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「源
氏
」
「と
り
か

へ
ば
や
」
の
番
い
に

つ
い
て

―
―

「
物
語
後
百
番
歌
合
」
の
配
列
か
ら
―
―

大
　
　
槻

序

藤
原
定
家
は

「物
語
二
百
番
歌
合
」
の

「後
百
番
歌
合
」
を
撰
す
る
に
際
し

て
、
「
源
氏
物
語
」
「と
り
か
へ
ば
や
（取
替
波
也
ご

計
六
番
の
番
い
に
、
「今
と

り
か
へ
ば
や
」
を
用
い
ず
、
古
本
「
と
り
か
へ
ば
や
」
を
採
用
し
た
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
「無
名
草
子
」
評
言
は
、
吉
本
よ
り
も
今
本
を
称
揚
し
て

只
今
聞
え
つ
る
「今
と
り
か
へ
ば
や
」
な
ど
の
、
本
に
ま
さ
り
侍
る
さ
ま
よ
。

何
事
も
物
難
併
び
は
、
必
ず
飛
に
は
劣
る
わ
ざ
な
る
を
、
こ
れ
は
、
い
と

憎
か
ら
ず
を
か
し
く
こ
そ
あ
め
れ
。
言
葉
遣
ひ
・
歌
な
ど
も
、
悪
し
く
も

な
し
。
お
び
た
だ
し
く
恐
ろ
し
き
所
な
ど
も
な
か
め
り
。

と
述
べ
、
ま
た

「隠
れ
簑
」
の
批
評
に
関
連
し
て
、

「今
と
り
か
へ
ば
や
」
と
て
い
と
い
た
き
も
の
、
今
の
世
に
出
で
来
た
る

や
う
に
、

「今
隠
れ
蓑
」
と
い
ふ
も
の
を
し
い
だ
す
人
の
侍
れ
か
し
。
今

の
世
に
は
、
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
し
出
づ
る
人
も
あ
り
な
む
か
し
。
む
げ
に

こ
の
頃
と
な
り
て
出
で
来
た
り
、
と
て
、
少
々
見
侍
り
し
は
、
古
き
も
の

ど
も
よ
り
は
な
か
な
か
心
あ
り
て
こ
そ
見
え
侍
り
し
か
＝
新
潮
日
本
古
典
集

成

「無
名
草
子
」
（昭
和
五
十
一
年
十
二
月
、
新
潮
社
に
拠
る
。
以
下
引
用
本
文
は

同
然
。

と
同
じ
態
度
を
示
し
て
い
る
。

一
般
に
、
俊
成
肌
贅
ド
と
称
せ
ら
れ
る

「無
名

草
子
」
な
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
両
者
の
態
度
の
相
違
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

修

ろ
う
。
か
つ
て
樋
口
芳
麻
臥
」
ぼ
、

「無
名
草
子
」
成
立
の
す
ぐ
前
に

「物
語

三
百
番
歌
合
」
の
成

っ
た
こ
と
に
触
れ
て
、
両
者
を
比
較

・
検
討
さ
れ
、

俊
成
卿
女
は
、
「物
語
二
百
番
歌
合
」
の
歌
人
定
家
の
選
歌
を
重
ん
じ

つ

つ
も
、
否
、
重
ん
ず
る
が
故
に
、
そ
れ
と
は
別
趣
な
、
物
語
自
体
の
批
評

を
、
「無
名
草
子
」
で
展
開
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
こ
に

「後
百
番
歌
合
」
で
古
本

「と
り
か
へ
ば
や
」
か
ら

六
首
の
歌
を
選
び
、

「源
氏
物
語
」
か
ら
の
歌
六
首
と
都
わ
せ
た
定
家
の
撰
歌

態
度
、
歌
合
せ
に
対
す
る
姿
勢
な
ど
を
分
析
す
る
こ
と
も
意
味
な
し
と
は
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
な
お
遺
憾
と
す
べ
き
は
、
古
本

「と
り
か
へ
ば
や
」
散
供
と
い

う
現
状
で
あ
り
、
わ
ず
か
六
首

（う
ち
一
首
は
今
本
と
共
通
す
る
が
）
の
断
片
資

料
も
て
、
今
は
亡
き
古
本
の
、
詳
細
な
物
語
展
開
、
行
間
に
滲
む
微
妙
な
情
趣

な
ど
を
ど
の
程
度
汲
み
あ
げ
得
る
か
―
定
家
の
撰
歌
態
度
を
分
析
す
る
上
で
の

隆
路
は
数
限
り
な
く
多
い
。
た
だ
、
ふ
り
返

っ
て
考
え
る
に
、

「源
氏
物
語
」

「吉
本
と
り
か
へ
ば
や
」
の
番
い
一
つ
一
つ
か
ら
、
逆
に
古
本
の
物
語
場
面
の

そ
れ
ぞ
れ
を
想
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
①
左
に
位
置

す
る

「源
氏
物
語
」
の
詞
書
や
歌
の
表
記
、
②
ま
た
そ
れ
を
物
語
本
文
に
据
え

一戻
す
こ
と
―
に
よ
っ
て
、
右
に
位
す
る
古
本
の
、
歌
を
含
ん
だ
物
語
場
面
を
復

元
す
る
材
料
に
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
、
散
伏
物
語
の
復
元
に
際
し

て
、

「無
名
草
子
」
評
言
や

「風
葉
和
歌
集
」
、
さ
ら
に

「後
百
番
歌
合
」
の
右
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に
位
す
る
歌
な
ど
を
縦
横
に
駆
使
は
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
歌
合
の
番
い
と
い

う
観
点
か
ら
、
左
の
歌
の
表
記
を
も
参
加
さ
せ
る
こ
と
は
案
外
少
な
か
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
合
い
を
も
含
め
て
、
こ
こ
に

「後
百
番
歌
合
」
の

ぅれお「廟嶽
「」と「嘘力ヽり「い『｝針爛』賭̈
務い臓畔降一】轟はいポ喬（囀

“ば劃け」』わは昨氏、４′ろゆスだな経を「拗蝙」一猪剛猪岸̈
漏一諄瑚け

丞
夢
籟
試
舞
恣
話
「あ
葬
眈
「露
駐

〈下〉＝甲南女「大学
「研究紀要」第２２号を参照願えれば幸甚である。

の詳
ど中錯
鎌
ポ
欺
踊
脹
嫌
黙
″駒
詢武
ば夢
』
詢

輔
齢釧Ⅵ輔
嘲諦
♂
編
′五は聾
訟ヽ月鎚
暖
救鰐始計な脚辞

羅
六
配μ
誕

「用語聾
話
「雰
嬰
暉
輔
暉

番の表記は次の通りである。

左
　
長
雨
の
こ
ろ
浮
舟
の
君
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
大
将

み
づ
ま
さ
る
を
ち
の
里
人
い
か
な
ら
む
は
れ
ぬ
な
が
め
に
か
き
く
ら
す
こ

ろ
右
　
権
中
納
言
は
じ
め
て
、　
コ
」
れ
や
さ
は
入
り
て
は
し
げ
き
道
な
ら

む
山
道
し
る
く
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」
と
侍
り
け
る
返
し

右
大
臣
四
君

ふ
も
と
よ
り
い
か
な
る
道
に
ま
ど
ふ
ら
む
行
方
も
知
ら
ぬ
を
ち
こ
ち
の
山

左
の
歌
は

「源
氏
物
語
」
浮
舟
の
巻
か
ら
。
浮
舟
に
寄
こ
し
た
薫

（右
大
将
）

の
詠
で
あ
る
（
⑦
ｌ
五
三
〕＝
⑦
は
日
本
古
典
全
書

「源
氏
物
語
」
の
第
七
分
冊
、
〔五

〓
し
は
そ
の
項
目
番
号
を
示
す
。
以
下
同
然
。）橘
の
小
島
に
永
遠
の
愛
を
誓

っ
て
の

第
二
日

〔四
九
〕、
浮
舟
へ
の
執
心
ま
さ
る
匂
官
は
、
帰
京
後
も
彼
女
の
も
と
に

文
。
時
に

「
雨
降
り
や
ま
で
、
日
ご
ろ
多
く
な
る
こ
ろ
、
い
と
ど
山
路
思
し
絶

え
て
、
わ
り
な
く
思
さ
れ
け
れ
ば
」
の
頃
で
あ

っ
た

〔五
こ
。

一
方
、
匂
官
と
薫
と
双
方
の
男
性
に
惹
か
れ
る
浮
舟
が
煩
悶
の
折
か
ら
、
「
か

の
殿
よ
り
御
使
あ
り
」
（五
こ
。

そ
れ
は
白
い
色
紙
に
立
文
、
書
き
ざ
ま
故
々

し
い
薫
の
詠
。
た
だ
、
匂
宮
と
薫
と
双
方
か
ら
の
文
に
対
し
て
、
物
語
本
文
は
、

「
こ
れ
か
れ
と
見
る
も
い
と
う
た
て
あ
れ
ば
、
な
は
言
多
か
り
つ
る
を
見
つ
つ

臥
し
給
へ
れ
ば
、
侍
従
右
近
見
合
せ
て
、

「な
ほ
移
り
に
け
り
」
な
ど
、
言
は

ぬ
や
う
に
て
い
ふ
」
と
記
す

（五
一
ご
。

右
は
、

「後
百
番
歌
合
」
に
六
首
と
ら
れ
た

「古
と
り
か
へ
ば
や
」
の
歌
の

中
で
、
「今
と
り
か
へ
ば
や
」
に
も
見
ら
れ
る
唯

一
の
歌
。
時
の
三
位
中
将
（今

本
。
本
姓
は
女
）
を
四
女
の
婿
に
と
願
う
右
大
臣
に
対
し
て
、
若
君
の
父
左
大
臣

も
苦
笑
し
な
が
ら
話
に
応
じ
、　
こ
こ
に
女
中
納
言
か
ら
四
の
君
へ
∩
こ
れ
や
さ

は
―
」
の
歌
）、
四
の
君
か
ら
若
君
へ
令
ふ
も
と
ょ
リ
ー
」
の
歌
）
と
、
最
初
の
懸

想
文
の
交
換
が
終

っ
た
と
こ
ろ
。
な
お

「風
葉
和
歌
集
」
巻
十

一
、
恋

一
に
、

「
男
の
は
じ
め
て
、
コ
」れ
や
さ
は
入
り
て
は
し
げ
き
道
な
ら
む
山
口
し
る
く
ま

ど
は
る
る
か
な
」
と
い
へ
り
け
る
ぶ
り
ご
と
に
　
　
と
り
か
へ
ば
や
の
前
関
自

の
四
君
」
と
し
て
、

「
ふ
も
と
よ
り
い
か
な
る
道
に
ま
ど
ふ
ら
む
行
く
へ
も
し

ら
ず
を
ち
こ
ち
の
山
」
と
あ
る

（引
用
本
文
は
、
「増
訂
校
本
風
葉
和
歌
集
」＝
昭
和

四
十
五
年
一
月
、
友
山
文
庫
＝
に
拠
り
、
表
記
の
仕
方
は

「後
百
番
総
合
」
の
場
合
に
準

じ
る
）。
「今
と
り
か
へ
ば
や
」
の
表
記
と
比
べ
る
に
、
「後
百
番
歌
合
」
の
若
君

の
歌

（詞
書
中
に
あ
る
）
の
第
四
句

「山
道
し
る
く
」
は
、
「風
葉
集
」
や

「今

本
」
の
よ
う
に

「
山
口
じ
る
く
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
小
木
氏
は
、

「定
家
と
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も
あ
ろ
う
人
が
気
が
つ
か
ぬ
は
ず
は
な
い
。
あ
る
い
は
翻
刻
ま
た
は
印
刷
の
ミ

ス
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
疑

っ
て
お
ら
れ
る
が
、
前
記
の
影
印
叢
刊
も

「
や
ま

み
ち
じ
る
く
」
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
結
句

「
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」
も
、
小
木

氏
の
い
わ
れ
る
通
り

「
ま
ど
は
る
る
か
な
」
令
風
葉
集
」
「今
本
」
と
も
）
の
方
が

よ
ろ
し
か
ろ
う
（鈴
木
弘
道
氏

「と
り
か
へ
ば
や
物
語
　
本
文
と
校
異
」＝
昭
和
五
十
三

年
三
月
、
大
学
堂
書
店
――
を
見
る
と
、
今
本
の
場
合
に

「ま
と
ひ
ぬ
る
か
な
」
の
本
文
は

な
い
。
「風
葉
集
」
の
場
合
を
併
せ
考
え
る
に
、
古
本
の
本
文
と
し
て

「ま
と
ひ
ぬ
る
か

な
」
「ま
と
は
る
る
か
な
」
の
両
方
が
あ
っ
た
か
。
な
お
鈴
木
氏
の
同
著
に
よ
る
と
、
「ふ

も
と
よ
り
―
」
の
歌
の
第
四
句
は
、
今
本
の
場
合
も

「ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
」
「ゆ
く
へ
も

し
ら
ず
」
の
両
方
が
あ
る
）。

左
右
の
歌
を
比
べ
る
と
、
共
通
語
句
と
し
て

「を
ち
の
里
人
」
（八
十
四
・
左
）

「
を
ち
こ
ち
の
や
ま
」
（同
右
）
が
あ
る
。
ま
た
薫
の
贈
歌
に
対
し
て
浮
舟
か
ら

「
つ
れ
づ
れ
と
身
を
知
る
雨
の
を
や
ま
ね
ば
袖
さ
へ
い
と
ど
み
か
さ
ま
さ
り
て
」

（五
五
〕
の
返
し
が
あ
り
、　
一
方
の
右
歌
も
、
表
記
さ
れ
た
通
り
女
中
納
言
の
贈

歌

（詞
書
中
に
あ
る
）
に
対
す
る
四
の
君
の
返
し
で
あ
る
。

物
語
の
内
容
面
か
ら
見
る
と
、
橘
の
小
島
以
来
、
匂
官
に
心
魅
せ
ら
れ
た
浮

舟
だ
が
薫
に
も
惹
か
れ
る
自
分
に
煩
悶

〔五
こ
、
母
君
を
慕
う
日
々
だ

っ
た
が
、

つ
い
に
薫

・
匂
官
の
使
者
が
来
合
わ
せ

宝
釜
し
、
彼
女
の
身
は

一
挙
に
奈
落
の

底
に
落
ち
込
ん
で
ゆ
く
。
い
わ
ば
浮
舟
が
わ
が
身
を
持
す
る
に
精

一
杯
の
と
こ

ろ
、
身
を
律
す
る
も
律
せ
ぬ
も
、
い
ま
が
最
後
の
機
会
で
あ

っ
た
。
か
か
る
重

要
な
場
面
な
れ
ば
こ
そ
定
家
は

「後
百
番
歌
合
」
三
十
五
番
左
に
、

「宇
治
に

て
長
雨
は
れ
ぬ
こ
ろ
、
大
将
、

「
み
づ
ま
さ
る
を
ち
の
里
人
い
か
な
ら
む
は
れ

ぬ
な
が
め
に
か
き
く
ら
す
こ
ろ
」
と
侍
り。
け
れ
ば
　
漠
ぶ
」
と
題
し
て
、　
一
聾

の
名
を
わ
が
身
に
知
れ
ば
山
城
の
宇
治
の
わ
た
り
ぞ
い
と
ど
住
み
憂
き
」
を
入

集
し
て
い
る
。
三
十
五
番
左
の
場
合
は
詞
書
中
と
は
い
え
、
「
み
づ
ま
さ
る
―
」

の
歌
を
、
八
十
四
番
左
を
も
含
め
て
二
回
も
選
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
い
か
に
定
家

が
こ
の
歌
に
執
着
し
た
か
を
察
し
得
よ
う
。
ち
な
み
に

「後
百
番
歌
合
」
に
入

集
さ
れ
た

「源
氏
物
語
」
の
歌
を
、
そ
の
巻
別
に
数
え
る
と
、
須
磨
の
巻
十
首

を
最
高
に
、
浮
舟
の
巻
八
首
が
第
二
位
で
あ
る
。

一
方
、

「と
り
か
へ
ば
や
」
の
場
合
、
い
わ
ば
無
責
任
な
左
大
臣
夫
妻
の
了

解
の
も
と
、
女
中
納
言

（今
本
の
場
合
、
こ
の
贈
歌
の
折
の
身
分
は

コ
ニ
位
中
将
」
で

あ
る
）
と
四
の
君
と
の
不
幸
な
人
生
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。

契
ら
ぬ
妻
と
し
て
の

四
の
君
は
、
や
が
て
好
色
の
宰
相
中
将
と
不
倫
の
仲
と
な
り
、
加
え
て
女
中
納

言
ま
た
宰
相
に
犯
さ
れ
て
―
と
、
人
的
配
置
こ
そ
異
な
れ
、
薫

。
浮
舟
の
不
幸

に
転
落
す
る
ス
タ
ー
ト
に
類
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
女
中
納
言

。
四
の
君
の
、
あ

や
に
く
な
関
係
の
始
ま
り
で
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で

「風
葉
集
」
の
折
も
ま
た

一［
［
口
］
］
］
一　

一
¨
榊
疇
い
一
勁
¨

，
一
警
一
一
¨
一
一
一
一
』

の 古 の
中
い

、

せ
ら
れ
よ
う
か
。
ま
さ
し
く

「後
百
番
歌
合
」

一
番
右
で
、

「夜
の
寝
覚
」
か

ら
物
語
開
巻
筆
頭
に
位
す
る
歌
が
選
ば
れ
、
改
作
本

「夜
寝
覚
」
も
、
そ
の
歌

だ
け
は
改
め
て
い
な
い
ケ
ー
ス
と
同
じ
い
。
そ
こ
に
定
家
の
意
図
的
な
入
集
態

度
を
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
と
信
ず
る
。

「後
百
番
歌
合
」
右
に
選
ば
れ
た

十
物
語
そ
れ
ぞ
れ
の
始
め
の
歌
が
、
い
か
に
慎
重
な
態
度
で
番
わ
さ
れ
て
い
る

か
、
そ
の
一
端
を
か
い
ま
見
る
思
い
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
八
十
四
番
の
番
い
は
、
八
十
三
番
か
ら
の
連
想

。
対
応
を

一
応
切

り
離
す
と
し
て
、

一
般
の
歌
合
の
場
合
に
准
ず
る
と
、
上
掲
の
図
の
よ
う
な
方

向
を
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
定
家
が
四
の
君
の
歌
を
も

っ

て
、

「と
り
か
へ
ば
や
」
の
番
い
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
伴
に
つ
い
て
、

「無
名

草
子
」
評
言
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
周
知
の
通
り
、
四
の
君
の
評
価
は
古
本
と

今
本
で
は
逆
に
な

っ
て
お
り
、
古
本
で
は

「
四
の
君
こ
そ
い
み
じ
け
れ
。
あ
ら



ま
ほ
し
く
よ
き
人
に
て
侍
り
」
と
あ
り
、
今
本
は

「
四
の
君
ぞ
こ
れ
は
に
く
き
」

と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
小
木
氏
の
論
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

今
本
の
こ
の
女
は
、
男
中
納
言
が
現
わ
れ
る
と
、
手
も
な
く
、
宰
相
を
捨

て
て
、
そ
の
方
に
こ
ろ
が
り
こ
ん
で
、
二
条
殿
に
住
ん
だ
と
さ
れ
て
、
ま

こ
と
に
無
節
操
な
女
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
古
本
の
は
全
く
反
対
の

人
物
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
物
語
後
編
で
は
、
む
し
ろ
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ

ン
と
し
て
、
こ
の
四
君
が
中
心
人
物
で
あ

っ
た
よ
う
に
臆
測
さ
れ
る
の
で

あ

る

。

あ
る
い
は
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
浮
舟
的
な
も
の
を
愛
す
る
定
家
の
嗜
好
と
も

い
う
べ
き
も
の
が
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

二

八
十
五
番
に
移
る
。

左
　
北
山
に
て
、

「初
草
の
若
葉
の
う
へ
を
見
つ
る
よ
り
旅
寝
の
袖
も

つ
ゆ
ぞ
こ
ぼ
る
る
」
と
侍
り
け
る
御
返
り

Ｉヽ
ひ　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
〓
故
右
衛
門
督
室
碑
趾

ま
く
ら
ゆ
ふ
今
宵
ば
か
り
の
つ
ゆ
け
さ
を
深
山
の
こ
け
に
く
ら
べ
ざ
ら
な

む
右
　
心
地
例
な
ら
で
こ
も
り
ゐ
給
へ
る
こ
ろ
、
月
を
見
て

雲
と
な
り
煙
と
な
ら
む
夕
べ
に
も
今
宵
の
月
の
か
雌
神
鰤
縞
』

． 珀
大

左
は
若
紫
の
巻
か
ら
。
庭
病
で
北
山
に
赴
い
た
光
源
氏
は
、
僧
都
の
坊
に
紫
の

上
を
垣
間
見
る
（①
ｌ
五
〕
が
、
そ
の
素
性
を
聞
い
て
、
彼
女
を
思
慕
し
、
わ
が

心
を
歌
に
托
し
て
尼
君
に
訴
え
る
条
〔八
〕
と
そ
の
返
歌
で
あ
る
。
物
語
本
文
に
、

「さ
る
に
て
は
、
か
の
若
草
を
、
い
か
で
聞
い
給
へ
る
こ
と
ぞ
」
と
あ
り
、
尼

君
が
そ
の
よ
う
に
疑

っ
た
の
は
、
例
の

「雀
の
子
を
大
君
が
逃
し
つ
る
」
の
一

件
に
つ
き
、
慨
嘆
す
る
尼
君
が

「
お
ひ
立
た
む
あ
り
か
も
知
ら
ぬ
若
草
を
お
く

ら
か
す
露
ぞ
消
え
む
そ
ら
な
き
」
と
歌

っ
た
こ
と
に
よ
る
。
な
お
傍
の
女
房
が

「
は
つ
草
の
生
ひ
ゆ
く
末
を
知
ら
ぬ
ま
に
い
か
で
か
露
の
消
え
む
と
あ
ら
む
」

と
唱
和
し
て
い
る
〔五
〕。

右
は
、
宰
相
の
子
を
宿
し
て
い
る
女
中
納
言
の
詠
。
詞
書
「
心
地
例
な
ち
で
」

は
懐
妊
を
意
味
し
て
い
よ
う
。　
一
首
の
意
は
、

「も
し
わ
た
し
が
死
ん
で
も
、

こ
よ
い
こ
う
し
て

一
緒
に
見
た
月
の
情
景
を
忘
れ
て
下
さ
る
な
」
と
、
小
木
氏

の
訳
す
と
こ
ろ
で
、
か
つ
女
中
納
言
の
独
詠
で
は
な
く
、
母
、
乳
母
あ
る
い
は

胎
児
の
父
で
あ
ろ
う
宰
相
か
、
と
も
あ
れ
言
い
か
け
る
相
手
を
想
定
さ
れ
る
。

続
い
て
小
木
氏
は
、

こ
の
出
産
の
場
所
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。
今
本
で
は
、
月
ご
と
に
乳
母
の

里
に
病
と
称
し
て
は
い
隠
れ
た
と
あ
る
が
、
出
産
に
当

っ
て
は
宇
治
に
姿

を
隠
し
て
い
る
。
あ
く
ま
で
秘
密
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は

古
本
で
も
同
様
に
、
月
ご
と
の
は
乳
母
の
里
で
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

出
産
の
場
合
は
も

っ
と
離
れ
た
場
所
を
選
ん
だ
に
違
い
な
い
と
思
う
の
で

あ
る
。
人
目
ま
れ
な
淋
し
い
場
所
を
。

と
説
か
れ
る
。
そ
れ
も

一
つ
の
考
え
だ
が
、
こ
の
詠
は
出
産
を
目
前
に
し
た
折

の
も
の
で
な
く

（小
木
氏
は

「心
ち
れ
い
な
ら
で
」
は
出
産
を
意
味
し
て
い
る
―
と
し

て
、
出
産
日
前
の
情
景
を
想
定
さ
れ
る
）、　
い
ま
だ
懐
妊
に
苦
し
ん
で
い
る
時
点
と

も
考
え
得
よ
う
。
今
本
に
よ
る
と
、
時
の
四
月
、
身
重
の
体
に
困

っ
た
女
大
将

（今
本
は
、
す
で
に
身
分
が
中
納
言
か
ら
変
っ
て
い
る
）
は
権
中
納
言
（前
の
宰
相
中
将
）

の
進
言
に
よ
っ
て
宇
治
の
中
納
言
邸
に
潜
入
、
女
姿
に
戻
る
。
な
お
四
の
君
に

執
着
す
る
中
納
言
を
恨
み
、
身
の
不
幸
を
な
げ
く
条
に
、

「
い
か
に
し
や
る
べ
き
わ
が
身
に
か
」
と
、
悲
し
き
ま
ま
に
、
し
を
し
を

と
う
ち
泣
き
く
ら
さ
る
る
に
、
暮
れ
て
月
い
と
明
る
く
、
水
の
面
も
澄
み



渡
る
に
、
い
と
思
ひ
出
づ
る
こ
と
尽
き
せ
ず
、
胸
よ
り
あ
ま
る
心
地
ぞ
す

Ｚ
つ
。

思
ひ
き
や
身
を
宇
治
川
に
す
む
月
の
あ
る
か
な
き
か
の
影
を
見
む
と

は

（引
用
本
文
は
学
術
文
庫

「と
り
か
へ
ば
や
」＝
昭
和
五
十
三
年
十
月
、
講
談

社
に
拠
る
。
以
下
同
然
）

と
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
女
大
将
の
独
詠
で
あ
る
が
、
古
本
に
も
似
通

っ
た
場
面

設
定
が
あ
り
、
四
の
君
の
も
と
に
立
ち
去
る
彼
を
見
送

っ
た
あ
と
、
し
み
じ
み

心
情
を
吐
露
す
る
独
詠
歌
と
も
考
え
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、

「思
ひ
き
や
―
」
の
歌
は
、
「風
葉
集
」
巻
十
七
、
雑
二
に
、
詞
書

「忍
び
て
宇

治
に
住
み
給
ひ
け
る
こ
ろ
、
月
あ
と
明
か
う
水
の
面
も
澄
み
わ
た
れ
る
に
、
い

と
ど
思
し
出
づ
る
こ
と
多
く
て
　
今
と
り
か
へ
ば
や
の
中
将
」
と
し
て
入
集
さ

れ
て
い
る
。

さ
て
、
八
十
四
番
と
八
十
五
番
と
の
関
連
を
見
る
に
、
左
に
関
し
て
は

「
を

ち
の
里
人
」
「
は
れ
ぬ
な
が
め
」
「
か
き
く
ら
す
」
（八
十
四
）
に
対
し
て

「深
山

の
こ
け
」
「旅
寝
の
袖
も
つ
ゆ
ぞ
こ
ぼ
る
る
」
「
つ
ゆ
け
さ
を
」
（八
十
五
）
な
ど

類
似
し
た
語
句
は
見
ら
れ
る
が
、
物
語
内
容
の
面
か
ら
は
、
よ
り
密
接
な
連
繋

が
な
く
、
む
し
ろ
八
十
四
番
左
と
八
十
五
番
右
と
の
間
に
深
い
つ
な
が
り
を
見

た
い
。

一
、

「
は
れ
ぬ
な
が
め
に
か
き
く
ら
す
」
（八
十
四
）
薫
は
、
宇
治
の
浮
舟
の

面
影
を
追

っ
て
涙
に
沈
む
が
、　
一
方
の
女
中
納
言
も
ま
た
身
重
の
身
を
宇
治
の

宰
相
邸
に
潜
め
て
、
「
し
を
し
を
と
う
ち
泣
き
く
ら
す
」
（今
本
の
当
該
場
面
を
引

用
す
る
）
日
々
で
あ

っ
た
。

一
、
「
み
づ
ま
さ
る
」
（八
十
四
）
宇
治
と

「水
の
面
も
澄
み
渡
る
」
（八
十
五
）

宇
治
と
共
通
し
て
い
る
。

一
、

「
源
氏
物
語
」
浮
舟
の
巻
に
深
い
愛
着
を
寄
せ
る
定
家
の
心
情
は
、
女

姿
に
戻
れ
ぬ
ま
ま
宇
治
に
苦
悩
の
身
を
横
た
え
る
女
大
将
の
も
と
に
及
ん
だ
か
。

こ
う
し
た
照
応
の
基
礎
に
、
古
本

「と
り
か
へ
ば
や
」
の
当
該
場
面
を
、
今

本
の
そ
れ
に
拠
っ
た
理
由
を
改
め
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
今

本
に
よ
る
と
、
懐
雄
の
女
大
将
（吉
本

「権
中
納
一一こ
）
は

「月
い
と
明
か
く
Ｌ
思

ひ
出
づ
る
こ
と
尽
き
せ
ず
、
胸
よ
り
あ
ま
る
」
心
情
の
も
と
、

「―
す
む
月
の

あ
る
か
な
き
か
の
影
を
見
む
と
は
」
と
詠
ん
で
い
る
令
風
葉
集
」
入
集
の
折
の
詞

書
に
も

「忍
び
て
宇
治
に
―
」
と
あ
る
）。　
こ
う
し
た
記
述
は
、
八
十
五
番
右
の
詞

書

「心
地
例
な
ら
で
こ
も
り
ゐ
給
へ
る
」
「月
を
見
て
」
だ
と
か
、
「雲
と
な
り

煙
と
な
ら
む
」
「月
の
影
」
な
ど
の
表
現
と
二
重
写
し
に
な
る
と
い
う
べ
く
、
男

装
の
姿
の
ま
ま
出
産
云
々
は
と
も
か
く
と
し
て
吉
本
の
描
写
の
推
定
に
、
今
本

の
当
該
場
面
を
考
慮
し
て
大
き
な
誤
り
は
な
か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
つ
い

で
八
十
四
番
右
と
八
十
五
番
左
と
の
照
応
を
考
え
る
と
、

一
、

「
入
り
て
は
し
げ
き
道
な
ら
む
」
「
山
道

（
口
）
し
る
く
」
「
い
か
な
る

道
」
「
を
ち
こ
ち
の
山
」
（八
十
四
）
に
対
し
て
、
「北
山
」
「旅
寝
」
「深
山
の
こ

け
」
（八
十
五
）
と
共
通
し
て
い
る
。

一
、
と
も
に
詞
書
の
中
の
歌
を
含
め
て
贈
答
の
形
を
取

っ
て
い
る
。

の
二
点
を
挙
げ
得
よ
う
。
八
十
四
番
右
か
ら
八
十
五
番
左
へ
の
関
連
は
薄
い
。

八
十
五
番
の
番
い
は
、
光
源
氏
が
庭
病
で
北
山
に
赴
い
た
折
の
出
来
事
で
は
あ

る
が
、　
一
方
の
女
中
納
言
は
懐
雄
の
身
の

「心
地
例
な
ら
ぬ
」
折
と
て
、
内
容

面
に
は
さ
し
て
共
通
性
を
唱
え
る
に
当
ら
ず
、
以
上
の

諸
点
か
ら
八
十
四
番

・
八
十
五
番
の
展
開
を
上
図
の
よ

う
な
方
向
で
考
え
て
お
き
た
い
。
な
お
小
木
氏
は
、
八

十
五
番
右
の
歌
の

「雲
と
な
り
煙
と
な
ら
む
」
に
つ
い

て
、

無
名
草
子
に
言
う

「
死
に
入
り
、
よ
み
が

へ
る
ほ
ど
こ
そ
、
お
び
た
だ
し



く
恐
ろ
し
け
れ
」
の
、
女
君
が
実
際
に
死
ぬ
こ
と
を
暗
示
し
た
、
あ
る
い

は
予
告
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

三

つ
い
で
八
十
六
番
に
移
ろ
う
。

左
　
須す際
の
脱
れ
の
こ
ろ
、玉射
プ
見
縦
ふ
と
て
、む紫
が
意
に

身
は
か
く
て
さ
す
ら
へ
ぬ
と
も
君
が
あ
た
り
去
ら
ぬ
鏡
の
影
は
は
な
れ
じ

右
　
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
思
ひ
な
り
て
、
か
き
こ
も
り
な
む
と
て
、
四
の
君

の
も
と
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
立た
ち
た
り
て
ヽ
出、、づ
る
に
驚
を
嚇
き
す

さ
び
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
中
納
言

忍
ぶ
べ
き
ふ
し
も
あ
ら
し
な
徹
備
の
こ
の
世ょ
を
か
ぎ
る
静
を
つ
く
す
と
も

左
は
須
磨
の
巻
か
ら
光
源
氏
の
歌
。
須
磨
引
退
を
前
に
、
親
し
い
人
々
に
訣
別

す
る
源
氏
が
、
西
の
対
に
紫
の
上
を
訪
ね
て
鏡
に
向
か
い
唱
和
す
る
〔②
＝
一
ご

場
面
。
物
語
本
文
に
、
「鏡
台
に
寄
り
給
へ
る
に
、　
面
痩
せ
給
へ
る
影
の
、
わ

れ
な
が
ら
い
と
あ
て
に
清
ら
な
れ
ば
、　
コ
」
よ
な
う
こ
そ
お
と
ろ
へ
に
け
れ
。

こ
の
影
の
や
う
に
や
痩
せ
て
侍
る
。
あ
は
れ
な
る
わ
ざ
か
な
」
と
宣
へ
ば
、
女

君
、
涙
を

一
日
う
け
て
見
お
こ
せ
給
へ
る
、
い
と
忍
び
難
し
」
と
あ
る
。
な
お

紫
の
上
の
返
し

「
わ
か
れ
て
も
影
だ
に
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
鏡
を
見
て
も
な
ぐ

さ
め
て
ま
し
」。
ま
た

「風
葉
集
」
巻
八
、
離
別
に
、
詞
書

「須
磨
に
移

ろ
ひ

給
は
む
と
す
る
こ
ろ
、
鏡
台
に
寄
り
給
ひ
て
、
フ
」
よ
な
う
こ
そ
衰
へ
に
け
れ
」

と
て
　
一ハ
条
院
御
歌
」
と
し
て
入
集
さ
れ
て
い
る
。

右
の
歌
は
、
同
じ
く

「
風
葉
集
」
巻
十
七
、
雑
二
に
詞
書

「思
ひ
の
ほ
か
な

る
身
の
撼
舞
を
、
も
と
ら
象
」
喩
め
ぼ
ら
む
と
て
出
で。
け
る
に
、
牲
」
も
て
な

ら
し
け
る
笛
を
吹
き
た
て
て
　
と
り
か
へ
ば
や
の
権
中
納
言
母
」
と
し
て
入
集
、

な
お
結
句

「
音
は
つ
く
す
と
も
」
と
す
る
。
こ
の
場
面
を
今
本
に
想
定
す
る
と
、

所
狭
き
身
の
女
大
将
が
、
吉
野
の
人
々
と
の
別
れ
を
経
て
、
四
の
君
と
逢
い
、

「
も
し
世
に
な
く
も
な
り
な
ば
、
あ
は
れ
と
も
お
ぼ
し
ぬ
べ
く
や
」
と
さ

し
寄
り
て
間
ひ
聞
え
給
へ
ば
、
恥
ら
ひ
て
う
ち
赤
む
色
、
い
と
を
か
し
げ

に
に
は
ひ
て
、

遅
る
べ
き
わ
が
身
の
憂
さ
に
あ
ら
ば
こ
そ
人
を
あ
は
れ
と
か
け
て
し
の

ば
め

と
う
ち
ま
ぎ
ら
は
し
給
へ
る
、
児
め
き
ら
う
た
げ
な
れ
ど
…
…

し
の
ば
れ
む
わ
が
身
と
思
は
ば
い
か
ば
か
り
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
置
か

ま

し

と
歌
う
条
に
当
ろ
う
。
こ
う
し
て
女
中
納
言
は
宮
中
に
入

っ
て
男
尚
侍
と
訣
別

し
、
宰
相
か
ら
の
迎
え
の
車
に
乗

っ
て
宇
治
へ
ゆ
く
途
中
、
笛
を
吹
き
す
さ
ぶ

に
至
る
。
や
が
て
女
姿
Ｌ
戻
り
出
産
す
る
。

か
か
る
順
序
を
古
本
と
比
べ
る
に
、

「女
中
納
言
こ
そ
、
い
と
い
み
じ
げ
に

て
、
警
ゆ
る
し
て
子
生
み
た
る
な
ど
」
の

「無
名
草
子
」
評
言
を
軸
に
し
て
、

小
木
氏
の
説
か
れ
る
ご
と
く
、
大
分
違

っ
て
い
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
吉
本
の
方

は
、
ま
ず
出
産

翁
髪
の
ま
ま
）
が
あ
り
、
そ
の
後
に

「も
と
の
姿
に
改
め
侍
ら

む
」
令
風
葉
集
」
詞
書
）
と
家
を
出
る
折
、

「
四
の
君
の
も
と
に
、
あ
か
ら
さ
ま

に
立
ち
入
」
る
次
第
。
整
理
す
れ
ば
、
今
本
は
①
四
の
君
と
別
れ
②
尚
侍
と
別

れ
③
宇
治
行
き
の
途
次
に
笛
を
吹
く
④
女
姿
Ｌ
戻
る
③
出
産
―
と
な
る
が
、
古

本
は
①
出
産

（男
装
の
ま
ま
）
②
女
姿
に
戻
ろ
う
と
決
心
③
四
の
君
と
別
れ
④
帰

途
に
笛
を
吹
く
―
と
い
っ
た
順
序
で
あ

っ
た
か
。

た
だ
、
「無
名
草
子
」
評
言
に
、
「女
中
納
言
の
死
に
入
り
、
甦

へ
る
ほ
ど
こ

そ
、
お
び
た
だ
し
く
恐
ろ
し
け
れ
。
鏡
持
て
来
て
、
万
の
こ
と
、
暗
か
ら
ず
見

た
る
ほ
ど
、
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
こ
と
ど
も
の
、
い
と
恐
ろ
し
ぎ
ま
で
こ
そ
侍
れ
」

と
い
う
有
名
な

一
節
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
小
木
氏
は
、



男
装
の
ま
ま
で
出
産
し
た
の
は
、
そ
の
時
女
中
納
言
が
、
お
産
が
す
ん
で

か
ら
、
再
び
男
装
の
ま
ま
で
世
に
出
で
交
ら
お
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
Ｃ
α

（私
注
―
「後
百
番
歌
合
」
「風
葉
集
」

入
集
の
当
該
歌
の
こ
と
）
で
、
「あ
ら
ぬ
さ
ま
に
思
ひ
な
り
て
」
「も
と
の
す

が
た
に
あ
ら
た
め
は
べ
ら
む
」
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
の
は
、
出
産
の
後

の
死
と
蘇
生
、
そ
し
て
そ
の
間
に
お
い
て

「鏡
も
て
き
て
、
よ
ろ
づ
の
事

暗
か
ら
ず
見
た
」
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

女
中
納
言
は
、
そ
の
鏡
に
お
い
て
、
自
分
の
因
果
関
係
を
さ
と
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
身
体
が
回
復
す
る
と
と
も
に
、
男
装
の
ま
ま
で
一
旦

は
、
み
ん
な
の
前
に
姿
を
現
わ
し
た
が
、
よ
う
や
く
本
来
の
女
の
姿
に
返

ろ
う
と

「思
ひ
な
り
て
」
「
か
き
こ
も
ら
む
」
と
し
て
出
立
す
る
の
が
、
こ

の
Ｃ
α

（私
注
―
同
然
）
の
場
面
で
あ
る
。

と
考
え
ら
れ
る
。
も

っ
と
も

「無
名
草
子
」
評
言
の
後
半

「鏡
持
て
来
て
―
」

の
部
分
は
、
女
中
納
言
出
産
後
の
死
と
蘇
生
の
時
期
で
は
な
く
、
例
え
ば
四
の

君
と
出
逢
い
の
折
と
す
れ
ば
、
八
十
六
番
左
の
ケ
ー
ス
と
類
似
し
た
場
面
も
想

像
さ
れ
よ
う
。

八
十
五
番
左
右
と
の
関
連
を
見
る
と
、
左
の
両
歌

（八
十
五
・
八
十
二０

は
特

に
深
い
照
応
も
な
く
、
か
か
っ
て
八
十
五
番
右
と
の
つ
な
が
り
に
問
題
が
あ
ろ

一
、
「今
宵
の
月
の
影
を
忘
る
な
」
（八
十
五
）
と
、
小
木
氏
の
い
わ
れ
る
「
女

君
の
独
詠
で
は
な
く
、
そ
う
言
い
か
け
る
相
手
が
、
そ
こ
に
い
る
」
な
ら
ば
、

「君
が
あ
た
り
…
…
は
な
れ
じ
」
（八
十
二０

と
紫
の
上
に
訴
え
る
立
場
に
共

通

性
が
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
詠
者
に
す
れ
ば
、
心
中
の
苦
悩
や
悲
哀
の
情

を
訴
え
る
相
手
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
相
互
に

「
別
れ
」
を
意
識
し
て
い
る
。

一
、
「雲
と
な
り
煙
と
な
ら
む
」
（八
十
五
）
に
対
し
て
、
「身
は
か
く
て
さ
す

ら
へ
ぬ
と
も
」
（八
十
二Ｃ

の
語
句
が
あ
る
。

と
の
理
由
か
ら
、
八
十
五
番
右
↓
八
十
六
番
左
の
照
応
を
考
え
た
い
。
ま
た

八
十
六
番
右
へ
の
影
響
を
考
え
る
と
、

一
、
「
こ
も
り
ゐ
給
へ
る
」
「
雲
と
な
り
煙
と
な
ら
む
」
（八
十
五
）
に
対
し
て
、

「
か
き
こ
も
り
な
む
」
Ｆ
」
の
世
を
か
ぎ
る
」
（八
十
二Ｃ

な
ど
語
句
の
類
似
が
見

ら
れ
る
。

一
、
と
も
に
相
手
と
の
訣
別
を
意
味
し
て
い
る
。

一
、
共
通
し
て
女
中
納
言
の
詠
で
あ
る
。

な
ど
の
諸
点
か
ら
、
八
十
五
番
右
↓
八
十
六
番
右
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
い

で
八
十
六
番
の
番
い
を
見
る
と
、

一
、
紫
の
上
と
の
別
離
の
情
を
鏡
の
影
に
托
す
る
源
氏

の
悲
傷
（左
）と
、
女
姿
に
戻
れ
ば
、
仮
初
の
妻
四
の
君

と
二
度
の
逢
う
を
得
ぬ
と
、
別
れ
の
歎
き
深
い
女
中
納

一只
右
）と
、
共
通
性
が
あ
ろ
う
。

一
、
前
述
し
た
通
り
、
「無
名
草
子
」
評
言
に
鏡
に
関
す
る
記
述
が
あ

る
。

「
四
の
君
の
も
と
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
立
ち
入
」

っ
た
折
、
何
か
の
事
情
で
鏡

に
み
い
る
事
が
あ

っ
た
の
か
、
小
木
氏
の
い
う
出
産
後
の
死
と
蘇
生
の
頃
だ

っ

た
の
が
、
古
本
な
き
い
ま
判
然
と
は
し
な
い
が
、　
一
応

「鏡
」
の
存
在
と
い
う

共
通
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
別
掲
の
図
の
よ
う
な
相
互
関
係
を
示
し
て
お
く
こ
と
に

す
る
。

四

ひ
き
続
い
て
八
十
七
番
の
番
い
に
触
れ
る
。

左
　
溝
ぶ
の
君
、
宇
治
に
激
し
て
の
ち

〈
八
十
六
番
〉

一刻川〔右一右

〈
八
十
五
番
〉



右
大
将

里
の
名
も
昔
な
が
ら
に
見
し
人
の
お
も
が
は
り
せ
る
ね
や
の
月
影

右
　
式
部
卿
の
官
の
御
忌
に
こ
も
り
居
て
女
君
に
　
内
大
臣
宮
宰
相

恋こ
ひ
わ
び
て
な
が
き
夜ます
が
ら
か
覚さ
む
れ
ば
な
ら
は
ぬ
秋
の
月
を
知じ
る
か

な

左
の
歌
は
東
屋
の
巻
末
に
位
し
、
薫
の
詠
。
浮
舟
と
対
面
、　
一
夜
を
語
ら

つ
た

薫

〔⑥
＝
五
工０

は
、
翌
暁
彼
女
を
車
に
乗
せ
、
癖

・
侍
従
を
従
え
て
宇
治
に
伴

な
う

生
ハ○
〕。
そ
の
美
貌
に
心
そ
そ
ら
れ
る
薫
は
、
今
後
の
処
置
を
思
い
め
ぐ

ら
す
折
か
ら
、
癖
の
歌
を
手
に
し
て
心
情
を
吐
露
す
る
条
。
な
お

「風
葉
集
」

巻
十
七
、
雑
二
に
詞
書

十「浮
舟
の
罐

。具
し
て
宇
治
に
ま

・力、
れ
り
け
る
に
、
癖
の

尼

「む
か
し
お
ぼ
え
て
澄
め
る
月
か
な
」
と
い
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
　
薫
大
将
」

と
題
し
て
入
集
さ
れ
て
い
る
。

右
は
、
式
部
卿
の
宮

（宰
相
の
父
君
）
の
御
忌
に
こ
も

っ
て
い
る
折
に
、
女
中

納
一一一只
小
木
氏
の
い
う

「女
中
納
言
が
、
既
に
心
身
の
転
換
を
完
了
し
、
宰
相
の
正
妻
の

座
に
お
さ
ま
っ
て
以
後
の
場
面
」
と
の
判
断
は
当
っ
て
い
よ
う
）
に
与
え
た
内
大
臣
の

歌
で
あ
る
。
な
お
詠
人
名
が

「内
大
臣

官
宰
相
」
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
判
断

に
迷
う
と
こ
ろ
だ
が
、　
一
応

「
こ
の
頃
は
中

。
大
納
言
の
位
に
あ

っ
た
と
考
え

る
」
小
木
氏
の
立
場
に
拠

っ
て
お
き
た
い
。　
今
本
の
場
合
、
女
主
人
公

全
九
の

権
中
納
書こ
の
転
換
以
後
の
身
分
は
中
官
で
春
宮
母
、
古
本
で
は
内
大
臣
上
で
権

中
納
言
母
と
な
る
。
な
お

「風
葉
集
」
巻
十
五
、
恋
五
に
詞
書

「秋
の
こ
ろ
、

離
れ
て
侍
り
け
る
女
に
つ
か
は
じ
け
る
　
と
り
か
へ
ば
や
の
内
大
臣
」
と
し
て

入
集
。
な
お
初
旬
「
恋
ひ
わ
ぶ
る
」
結
句
「
風
を
知
る
域
」
と

んす
場

・ 。
ま
た

ヽ「
か

へ
し
　
権
中
納
言
母
」
と
し
て
、

「君
は
さ
や
思
ひ
知
る
ら
む
わ
れ
は
た
だ
い

つ
と
も
わ
か
ず
秋
の
心
は
」
を
も
載
せ
て
い
る
。

八
十
六
番
と
の
関
連
を
見
る
に
、
歌
麿
流
講
を
目
前
に
、
紫
の
上
と
愛
を
誓

う
光
源
氏
の
心
情
は
、

離
別
の
悲
愁
に
満
ち
て
い
た
だ
ろ
う

（八
十
六
・
左
）。

一
方
の
薫
と
て
も
、
憂
し
里
の
名
宇
治
に
て
、
日
前
の
浮
舟
を
通
し
て
想
起
さ

れ
る
の
は
忘
れ
得
ぬ
大
君
の
映
像
で
あ

っ
た

（八
十
七
・
左
）。　
そ
れ
は
換
言
す

れ
ば
、

一
、
源
氏
の
紫
の
上
に
寄
せ
る
想
い
（八
十
二０

に
対
し
て
、
片
や
薫
の
大
君

に
寄
せ
る
慕
情

（八
十
七
）。

一
、
「
君
が
あ
た
り
去
ら
ぬ
」
「
影
は
は
な
れ
じ
」
（八
十
一０

に
対
す
る

「昔

な
が
ら
に
見
し
人
」

「
お
も
が
は
り
せ
る
」
（八
十
七
）
と
、
心
中
深
く
慕
う
対

象

へ
の
方
向
は
共
通
し
て
い
る
。

一
、
物
語
本
文
を
見
る
に
、
共
通
し
て
贈
答
歌
の
体
裁
を
成
し
て
い
る

０源

氏
。
紫
の
上
、
排
。
薫
）。

な
ど
の
照
応
を
考
え
得
よ
う
。
八
十
六
番
左
↓
八
十
七
番
左
と
す
る
理
由
で

あ
る
。
な
お
八
十
六
番
左
か
ら
八
十
七
番
右
を
見
る
と
、
共
通
し
て
別
離
の
情

を
相
手
に
訴
え
て
い
る
。
紫
の
上
と
久
し
く
逢
い
得
ぬ
想
い
に
沈
潜
す
る
源
氏

（八
十
六
・
左
）
に
対
し
て
、
女
君
（も
と
女
中
納
一こ

に

「恋
ひ
わ
び
て
な
が
き
夜

す
が
ら
寝
覚
」
め
る
内
大
臣

（八
十
七
・
右
）
の
心
情
は
同
類
項
の
も
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
物
語
本
文
に
徴
す
る
に
、
と
も
に
贈
答
歌
の
呈
を
な
し
て
い
る
。
八

十
六
番
左
↓
八
十
七
番
右
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

八
十
六
番
右
か
ら
八
十
七
番
左

へ
の
流
れ
を
追

っ
て
み
よ
う
。
本
性
の
女
姿

Ｌ
戻
っ
て
し
ま
え
ば
、
一
一度
と
逢
う
を
得
ぬ
四
の
君
。
ま
さ
に
コ
」
の
世
を
か
ぎ

る
」
思
い
の
女
中
納
言
で
あ

っ
た
ろ
う
（八
十
六
・
右
）。

訣
別
の
情
深
い
も
の
が
あ
る
。

一
方
の
薫
と
て
も
、
眼

前
の
浮
舟
を
通
し
て
恋
し
く
も
悲
し
い
、
そ
れ
は
大
君

の
映
像
で
あ

っ
た

（八
十
七
・
左
）。

と
も
に
縁
な
き
心

情
と
は
い
え
な
い
。
な
お
八
十
七
番
左
↓
八
十
七
番
右

〈
八
十
七
番
〉
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八
十
六
番
〉



の
位
置
づ
け
は
、
共
通
し
て
①

「月
」
の
存
在
②
物
語
本
文
で
贈
答
歌
の
形
式

を
取

っ
て
い
る
―
点
か
ら
も
肯
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
諸
点
を

ま
と
め
る
と
、
別
掲
の
よ
う
な
照
応
関
係
を
認
め
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（注
）（１

）

樋
口
芳
麻
呂
氏

「物
語
三
百
番
歌
合
と
無
名
草
子
」

（国
語
国
文
学
報
・
第
三

十
八
集
、
昭
和
五
十
六
年
二
月
）

（２
）

松
尾
聡
氏

「平
安
時
代
物
語
の
研
究
」
（昭
和
三
十
年
六
月
、
東
宝
書
房
）。
同

氏
引
用
文
は
す
べ
て
本
書
に
拠
る
。

（３
）

小
木
喬
氏

「散
逸
物
語
の
研
究
―
平
安
。
鎌
倉
時
代
編
」

（昭
和
四
十
八
年
二

月
、
笠
間
書
院
）
同
氏
引
用
文
は
す
べ
て
本
書
に
拠
る
。

（４
）

樋
口
芳
麻
呂
氏

「平
安
・
鎌
倉
時
代
散
逸
物
語
の
研
究
」

（昭
和
五
十
七
年
二

月
、
ひ
た
く
董
房
）

な
お
本
稿
の
続
編
は
、

「甲
南
国
文
」
第
三
十
四
号

（昭
和
六
十
二
年
三
月
刊
）
に
掲
載

し
た
。
併
せ
お
読
み
載
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。


