
『
松
浦
宮
物
語
』
と

「
鴬
鴬
伝
」

田
　
　
孝
　
　
夫

　
『
松
浦
宮
物
語
』
が
藤
原
定
家
の
作
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
『
無
名
草

子
』
に
依
拠
し
っ
っ
ほ
ぼ
定
説
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
源
氏
物
語
以
降
の
物
語
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
源
氏
物
語
の
影
響
を
脱
し
き

れ
ず
に
成
り
立
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
中
国
趣
味
を
盛
り
込
ん
だ
『
浜
松
中
納

言
物
語
』
な
ら
び
に
こ
の
『
松
浦
宮
物
語
』
は
、
趣
を
異
に
す
る
企
図
に
も
と

づ
い
た
物
語
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
『
松
浦
宮
物
語
』
は
そ
の
範
を
万
葉
集
や

宇
津
保
物
語
に
求
め
て
い
る
点
で
、
そ
の
当
時
の
物
語
と
は
一
線
を
画
し
て
い

¢
た
。
こ
の
こ
と
を
触
れ
る
『
無
名
草
子
』
を
引
い
て
み
よ
う
。

　
　
ま
た
、
「
む
げ
に
こ
の
頃
出
で
来
た
る
も
の
あ
ま
た
見
え
し
こ
そ
、
な
か

　
な
か
古
き
も
の
よ
り
は
、
言
葉
遣
ひ
・
有
様
な
ど
い
み
じ
げ
な
る
も
侍
る
め

　
れ
ど
、
な
ほ
、
『
寝
覚
』
『
狭
衣
』
『
浜
松
』
ば
か
り
な
る
こ
そ
、
え
見
侍
ら

　
　
　
　
　
『
松
浦
宮
物
語
』
と
「
鴬
鴬
伝
」

　
ね
。

　
　
ま
た
、
隆
信
の
作
り
た
る
と
て
、
『
う
き
な
み
』
と
か
や
こ
そ
、
殊
の
ほ

　
か
に
心
に
入
れ
て
作
り
け
る
ほ
ど
見
え
て
、
あ
は
れ
に
侍
れ
ど
、
そ
も
、
な

　
ど
か
言
葉
遣
ひ
な
ど
手
づ
っ
げ
に
て
、
い
と
心
行
き
て
お
ぼ
え
侍
ら
ず
。

　
　
ま
た
、
定
家
の
少
将
の
作
り
た
る
と
て
あ
ま
た
侍
る
め
る
は
、
ま
し
て
た

　
だ
気
色
ば
か
り
に
て
、
む
げ
に
ま
こ
と
な
き
も
の
ど
も
に
侍
る
な
る
べ
し
。

　
『
松
浦
の
宮
』
と
か
や
こ
そ
、
ひ
と
へ
に
『
万
葉
集
』
の
風
情
に
て
、
『
宇
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
保
』
な
ど
見
る
心
地
し
て
、
愚
か
な
る
心
も
及
ば
ぬ
さ
ま
に
侍
る
め
れ
。

　
こ
こ
で
、
「
定
家
の
少
将
の
作
り
た
る
と
て
あ
ま
た
侍
る
め
る
は
」
と
あ
る

こ
と
に
よ
り
、
『
松
浦
宮
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
定
家
作
の
多
く
の
物
語
類

を
指
し
た
評
言
で
も
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
『
明
月
記
』
を
始

め
、
定
家
の
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
等
に
も
そ
の
自
作
の

物
語
か
ら
の
歌
を
取
り
込
ん
で
い
な
い
こ
と
は
、
ど
う
に
も
不
思
議
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



　
　
　
　
　
『
松
浦
宮
物
語
』
と
「
鴬
鴬
伝
」

　
ま
た
、
松
浦
宮
物
語
絵
が
作
製
さ
れ
て
い
た
折
り
に
も
定
家
自
身
『
明
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
』
な
ど
で
も
、
何
も
触
れ
る
こ
と
な
く
あ
る
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
。　

萩
谷
氏
は
こ
の
『
松
浦
宮
物
語
』
は
実
験
小
説
で
あ
り
、
定
家
の
習
作
に
過

　
　
　
　
　
　
　
＠

ぎ
な
か
っ
た
と
さ
れ
、
ま
た
、
菊
池
仁
氏
は
定
家
は
散
文
に
決
別
し
、
古
典
再

生
の
ね
ら
い
は
和
歌
に
よ
っ
て
し
か
達
成
で
き
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
と
い
わ
れ

　
　
　

て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
解
釈
は
『
松
浦
宮
物
語
』
側
か
ら
の
分
析
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
『
無
名
草
子
』
が
定
家
の
作
に
よ
る
物
語
は
「
あ
ま
た
」
あ

る
、
と
し
て
い
る
こ
と
の
説
明
に
は
直
接
結
び
っ
か
な
い
。

　
豊
島
秀
範
氏
は
、
『
無
名
草
子
』
に
あ
る
『
松
浦
宮
物
語
』
評
一
言
の
「
定
家

の
少
将
の
作
り
た
る
と
て
あ
ま
た
侍
る
め
る
は
、
ま
し
て
た
だ
気
色
ば
か
り
に

て
、
む
げ
に
ま
こ
と
な
き
も
の
ど
も
に
侍
る
な
る
べ
し
。
」
の
部
分
に
っ
い
て
、

「
気
色
ば
か
り
」
と
「
ま
こ
と
な
き
も
の
」
の
二
個
所
に
わ
た
っ
て
用
語
的
検

証
を
試
み
ら
れ
、
こ
の
部
分
の
解
釈
を
「
定
家
少
将
の
作
と
い
っ
て
、
作
品
が

多
数
あ
る
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
、
一
向

に
、
（
定
家
が
作
っ
た
と
い
う
作
品
は
）
実
際
に
は
（
多
く
は
）
そ
ん
ざ
い
し

な
い
の
で
す
。
（
唯
一
彼
の
作
で
あ
る
）
松
浦
宮
は
…
…
」
の
意
で
あ
る
と
提

　
　
　
　
＠

案
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
、
「
あ
ま
た
侍
る
め
る
」
と
い
わ
れ
る
定
家
作
の

物
語
が
見
い
出
せ
な
い
こ
と
と
考
え
併
せ
て
、
『
無
名
草
子
』
の
新
た
な
読
み

解
き
と
し
て
承
認
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

　
す
な
わ
ち
、
豊
島
氏
が
い
う
よ
う
に
、
定
家
の
作
に
よ
る
物
語
は
た
く
さ
ん

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
理
解
が
あ
っ
て
こ
そ
、
習
作
と
し
て
の
『
松
浦

宮
物
語
』
を
残
し
て
物
語
の
世
界
に
は
決
別
し
、
和
歌
の
世
界
に
適
進
す
る
こ

と
に
な
っ
た
定
家
の
姿
が
、
『
無
名
草
子
』
と
の
間
で
一
つ
の
像
と
な
っ
て
結

び
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
も
、
今
は
『
松
浦
宮
物

語
』
を
定
家
の
作
と
認
め
た
と
こ
ろ
か
ら
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
こ
の
『
無
名
草
子
』
の
琶
言
か
ら
『
松
浦
宮
物
語
』
を
見
て
み
る
と
き
、
こ

の
『
松
浦
宮
物
語
』
が
新
た
に
求
め
た
、
物
語
と
し
て
の
地
平
は
ど
こ
に
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
ひ
と
つ
は
『
万
葉
集
』
へ
の
傾
斜
で
あ
る
。
そ

し
て
も
う
ひ
と
っ
が
『
宇
津
保
物
語
』
で
あ
り
、
『
唐
物
語
』
・
『
浜
松
中
納

言
物
語
』
等
か
ら
つ
な
が
る
世
界
。
す
な
わ
ち
、
唐
の
世
界
の
取
り
込
み
で
あ

り
、
漢
籍
を
よ
り
縦
横
に
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
り
物
語
化
に
多
様
な
局
面
を
切

り
開
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
『
唐
物
語
』
の
よ

う
な
、
中
国
の
説
話
に
直
接
そ
の
素
材
と
内
容
を
依
拠
し
た
も
の
を
別
に
す
れ

ば
、
『
松
浦
宮
物
語
』
が
唐
の
人
物
名
を
豊
富
に
用
い
て
た
も
の
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

は
明
ら
か
で
、
他
の
物
語
と
は
お
お
い
に
異
な
る
点
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二

　
そ
れ
で
は
次
に
、
『
松
浦
宮
物
語
』

る
糸
口
を
開
い
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

に
示
さ
れ
た
一
人
の
人
物
名
か
ら
考
え

角
川
文
庫
（
二
〇
）
「
伏
兵
の
策
」
に



帝
の
軍
の
将
軍
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
先
帝
の
た
の
み
た
ま
へ
り
し
大
臣
・
大
将
軍
も
、
こ
の
時
、
人
に
は
か
り

　
う
し
な
は
れ
、
ぬ
す
人
に
さ
し
こ
ろ
さ
れ
な
ど
し
っ
っ
、
か
た
へ
は
う
せ
に

　
け
れ
ば
、
后
の
御
せ
う
と
大
尉
衛
将
軍
郵
立
成
・
司
空
済
陰
侯
長
孫
慶
・
車

　
騎
将
軍
上
柱
国
楊
巨
源
・
竜
武
大
将
軍
独
孤
栄
と
い
ふ
四
人
を
む
ね
と
し
て
、

　
う
ち
む
か
は
む
と
す
。
尚
書
左
僕
射
王
猷
・
左
将
軍
陳
玄
英
、
御
こ
し
に
つ

　
き
て
、
心
ざ
し
ば
か
り
は
お
の
お
の
お
こ
な
へ
ど
、
し
た
が
ふ
っ
は
物
い
く

　
　
　
　
　
　
至

　
ば
く
に
あ
ら
ず
。

　
こ
こ
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
「
車
騎
将
軍
上
柱
国
楊
巨
源
」
に
注
目
し
て
い
こ
う

と
思
う
が
、
萩
谷
氏
は
「
中
国
人
名
大
辞
典
（
商
務
印
書
館
本
一
に
よ
る
と
楊

巨
源
（
物
語
は
揚
一
な
る
名
の
人
が
晩
唐
及
び
南
宋
に
見
え
る
が
、
後
者
は
宋

史
巻
四
〇
二
列
伝
一
六
一
に
記
載
さ
れ
た
人
で
あ
っ
て
、
連
も
作
者
の
認
識
に

は
入
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
前
者
と
て
も
、
旧
唐
書
・
新
唐
書
の
何
れ
に
も
記

載
の
な
い
有
名
な
ら
ざ
る
人
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
角
川
文
庫
の
補

注
で
は
、
『
白
楽
天
詩
集
』
巻
十
五
の
「
楊
秘
書
巨
源
に
贈
る
」
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
楊
巨
源
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
白
楽
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

詩
集
』
に
見
え
る
楊
巨
源
の
名
は
、
「
千
載
佳
句
」
に
十
五
首
納
め
ら
れ
て
い

る
人
物
で
あ
り
、
ま
た
『
新
撰
朗
詠
集
』
上
巻
に
も
「
鴫
」
の
題
で
白
楽
天
の

「
贈
江
客
」
の
詩
に
っ
づ
け
て
、
「
寓
居
」
と
し
て
楊
口
源
の
次
の
詩
を
あ
げ
て

い
る
。

　
　
　
　
　
『
松
浦
宮
物
語
』
と
「
鴬
鴬
俣
」

　
　
ノ
　
ノ
　
　
　
ハ
　
キ
　
　
ノ
　
ニ
　
　
　
ノ
　
ノ
　
　
　
ハ
　
タ
り
　
ノ
　
ヲ

　
　
夢
中
郷
信
驚
二
秋
鷹
イ
窓
下
林
声
帯
二
夜
蝉
↓

ま
た
、
下
巻
の
「
松
」
の
題
で
も
　
　
　
　
　
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ユ
、

　
　
ク
　
ニ
ノ
ハ
テ
　
ヲ
ラ
ヒ
　
ル
　
ニ
ノ
ハ
ニ
　
ト
ユ

　
　
揺
レ
窓
竹
色
留
レ
僧
語
。
入
レ
院
松
声
共
レ
鶴
聞
。

　
楊
巨
源
の
名
は
日
本
に
お
い
て
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
名
で
は
な
く
、
中

国
の
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
た
人
物
名
で
あ
っ
た
と
い
う
方
が
妥
当
で
あ
る
。

　
あ
わ
せ
て
、
も
う
一
つ
楊
巨
源
の
名
を
見
い
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
　
　
○
　
　
Ｏ

　
　
張
生
護
二
其
書
於
所
ワ
知
。
由
レ
是
時
人
多
聞
レ
之
。
所
レ
善
楊
巨
源
好
魔
レ

　
詞
。
因
為
賦
二
崔
娘
詩
一
絶
ニ
ム
、

　
　
清
潤
播
郎
玉
不
レ
如
　
　
　
中
庭
惹
草
雪
鎗
初

　
　
風
流
才
子
多
二
春
思
一
　
腸
断
籍
娘
一
紙
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
こ
れ
は
、
唐
代
伝
奇
の
「
鴬
鴬
伝
」
の
一
節
で
あ
る
。

　
楊
巨
源
と
は
、
唐
の
時
代
に
実
在
し
た
文
人
で
あ
り
、
こ
の
「
鴬
鴬
伝
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

元
積
の
自
序
で
あ
る
こ
と
を
宋
の
王
錘
が
述
べ
て
い
る
の
を
信
ず
る
と
す
れ
ば
、

「
鴬
鴬
伝
」
の
張
生
は
元
積
自
身
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。
楊
巨
源
は
そ
の

友
人
的
存
在
で
あ
り
、
白
居
易
等
と
同
時
代
の
人
物
で
あ
る
。
多
分
こ
の
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亘

の
登
場
人
物
と
し
て
は
数
少
な
い
実
在
す
る
人
物
名
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
「
鴬
鴬
伝
」
等
の
唐
代
の
伝
奇
類
が
日
本
へ
書
物
と
し
て
伝
わ
っ
た

の
を
史
実
的
に
確
認
で
き
る
の
は
『
太
平
広
記
』
に
所
収
さ
れ
た
も
の
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
、
こ
の
伝
奇
類
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



　
　
　
　
　
『
松
浦
宮
物
語
』
と
「
鴬
鴬
伝
」

が
な
さ
れ
て
い
る
。
日
本
文
学
へ
の
「
鴬
鴬
伝
」
受
容
に
っ
い
て
川
口
久
雄
氏

は
、　

　
唐
代
伝
奇
小
説
の
う
ち
、
当
時
わ
が
国
に
舶
載
さ
れ
て
い
た
と
い
こ
と
が

　
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
も
の
は
遊
仙
窟
一
編
だ
け
で
あ
っ
て
、
来
て
い
た
で
あ

　
ろ
う
と
推
定
せ
ら
れ
る
も
の
は
任
氏
伝
と
長
恨
歌
伝
あ
た
り
に
と
ど
ま
る
。

　
し
か
し
伝
奇
と
い
う
も
の
は
文
言
小
説
で
は
あ
る
が
、
伝
統
的
な
書
籍
の
概

　
念
か
ら
は
み
だ
し
た
も
の
、
な
か
で
も
市
井
の
人
情
を
主
題
と
し
て
い
る
前

　
掲
の
諸
伝
奇
は
唐
志
類
や
日
本
見
在
書
目
に
も
著
録
さ
れ
に
く
い
性
質
の
も

　
の
、
従
っ
て
舶
載
さ
れ
愛
読
さ
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
官
僚
文
人
た
ち
が
正

　
式
の
記
録
に
の
こ
し
た
り
す
る
こ
と
は
当
然
悼
か
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
元

　
白
に
対
す
る
承
和
以
来
の
わ
が
詩
人
の
傾
倒
ぶ
り
か
ら
類
推
し
て
、
彼
ら
の

　
グ
ル
ー
プ
が
作
っ
た
「
会
真
記
」
（
「
鴬
々
伝
」
と
も
。
元
積
作
。
）
や
「
李

　
娃
伝
」
（
白
行
簡
作
）
が
、
白
楽
天
の
任
氏
行
や
長
恨
歌
が
愛
好
せ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
よ
う
に
愛
好
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
太
平
広
記
』
に
所
収
さ
れ
た
書
物
の
形
で

『
鴬
鴬
伝
』
が
伝
来
す
る
以
前
に
、
す
で
に
小
さ
な
物
語
と
し
て
入
っ
て
き
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
鴬
鴬
伝
」
の
影
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

関
係
に
つ
い
て
は
、
早
く
田
辺
爵
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
次
い
で
、
目
加
田

さ
く
を
氏
に
お
い
て
も
『
伊
勢
物
語
』
六
九
段
と
こ
の
「
鴬
鴬
伝
」
の
「
話
柄

の
類
似
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
現
在
書
目
録
に
は
み
え
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

な
い
が
唐
の
代
表
的
艶
情
類
伝
奇
で
あ
る
か
ら
或
は
留
学
生
の
口
伝
諦
承
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
日
本
へ
伝
わ
っ

て
い
る
と
い
う
確
証
は
得
ら
れ
な
い
ま
で
も
、
こ
れ
の
伝
播
は
認
め
ら
れ
る
方

向
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

三

　
『
太
平
御
覧
』
（
千
巻
）
・
『
太
平
広
記
』
（
五
百
巻
）
の
成
立
は
宋
の
太
宗
の

時
で
あ
り
、
九
七
八
年
頃
に
李
肪
等
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
。
そ
し
て
日
本
へ

の
伝
来
時
期
に
つ
い
て
、
資
料
的
に
確
認
で
き
る
の
は
、
『
太
平
御
覧
』
の
伝

来
が
『
山
槻
記
』
・
『
百
練
抄
』
の
治
承
三
年
（
一
一
七
九
年
）
十
二
月
十
六
日

条
が
記
す
平
清
盛
が
大
宋
国
か
ら
贈
ら
れ
た
摺
本
『
太
平
御
覧
』
三
〇
〇
巻
を

東
宮
（
後
の
安
徳
天
皇
）
に
献
上
し
た
記
事
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
『
鴬
鴬
伝
』
を
収
め
た
『
太
平
広
記
』
で

あ
る
が
、
こ
れ
の
伝
来
を
確
認
す
る
記
事
は
、
鎌
倉
初
期
（
二
…
二
年
頃
）

の
成
立
と
い
わ
れ
る
藤
原
孝
範
の
『
明
文
抄
』
仏
道
部
に
一
箇
所
「
稗
迦
生
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

國
設
教
如
周
孔
。
周
孔
生
西
方
設
教
如
穣
迦
」
を
引
い
て
、
そ
こ
に
『
太
平
広

記
』
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
こ
の
書
の
名
が
記
載
さ
れ

た
初
出
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
太
平
広
記
』
が
定
家
の
没
年

（
二
一
四
一
年
）
以
前
に
は
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
『
明
文
抄
』
を
編
ん
だ
藤
原
孝
範
（
一
一
五
八
年
－
二
…
三
年
）
と



藤
原
定
家
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
『
明
月
記
』
天
福
元
年
（
二
二
二

三
）
八
月
十
三
日
条
に
「
此
五
六
日
之
間
、
孝
範
朝
臣
入
道
帰
泉
云
々
」
と
あ

り
、
藤
原
定
家
（
一
ニ
ハ
ニ
年
－
二
西
一
年
）
よ
り
八
年
前
に
他
界
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
が
、
ほ
ぼ
同
世
代
の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
定
家
五
十
六
歳
の
『
明
月
記
』
建
保
五
年
（
一
二
一
七
年
）
七
月

四
日
条
に
、
文
章
博
士
で
あ
っ
た
こ
の
藤
原
孝
範
が
定
家
の
住
ま
い
を
訪
ね
た

記
事
が
あ
る
。

　
　
酉
時
文
章
博
士
孝
範
朝
臣
来
臨
、
周
章
出
逢
、
全
無
指
事
云
々
、
清
談
良

　
久
、
乗
燭
之
程
騎
、
此
次
云
、
漢
書
之
説
、
受
故
永
範
卿
之
説
悉
讃
之
云
々
、

　
予
云
、
六
旬
之
遺
老
戴
白
髪
、
難
人
潮
難
遁
、
先
年
自
書
漢
書
、
及
二
一
二
十

　
巻
、
其
鹸
執
未
忘
、
今
聞
此
事
、
難
少
々
有
受
申
説
之
志
、
如
何
、
待
涼
氣
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
急
可
遂
其
事
由
芳
約
詑
、

　
暗
く
な
る
ま
で
清
談
し
、
話
は
漢
書
の
こ
と
に
及
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
定
家

が
漢
書
二
、
三
十
巻
を
書
き
写
し
た
時
の
余
執
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
是
非
と
も
講

説
を
受
け
た
い
と
申
し
入
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
な
る
と
、
『
明
文

抄
』
を
執
筆
し
た
と
き
に
藤
原
孝
範
の
許
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
『
太
平
広
記
』

を
、
定
家
が
目
に
し
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
定
家
は
『
太
平
広
記
』
で
「
鴬
鴬
伝
」
を
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と

言
い
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
定
家
の
す
ぐ
間
近
に
「
鴬
鴬
伝
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

収
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
『
太
平
広
記
』
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　
　
『
松
浦
宮
物
語
』
と
「
鴬
鴬
伝
」

四

　
『
太
平
広
記
』
に
っ
い
て
長
く
な
り
す
ぎ
た
が
、
『
松
浦
宮
物
語
』
の
楊
巨
源

の
名
を
「
鴬
鴬
伝
」
で
確
認
し
、
あ
わ
せ
て
定
家
時
代
よ
り
以
前
か
ら
伝
わ
っ

て
い
た
可
能
性
の
あ
っ
た
と
さ
れ
る
「
鴬
鴬
伝
」
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も

『
太
平
広
記
』
に
収
載
さ
れ
た
「
鴬
鴬
伝
」
は
、
定
家
の
問
近
に
存
在
し
た
と

こ
ろ
ま
で
は
確
認
で
き
た
。
た
だ
こ
の
二
つ
の
作
品
に
は
こ
と
の
ほ
か
類
似
、

対
応
す
る
部
分
の
多
い
こ
と
を
次
に
指
摘
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
『
松
浦
宮
物
語
』
（
一
二
）
の
「
商
山
夜
曲
」
の
段
で
、
華
陽
公
主
と
弁
の
少

将
の
最
初
の
出
会
い
の
場
面
を
見
て
み
る
。

　
　
夜
中
に
も
な
り
ぬ
ら
む
と
み
ゆ
る
ほ
ど
に
、
お
な
じ
ご
と
た
か
き
楼
の
う

　
へ
に
、
琴
の
こ
ゑ
き
こ
ゆ
。
（
中
略
）
い
ひ
し
に
か
は
ら
ず
え
も
い
は
ず
め

　
で
た
き
玉
の
女
、
た
だ
ひ
と
り
琴
を
ひ
き
ゐ
た
り
。
み
だ
る
る
心
あ
る
な
と

　
は
、
さ
ば
か
り
い
ひ
し
か
ど
、
う
ち
見
る
よ
り
も
の
お
ぼ
え
ず
、
そ
こ
ら
み

　
つ
る
舞
ひ
め
の
花
の
か
ほ
も
、
た
だ
つ
ち
の
ご
と
く
に
な
り
ぬ
。

と
あ
る
。
次
に
「
鴬
鴬
伝
」
で
、
女
主
人
公
の
鴬
鴬
が
夜
一
人
琴
を
弾
い
て
い

る
の
を
、
男
主
人
公
で
あ
る
張
生
が
聴
く
場
面
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
　
異
時
燭
夜
操
レ
琴
、
愁
弄
懐
側
。
張
籟
聴
レ
之
、
求
レ
之
、
則
終
不
二
復
鼓
一

　
実
。

鴬
鴬
は
求
め
に
応
ぜ
ず
、
琴
を
弾
か
な
く
な
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
夜
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



　
　
　
　
　
『
松
浦
宮
物
語
』
と
「
鴬
鴬
伝
」

琴
を
弾
く
女
の
イ
メ
ー
ジ
の
重
な
り
が
双
方
の
作
品
に
認
め
ら
れ
る
。
（
以
下
、

対
応
が
認
め
ら
れ
る
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
に
傍
線
を
付
す
。
）

　
次
に
（
一
六
）
「
五
鳳
楼
の
契
り
」
の
段
の
華
陽
公
主
と
弁
の
少
将
の
別
れ

の
場
面
で

下
裳
の
こ
し
よ
り
水
晶
の
た
ま
の
て
に
い
る
程
な
る
を
と
り
い
で
て
、

「
っ
ひ
に
わ
カ
契
り
を
わ
す
れ
ず
、
の
た
ま
ふ
ま
・
ま
の
心
な
ら
ば
、

こ
の
た

ま
を
身
は
な
た
ず
も
ち
て
、
い
み
じ
き
雨
風
の
さ
わ
ぎ
な
み
の
し
た
な
り
と

　
も
、
っ
ひ
に
お
と
し
う
し
な
は
で
、
わ
が
国
に
か
へ
り
た
ま
へ
。
き
け
ば
、

　
日
本
に
泊
瀬
寺
と
い
ひ
て
、
観
音
お
は
す
な
り
。
か
の
寺
に
こ
の
た
ま
を
も

　
て
ま
ゐ
り
て
、
三
七
日
そ
の
法
を
お
こ
な
ひ
た
ま
へ
。
…
」

こ
こ
は
「
鴬
鴬
伝
」
に
お
け
る
張
成
と
鴬
鴬
の
別
れ
で
、
鴬
鴬
が
玉
環
を
形
見

と
し
て
渡
す
場
面
を
髪
髪
と
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、

　
　
玉
環
一
枚
、
是
見
嬰
年
所
レ
弄
、
寄
充
二
君
子
下
誰
所
ワ
侃
。

こ
れ
は
「
水
晶
の
た
ま
」
で
は
な
く
、
腰
に
付
け
た
「
玉
の
環
」
で
は
あ
る
が
、

玉
の
形
容
を
持
っ
そ
れ
ぞ
れ
が
契
り
を
忘
れ
な
い
た
め
の
形
見
で
あ
る
こ
と
の

共
通
性
は
指
摘
し
て
お
い
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
玉
の
環
は
後
拾

遺
集
・
赤
染
衛
門
集
な
ど
の
歌
に
多
く
歌
わ
れ
て
い
た
法
華
経
の
「
衣
裏
繋

　
　
　
　
　
　
ゆ

珠
」
の
宝
珠
の
玉
と
内
容
的
に
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
華
陽
公
主
と
の
場
面
に
も
「
鴬
鴬
伝
」
を
漂
わ
せ
た
部
分
が
見
受
け

ら
れ
る
が
、
梅
の
里
の
女
こ
と
母
后
と
の
恋
の
場
面
に
な
る
と
、
も
っ
と
顕
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

な
対
応
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
「
鴬
鴬
伝
」
の
張
成
と
鴬
鴬
と

の
最
初
の
逢
瀬
の
場
面
が
重
ね
合
わ
さ
れ
た
表
現
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

五

　
梅
の
里
の
女
（
実
は
母
后
）
と
弁
の
少
将
の
出
逢
い
と
恋
の
場
面
に
お
い
て

は
、
（
二
八
）
「
梅
里
遣
遥
」
の
段
に

　
　
は
る
か
な
る
は
や
し
の
お
く
を
た
づ
ね
ゆ
け
ば
、
わ
が
国
に
箏
築
と
か
や
、

　
な
っ
か
し
き
こ
ゑ
と
し
も
思
ひ
な
ら
は
ざ
り
し
物
に
や
、
所
か
ら
は
に
る
も

　
の
な
く
き
こ
ゆ
。
こ
の
国
に
は
舘
一
と
ぞ
い
ふ
。
「
む
べ
こ
そ
む
か
し
の
女
み

　
こ
の
、
こ
れ
を
吹
き
て
仙
に
の
ぼ
り
給
ひ
に
け
れ
」
と
、
あ
は
れ
に
涙
と
ど

　
め
が
た
し
。

と
あ
る
の
は
、
萩
谷
氏
が
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
秦
の
穆
公
の
女
の
弄
玉

と
、
そ
の
夫
の
簾
史
が
共
に
高
楼
で
籍
を
吹
き
、
弄
玉
は
鳳
に
乗
り
、
籟
史
は

龍
に
乗
っ
て
昇
天
し
た
と
い
う
『
列
仙
伝
』
の
故
事
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
唐
物
語
』
や
『
浜
松
中
紬
言
物
語
』
等
に
も
取
り
込
ま
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
が
、
「
鴬
鴬
伝
」
に
も
こ
の
弄
玉
と
粛
史
に
ま
っ
わ
る
内
容
は
直
接

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

組
み
込
ま
れ
て
あ
る
。
そ
れ
は
、
河
南
の
元
榎
も
張
成
の
作
っ
た
會
眞
詩
三
十

韻
に
和
し
て
詩
を
作
っ
た
、
と
前
置
き
し
て
「
鴬
鴬
伝
」
に
記
さ
れ
た
次
の
詩

文
の
中
に
あ
る
。



入
　
　
　
龍
吹
過
二
庭
竹
一
　
鷲
歌
梯
二
井
桐
一

　
　
　
一
中
略
一

　
　
　
乗
レ
鷲
還
帰
レ
洛
　
　
吹
レ
簾
亦
上
レ
嵩

　
　
　
（
中
略
Ｊ

　
　
　
素
琴
鳴
二
怨
鶴
一
　
清
漢
望
二
帰
鴻
一

　
　
　
海
閥
誠
難
レ
渡
　
　
天
高
不
レ
易
レ
沖

　
　
　
行
雲
無
二
慮
所
一
　
講
史
在
二
楼
中
一

　
か
か
わ
る
と
こ
ろ
に
傍
線
を
付
し
た
と
お
り
、
弄
玉
・
籍
史
の
故
事
を
引
い

て
お
り
、
素
材
そ
の
も
の
が
「
鴬
鴬
伝
」
に
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
状
況
設
定
な
ら
び
に
物
語
性
の
類
似
に
か
か
わ
る
部
分
を
ま
と
め
て
み

る
こ
と
に
す
る
。

（
二
八
一
「
梅
里
遣
遥
」

．
山
の
は
い
づ
る
月
の
光
、
く
れ
は
っ
る
ま
ま
に
、

う
き
雲
の
こ
ら
ず
空
は
れ
て
、

さ
え
ゆ
く
夜
の
さ
ま
に
、
物
の
あ
は
れ
ま
さ
り
て
、

一
二
九
一
「
千
夜
を
一
夜
に
」
（
最
初
の
逢
瀬
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ

「
こ
ゑ
を
た
づ
ね
て
、
月
に
さ
そ
は
れ
っ
る
」
よ
し
を
い
へ
ど
、
い
ら
ふ
る
こ

と
も
な
し
（
中
略
）
か
れ
は
た
だ
そ
ら
ゆ
く
月
の
心
地
し
て
、
こ
の
世
の
こ
と

と
だ
に
お
ぼ
え
ざ
り
し
を
、
（
中
略
）
時
の
ま
の
へ
だ
て
も
、
か
な
し
か
り
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別

べ
く
思
ひ
ま
ど
は
る
る
に
、

　
　
　
け

い
く
ら
の
こ
と
葉
を
つ
く
せ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
日

い
ら
ふ
る
こ
と

も
な
し
。
．
た
だ
涙
ば
か
り
ぞ
か
た
み
に
せ
き
あ
へ
ぬ
。
千
夜
を
一
夜
に
だ
に
せ

　
　
　
　
　
『
松
浦
宮
物
語
』
と
「
鴬
鴬
伝
」

　
　
　
　
　
　
　
　
、
Ｆ

む
す
べ
な
き
心
地
に
、
鳥
の
こ
ゑ
も
き
こ
ゆ
れ
ど
、

き
も
な
し
。
お
き
て
ゆ
く
べ
き
か
た
も
お
ぼ
え
ね
ば
、

　
　
　
じ

か
た
み
に
う
ご
く
け
し

か
う
て
世
は
つ
く
し
つ

べ
き
に
、
か
ど
に
た
て
り
し
人
ぞ
、
い
と
い
た
く
こ
は
づ
く
る
な
る
。
女
も
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

み
じ
う
思
ひ
み
だ
れ
た
る
に
や
、
そ
そ
の
か
す
気
色
も
な
し
。
た
だ
涙
に
く
れ

－
旧

て
、
い
ひ
い
づ
る
こ
と
葉
も
な
し
。

○

．
こ
の
女
よ
り
き
て
、
「
あ
か
く
な
り
ぬ
べ
し
。
ひ
る
は
、
い
と
便
な
き
所
に
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｈ

な
ど
、
い
た
う
い
そ
が
せ
ば
、
お
の
が
衣
衣
い
け
る
心
地
も
せ
ず
。
身
に
は
心

も
そ
は
で
お
し
い
だ
さ
る
る
程
、
い
ふ
は
い
ろ
か
也
。
ふ
か
く
あ
は
れ
と
お
も

へ
る
気
色
は
色
に
い
づ
れ
ど
、
さ
ら
に
い
ふ
こ
と
も
な
し
。
こ
の
人
に
も
、
返

す
返
す
契
り
お
き
て
い
づ
る
も
、
空
を
あ
ゆ
む
心
ち
し
て
、
な
ほ
い
み
じ
う
あ

や
し
け
れ
ば
、
…
：

（
三
〇
一
「
鬼
神
変
化
」
の
最
後
の
部
分

　
パ

…
…
月
も
た
ち
に
け
り
。

一
二
二
一
「
巫
山
湘
浦
」
一
二
度
目
の
逢
瀬
一

　
い
ふ
か
い
な
く
あ
か
し
て
む
と
お
も
へ
ば
ひ
ま
な
き
た
ま
く
ら
を
、
さ
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

い
そ
ぐ
気
し
き
も
な
し
。
一
た
を
た
を
と
な
よ
び
た
る
物
か
ら
、
た
だ
い
さ
さ
か

お
も
ひ
あ
ふ
る
程
も
な
く
、
か
い
け
っ
や
う
に
き
え
う
せ
ぬ
れ
ば
、
さ
ら
に
い

は
む
か
た
も
な
し
。
か
く
れ
み
の
の
た
め
し
に
や
と
ま
で
さ
ぐ
れ
ど
、
あ
と
か

た
も
し
ら
れ
ず
、
ま
こ
と
に
夢
よ
り
も
は
カ
な
き
は
、
思
ひ
や
る
カ
た
も
な

　
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
た
一

ｕ
■
。

ぬ
ぎ
す
て
た
る
ひ
と
へ
ば
か
り
ぞ
、

い
ひ
し
ら
ぬ
に
ほ
ひ
に
き
し
め
た
る
。

　
　
　
　
七
三



　
　
　
　
『
松
浦
宮
物
語
』

（
三
五
）
「
帳
転
反
測
」

の

と
「
鴬
鴬
伝
」

又
あ
き
ら
め
ぬ
夢
な
が
ら
や
こ
ぎ
は
な
れ
な
む
と
思
ふ
に
、
ひ
き
か
へ
し
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛

ら
ぬ
涙
ぞ
色
か
は
り
ぬ
べ
き
。
と
ど
め
し
袖
の
う
っ
り
香
に
っ
け
て
は
、
枕
さ

だ
め
む
か
た
も
な
く
、
い
か
に
ね
し
夜
の
か
な
し
さ
の
、
身
を
せ
む
る
心
地
す

れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
刀

　
　
ま
ど
ろ
ま
ず
　
ね
ぬ
夜
に
ゆ
め
の
　
み
え
し
よ
り
　
い
と
ど
お
も
ひ
の

　
　
さ
む
る
日
ぞ
な
き

（
＝
エ
ハ
）
「
朝
雲
無
迩
」

　
　
～

日

「
…
…
よ
し
い
ま
は
、
み
き
と
ば
か
り
も
か
け
ざ
ら
む
や
、
い
と
ひ
す
て
ら
る

る
道
の
な
さ
け
な
ら
む
」

（
四
〇
）
「
音
無
の
滝
」

　
　
　
　
　
　
　
日

時
の
ま
に
う
ち
し
き
る
か
ね
の
こ
ゑ
も
、
命
を
か
ぎ
る
心
ち
し
て
、
い
ふ
か
ひ

な
く
を
し
き
わ
か
れ
に
、
思
ひ
ま
ど
へ
る
さ
ま
は
、
か
た
み
に
し
の
び
が
た
け

れ
ど
、
あ
け
ゆ
く
を
ば
わ
り
な
く
の
み
、

（
四
一
）
「
牡
丹
の
栞
」

み
じ
か
夜
の
か
ね
の
お
と
は
、
な
く
一
こ
ゑ
よ
り
も
程
な
く
ま
ぎ
れ
ぬ
れ
ど
、

以
下
、
「
鴬
鴬
伝
」
と
の
対
比
を
傍
線
部
で
示
し
て
み
る
。

俄
而
紅
娘
捧
二
崔
氏
一
而
至
。

　
　
　
　
　
　
　
　
勾

至
則
嬬
養
融
冶
、
力
不
レ
能
レ
運
二
支
饅
一
。

時
端
荘
、
不
二
復
同
一
実
。
是
夕
、

張
生
瓢
頭
然
、
且
疑
二
神
仙
之
徒
一

旬
有
八
日
也
。
斜
月
晶
螢
、
幽
輝
半
沐
。

不
レ
謂
下
従
二
人
間
一
至
上
実
。
有
レ
頃
寺
鐘
鳴
、

到

引

）２（

～

七
四

｝

天
将
レ
暁
。
紅
娘
促
レ
去
。
崔
氏
嬬
晴
宛
韓
。
紅
娘
又
棒
レ
之
而
去
。
終
夕
無
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｍ

一
言
↓
張
成
辮
レ
色
而
興
、
自
疑
日
、
豊
其
夢
邪
。
及
レ
明
親
、
粧
在
レ
腎
、
香

　
　
ｄ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｋ

在
レ
衣
、
涙
光
焚
焚
然
、
猶
螢
二
於
菌
席
一
而
已
。
是
後
又
十
鹸
日
、
杏
不
二
復

知
一
。
張
成
賦
二
會
眞
詩
三
十
韻
一
、
未
レ
畢
、
而
紅
娘
適
至
。
因
授
一
之
、
以

胎
二
崔
氏
↓
自
レ
是
復
容
レ
之
、

席
一
者
、
幾
一
月
実
。

（
中
略
）

朝
隠
而
出
、
暮
隠
而
入
、
同
安
二
於
婁
所
謂
西

張
生
俄
以
レ
文
調
。
及
レ
期
、
又
當
二
西
去
↓

當
レ
去
之
夕
、
不
三
復
自
言
二
其
情
一

愁
■
歎
於
崔
氏
之
側
↓
崔
已
陰
知
レ
将
レ
訣

実
、
恭
レ
貌
恰
レ
聲
、

あ
わ
せ
て
、
内
容
的
に
は
重
ね
ら
れ
て
あ
る
詩
の
部
分
も
指
摘
し
て
お
く
。

　
無
レ
カ
傭
レ
移
レ
腕
　
　
多
レ
嬬
愛
レ
鰍
レ
躬

　
汗
流
珠
鮎
貼
　
　
髪
乱
緑
葱
葱

ｅ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｆ

　
方
喜
千
年
會
　
　
俄
聞
五
夜
窮

～り
留
連
時
有
レ
恨
　
　
縫
緒
意
難
レ
終

剛
慢
瞼
含
二
愁
態
一
　
　
芳
詞
誓
二
素
衷
一

贈
レ
環
明
二
運
合
一
　
　
留
レ
結
表
二
心
同
一

蹄
粉
流
二
宵
鏡
一
　
　
残
燈
遠
二
暗
簸
一

華
光
猶
菩
再
　
　
旭
日
漸
瞳
瞳

乗
レ
鷲
還
帰
レ
洛
　
　
吹
レ
籍
亦
上
レ
嵩

衣
香
猶
染
レ
碍
　
　
枕
賦
尚
残
レ
紅

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
大
文
字
と
小
文
字
で
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
を
示
し
て
み
た
。



刈
で
は
、
時
問
設
定
と
月
の
様
子
の
類
似
が
み
ら
れ
、
旧
で
は
、
女
は
一
夜
を

言
葉
を
発
す
る
こ
と
な
く
過
ご
し
た
こ
と
、
ｏ
は
、
こ
の
出
来
事
が
こ
の
世
の

も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
一
に
「
神
仙
の

徒
」
と
あ
る
こ
と
は
、
『
松
浦
宮
物
語
』
の
梅
の
里
の
女
（
母
后
）
が
後
に
明

か
さ
れ
る
伽
利
天
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
て
み
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。
似
は
共
に
女
が
そ
の
夜
は
喘
き
尽
く
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
、

固
の
「
千
夜
を
一
夜
に
」
は
萩
谷
氏
も
そ
の
典
拠
を
明
確
に
で
き
か
ね
て
お
ら

れ
た
部
分
で
あ
る
が
、
■
の
「
ま
さ
に
喜
ぶ
千
年
の
會
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
て

い
っ
た
言
葉
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
後
に
短
い

逢
瀬
を
嘆
く
文
脈
が
続
く
こ
と
も
通
有
す
る
。
旧
は
後
朝
の
別
れ
の
鐘
の
音
の

共
通
性
を
出
し
て
み
た
が
、
『
松
浦
宮
物
語
』
で
は
最
初
旧
「
鳥
の
こ
ゑ
」
で

あ
っ
た
が
、
後
に
な
っ
て
二
箇
所
に
渡
り
旧
「
鐘
の
こ
ゑ
」
「
鐘
の
音
」
に
転

換
さ
れ
同
じ
趣
向
に
な
っ
て
い
る
。
ｏ
の
側
付
き
の
女
の
存
在
と
、
そ
し
て
そ

の
女
が
明
け
方
に
帰
り
を
促
す
こ
と
の
共
通
も
あ
る
。
凹
の
内
容
は
、
…
で
鴬

鴬
が
お
側
付
き
の
女
で
あ
る
紅
娘
に
し
ど
け
な
く
も
た
れ
か
か
っ
て
帰
る
様
子

に
通
ず
る
し
、
旧
の
後
の
逢
瀬
の
約
束
も
、
重
な
る
逢
瀬
へ
と
続
く
の
で
あ
る

が
、
い
で
は
そ
の
逢
瀬
の
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
…
の
「
空
あ
ゆ
む
心
ち
」

「
夢
よ
り
も
は
か
な
き
」
は
、
…
で
張
生
が
「
量
に
そ
れ
夢
な
ら
ん
か
と
」
思

う
こ
と
に
通
ず
る
。
け
ｏ
で
は
、
二
度
目
の
逢
瀬
ま
で
一
ヶ
月
を
経
過
し
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
旧
で
は
十
日
の
間
を
お
い
て
の
こ
と
と
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
『
松
浦
宮
物
語
』
と
「
鴬
鴬
伝
」

る
。
時
間
の
差
は
あ
る
が
、
共
に
期
間
を
空
け
て
の
二
度
目
の
逢
瀬
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
旧
の
梅
の
里
の
女
の
「
た
を
た
を
と
な
よ
び
た
る
」
風
情
は
、

…
で
紅
娘
に
し
な
だ
れ
か
か
り
な
が
ら
あ
る
様
と
似
通
う
。
Ｍ
は
衣
に
焚
き
染

め
ら
れ
て
あ
っ
た
香
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
が
岬
に
も
み
ら
れ
、
詩
の
部
分
で

は
そ
れ
は
碍
香
の
香
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
Ｎ
は
離
別
の
時
の
様
子
で
あ
る
。

同
じ
く
別
離
は
｝
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
｝
の
傍
線
部
は
一
度
戻
っ
て
か

ら
の
二
度
目
の
別
離
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の
少
し
前
に
あ
っ
た
一
度
目
の
別
離

に
「
崔
氏
宛
無
二
難
詞
一
。
然
而
愁
怨
之
容
動
レ
人
実
。
」
と
、
こ
ち
ら
は
恨
み

言
は
二
冒
わ
な
か
っ
た
こ
と
と
し
て
い
る
。

六

　
物
語
状
況
の
設
定
と
そ
こ
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
が
、
い
か
に
似
通
っ
て
い

る
か
の
確
認
は
で
き
た
と
思
う
。
「
鴬
鴬
伝
」
と
『
松
浦
宮
物
語
』
の
連
関
性

は
以
上
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

１３

実
在
し
た
人
物
「
楊
巨
源
」
の
名
が
双
方
の
物
語
に
埋
め
込
ま
れ
て
あ

る
こ
と
。

華
陽
公
主
と
鴬
鴬
の
ど
ち
ら
も
が
琴
を
弾
く
存
在
で
あ
る
こ
と
。
そ
し

て
、
別
れ
に
際
し
、
と
も
に
玉
を
形
見
と
し
て
女
が
贈
る
こ
と
。

『
列
仙
伝
』
の
弄
玉
・
簾
史
の
故
事
が
と
も
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と

の
共
通
性
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



　
　
　
　
　
『
松
浦
宮
物
語
』
と
「
鴬
鴬
伝
」

　
４
、
弁
の
少
将
と
梅
の
里
の
女
（
母
后
）
と
の
逢
瀬
の
場
面
が
、
鴬
鴬
と
張

　
　
　
生
と
の
逢
瀬
の
場
面
に
類
似
し
た
物
語
状
況
で
あ
る
こ
と
。

　
ま
た
、
『
松
浦
宮
物
語
』
で
は
、
そ
の
登
場
人
物
の
ほ
と
ん
ど
が
物
語
が
展

開
さ
れ
て
い
っ
た
後
に
な
っ
て
、
そ
の
名
が
示
さ
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て

い
る
こ
と
も
留
意
し
て
お
い
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
主
人
公
で
あ
る
弁
の
少
将

の
「
氏
忠
」
に
し
て
も
、
老
翁
の
「
陶
紅
英
」
、
ま
た
先
帝
の
名
「
文
皇
帝
」

に
し
て
も
然
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
「
鴬
鴬
伝
」
に
お
い
て
も
鴬
鴬
の
名

が
最
後
に
な
っ
て
明
か
さ
れ
る
構
造
と
共
通
性
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
ま
た
、
梅
の
里
の
女
（
母
后
）
と
の
逢
瀬
の
場
面
に
つ
い
て
別
の
指
摘
も
あ

る
こ
と
を
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
述
べ
て
き
た
梅
の
里
の
女
と

弁
の
少
将
の
逢
瀬
の
場
面
に
つ
い
て
、
萩
谷
朴
氏
は
『
太
平
広
記
』
所
収
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
通
幽
記
」
か
ら
の
遣
旭
の
説
話
と
の
対
応
を
示
唆
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
ち
ら

の
方
は
「
鴬
鴬
伝
」
に
比
べ
、
よ
り
神
仙
的
な
要
素
が
色
濃
く
出
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
点
で
、
見
落
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
。
萩
谷
氏
は
角
川
文
庫
の
注
を
は
じ
め
各
論
文
の
中
で
詳
細
を
き
わ
め
た
典

拠
・
影
響
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
物
語
作
者
は
さ
ま
ざ
ま
の
作
品
か
ら

種
々
の
事
柄
を
摂
取
し
、
物
語
に
反
映
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
了
解
さ
れ
る
べ
き

こ
と
で
あ
る
。
今
こ
こ
で
は
、
萩
谷
氏
の
提
示
さ
れ
た
「
通
幽
記
」
と
並
立
さ

せ
る
べ
き
、
今
一
つ
の
よ
り
濃
厚
な
影
響
関
係
を
感
得
で
き
る
事
例
と
し
て
、

『
太
平
広
記
』
所
収
の
「
鴬
鴬
伝
」
と
の
関
係
を
論
じ
て
み
た
。

七
六

注
○
　
市
古
貞
次
「
中
世
物
語
の
展
開
」
『
中
世
小
説
と
そ
の
周
辺
』
所
収
。

　
　
本
文
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
無
名
草
子
』
に
拠
る
。

　
　
『
明
月
記
』
天
福
元
年
三
月
一
八
－
二
一
日
条
、
同
年
六
月
五
・
一
八
日
条
。
ま

　
た
、
『
大
日
本
史
料
』
第
五
編
之
八
、
天
福
元
年
の
と
こ
ろ
に
所
収
さ
れ
て
い
る

　
『
眞
経
寺
文
書
』
（
こ
こ
で
は
『
松
浦
物
語
』
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
）
で
尊
性
法
親

　
王
が
こ
れ
の
作
製
に
携
わ
っ
た
こ
と
が
見
え
、
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
一
一
・
四
〇

　
三
話
に
は
、
そ
こ
で
作
製
さ
れ
た
も
の
を
持
ち
寄
っ
た
「
絵
づ
く
の
貝
お
ほ
ひ
の

　
事
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
松
浦
宮
物
語
絵
巻
』
に
つ
い
て
は
、
岩
橋
小
彌
太

　
氏
「
京
都
府
史
蹟
勝
地
調
査
会
報
告
・
第
四
冊
」
（
大
正
十
二
年
）
が
最
初
に
触
れ

　
ら
れ
、
後
藤
丹
治
氏
「
近
古
小
説
の
二
三
に
つ
い
て
」
（
国
語
と
国
文
学
・
昭
和
九

　
年
五
月
、
後
に
『
中
世
国
文
学
研
究
』
所
収
）
や
、
寺
本
直
彦
氏
『
源
氏
物
語
受
容

　
史
論
考
』
、
吉
田
幸
一
氏
『
伏
見
院
本
松
浦
宮
物
語
』
に
そ
の
論
究
が
あ
る
。

＠
　
萩
谷
朴
氏
「
松
浦
宮
物
語
は
定
家
の
実
験
小
説
か
」
（
国
語
と
国
文
学
・
昭
和
四

　
四
年
八
月
）

　
　
菊
池
仁
氏
「
物
語
作
家
と
し
て
の
藤
原
定
家
－
松
浦
宮
物
語
の
位
置
づ
け
－
」

　
（
國
學
院
雑
誌
・
昭
和
五
六
年
二
月
）

＠
　
豊
島
秀
範
「
『
松
浦
宮
物
語
』
の
構
造
と
『
無
名
草
子
』
の
評
言
」
（
弘
前
学
院
大

　
学
国
語
国
文
学
会
『
学
会
誌
』
６
・
昭
和
五
五
年
三
月
、
後
に
『
物
語
史
研
究
』
平

　
成
六
年
五
月
所
収
）

¢
　
萩
谷
朴
氏
「
松
浦
宮
物
語
作
者
と
そ
の
漢
学
的
素
養
　
上
」
（
国
語
と
国
文
学
・

　
昭
和
十
六
年
八
月
）
に
お
い
て
、
唐
書
列
伝
の
目
録
等
を
用
い
て
姓
と
名
を
組
み
合

　
わ
せ
る
こ
と
で
登
場
人
物
名
を
合
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。

ゆ
　
本
文
は
萩
谷
朴
氏
訳
注
、
角
川
文
庫
『
松
浦
宮
物
語
』
昭
和
五
三
年
五
月
発
行
第

　
四
版
。
一
部
、
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
　
注
の
、
萩
谷
論
文
。
た
だ
、
石
田
吉
貞
氏
「
松
浦
宮
物
語
の
作
者
は
藤
原
定
家



　
か
」
一
国
語
と
国
文
学
・
昭
和
十
五
年
六
月
一
に
お
い
て
は
、
作
中
人
物
は
多
く
仮

　
作
の
人
名
で
あ
る
が
、
楊
巨
源
は
実
在
の
人
物
で
あ
る
と
の
指
摘
は
な
さ
れ
て
あ
る
。

＠
　
「
干
載
佳
句
」
に
は
楊
巨
源
の
名
で
納
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
十
八
首
で
あ
る
が
、

　
金
子
彦
二
郎
氏
『
増
補
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
句
題
和
歌
・
千
載
佳
句
研
究

　
編
』
で
、
秋
興
部
・
暮
秋
部
・
別
意
部
の
楊
巨
源
の
も
の
は
劉
長
卿
の
作
と
し
て
全

　
唐
詩
に
あ
る
こ
と
か
ら
十
五
首
を
楊
巨
源
の
も
の
と
し
て
い
る
。

Ｏ
　
『
群
書
類
従
』
第
一
九
所
収
に
拠
る
。

＠
　
「
鴬
鴬
伝
」
は
明
治
書
院
刊
『
唐
代
伝
奇
』
所
収
に
拠
る
。

＠
　
『
唐
代
叢
書
』
付
説
。
ま
た
『
唐
代
叢
書
』
な
ど
に
お
い
て
は
「
鴬
鴬
伝
」
は

　
「
会
真
記
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

＠
　
注
六
、
萩
谷
論
文
が
他
に
「
文
皇
帝
」
・
「
燕
王
」
・
「
郵
皇
后
」
・
「
金
日
曄
」
等
が

　
中
国
の
文
献
か
ら
直
接
そ
の
名
を
見
い
出
せ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
「
金
日
曄
」
に

　
つ
い
て
は
『
明
月
記
』
建
保
元
年
五
月
十
九
日
条
に
も
「
只
思
二
後
学
一
、
有
二
楊
子

　
雲
之
才
一
有
二
金
日
曄
之
忠
こ
と
故
事
を
引
い
て
い
る
。

＠
　
『
平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研
究
　
中
』

＠
　
「
伊
勢
竹
取
に
於
け
る
伝
奇
小
説
の
影
響
」
一
國
學
院
雑
誌
・
第
四
〇
巻
二
一
号
、

　
昭
和
九
年
二
一
月
）

０
　
『
物
語
作
家
圏
の
研
究
』
。
他
に
上
野
理
「
伊
勢
物
語
『
狩
り
使
い
』
考
」
一
国
文

　
学
研
究
・
第
四
一
集
、
昭
和
四
四
年
一
二
月
一
、
同
氏
「
伊
勢
物
語
と
海
波
の
文
学
」

　
一
国
文
学
・
昭
和
五
四
年
一
月
一
、
ま
た
平
成
五
年
八
月
の
中
古
文
学
会
で
は
今
井
源

　
衛
氏
に
；
術
木
巻
頭
と
『
好
色
賦
』
・
『
鴬
々
伝
』
」
の
発
表
が
あ
っ
た
。

＠
　
続
群
書
類
従
三
〇
下
所
収
。
ま
た
、
『
群
書
解
題
』
な
ら
び
に
遠
藤
光
正
氏
『
類

　
書
の
伝
来
と
明
文
抄
の
研
究
』
・
『
明
文
抄
の
研
究
並
び
に
語
彙
索
引
』
で
は
『
明
文

　
抄
』
の
成
立
を
一
二
三
二
年
か
、
と
す
る
の
に
今
は
拠
る
。
ち
な
み
に
『
太
平
御

　
覧
』
は
『
明
文
抄
』
の
中
で
九
箇
所
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

＠
　
『
明
月
記
』
の
中
に
藤
原
孝
範
の
名
は
十
九
箇
所
に
わ
た
っ
て
見
い
出
せ
る
。

＠
　
『
明
月
記
』
国
書
刊
行
会
刊
　
昭
和
四
四
年
刊

ゆ
池
田
利
夫
氏
「
見
ぬ
唐
土
の
夢
『
松
浦
宮
物
語
』
を
中
心
に
」
一
国
文
学
・
昭
和

　
五
六
年
二
一
月
）
の
中
で
定
家
の
漢
籍
関
係
に
つ
い
て
「
明
月
記
に
見
え
る
漢
籍
の

　
書
名
は
二
十
五
部
ほ
ど
で
多
く
は
な
く
、
和
書
の
百
二
十
余
部
、
仏
書
の
四
十
数
部

　
に
比
較
し
て
少
な
い
。
（
略
）
す
な
わ
ち
経
書
で
は
尚
書
、
左
伝
、
孝
経
の
三
部
、

　
史
書
が
漢
書
の
み
、
他
は
貞
観
政
要
と
文
集
・
文
選
、
そ
れ
に
幼
学
書
の
蒙
求
・
李

　
幡
百
詠
で
あ
る
。
一
略
）
逆
に
松
浦
物
語
に
語
ら
れ
る
群
書
治
要
の
名
は
、
明
月
記

　
に
は
見
え
な
い
。
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
あ
る
。

＠
　
萩
谷
朴
氏
「
角
川
文
庫
」
注
参
照
。

ゆ
　
ち
な
み
に
こ
の
話
は
『
太
平
広
記
』
「
神
仙
四
」
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

ゆ
　
注
¢
に
同
じ
。

『
松
浦
宮
物
語
』
と

「
鴬
鴬
伝
」

七
七
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