
で
ら
れ
た
ま
ふ
。
あ
づ
ま
の
調
べ
を
す
が
掻
き

　
　
て
、
「
玉
藻
は
な
刈
り
そ
」
と
う
た
ひ
す
さ
び
た
ま
ふ
も
、
恋
し
き
人
に

　
　
見
せ
た
ら
ば
、
あ
は
れ
過
ぐ
す
ま
じ
き
御
さ
ま
な
り
。
［
真
木
柱
・
三
九

　
　
二
～
三
九
三
頁
］

　
髭
黒
と
結
婚
し
た
玉
翼
を
思
い
出
し
、
ひ
と
り
「
あ
づ
ま
の
調
べ
」
を
す
が

掻
く
光
源
氏
。
こ
の
時
「
あ
づ
ま
の
調
べ
」
を
弾
く
光
源
氏
は
、
語
り
手
に
よ
っ

て
「
あ
は
れ
過
ぐ
す
ま
じ
き
御
さ
ま
」
と
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』

で
「
あ
づ
ま
の
調
べ
」
を
奏
で
た
人
物
は
光
源
氏
と
手
習
巻
の
母
尼
の
二
人
だ

け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
光
源
氏
は
語
り
手
に
よ
っ
て
賞
賛
さ
れ
、
一
方
の
母
尼

は
非
難
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
光
源
氏
が
奏
で
た
「
あ
づ
ま
の
調
べ
」
と
光
源
氏

と
同
世
代
の
母
尼
が
「
昔
」
奏
で
た
「
あ
づ
ま
の
調
べ
」
と
は
、
も
と
も
と
は

同
じ
く
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
「
調
べ
」
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
時
を
隔
て

た
手
習
巻
の
今
と
な
っ
て
は
、
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
か

つ
て
、
常
に
文
化
の
中
心
に
そ
の
身
を
置
い
て
い
た
光
源
氏
が
奏
で
、
賞
賛
さ

れ
た
「
あ
づ
ま
の
調
べ
」
が
、
今
や
周
囲
の
非
難
さ
え
浴
び
て
い
る
。
そ
れ
は
、

光
源
氏
世
代
の
文
化
が
否
定
さ
れ
た
と
も
い
え
る
、
決
定
な
瞬
間
な
の
で
あ
っ

た
。　

手
習
巻
に
お
け
る
「
八
十
あ
ま
り
」
の
母
尼
の
登
場
は
、
光
源
氏
世
代
の
物

語
へ
の
再
登
場
と
い
う
意
味
を
も
持
つ
。
し
か
し
、
す
で
に
時
代
は
次
世
代
へ

と
移
っ
て
お
り
、
か
つ
て
賞
賛
さ
れ
た
母
尼
の
琴
も
も
や
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
。
し
か
も
、
母
尼
自
身
、
周
囲
の
冷
や
や
か
な
反
応
に
全
く
気
づ
か
な

い
。
中
将
の
「
い
と
を
か
し
う
、
今
の
世
に
聞
こ
え
ぬ
言
葉
こ
そ
は
弾
き
た
ま

四
六

ひ
け
れ
」
［
手
習
・
三
二
一
頁
］
と
い
う
嫌
味
と
皮
肉
を
大
い
に
こ
め
た
褒
め

言
葉
す
ら
、
耳
が
遠
く
て
聞
き
取
れ
な
い
の
だ
。
母
尼
の
老
毫
は
、
光
源
氏
世

代
と
い
う
も
の
が
も
は
や
世
の
中
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を

語
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
光
源
氏
の
栄
華
を
語
り
続
け
た
物
語
は
、
す

で
に
、
そ
し
て
確
実
に
終
焉
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。

お
わ
り
に

　
夢
浮
橋
巻
の
末
尾
部
で
、
小
野
の
草
庵
の
「
主
」
が
交
替
し
て
い
る
こ
と
が

判
明
す
る
（
夢
浮
橋
・
三
九
三
～
三
九
四
頁
）
。
手
習
巻
で
は
、
小
野
の
草
庵

の
「
主
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
母
尼
で
あ
っ
た
が
（
手
習
・
三
〇
〇
頁
）
、
夢
浮

橋
巻
の
末
尾
部
で
は
妹
尼
が
「
主
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
主
」

の
交
替
が
、
母
尼
の
死
去
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
夢
浮
橋
巻
の
末
尾
は
、
「
主
」
交
替
を
語
る
こ
と
で
さ
り
げ
な
く
＜
母
尼

不
在
〉
を
示
す
の
で
あ
り
、
母
尼
の
「
物
語
の
登
場
人
物
と
し
て
の
〈
死
〉
」

を
読
者
に
訴
え
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
光
源
氏
世
代
最
後
の
生
き
残
り
の

〈
死
＞
1
桐
壼
巻
冒
頭
か
ら
こ
の
世
（
物
語
）
に
あ
っ
た
者
の
、
最
後
の

人
物
が
〈
死
〉
を
迎
え
た
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
暗
に
語
り
つ
つ
、
〈
光
源
氏
の

物
語
〉
す
な
わ
ち
『
源
氏
物
語
』
は
幕
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

　
手
習
巻
の
母
尼
の
「
八
十
あ
ま
り
」
と
い
う
明
示
さ
れ
た
年
齢
は
、
単
に
モ

デ
ル
と
し
て
の
源
信
の
母
尼
を
想
起
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
『
源
氏
物
語
』
固

有
の
自
立
し
た
登
場
人
物
と
し
て
、
〈
生
〉
か
さ
れ
て
い
く
た
め
に
語
ら
れ
た

も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
「
八
十
あ
ま
り
」
の
母
尼
は
、
物
語
の
な
か
で
浮
舟
を



出
家
に
導
く
き
っ
か
け
を
作
り
、
浮
舟
物
語
の
終
焉
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
、
光
源
氏
世
代
の
末
路
を
体
現
し
た
も
の
と
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
全

体
の
終
焉
を
も
担
う
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
七
十
五
年
も
の
長
大
な
〈
時
間
〉
を
語
っ
た
物
語
は
、
母
尼
の
〈
死
〉
と
と

も
に
、
そ
の
終
わ
り
を
迎
え
る
。

注
（
1
）
吉
海
直
人
「
「
そ
の
頃
」
考
ー
続
編
の
新
手
法
1
」
（
『
源
氏
物
語
研
究
而
立
篇
』
、

　
　
　
影
月
堂
文
庫
、
一
九
八
三
年
一
二
月
）
、
野
村
倫
子
「
「
手
習
」
の
冒
頭
を
め
ぐ
る
覚

　
　
　
え
書
き
ー
「
浮
舟
物
語
」
後
半
の
始
発
1
」
（
『
古
代
文
学
研
究
第
二
次
』
四
号
、

　
　
　
一
九
九
五
年
一
〇
月
）

　
（
2
）
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
す
べ
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
（
小

　
　
　
学
館
）
に
拠
る
。
な
お
引
用
本
文
に
は
私
に
傍
線
等
を
付
し
、
末
尾
に
巻
名
・
頁
数

　
　
　
を
記
し
た
。

　
（
3
）
横
川
の
僧
都
に
つ
い
て
は
、
広
川
勝
美
「
浮
舟
の
救
い
ー
そ
の
課
題
と
横
川
僧
都

　
　
　
の
役
割
」
（
『
日
本
文
学
』
＝
二
巻
三
号
、
一
九
六
四
年
三
月
）
、
岩
瀬
法
雲
「
横
川

　
　
　
の
僧
都
の
二
面
性
」
（
『
源
氏
物
語
と
仏
教
思
想
』
、
一
九
七
二
年
、
笠
間
書
院
）
、
中

　
　
　
哲
裕
「
横
川
の
僧
都
」
（
『
文
学
・
語
学
』
八
四
号
、
　
一
九
七
八
年
一
二
月
）
、
丸
山

　
　
　
キ
ヨ
子
「
横
川
の
僧
都
」
（
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
」
第
九
集
、
一
九
八
四
年
一
〇

　
　
　
月
、
有
斐
閣
）
、
三
角
洋
一
「
横
川
の
僧
都
小
論
」
（
『
源
氏
物
語
と
天
台
浄
土
教
』
、

　
　
　
一
九
九
六
年
一
〇
月
、
若
草
書
房
）
、
な
ど
に
詳
し
い
。

　
（
4
）
『
河
海
抄
」
巻
二
十
（
手
習
）
に
、
「
な
に
か
し
僧
都
と
は
恵
心
僧
都
事
殿
遁
世
之

　
　
　
後
隠
居
横
川
谷
仰
号
横
川
僧
都
母
事
妹
安
養
尼
事
相
似
た
り
」
（
玉
上
琢
弥
編
『
紫
明

　
　
　
抄
河
海
抄
」
二
九
七
三
年
六
月
、
角
川
書
店
）
）
と
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
年
齢
明
示
の
方
法
（
外
山
　
敦
子
）

（
5
）
永
井
和
子
「
源
氏
物
語
の
老
人
ー
横
川
の
僧
都
の
母
尼
君
」
（
『
源
氏
物
語
と
老
い
』
、

　
　
一
九
九
五
年
五
月
、
笠
間
書
院
）

（
6
）
こ
の
説
話
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
源
信
は
、
「
三
条
ノ
大
后
ノ
宮
ノ
御
八

　
　
講
」
（
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
今
昔
物
語
集
　
二
』
（
小
学
館
）
に
拠

　
　
る
）
の
折
に
い
た
だ
い
た
棒
物
を
母
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
母
は
そ
れ
を
喜
ば
ず
、
「
こ

　
　
の
よ
う
な
俗
僧
と
な
る
よ
り
も
多
武
峰
聖
人
の
よ
う
な
真
の
聖
人
に
な
れ
」
と
戒
め

　
　
た
。
源
信
は
大
い
に
反
省
し
、
山
籠
も
り
を
始
め
る
。
母
は
「
こ
ち
ら
か
ら
便
り
を

　
　
し
な
い
限
り
、
山
か
ら
決
し
て
下
り
て
は
な
ら
ぬ
」
と
訓
戒
し
、
源
信
は
そ
の
教
え

　
　
を
守
っ
た
。
九
年
が
過
ぎ
た
あ
る
日
、
源
信
は
妙
に
胸
騒
ぎ
が
し
た
た
め
、
約
束
を

　
　
破
っ
て
母
に
会
お
う
と
山
を
下
り
る
が
、
途
中
で
母
の
手
紙
を
持
っ
た
使
い
に
出
会

　
　
う
。
手
紙
の
内
容
は
「
限
り
の
時
が
来
た
の
で
早
く
会
い
に
来
て
ほ
し
い
」
と
い
う

　
　
下
山
要
請
で
あ
っ
た
。
母
の
も
と
へ
急
い
だ
源
信
は
な
ん
と
か
母
の
臨
終
に
間
に
合

　
　
い
、
母
を
念
仏
往
生
さ
せ
た
。
母
子
の
情
愛
と
母
の
往
生
を
語
っ
た
話
で
あ
る
。

（
7
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
　
三
』
（
岩
波
書
店
）
、
三
九
七
頁
の
頭
注

（
8
）
前
掲
（
5
）
七
七
頁

（
9
）
前
掲
（
5
）
六
一
頁

（
1
0
）
『
源
氏
物
語
』
の
「
昔
」
の
用
例
（
全
四
一
九
例
）
に
は
、
「
昔
」
（
三
四
四
例
）
、
「
昔

　
　
語
り
」
（
六
例
）
、
「
昔
ざ
ま
」
（
三
例
）
、
「
昔
の
た
め
し
」
（
二
例
）
、
「
昔
の
人
」
二

　
　
七
例
）
、
「
昔
の
世
」
（
七
例
）
、
「
昔
人
」
（
七
例
）
、
「
昔
物
語
」
（
＝
＝
例
）
、
「
昔
物

　
　
語
め
く
」
（
一
例
）
、
「
昔
や
う
な
り
」
（
一
例
）
が
あ
る
。

（
1
1
）
清
水
好
子
「
若
菜
上
・
下
巻
の
主
題
と
方
法
」
（
『
源
氏
物
語
の
文
体
と
方
法
』
、
一

　
　
九
八
〇
年
六
月
、
東
京
大
学
出
版
会
）

（
1
2
）
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
袋
草
紙
』
（
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。

四
七



　
　
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
　
ー
文
学
部
・
文
学
研
究
科
篇
ー
　
第
二
十
六
号

（
1
3
）
律
令
の
引
用
は
、
す
べ
て
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
（
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。

（
1
4
）
黒
田
日
出
男
「
「
童
」
と
「
翁
」
ー
日
本
中
世
の
老
人
と
子
ど
も
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

　
　
（
鎌
田
東
二
編
『
民
衆
宗
教
史
叢
書
2
7
　
翁
童
信
仰
」
、
一
九
九
三
年
五
月
、
雄
山

　
　
閣
出
版
）

（
1
5
）
和
琴
は
、
若
菜
下
巻
に
「
跡
定
ま
り
た
る
こ
と
な
く
て
」
＝
八
八
頁
］
、
「
を
り
に

　
　
つ
け
て
こ
し
ら
へ
な
び
か
し
た
る
」
［
一
九
六
頁
］
こ
と
が
大
切
と
い
う
。

（
1
6
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
三
、
一
四
二
頁
脚
注
な
ど
。

四
八


