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最
近
、『
京
都
新
聞
』
に
、「
イ
ン
ド
に
見
る
﹁
今
は
昔
﹂」
と
い

う
コ
ラ
ム
を
書
い
た
（
二
〇
一
四
年
四
月
二
十
五
日
朝
刊
、
ソ
フ
ィ

ア
京
都
新
聞
文
化
会
議
）。
か
つ
て
イ
ン
ド
の
デ
リ
ー
に
滞
在
し
、

ジ
ャ
ワ
ハ
ル
ラ
ル
・
ネ
ル
ー
大
学
で
教
え
た
時
に
得
た
経
験
を
起
点

と
し
て
、
そ
の
後
に
見
聞
し
た
イ
ン
ド
社
会
の
劇
的
な
発
展
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
の
驚
き
を
軸
に
、
今
日
の
海
外
体
験
が
意
味
す
る
と
こ
ろ

を
自
分
な
り
に
考
え
た
短
文
で
あ
る
。

　

日
本
の
古
典
文
学
な
ど
を
研
究
し
て
い
て
も
、
海
外
で
教
え
た
り

発
表
し
た
り
す
る
機
会
は
意
外
に
多
く
、
環
境
や
政
治
を
含
め
て
、

い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
日
常
的
に
直
面
す
る
。
述

べ
た
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、そ
の
中
で
い
か
に
世
界
と
向
き
合
い
、

研
究
の
本
筋
を
ど
の
よ
う
に
反
映
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

長
期
の
留
学
経
験
が
な
い
私
に
と
っ
て
、
最
も
単
純
な
解
決
策
は
、

と
に
も
か
く
に
も
経
験
値
を
高
め
る
こ
と
だ
。
可
能
な
限
り
さ
ま
ざ

ま
な
国
を
訪
ね
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
感
触
を
確
認
す
る
。
最
近

も
、
た
ま
た
ま
啐
啄
同
機
の
求
め
が
あ
っ
て
、
さ
さ
や
か
な
具
体
例

を
、「
背
伸
び
と
軽
さ
の
限
界
点
―
海
外
で
古
典
を
伝
え
る
こ
と
―
」

（『
レ
ポ
ー
ト
笠
間
』
五
七
、二
〇
一
四
年
一
一
月
）
と
い
う
エ
ッ
セ

イ
に
書
き
記
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。

　

今
回
、「
あ
い
ち
国
文
の
会
」
か
ら
発
表
を
慫
慂
さ
れ
、
古
典
研

究
に
関
し
て
少
し
広
い
テ
ー
マ
で
と
課
題
を
い
た
だ
い
た
時
、
論
述

の
文
脈
に
、
如
上
の
テ
ー
マ
を
織
り
込
ん
で
み
よ
う
と
思
っ
た
。
依

頼
を
受
け
た
時
期
に
は
、
い
く
つ
か
出
張
の
予
定
も
決
ま
っ
て
お
り

（
二
〇
一
四
年
一
月
デ
リ
ー
、
二
月
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
、
四
月
韓
国
・

荒

木
　

浩

古
典
の
中
の
〈
世
界
〉／
世
界
の
中
の
〈
古
典
〉

―
― 

土
左
日
記
・
源
氏
物
語
・
今
昔
物
語
集
を
め
ぐ
っ
て 

―
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
五
〇
回
記
念
講
演
か
ら
）
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大
田
）、
と
り
わ
け
発
表
前
の
五
月
上
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
、
ス

イ
ス
の
チ
ュ
ー
リ
ヒ
大
学
で
の
集
中
講
義
（
修
士
課
程
）
を
控
え
て

い
た
。
ス
イ
ス
か
ら
帰
国
直
後
の
新
し
い
感
触
で
、
こ
れ
ま
で
私
が

海
外
で
の
滞
在
や
発
表
な
ど
か
ら
発
想
し
た
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
や

論
考
を
、
新
考
を
織
り
交
ぜ
て
話
し
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
れ

な
ら
日
本
古
典
文
学
研
究
の
今
日
的
な
あ
り
方
の
一
端
を
お
話
す
る

こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
思
っ
て
二
つ
返
事
で
承
諾
し

た
。
た
だ
し
こ
こ
で
発
表
当
日
の
講
演
を
再
現
す
る
と
、
紙
面
を
は

る
か
に
超
え
て
し
ま
う
。
ま
た
関
連
の
文
章
を
、
相
前
後
し
て
い
く

つ
か
活
字
化
し
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
文
中
に
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
を

か
ね
て
拙
稿
の
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
、
参
考
文
献
は
そ
れ
ぞ
れ
に
譲
っ

て
、
発
表
の
概
要
を
文
章
で
示
す
こ
と
に
す
る
。

＊

　

言
葉
遊
び
の
よ
う
に
み
え
る
今
回
の
発
表
タ
イ
ト
ル
は
、
日
本
を

飛
び
出
し
て
古
典
文
学
の
中
身
を
想
い
語
る
こ
と
（
海
外
か
ら
の

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
で
古
典
世
界
を
の
ぞ
き
見
る
）、
古
典
に
世
界

の
表
象
を
観
る
こ
と
（
古
典
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
描
か
れ
た
当
時
の

グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
を
の
ぞ
き
見
る
）と
い
う
双
方
向
的
な
視
点
か
ら
、

古
典
研
究
を
捉
え
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
の
謂
い
で
あ
る
。

　

国
文
学
な
ど
を
や
っ
て
い
る
と
、
い
ま
で
も
海
外
に
行
く
の
を
嫌

う
人
が
い
る
。
あ
ま
つ
さ
え
、
も
は
や
笑
い
話
に
し
か
な
ら
な
い
こ

と
だ
が
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ん
か
作
っ
た
こ
と
な
い
と
自
慢
？
す
る
人

さ
え
い
る
。
海
外
に
は
資
料
が
な
い
か
ら
、
と
か
、
外
国
の
研
究
者

は
資
料
が
読
め
な
い
か
ら
、
な
ど
と
い
う
根
拠
の
な
い
暴
言
を
吐
く

人
は
さ
す
が
に
減
っ
て
き
た
が
（
皆
無
で
は
な
い
）、
海
外
に
行
っ

て
何
が
わ
か
る
と
、
本
音
で
は
、
思
っ
て
い
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
乏
し
い
経
験
が
も
た
ら
す
誤

謬
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
人
に
限
っ
て
、
国
内
旅
行
は
大
好

き
で
、
嬉
々
と
し
て
そ
の
意
義
を
説
い
た
り
す
る
。

　

無
益
な
一
般
論
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
よ
う
。今
回
の
発
表
で
私
は
、

ブ
ッ
ダ
の
誕
生
を
描
く
『
今
昔
物
語
集
』
の
説
話
表
現
を
め
ぐ
る
見

聞
の
例
示
か
ら
話
を
始
め
た
。
ブ
ッ
ダ
を
身
ご
も
っ
た
母
マ
ー
ヤ
ー

が
、
右
手
を
伸
ば
し
て
無
憂
樹
の
枝
を
引
き
取
ろ
う
と
し
た
ら
、
右

の
脇
か
ら
ブ
ッ
ダ
が
生
ま
れ
た
。『
今
昔
』
巻
一
第
二
話
に
描
か
れ

る
逸
話
で
あ
る
。
無
憂
樹
と
は
ア
シ
ョ
カ
の
漢
訳
だ
。
ど
ん
な
木
で

す
か
。
講
義
中
に
ふ
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
先
生
、
す
ぐ
そ
こ
に
あ
り

ま
す
よ
と
、
受
講
生
が
一
斉
に
窓
の
外
を
指
さ
し
た
…
。

　

二
〇
〇
七
年
の
秋
、イ
ン
ド
で
の
講
義
中
に
そ
ん
な
体
験
を
し
た
。

『
今
昔
』の
原
典
に
は
漢
訳
仏
典
が
あ
り
、バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
多
い
。

さ
ら
に
そ
の
先
に
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
や
パ
ー
リ
の
イ
ン
ド
仏
典

が
あ
る
。
た
と
え
ば
無
憂
樹
と
い
う
形
象
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
追

い
か
け
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
？
日
本
で
テ
ク
ス
ト
ば
か
り
読
ん
で
い

る
と
、そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
に
屈
託
す
る
。
と
こ
ろ
が
ア
シ
ョ
カ
は
、

手
を
伸
ば
せ
ば
す
ぐ
に
も
届
く
と
こ
ろ
に
群
生
し
て
い
て
、
イ
ン
ド

人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
日
常
の
風
景
ら
し
い
。
難
し
く
考
え
て
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い
た
桎
梏
が
、
そ
の
時
一
気
に
ほ
ど
け
去
っ
た
。
ブ
ッ
ダ
の
姿
も
、

分
厚
い
経
文
の
奥
底
を
破
っ
て
眼
前
に
飛
び
出
し
、
北
イ
ン
ド
の
原

野
を
駆
け
回
る
、
美
し
く
輝
く
貴
公
子
に
見
え
て
き
た
。
そ
ん
な
パ

ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
経
験
だ
。
細
か
な
経
緯
と
内
容
は
、「
イ
ン
ド
に

お
け
る
日
本
文
学
―
ネ
ル
ー
大
学
滞
在
を
通
じ
て
」（『
日
本
文
学
研

究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
２
号
、二
〇
〇
八
年
三
月
）
に
報
告
し
、前
掲
『
京

都
新
聞
』
の
コ
ラ
ム
に
も
少
し
だ
け
記
し
た
。

　

天
竺
の
地
で
読
ん
だ
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
ブ
ッ
ダ
の
誕
生
と
そ

の
生
涯
を
め
ぐ
る
逸
話
集
で
あ
る
仏
伝
を
劈
頭
に
置
い
て
構
成
さ
れ

て
い
る
。先
の
イ
ン
ド
体
験
を
研
究
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て『
今

昔
物
語
集
』の
総
論
を
ま
と
め
る
構
想
が
少
し
ず
つ
固
ま
っ
て
い
き
、

五
年
後
に『
説
話
集
の
構
想
と
意
匠　

今
昔
物
語
集
の
成
立
と
前
後
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
と
い
う
論
集
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

　

金
色
に
光
る
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
王
子
の
印
象
は
、
い
つ
し
か
、
も

う
一
人
の
光
る
王
子
・
光
源
氏
の
造
形
論
へ
と
展
開
し
た
。
ブ
ッ
ダ

と
源
氏
と
は
思
い
の
外
似
て
い
る
…
。
い
く
ど
か
の
曲
折
を
経
て
、

そ
こ
か
ら
「〈
非
在
〉
す
る
仏
伝
―
光
源
氏
物
語
の
構
造
」
と
い
う

論
文
が
で
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
か
く
し
て
『
源
氏
物
語
』
が
誕

生
す
る　

物
語
が
流
動
す
る
現
場
に
ど
う
立
ち
会
う
か
』（
笠
間
書

院
、
二
〇
一
四
年
三
月
）
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
論
の
中
心
と
し
て

結
実
す
る
こ
と
に
な
る
（
同
書
あ
と
が
き
参
照
）。

　

こ
の
論
文
で
は
、
六
条
院
の
「
春
夏
冬
秋
」
と
い
う
奇
妙
な
四
季

循
環
と
各
邸
へ
の
女
性
の
配
置
が
、
仏
伝
の
形
象
を
応
用
し
て
は
じ

め
て
全
的
に
解
明
で
き
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
仏
伝
の
中
に
は
、
正

妻
の
ヤ
シ
ョ
ダ
ラ
さ
え
も
愛
し
お
お
せ
ず
、
彼
女
に
内
緒
で
家
を
出

る
こ
と
を
決
意
す
る
ブ
ッ
ダ
を
形
象
し
つ
つ
も
、
そ
の
出
家
前
夜
の

逸
話
に
付
随
し
て
、
彼
に
は
実
は
三
人
の
妻
が
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
、

季
節
ご
と
の
「
三
時
殿
」
に
住
ま
わ
せ
た
と
語
る
説
話
が
あ
る
。
他

な
ら
ぬ
『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
第
四
話
が
日
本
で
の
代
表
例
で
あ
る
。

『
今
昔
』
仏
伝
の
主
要
原
典
の
一
つ
『
過
去
現
在
因
果
経
』
で
は
「
三

時
殿
」
に
つ
い
て
、
そ
の
季
節
を
「
温
涼
・
寒
・
暑
」
の
三
時
と
表

現
す
る
が
、
一
部
の
漢
訳
経
典
は
「
春
・
秋
・
冬
・
夏
」
の
四
時
殿

だ
っ
た
と
説
明
す
る
。
こ
こ
に
、
春
秋
冬
夏
と
い
う
六
条
院
の
季
節

循
環
と
女
性
の
帯
同
と
が
一
体
的
で
全
的
に
説
明
さ
れ
る
。

　

一
方
で
釈
迦
は
、
妻
を
捨
て
て
出
家
し
、
彼
本
来
の
人
生
を
歩
み

始
め
る
が
、『
源
氏
物
語
』
は
、
六
条
院
を
、
第
一
部
の
俗
人
・
光

源
氏
の
人
生
の
栄
華
の
完
成
に
位
置
づ
け
る
。
そ
う
い
う
逆
さ
ま
の

照
応
が
あ
る
。

　

思
え
ば
釈
迦
は
誕
生
の
時
、
バ
ラ
モ
ン
や
ア
シ
ダ
仙
人
か
ら
占
い

を
受
け
て
い
た
。
出
家
し
て
悟
り
を
開
く
ブ
ッ
ダ
と
な
る
か
、
在
家

と
し
て
四
天
下
に
君
臨
す
る
転
輪
聖
王
と
な
る
か
。
そ
の
い
ず
れ
も

可
能
だ
が
、
彼
は
ブ
ッ
ダ
に
な
る
と
占
い
は
重
言
す
る
。
こ
れ
も
ま

た
光
源
氏
と
対
照
的
だ
。
源
氏
は
、
高
麗
の
相
人
か
ら
、「
国
の
親

と
な
り
て
、帝
王
の
上
な
き
位
に
の
ぼ
る
べ
き
相
お
は
し
ま
す
人
の
、

そ
な
た
に
て
見
れ
ば
、
乱
れ
憂
ふ
る
こ
と
や
あ
ら
む
。
朝お

ほ

廷や
け

の
か
た

め
と
な
り
て
、
天
の
下
を
輔
く
る
方
に
て
見
れ
ば
、
ま
た
そ
の
相
違
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ふ
べ
し
」と
判
じ
ら
れ
、し
き
り
に
首
を
傾
げ
ら
れ
た
。
帝
王
に
な
っ

て
も
ダ
メ
、
帝
の
補
佐
役
と
な
っ
て
も
ダ
メ
だ
と
、
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン

ド
の
二
重
否
定
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。明
確
な
反
転
の
構
造
だ
。

占
い
も
、
高
麗
に
加
え
て
倭
相
と
宿
曜
と
が
併
せ
ら
れ
、
ブ
ッ
ダ
と

同
じ
よ
う
に
重
畳
す
る

　

光
源
氏
こ
そ
、
裏
返
し
の
ブ
ッ
ダ
だ
。
イ
ン
ド
で
の
着
想
を
基
軸

に
、『
源
氏
物
語
』
の
主
人
公
の
発
生
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と

論
述
を
展
開
し
た
の
が
、
前
掲
拙
稿
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
四
方
四
季
な
ら
ざ
る
四
時
殿
の
六
条
院
に
つ
い
て
は
、
こ
の

他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
の
設
定
が
可
能
だ
。
そ
こ
で
、
日
文
研
の

白
幡
洋
三
郎
教
授（
現
名
誉
教
授
）が
主
宰
し
た「
日
本
庭
園
」と『
作

庭
記
』
に
関
す
る
共
同
研
究
（「
日
本
庭
園
の
あ
の
世
と
こ
の
世
―

自
然
、芸
術
、宗
教
」）
で
も
関
連
の
発
表
を
行
い
（
二
〇
一
二
年
度
）、

四
方
四
季
と
の
差
異
と
中
心
の
不
在
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
た
。
後
に

「
四
方
四
季
と
三
時
殿
―
日
本
古
典
文
学
の
庭
と
景
観
を
め
ぐ
っ
て

―
」（
白
幡
洋
三
郎
編
『『
作
庭
記
』
と
日
本
の
庭
園 

』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
四
年
三
月
）
と
し
て
題
し
て
活
字
化
さ
れ
た
論
考
で
あ
る
。

同
論
は
『
方
丈
記
』
の
問
題
に
言
及
し
て
閉
じ
て
い
る
。
白
幡
論
集

全
体
も
興
味
深
い
テ
ー
マ
を
内
在
す
る
の
で
参
照
を
乞
い
た
い
。

＊

　

私
が
『
源
氏
物
語
』
を
論
ず
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
の
一
つ

に
、『
古
事
談
』『
続
古
事
談
』
と
い
う
中
世
初
頭
の
説
話
集
注
釈
作

業
が
あ
り
、
そ
の
中
で
『
長
恨
歌
』
イ
メ
ー
ジ
の
院
政
期
的
展
開
に

関
心
を
抱
い
た
こ
と
が
あ
る
。『
古
事
談
』
に
載
る
白
河
法
皇
や
鳥

羽
法
皇
の
説
話
、
ま
た
鳥
羽
が
「
叔
父
子
」
と
呼
ん
だ
崇
徳
院
の
逸

話
な
ど
を
分
析
す
る
う
ち
に
『
長
恨
歌
』
の
違
う
意
味
が
見
え
て

き
た
（
た
と
え
ば
拙
稿
「
も
っ
と
知
り
た
い
�
（
２
）﹁
政
治
と
文

学
が
濃
密
に
絡
み
合
っ
た
院
政
期
﹂」（『
朝
日
新
聞
分
冊
百
科　

週

刊　

新
発
見
�
日
本
の
歴
史
』 

一
七
、二
〇
一
三
年
十
月
十
五
日
参

照
）。『
続
古
事
談
』
巻
六
が
記
す
宋
代
の
楊
貴
妃
説
話
も
示
唆
的
で

あ
っ
た
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
41 

古
事
談 

続
古
事
談
』
参
照
）。

　
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
と
の
関
係
性
が
、
繰

り
返
し
『
長
恨
歌
』
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、桐
壺
＝
玄
宗
、

桐
壺
更
衣
＝
楊
貴
妃
と
の
対
応
を
自
明
の
も
の
と
し
て
反
復
す
る
か

の
ご
と
く
に
し
か
見
え
な
い
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
読

解
で
は
、
肝
心
の
主
人
公
光
源
氏
と
藤
壺
が
『
長
恨
歌
』
と
は
交
叉

せ
ず
、
な
ぞ
ら
え
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
う
。
一
方
で
桐
壺
帝
は
、
更

衣
の
死
後
、
楊
貴
妃
の
絵
姿
に
亡
妻
の
面
影
を
求
め
る
が
、
彼
が
気

付
く
の
は
、
む
し
ろ
い
か
に
そ
れ
が
彼
女
に
似
て
い
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
（
拙
著
『
日
本
文
学 

二
重
の
顔 

〈
成
る
〉
こ
と
の

詩
学
へ
』
第
二
章
、
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
参
照
）。
ま

た
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
楊
貴
妃
に
た
ぐ
え
ら
れ
る
「
世
の
乱

れ
」
の
発
生
を
恐
れ
る
が
、
桐
壺
更
衣
は
幼
い
光
源
氏
を
残
し
て
宮

中
を
退
出
し
、
里
で
は
か
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
乱
れ
は
彼
女

の
せ
い
で
は
な
い
。
む
し
ろ
帝
の
知
ら
な
い
密
通
と
不
義
の
子
を
も
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た
ら
し
た
、
光
源
氏
と
藤
壺
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
ず
れ
と
対
応
か
ら
、『
長
恨
歌
』
を
め
ぐ
る
当
時
の
言

説
（『
長
恨
歌
』
の
注
釈
や
受
容
史
、
白
居
易
の
「
新
楽
府
」「
長
恨

歌
伝
」、『
旧
唐
書
』
他
の
中
国
史
料
な
ど
）
を
掘
り
起
こ
せ
ば
、
藤

壺
こ
そ
楊
貴
妃
で
、
光
源
氏
が
安
禄
山
に
相
当
す
る
、
と
い
う
図
式

が
浮
か
び
上
が
る
。
彼
ら
は
、
玄
宗
＝
桐
壺
帝
、
楊
貴
妃
＝
藤
壺
、

光
源
氏
＝
安
禄
山
・
寿
王
（
玄
宗
の
亡
き
愛
妃
・
武
恵
妃
か
ら
生
ま

れ
た
王
子
で
楊
貴
妃
の
前
夫
）
と
し
て
『
長
恨
歌
』
世
界
の
新
た
な

当
事
者
な
の
で
あ
っ
た
。

　

桐
壺
院
は
、
も
ど
か
し
い
ほ
ど
に
、
藤
壺
と
光
源
氏
と
の
密
通
に

気
付
か
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
二
人
の
仲
良
さ
を
、
自
分
が
等
価

の
愛
情
を
注
ぐ
「
お
も
ひ
ど
ち
」
故
の
幸
福
と
し
て
眺
め
て
い
る
。

そ
れ
は
、
玄
宗
皇
帝
が
、
楊
貴
妃
と
安
禄
山
を
養
母
・
養
子
の
関
係

と
し
て
、二
人
へ
の
当
分
の
愛
情
を
表
現
し
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

ま
た
楊
貴
妃
は
、
玄
宗
の
子
・
寿
王
の
妻
で
あ
っ
た
の
を
父
の
玄
宗

が
奪
っ
た
も
の
だ
が
、
光
源
氏
は
、
父
桐
壺
帝
の
妻
藤
壺
を
、
子
で

あ
る
自
ら
が
奪
う
。
い
わ
ば
逆
転
の
三
角
形
を
構
成
す
る
の
だ
。

　

こ
う
し
て
藤
壺
と
光
源
氏
の
物
語
は
、
よ
り
大
き
な
『
長
恨
歌
』

的
世
界
の
本
質
的
問
題
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
、

妻
と
義
子
の
密
通
に
無
頓
着
で
無
知
で
あ
る
王
の
存
在
を
重
ね
併
せ

て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
は
、
前
掲
拙
著
『
か
く
し
て
『
源
氏

物
語
』
が
誕
生
す
る
』
の
第
一
章
、
二
章
、
四
章
、
五
章
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
観
点
か
ら
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
こ
の
問
題
の
背

景
に
は
、「
国
風
文
化
」
形
成
の
裏
側
で
、
実
は
大
陸
文
化
の
影
響

が
広
範
に
及
ん
で
い
た
こ
と
（
東
野
治
之
『
遣
唐
使
』
岩
波
新
書
、

二
〇
〇
七
年
な
ど
）
な
ど
、
遣
唐
使
停
止
以
後
の
対
外
交
流
史
へ
の

視
界
が
必
須
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
に
も
注
意
を
喚
起
し
た
い
。

＊

　

関
連
す
る
話
題
と
し
て
、
今
度
は
ベ
ト
ナ
ム
で
発
想
し
た
テ
ー
マ

で
、
や
は
り
『
旧
唐
書
』
の
よ
う
な
中
国
史
書
の
伝
流
と
連
関
す
る

分
析
を
述
べ
た
。

　

宋
代
に
は
、
宮
崎
市
定
が
早
く
注
目
し
た
「
書
禁
」（
宮
崎
市
定

「
書
禁
と
禁
書
」『
東
西
交
渉
史
論
』
中
公
文
庫
他
に
所
収
）
の
禁
制

が
厳
し
く
、
史
書
や
類
書
を
始
め
と
す
る
刊
本
の
輸
出
を
厳
密
に
禁

じ
た
。
一
方
で
、
平
安
貴
族
達
の
中
国
書
へ
の
関
心
は
高
ま
る
ば
か

り
で
あ
っ
た
（
森
克
己
『
日
宋
貿
易
の
研
究
』
な
ど
）。

　

院
政
期
に
ど
の
程
度
の
書
物
の
情
報
が
日
宋
間
に
流
通
し
て
い
た

か
。
難
し
い
問
題
を
含
む
が
、
中
国
書
の
輸
入
と
い
う
視
点
が
変
え

る
説
話
読
解
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。
た
と
え
ば
『
今
昔

物
語
集
』
に
描
か
れ
た
阿
倍
仲
麻
呂
の
帰
朝
説
話
に
注
目
し
よ
う
。

『
古
今
和
歌
集
』
や
『
百
人
一
首
』
の
理
解
を
通
じ
て
よ
く
知
ら
れ

る
よ
う
に
、
阿
倍
仲
麻
呂
は
長
年
の
中
国
生
活
に
区
切
り
を
付
け
、

遣
唐
使
に
伴
っ
て
帰
国
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
明
州
（
寧
波
）
で

と
伝
承
さ
れ
る
餞
別
の
宴
席
で
、「
天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日

な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も
」と
い
う
和
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
。
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こ
の
時
の
船
は
遭
難
し
て
安
南
（
ベ
ト
ナ
ム
）
に
流
れ
着
く
。
そ
し

て
そ
の
後
も
、
つ
い
に
仲
麻
呂
の
帰
朝
は
か
な
わ
な
か
っ
た
は
ず
な

の
だ
が
、
古
く
『
今
昔
物
語
集
』
だ
け
は
、
末
尾
に
「
此
レ
ハ
、
仲

丸
、
此
国
ニ
返
テ
語
ケ
ル
ヲ
聞
テ
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
」
と
帰
朝

説
を
記
し
て
い
る
（
巻
二
十
四
「
安
陪
仲
磨
、
於
唐
読
和
歌
語
第

四
十
四
」）。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。

　

殆
ど
の
注
釈
書
に
記
さ
れ
る
通
説
で
は
、
こ
の
結
語
は
『
今
昔
』

の
無
知
に
よ
る
誤
っ
た
情
報
付
加
で
、
伝
来
経
緯
を
記
す
こ
と
で
説

話
の
真
実
性
を
強
調
し
た
も
の
だ
と
断
定
す
る
。
だ
が
そ
れ
こ
そ
が

誤
り
だ
。
実
は
『
旧
唐
書
』
か
ら
『
新
唐
書
』
へ
と
史
書
が
書
き
換

え
ら
れ
る
な
か
で
生
じ
た
〈
新
史
実
〉
を
反
映
し
た
記
述
な
の
で
あ

る
。『
新
唐
書
』は
、仲
麻
呂
に
帰
国
を
勧
め
た
が
帰
ろ
う
と
し
な
か
っ

た
と
い
う
『
旧
唐
書
』
の
叙
述
を
曲
解
し
て
、
仲
麻
呂
は
「
久
し
く

し
て
乃
ち
還
る
」。
そ
し
て
天
宝
十
二
載
に
「
復
た
入
朝
し
」、
上
元

年
中
に
、
左
散
騎
常
侍
・
安
南
都
護
に
抜
擢
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
。

　
『
新
唐
書
』（
一
〇
六
〇
）
は
、欧
陽
脩
ら
が
『
旧
唐
書
』（
九
四
五
）

を
書
き
換
え
て
成
立
し
た
。
安
禄
山
の
乱
は
、
仲
麻
呂
帰
国
行
の
二

年
後
（
七
五
五
）
に
勃
発
す
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
『
源
氏
物
語
』

と
も
意
外
と
近
し
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、『
土

左
日
記
』の
伝
本
関
係
や
阿
倍
仲
麻
呂
に
憧
れ
る
古
代
・
中
世
の
人
々

の
対
外
意
識
に
も
関
連
す
る
問
題
へ
と
派
生
す
る
。如
上
の
分
析
は
、

別
稿
「
か
へ
り
き
に
け
る
阿
倍
仲
麻
呂
―『
土
左
日
記
』
異
文
と
『
新

唐
書
』―
」（
倉
本
一
宏
編
『
日
記
・
古
記
録
の
世
界
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
五
年
三
月
刊
行
）
で
詳
述
し
た
。
こ
ち
ら
も
参
照
を
乞
う
。

　

こ
の
論
文
は
、
二
〇
一
三
年
十
一
月
に
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
が
ベ
ト
ナ
ム
の
社
会
科
学
院
と
共
同
で
行
っ
た
第
二
〇
回
海

外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
越
交
流
に
お
け
る
歴
史
、
社
会
、
文
化
の
諸

課
題
」
と
い
う
国
際
会
議
の
準
備
中
に
発
想
し
た
。
日
本
古
典
文
学

の
立
場
か
ら
、
ベ
ト
ナ
ム
で
の
共
同
研
究
の
場
で
ど
の
よ
う
な
素
材

を
議
論
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
さ
す
が
に
少
し
迷
っ
て
、
当
時
日
文
研

に
滞
在
し
て
い
た
ベ
ト
ナ
ム
の
研
究
者
と
話
を
し
て
い
た
ら
、
日
本

と
ベ
ト
ナ
ム
の
交
流
の
な
か
で
、
古
代
に
お
け
る
最
も
古
い
交
渉
と

い
え
ば
、
ま
ず
真
っ
先
に
阿
倍
仲
麻
呂
の
事
跡
で
す
よ
と
教
え
て
も

ら
っ
た
。
藤
原
清
河
の
遣
唐
使
船
に
乗
っ
て
出
帆
し
た
仲
麻
呂
は
、

遭
難
し
て
安
南
に
た
ど
り
着
き
、
命
か
ら
が
ら
長
安
に
戻
っ
た
。
そ

し
て
後
に
は
安
南
の
節
度
使
（
都
護
と
も
）
に
ま
で
上
り
詰
め
る
。

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
ベ
ト
ナ
ム
の
歴
史
研
究
家
の
間
で
は
、
阿
倍

仲
麻
呂
へ
の
関
心
が
正
負
取
り
混
ぜ
て
相
応
に
高
い
。
そ
れ
な
ら
ば

と
、
私
が
専
門
と
す
る
『
今
昔
物
語
集
』
に
載
る
仲
麻
呂
の
説
話
を

採
り
上
げ
て
、
新
説
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

＊

　

古
典
研
究
が
世
界
で
発
想
さ
れ
る
こ
と
／
古
典
に
世
界
が
表
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
そ
れ
は
こ
う
し
て
、
い
つ
し
か
抜
き
差
し
が
た
く

結
び
つ
く
。
最
近
訪
れ
た
ス
イ
ス
の
チ
ュ
ー
リ
ヒ
大
学
で
は
、
大
学

院
の
修
士
課
程
を
教
え
た
。
同
大
学
で
は
、
副
専
攻
制
度
が
確
立
し
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て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
し
っ
か
り
し
た
イ
ン
タ
ー
（
あ
る
い
は
ト
ラ
ン

ス
）
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
ー
の
方
法
を
身
に
付
け
て
い
た
。
送
ら
れ
て

き
た
レ
ポ
ー
ト
を
読
む
と
、
文
化
人
類
学
の
方
法
を
応
用
し
て
古
典

研
究
の
可
能
性
を
論
じ
た
院
生
が
い
た
。
か
つ
て
は
日
本
の
古
典
文

学
研
究
で
も
、
親
族
関
係
の
構
造
な
ど
、
レ
ヴ
ィ
ス
ト
ロ
ー
ス
の
影

響
が
強
か
っ
た
時
代
が
あ
る
。
だ
が
そ
の
院
生
の
言
述
は
、
そ
う
い

う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
文
化
人
類
学
と
い
う
学

問
は
、対
象
と
す
る
現
場
に
直
接
行
っ
て
滞
在
し
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
し
て
記
述
的
に
地
域
研
究
を
成
し
遂
げ
る
方
法
で
あ
り
、
マ
リ

ノ
フ
ス
キ
ー
が
創
始
し
た
。
一
方
に
そ
う
し
た
学
問
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
方
法
の
対
極
で
、
当
該
の
時
空
へ
行
け
な
い
古
典
研
究
は

ど
の
よ
う
に
発
想
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
意
識
を
発
端
と
す
る
論

考
な
の
で
あ
っ
た
。

　

い
さ
さ
か
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
ト
ラ
ン
ス
思
考
に
は
じ
め
は
い

さ
さ
か
当
惑
し
た
が
、
や
が
て
納
得
し
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
。
ど
こ
か
自
分
に
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
の
だ
。
た

と
え
ば
私
が
、
海
外
で
古
典
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
発
想
を
得
て
論

文
を
構
想
し
た
り
す
る
こ
と
や
、
時
空
を
超
え
て
言
語
の
通
用
し
な

い
異
国
で
語
り
教
え
る
こ
と
な
ど
は
、
古
典
発
生
の
そ
の
地
へ
は
永

遠
に
た
ど
り
着
け
な
い
私
た
ち
の
、
擬
似
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て

の
古
典
体
験
な
の
か
も
知
れ
な
い
と
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。

　

言
語
や
文
化
の
壁
が
あ
り
、
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
も

に
、海
外
で
の
古
典
研
究
の
す
べ
て
に
納
得
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

だ
が
ノ
イ
ズ
を
払
っ
て
じ
っ
と
耳
を
傾
け
れ
ば
、
必
ず
そ
こ
に
は
驚

く
べ
き
発
想
の
核
が
眠
っ
て
い
る
。
本
発
表
で
は
、ま
と
め
と
し
て
、

お
お
む
ね
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
話
し
た
つ
も
り
だ
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
細
か
な
論
証
や
展
開
に
つ
い
て
は
、
文
中

に
示
し
た
拙
稿
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
広
く
ご
批
正
を
た
ま
わ
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

（
あ
ら
き　

ひ
ろ
し
）




