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『源氏物語』「若菜下」巻における女三の宮と琴の琴─ 23 ─

は
じ
め
に
─『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
琴
の
琴
─

　
「
若
菜
下
」
巻
の
女
楽
に
お
い
て
、
女
三
の
宮
は
練
習
を
重
ね
た
琴
の

琴
を
危
な
げ
な
く
披
露
す
る
。

琵
琶
は
す
ぐ
れ
て
上
手
め
き
、
神
さ
び
た
る
手
づ
か
ひ
、
澄
み
は
て

て
お
も
し
ろ
く
聞
こ
ゆ
。和
琴
に
、大
将
も
耳
と
ど
め
た
ま
へ
る
に
、

な
つ
か
し
く
愛
敬
つ
き
た
る
御
爪
音
に
、
搔
き
返
し
た
る
音
の
め
づ

ら
し
く
い
ま
め
き
て
、
さ
ら
に
、
こ
の
わ
ざ
と
あ
る
上
手
ど
も
の
、

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
搔
き
た
て
た
る
調
べ
調
子
に
劣
ら
ず
に
ぎ
は
は

『
源
氏
物
語
』「
若
菜
下
」
巻
に
お
け
る

女
三
の
宮
と
琴
の
琴

岩
原
真
代

し
く
、大
和
琴
に
も
か
か
る
手
あ
り
け
り
と
聞
き
驚
か
る
。…
琴
は
、

な
ほ
若
き
方
な
れ
ど
、
習
ひ
た
ま
ふ
盛
り
な
れ
ば
、
た
ど
た
ど
し
か

ら
ず
、
い
と
よ
く
物
に
響
き
あ
ひ
て
、
優
に
な
り
に
け
る
御
琴
の
音

か
な
と
大
将
聞
き
た
ま
ふ
。 

（
④
一
九
〇
頁（
１
））

　

紫
の
上
の
和
琴
、
明
石
の
君
の
琵
琶
、
明
石
の
女
御
の
筝
の
琴
な
ど
、

名
立
た
る
六
条
院
の
才
媛
達
が
楽
才
を
競
う
場
に
お
い
て
、
女
三
の
宮
の

琴
の
琴
は
、「
優
に
な
り
に
け
る
御
琴
の
音
か
な
」
と
、
六
条
院
体
制
の

観
察
者
で
あ
る
夕
霧
の
厳
し
い
批
評
に
も
耐
え
う
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
琴
の
師
で
あ
る
光
源
氏
は
女
三
の
宮
の
成
長
ぶ
り
に
、
自
ら
の
面
目

が
保
た
れ
た
こ
と
を
安
堵
す
る
。
朱
雀
院
の
意
向
を
受
け
た
女
三
の
宮
へ
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の
琴
の
琴
伝
授
に
は
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
音
楽
研
究
に
お
い
て
琴
の
琴
（
七
絃
琴
）
の
研
究
史

は
厚
く
、
そ
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る（
２
）。

儒
学
の
礼
楽
思
想
の
影
響
の

下
、「
琴
棋
書
画
」
や
「
君
子
左
琴
」「
右
書
左
琴
」
と
い
わ
れ
る
中
国
文

人
の
嗜
み
の
一
つ
で
あ
る
が
、
音
量
が
小
さ
い
上
、
奏
法
が
難
し
く
、
日

本
の
場
合
は
一
条
朝
に
は
演
奏
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
楽
器（
３
）と
さ
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
光
源
氏
、
蛍
宮
、
宇
治
八
の
宮
、
薫
、
明
石
の
君
、

末
摘
花
、
女
三
の
宮
、
小
野
の
妹
尼
が
弾
琴
す
る
。
皇
統
の
人
物
に
継
承

さ
れ
た
聖
な
る
楽
器
で
あ
り
、
光
源
氏
の
第
一
の
才
芸
（「
絵
合
」
②

三
九
〇
頁
）
と
さ
れ
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
よ
う
な
奇
瑞
描
写
は
な
く
、

ま
た
儒
学
者
達
の
も
の
と
し
て
は
語
ら
れ
ぬ
こ
と（
４
）、

な
ど
が
検
討
さ
れ
て

き
た
。
ま
た
、
平
安
時
代
の
女
性
と
琴
の
琴
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
西
本

香
子
氏
が
、
記
紀
の
用
例
か
ら
「
琴
と
女
性
の
結
び
つ
き
の
起
源
は
、
神

功
皇
后
伝
承
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
祭
祀
の
場
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
（
５
）

と

述
べ
ら
れ
、
天
皇
家
の
王
権
に
関
わ
る
女
性
の
存
在
の
大
き
さ
の
反
映
を

見
る
。『
枕
草
子
』
に
は
、
左
大
臣
藤
原
師
尹
の
娘
芳
子
に
対
す
る
后
が

ね
教
育
と
し
て
、
書
道
、
琴
の
琴
の
習
熟
、『
古
今
和
歌
集
』
二
十
巻
の

暗
唱
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（
６
）。

弾
琴
は
男
女
の
関
係
を
深
め
る
要
素
で
も
あ

り（
７
）、「
若
菜
下
」
巻
の
女
三
の
宮
の
場
合
も
、
琴
の
琴
伝
授
の
過
程
に
お

い
て
、
光
源
氏
と
の
関
係
が
深
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
女
三
の
宮
に

対
す
る
琴
の
琴
伝
授
が
六
条
院
体
制
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
そ
の
意
義
を
検

討
す
る
。一

、『
源
氏
物
語
』
の
女
君
と
琴
の
琴
─
末
摘
花
の
場
合
─

　

ま
ず
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
女
君
と
琴
の
琴
に
つ
い
て
見
て
お
き

た
い
。
明
石
の
君
は
「
明
石
」
巻
に
お
い
て
光
源
氏
か
ら
「
形
見
」
と
し

て
琴
の
琴
を
授
け
ら
れ
、「
松
風
」
巻
で
弾
琴
し
て
い
る
（
②
四
〇
八
、 

四
一
四
頁
）。
岡
部
明
日
香
氏
は
、「
明
石
の
君
を
皇
統
の
女
と
し
て
位
置

付
け
よ
う
と
す
る
構
造
を
持
つ
」
（
８
）

と
解
釈
さ
れ
る
。
小
野
の
妹
尼
も
一
度

弾
琴
し
て
お
り
、「
今
様
は
、
を
さ
を
さ
な
べ
て
の
人
の
今
は
好
ま
ず
な

り
ゆ
く
も
の
な
れ
ば
、
な
か
な
か
め
づ
ら
し
く
あ
は
れ
に
聞
こ
ゆ
。」（「
手

習
」
⑥
三
一
九
頁
）
と
評
さ
れ
、
素
性
の
不
明
な
尼
君
の
弾
く
琴
の
琴
の
、

衰
微
と
哀
感
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

故
常
陸
宮
家
の
末
摘
花
も
琴
の
琴
の
継
承
者
で
あ
る
。
末
摘
花
は
父
宮

よ
り
琴
の
琴
の
伝
授
を
受
け
て
お
り
、
同
じ
く
父
朱
雀
院
か
ら
教
授
を
受

け
て
い
た
女
三
の
宮
の
場
合
と
共
通
性
が
あ
る
。
光
源
氏
の
末
摘
花
へ
の

好
奇
心
は
、
ま
ず
乳
母
子
大
輔
命
婦
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
弾
琴
の
噂

に
よ
っ
て
か
き
た
て
ら
れ
る
。

（
命
婦
）「
心
ば
へ
容
貌
な
ど
、
深
き
方
は
え
知
り
は
べ
ら
ず
。
か
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い
ひ
そ
め
人
疎
う
も
て
な
し
た
ま
へ
ば
、
さ
べ
き
宵
な
ど
、
物
越

し
に
て
ぞ
語
ら
ひ
は
べ
る
。
琴
を
ぞ
な
つ
か
し
き
語
ら
ひ
人
と
思

へ
る
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、（
源
氏
）「
三
つ
の
友
に
て
、
い
ま
一
く

さ
や
う
た
て
あ
ら
む
」
と
て
、「
我
に
聞
か
せ
よ
。
父
親
王
の
、

さ
や
う
の
方
に
い
と
よ
し
づ
き
て
も
の
し
た
ま
う
け
れ
ば
、
お
し

な
べ
て
の
手
づ
か
ひ
に
は
あ
ら
じ
と
思
ふ
」
と
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。

 

（「
末
摘
花
」
①
二
六
七
頁
）

　

零
落
し
た
故
常
陸
宮
の
姫
君
が
琴
の
琴
ば
か
り
を
慰
め
に
し
て
い
る
と

い
う
噂
に
、
光
源
氏
は
『
白
氏
文
集
』「
北
窓
三
友
」
を
引
用
し
て
イ
メ
ー

ジ
を
膨
ら
ま
せ
、
食
指
を
動
か
し
て
い
く
。
楽
才
名
高
い
父
常
陸
宮
か
ら

伝
授
さ
れ
た
琴
の
琴
の
才
は
、
末
摘
花
が
「
皇
統
・
皇
族
の
一
員
」
で
あ

り
、
そ
の
伝
統
を
継
承
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る（
９
）。
故
常
陸
宮
ゆ

か
り
の
琴
の
琴
に
は
そ
の
魂
が
宿
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
末
摘
花
と
光
源
氏

を
結
び
付
け
る）

（1
（

、
と
い
う
。
末
摘
花
の
琴
才
は
「
父
か
ら
の
遺
産
」
で
も

あ
る）

（（
（

。
ま
た
、
李
暁
梅
氏
は
「
末
摘
花
」
巻
に
お
け
る
出
会
い
の
場
に
お

け
る
「
ほ
の
か
な
」
琴
音
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』「
俊
蔭
」
巻
の
影
響
を
見
、

光
源
氏
が
後
見
不
在
の
姫
君
の
苦
し
み
や
悲
し
み
の
心
情
を
聞
き
取
っ
て

い
る）

（1
（

、
と
述
べ
ら
れ
る
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
九
八
五
番
に
は
次
の
よ
う
な
和
歌
が
あ
る
。

奈
良
へ
ま
か
り
け
る
時
に
、
荒
れ
た
る
家
に
女
の
琴き

ん

ひ
き
け
る

を
聞
き
て
、
よ
み
て
入
れ
た
り
け
る 

良
岑
宗
貞

わ
び
人
の
住
む
べ
き
宿
と
見
る
な
へ
に
歎
き
く
は
は
る
琴
の
音
ぞ
す

る 

（
雑
歌
下
）

　
「
歎
き
く
は
は
る
」
の
主
体
は
、
琴
音
を
聞
く
詠
者
側
と
も
、
琴
弾
く

女
の
側
と
も
解
釈
さ
れ
る）

（1
（

が
、い
ず
れ
に
し
て
も
荒
屋
の
女
君
の
琴
音
に
、

「
嘆
き
」
の
情
を
感
受
し
て
い
る
。『
万
葉
集
』
に
も
、
弦
楽
器
・
和
琴

の
音
色
に
「
嘆
き
」
を
汲
み
取
る
和
歌
が
あ
る）

（1
（

。

倭
琴
を
詠
む

① 

琴
取
れ
ば　

嘆
き
先
立
つ　

け
だ
し
く
も　

琴
の
下
樋
に　

妻
や
隠

れ
る 

（
一
一
二
九
番
）

② 

我
が
背
子
が　

琴
取
る
な
へ
に　

常
人
の　

言
ふ
嘆
き
し
も　

い
や

し
き
増
す
も 

（
四
一
三
五
番
）

右
の
一
首
、
少
目
秦
伊
美
吉
石
竹
が
館
の
宴
に
守
大
伴
宿
禰

家
持
作
る
。

　

①
は
、
和
琴
を
弾
く
と
嘆
き
の
感
情
が
湧
い
て
く
る
が
、
そ
れ
は
亡
妻

の
魂
が
籠
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
と
死
者
を
偲
ん
で
お
り
、
②
で

は
主
人
の
琴
音
に
聞
き
手
も
嘆
き
の
思
い
が
増
す
、
と
あ
る
。『
古
今
和

歌
集
』
歌
の
発
想
も
こ
の
よ
う
な
琴
の
歌
や
俗
諺
の
流
れ
を
く
む
も
の
で

あ
ろ
う
。「
末
摘
花
」
巻
に
お
い
て
も
、
光
源
氏
は
荒
廃
し
た
常
陸
宮
邸

に
お
い
て
末
摘
花
の
弾
琴
を
聞
く
。
琴
音
は
聞
く
者
の
心
情
に
訴
え
、
懐
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旧
の
情
や
想
像
力
を
搔
き
た
て
る
。
光
源
氏
は
末
摘
花
の
琴
の
音
に
、
古

宮
家
の
正
統
な
重
い
歴
史
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
父
宮
を
失
い
、
落
魄

し
て
い
く
古
宮
家
に
宿
る
嘆
き
と
悲
哀
の
、
滅
び
の
響
き
を
読
み
取
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
故
常
陸
宮
は
、
琴
の
名
手
と
し
て
の
自
負
が
あ

り
、
琴
の
琴
が
皇
統
の
象
徴
で
あ
り
、
人
々
が
関
心
を
寄
せ
る
性
質
を
持

つ
こ
と
を
知
悉
し
て
い
た
。
父
宮
は
そ
の
晩
年
、
鍾
愛
の
姫
末
摘
花
に
琴

の
琴
を
伝
授
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
死
後
も
よ
り
良
い
後
見
者
、

結
婚
相
手
に
恵
ま
れ
る
べ
く
、
願
い
を
込
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ね
ら
い

通
り
、
光
源
氏
は
末
摘
花
の
琴
の
琴
の
噂
に
故
父
宮
の
情
愛
の
深
さ
を
読

み
取
り
、
理
想
の
姫
宮
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
。
琴
の
琴
の
才
芸
は
、

老
い
た
常
陸
宮
が
自
ら
の
死
後
、
後
見
を
失
う
愛
娘
末
摘
花
に
、
高
貴
な

配
偶
者
を
招
き
寄
せ
る
べ
く
施
し
た
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
で
あ
る
。

　
「
蓬
生
」巻
に
お
い
て
も
、再
度
、末
摘
花
の
琴
才
は
注
目
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
か
く
劣
り
の
さ
ま
に
て
、
侮
ら
は
し
く
思
は
れ
た
り
し
を
、
い

か
で
か
、
か
か
る
世
の
末
に
、
こ
の
君
を
わ
が
む
す
め
ど
も
の
使
ひ

人
に
な
し
て
し
が
な
、
心
ば
せ
な
ど
の
古
び
た
る
方
こ
そ
あ
れ
、
い

と
う
し
ろ
や
す
き
後
見
な
ら
む
、
と
思
ひ
て
、（
叔
母
）「
時
々
こ
こ

に
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
。
御
琴
の
音
も
う
け
た
ま
は
ら
ま
ほ
し
が
る
人

な
む
は
べ
る
」
と
聞
こ
え
け
り
。
こ
の
侍
従
も
常
に
言
ひ
も
よ
ほ
せ

ど
、
人
に
い
ど
む
心
に
は
あ
ら
で
、
た
だ
こ
ち
た
き
御
も
の
づ
つ
み

な
れ
ば
さ
も
睦
び
た
ま
は
ぬ
を
、
ね
た
し
と
な
む
思
ひ
け
る
。

 

（
②
三
三
三
頁
）

　

末
摘
花
の
叔
母
は
、
受
領
に
嫁
し
、
常
陸
宮
家
か
ら
蔑
視
さ
れ
た
こ
と

に
怨
恨
と
劣
等
感
を
抱
い
て
い
る
。
彼
女
は
、
光
源
氏
が
須
磨
退
去
し
た

後
、困
窮
を
極
め
た
末
摘
花
を
筑
紫
に
同
行
さ
せ
、娘
の
使
用
人
に
し
て
、

娘
に
琴
の
琴
を
習
わ
せ
よ
う
と
画
策
す
る
。
琴
の
琴
は
古
宮
家
を
荘
厳
す

る
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
。常
陸
宮
家
に
劣
等
感
を
抱
く
受
領
の
妻
の
叔
母
は
、

娘
に
末
摘
花
か
ら
琴
の
琴
を
伝
習
さ
せ
、
自
ら
の
血
統
に
皇
室
と
の
関
係

性
を
無
理
矢
理
結
び
つ
け
て
、の
っ
と
り
を
計
る
。末
摘
花
の
琴
の
才
は
、

受
領
階
級
の
者
に
と
っ
て
羨
望
と
垂
涎
の
的
な
の
で
あ
る
。
当
巻
で
は
、

由
緒
正
し
い
古
宮
邸
に
食
指
を
動
か
す
受
領
達
の
姿
も
語
ら
れ
る）

（1
（

が
、
財

力
で
は
入
手
で
き
ぬ
琴
の
琴
の
才
能
に
は
、
宮
家
の
本
質
的
な
聖
性
と
魅

力
が
あ
る
。
し
か
し
、
末
摘
花
は
下
賤
な
叔
母
を
蔑
ん
だ
故
常
陸
宮
の
遺

志
を
守
り
、
筑
紫
下
向
の
誘
い
に
も
耳
を
貸
さ
な
い
。
末
摘
花
の
技
量
は

大
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
や
は
り
古
宮
家
を
象
徴
す
る
高
貴
さ
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
る
。「
蓬
生
」
巻
以
後
、
末
摘
花
と
琴
の
琴
の
記
述
は
な
い
が
、

古
宮
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
高
め
た
琴
の
琴
以
外
の
、
末
摘
花
の
宮
家
の
矜
持

と
属
性
は
、
明
石
か
ら
帰
還
し
、
再
会
し
た
光
源
氏
を
感
激
さ
せ
、
妻
妾

の
一
人
と
し
て
二
条
東
院
に
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
末
摘
花
」
巻
に
お
い
て
、
高
貴
な
身
分
な
が
ら
も
、
ま
と
も
な
返
歌
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も
詠
め
ぬ
醜
い
烏
滸
者
と
し
て
貶
め
ら
れ
た
末
摘
花
は
、「
蓬
生
」
巻
に

至
っ
て
、
再
び
琴
の
琴
の
才
を
有
す
る
正
統
な
皇
統
の
女
君
と
し
て
定
位

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

二
、
女
三
の
宮
に
対
す
る
琴
の
琴
伝
授
と
朱
雀
院
の
意
向

　
「
若
菜
下
」
巻
の
女
三
の
宮
に
対
す
る
琴
の
琴
伝
授
は
、
五
十
の
賀
を

前
に
宮
と
の
対
面
を
望
む
父
朱
雀
院
の
強
い
意
向
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

　

宮
は
、
も
と
よ
り
琴
の
御
琴
を
な
ん
習
ひ
た
ま
ひ
け
る
を
、
い
と

若
く
て
院
に
も
ひ
き
わ
か
れ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
し
か
ば
、
お
ぼ
つ

か
な
く
思
し
て
、（
朱
雀
院
）「
参
り
た
ま
は
む
つ
い
で
に
、
か
の
御

琴
の
音
な
む
聞
か
ま
ほ
し
き
。
さ
り
と
も
琴
ば
か
り
は
弾
き
と
り
た

ま
ひ
つ
ら
ん
」
と
、
後
言
に
聞
こ
え
た
ま
ひ
け
る
を
、
内
裏
に
も
聞

こ
し
め
し
て
、（
帝
）「
げ
に
、さ
り
と
も
、け
は
ひ
こ
と
な
ら
む
か
し
。

院
の
御
前
に
て
、
手
尽
く
し
た
ま
は
む
つ
い
で
に
、
参
り
来
て
聞
か

ば
や
」
な
ど
の
た
ま
は
せ
け
る
を
、
大
殿
の
君
は
伝
へ
聞
き
た
ま
ひ

て
、
年
ご
ろ
さ
り
ぬ
べ
き
つ
い
で
ご
と
に
は
、
教
へ
き
こ
ゆ
る
こ
と

も
あ
る
を
、
そ
の
け
は
ひ
は
げ
に
ま
さ
り
た
ま
ひ
に
た
れ
ど
、
ま
だ

聞
こ
し
め
し
ど
こ
ろ
あ
る
も
の
深
き
手
に
は
及
ば
ぬ
を
、
何
心
も
な

く
て
参
り
た
ま
へ
ら
ん
つ
い
で
に
、
聞
こ
し
め
さ
ん
と
ゆ
る
し
な
く

ゆ
か
し
が
ら
せ
た
ま
は
ん
は
、い
と
は
し
た
な
か
る
べ
き
こ
と
に
も
、

と
い
と
ほ
し
く
思
し
て
、
こ
の
ご
ろ
ぞ
御
心
と
ど
め
て
教
へ
き
こ
え

た
ま
ふ
。 

（
④
一
八
〇
～
一
八
一
頁
）

　

女
三
の
宮
の
琴
の
琴
伝
授
は
、
既
に
朱
雀
院
の
手
ほ
ど
き
に
始
ま
っ
て

い
た
。
朱
雀
院
が
他
の
女
宮
達
に
琴
の
琴
を
伝
授
し
た
記
述
は
な
い
。
朱

雀
院
自
身
は
父
桐
壺
院
か
ら
琴
の
琴
を
伝
授
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
女
三
の

宮
へ
の
伝
授
は
皇
統
の
血
筋
の
確
か
さ
を
保
証
し
て
い
る
。
ま
た
、
朱
雀

院
は
、
故
常
陸
宮
同
様
、
後
見
の
な
い
愛
娘
女
三
の
宮
に
、
早
期
に
琴
の

琴
を
習
わ
せ
、
高
貴
な
婚
姻
相
手
を
得
る
可
能
性
を
与
え
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
光
源
氏
も
、
白
紙
状
態
か
ら
の
伝
授
で
は
な
い
こ
と
で
周
囲
の
納

得
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
「
若
菜
下
」
巻
で
は
、
降
嫁
後
六
年
が
経
過
し
、
女
三
の
宮
も
二
十
一
、 

二
歳
に
成
長
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
（
④
一
八
四
頁
）。
先
に
朱
雀
院
は

今
上
帝
に
口
入
れ
を
し
て
、
女
三
の
宮
を
二
品
内
親
王
に
昇
格
さ
せ
、
六

条
院
の
外
側
か
ら
宮
の
正
室
と
し
て
の
立
場
を
援
護
し
て
い
た
（
④

一
七
七
頁
）。
一
方
、
光
源
氏
は
い
ま
だ
に
女
三
の
宮
を
「
こ
の
宮
を
ば

い
と
心
苦
し
く
、
幼
か
ら
む
御
む
す
め
の
や
う
に
、
思
ひ
は
ぐ
く
み
た
て

ま
つ
り
た
ま
ふ
。」（
④
一
七
九
頁
）
と
、
幼
女
扱
い
し
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、五
十
の
賀
を
前
に
、自
ら
の
健
康
に
も
不
安
を
抱
く
朱
雀
院
は
、

琴
の
琴
伝
授
に
よ
る
女
三
の
宮
の
地
位
の
確
立
と
安
泰
を
願
う
。
琴
の
琴
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伝
授
は
、
六
条
院
体
制
に
お
け
る
実
質
的
な
正
室
と
し
て
の
女
三
の
宮
の

位
置
付
け
と
光
源
氏
の
後
見
を
強
要
す
る
も
の
で
あ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』

の
俊
蔭
一
族
に
よ
る
う
つ
ほ
や
京
極
邸
の
楼
上
で
の
秘
琴
伝
授
の
よ
う

に
、
琴
の
琴
伝
授
は
、
超
俗
的
で
隔
離
さ
れ
た
師
弟
関
係
の
親
密
な
環
境

で
行
わ
れ
る
点
が
他
の
楽
器
と
の
大
き
な
差
異
で
あ
る）

（1
（

。
朱
雀
院
は
こ
の

よ
う
な
伝
授
の
性
質
を
見
通
し
た
上
で
光
源
氏
の
女
三
の
宮
へ
の
伝
授
を

指
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
朱
雀
院
は
女
三
の
宮
降
嫁
の
折
、

　
「
見
は
や
し
た
て
ま
つ
り
、
か
つ
は
ま
た
片
生
ひ
な
ら
ん
こ
と
を

ば
見
隠
し
教
へ
き
こ
え
つ
べ
か
ら
む
人
の
う
し
ろ
や
す
か
ら
む
に
、

預
け
き
こ
え
ば
や
」
…
「
六
条
の
大
殿
の
、
式
部
卿
の
親
王
の
む
す

め
生
ほ
し
た
て
け
む
や
う
に
、
こ
の
宮
を
預
り
て
は
ぐ
く
ま
む
人
も

が
な
。
…
」 
（「
若
菜
上
」
④
二
七
頁
）

と
、
源
氏
が
幼
女
若
紫
を
育
て
上
げ
、
愛
妻
と
し
た
よ
う
に
、
親
代
わ
り

と
な
っ
て
女
三
の
宮
が
教
育
さ
れ
、
准
太
上
天
皇
の
正
室
と
し
て
相
応
し

く
成
長
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。「
預
く
」
の
語
は
結
婚
の
ほ
か
、
子

女
教
育
に
関
し
て
も
用
い
ら
れ
、
女
三
の
宮
関
係
は
六
例
あ
る）

（1
（

。
光
源
氏

に
降
嫁
を
打
診
し
た
折
に
は
、「
か
た
は
ら
い
た
き
譲
り
な
れ
ど
、
い
は

け
な
き
内
親
王
ひ
と
り
、
と
り
わ
き
て
は
ぐ
く
み
思
し
て
、
さ
る
べ
き
よ

す
が
を
も
、
御
心
に
思
し
定
め
て
預
け
た
ま
へ
と
聞
こ
え
ま
ほ
し
き
を
。」

（
④
四
九
頁
）
と
、「
結
婚
さ
せ
る
ま
で
の
後
見
人
」）

（1
（

と
し
て
の
役
割
を

明
言
し
て
い
る
。
女
楽
後
の
場
面
で
も
、
源
氏
は
紫
の
上
に
対
し
て
、
女

三
の
宮
へ
の
琴
の
琴
伝
授
は
「
か
く
と
り
わ
き
て
御
後
見
に
と
預
け
た
ま

へ
る
し
る
し
に
は
と
思
ひ
起
こ
し
て
な
む
」（
④
二
〇
四
頁
）
と
、
後
見

者
と
し
て
の
証
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
朱
雀
院
は
光
源
氏
に
宮
を
結

婚
を
名
目
に
「
預
け
」
て
お
り
、
結
婚
後
も
親
と
し
て
の
権
限
を
保
持
し

続
け
る
。
正
室
と
し
て
の
教
育
は
、
後
見
者
で
あ
る
光
源
氏
の
義
務
で
も

あ
る
。

　

か
つ
て
女
三
の
宮
降
嫁
の
直
後
、
朱
雀
院
は
紫
の
上
に
対
し
て
消
息
を

送
り
、「
尋
ね
た
ま
ふ
べ
き
ゆ
ゑ
も
や
あ
ら
む
と
ぞ
」（「
若
菜
上
」
④

七
五
頁
）
と
、
姫
宮
と
紫
の
上
が
母
方
の
従
姉
妹
に
当
た
る
こ
と
を
示
唆

し
、
後
見
を
依
頼
し
た
。
紫
の
上
も
女
三
の
宮
に
初
対
面
し
た
折
に
は
、

「
お
な
じ
か
ざ
し
を
尋
ね
き
こ
ゆ
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
け
れ
ど
、
分
か
ぬ

さ
ま
に
聞
こ
え
さ
す
れ
ど
」（
④
九
一
頁
）
と
、
式
部
卿
宮
家
に
繫
が
る

同
じ
家
系
の
縁
故
を
示
し
て
よ
し
み
を
結
ぼ
う
と
す
る
。
女
三
の
宮
の
教

育
は
紫
の
上
を
手
本
と
す
べ
く
期
待
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
、朱
雀
院
は
、

女
三
の
宮
が
二
十
代
に
な
っ
た
今
、
光
源
氏
に
対
し
て
、
形
式
だ
け
で
は

な
く
実
質
的
な
正
室
と
し
て
の
位
置
付
け
を
期
待
す
る
。
琴
の
琴
は
皇
統

の
正
統
な
血
筋
の
象
徴
で
あ
る
。
特
に
源
氏
は
、
朱
雀
院
、
蛍
宮
と
と
も

に
琴
の
琴
を
父
桐
壺
院
か
ら
伝
授
さ
れ
て
お
り
、
琴
の
名
器
や
琴
才
は
桐

壺
聖
代
を
髣
髴
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
（
④
六
〇
頁
）。
女
三
の
宮
は
弾
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琴
す
る
こ
と
で
、
朱
雀
院
皇
女
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
桐
壺
院
の
皇
孫
に

も
当
た
る
と
い
う
、
父
方
の
無
類
の
高
貴
さ
と
権
威
を
標
榜
し
、
紫
の
上

ら
六
条
院
の
女
性
達
と
の
絶
対
的
な
格
差
を
明
示
す
る
。
そ
し
て
朱
雀
院

の
琴
の
琴
伝
授
の
意
向
は
、女
三
の
宮
に
正
室
と
し
て
の
箔
付
け
を
行
い
、

こ
れ
ま
で
模
範
と
し
て
き
た
、
今
年
厄
年
の
三
十
七
歳
を
迎
え
る
紫
の
上

に
対
し
て
は
、
暗
に
愛
妻
の
座
を
明
け
渡
す
、
床
去
り
を
勧
告
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
か）

（1
（

。
実
際
、
二
品
内
親
王
へ
の
昇
進
以
降
、
光
源
氏
の
女

三
の
宮
通
い
の
頻
度
は
紫
の
上
と
同
等
に
な
っ
て
い
た
（
④
一
七
七
頁
）。

朱
雀
院
の
目
論
見
は
当
た
り
、
琴
の
琴
を
学
ぶ
女
三
の
宮
は
一
躍
脚
光
を

浴
び
る
こ
と
に
な
る
。
琴
の
琴
は
紫
の
上
も
、
一
人
娘
の
明
石
の
女
御
さ

え
も
継
承
し
て
お
ら
ず
、
女
三
の
宮
は
明
石
の
女
御
か
ら
、「
な
ど
て
我

に
伝
へ
た
ま
は
ざ
り
け
む
と
つ
ら
く
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。」（
④
一
八
二

頁
）
と
羨
ま
れ
る
、
別
格
の
存
在
と
な
る
。
ま
た
二
ヶ
月
に
及
ぶ
琴
の
琴

伝
授
の
期
間
、
六
条
院
春
の
町
の
年
末
年
始
の
繁
多
な
家
政
は
、
紫
の
上

が
一
手
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

年
の
暮
れ
つ
方
は
、
対
な
ど
に
は
い
そ
が
し
く
、
こ
な
た
か
な
た
の

御
営
み
に
、
お
の
づ
か
ら
御
覧
じ
入
る
る
こ
と
ど
も
あ
れ
ば
、（
紫

の
上
）「
春
の
う
ら
ら
か
な
ら
む
夕
な
ど
に
、
い
か
で
こ
の
御
琴
の
音

聞
か
む
」
と
の
た
ま
ひ
わ
た
る
に
、
年
返
り
ぬ
。

 

（「
若
菜
下
」
④
一
八
三
頁
）

　

琴
の
琴
伝
授
の
期
間
、
六
条
院
に
お
い
て
、
権
威
の
象
徴
性
は
皇
女
女

三
の
宮
が
担
い
、
家
政
の
実
務
は
紫
の
上
が
担
う
、
と
い
う
役
割
分
担
が

明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
的
生
活
は
実
務
的
生
活
の
上
位
に
置
か
れ
、

女
三
の
宮
は
六
条
院
体
制
に
お
い
て
琴
の
習
熟
に
専
念
し
て
も
許
さ
れ
る

特
別
な
存
在
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
琴
の
琴
を
「
物

を
と
と
の
へ
知
る
し
る
べ
」（
④
一
九
九
頁
）、
音
律
の
規
準
と
な
る
楽
器

と
定
義
し
て
い
る
。
女
三
の
宮
は
と
も
す
れ
ば
紫
の
上
の
寵
愛
に
圧
さ
れ

が
ち
、と
世
間
に
見
な
さ
れ
て
い
た）

11
（

が
、琴
の
琴
の
伝
授
期
間
を
通
じ
て
、

女
三
の
宮
を
上
位
に
、
紫
の
上
を
下
位
に
位
置
づ
け
る
、
と
い
う
六
条
院

の
身
分
秩
序
が
可
視
化
、
再
確
認
さ
れ
、
他
の
女
君
達
へ
の
意
識
付
け
が

さ
れ
て
い
く
。
伝
授
期
間
に
お
い
て
六
条
院
内
部
で
は
、
正
室
女
三
の
宮

を
中
核
に
据
え
て
家
政
が
行
わ
れ
る
と
い
う
、
機
構
の
組
換
え
と
意
識
改

革
が
進
む
の
で
あ
る
。
朱
雀
院
の
伝
授
依
頼
の
方
法
は
、
女
三
の
宮
へ
の

更
な
る
権
威
付
け
と
、
実
質
的
で
神
聖
な
象
徴
性
を
獲
得
す
る
と
い
う
意

向
を
達
成
す
る
意
味
で
、
正
鵠
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
琴
の
琴
伝
授
は
、
光
源
氏
に
対
す
る
後
見
人
と
し
て
の
再
評

価
の
効
果
も
も
た
ら
し
て
い
る
。

（
源
氏
）「
院
に
も
見
え
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
で
年
経
ぬ
る
を
、
ね
び

ま
さ
り
た
ま
ひ
に
け
り
と
御
覧
ず
ば
か
り
、
用
意
加
へ
て
見
え
た
て

ま
つ
り
た
ま
へ
」
と
事
に
ふ
れ
て
教
へ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
げ
に
、
か



國學院雑誌　第 121 巻第６号（2020年） ─ 30 ─

か
る
御
後
見
な
く
て
は
、
ま
し
て
い
は
け
な
く
お
は
し
ま
す
御
あ
り

さ
ま
隠
れ
な
か
ら
ま
し
と
人
々
も
見
た
て
ま
つ
る
。

 

（「
若
菜
下
」
④
一
八
四
～
一
八
五
頁
）

　

光
源
氏
の
、
熱
心
な
教
授
に
よ
り
、
女
三
の
宮
の
腕
は
上
達
す
る
。
そ

れ
に
伴
い
、
時
に
紫
の
上
を
寵
愛
す
る
光
源
氏
に
批
判
的
で
あ
っ
た
女
三

の
宮
方
の
乳
母
や
女
房
達）

1（
（

に
も
、
光
源
氏
の
後
見
が
不
可
欠
な
こ
と
が
再

認
識
さ
れ
る
。
二
品
内
親
王
で
あ
る
女
三
の
宮
の
女
房
達
は
、
時
の
王
権

に
通
じ
て
お
り）

11
（

、
六
条
院
の
内
部
事
情
は
女
房
達
か
ら
朱
雀
院
や
今
上
帝

に
伝
え
ら
れ
る
。
光
源
氏
は
六
条
院
に
あ
り
な
が
ら
、
宮
付
き
の
女
房
達

に
よ
っ
て
、
皇
女
に
相
応
し
い
資
格
者
か
否
か
査
定
さ
れ
る
立
場
に
あ
る

の
で
あ
る
。
女
三
の
宮
の
上
達
は
、
後
見
者
と
し
て
の
源
氏
の
評
価
も
安

定
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

三
、
女
三
の
宮
と
「
人
目
の
飾
り
」

　

女
三
の
宮
の
六
条
院
体
制
下
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、「
人
目
の
飾

り
」
と
い
う
表
現
も
注
目
さ
れ
る
。

　

降
嫁
以
来
、
女
三
の
宮
当
人
の
無
自
覚
の
下
、
宮
の
位
置
付
け
は
形
式

的
な
正
室
で
あ
り
、
世
評
も
そ
れ
を
見
抜
い
て
い
た
。
中
で
も
六
条
院
体

制
を
至
近
距
離
で
観
察
し
て
い
た
の
は
夕
霧
で
あ
る
。

な
ほ
か
く
さ
ま
ざ
ま
に
集
ひ
た
ま
へ
る
あ
り
さ
ま
ど
も
の
と
り
ど
り

に
を
か
し
き
を
、
心
ひ
と
つ
に
思
ひ
離
れ
が
た
き
を
、
ま
し
て
こ
の

宮
は
、
人
の
御
ほ
ど
を
思
ふ
に
も
、
限
り
な
く
心
こ
と
な
る
御
ほ
ど

に
、
と
り
わ
き
た
る
御
け
し
き
に
し
も
あ
ら
ず
、
人
目
の
飾
り
ば
か

り
に
こ
そ
と
見
た
て
ま
つ
り
知
る
。
わ
ざ
と
お
ほ
け
な
き
心
に
し
も

あ
ら
ね
ど
、
見
た
て
ま
つ
る
を
り
あ
り
な
む
や
と
ゆ
か
し
く
思
ひ
き

こ
え
た
ま
ひ
け
り
。 

（「
若
菜
上
」
④
一
三
五
頁
）

　

か
つ
て
女
三
の
宮
の
婿
候
補
で
も
あ
っ
た
夕
霧
は
、
女
三
の
宮
と
紫
の

上
を
冷
静
に
比
較
す
る
。
女
三
の
宮
は
六
条
院
正
室
と
し
て
最
高
の
地
位

を
得
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
「
人
目
の
飾
り
」
と
い
う
表
面
的
な
待
遇
で

あ
り
、
実
権
は
紫
の
上
が
担
っ
て
い
る
。
六
条
院
の
内
情
は
、
女
房
達
に

よ
っ
て
外
部
に
も
漏
れ
出
し
て
い
る）

11
（

。「
人
目
の
飾
り
」と
い
う
表
現
は『
源

氏
物
語
』
が
初
出
で
あ
り
、
物
語
中
四
例
認
め
ら
れ
る
。
二
例
が
女
三
の

宮
関
係
、
そ
し
て
一
例
が
「
初
音
」
巻
の
二
条
東
院
入
居
後
の
末
摘
花
の

待
遇
と
、「
行
幸
」
巻
の
玉
鬘
の
裳
着
の
次
第
に
用
い
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
末

摘
花
の
例
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

常
陸
の
宮
の
御
方
は
、
人
の
ほ
ど
あ
れ
ば
心
苦
し
く
思
し
て
、
人

目
の
飾
り
ば
か
り
は
い
と
よ
く
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
ふ
。

 

（「
初
音
」
③
一
五
三
頁
）

　

光
源
氏
に
よ
る
末
摘
花
へ
の
待
遇
は
、
古
宮
家
と
し
て
の
世
間
体
を
保
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ち
、
体
裁
だ
け
は
配
慮
を
尽
く
し
た
も
の
で
あ
る
。
父
宮
か
ら
伝
授
さ
れ

た
琴
の
琴
の
才
と
未
発
達
な
心
身
を
持
つ
、
皇
統
の
女
君
と
し
て
、
女
三

の
宮
と
の
共
通
性
が
あ
り
、
女
三
の
宮
造
型
に
は
末
摘
花
物
語
の
発
展
、

展
開
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
世
間
が
「
上
の
品
」
の
皇
統
の
女
性

に
抱
き
が
ち
な
、
皇
統
優
位
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
対
面
し
て
初
め
て
明
ら
か

に
さ
れ
る
人
物
の
実
態
と
の
落
差
を
語
る
、
皇
統
の
女
性
を
め
ぐ
る
話
型

の
一
つ
で
も
あ
ろ
う
。

　
「
若
菜
下
」
巻
の
女
楽
の
後
、
光
源
氏
は
真
っ
先
に
夕
霧
に
女
三
の
宮

の
琴
の
琴
の
講
評
を
求
め
て
い
る
。
光
源
氏
は
夕
霧
が
六
条
院
体
制
の
批

評
者
・
観
察
者
で
あ
り
、
息
子
特
有
の
厳
し
い
目
で
女
三
の
宮
の
位
置
付

け
を
窺
っ
て
い
る
こ
と
を
感
知
し
て
い
る
。
夕
霧
の
好
評
は
、
光
源
氏
を

安
堵
さ
せ
、
琴
の
琴
の
伝
授
は
修
了
す
る
。
女
三
の
宮
の
琴
の
琴
の
上
達

と
好
評
に
よ
り
、
六
条
院
内
の
女
君
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
は
保
た
れ
た
。

女
三
の
宮
の
正
室
と
し
て
の
地
位
が
名
実
と
も
に
定
ま
っ
た
の
も
女
楽
の

後
と
い
え
る）

11
（

。
そ
し
て
取
り
柄
の
少
な
い
女
三
の
宮
に
と
っ
て
、
源
氏
に

認
め
ら
れ
た
琴
の
琴
の
習
得
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
と
な
っ
て

い
る）

11
（

。
し
か
し
、
女
楽
の
直
後
に
は
、
女
三
の
宮
が
い
つ
ま
で
も
琴
の
琴

に
執
心
す
る
さ
ま
が
語
ら
れ
る
。

　

我
に
心
お
く
人
や
あ
ら
ん
、
と
も
思
し
た
ら
ず
、
い
と
い
た
く
若

び
て
、
ひ
と
へ
に
御
琴
に
心
入
れ
て
お
は
す
。（
源
氏
）「
今
は
、
暇

ゆ
る
し
て
う
ち
休
ま
せ
た
ま
へ
か
し
。物
の
師
は
心
ゆ
か
せ
て
こ
そ
。

い
と
苦
し
か
り
つ
る
日
ご
ろ
の
し
る
し
あ
り
て
、
う
し
ろ
や
す
く
な

り
た
ま
ひ
に
け
り
」
と
て
、
御
琴
ど
も
推
し
や
り
て
大
殿
籠
り
ぬ
。

 

（
④
二
一
一
頁
）

　
「
い
と
い
た
く
若
び
」
た
、
幼
い
ま
ま
の
女
三
の
宮
は
、
自
分
の
存
在

ゆ
え
に
忍
従
を
強
い
ら
れ
る
紫
の
上
の
苦
悩
や
光
源
氏
の
疲
労
な
ど
意
に

介
さ
な
い
。正
室
は
他
者
と
の
関
係
性
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

女
三
の
宮
は
無
自
覚
な
ま
ま
で
あ
り
、
音
楽
の
技
術
の
伸
長
と
、
心
身
の

成
長
は
必
ず
し
も
連
動
し
な
い
の
で
あ
る
。
朱
雀
院
は
琴
の
琴
伝
授
を
通

し
て
六
条
院
の
正
室
と
し
て
の
実
質
的
な
位
置
付
け
と
心
身
の
成
長
を

願
っ
た
が
、
後
者
は
叶
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

女
三
の
宮
関
係
の
「
人
目
の
飾
り
」
の
も
う
一
例
は
、「
柏
木
」
巻
に

あ
る
。
光
源
氏
は
、
柏
木
と
の
密
通
事
件
後
も
、
女
三
の
宮
に
対
し
て
一

見
変
わ
ら
ぬ
待
遇
を
整
え
、
体
裁
を
繕
お
う
と
す
る）

11
（

。
し
か
し
、
嬰
児
薫

へ
の
冷
遇
に
光
源
氏
の
真
意
は
明
ら
か
で
あ
る
。
事
件
を
苦
に
す
る
女
三

の
宮
は
、
出
家
を
望
み
、
光
源
氏
も
こ
れ
を
苦
慮
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

宮
は
、
さ
ば
か
り
ひ
は
づ
な
る
御
さ
ま
に
て
、
い
と
む
く
つ
け

う
、
な
ら
は
ぬ
こ
と
の
恐
ろ
し
う
思
さ
れ
け
る
に
、
御
湯
な
ど
も

聞
こ
し
め
さ
ず
、
身
の
心
憂
き
こ
と
を
か
か
る
に
つ
け
て
も
思
し

入
れ
ば
、
さ
は
れ
、
こ
の
つ
い
で
に
も
死
な
ば
や
と
思
す
。
大
殿
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は
、
い
と
よ
う
人
目
を
飾
り
思
せ
ど
、
ま
だ
む
つ
か
し
げ
に
お
は

す
る
な
ど
を
、
と
り
わ
き
て
も
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
ず
な
ど
あ

れ
ば
、
老
い
し
ら
へ
る
人
な
ど
は
、「
い
で
や
、
お
ろ
そ
か
に
も

お
は
し
ま
す
か
な
。
め
づ
ら
し
う
さ
し
出
で
た
ま
へ
る
御
あ
り
さ

ま
の
、
か
ば
か
り
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
に
お
は
し
ま
す
を
」
と
う
つ
く

し
み
き
こ
ゆ
れ
ば
、
片
耳
に
聞
き
た
ま
ひ
て
、
さ
の
み
こ
そ
は
思

し
隔
つ
る
こ
と
も
ま
さ
ら
め
と
恨
め
し
う
、
わ
が
身
つ
ら
く
て
、

尼
に
も
な
り
な
ば
や
の
御
心
つ
き
ぬ
。 （
④
三
〇
〇
～
三
〇
一
頁
）

　

光
源
氏
の
女
三
の
宮
の
待
遇
は
、密
通
事
件
後
も
、一
見
変
わ
ら
ず「
人

目
を
飾
」
っ
て
は
い
る
が
、
今
度
は
宮
の
側
近
の
老
女
房
達
に
も
密
通
の

罪
を
隠
蔽
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
縦
横
に
め
ぐ
ら
さ
れ
た
六
条
院
内

外
の
目
を
欺
き
、隠
さ
れ
た
罪
は
光
源
氏
と
宮
の
間
に
あ
っ
て
沈
淪
す
る
。

光
源
氏
は
宮
に
対
し
て
だ
け
は
明
ら
か
な
隔
心
を
見
せ
、
こ
の
待
遇
と
罪

の
表
裏
の
落
差
が
宮
を
苦
し
め
、
出
家
の
道
に
追
い
込
む
こ
と
に
な
る
。

夕
霧
が
見
定
め
た
「
人
目
の
飾
り
」
と
い
う
表
現
は
、
六
条
院
体
制
に
お

け
る
女
三
の
宮
の
存
在
の
在
り
方
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
─
琴
の
琴
伝
授
の
行
方
─

　

女
楽
の
後
、
紫
の
上
の
発
病
と
二
条
院
へ
の
転
居
、
女
三
の
宮
の
密
通

事
件
な
ど
、
六
条
院
体
制
は
内
部
か
ら
瓦
解
し
て
い
き
、
音
楽
の
描
写
も

失
わ
れ
る
。
次
に
琴
の
琴
が
登
場
す
る
の
は
「
鈴
虫
」
巻
で
あ
る
。
中
秋

の
名
月
の
も
と
、
光
源
氏
は
紆
余
曲
折
を
経
て
出
家
し
た
女
三
の
宮
の
も

と
を
訪
ね
る
。
鈴
虫
の
贈
答
歌
を
交
わ
し
た
後
、
光
源
氏
は
弾
琴
す
る
。

琴
の
御
琴
召
し
て
、
め
づ
ら
し
く
弾
き
た
ま
ふ
。
宮
の
御
数
珠
引
き

怠
り
た
ま
ひ
て
、
御
琴
に
な
ほ
心
入
れ
た
ま
へ
り
。
月
さ
し
出
で
て

い
と
は
な
や
か
な
る
ほ
ど
も
あ
は
れ
な
る
に
、空
を
う
ち
な
が
め
て
、

世
の
中
さ
ま
ざ
ま
に
つ
け
て
は
か
な
く
移
り
変
る
あ
り
さ
ま
も
思
し

つ
づ
け
ら
れ
て
、例
よ
り
も
あ
は
れ
な
る
音
に
搔
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
。

 

（
④
三
八
二
～
三
八
三
頁
）

　

光
源
氏
は
琴
の
琴
を
弾
い
て
、
女
三
の
宮
の
関
心
を
引
く
。
女
三
の
宮

は
、
琴
の
音
に
執
着
し
、「
御
数
珠
引
き
怠
り
た
ま
ひ
て
」
と
、
俗
世
を

離
れ
た
出
家
者
と
し
て
も
未
熟
な
内
面
を
露
呈
し
て
い
る
。

　

一
方
、
光
源
氏
は
琴
音
に
誘
わ
れ
て
訪
問
し
て
き
た
夕
霧
達
に
、
自
ら

の
弾
琴
行
為
を
「
独
り
琴
」
で
あ
る
と
告
げ
て
い
る
。

…
こ
な
た
に
お
は
し
ま
す
と
、
御
琴
の
音
を
尋
ね
て
や
が
て
参
り
た

ま
ふ
。（
源
氏
）「
い
と
つ
れ
づ
れ
に
て
、わ
ざ
と
遊
び
と
は
な
く
と
も
、

久
し
く
絶
え
に
た
る
め
づ
ら
し
き
物
の
音
な
ど
聞
か
ま
ほ
し
か
り
つ

る
独
り
琴
を
、
い
と
よ
う
尋
ね
た
ま
ひ
け
る
」
…
み
づ
か
ら
も
、
搔

き
合
は
せ
た
ま
ふ
御
琴
の
音
に
も
、
袖
濡
ら
し
た
ま
ひ
つ
。
御
簾
の
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内
に
も
耳
と
ど
め
て
や
聞
き
た
ま
ふ
ら
ん
と
、
片
つ
方
の
御
心
に
は

思
し
な
が
ら
、
か
か
る
御
遊
び
の
ほ
ど
に
は
、
ま
づ
恋
し
う
、
内
裏

な
ど
に
も
思
し
出
で
け
る
。 

（
④
三
八
三
～
三
八
四
頁
）

　

光
源
氏
と
女
三
の
宮
の
関
係
は
琴
音
を
介
し
て
の
み
通
う
が
、
光
源
氏

は
女
三
の
宮
と
対
面
し
て
い
て
も
孤
独
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。
光
源
氏
は

何
も
知
ら
ぬ
来
客
と
語
ら
い
な
が
ら
柏
木
を
想
起
し
落
涙
す
る
。
御
簾
内

の
女
三
の
宮
の
心
情
を
気
に
し
つ
つ
も
、
柏
木
の
話
題
は
尽
き
ず
、
宮
と

の
関
係
は
改
善
さ
れ
な
い
。
女
三
の
宮
と
琴
の
琴
の
物
語
は
、
埋
め
が
た

い
心
の
懸
隔
を
以
て
終
わ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
宿
木
」
巻
の
藤
花
宴

で
は
、
女
三
の
宮
の
も
と
に
伝
え
ら
れ
た
光
源
氏
自
筆
の
「
琴
の
譜
二
巻
」

（「
宿
木
」
⑤
四
八
一
頁
）
が
今
上
帝
に
献
上
さ
れ
て
い
る
。
不
義
の
子

薫
は
琴
の
琴
の
正
統
な
継
承
者
で
は
あ
り
え
ず
、
琴
の
琴
の
伝
統
は
朱
雀

院
系
統
の
王
権
に
返
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
今
上
帝
の
皇
子
に
は
光
源

氏
が
琴
の
琴
の
後
継
者
と
目
し
て
い
た
明
石
の
中
宮
腹
の
二
の
宮
が
お

り）
11
（

、
や
が
て
は
こ
の
皇
子
に
光
源
氏
の
琴
譜
も
伝
授
さ
れ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
。

　

朱
雀
院
は
女
三
の
宮
に
六
条
院
正
室
と
し
て
の
格
式
を
施
す
た
め
に
琴

の
琴
を
学
ば
せ
た
。
光
源
氏
と
の
夫
婦
仲
も
深
ま
り
、
対
外
的
に
は
薫
は

そ
の
結
果
誕
生
し
た
も
の
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
物
語
が
末
摘
花
や
女

三
の
宮
な
ど
の
未
熟
な
女
君
や
、
出
自
不
明
の
小
野
の
妹
尼
君
へ
の
琴
の

琴
伝
授
を
語
る
こ
と
に
は
、
滅
び
ゆ
く
こ
の
楽
器
の
頽
廃
的
な
運
命
や
末

世
を
暗
示
す
る
意
図
も
あ
ろ
う
。

　
「
若
菜
下
」
巻
の
女
楽
に
お
け
る
女
三
の
宮
の
琴
の
琴
は
、
父
朱
雀
院

の
子
ゆ
え
の
闇
の
深
さ
と
、
六
条
院
正
室
の
対
外
的
な
尊
貴
、
そ
し
て
宮

の
内
実
の
空
虚
さ
の
問
題
を
語
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
） 『
源
氏
物
語
』『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

（
小
学
館
）
に
よ
る
。

（
２
） 

琴
の
琴
に
関
す
る
主
要
な
研
究
書
を
挙
げ
る
。
山
田
孝
雄
氏
『
源
氏
物
語
之
音
楽
』

（
宝
文
館　

一
九
三
四
年
）、
中
川
正
美
氏
『
源
氏
物
語
と
音
楽
』（
和
泉
書
院　

一
九
九
一
年
）、
上
原
作
和
氏
『
光
源
氏
物
語
の
思
想
的
変
貌
─
≪
琴
≫
の
ゆ
く

へ
─
』（
有
精
堂　

一
九
九
四
年
）・『
光
源
氏
物
語
學
藝
史
─
右
書
左
琴
の
思
想
』

（
翰
林
書
房　

二
〇
〇
六
年
）、
原
豊
二
氏
編
『
日
本
文
学
に
お
け
る
琴
学
史
の

基
礎
的
研
究
《
資
料
編
》《
論
考
編
》』（
米
子
工
業
高
等
専
門
学
校
原
豊
二
研
究

室　

二
〇
〇
八
～
二
〇
〇
九
年
）、『
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
8
王
朝
文
学
と
音
楽
』

（
竹
林
舎　

二
〇
〇
九
年
）、『
≪
琴
≫
の
文
学
史
─
東
ア
ジ
ア
の
音
風
景
』（「
ア

ジ
ア
遊
学
」
一
二
六
号　

勉
誠
出
版　

二
〇
〇
九
年
）、
森
野
正
弘
氏
『
源
氏
物

語
の
音
楽
と
時
間
』（
新
典
社　

二
〇
一
四
年
）、
上
原
作
和
・
正
道
寺
康
子
氏
編

『
日
本
琴
學
史
』（
勉
誠
出
版　
　

二
〇
一
六
年
）、
西
本
香
子
氏
『
古
代
日
本
の

王
権
と
音
楽
─
古
代
祭
祀
の
琴
か
ら
源
氏
物
語
の
琴
へ
─
』（
高
志
書
院　

二
〇
一
八
年
）
ほ
か
で
あ
る
。
女
三
の
宮
の
琴
の
琴
伝
授
に
関
し
て
は
、
川
崎
昇

氏
が
、「
音
楽
の
才
の
伝
承
は
伝
承
者
の
魂
の
相
伝
」
で
あ
り
、
女
三
の
宮
と
「
六
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条
院
の
霊
魂
と
の
深
い
関
わ
り
を
意
味
」
し
、
宮
の
弾
琴
が
六
条
御
息
所
の
死
霊

出
現
の
契
機
と
な
る
、
と
解
釈
さ
れ
る
（「
女
三
の
宮
と
琴
」「
國
學
院
雜
誌
」
第

七
二
巻
第
三
号　

一
九
七
一
年
三
月
）。

（
３
） 「
き
ん　

琴
」（
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
事
典　

上
巻
』
東
京
堂
出
版　

一
九
六
〇

年
）

（
４
） 

岡
部
明
日
香
氏
「
源
氏
物
語
の
琴
と
平
安
時
代
の
儒
者
・
文
人
の
琴
」（『
日
本
文

学
に
お
け
る
琴
学
史
の
基
礎
的
研
究
《
論
考
編
》』
二
〇
〇
九
年
二
月
）

（
５
） 「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
音
楽
─
天
皇
家
と
七
絃
琴
」（『
源
氏
物
語
と
音
楽
─
文
学
・

歴
史
・
音
楽
の
接
点
─
』
一
一
五
頁　

青
簡
舎　

二
〇
一
一
年
）

（
６
） 『
枕
草
子
』
の
左
大
臣
藤
原
師
尹
に
よ
る
宣
耀
殿
女
御
（
芳
子
）
へ
の
后
が
ね
教

育
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
…
ま
だ
姫
君
と
聞
え
け
る
と
き
、
父
お
と
ど
の
教
へ
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る

こ
と
は
、『
一
つ
に
は
御
手
を
習
ひ
た
ま
へ
。
次
に
は
琴
の
御
琴
を
、
人
よ

り
こ
と
に
弾
き
ま
さ
ら
む
と
お
ぼ
せ
。
さ
て
は
古
今
の
歌
二
十
卷
を
み
な
浮

か
べ
さ
せ
た
ま
ふ
を
御
学
問
に
は
せ
さ
せ
た
ま
へ
』
と
な
む
聞
え
た
ま
ひ
け

る
と
、
…
」 

（
五
四
頁
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学
館
）

（
７
） 

三
村
友
希
氏
「
女
君
た
ち
の
音
風
景
─
女
三
の
宮
の
微
笑
み
」（『〈
琴
〉
の
文
化

史
─
東
ア
ジ
ア
の
音
風
景
』「
ア
ジ
ア
遊
学
」
一
二
六
号　

勉
誠
出
版　

二
〇
〇
九

年
）
ほ
か
。

（
８
） 

岡
部
明
日
香
氏
「
明
石
の
君
と
七
絃
琴
─
松
風
巻
の
醍
醐
皇
統
─
」（『
源
氏
物
語

の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
⑳
絵
合
・
松
風
』
至
文
堂　

二
〇
〇
二
年
一
月
）

（
９
） 

湊
ゆ
り
氏
「
紫
上
─
琴
を
許
さ
れ
ぬ
女
君
─
」（「
國
學
院
雜
誌
」
第
九
六
巻
第
二

号　

一
九
九
五
年
二
月
）、
吉
井
美
弥
子
氏
「
宇
治
八
の
宮
の
「
琴
の
琴
」
─
響

か
ぬ
音
色
─
」（「
日
本
文
学
」
第
四
三
巻
第
七
号　

一
九
九
四
年
七
月
）
な
ど
。

（
10
） 

吉
海
直
人
氏
は
、
末
摘
花
の
琴
の
琴
は
「
常
陸
宮
の
形
見
」
で
あ
り
、「
琴
に
宿

る
常
陸
宮
の
魂
が
光
源
氏
を
呼
び
寄
せ
」た
と
解
し（「
末
摘
花
巻
の
再
検
討
」『
研

究
講
座　

源
氏
物
語
の
視
界
３
光
源
氏
と
女
君
た
ち
』
新
典
社　

一
九
九
六
年
）、

太
田
善
之
氏
も
、
弦
楽
器
を
「
神
下
し
の
呪
具
」
と
し
、「
琴
と
い
う
弦
楽
器
が

神
下
し
の
具
と
し
て
機
能
し
、
故
常
陸
宮
の
霊
が
立
ち
働
き
は
じ
め
た
の
だ
」
と

解
す
る
（「
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
の
末
摘
花
」『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
九

巻
─
末
摘
花
』
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
五
年
）。

（
11
） 

西
本
香
子
氏
「『
源
氏
物
語
』
の
琴
」（『
古
代
日
本
の
王
権
と
音
楽
─
古
代
祭
祀

の
琴
か
ら
源
氏
物
語
の
琴
へ
─
』
二
三
〇
頁　

高
志
書
院　

二
〇
一
八
年
）

（
12
） 

李
暁
梅
氏
「「
末
摘
花
」
巻
に
お
け
る
琴
を
「
ほ
の
か
に
掻
き
鳴
ら
し
」
─
『
う

つ
ほ
物
語
』
の
「
俊
蔭
」
巻
と
比
較
し
て
─
」（「
広
島
女
学
院
大
学
大
学
院
言
語

文
化
論
叢
」
第
八
号　

二
〇
〇
五
年
三
月
）

（
13
） 

例
え
ば
詠
者
説
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店　

一
九
五
八
年
）・『
古

今
和
歌
集
全
評
釈
（
下
）』（
右
文
書
院　

一
九
七
六
年
）・『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』

（
新
潮
社　

一
九
七
八
年
）・『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館　

二
〇
〇
六
年
）
等
の
解
釈
に
、
女
説
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店　

一
九
八
九
年
）・
小
町
谷
照
彦
氏
『
古
今
和
歌
集
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫　

二
〇
一
〇
年
）
等
の
解
釈
に
よ
る
。

（
14
） 

和
琴
と
琴
の
琴
の
関
係
性
は
、『
万
葉
集
』
八
一
〇
番
詞
書
に
、
和
琴
の
娘
が
霊

夢
で
「
君
子
左
琴
」
た
る
こ
と
を
願
う
記
述
な
ど
に
確
認
で
き
る
。

（
15
） 

拙
論「
末
摘
花
と
常
陸
宮
邸
の
住
環
境
─
宮
家
社
会
に
お
け
る
格
差
意
識
か
ら
─
」

（『
源
氏
物
語
の
住
環
境
─
物
語
環
境
論
の
視
界
─
』
お
う
ふ
う　

二
〇
〇
八
年
）

参
照
。

（
16
） 

俊
蔭
女
は
父
清
原
俊
蔭
か
ら
、京
極
邸
に
お
い
て
四
歳
か
ら
三
年
間
で
伝
授
さ
れ
、

藤
原
仲
忠
は
母
俊
蔭
女
か
ら
山
中
の
杉
の
う
つ
ほ
で
六
歳
か
ら
一
年
間
（「
俊
蔭
」

巻
）、
い
ぬ
宮
は
祖
母
俊
蔭
女
か
ら
新
生
京
極
邸
の
楼
上
で
、
六
歳
か
ら
一
年
か

け
て
琴
の
琴
を
習
得
し
た
（「
楼
の
上
下
」
巻
）。
い
ず
れ
も
俗
界
か
ら
隔
離
さ
れ

た
環
境
で
あ
る
。

（
17
） 「
預
く
」
の
用
例
は
十
一
例
あ
り
、
女
三
の
宮
関
係
は
六
例
で
あ
る
。
他
に
は
若

年
の
夕
霧
が
大
内
記
（
③
二
七
頁
）
や
花
散
里
（
③
六
七
頁
）
に
預
け
ら
れ
て
教
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育
さ
れ
た
例
や
、
雲
居
雁
が
祖
母
大
宮
の
も
と
で
養
育
さ
れ
る
例
（
③
三
二
、

五
〇
頁
）
な
ど
が
あ
る
。「
若
菜
上
」
巻
で
は
、
女
三
の
宮
の
婿
探
し
の
噂
の
中

に
「
こ
の
姫
宮
を
か
く
思
し
あ
つ
か
ひ
て
、
さ
る
べ
き
人
あ
ら
ば
預
け
て
、
心
や

す
く
世
を
も
思
ひ
離
れ
ば
や
と
な
む
思
し
の
た
ま
は
す
る
」（
④
二
五
頁
）
と
朱

雀
院
の
意
向
が
漏
れ
出
し
て
い
る
。「
若
菜
下
」
巻
、
女
三
の
宮
の
出
家
に
際
し

て
も
、
朱
雀
院
は
源
氏
の
後
見
の
継
続
を
推
察
し
、「
お
ほ
か
た
の
後
見
に
は
、

な
ほ
頼
ま
れ
ぬ
べ
き
御
お
き
て
な
る
を
、
た
だ
預
け
お
き
た
て
ま
つ
り
し
し
る
し

に
は
思
ひ
な
し
て
」（
④
三
〇
六
～
三
〇
七
頁
）
と
後
見
人
と
し
て
の
役
割
を
期

待
し
て
い
た
の
だ
が
、
と
無
念
を
に
じ
ま
せ
る
。

（
18
） 『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
④
四
八
頁
頭
注
一
七
に
よ
る
。

（
19
） 

朱
雀
院
と
紫
の
上
は
、
女
三
の
宮
降
嫁
の
直
後
に
文
通
し
て
お
り
、
朱
雀
院
は
、

紫
の
上
の
返
歌
と
筆
跡
に
感
銘
を
受
け
、
幼
稚
な
女
三
の
宮
と
の
実
力
差
を
再
確

認
し
て
悩
む
（「
若
菜
上
」
④
七
六
頁
）。
朱
雀
院
に
と
っ
て
紫
の
上
は
、
愛
娘
の

模
範
で
あ
る
と
と
も
に
強
力
な
競
合
相
手
で
あ
る
。
一
方
紫
の
上
は
、
女
三
の
宮

に
対
す
る
琴
の
琴
伝
授
の
向
こ
う
側
に
朱
雀
院
の
意
向
を
汲
み
取
り
、
女
楽
の
直

後
、
女
三
の
宮
の
六
条
院
正
室
と
し
て
の
体
裁
と
体
制
が
整
っ
た
こ
と
を
確
認
し

て
、
出
家
願
望
を
示
し
、
愛
妻
の
座
を
退
こ
う
と
す
る
（「
若
菜
下
」
④
二
〇
七

～
二
〇
八
頁
）。

（
20
） 「
若
菜
上
」
巻
に
は
「
対
の
上
の
御
け
は
ひ
に
は
、
な
ほ
圧
さ
れ
た
ま
ひ
て
な
む
」

（
④
一
三
六
頁
）
と
あ
り
、
女
三
の
宮
は
紫
の
上
の
勢
力
に
圧
さ
れ
が
ち
で
あ
る
、

と
世
間
は
見
、
柏
木
も
、「
人
に
圧
さ
れ
た
ま
ふ
や
う
に
て
、
独
り
大
殿
籠
る
夜

な
夜
な
多
く
、
つ
れ
づ
れ
に
て
過
ぐ
し
た
ま
ふ
な
り
」（
④
二
一
八
頁
）
と
い
う

朱
雀
院
へ
の
報
告
を
耳
に
し
て
、
女
三
の
宮
へ
の
思
慕
を
深
め
て
い
る
。

（
21
） 「
若
菜
上
」
巻
の
降
嫁
当
初
に
も
、
女
三
の
宮
方
の
乳
母
達
は
紫
の
上
へ
の
寵
愛

を
意
識
し
、
女
三
の
宮
と
光
源
氏
の
将
来
を
危
惧
し
て
い
た
。

御
乳
母
な
ど
や
う
の
老
い
し
ら
へ
る
人
々
ぞ
、
い
で
や
、
こ
の
御
あ
り
さ
ま

一
と
こ
ろ
こ
そ
め
で
た
け
れ
、
め
ざ
ま
し
き
こ
と
は
あ
り
な
む
か
し
、
と
う

ち
ま
ぜ
て
思
ふ
も
あ
り
け
り
。 

（
④
七
三
頁
）

（
22
） 

佐
藤
洋
美
氏
「
女
三
の
宮
の
十
二
人
の
女
房
─
『
源
氏
物
語
』「
若
菜
下
」
巻
の

密
通
を
よ
び
お
こ
す
も
の
─
」（「
文
学
・
語
学
」
二
一
四
号　

二
〇
一
五
年
十
二

月
）

（
23
） 

柏
木
も
、
紫
の
上
の
優
位
の
噂
を
耳
に
し
、
さ
ら
に
懇
意
の
女
房
小
侍
従
か
ら
、

女
三
の
宮
の
近
況
を
聞
い
て
思
慕
の
念
を
慰
め
ら
れ
、
光
源
氏
の
出
家
を
待
つ
こ

と
に
す
る
。

「
対
の
上
の
御
け
は
ひ
に
は
、
な
ほ
圧
さ
れ
た
ま
ひ
て
な
む
」
と
、
世
人
も

ま
ね
び
伝
ふ
る
を
聞
き
て
は
、
か
た
じ
け
な
く
と
も
、
さ
る
も
の
は
思
は
せ

た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
ま
し
、
げ
に
た
ぐ
ひ
な
き
御
身
に
こ
そ
あ
た
ら
ざ
ら
め
、

と
常
に
こ
の
小
侍
従
と
い
ふ
御
乳
主
を
も
、
言
ひ
は
げ
ま
し
て
、
世
の
中
定

め
な
き
を
、
大
殿
の
君
も
と
よ
り
本
意
あ
り
て
思
し
お
き
て
た
る
方
に
お
も

む
き
た
ま
は
ば
と
た
ゆ
み
な
く
思
ひ
歩
き
け
り
。 

（
④
一
三
六
頁
）

 

明
石
の
君
も
、
光
源
氏
の
女
三
の
宮
に
対
す
る
表
面
的
な
待
遇
を
「
う
は
べ
の
御

か
し
づ
き
の
み
め
で
た
く
て
」（
④
一
三
二
頁
）
と
見
抜
き
、
自
身
の
宿
世
の
優

位
を
誇
る
。

（
24
） 「
行
幸
」
巻
で
、
内
大
臣
は
玉
鬘
の
裳
着
の
腰
結
役
を
務
め
る
。
光
源
氏
は
内
大

臣
に
、
事
情
を
知
ら
ぬ
世
間
の
人
目
を
飾
り
、
通
常
の
作
法
で
行
う
よ
う
勧
め
て

い
る
。主

の
大
臣
、「
今
宵
は
い
に
し
へ
ざ
ま
の
こ
と
は
か
け
は
べ
ら
ね
ば
、
何
の

あ
や
め
も
分
か
せ
た
ま
ふ
ま
じ
く
な
む
。
心
知
ら
ぬ
人
目
を
飾
り
て
、
な
ほ

世
の
常
の
作
法
に
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。 

（
③
三
一
六
～
三
一
七
頁
）

（
25
） 
久
保
重
氏
「
若
菜
下
に
お
け
る
紫
の
上
に
つ
い
て
─
女
楽
を
め
ぐ
っ
て
─
」（「
樟

蔭
国
文
学
」
第
二
十
二
号　

一
九
八
五
年
一
月
）
ほ
か
。
女
楽
論
に
は
、
特
に
紫

の
上
の
和
琴
に
特
徴
的
に
表
れ
る
個
性
と
卓
越
性
を
論
じ
る
も
の
が
多
い
。

（
26
） 

女
三
の
宮
は
琴
の
琴
の
上
達
を
光
源
氏
か
ら
褒
め
ら
れ
、「
何
心
な
く
う
ち
笑
み

て
、う
れ
し
く
、か
く
ゆ
る
し
た
ま
ふ
ほ
ど
に
な
り
に
け
る
と
思
す
。」（「
若
菜
下
」
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④
一
八
四
頁
）
と
無
邪
気
に
喜
び
、
琴
の
琴
に
執
着
し
て
い
く
。

（
27
） 
な
お
、『
源
氏
物
語
』
中
に
は
「
人
目
」
の
用
例
が
七
十
五
例
あ
り
、
他
作
品
に

比
べ
て
突
出
し
て
い
る
。（
平
安
期
の
散
文
作
品
に
お
い
て
は
、『
竹
取
物
語
』『
伊

勢
物
語
』『
大
和
物
語
』『
蜻
蛉
日
記
』
に
各
一
例
、『
平
中
物
語
』『
大
鏡
』
に
二

例
、『
今
昔
物
語
集
』
四
例
、『
更
級
日
記
』
五
例
、『
う
つ
ほ
物
語
』『
栄
花
物
語
』

六
例
が
確
認
さ
れ
る
。「
人
目
」
は
和
歌
に
散
見
し
、『
万
葉
集
』
に
二
十
四
例
、

『
古
今
和
歌
六
帖
』
二
十
三
例
、『
古
今
和
歌
集
』
七
例
、『
後
撰
和
歌
集
』
九
例

（
他
に
詞
書
に
二
例
）、『
拾
遺
和
歌
集
』
二
例
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
三
例
な
ど

が
確
認
さ
れ
る
。）『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
人
目
」
は
、
他
者
や
社
会
へ
の
意

識
の
強
さ
と
バ
ラ
ン
ス
を
示
し
、
世
間
体
、
女
房
の
目
、
人
気
の
度
合
い
、
社
会

的
認
知
度
、
規
制
、
外
圧
、
人
聞
き
、
世
評
の
操
作
な
ど
が
意
識
さ
れ
た
場
面
に

使
用
さ
れ
る
。
中
で
も
女
三
の
宮
物
語
に
は
「
人
目
」
の
語
が
散
見
す
る
。「
人

目
の
飾
り
」
の
ほ
か
、
密
通
事
件
後
に
も
光
源
氏
は
、「
人
目
ば
か
り
を
め
や
す

く
も
て
な
し
て
、思
し
の
み
乱
る
る
に
、こ
の
御
心
の
中
し
も
ぞ
苦
し
か
り
け
る
。」

（「
若
菜
下
」
④
二
六
〇
頁
）
と
、
変
ら
ぬ
待
遇
を
見
せ
な
が
ら
女
三
の
宮
の
胸

中
を
推
し
量
る
。「
鈴
虫
」
巻
で
は
、

人
目
に
こ
そ
変
る
こ
と
な
く
も
て
な
し
た
ま
ひ
し
か
、
内
に
は
う
き
を
知
り

た
ま
ふ
気
色
し
る
く
、
こ
よ
な
う
変
り
に
し
御
心
を
、
い
か
で
見
え
た
て
ま

つ
ら
じ
の
御
心
に
て
、
多
う
は
思
ひ
な
り
た
ま
ひ
に
し
御
世
の
背
き
な
れ
ば

…
。 

（
④
三
八
〇
頁
）

 

と
あ
り
、
光
源
氏
の
欺
瞞
と
内
面
の
表
裏
を
照
射
す
る
語
と
な
っ
て
い
る
。
拙
論

「
光
源
氏
と
女
三
の
宮
の
住
環
境
─
六
条
院
・
春
の
町
改
築
の
意
義
─
」（
前
掲

注
（
15
）
同
書
）
参
照
。

（
28
） 「
若
菜
下
」
巻
の
女
楽
の
後
、
光
源
氏
は
琴
の
琴
の
後
継
者
が
い
な
い
こ
と
を
嘆

き
つ
つ
、「
二
の
宮
、
今
よ
り
気
色
あ
り
て
見
え
た
ま
ふ
を
」（
④
二
〇
〇
頁
）
と
、

第
二
皇
子
へ
の
伝
授
の
可
能
性
に
言
及
し
て
い
た
。

（
付
記
） 

本
稿
は
、
市
立
米
沢
図
書
館
主
催
、
第
三
〇
回
古
典
文
学
講
座
「『
源
氏
物
語
』

の
音
楽
─
女
三
の
宮
と
琴
の
琴
を
め
ぐ
っ
て
─
」（
二
〇
一
九
年
十
一
月

二
十
三
日
）
の
講
演
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
。


