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中
古

･
中
世
文
学
に
見
る

｢七
歳
｣
の
意
味

-

小
学
校
満
六
歳
入
学
制

の
淵
源
と
し
て

-

要

旨
現
行
の
学
校
教
育
法
に
お
い
て
､
小
学
校
へ
の
入
学
は
満
六
歳
と
定
め
ら
れ
て
い
る
｡

こ
れ
は
明
治
の
初
期
に
学
校
制
度
が
始
ま

っ
て
以
来
の
制
度
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
欧
米

の
学
校
制
度
を
参
考
に
し
た
と
同
時
に
'
前
近
代
の
日
本
の
子
供
観
の
反
映
で
も
あ
る
｡

中
古

･
中
世
に
遡

っ
て
見
て
み
る
と
､
数
え

｢七
歳
｣
は
､
子
供
が
こ
の
世
界
に
定
着

し
始
め
る
年
齢
で
あ
り
､
大
人
に
近
い
役
割
を
期
待
さ
れ
始
め
る
｡
そ
し
て
､
童
殿
上

や
芸
能
､
仏
道
修
行
の
開
始
な
ど
､
い
ろ
い
ろ
な
面
で
子
供
が
大
人
と
同
じ
仕
事
を
始

め
る
時
期
で
あ
り
'
そ
の
た
め
の
教
育
が
開
始
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

こ
の
よ
う
な

｢
七
歳
｣
の
あ
り
方
が
近
世
を
経
過
し
て
近
代
に
も
つ
な
が
り
､
｢満
六

歳
入
学
制
｣
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

一

は
じ
め
に

現
在
の

｢学
校
教
育
法
｣
に
お
い
て
'
小
学
校

へ
の
児
童
の
入
学
は
満
六
歳
と
定
め

ら
れ
て
い
る
｡

保
護
者

(略
)
は
､
子
女
の
満
六
才
に
達
し
た
る
日
の
翌
日
以
後
に
お
け
る
最

初
の
学
年
の
初
か
ら
､
満
十
二
才
に
達
し
た
る
日
の
属
す
る
学
年
の
終
り
ま
で
､

こ
れ
を
小
学
校
又
は
盲
学
校
'
聾
学
校
若
し
-
は
養
護
学
校
に
就
学
さ
せ
る
義
務

を
負
う
｡

(学
校
教
育
法

･
第
二
章

｢小
学
校
｣
第
二
十
二
条
)

こ
れ
は
'
明
治
時
代
に
近
代
の
学
校
制
度
が
創
始
さ
れ
た
時
か
ら
続
-
制
度
で
あ
る
｡

松
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つ
ま
り
､
ま
ず
明
治
五
年

(
一
八
七
二
)
八
月
の

｢学
制
｣
に
お
い
て
､

尋
常
小
学
を
分
て
上
下
二
等
と
す
｡
此
二
等
は
男
女
共
必
す
卒
業
す
へ
き
も
の

と
す

(中
略
)
｡
下
等
小
学
は
六
歳
よ
り
九
歳
ま
て
上
等
小
学
は
十
歳
よ
り
十
三

歳
ま
て
に
卒
業
せ
し
む
る
を
法
則
と
す
｡

(第
二
十
七
章
)

と
規
定
し
'
｢六
歳
入
学
制
｣
が
創
設
さ
れ
､
さ
ら
に
明
治
八
年

(
一
八
七
五
)

一
月

の
文
部
省
布
達

｢小
学
学
齢
を
定
む
る
事
｣
で
は

小
学
学
齢
の
儀
､
自
今
満
六
年
よ
り
満
十
四
年
ま
て
と
相
定
候
条
'
此
旨
布
達
候

事

(明
治
八
年

一
月
八
日

･
文
部
省
布
達
第

一
号
)

と
､
そ
の
年
齢
が
満
年
齢
と
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
､
明
治
十
二
年

(
一
八

七
九
)
の

｢教
育
令
｣
第
十
三
条
､
明
治
十
三
年

(
一
八
八
〇
)
の

｢教
育
令
改
正
｣

第
十
三
条
､
明
治
十
八
年
の

｢教
育
令
改
正
｣
第
九
条
'
明
治
十
九
年
の

｢小
学
校
令
｣

第
三
条
'
明
治
二
十
三
年
の

｢小
学
校
令
｣
第
二
十
条
と
受
け
継
が
れ
､
さ
ら
に
､
明

治
三
十
三
年

(
一
九

〇
〇
)
八
月
二
十
日
の

｢小
学
校
令
改
正
｣
(
い
わ
ゆ
る

｢第
三

次
小
学
校
令
｣
)
第
三
十
二
条
に
よ

っ
て

児
童
満
六
歳
に
達
し
た
る
翌
月
よ
り
満
十
四
歳
に
至
る
八
箇
年
を
以
て
学
齢
と

す
｡
学
齢
児
童
の
学
齢
に
達
し
た
る
月
以
後
に
於
け
る
最
初
の
学
年
の
始
を
以
て

就
学
の
始
期
と
し
､
尋
常
小
学
校
の
教
科
を
修
了
し
た
る
と
き
を
以
て
就
学
の
終

期
と
す

と
､
そ
の
就
学
の
期
間
が
よ
り
具
体
的
に
規
定
さ
れ
'
昭
和
十
六
年

(
一
九
四

一
)
の

｢小
学
校
令
改
正

(国
民
学
校
令
)
｣
を
経
て
､
冒
頭
の
､
現
在
に
至
る
学
校
教
育
法
に

つ
な
が
る
わ
け
で
あ
る
｡
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さ
て
､
で
は
'
以
上
の
よ
う
に
近
代
の
学
校
制
度
に
お
い
て
､
そ
の
始
発
期
か
ら

一

貫
し
て
変
更
の
な
い

｢満
六
歳
｣
に
お
け
る
入
学
の
制
度
は
､
ど
こ
に
そ
の
根
拠
が
求

め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

も
ち
ろ
ん
'
明
治
の
初
め
に
学
校
制
度
を
創
設
し
よ
う
と
し
た
際
に
は
'
諸
外
国
の

先
例
が
参
考
に
さ
れ
た
｡
中
で
も
､
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
等
欧
米

列
強
の
例
は
重
視
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
当
然
､
日
本
の
近
代
以
前
に

お
け
る
教
育
の
あ
り
方
も
影
響
を
持

っ
た
は
ず
で
あ
る
()
さ
ら
に
言
え
ば
'
近
代
以
前

の

｢子
ど
も
｣
観
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
し
て

｢満
六
歳
入
学
制
｣
は
あ

っ
た
は
ず
と

も
言
え
よ
う
｡

本
稿
で
は
､
こ
の
よ
う
な
観
点
の
も
と
に
'
近
代
以
前
'
そ
れ
も
さ
ら
に
遡

っ
て
､

中
古

･
中
世
の
文
学
作
品
を
中
心
に
､
｢満
六
歳
｣
が
人
の
成
長
過
程
に
お
い
て
ど
の

よ
う
な
年
齢
で
あ

っ
た
か
を
見
て
い
-
こ
と
に
よ
っ
て
､
満
六
歳
入
学
制
の
淵
源
を
た

ど
り
'
そ
の
制
度
設
定
の
理
由
の
一
端
を
考
え
て
み
た
い
｡

な
お
'
近
代
以
前
に
お
い
て
､
年
齢
は
普
通

｢か
ぞ
え
｣
で
数
え
ら
れ
た
｡
つ
ま
り
､

満
六
歳
は

｢
か
ぞ
え
｣
で
は
､
七
歳
お
よ
び
八
歳
に
な
る
｡
本
稿
で
は
'
以
下
､
年
齢

は
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り

｢
か
ぞ
え
｣
で
の
年
齢
を
意
味
す
る
｡

二

七
歳
に
お
け
る
質
的
転
換

さ
て
､
こ
の
満
六
歳
､

つ
ま
り

｢
か
ぞ
え
｣
で
の

｢七
㌧
八
歳
｣
､
特
に

｢七
歳
｣

と
い
う
の
は
､
近
代
以
前
の
民
俗
社
会
に
お
い
て
は
'
殊
に
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
い

た
｡
例
え
ば

｢七
歳
ま
で
は
神
の
う
ち
｣
と
い
う
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
､
そ
れ
以

前
と
以
後
と
で
､
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
に
質
の
違
い
を
見
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
七
歳
な

っ
て
初
め
て
一
人
の

｢人
間
｣
と
し
て
､
こ
の
世
に
し

っ
か
り
と
定

着
し
始
め
る
の
で
あ

っ
て
'
そ
れ
以
前
は
､
い
わ
ば
人
間
で
あ
り
な
が
ら
'
神
霊
の
世

)-IE

界
と
も
つ
な
が
り
の
あ
る
､
中
間
的
な
存
在
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡

二

こ
の
事
が
当
時
の
人
々
の
実
際
の
生
活
上
で
端
的
に
表
れ
る
の
か
'
葬
送
の
方
法
で

あ

っ
た
｡
つ
ま
り
､
七
歳
以
前
の
子
供
が
亡
-
な
っ
た
場
合
は
'
通
常
の
葬
送
が
避
け

ら
れ
､
亡
骸
を
袋
に
入
れ
て
山
中
に
置
-
と
い
う
形
で
葬
送
が
行
わ
れ
'
大
人
の
よ
う

な
本
格
的
な
葬
送
は
行
え
な
い
の
が
通
例
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
藤
原
実
資

の

『
小
右
記
』
永
昨
二
年

(九
九

〇
)
七
月
の
記
事
に
よ
れ
ば
'

十

一
日
'
中
の
勉
許
り
'
小
女
児
入
滅
す
｡
悲
嘆
血
を
泣
-
｡

十
二
日
､
陳
泰
朝
臣
を
召
し
て
､
児
を
出
す
べ
き
事
を
間
ふ
｡
七
歳
以
下
更
に
厳

重
す
べ
か
ら
ず
｡

十
三
日
､
昨
日
陳
泰
の
申
す
旨
を
以
て
､
小
児
を
裏
ま
し
め
'
扶
義

･
懐
通

(倭

通
抱
く
)

･
忠
節
を
相
ひ
副

へ
､
雑
人
両
三
を
し
て
今
八
坂
の
東
方
の
平

山
に
置
か
し
む
｡

と
あ

っ
て
､
七
歳
以
下
の

｢小
女
児
｣
が
亡
-
な
っ
た
際
､
陰
陽
師
の
陳
泰
は
通
常
の

葬
送
を
禁
じ
て
､
郊
外
の
八
坂
の
東
の
山
に
遺
骸
を
置
か
せ
て
い
る
｡
ま
た
'
鎌
倉
時

代
の
神
祇
伯

･
仲
資
王
の
日
記

『仲
資
王
記
』
に
も
'
幼
い
皇
女
の
葬
送
に
つ
い
て
､

(後
鳥
羽
上
皇
皇
女
没
)
□
小
人
の
御
事
普
通
の
例
に
似
ざ
る
軟
の
由
'
法
印

(行
寂
)
計
ら
は
る
る
な
り
｡
然
而
る
に
愚
息
小
僧
三
人
北
首
御
所
に
祇
候
す
｡

彼
の
御
菩
提
を
訪
ひ
奉
る
べ
き
故
な
り
｡
七
歳
以
前
､
喪
礼
な
-
仏
事
な
き
の
故

な
り
｡
普
通
の
例
､
袋
に
納
め
､
山
野
に
堕
し
了
ん
ぬ
｡
而
る
に
此
の
御
事
に
お

い
て
は
､
予
悲
歎
の
余
り
､
東
山
の
堂
に
安
置
し
奉
り
了
ん
ぬ
｡

〔建
永
二
年

(
一
二
〇
七
)
七
月
二
十
九
旦
裏
書
〕

と
し
て
'
｢普
通
の
例
｣
は
亡
骸
を

｢袋
に
納
め
'
山
野
に
堕
｣
す
も
の
だ
と
し
て
い

る
｡
こ
れ
ら
は
､
『
養
老
令
』
の

｢仮
寧
令
｣
第
四
条
に
､
生
ま
れ
て
三
ケ
月
か
ら
七

歳
の
間
に
亡
-
な

っ
た
者
に
つ
い
て

｢無
服
複
｣
(喪
服
を
着
け
ず
に
心
喪
す
る
者
)

と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
｡

そ
し
て
､
七
歳
ま
で
の
性
格
が
物
語

･
説
話
で
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
話
が
'
次
の

『神
道
集
』
巻
八
に
見
ら
れ
る
説
話
で
あ
る
｡
あ
る
村
で
子
供
が
生
ま
れ
た
時
の
話
で
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中古 ･ 中世文学 に 見る ｢ 七歳｣ の 意味
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の
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墓室誓書書芸
れ て 七 へ 清
よ

､

歳 る 原
う 七 が こ 俊

○

歳
､

と 蔭
の 技 は は

前 量
､

私
後 が 七 に

で 質 つ 琴
､

的 よ を

そ に り
)

の 変 な 四

質 化 む つ

が し
､

に

琴 転 母 す 巻 近
の ま 換 の な 七 こ い 逆
音 た が 庇 わ 七 ( で の 役 に

色
､

果 護 ち 歳 役 は
､

割
､

芸墓室書垂毒筆郷

質量瀞
憂

賃
確 大 待 椎 て 六 と 狼 の が つ ば き を こ

認 人 以 さ さ い 歳 が 籍 に あ の 申 『 る 知 と さ
で に 上 れ が る の め 事

｣

る 子 ぞ 宝
○

識 が ら

萎

毒号善意蓋誓書室長凄書高讐層雲芸
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あ
る
｡

大
な
る
光
物
飛
び
来
り
て
､
こ
の
大
木
の
東
の
枝
に
居
た
り
け
り
｡
-
‥
根
の

下
よ
り

｢何
に
｡
今
何
事
か
有
る
｣
と
問
ひ
け
れ
ば
､
彼
の
光
物
語
り
け
る
は
､

｢甲
賀
郡
の
内
に
､
由
良
の
里
に
こ
そ
､
今
東
西
軒
を
並
べ
て
同
時
に
産
し
て
候

ふ
が
､
疾
-
名
を
付
け
て
､
七
歳
以
前
に
取
ら
ん
と
し
て
候

へ
は
､
親
共
が
賢
-

し
て
､
胎
内
に
て
名
を
付
け
て
候
ふ
間
､
力
に
及
ば
ず
｣
と
語
り
け
れ
ば
-
-

魔
物
同
士
の
会
話
で
あ
る
が
､
魔
物
が
親
よ
り
先
に
､
生
ま
れ
た
子
供
に
名
前
を
付
け

て
し
ま
う
と
､
そ
の
子
は

｢七
歳
以
前
｣
に
魔
物
に
取
ら
れ
て
し
ま
う
､
と
い
う
の
で

あ
る
｡
｢名
付
け
｣
の
民
俗
的
意
味
も
重
要
な
点
だ
が
､
こ
こ
で
は
､
子
供
に
対
し
て

魔
物
が
魔
力
を
発
揮
で
き
る

｢
七
歳
以
前
｣
と
い
う
時
期
に
注
目
し
た
い
｡
七
歳
ま
で

は
､
こ
の
よ
う
に
一
方
で
神
霊
の
世
界
と
も
近
-
'
そ
ち
ら
に
帰

っ
て
し
ま
う
危
険
性

を
帯
び
た
存
在
で
あ
り
､
そ
の
分
､
親
た
ち
か
ら
の
手
厚
い
保
護
が
必
要
と
さ
れ
た
わ

け
で
､
七
歳
以
降
と
そ
れ
以
前
で
は
'
人
間
の
成
長
段
階

(
こ
の
世
界

へ
の
定
着
度
と

言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
)
が
質
的
に
異
な
る
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
｡

(藤
原
仲
忠
の
母

･
尚
侍
)
｢昔
､
(私
の
父

･
清
原
俊
蔭
は
私
に
琴
を
)
四
つ
に

て
習
は
し
給
ひ
し
に
､
-
-
音
を
よ
-
弾
き
伝

へ
る
こ
と
は
'
七
つ
よ
り
な
む
'

『大
人
の
琴
の
音
に
な
り
ぬ
』
と
の
た
ま
ひ
し
｣

非
常
な
才
能
の
持
ち
主
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
が
､
七
歳
が
'
技
量
が
質
的
に
変
化
し

た
時
期
と
語
ら
れ
て
い
る
｡

い
ず
れ
の
話
も
､
人
と
し
て
の
成
長
過
程
に
お
い
て
'
七
歳
の
前
後
で
､
そ
の
質
が

劇
的
に
変
化
し
'
大
人
に
近
づ
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
｡

逆
に
､
そ
こ
を
過
ぎ
る
と
､

一
個
の
人
間
と
し
て
こ
の
世
に
定
着
し
始
め
､
大
人
に

近
い
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
始
め
る
｡

こ
の
､
七
歳
前
後
で
の
役
割

(立
場
)
の
変
化
は
'
例
え
ば
､
『延
慶
本
平
家
物
語
』

巻
七
で
は
､
次
の
よ
う
な
設
定
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
｡

(役
行
者
は
)
三
歳
の
時
よ
り
父
に
後
れ
て
､
七
歳
ま
で
は
母
の
恵
に
て
成
人
す
｡

七
歳
よ
り
は
母
に
孝
養
す
｡

す
な
わ
ち
､
役
行
者
と
い
う
超
人
的
人
物
に
つ
い
て
の
話
で
は
あ
る
が
､
七
歳
ま
で
の
'

母
の
庇
護
を
受
け
る
立
場
か
ら
'
七
歳
以
後
の
､
母
を
養
う
立
場

へ
と
'
百
八
十
度
の

転
換
が
果
た
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡

ま
た
'
『
う
つ
ほ
物
語
』
｢楼
の
上

･
下
｣
巻
で
は
､
芸
能
に
関
す
る
話
で
あ
る
が
'

琴
の
音
色
が
'
七
歳
で
大
人
と
同
質
に
な
る
と
い
う
話
柄
が
あ
る
｡

さ
ら
に
'
七
歳
以
降
'
認
識
能
力
に
お
い
て
も
大
人
と
質
的
に
同
等
の
存
在
と
な
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
始
め
た
こ
と
は
､
『宝
物
集
』
や

『
源
平
盛
衰
記
』
で

｢五
､
六
歳
｣

を
知
識
や
判
断
力
の
な
い
幼
稚
な
年
齢

(
の
典
型
)
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で

き

る

｡
『
宝
物
集
』
(第
二
種
七
巻
本
)
巻
第
二
で
は
'
参
詣
の
女
の

｢
い
づ
-
を
六
道
と

は
申
ぞ
｣
と
の
問
い
に
､
憎
が

｢六
道
を
し
ら
ぬ
人
や
は
侍
る
｡
こ
の
世
に
'
五
つ
六

つ
の
子
ど
も
や
､
あ
や
し
き
下
衆
ど
も
ぞ
知
り
て
侍
る
め
る
は
｣
云
々
と
答
え
る
場
面

が
あ
る
｡
｢
ま
だ
幼
-
'
知
識
の
な
い
は
ず
の
五
､
六
歳
の
幼
児
で
さ
え
知

っ
て
い
る

の
に
｣
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
｡
ま
た
'
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
第
三

｢資
盛
乗
会

狼
籍
事
｣
で
は
'
平
清
盛
の
孫

･
資
盛
が
'
時
の
関
白
藤
原
基
房
の
車
列

へ
の
鋲
礼
を

と
が
め
ら
れ
た
の
に
対
し
て
仕
返
し
た
際
､
そ
の
父

･
重
盛
は

｢幼
稚
と
云
ふ
は
五
㌧

六
歳
の
時
な
り
'
汝
十
歳
に
余
れ
り
｡
争
か
礼
儀
を
存
ぜ
ざ
ら
ん
｣
と
資
盛
を
叱
責
し

て
い
る
｡
五
､
六
歳
が
幼
稚
の
ピ
ー
ク
､
と
い
う
か
'
そ
れ
以
後
の
年
齢
と
比
べ
て
幼

稚
さ
が
目
立
つ
時
期
だ
と
い
う
こ
と
は
､
七
歳
以
降
が
'
大
人
に
近
い
認
識
能
力
を
期

待
さ
れ
'
実
際
に
も
持
ち
始
め
る
時
期
で
あ

っ
た
こ
と
の
裏
返
し
だ
と
言
え
よ
う
｡

以
上
見
た
よ
う
に
､
中
古

･
中
世
の
人
々
に
と

っ
て
､
七
歳
と
い
う
の
は
､
質
的
に

大
人
に
近
い
存
在
と
し
て
'
こ
の
世
に
し
っ
か
り
定
着
し
始
め
る
時
期
で
あ
る
こ
と
が
'

確
認
で
き
る
の
で
あ
る
｡

三
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四
前
節 七

蓋雫
､ の

様 聖
々 日

な 開
分 始
野
で

天
才
的
荏

七

歳
の

子
供
が

そ

の

分
野
で

の

人
前
以

松 本 昭 彦

三

七
歳
に
お
け
る
快
挙

｢七
歳
で
人
間
と
し
て
質
的
に
大
人
に
近
づ
き
始
め
る
｣
と
い
う
こ
と
は
､
早
熟
な

あ
る
い
は
天
才
的
な
子
供
に
お
い
て
は
､
七
歳
に
至
れ
ば
大
人
顔
負
け
の
仕
事
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
､
と
い
う
こ
と
か
ら
も
導
か
れ
よ
う
｡

例
え
ば
､
学
問
の
分
野
で
は
､
『
う
つ
ほ
物
語
』
｢俊
蔭
｣
巻
で
､
清
原
俊
蔭
は
､
七

歳
で
高
麗
人
と
漢
文
を
書
き
交
わ
し
て
い
る
｡
ま
た
同

｢祭
の
使
｣
巻
で
は
､
藤
英
は

七
歳
で
大
学
寮
に
入
学
し
て
い
る
が
､
こ
れ
も
漢
詩
文
に
対
す
る
才
能
を
認
め
ら
れ
て

の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
'
芸
能
分
野
で
は
､
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
第
三
十
八

｢平
家
公
達
最
後
並
額
共

掛

一
谷
事
｣
で
'
敦
盛
最
期
の
話
の
中
の
い
わ
ゆ
る

｢青
葉
の
笛
｣
(『盛
衰
記
』
で
は

｢
さ
え
だ
｣
)
に
つ
い
て
､

彼
の
笛
と
申
す
は
､
父
経
盛
笛
の
上
手
に
て
御
座
し
け
る
が
､
砂
金
百
両
宋
朝

に
被
渡
て
､
よ
き
漢
竹
を

一
枝
取
寄
せ
､
殊
に
よ
き
両
節
間
を

一
よ
取
､
天
台
座

主
前
明
雲
僧
正
に
被
仰
て
'
秘
密
檎
伽
壇
に
立
て
'
七
日
加
持
し
て
､
秘
蔵
し
て

被
彫
た
り
し
笛
也
｡
子
息
達
の
中
に
は
､
敦
盛
器
量
の
仁
な
り
と
て
､
七
歳
の
時

よ
り
伝
て
持
れ
た
り
け
り
｡
夜
探
る
値
に
さ
え
け
れ
ば
､
｢
さ
え
だ
｣
と
名
付
ら

れ
け
る
也
｡

と
語
ら
れ
､
敦
盛
は
音
楽
の
器
量
を
認
め
ら
れ
て
七
歳
で
宝
物
の
笛
を
伝
領
し
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
武
士
の
話
で
は
､
｢弓
と
り
の
子
は
､
七
歳
に
な
れ
ば
'
親
の
敵
を
う
つ
｣

と
い
う
諺
が
注
目
さ
れ
る
｡
『曽
我
物
語
』
巻
第
七
で
､
曽
我
五
郎
の
談
話
の
中
に
出

て
-
る
も
の
だ
が
､
中
国
の
李
将
軍
が
虎
に
害
さ
れ
て
か
ら
生
ま
れ
た
子
の

｢
か
ふ
り

よ
-
｣
は
､
七
歳
な
っ
て
､
あ
る
時
､
親
の
敵
討
ち
の
た
め
七
日
七
夜
野
辺
を
探
し
回

っ

た
挙
げ
句
'
敵
の
虎
を
見
つ
け
て
射
た
と
こ
ろ
､
実
は
石
で
､
そ
れ
に
矢
が
射
立

っ
た

と
い
う
話
を
語

っ
た
後
'
五
郎
は
､

凶

さ
れ
ば
､
｢弓
と
り
の
子
は
'
七
歳
に
な
れ
ば
､
親
の
敵
を
う
つ
｣
と
は
'
こ
の

心
な
り
｡

と
い
う
の
で
あ
る
｡
兄
十
郎
に
敵
討
ち
の
決
心
を
語
る
中
の
言
葉
だ
が
､
武
士
の
子

(
の
中
の
傑
出
し
た
者
)
は
､
七
歳
に
な
れ
ば
大
人
顔
負
け
の
働
き
を
し
て
､
敵
討
ち

さ
え
で
き
る
も
の
だ
､
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
同
じ
く

『曽
我
物
語
』
巻
第

二
に
､
夫

･
祐
通
を
討
た
れ
た
妻
の
､
五
歳
と
三
歳
の
遺
児

(曽
我
十
郎

･
五
郎
)

へ

の
戒
め
の
言
葉
の
中
に
､
討
た
れ
た
周
の
幽
好
王
の
子
が
'
七
歳
の
十

一
月
に
､
親
の

敵

･
仲
好
町
を
討

っ
て
､
そ
の
首
を
父
の
墓
に
懸
け
た
と
い
う
話
も
あ
る
｡
こ
こ
で
も
'

先
の
諺
が
念
頭
に
あ

っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

同
じ
諺

(成
句
的
表
現
)
は
､
『
沙
石
集
』
巻
七
第
六
話
に
､
母
と
そ
の
密
夫
が
共

謀
し
て
父
を
殺
そ
う
と
計
画
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
七
歳
と
五
歳
の
兄
弟
が
､
そ
の
男

が
眠

っ
て
い
る
間
に
刺
殺
し
た
の
に
対
し
て

さ
て
L
も
隠
し
置
べ
き
に
あ
ら
ね
は
､
鎌
倉

へ
供
し
て
上
り
て
､
事
の
子
細
申
け

れ
ば
'
｢七
つ
子
の
親
の
敵
打
事
は
'
い
ひ
つ
た
へ
た
れ
ど
も
､
ま
の
あ
た
り
未

だ
見
開
か
ず
｣
と
て
､
奉
行
の
人
共
も
'
｢弓
箭
と
る
も
の
～
子
共
は
､

いか

に

も
や
う
あ
り
け
り
｣
と
て
､
感
涙
を
流
し
け
り
｡

と
す
る
話
に
も
見
ら
れ
る
｡
中
世
に
お
い
て
あ
る
程
度
広
ま

っ
て
い
た
諺
な
の
で
あ
ろ

う
｡
中
世
に
お
い
て
､
七
歳
は
､
武
士
の
子
に
お
い
て
も
､

一
人
前
あ
る
い
は
そ
れ
以

上
の
働
き
が
あ
り
う
る
と
思
わ
れ
た
年
齢
な
の
で
あ
る
｡

以
上
の
､
天
才
的
な
七
歳
が
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
大
人
と
同
等
以
上
の
働
き
を
す
る

話
は
､
七
歳
が
'

一
個
の
人
間
と
し
て
こ
の
世
で
役
割
を
担
い
始
め
る
､
文
字
通
り
画

期
的
な
段
階
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
｡
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で
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様
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供
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分
野
で
の
一
人
前
以
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､

た る三 っ で ど ( ず ･ つ 思 始 さ
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て に て み く

､

行 い る 見

便 こ る
○

ら

董皇蓋孝
三

:
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中古 ･中世文学に見る ｢七歳｣の意味

上
の
快
挙
を
果
た
す
話
を
見
て
き
た
が
'
こ
れ
は
逆
に
言
う
と
､
子
供
が
成
長
し
'
大

人
と
同
じ
質
の
仕
事

･
働
き
を
少
な
く
と
も

(目
指
せ
る
)
段
階
に
至
る
時
期
が

｢七

歳
｣
な
の
だ
､
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
つ
ま
り
､
第
二

･
三
節
の
天
才
的
少
数
者
に
対
し
､

こ
れ
に
も
う
少
し
普
通
の
子
供
を
も
含
め
て
言
え
ば
'
七
歳
は
､
こ
の
世
界
の

｢人
｣

に
正
式
に
仲
間
入
り
を
し
て
'
大
人
と
同
等
の
働
き
を
す
る
た
め
の
学
習
が
開
始
で
き

る
年
齢
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
民
俗
学
者
の
柳
田
国
男
は
'
『家
閑
談
』
｢社
会
と
子

ど
も
｣
(定
本
柳
田
国
男
集

･
第
十
五
巻
)
で
'

さ
う
し
て
人
を
大
人
に
す
る
教
育
の
此
年

(七
歳
の
こ
と

･
松
本
注
)
を
以
っ
て

始
ま
っ
て
居
た
こ
と
は
､
是
も
亦
書
物
の
中
か
ら
讃
明
を
引
-
こ
と
が
出
来
る
と

思
ふ
｡

と
言

っ
て
い
る
｡
柳
田
は
具
体
的
な

｢謹
明
｣
を
引
用
し
て
い
な
い
の
で
､
本
稿
で
は
､

中
古

･
中
世
の
作
品
か
ら
探
し
て
み
る
｡
最
初
に
芸
術

･
学
問
分
野
か
ら
｡

ま
ず
'
物
語
で
は
'
『
源
氏
物
語
』
｢桐
壷
｣
巻
で
'

(光
源
氏
は
)
今
は
内
裏
に
の
み
候
ひ
給
ふ
｡
七
つ
に
な
り
給

へ
は
､
読
書
始
な

ど
せ
さ
せ
給
ひ
て
､
世
に
知
ら
ず
聡
う
賢
く
お
は
す
れ
ば
､
あ
ま
り
恐
ろ
し
き
ま

で

(帝
は
)
御
覧
ず
｡

と
あ

っ
て
､
源
氏
の

｢読
書
始
め
｣
つ
ま
り
漢
学
の
学
習
開
始
が
七
歳
で
あ

っ
た
と
し

嗣
こ

て
い
る
｡

ま
た
､
少
し
時
代
下

っ
て
､
十
二
世
紀
の
関
白

･
藤
原
忠
実
に
つ
い
て
､
『文
机
談
』

こ

ま

ヽ

糸
竹
譜
と
い
ひ
て
天
の
下
の
鏡
に
す
る
は
､
こ
の
殿
下

(忠
実
)
の
御
撃
譜
な

り
｡
こ
の
殿
下
､
按
察
大
納
言
宗
俊
卿
に
伝

へ
さ
せ
給
ふ
｡
か
の
御
譜
の
端
書
き

に
は
'
｢予
'
七
歳
に
し
て
等
を
習
ひ
､
十
三
に
し
て
楽
を
習
ふ
｣
と
あ
る
と
か

や
｡
こ
の
事
不
審
に
て
細
か
に
尋
ね
侍
り
し
か
ば
'
七
年
の
ほ
ど
は
曲
の
御
沙
汰

に
及
ば
ず
､
た
だ
か
-
御
手
の
あ
や
つ
り
'
ゆ
り
､
を
L
t
と
り
な
ど
す
る
左
右

の
御
て
し
な
､
と
か
-
か
や
う
の
こ
と
を
の
み
御
さ
ば
く
り
あ
り
て
､
十
三
の
御

年
ま
で
七
年
は
､
楽
の
御
沙
汰
は

一
も
な
し
｡
さ
て
十
三
の
御
歳
は
じ
め
て
曲
を

習
は
せ
給
に
'
た
ど
れ
る
御
事
な
-
し
て
妙
な
り
｡
久
し
-
弾
き
つ
る
人
よ
り
も

な
を
す
ぐ
れ
さ
せ
給
｡

と
い
う
話
が
あ
る
｡
こ
こ
で
も
､
忠
実
は
挙
を
七
歳
か
ら
習
い
始
め
た
が
'
十
三
歳
ま

で
は
､
い
わ
ば
基
本
動
作
の
反
復
練
習
の
み
で
､
具
体
的
な
曲
の
練
習
は
十
三
歳
か
ら

だ
っ
た
'
と
な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
歴
史
上
の
人
物
の
話
で
'
裏
は
取
れ
な
い
な
が
ら

事
実
ら
し
い
の
で
'
逆
に
一
回
的
事
実
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
そ
う
だ
が
､
そ
の
練
習

の
あ
り
方
が
'
十
三
歳
か
ら
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
と
も
ど
も
理
に
か
な

っ
て
お
り
､
忠
実

の
親
た
ち
に
､
｢七
歳
が
教
育
可
能
な
最
も
低
い
年
齢
｣
と
い
う
意
識
が
あ

っ
て
の
こ

と
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

ま
た
､
前
出
の

『
う
つ
ほ
物
語
』
｢俊
蔭
｣
巻
で
､
清
原
俊
蔭
の
娘

(後
の
尚
侍
)

は
､
｢
(父
は
私
に
琴
を
)
四
つ
に
て
習
は
し
給
ひ
し
｣
と
言

っ
て
い
た
が
､
朱
雀
院
の

伝
聞
と
し
て
は

｢
(俊
蔭
に
は
)
た
だ
娘

一
人
あ
り
け
る
｡
年
七
歳
よ
り
習
は
し
け
る

に
'
父
の
手
に
い
と
多
く
ま
さ
り
て
弾
き
け
れ
ば
-
‥
｣
と
な

っ
て
い
る
｡
天
才
的
な

娘
に
対
し
､
超
英
才
教
育
で
四
歳
か
ら
教
え
始
め
た
が
'
そ
れ
は
内
々
の
こ
と
で
'
い

わ
ば
世
間
に
公
表
し
て
の
教
育
開
始
が
七
歳
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
俊
蔭
娘
や
'
『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
'
最
上
級
貴
族
の
藤
原

忠
実
な
ど
､
や
は
り
普
通
の
子
と
は
別
格
の
ヒ
ー
ロ
ー
･
ヒ
ロ
イ
ン
と
も
言
え
る
が
､

七
歳
が
教
育

･
学
習
開
始
可
能
な
年
齢
と
い
う
意
識
が
広
く
あ

っ
た
た
め
に
､
こ
の
よ

う
な
年
齢
設
定
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
｡

316

次
に
'
最
も
多
-
見
ら
れ
る
例
が
'
七
歳
か
ら
の
仏
道
修
行

･
信
仰
の
開
始
で
あ
る
｡

以
下
'
列
挙
し
て
み
る
｡

ま
ず
､
再
三
出
て
い
る

『
う
つ
ほ
物
語
』
｢俊
蔭
｣
巻
で
'

(俊
蔭
､
唐
に
行
こ
う
と
し
て
難
破
)
波
斯
国
に
放
た
れ
ぬ
｡
そ
の
国
の
渚
に
打

ち
寄
せ
ら
れ
て
'
便
り
な
-
悲
し
き
に
､
涙
を
流
し
て
'
｢七
歳
よ
り
俊
蔭
が
仕

l～J
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荏

窒壷罫書
が が 七 な と

で 多 歳 - あ

き い が て る と せ

る の 意 い
○

い ず

段 は 味 る こ ふ
､

階
､

を
○

こ
○

無
に

-

持 親 で 其 上

至 人 っ た は 時 菩
っ の と ち

､

ば 提
た 人 い が 父 く の

と 問 う 子 母 の た

い と こ 供 の 石 め

う し と に 養 飛 な

こ て で 主 育 出 り

と こ あ 体 を て
○

で の ろ 的 離
､

も

も 世 う な れ お し

あ 界
○

仏
､

ち 我
ろ に 信 道 出 あ を

う 定 仰 信 家 が し
○

着 や 仰 科 る ら

し 修 を 薮 事 ば
､

行 始 を 鞠
､

神 の め 開 の ば

仏 開 さ 始 ご く
に 始 せ し と の

向 が る た し 石
か 七 時 の

○

わ

盲学習
カミ 喜 -

う あ し セ ベ

こ る て 歳 し

と 例
､

と
｣

座 る の と く と
｢

ば 時 少 た ら と 歳 り ま 典 ( 源 っ を と 七琴芝
し さ こ 七 あ 『 あ

ヽ

至芸竺漂
iミ蛋望よ

j

溺夏毒童重量琶襲墓琶夏季 -

喜言霊要蔓
義
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う
ま
つ
る
本
尊
､
現
れ
給

へ
｣
と
､
観
音
の
本
誓
を
念
じ
奉
る
に
'
烏

･
獣
だ
に

見
え
ぬ
渚
に
､
鞍
置
き
た
る
青
さ
馬
'
出
で
来
て
､
踊
り
歩
き
て
い
な
な
-
｡

と
､
俊
蔭
は
七
歳
で
観
音
信
仰
を
始
め
た
と
し
て
い
る
()

次
に

『今
昔
物
語
集
』
巻
十
六
第
1
-
請

(『古
今
著
聞
集
』
第
六
八
二
話
も
同
話
)

で
は
､

今
は
昔
､
山
城
の
国
､
久
世
の
郡
に
住
み
け
る
人
の
娘
'
年
七
歳
よ
り
観
音
品

を
受
け
習
ひ
て
読
話
し
け
り
｡
毎
月
の
十
八
日
に
は
精
進
に
し
て
､
観
音
を
念
じ

奉
り
け
り
｡
十
二
歳
に
成
る
に
'
遂
に
法
花
経

一
部
を
習
ひ
畢
ぬ
｡

と
､
庶
民
の
娘
が
七
歳
で
法
華
経
の
観
音
普
門
品
を
習
い
始
め
て
い
る
｡

ま
た
､
『平
治
物
語
』
で
は
､
源
義
朝
の
妻
常
盤
に
つ
い
て
､

(清
盛
が
､
義
朝
の
遺
児
を
失
う
よ
う
命
じ
た
の
を
受
け
て
､
常
盤
御
前
)
仏
の

御
前
に
て
申
け
る
は
､
｢
わ
ら
は
～
観
音
に
た
の
み
を
か
け
ま
い
ら
せ
､
七
歳
の

と
し
よ
り
月
ま
う
で
お
こ
た
ら
ず
｡
十
三
の
と
し
よ
り
月
ご
と
に
一
部
の
法
華
経

を
こ
た
ら
ず
､
十
九
の
歳
よ
り
月
こ
と
に
三
十
三
礼
の
聖
容
を
す
り
た
て
ま
つ
る
｡

-
-
観
音
の
慈
悲
利
生
な
れ
ば
､
後
世
ま
で
と
中
と
も
､
何
に
か
な
へ
さ
せ
た
ま

は
ざ
る
べ
き
｡
い
か
に
い
は
ん
や
､
今
生
に
三
人
の
子
共
の
命
を
助
て
わ
ら
は
に

み
せ
さ
せ
給

へ
｣

と
､
七
歳
か
ら
の
清
水
観
音

へ
の
月
毎
の
参
詣
が
語
ら
れ
る
｡

さ
ら
に

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第

二

一三
話

｢海
賊
発
心
の
事
｣
で
は
'
海
賊
の
襲
撃

を
免
れ
た
憎
の
言
葉
に
も
'
｢七
つ
よ
り
､
法
華
経
よ
み
奉
り
て
'
日
ご
ろ
も
異
事
な
く
､

物
の
恐
ろ
し
き
ま
ま
に
も
､
よ
み
奉
り
た
れ
ば
｣
助
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
'
と
あ
る
｡

さ
ら
に
､
『
古
今
著
聞
集
』
第
四
六
話
で
は
'
浄
蔵
と
い
う
有
名
な
憎
が
あ
る
時

｢験
比
べ
｣
を
し
た
の
だ
が
'
そ
の
際
に
､

浄
蔵
が
云
-
､
｢生
年
七
歳
よ
り
父
母
の
ふ
と
こ
ろ
を
出
て
'
山
林
を
家
と
し
て

雲
霧
を
し
き
物
と
す
｡
日
々
に
身
を
-
だ
き
夜
々
に
心
を
つ
い
や
す
｡
ね
ん
ご
ろ

に
肝
胆
を
-
だ
ひ
て
'
ま
た
-
身
命
を
お
し
ま
ず
｡

こ
れ
あ

へ
て
名
利
の
た
め
に

六

せ
ず
､
無
上
菩
提
の
た
め
な
り
｡
も
し
我
を
し
ら
ば
t
は
-
の
石
わ
た
す
べ
し
｣

と
い
ふ
｡
共
時
ば
-
の
石
飛
出
て
'
お
ち
あ
が
る
事
鞠
の
ご
と
し
｡

と
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
父
母
の
養
育
を
離
れ
､
出
家
科
薮
を
開
始
し
た
の
が
､
七
歳
と

な

っ
て
い
る
｡
親
た
ち
が
子
供
に
主
体
的
な
仏
道
信
仰
を
始
め
さ
せ
る
時
期
と
し
て
､

七
歳
が
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
信
仰
や
修
行
の
開
始
が
七
歳
で
あ
る
例

が
多
い
の
は
､

一
人
の
人
間
と
し
て
こ
の
世
界
に
定
着
し
'
神
仏
に
向
か
い
合
う
こ
と

が
で
き
る
段
階
に
至

っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
｡

次
に
'
七
歳
で
朝
廷
等

へ
の
出
仕
の
見
習
い
を
始
め
る
例
を
挙
げ
る
｡
『
源
氏
物
語
』

｢須
磨
｣
巻
で
光
源
氏
は
'

七
つ
に
な
り
給
ひ
し
こ
の
か
た
､
帝
の
御
前
に
夜
昼
候
ひ
給
ひ
て
､
奏
し
給
ふ
こ

と
の
な
ら
ぬ
は
な
か
り
し
か
は
'
こ
の
御
い
た
は
り
に
か
か
ら
ぬ
人
な
く
'
御
徳

を
喜
ば
ぬ
や
は
あ
り
し
｡

と
あ

っ
て
､
源
氏
は
七
歳
か
ら
父

･
桐
壷
帝
に
仕
え
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
同
じ

-

『
源
氏
物
語
』
｢若
菜

･
下
｣
巻
に
は
､

(朱
雀
院
は
)
右
の
大
殿

(髭
黒
)
の
御
子
ど
も
二
人
､
大
将

(夕
霧
)
の
御
子
'

典
侍
腹
の
加

へ
て
三
人
､
ま
だ
小
さ
き
七
つ
よ
り
上
の
は
､
み
な
殿
上
せ
さ
せ
た

ま
ふ
｡

と
あ
り
､
あ
る
機
会
に
朱
雀
院
は
'
｢
ま
だ
小
さ
い
が
｣
と
し
な
か
ら
､
髭
黒

･
夕
霧

の
七
歳
以
上
の
子
を
み
な
童
殿
上
さ
せ
て
い
る
｡
｢七
歳
｣
が
､
童
殿
上
の
下
限
で
あ

I,I

る
こ
と
が
明
確
に
出
て
い
る
用
例
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
『平
家
物
語
』
(覚

一
本

･
百
二
十
句
本
等
)
で
は
'
鹿
ヶ
谷
の
陰
謀
に
連

座
し
た
藤
原
成
経
が
､
平
家
方

へ
の
出
頭
に
先
立

っ
て
､

少
将

(成
経
)
､
今
年
二
歳
に
な
り
給
ふ
若
君
ま
し
ま
し
け
り
｡
‥
-
い
ま
は
の

時
に
な
り
し
か
は
､
さ
す
が
に
心
に
や
か
か
り
け
ん
､
｢幼
き
者
を

一
目
見
候
は

ば
や
｣
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
､
乳
母
の
女
房
抱
き
奉
り
て
参
り
た
り
｡
少
将
'
若
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志 あ に

至芸宣誓罵孟害毒妻董望苧萎i ロ

あ 親 見 な 提 童 ー
い で 後 し と き

i?
o華誓塁葦若妻芸肇票差毒筆
冨蓋慧 苦義挙主宣誓言磨

る 上 詩 く す も 子
｣ ､ ､

や

の す 文 つ る
､

を こ 今
､

で る の か こ い 七 と は な

は の 教 例 と わ 歳 ゆ か ん

な も 育 が
)

ゆ で ゑ か ぢ

く 早 ･ あ と る 元 な る が
､

く 学 る い
｢ 服 く 身 七

本 て 習 が う 童 さ 生 に 歳
人 七 が

､

も 殿 せ ひ な に

の 歳 可 最 の 上
､

た り な

意 で 能 も だ
｣

天 ち ぬ ら

言 こ は 言 歳 か な を
え の

､

え か か ど な

よ 時 前
､

ら ら
､

く

う 代 述 普 の 生 子 し
○

の の 通 稽 ま 供 て

子
､

の 古 れ の 進
供 中 子 開 て 実 歩
た 古 供 始 き 態 が

ち ･ が
｣

た を 止
の 中 稽 は も よ ま

成 世 古
､

の く っ

長 の
( 説 で 踏 て

過 物 学 得 あ ま し

程 語 習 力 ろ え ま

や や
)

を う た う
､

説 を 持
○

物
｣

≡_

主享

r

_

_

-享三_

_

=

:

蓋蓋芸…ご葺麦

藁宴芸壷垂霊芸

は と 析 て
､

し を 人 こ

ま て す 々 う
ず

､

る に し

指 以 用 意 て

摘 上 意 識
､

し の は さ 中
て よ な れ 古
よ う い て .

い な が互 い 中
こ ｢

､

た 世
と か 近 こ を

芸言語嘉菅
号警護袈 て

○

撃豊孟石
I

I

-

-

I
- 三三-

I
:
=

;

す け る は

る る
o

教
意 ｢ 本 育
識 満 稿 を

･ 六 で 閲
見 歳 は 始
万 人 近 で

が 学 世 き

あ 制 の る
つ

｣

資 年
た の 料 齢
こ 淵 の と

と 源 分 し
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二

て は り す ば あ 心 は 物 に

賃書
○

葦奉書豊葦雪雲重苦
違憲妻寡要害婁掛

･ で 持 六 五
E

?
あ ま ち ･ 以

克之宿 ろ t? 芙主義七 お

を 所 思 ほ
｡

歳 の に 七
わ

思量; 誓 言窒ご慧 '

L'
=

め り 娘
』

る 確 て 特

長墓垂軍書苦塞雲
去高岩 巻 ‡ ご讐
意 は も に れ 検
の し し 関 ら 討
ご 奉 り わ と し
と ら 給 っ 比 て

静 ん は て 較 き
か と ば 気 し た
な

､ ､

に て が
る 夜 心 な も

､

べ は 静 る 七 最
い 眼 か 用 歳 後
事 を に 例 が に

の さ て は 特
､

- 亨
=t

_ 亨 =

1

_:
･

;: :i .

1

三
べ

､

る の 意 前
い 昼 べ 四 味 後
を は か つ を の

中古 ･中世文学に見る ｢七歳｣の意味

君
を
膝
の
う
へ
に
お
き
'
髪
か
き
な
で
て
､
｢無
慨
や
'
な
ん
ぢ
が
七
歳
に
な
ら

ば
男
に
な
し
､
内

へ
参
ら
せ
ん
と
こ
そ
思
ひ
つ
る
に
､
今
は
か
か
る
身
に
な
り
ぬ

れ
ば
'
言
ふ
に
か
ひ
な
し
｡
も
し
な
ん
ぢ
命
生
き
て
'
こ
と
ゆ
ゑ
な
-
生
ひ
た
ち

た
ら
は
'
法
師
に
な
り
'
我
が
後
世
を
と
ぶ
ら
へ
よ
｣

と
語
り
か
け
る
場
面
が
あ
る
｡
こ
こ
で
は
希
望
と
し
て
息
子
を
七
歳
で
元
服
さ
せ
'
天

皇

へ
出
仕
さ
せ
た
か

っ
た
と
言

っ
て
い
る
｡
三
つ
の
例
と
も
､
い
わ
ゆ
る

｢童
殿
上
｣

(殿
上
の
作
法
を
身
に
つ
け
る
た
め
､
元
服
前
後
に
昇
殿
す
る
こ
と
)
と
い
う
も
の
だ

ろ
う
｡
後
述
す
る
よ
う
に
､
八
歳
で
童
殿
上
す
る
話
も
い
-
つ
か
例
が
あ
る
が
､
最
も

早
-
に
は
､
七
歳
で
可
能
と
い
う
前
提
だ
ろ
う
｡

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
'
七
歳
に
な
る
と
､
芸
能
や
漢
詩
文
の
教
育

･
学
習
が
可
能

に
な
り
､
上
級
貴
族
の
子
弟
が
貴
族
見
習
い
と
し
て
童
殿
上
す
る
の
も
早
-
て
七
歳
で

あ
り
､
仏
道
の
修
行

･
信
仰
が
た
だ
親
に
連
れ
て
行
か
れ
る
の
で
は
な
-
､
本
人
の
意

志
を
伴

っ
て
行
わ
れ
る
の
も
七
歳
で
あ

っ
た
｡

を
な
く
し
て
進
歩
が
止
ま

っ
て
し
ま
う
｣
｢基
本
的
な
こ
と
に
限

っ
て
教
え
る
べ
き
だ
｣

な
ど
､
子
供
の
実
態
を
よ
く
踏
ま
え
た
物
言
い
を
し
て
お
り
'
実
際
の
能
楽
指
導
の
な

か
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
だ
け
に
､
こ
こ
で
世
阿
弥
が
言
う

｢七

歳
か
ら
の
稽
古
開
始
｣
は
'
説
得
力
を
持
つ
｡
中
世
に
お
い
て
､
芸
能
の
家
の
子
と
は

言
え
､
普
通
の
子
供
が
稽
古

(学
習
)
を
開
始
す
る
の
に

｢七
歳
｣
を
適
齢
と
し
た
の

は
､
前
述
の
'
中
古

･
中
世
の
物
語
や
説
話
に
見
ら
れ
る
七
歳
の
あ
り
方
と
も
通
じ
､

こ
の
時
代
の
子
供
た
ち
の
成
長
過
程
や
､
当
時
の
人
々
の
子
供
観
を
反
映
し
た
も
の
と

言
え
よ
う
｡

こ
う
し
て
､
中
古

･
中
世
を
通
じ
て
､
｢七
歳
｣
は
教
育
を
開
始
で
き
る
年
齢
と
し

て
人
々
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
｡
本
稿
で
は
近
世
の
資
料
の
分

(1
)

析
を
す
る
用
意
は
な
い
が
､
近
代
の
学
校
制
度
に
お
け
る

｢満
六
歳
入
学
制
｣
の
淵
源

と
し
て
､
以
上
の
よ
う
な

｢か
ぞ
え
歳
七
歳
｣
に
対
す
る
意
識

･
見
方
が
あ

っ
た
こ
と

は
'
ま
ず
指
摘
し
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

314

こ
の
こ
と
が
､
教
育
者
の
視
点
で
さ
ら
に

一
般
的
に
法
則
化
さ
れ
て
い
る
の
が
､

『
風
姿
花
伝
』
第

一
｢年
来
稽
古
条
々
･
七
歳
｣
で
あ
る
｡

二

此
の
芸
に
を
ひ
て
'
大
方
'
七
歳
を
も
て
､
初
と
す
｡
此
比
の
能
の
稽
古
'

必
ず
､
そ
の
物
自
然
と
し
出
だ
す
事
に
'
得
た
る
風
体
あ
る
べ
し
｡
舞

･
働
の
間
'

音
曲
'
若
-
は
怒
れ
る
事
な
ど
に
て
も
あ
れ
'
風
度
し
出
だ
さ
ん
か
～
り
を
､
う

ち
任
せ
て
'
心
の
ま
～
に
せ
さ
す
べ
し
｡
さ
の
み
に
書
き
､
悪
し
き
と
は
､
教
ふ

べ
か
ら
ず
｡
あ
ま
り
に
痛
-
諌
む
れ
ば
､
童
は
気
を
失
ひ
て
'
能
'
物
-
さ
く
成

り
た
ち
ぬ
れ
ば
､
や
が
て
'
能
は
と
ま
る
也
｡
た
ゞ
､
音
曲

･
働

･
舞
な
ど
な
ら

で
は
'
せ
さ
す
べ
か
ら
ず
｡
さ
の
み
の
物
ま
ね
は
'
た
と
ひ
'
す
べ
-
と
も
､
教

ふ
ま
じ
き
な
り
｡

こ
の
中
で
世
阿
弥
は

｢思
う
が
ま
ま
に
や
ら
せ
て
み
た
ら
よ
い
｣
｢
あ
ま
り
細
か
く
良

い
悪
い
と
指
摘
し
て
は
い
け
な
い
｡
あ
ま
り
に
や
か
ま
し
-
言
う
と
､
子
供
は
や
る
気

五

お
わ
リ
に

以
上
'
七
歳
の
特
異
性
を
示
す
用
例
を
検
討
し
て
き
た
が
'
最
後
に
､
そ
の
前
後
の

六

･
八
歳
に
つ
い
て
の
例
を
検
討
し
'
そ
れ
ら
と
比
較
し
て
も
七
歳
が
特
別
の
意
味
を

持
ち
う
る
の
か
を
確
認
し
て
お
-
｡

ま
ず
六
歳
で
あ
る
が
'
本
稿
の
テ
ー
マ
に
関
わ

っ
て
気
に
な
る
用
例
は
'
次
の
四
つ

で
あ

っ
た
｡

･
『
う
つ
ほ
物
語
』
｢楼
の
上

･
上
｣
巻

(仲
忠
)
｢
(娘

･
犬
宮
が
)
物
の
心
も
し
り
給
は
ば
'
心
静
か
に
て
､
さ
る
べ
か

ら
ん
所
を
造
り
て
'
率
て
奉
り
て
習
は
し
奉
ら
ん
と
､
夜
は
眼
を
さ
ま
し
､
昼
は

こ
れ
を
思
ひ
め
ぐ
ら
し
侍
る
に
､
本
意
の
ご
と
静
か
な
る
べ
い
事
の
難
か
べ
い
を

七
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な
ん
､
如
何
様
に
せ
ま
L
と
思
ひ
侍
る
｡
(犬
宮
は
)
来
年
は
七
つ
に
な
り
給
ふ
｡

今
ま
で
こ
れ
を
教

へ
奉
ら
ぬ
事
｡
(犬
宮
の
祖
母

･.
尚
侍
)
は
四
つ
よ
り
こ
そ
弾

き
給
ひ
け
れ
｡
-
-
｣

･
『落
窪
物
語
』
巻

一

女
君
､
人
な
き
を
り
に
て
､
琴
い
と
を
か
し
う
な
つ
か
し
う
弾
き
臥
し
給

へ
り
｡

帯
刀
を
か
し
と
聞
き
て
'
｢
か
か
る
わ
ざ
し
給
ひ
け
る
は
｣
と
い
へ
ば
､
(女
君
の

女
房

･
阿
漕
)
｢
さ
か
し
｡
故
上
の
､
(女
君
が
)
六
歳
に
お
は
せ
し
時
よ
り
､
教

へ
奉
り
給

へ
る
ぞ
｣
と
い
ふ
程
に
､
少
将
い
と
忍
び
て
お
は
し
に
け
り
｡

･
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
第
二
十

｢石
橋
合
戦
事
｣

文
三

(主
人
の
佐
奈
田
与

一
に
)
申
し
け
る
は
､
｢殿
の
二
歳
の
時
よ
り
､
家
安

親
代
り
と
成
り
て
夜
は
胸
に
か
か
へ
奉
り
て
夜
通
し
労
り
､
昼
は
肩
に
の
せ
終
日

に
育
み
奉
り
'
早
-
成
人
し
給
ひ
て
人
に
勝
れ
給
は
ん
事
を
願
き
｡
五
､
六
歳
に

と

カ
′ヽ

成
り
給
ひ
し
か
ば
､
竹
の
小
弓
に
小
竹
矯
の
矢
t
的
'
草
鹿
､
兎
こ
そ
射
れ
角
こ

そ
射
れ
､
馬
に
乗
て
は
と
こ
そ
馳
れ
角
こ
そ
馳
れ
と
教

へ
生
ひ
立
て
奉
る
-
-
｣
｡

･
『太
平
記
』
巻
三
十
三

こ
の
義
興
と
申
す
は
､
故
新
田
左
中
将
義
貞
の
恩
人
の
腹
に
生
れ
た
り
し
か
ば
'

兄
越
後
守
義
顕
が
打
た
れ
し
後
も
､
親
父
な
は
こ
れ
を
嫡
子
に
は
立
て
ず
､
三
男

武
蔵
守
義
宗
を
六
歳
の
時
よ
り
昇
殿
せ
さ
せ
て
'
時
め
き
し
か
は
'
義
興
は
あ
る

に
も
あ
ら
ぬ
孤
に
て
上
野
国
に
居
た
り
し
を
､

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
例
は
､
仲
忠
が
六
歳
の
娘

(犬
宮
)
に
琴
を
教
え
始
め
る
と
い

う
記
事
で
あ
る
｡
先
に
も
見
た
よ
う
に
そ
の
祖
母

(尚
侍
)
は
四
歳
で
稽
古
を
始
め
て

お
り
'
早
-
教
え
始
め
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
語
ら
れ
て
い
る
｡
た
だ
'
尚
侍
の

｢
四

歳
｣
に
明
ら
か
な
よ
う
に
'
実
は
俊
蔭

･
尚
侍

･
仲
忠

･
犬
宮
と
続
く
こ
の
家
系
は
'

こ
と
音
楽
に
関
し
て
は
､
超
人
的
な
才
能
を
有
し
し
ば
し
ば
奇
蹟
を
起
こ
す
｡
そ
の
血

族
間
で
の
､
異
国
で
俊
蔭
が
手
に
入
れ
た
名
器
と
技
量
の
伝
承
が
こ
の
物
語
の
一
大
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
て
､
尚
侍
の
四
歳
や
､
犬
宮
の
六
歳
は
､
通
常
の
人
間
で
は
な
い

｢変

/ヽ

化
の
者
｣
ゆ
え
の
超
英
才
教
育
と
い
う
面
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
『
太
平
記
』
の

例
は
､
新
田
義
貞
が
愛
人
腹
の
息

･
義
興

へ
の
対
抗
上
'
三
男
の
義
宗
を
特
に
遇
し
た

と
い
う
事
情
が
あ

っ
て
の
一
回
的
事
実
の
よ
う
で
あ
り
､
｢六
歳
｣
の
性
格
を
示
す
例

と
は
言
え
な
い
｡

よ

っ
て
､
こ
の
二
例
を
除
く
と
､
残
り
は

『落
窪
物
語
』
と

『
源
平
盛
衰
記
』
の
二

例
で
あ
る
｡
こ
の
二
例
は
ま
ず
普
通
の
人
間
に
対
す
る
教
育
開
始
で
あ

っ
て
'
本
稿
で

見
た

｢七
歳
｣
の
意
味
に
対
す
る
反
例
と
な
り
う
る
｡
し
か
し
'
先
の
二
例
も
含
め
て
'

こ
れ
ら
は
七
歳
の
場
合
の
よ
う
象
徴
的
意
味
を
持
つ
例
で
も
な
い
こ
と
か
ら
'
六
歳
で

教
育
が
開
始
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
'
や
は
り
例
外
と

し
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

こ
れ
に
対
し
'
八
歳
に
つ
い
て
は
へ
以
下
の
よ
う
に
出
仕

(見
習
)
を
中
心
に
い
-

つ
か
関
連
す
る
例
が
見
つ
か

っ
た
｡

･
｢

う
つ
ほ
物
語
』
｢蔵
開

･
中
｣
巻

宰
相
の
中
将
の
君
の
御
子
'
宮
は
た
と
い
ひ
て
､
八
歳
ば
か
り
に
て
､
殿
上
に
あ

り
〇

･
『
源
氏
物
語
』
｢賢
木
｣
巻

中
将
の
御
子
の
､
今
年
は
じ
め
て
殿
上
す
る
､
八
つ
九
つ
ば
か
り
に
て
､
声
い
と

お
も
し
ろ
く
'
笠
の
笛
吹
き
な
ど
す
る
を
'
う
つ
-
し
び
も
て
あ
そ
び
た
ま
ふ
｡

･
『平
家
物
語
』
巻
二

･
第
十
五
句

(百
二
十
句
本
)

(成
経
)
八
歳
の
と
き
よ
り
御
所

へ
参
り
は
じ
め
､
十
二
よ
り
朝
夕
龍
顔
に
近
づ

き
ま
い
ら
せ
､
朝
恩
に
の
み
あ
き
み
ち
て
こ
そ
候
ひ
つ
る
に

･

｢平
家
物
語
』
巻
七

･
第
六
十
九
句

(百
二
十
句
本
)

(経
正
)
八
歳
の
と
き
'
参
り
は
じ
め
候
う
て
､
十
三
に
て
元
服
つ
か
ま
つ
り
候

ひ
し
ま
で
は
'
あ
ひ
い
た
は
る
こ
と
の
候
ひ
し
よ
り
ほ
か
は
､
御
前
を
た
ち
去
る

こ
と
も
候
は
ざ
り
L
に
､

･
『平
家
物
語
』
巻
十

･
第
九
十
七
句

(百
二
十
句
本
)
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中古 ･中世文学に見る ｢七歳｣の意味

(推
盛
家
来
)
石
童
丸
も
滝
口
入
道
に
髪
剃
ら
せ
､
同
じ
-
戒
を
ぞ
た
も
ち
け
る
｡

こ
れ
も
八
歳
の
と
き
よ
り
付
き
た
て
ま

つ
り
'
不
便
に
し
給
ひ
し
か
ば
､
重
貴
に

も
劣
ら
ず
思
ひ
た
て
ま

つ
る
｡

･

『
春
日
権
現
験
記
』
巻
九

･
第

一
語

(あ
る
貧
し
い
女
)
我
が
子
の
八
歳
に
な
る
を
出
家
せ
さ
せ
ば
や
と
思
ひ
な
り
に

け
り
｡
｢
さ
ら
ば
興
福
寺

こ
そ
悌
法
繁
昌
の
所

に
て
あ
む
な
れ
｡
お
な
じ
-
は
彼

寺
憎
に
な
さ
ん
｣
と
思
ひ
て
､
八
歳
の
童
を
具
し
て
う
は
の
そ
ら
に
南
都

へ
下
り

て
､
興
福
寺
西
の
御
門
の
辺
に
宿
り
に
け
り
｡

･

『
長
谷
寺
観
音
験
記
』
下
巻

･
第
十
九
話

我
八
歳
の
時
親
に
具
せ
ら
れ
て
始
め
て
長
谷
に
参
り
て
後
は
､
偏
に
帰
し
奉
り
､

十
七
歳
の
時
月
詣
で
を
始
め
L
よ
り
､
探
-
此
の
尊
に
功
を
入
れ
奉
る
｡

(三
国

伝
記

･
巻
三

･
第
十
話
に
同
話
)

最
後
の

『
春
日
権
現
験
記
』
『
長
谷
寺
観
音
験
記
』
が
信
仰

の
開
始
'
そ
の
他
が
'

天
皇
や
院

･
貴
族
に
対
す
る
出
仕

(見
習
)
の
例
で
あ
る
｡
通
常
'
最
も
早
-
に
は
七

歳
が
あ
り
得
る
出
仕
見
習
や
主
体
的
信
仰
が
､
八
歳
に
は
さ
ら
に
広
が
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
を
含
め
'
八
歳
自
体
の
特
異
性
を
示
唆
す
る
よ
う
な
例
は
見

つ
か

ら
な
か

っ
た
｡
中
古

･
中
世
に
お
け
る
意
識
と
し
て
､
や
は
り

｢
七
歳
｣
が
'
前
後
の

六
､
八
歳
と
比
較
し
て
も
重
要
な
年
齢
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
｡

(注
)

に
つ
い
て
､
親
王
の
例
を
集
め
'
｢読
書
始
を
挙
行
し
た
年
齢
は
-

･七
歳
が
最
も
多
-
-

-
ほ
ぼ
七
歳
前
後
が
標
準
的
な
挙
行
年
齢
で
あ
る
｣
｢読
書
始
は
-

･無
事
な
生
育
を
願
わ

れ
な
が
ら
生
活
し
て
き
た
子
ど
も
が
､
こ
れ
ま
で
と
は
全
-
異
な
る
新
た
な
生
活
に
踏
み

出
す
た
め
の
契
機
を
な
す
儀
式
で
あ
る
｣
と
し
て
い
る
｡
ま
た
'
｢読
書
始
｣
と
い
う
正
式

の
生
育
儀
礼
に
か
ぎ
ら
ず
､
私
的
に
漢
学
を
始
め
る
例
も
､
藤
原
誠
信
が
天
性
聡
敏
で
'

七
歳
の
秋
に

『李
晴
百
二
十
詠
』
を
習
い
始
め
'
ま
た
冬
に
は
源
為
憲
か
ら

『
口
遊
』
を

献
じ
ら
れ
て
い
る

(『
口
遊
』
序
)
例
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

3

加
藤
理
氏

｢｢わ
ら
は
｣
の
生
活
｣
(『
｢ち
ご
｣
と

｢わ
ら
は
｣
の
生
活
史
-

日
本
の
中

古
の
子
ど
も
た
ち
-
』
慶
応
通
信

･
1
-
-
4
年
)
は
'
『
源
氏
物
語
』
の
こ
の
二
例
か

ら
'
｢童
殿
上
は
七
歳
以
上
の
子
ど
も
た
ち
が
行
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
｣
｢七
歳
以

上
の

｢
わ
ら
は
｣
時
代
に
な
っ
て
か
ら
､
将
来

へ
の
準
備
は
開
始
す
る
べ
き
と
考
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
､
童
殿
上
に
関
す
る
年
齢
規
定
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
｣
と
す
る
｡

4

近
世
以
後
の
状
況
に
つ
い
て
'
民
俗
学
分
野
で
は
'
例
え
ば
竹
内
利
美
氏

｢子
ど
も
組

か
ら
若
者
組

へ
｣
(『
日
本
民
俗
研
究
大
系

第
4
巻

老
少
伝
承
』
1
-
8
-
年
)
が
概

括
的
に
'
｢
い
わ
ゆ
る

｢手
習
い
上
げ
｣
=

｢寺
子
屋
入
り
｣
が
お
お
む
ね

｢七
歳
｣
を
画

期
と
し
て
い
た
習
俗
に
は
別
段
の
規
制
は
な
か

っ
た
が
'
そ
れ
も
旧
来
の
少
年
期
移
行
儀

礼
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
か

っ
た
｣
｢
そ
し
て
そ
の
線
は
明
治
以
後
の
義
務
教
育
就
学
制

(学
齢
入
学
)
に
ひ
き
つ
か
れ
て
'
｢入
学
祝
｣
は
今
も

｢家
行
事
｣
の
形
で
ひ
ろ
-
お
こ

な
わ
れ
-
-
｣
と
言

っ
て
い
る
｡

312

民
俗
学
で
は
､
主
に
近
代
の
民
俗
社
会
に
お
け
る

｢七
歳
｣
で
の
生
育
儀
礼
を
集
め
'

そ
の
意
味
を
考
察
す
る
論
文
が
多
-
あ
る
｡
例
え
ば
'
柳
田
国
男

｢小
児
生
存
権
の
歴
史
｣

｢家
閑
談
｣
(『
定
本

柳
田
国
男
集
』
第
十
五
巻
)
'
湯
川
洋
司
氏

｢七
つ
前
の
子
ど
も
の

い
の
ち
｣
(『民
俗
学
の
進
展
と
課
題
』
国
書
刊
行
会

･
1
-
-
0
年
)'
林
直
美
氏

｢七
歳

儀
礼
の
研
究
｣
(｢伝
承
文
化
研
究
｣
第
1
号

･
2
-
-
1
年
)
な
ど
｡

加
藤
理
氏

｢七
歳
前
後
の
生
育
儀
礼
と
子
ど
も
の
発
達
｣
(『
｢ち
ご
｣
と

｢
わ
ら
は
｣
の

生
活
史

-

日
本
の
中
古
の
子
ど
も
た
ち
-
』
慶
応
通
信

･
1
-
-
4
年
)
は
､
読
書
始

尚
'
本
文
は
､
そ
れ
ぞ
れ
次
の
も
の
に
よ
っ
た
｡
引
用
に
際
し
て
は
'
漢
文
は
私
に
訓
み
下

し
'
句
読
点
を

一
部
改
め
､
送
り
が
な
を
振

っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
『小
右
記
』
-
大
日
本
古

記
録
､
『仲
資
王
記
』
-
続
史
料
大
成
'
『養
老
令
』
=
日
本
思
想
大
系
､
『神
道
集
』
-
神
道

大
系
､
『延
慶
本
平
家
物
語
』
-

校
訂
延
慶
本
平
家
物
語
､
『
う
つ
ほ
物
語
』
-

一
九
九
五
年
､

桜
楓
社
刊
行
本
'
『
源
平
盛
衰
記
』
-

国
民
文
庫
本
､
『曽
我
物
語
』
=

新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
'
『沙
石
集
』
-

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
'
『文
机
談
』
=

一
九
八
九
年
'
笠
間
書
院

刊
行
本
'
『
源
氏
物
語
』
=
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
'
『今
昔
物
語
集
』
=
新
日
本
古
典
文

学
大
系
､
『平
治
物
語
』
-
新
日
本
古
典
文
学
大
系
､
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
=
新
日
本
古
典
文

学
大
系
､
『古
今
著
聞
集
』
=

日
本
古
典
文
学
大
系
'
『
風
姿
花
伝
』
=

新
編
日
本
古
典
文
学

九
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⊂二)

松 本 昭 彦

全
集
'
『落
窪
物
語
』
-

新
日
本
古
典
文
学
大
系
､
『太
平
記
』
=

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
､

『長
谷
寺
観
音
験
記
』
=

一
九
五
四
年
､
長
谷
寺
刊
行
本
､
『宝
物
集
』
(第
二
種
七
巻
本
)
-

新
日
本
古
典
文
学
大
系
｡

⊂二)




