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は
じ
め
に

　
『
落
窪
物
語
』
は
、
一
般
に
虐
待
譚
、
復
讐
譚
、
孝
養
譚
の
三
部

に
分
け
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
継
子
譚
の
物
語
で
あ
る
（
注
1
）。
先
行

研
究
に
お
い
て
、
こ
の
物
語
の
展
開
を
支
え
る
の
は
、
男
主
人
公
男

君
や
侍
従
あ
こ
ぎ
だ
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
注
2
）。
対
し
て
、
女

主
人
公
女
君
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
森
あ
か
ね
氏
が
「
孝
養
譚
は
、

道
頼
の
報
復
に
よ
る
傷
や
罪
を
女
君
が
回
復
し
て
い
く
物
語
」
で
あ

り
、「
あ
く
ま
で
も
、
孝
養
の
主
体
は
女
君
」
と
さ
れ
る
（
注
3
）
よ

う
に
、孝
養
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、

復
讐
に
つ
い
て
は
、男
君
が
行
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

女
君
と
復
讐
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。

　

し
か
し
、
物
語
内
に
お
い
て
は
、
女
君
が
復
讐
に
関
与
し
た
こ
と

が
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
場
面
が
存
在
す
る
。

『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
鏡
箱
の
返
還 

― 

孝
養
と
し
て
機
能
す
る
復
讐 

―
中　

村　

莉　

子

　
　

 

男
君
、「
か
の
む
か
し
の
古
蓋
の
鏡
の
箱
は
あ
り
や
。
こ
れ
（
＝

北
の
方
ら
の
調
度
品
）に
添
へ
て
返
し
た
ま
へ
か
し
。
北
の
方
、

〈
宝
〉
と
思
ひ
た
め
り
き
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
衛
門
（
＝
あ
こ

ぎ
）、
興
じ
喜
び
て
、「
衛
門
が
も
と
に
侍
り
」
と
て
、
取
り
出

で
た
れ
ば
、（
中
略
）「
い
と
た
だ
な
ら
む
よ
り
は
」
と
て
、「
し

る
し
ば
か
り
物
書
き
つ
け
た
ま
へ
」
と
申
し
た
ま
へ
ば
、女
君
、

「
い
で
、
い
さ
や
。
い
と
ほ
し
き
つ
い
で
に
、
知
ら
れ
た
て
ま

つ
ら
む
こ
そ
苦
し
き
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
な
ほ
な
ほ
」
と
（
男

君
が
）
申
し
た
ま
へ
ば
、
鏡
の
敷
を
お
し
返
し
て
（
女
君
は
和

歌
を
）
書
き
た
ま
ふ
。

　
　

 　
　

 

明
け
暮
れ
は
憂
き
こ
と
見
え
し
増
鏡
さ
す
が
に
影
ぞ
恋
し

か
り
け
る

（
巻
三　

二
三
〇
〜
二
三
一
頁
）（
注
4
）
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一
　
孝
養
譚
に
お
け
る
女
君

一

－

一
　
女
君
と
孝
養
の
関
係

　
『
落
窪
物
語
』
で
描
か
れ
る
時
系
列
と
は
前
後
す
る
が
、
ま
ず
は
、

虐
待
譚
と
復
讐
譚
の
後
に
位
置
す
る
孝
養
譚
に
、
女
君
が
ど
の
よ
う

に
関
与
し
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
い
く
。
物
語
内
に
描
か
れ
る
孝

養
は
六
つ
存
在
す
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
の
場
面
を
引
く
。

孝
養
ⅰ
…
中
納
言
の
法
華
八
講
を
行
う

　
　

 

衛
門
督
（
＝
男
君
）、
女
君
と
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。「
…
殊
に
、

七
十
や
六
十
な
る
年
、
賀
と
言
ひ
て
、
遊
び
、
楽
を
し
て
、
見

せ
た
ま
ふ
。
ま
た
『
若
菜
ま
ゐ
る
』
と
て
、
年
の
は
じ
め
に
す

る
こ
と
、
さ
て
、『
八
講
』
と
言
ひ
て
、
経
、
仏
か
き
、
供
養

す
る
こ
と
こ
そ
あ
め
れ
。〈
さ
ま
ざ
ま
め
づ
ら
し
き
や
う
に
せ

む
〉
と
て
は
、
い
か
な
る
こ
と
を
せ
む
。（
中
略
）
こ
れ
ら
が

中
に
の
た
ま
へ
。〈
せ
む
〉
と
思
さ
む
こ
と
、
せ
さ
せ
た
て
ま

つ
ら
む
」
と
申
し
た
ま
へ
ば
、
女
君
、〈
い
と
う
れ
し
〉
と
思

し
て
、「
…
八
講
な
む
、
こ
の
世
も
い
と
尊
く
、
後
の
た
め
も

め
で
た
く
あ
る
べ
け
れ
ば
、
し
て
聞
か
せ
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し

き
」
と
の
た
ま
へ
ば
…        　
（
巻
三　

二
五
五
〜
二
五
六
頁
）

　

虐
待
譚
に
お
い
て
、
女
君
は
、
北
の
方
に
亡
き
母
の
形
見
で
あ
る

鏡
の
箱
を
奪
わ
れ
、そ
の
代
わ
り
と
し
て
「
古
蓋
の
鏡
の
箱
」（
以
下
、

「
鏡
箱
」
と
表
記
す
る
）
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
右
は
、こ
の
「
鏡
箱
」

を
北
の
方
に
返
還
す
る
場
面
で
あ
る
。
女
君
は
、「
鏡
箱
」
を
北
の

方
に
返
そ
う
と
す
る
男
君
に
促
さ
れ
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
そ

の
「
鏡
の
敷
」
の
裏
に
和
歌
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
取
っ
た

北
の
方
は
、女
君
の
存
在
に
気
付
き
、ひ
ど
く
憤
慨
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
女
君
が
復
讐
に
直
接
関
与
し
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
の
は
、
こ
の
場
面
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
復
讐
は
特
殊
な
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
こ
の
復
讐
に
の
み
、
女
君
が
表
立
っ
て
関
与
す
る
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
復
讐
譚
と
孝
養
譚
に
お
け
る

女
君
の
関
与
の
仕
方
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
整
理
し
た
上

で
、「
鏡
箱
の
返
還
」
の
場
面
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。

　

な
お
、『
落
窪
物
語
』
で
は
、
巻
一
か
ら
巻
四
に
か
け
て
、
登
場

人
物
の
呼
称
が
変
化
す
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
女
主
人
公
を

「
女
君
」、
男
主
人
公
を
「
男
君
」、
侍
従
あ
こ
ぎ
を
「
あ
こ
ぎ
」、
女

君
の
父
中
納
言
を
「
中
納
言
」、
継
母
北
の
方
を
「
北
の
方
」
と
統

一
し
て
表
記
す
る
。
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む
」
と
う
ち
語
ら
ひ
た
ま
ひ
て
…　
　
　
（
巻
四　

二
九
一
頁
）

孝
養
ⅴ
…
左
少
弁
を
美
濃
守
に
任
じ
る

　
　

 

中
の
君
の
御
夫
の
左
少
弁
、〈
身
い
と
貧
し
〉
と
て
、
受
領
望

ま
む
、
北
の
方
（
＝
女
君
）
に
つ
き
て
申
し
け
れ
ば
、
美
濃
に

い
た
は
り
な
し
た
ま
ひ
つ
。（
中
略
）
左
の
大
臣
の
北
の
方
（
＝

女
君
）、馬
の
は
な
む
け
、さ
ま
ざ
ま
、い
か
め
し
う
し
た
ま
ふ
。

（
中
略
）（
男
君
は
）「
か
く
く
は
し
く
す
る
こ
と
は
、こ
こ
（
＝

女
君
）
に
の
た
ま
ふ
こ
と
あ
れ
ば
。
か
く
下
り
て
、
飽
か
ぬ
こ

と
な
く
、
よ
く
つ
か
う
ま
つ
れ
。『
お
ろ
か
な
り
』
と
聞
か
ば
、

さ
ら
に
顧
み
じ
」と
の
た
ま
ふ
。（
巻
四　

二
九
九
〜
三
〇
一
頁
）

孝
養
ⅵ
…
四
の
君
と
権
帥
を
結
婚
さ
せ
る

　
　

 

左
の
大
臣
（
＝
男
君
）、〈
い
か
で
こ
の
君
達
（
＝
三
の
君
と
四

の
君
）
に
婿
ど
り
せ
む
〉
と
思
し
て
、（
中
略
）「
し
か
じ
か
の

人
を
な
む
言
ひ
契
り
た
る
。
上
達
部
に
も
あ
り
、
人
柄
も
、〈
い

と
よ
し
〉
と
な
む
思
ふ
。
三
の
君
に
や
あ
は
す
べ
き
、
四
の
君

に
や
あ
は
す
べ
き
。
い
づ
れ
に
か
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
北
の
方

（
＝
女
君
）、「
い
さ
い
さ
、
御
心
に
定
め
た
ま
へ
。
ま
ろ
は
〈
四

の
君
に
〉
と
な
む
思
ふ
。
い
と
ほ
し
き
こ
と
あ
り
し
か
ば
、
思

ひ
も
直
し
た
ま
ふ
ば
か
り
」
と
の
た
ま
へ
ば
…

（
巻
四　

三
〇
五
〜
三
〇
六
頁
）

孝
養
ⅱ
…
中
納
言
の
七
十
の
賀
を
行
う

　
　

 （
男
君
は
）〈
…
七
十
の
賀
せ
む
。《
わ
が
せ
む
》
と
思
ひ
し
本

意
遂
げ
む
。
懲
ず
べ
き
限
り
は
、
数
多
度
し
て
き
。《
う
れ
し
》

と
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
は
、
た
だ
一
度
に
て
や
み
な
ば
、
い
と
か
ひ

な
し
。
…
〉と
思
ほ
し
立
ち
て
、い
そ
ぎ
た
ま
ふ
。（
中
略
）女
君
、

か
く
し
た
ま
ふ
こ
と
を
、〈
い
と
う
れ
し
〉
と
思
ひ
き
こ
え
た

ま
ふ
。
大
将
（
＝
男
君
）、
い
と
か
ひ
あ
り
て
思
す
。

（
巻
三　

二
六
九
〜
二
七
五
頁
）

孝
養
ⅲ
…
中
納
言
を
大
納
言
に
昇
進
さ
せ
る

　
　

 

女
君
、「（
中
納
言
に
）
い
か
で
大
納
言
を
が
な
。
一
人
な
し
た

て
ま
つ
り
て
、〈
飽
か
ぬ
こ
と
な
し
〉と
思
は
せ
た
て
ま
つ
ら
む
」

と
の
た
ま
ふ
を
聞
き
た
ま
ひ
て
、（
男
君
は
）〈
げ
に
さ
せ
ば
や
〉

と
思
せ
ど
、
数
よ
り
ほ
か
の
大
納
言
な
さ
む
こ
と
は
難
し
。
人

の
は
た
取
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
わ
が
を
譲
ら
む
の
御
心
つ
き
て

…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四　

二
八
〇
頁
）

孝
養
ⅳ
…
中
納
言
か
ら
の
遺
産
を
北
の
方
等
に
分
配
す
る

　
　

 

女
君
、「
…
こ
こ
は
、
か
う
久
し
う
年
ご
ろ
住
み
た
ま
へ
れ
ば
、

得
じ
。〈
北
の
方
に
奉
り
て
む
〉
と
な
む
思
ふ
」
と
の
た
ま
へ

ば
、
男
君
、「
い
と
よ
き
こ
と
。
こ
れ
は
、
君
得
た
ま
は
ず
と

も
、
お
の
れ
あ
れ
ば
、
お
は
し
な
む
。
皆
恨
み
の
心
ど
も
あ
ら
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孝
養
ⅰ
に
お
い
て
、
男
君
は
中
納
言
へ
の
孝
養
と
し
て
、「
遊
び
」

や
「
楽
」、「
若
菜
ま
ゐ
る
」
催
し
、「
八
講
」
と
い
う
選
択
肢
を
示
し
、

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、女
君
が
選
ん
だ
「
八
講
」
を
行
う
。
ま
た
、

孝
養
ⅵ
で
は
、
三
の
君
と
四
の
君
の
再
婚
を
計
画
す
る
男
君
が
、
ど

ち
ら
を
権
帥
と
結
婚
さ
せ
る
べ
き
か
、
女
君
に
相
談
し
、
こ
こ
で
も

傍
線
部
の
よ
う
に
、
女
君
の
意
見
を
採
用
し
て
四
の
君
を
再
婚
さ
せ

て
い
る
。
孝
養
ⅲ
で
は
、
傍
線
部
の
と
お
り
、
中
納
言
を
大
納
言
へ

と
昇
進
さ
せ
た
い
、
と
い
う
女
君
の
意
向
に
従
っ
て
孝
養
が
実
行
さ

れ
て
お
り
、
孝
養
ⅳ
で
も
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
中
納
言
か
ら
の
遺

産
を
北
の
方
や
そ
の
実
子
に
分
配
す
る
、
と
い
う
女
君
の
提
案
が
そ

の
ま
ま
採
用
さ
れ
て
い
る
。
孝
養
ⅴ
に
つ
い
て
も
、
傍
線
部
に
あ
る

と
お
り
、
女
君
が
左
少
弁
の
「
馬
の
は
な
む
け
」
を
行
い
、
加
え
て
、

男
君
が
「
こ
こ
に
の
た
ま
ふ
こ
と
あ
れ
ば
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か

ら
、女
君
の
発
言
に
よ
っ
て
孝
養
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

一
方
で
、
孝
養
ⅱ
の
七
十
の
賀
は
、
男
君
が
発
案
し
、
実
行
し
て
は

い
る
。
し
か
し
、
七
十
の
賀
が
終
了
し
た
際
、
女
君
が
「
い
と
う
れ

し
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
、波
線
部
の
よ
う
に
、男
君
は
「
い

と
か
ひ
あ
り
」
と
感
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
男
君
は
孝
養
の
相

手
で
あ
る
中
納
言
の
反
応
以
上
に
、
女
君
が
満
足
し
て
い
る
か
否
か

を
重
視
し
て
い
る
と
言
え
る
。
即
ち
、
孝
養
ⅱ
も
、
男
君
が
女
君
の

期
待
を
具
体
的
に
汲
ん
で
実
行
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
、
六
つ
全
て
の
孝
養
に
女
君
が
関
与
し
て
お
り
、
う
ち
孝
養

ⅱ
以
外
の
五
つ
は
、
女
君
の
意
見
が
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
孝
養
ⅱ
に
つ
い
て
も
、
男
君
が
女
君
の

期
待
を
汲
ん
で
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
孝
養
を
実
行
す
る
の
は
男
君
で
は
あ
る
が
、
孝
養
の
内

容
を
決
定
す
る
の
は
女
君
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
女
君
が

意
図
し
た
孝
養
が
、
男
君
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

い
わ
ば
女
君
は
孝
養
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

一

－

二
　
孝
養
の
契
機

　

女
君
が
孝
養
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
人
物
だ
と
い
う
こ
と
は
、「
一

－

一
」
で
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
孝
養
を
実
行
す
る
の

は
男
君
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
女
君
だ
け
で
は
孝
養
を
成
し
得
な
か
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
男
君
が
孝
養
を
行
っ
た
理
由
と
は
何

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

孝
養
譚
の
始
発
時
点
に
お
い
て
、
中
納
言
と
対
面
し
た
男
君
が
、

孝
養
を
行
う
理
由
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
箇
所
を
次
に
引
く
。

　
　

 「
…
（
女
君
が
）『
ま
づ
（
中
納
言
に
）
夜
昼
見
た
て
ま
つ
ら
ぬ

こ
と
』
を
申
す
め
れ
ば
、〈
人
の
御
親
子
の
仲
は
、
あ
は
れ
な

り
け
り
〉
と
見
た
ま
ふ
れ
ば
、〈
い
か
で
、
つ
か
う
ま
つ
ら
む
〉
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と
な
む
、思
ひ
た
ま
へ
な
り
に
た
る
を
…
」（
巻
三　

二
四
三
頁
）

　

右
に
お
い
て
、
男
君
は
傍
線
部
に
あ
る
と
お
り
、
女
君
が
「
ま
づ

夜
昼
見
た
て
ま
つ
ら
ぬ
こ
と
」、
即
ち
、
中
納
言
に
日
夜
会
え
な
い

こ
と
が
心
細
い
、と
中
納
言
を
慕
う
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
た
た
め
、

「
い
か
で
、
つ
か
う
ま
つ
ら
む
」
と
考
え
る
に
至
っ
た
と
明
言
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
女
君
の
発
言
に
よ
っ
て
、
男
君
が
孝
養
を
行
う
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
女
君
の
発
言
は
、
孝
養
が
行
わ
れ
る

契
機
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
加
え
て
、「
一

－
一
」
で
も
見

た
と
お
り
、孝
養
の
内
容
は
女
君
が
決
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

孝
養
は
女
君
の
意
志
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
三
の
君
へ
の
孝
養
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

男
君
は
、
三
の
君
と
四
の
君
へ
の
孝
養
と
し
て
、
当
初
は
「
今
は
い

か
で
三
、四
の
君
に
よ
き
人
あ
は
せ
む
」（
巻
四　

三
〇
二
頁
）、「
い

か
で
こ
の
君
達
に
婿
ど
り
せ
む
」（
巻
四　

三
〇
五
頁
）
と
、
そ
れ

ぞ
れ
を
再
婚
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
四
の
君
が
再
婚
し

た
後
も
、「
一
所
は
め
や
す
く
な
し
つ
。い
ま
一
所
だ
に
し
た
て
て
ば
」

（
巻
四　

三
三
七
頁
）
と
口
に
し
て
お
り
、
三
の
君
の
世
話
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
る
。し
か
し
、男
君
の「
い
ま
一
所
だ
に
し
た
て
て
ば
」

と
い
う
発
言
以
降
、
三
の
君
に
つ
い
て
は
、「
三
の
君
を
中
宮
の
御

匣
殿
に
な
む
な
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
け
る
」（
巻
四　

三
四
一

頁
）
と
あ
る
だ
け
で
、
詳
し
く
は
語
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
記
述

は
、
三
の
君
へ
の
孝
養
に
つ
い
て
の
説
明
だ
が
、
三
の
君
を
中
宮
の

御
匣
殿
と
し
た
、
と
は
あ
る
も
の
の
、
再
婚
の
件
に
つ
い
て
は
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
物
語
内
に
、
三
の
君
の
再
婚
は
実
現
し

て
い
な
い
と
お
ぼ
し
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
女
君
が
意
図
し
た
孝
養
は
必
ず
実

行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
女
君
が
望
む
孝
養
の
中
に
は
、
孝
養
ⅲ

の
よ
う
に
、「
数
よ
り
ほ
か
の
大
納
言
な
さ
む
こ
と
は
難
し
」
と
、

実
行
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
さ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
、
神
尾
暢
子
氏
は
、「
大
納
言
昇
進
は
、
閣
僚
人
事
に
相

当
す
る
。
定
員
以
外
の
昇
進
は
、
大
納
言
道
頼
が
、
父
親
大
臣
の
許

可
を
得
て
、辞
職
し
た
官
職
を
提
供
し
た
ほ
ど
、困
難
な
人
事
で
あ
っ

た
。
孝
心
篤
い
と
は
い
え
、
こ
の
願
望
は
、
大
臣
夫
人
の
政
治
介
入

と
看
做
し
う
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
注
5
）。
女
君
の
望
む
孝
養

ⅲ
は
、「
閣
僚
人
事
に
相
当
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
現
が
「
困
難

な
人
事
」
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
君
が
自
身
の
位
を
中
納

言
へ
譲
る
こ
と
で
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
対
し
て
、
三
の
君

の
再
婚
に
つ
い
て
は
、
男
君
も
意
欲
を
見
せ
て
お
り
、
加
え
て
、
一

方
の
四
の
君
の
再
婚
が
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
決

し
て
実
現
不
可
能
な
孝
養
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。し
か
し
、

男
君
は
こ
れ
を
実
行
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
女
君
が
三
の
君
へ
の
孝
養
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
と
、
管
見
に
よ
る
限
り
、
三
の
君
の
再
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婚
を
考
え
て
い
る
よ
う
な
様
子
は
認
め
ら
れ
ず
、
三
の
君
個
人
へ
の

孝
養
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
女
君
は
三

の
君
個
人
に
対
す
る
孝
養
を
全
く
意
図
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ

の
結
果
、
物
語
中
に
三
の
君
の
再
婚
は
実
現
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
女
君
が
意
図
し
な
い
孝
養
は
、
た
と
え
男
君
が

意
図
し
て
い
た
と
し
て
も
実
行
さ
れ
ず
、
ま
た
、
女
君
が
意
図
し
た

孝
養
は
、た
と
え
実
現
困
難
な
も
の
で
あ
っ
て
も
実
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
女
君
が
孝
養
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
人
物
だ
と

言
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
二
　
復
讐
譚
に
お
け
る
女
君

二

－

一
　
女
君
と
復
讐
の
関
係

　

で
は
、
復
讐
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
女

君
と
復
讐
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

ア　

 

少
将
（
＝
男
君
）
は
、〈
北
の
方
の
い
と
ね
た
く
憎
く
て
、
い

か
で
《
わ
び
し
》
と
思
は
せ
む
〉
と
思
ひ
し
み
に
け
れ
ば
、
心

の
う
ち
に
思
ひ
た
ば
か
る
や
う
あ
り
て
、（
四
の
君
と
の
縁
談

を
）「
よ
か
な
り
」
と
言
ふ
な
り
け
り
。　
（
巻
二　

一
四
七
頁
）

イ　

 

中
将
（
＝
男
君
）
の
、
人
を
呼
び
て
、「
誰
が
車
ぞ
」
と
問
は

す
れ
ば
、「
中
納
言
殿
の
北
の
方
の
、
忍
び
て
ま
う
で
た
ま
へ

る
」
と
言
ふ
に
、中
将
、〈
う
れ
し
く
ま
う
で
あ
ひ
に
け
り
〉
と
、

下
に
は
を
か
し
く
お
ぼ
え
て
、「
男
ど
も
、
さ
き
な
る
車
、『
と

く
や
れ
』
と
言
へ
。
さ
る
ま
じ
う
は
、
か
た
は
ら
に
引
き
や
ら

せ
よ
」
と
の
た
ま
へ
ば
…         （
巻
二　

一
七
〇
〜
一
七
一
頁
）

ウ　

 （
男
君
は
）
御
前
の
人
々
、君
、左
衛
門
の
蔵
人
を
召
し
て
、「
か

れ
お
こ
な
ひ
て
、（
中
納
言
方
の
車
を
）
少
し
遠
く
な
せ
」
と

の
た
ま
へ
ば
、
近
く
寄
り
て
、
た
だ
引
き
に
引
き
や
ら
す
。

（
巻
二　

二
〇
四
〜
二
〇
五
頁
）

　

ア
の
傍
線
部
か
ら
は
、
男
君
が
北
の
方
を
憎
み
、
復
讐
を
発
案
し

て
い
る
こ
と
が
窺
え
、
イ
と
ウ
そ
れ
ぞ
れ
の
傍
線
部
か
ら
は
、
男
君

が
復
讐
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
他
の
復
讐
に
お
い

て
も
、
ア
、
イ
、
ウ
と
同
様
に
、
男
君
が
復
讐
の
発
案
や
指
示
を
行
っ

て
お
り
、女
君
が
復
讐
を
指
図
す
る
よ
う
な
描
写
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
女
君
は
、「
い
と
け
し
か
ら
ず
。〈
い
な
〉
と
思
さ
ば
、
お
い

ら
か
に
こ
そ
け
し
き
ば
め
」（
巻
二　

一
四
六
頁
）、「
ま
た
い
か
な

る
こ
と
を
し
出
だ
し
た
ま
は
む
。
衛
門
（
＝
あ
こ
ぎ
）
こ
そ
け
し
か

ら
ず
な
り
に
た
れ
」（
巻
三　

二
一
三
〜
二
一
四
頁
）
等
、
復
讐
を

行
う
男
君
や
あ
こ
ぎ
を
非
難
し
て
い
る
が
、
男
君
ら
は
女
君
の
発
言
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を
聞
き
入
れ
て
い
な
い
。
加
え
て
、
男
君
は
女
君
か
ら
隠
れ
て
復
讐

を
行
っ
て
お
り
、
女
君
は
復
讐
を
知
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
状
況
に

あ
っ
た
。
次
に
そ
の
場
面
を
引
く
。

・　

 

女
君
は
、
な
ほ
思
ひ
わ
び
た
る
け
し
き
い
と
ほ
し
う
て
、（
男

君
は
、
女
君
に
復
讐
の
計
画
を
）
聞
か
せ
た
ま
は
ず
。　

（
巻
二　

一
五
六
〜
一
五
七
頁
）

・　

 

衛
門
（
＝
あ
こ
ぎ
）、「
い
と
よ
く
は
べ
り
な
む
」
と
言
ふ
。
か

く
の
た
ま
ふ
を
、〈
い
と
う
れ
し
〉
と
思
へ
る
け
し
き
の
し
る

け
れ
ば
、
男
君
も
、〈（
あ
こ
ぎ
は
）
わ
が
心
に
似
て
。（
女
君

に
は
）
い
と
聞
か
せ
じ
〉
と
思
ひ
て
、
さ
さ
め
き
あ
り
き
た
ま

ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
巻
三　

二
一
四
〜
二
一
五
頁
）

　

傍
線
部
の
と
お
り
、
男
君
は
女
君
に
復
讐
の
計
画
に
つ
い
て
聞
か

せ
な
い
よ
う
に
し
て
お
り
、
女
君
は
復
讐
に
直
接
的
に
は

0

0

0

0

0

関
与
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
よ
り
、
復
讐
の
具
体
的
行
為
は
男
君
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お

り
、
女
君
が
直
接
手
を
下
す
形
で
復
讐
に
関
与
す
る
こ
と
は
無
い
と

ひ
と
ま
ず
は
言
え
よ
う
。

二

－

二
　
女
君
に
よ
る
「
諫
め
」
の
機
能

二

－

二

－
一
　
復
讐
を
容
認
・
促
進
す
る
「
諫
め
」

　

女
君
は
復
讐
に
直
接
的
に
は
関
与
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
復
讐
行

為
は
女
君
の
目
か
ら
隠
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
と

お
り
、
女
君
は
何
度
か
男
君
に
よ
る
復
讐
を
非
難
し
、
男
君
を
諫
め

る
よ
う
な
言
動
を
見
せ
る
。
こ
の
「
諫
め
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
次

の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

・　

 

女
君
が
物
語
の
主
人
公
の
約
束
に
従
っ
て
理
想
的
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
親
と
し
て
遇
す
る
に
値
し
な
い

父
（
＝
中
納
言
）
で
あ
る
と
は
い
え
、
や
は
り
父
の
辱
か
し
め

は
見
る
に
忍
び
な
い
と
い
う
理
由
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
、
か
の
女
（
＝
女
君
）
の
右
の
よ
う
な
批
難
（
＝
「
諫
め
」）

を
成
り
立
た
せ
た
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
こ
に
と
ど

ま
ら
ず
暴
戻
は
暴
戻
と
し
て
批
判
す
る
視
点
が
女
君
に
託
さ
れ

て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。（
注
6
）

・　
 

道
頼
の
報
復
に
対
し
て
女
君
は
反
対
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。（
中

略
）
こ
れ
は
報
復
に
よ
る
貶
め
を
道
頼
の
仕
事
と
し
て
、
女
君

の
理
想
的
な
姿
を
傷
つ
け
な
い
た
め
の
設
定
で
あ
ろ
う
。
女
君

は
理
想
性
を
保
っ
た
ま
ま
、
自
身
の
地
位
を
確
立
し
て
い
く
。

（
注
7
）
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先
行
研
究
で
は
、
女
君
が
男
君
の
復
讐
行
為
を
諫
め
る
こ
と
に
つ

い
て
、女
君
の
理
想
性
を
保
つ
た
め
等
の
理
由
が
示
さ
れ
は
す
る
が
、

「
諫
め
」
の
持
つ
、
他
者
や
物
語
展
開
な
ど
に
対
す
る
機
能
的
意
義

に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
女
君
が
復
讐
に
直
接

的
に
は
関
与
で
き
な
い
な
が
ら
も
、
幾
度
と
な
く
男
君
を
諫
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
鑑
み
る
に
、
こ
の
「
諫
め
」
に
も
何
ら
か
の
機
能

が
課
さ
れ
て
い
る
と
想
像
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
こ
こ
か

ら
は
、
女
君
の
「
諫
め
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
考
察
を
行
う
こ
と

と
す
る
。
な
お
、「
諫
め
」
と
は
、
復
讐
を
制
止
し
よ
う
と
す
る
意

志
が
明
確
な
言
動
に
加
え
、
結
果
的
に
復
讐
を
非
難
す
る
こ
と
に
な

る
言
動
を
も
指
す
も
の
と
す
る
。

　

男
君
か
ら
復
讐
の
計
画
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
た
女
君
は
、
次
の
一

重
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
男
君
を
諫
め
て
い
る
。

　
　

 

女
君
、「
い
と
け
し
か
ら
ず
。（
四
の
君
の
結
婚
を
）〈
い
な
〉

と
思
さ
ば
、
お
い
ら
か
に
こ
そ
け
し
き
ば
め
。
本
意
な
く
、〈
い

か
に
い
み
じ
〉
と
思
へ
ば
な
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
少
将
（
＝
男

君
）、「
か
の
北
の
方
に
、〈
い
か
で
ね
た
き
目
見
せ
む
〉
と
思

へ
ば
な
り
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
女
君
、「
こ
れ
は
や
忘
れ
た
ま

ひ
ね
。
か
の
君
（
＝
四
の
君
）
や
憎
か
り
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、

少
将
（
＝
男
君
）、「
い
と
心
弱
く
お
は
し
け
り
。
人
の
憎
き
ふ

し
思
し
置
く
ま
じ
か
り
け
り
」
と
、「
い
と
心
安
く
」
と
の
た

ま
ひ
て
、
臥
し
た
ま
ひ
ぬ
。　
　
　
　
　
（
巻
二　

一
四
六
頁
）

　

こ
こ
で
、女
君
の
「
諫
め
」
に
対
す
る
男
君
の
反
応
に
注
目
す
る
。

男
君
は
女
君
か
ら
諫
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
二
重
傍
線
部
に
あ
る
と
お

り
、「
人
の
憎
き
ふ
し
思
し
置
く
ま
じ
か
り
け
り
」
と
考
え
、「
い
と

心
安
く
」
な
っ
た
と
い
う
。
男
君
は
、
女
君
が
北
の
方
か
ら
虐
待
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
の
方
へ
の
復
讐
を
決
意
し
て
い
た
。

し
か
し
、
女
君
は
、
一
重
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
復
讐
を
目
論
む

男
君
を
諫
め
て
い
る
。
女
君
が
北
の
方
へ
の
復
讐
を
行
わ
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
即
ち
、
女
君
は
北
の
方
に
よ
る
虐
待
を
咎
め
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。「
諫
め
」
に
よ
っ
て
、
虐
待
す
ら
咎
め
な
い
寛
容

な
態
度
を
示
し
た
女
君
に
つ
い
て
、
男
君
は
、「
人
の
憎
き
ふ
し
思

し
置
く
ま
じ
か
り
け
り
」
と
認
識
す
る
に
至
っ
た
。
男
君
は
女
君
か

ら
諫
め
ら
れ
た
こ
と
で
、北
の
方
の
虐
待
を
咎
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

自
身
の
復
讐
行
為
に
つ
い
て
も
咎
め
な
い
だ
ろ
う
と
判
断
し
、
か

え
っ
て
「
い
と
心
安
く
」
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
男

君
が
復
讐
を
「
い
と
心
安
く
」
行
う
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
窺
え
る

と
お
り
、
女
君
は
「
諫
め
」
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
、
男
君
に
よ
る

復
讐
を
容
認
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

同
様
に
、
女
君
に
よ
る
「
諫
め
」
が
、
復
讐
を
制
止
す
る
も
の
と

し
て
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
復
讐
を
助
長
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
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る
場
面
は
、
他
に
も
見
ら
れ
る
。

エ　

 
女
君
は
い
と
ほ
し
が
り
嘆
き
た
ま
へ
ば
、
衛
門
（
＝
あ
こ
ぎ
）、

「
さ
は
れ
、
い
た
く
な
思
し
そ
。
あ
い
な
し
。
お
と
ど
の
お
は

せ
ば
こ
そ
あ
ら
め
、
典
薬
が
う
た
れ
し
は
、
か
の
し
る
し
や
」

と
言
へ
ば
、
女
君
、「
い
と
心
づ
き
な
か
り
け
る
。
わ
が
人
に

は
あ
ら
で
、
君
（
＝
男
君
）
の
人
に
な
り
ね
。
そ
れ
こ
そ
か
く

物
は
し
ふ
ね
く
思
ひ
言
へ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
さ
は
、
衛
門
、

わ
が
君
（
＝
男
君
）
に
つ
か
う
ま
つ
ら
む
。
衛
門
が
思
ひ
し
限

り
の
こ
と
を
せ
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
げ
に
御
前
よ
り
も
宝
の
君
と

な
む
思
ひ
た
て
ま
つ
る
」
と
言
ふ
。

（
巻
二　

二
〇
九
〜
二
一
〇
頁
）

オ　

 

女
君
、「
ま
た
い
か
な
る
こ
と
を
し
出
だ
し
た
ま
は
む
。衛
門（
＝

あ
こ
ぎ
）
こ
そ
け
し
か
ら
ず
な
り
に
た
れ
。
た
だ
は
や
す
や
う

に
、
い
み
じ
き
御
心
を
言
ふ
」
と
恨
み
た
ま
へ
ば
、
衛
門
「
何

か
け
し
か
ら
ず
侍
ら
む
。
道
理
な
き
こ
と
に
も
侍
ら
ば
こ
そ
あ

ら
め
」
と
言
へ
ば
、
男
君
、「
物
な
申
し
そ
、
こ
こ
に
は
心
も

お
は
せ
ず
。
御
為
あ
し
き
人
は
『
い
と
あ
は
れ
な
り
』
と
の
た

ま
へ
ば
、
わ
が
身
さ
い
な
ま
る
る
か
し
」
と
て
、
笑
ひ
た
ま
へ

ば
、
衛
門
心
得
て
、
い
か
が
申
す
べ
き
。

（
巻
三　

二
一
三
〜
二
一
四
頁
）

　

エ
に
お
い
て
、
女
君
は
賀
茂
祭
で
の
車
争
い
に
よ
っ
て
被
害
を
受

け
た
中
納
言
方
を
憐
れ
み
、
男
君
の
復
讐
行
為
を
肯
定
す
る
あ
こ
ぎ

を
、一
重
傍
線
部
の
よ
う
に
諫
め
て
い
る
。
し
か
し
、あ
こ
ぎ
は
、「
君

の
人
に
な
り
ね
」、
即
ち
、
男
君
の
従
者
に
な
っ
て
し
ま
い
な
さ
い
、

と
の
女
君
の
言
葉
を
受
け
、
二
重
傍
線
部
の
と
お
り
、
そ
の
後
の
男

君
の
復
讐
行
為
を
援
助
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
オ
で
は
、
中

納
言
が
修
築
し
た
三
条
邸
を
占
拠
す
る
、
と
い
う
復
讐
を
計
画
す
る

男
君
ら
を
、
一
重
傍
線
部
の
と
お
り
、
女
君
が
諫
め
て
い
る
が
、
男

君
は
二
重
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
女
君
に
反
発
し
て
お
り
、
こ
こ

で
も
復
讐
は
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。こ
れ
ら
の
場
面
に
お
い
て
、

女
君
に
よ
る
「
諫
め
」
は
、復
讐
を
制
止
す
る
ど
こ
ろ
か
、か
え
っ
て
、

あ
こ
ぎ
が
復
讐
に
荷
担
す
る
こ
と
を
「
容
認
」
す
る
こ
と
で
、
男
君

が
復
讐
を
進
め
や
す
い
状
況
を
作
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
復
讐
を
促

進
す
る
か
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
女
君
に
よ
る
「
諫

め
」
と
は
、
復
讐
を
「
容
認
」
し
、
さ
ら
に
は
「
促
進
」
す
る
機
能

を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
復
讐
が
よ
り
一
層
進
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
女
君
は
「
諫
め
」
に

よ
っ
て
、
復
讐
が
完
遂
さ
れ
る
よ
う
、
こ
れ
も
ま
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
こ
と
の
傍
証
と
し
て
、『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
男
君
の
人

物
像
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
次
の
カ
は
、
男
君
の
乳
母
が
、
右
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大
臣
の
娘
と
の
縁
談
を
勝
手
に
進
め
、
男
君
に
文
を
出
す
よ
う
催
促

す
る
場
面
で
あ
る
。

カ　

 （
男
君
の
）
乳
母
、「
…
君
達
は
、
は
な
や
か
に
御
妻
方
の
さ
し

あ
ひ
て
、
も
て
か
し
づ
き
た
ま
ふ
こ
そ
今
め
か
し
け
れ
。〈
思

ほ
す
人
あ
り
〉
と
て
も
、
そ
れ
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
御
文
な

ど
奉
り
た
ま
へ
。
か
の
君
（
＝
女
君
）
も
思
ふ
時
は
、
上
達
部

の
女
に
は
あ
ん
な
れ
ど
、
落
窪
の
君
と
つ
け
ら
れ
て
、
中
の
劣

に
て
、
う
ち
は
め
ら
れ
て
あ
り
け
る
も
の
を
、
か
く
類
な
く
思

し
か
し
づ
く
こ
そ
あ
や
し
け
れ
。
人
は
、
か
た
へ
は
父
母
ゐ
た

ち
て
か
し
づ
か
る
る
こ
そ
心
に
く
け
れ
」
と
言
ふ
に
、中
将
（
＝

男
君
）面
う
ち
赤
め
て
、「
古
め
か
し
き
心
な
れ
ば
に
や
あ
ら
む
、

今
め
か
し
く
好
も
し
き
こ
と
も
ほ
し
か
ら
ず
、
お
ぼ
え
も
ほ
し

か
ら
ず
、
父
母
具
し
た
ら
む
を
と
も
お
ぼ
え
ず
。
落
窪
に
も
あ

れ
、
上
り
窪
に
も
あ
れ
、〈
忘
れ
じ
〉
と
思
は
む
を
ば
、
い
か

が
は
せ
む
。
人
の
言
は
む
も
多
く
、
そ
こ
に
さ
へ
、
か
く
の
た

ま
ふ
こ
そ
心
憂
け
れ
。
…
」
と
て
、
い
と
頼
も
し
げ
な
る
け
し

き
に
て
立
ち
た
ま
ふ
め
る
を
…（
巻
二　

一
九
〇
〜
一
九
二
頁
）

　

こ
の
場
面
に
お
い
て
、
乳
母
は
男
君
に
対
し
、
一
重
傍
線
部
に
あ

る
よ
う
に
、
右
大
臣
の
娘
に
文
を
出
す
よ
う
進
言
し
、
女
君
を
「
か

し
づ
く
」
こ
と
に
つ
い
て
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
二
重
傍

線
部
の
と
お
り
、
男
君
は
こ
れ
に
反
発
し
て
お
り
、
右
大
臣
の
娘
に

文
を
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
次
の
キ
は
、
女
君
を
二
条
邸
に
迎
え
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
復
讐
の
た
め
に
四
の
君
と
の
縁
談
を
了
承
し
た
男
君
を
、
男

君
の
母
北
の
方
が
諫
め
る
場
面
で
あ
る
。

キ　

 （
男
君
の
母
）
北
の
方
、「
い
で
あ
な
に
く
。
人
あ
ま
た
持
た
る

は
、
嘆
き
負
ふ
な
り
。
身
も
苦
し
げ
な
り
。
な
も
の
し
た
ま
ひ

そ
。
そ
の
据
ゑ
た
ま
ひ
つ
ら
む
に
思
し
つ
か
ば
、
さ
て
や
み
た

ま
ひ
ね
。
今
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
む
」
と
て
、
後
は
、
を
か
し
き

物
奉
り
た
ま
ひ
て
、
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
。「
こ
の
人
よ
げ

に
も
の
し
た
ま
ふ
め
り
。
御
文
書
き
、
手
つ
き
、
い
と
を
か
し

か
め
り
。
誰
が
女
ぞ
。
こ
れ
に
て
定
ま
り
た
ま
ひ
ね
。
女
子
持

た
れ
ば
、
人
の
思
さ
む
こ
と
も
、
い
と
ほ
し
う
、
心
苦
し
う
な

む
お
ぼ
ゆ
る
」
と
少
将
（
＝
男
君
）
に
申
し
た
ま
へ
ば
、（
男

君
は
）
ほ
ほ
ゑ
み
た
ま
ひ
て
、「
こ
れ
も
、よ
も
忘
れ
は
べ
ら
じ
。

ま
た
も
ゆ
か
し
う
は
べ
り
」
と
申
し
た
ま
へ
ば
、（
男
君
の
母

北
の
方
は
）「
い
か
で
か
。
け
し
か
ら
ず
。
さ
ら
に
思
ひ
き
こ

ゆ
ま
じ
き
御
心
な
め
り
」
と
笑
ひ
た
ま
ふ
。

（
巻
二　

一
四
八
〜
一
四
九
頁
）

　

キ
の
一
重
傍
線
部
に
お
い
て
、
男
君
の
母
北
の
方
は
、
女
君
を
二
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条
邸
に
迎
え
て
い
る
の
だ
か
ら
四
の
君
と
の
縁
談
は
断
る
べ
き
で
あ

る
、
と
男
君
を
諫
め
る
。
し
か
し
、
男
君
は
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に

答
え
、
四
の
君
と
の
縁
談
を
進
め
る
意
志
を
見
せ
て
お
り
、
母
か
ら

の
「
諫
め
」
に
反
発
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
男
君
は
、
女
君
の
「
諫
め
」
に
の
み
反
発
す
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
場
面
に
お
い
て
も
、
自
身
の
意
見
を
押
し

通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
男
君
は
他
者
か
ら
の
「
諫
め
」
に
対
し
、

素
直
に
受
け
容
れ
る
こ
と
な
く
、
反
発
し
、
自
身
の
意
向
を
通
す
人

物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

類
似
の
人
物
像
と
し
て
、
例
え
ば
、
時
代
は
下
る
こ
と
に
な
る
が
、

『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
や
匂
宮
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う（
注
8
）。
つ

ま
り
、
男
君
が
他
の
人
々
か
ら
の
「
諫
め
」
に
反
発
す
る
人
物
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、女
君
の
「
諫
め
」
が
、復
讐
の
「
容
認
」
と
「
促

進
」
と
い
う
機
能
を
果
た
し
う
る
の
で
あ
る
。

二

－

二

－

二
　
孝
養
を
意
識
づ
け
る
「
諫
め
」

　

女
君
の
「
諫
め
」
と
は
、
復
讐
を
「
容
認
」
し
、「
促
進
」
す
る

機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
機
能
は
、「
二

－

二

－

一
」
の
キ
で
も
見
た
と
お
り
、女
君
以
外
の
人
物
に
よ
る
「
諫
め
」

に
も
見
ら
れ
た
。
で
は
、
果
た
し
て
、
女
君
の
「
諫
め
」
の
機
能
と

は
、
そ
れ
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、再
び
女
君
の
「
諫
め
」
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
。
ま
ず
、

女
君
が
男
君
を
初
め
て
諫
め
た
場
面
を
再
度
引
用
す
る
。

　
　

 

女
君
、「
い
と
け
し
か
ら
ず
。〈
い
な
〉
と
思
さ
ば
、
お
い
ら
か

に
こ
そ
け
し
き
ば
め
。
本
意
な
く
、〈
い
か
に
い
み
じ
〉
と
思

へ
ば
な
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
少
将
、「
か
の
北
の
方
に
、〈
い
か

で
ね
た
き
目
見
せ
む
〉
と
思
へ
ば
な
り
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
女

君
、「
こ
れ
は
や
忘
れ
た
ま
ひ
ね
。
か
の
君
や
憎
か
り
し
」
と

の
た
ま
へ
ば
…

　

女
君
は
復
讐
を
企
て
る
男
君
を
、
一
重
傍
線
部
の
よ
う
に
諫
め
て

い
る
。
こ
の
「
諫
め
」
を
受
け
た
後
、「
二

－

二

－

一
」
で
も
触
れ

た
と
お
り
、男
君
は
復
讐
を
「
い
と
心
安
く
」
行
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
と
は
反
対
に
、「
い
と
ほ
し
く
、〈
女
（
＝
四
の
君
）
に
恥
を
見

す
る
ぞ
〉
な
ど
思
へ
ど
も
、（
中
略
）〈
と
げ
て
後
に
、
引
き
か
へ
て

か
へ
り
見
む
〉」（
巻
二　

一
五
六
頁
）
と
、
四
の
君
を
憐
れ
み
、「
か

へ
り
見
む
」、
即
ち
、
後
で
相
応
に
見
返
り
を
与
え
よ
う
と
す
る
様

子
を
も
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
復
讐
の
計
画
当
初
は
、「
北
の
方

の
い
と
ね
た
く
憎
く
て
、
い
か
で
《
わ
び
し
》
と
思
は
せ
む
」（
巻

二　

一
四
七
頁
）
と
、
北
の
方
に
復
讐
す
る
た
め
に
四
の
君
と
の
縁

談
を
承
諾
し
た
、
と
説
明
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
男
君
が
四
の
君
を

憐
れ
む
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。

　

で
は
、
な
ぜ
男
君
は
「
引
き
か
へ
て
か
へ
り
見
む
」
と
考
え
る
に
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至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
女
君
か
ら
の
「
諫
め
」
を
確
認
す

る
と
、
女
君
は
復
讐
の
た
め
に
四
の
君
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
男
君

を
、
波
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、「
か
の
君
や
憎
か
り
し
」
と
諫
め
て

い
る
。
女
君
は
復
讐
に
「
か
の
君
」、
即
ち
、
四
の
君
を
利
用
す
る

こ
と
を
諫
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
男
君
は
「
か
へ
り
見
」
に
つ
い

て
考
え
を
め
ぐ
ら
し
た
直
後
、「
な
ほ
思
ひ
わ
び
た
る
け
し
き
い
と

ほ
し
う
て
」（
巻
二　

一
五
六
頁
）と
、女
君
が
復
讐
を
心
苦
し
く
思
っ

て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、「
い
と
ほ
し
」
く
感
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

女
君
の
「
諫
め
」
に
よ
っ
て
、
男
君
は
、
北
の
方
に
対
し
て
は
復
讐

を
行
い
つ
つ
も
、
四
の
君
に
対
し
て
は
孝
養
を
果
た
す
こ
と
を
考
え

始
め
た
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
女
君
か
ら
「
諫
め
」
を
受
け
た
男
君
が
、
孝
養
に

つ
い
て
言
及
す
る
場
面
は
、
こ
の
他
二
箇
所
で
見
ら
れ
る
。

・　

 

女
君
「
い
と
心
憂
く
。『
け
し
か
ら
ず
は
お
は
せ
し
』
と
、
お

と
ど
（
＝
中
納
言
）
後
に
聞
き
た
ま
は
む
こ
と
あ
り
。
か
く
な

の
た
ま
ひ
そ
」
と
（
男
君
を
）
制
し
た
ま
ひ
け
れ
ど
、（
中
略
）

（
男
君
は
）「
今
、
う
ち
か
へ
し
つ
か
う
ま
つ
ら
む
に
、
御
心
は

ゆ
き
な
む
。
思
ひ
お
き
し
こ
と
、
た
が
へ
じ
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
巻
二　

一
七
八
頁
）

・　

 （
女
君
は
）「〈
こ
の
渡
ら
む
〉
と
し
た
ま
ふ
所
は
、（
中
納
言
の
）

三
条
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
ま
た
『
ま
ろ
』
と
聞
こ
え
む
も
の
を
。

年
ご
ろ
つ
く
り
て
〈
渡
ら
む
〉
と
し
た
ま
ふ
ら
む
に
、
妨
げ
た

ら
む
は
い
か
に
思
す
ら
む
。
親
の
嘆
き
た
ま
ふ
ら
む
は
、
罪
い

と
お
そ
ろ
し
く
。つ
か
う
ま
つ
る
人
だ
に
こ
そ
あ
れ
、（
男
君
が
）

か
く
し
た
ま
ふ
こ
と
を
妨
げ
た
ま
へ
ば
、
嘆
か
せ
た
て
ま
つ
る

が
心
憂
き
こ
と
。
衛
門
（
＝
あ
こ
ぎ
）
が
す
る
こ
と
ぞ
」
と
〈
い

と
ほ
し
〉
と
思
し
た
る
け
し
き
に
て
の
た
ま
へ
ば
、（
男
君
は
）

「
天
下
の
親
に
て
、
お
の
が
家
お
し
取
ら
る
る
人
や
あ
る
。
嘆

き
た
ま
ふ
ら
む
罪
は
、
後
に
も
い
と
よ
く
つ
か
う
ま
つ
り
直
し

た
ま
へ
。
…
」
と
申
し
た
ま
へ
ば
…

（
巻
三　

二
二
六
〜
二
二
七
頁
）

　

そ
れ
ぞ
れ
の
一
重
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
女
君
は
復
讐
を
行
う

男
君
ら
を
諫
め
て
い
る
。
諫
め
ら
れ
た
男
君
は
、
こ
れ
も
そ
れ
ぞ
れ

の
二
重
傍
線
部
に
「
う
ち
か
へ
し
つ
か
う
ま
つ
ら
む
」、「
つ
か
う
ま

つ
り
直
し
た
ま
へ
」
と
あ
る
と
お
り
、
後
の
孝
養
を
思
わ
せ
る
言
葉

を
発
し
て
い
る
。

　

以
上
、
女
君
の
「
諫
め
」
後
の
男
君
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
孝

養
に
つ
い
て
考
え
る
、
も
し
く
は
孝
養
を
行
う
こ
と
を
明
言
す
る
、

と
い
っ
た
様
子
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、女
君
の
「
諫
め
」
は
、

男
君
が
孝
養
を
意
識
す
る
契
機
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
女
君
の
「
諫
め
」
は
、
男
君
に
孝
養
を
意
識
づ
け
る
と
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い
う
機
能
と
、「
二

－

二

－

一
」で
述
べ
た
、復
讐
を「
容
認
」及
び「
促

進
」
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
ら
相
反
す
る
よ
う
な
二

様
の
機
能
を
持
つ
の
は
、
女
君
に
よ
る
「
諫
め
」
だ
け
で
あ
り
、
女

君
な
ら
で
は
の
特
殊
な
機
能
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

さ
て
、
復
讐
譚
に
お
け
る
女
君
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
井
上
真

梨
子
氏
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

　
　

 

主
人
公
で
あ
る
落
窪
の
君
は
、
物
語
に
お
い
て
一
貫
し
て
心
優

し
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
。
継
母
か
ら
辛
い
仕
打
ち
を
受
け

て
も
恨
み
に
思
わ
ず
、
道
頼
の
復
讐
を
知
る
と
、
継
母
や
中
納

言
家
の
負
担
・
悲
嘆
を
思
い
や
り
、
心
を
痛
め
る
描
写
が
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
落
窪
の
君
は
、

自
ら
の
力
で
は
状
況
を
変
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。「
継

子
い
じ
め
」
に
お
い
て
は
、
継
母
の
絶
対
的
な
力
に
逆
ら
う
こ

と
が
で
き
ず
、「
復
讐
」
に
お
い
て
は
、
道
頼
に
言
い
く
る
め

ら
れ
る
様
子
が
描
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。（
注
9
）

　

氏
は
、
女
君
に
つ
い
て
は
、「
自
ら
の
力
で
は
状
況
を
変
え
ら
れ

な
い
」
と
さ
れ
、
復
讐
譚
で
は
、
男
君
か
ら
「
言
い
く
る
め
ら
れ
る
」

人
物
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
、
女
君
は
男
君
が
「
諫

め
」
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
際
、「
い
ふ
か
ひ
な
く
て
、
ま
た
も
聞

こ
え
た
ま
は
ず
」（
巻
三　

二
二
七
頁
）
と
、言
葉
を
返
さ
な
く
な
っ

て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、「
諫

め
」
に
よ
っ
て
、
男
君
の
復
讐
を
「
容
認
」、「
促
進
」
し
、
さ
ら
に
、

男
君
が
孝
養
を
行
う
よ
う
に
仕
向
け
る
姿
が
描
か
れ
て
も
い
る
。
つ

ま
り
、
女
君
は
復
讐
譚
に
お
い
て
、「
自
ら
の
力
で
は
状
況
を
変
え

ら
れ
な
い
」
の
で
は
な
く
、
男
君
を
諫
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し

ろ
、
復
讐
が
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
働
き
か
け
、
孝
養
に
向
け
て
「
状

況
」
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　

復
讐
譚
に
お
い
て
、女
君
は「
諫
め
」に
よ
っ
て
、復
讐
を「
容
認
」、

「
促
進
」
し
な
が
ら
、同
時
に
、孝
養
を
意
識
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、

女
君
は
男
君
を
諫
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
復
讐
と
孝
養
の
双
方
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
人
物
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
三
　「
鏡
箱
の
返
還
」

　

こ
こ
ま
で
、
女
君
が
復
讐
と
孝
養
の
い
ず
れ
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
い
る
、
と
い
う
見
方
を
示
し
て
き
た
。
ま
た
、
女
君
が
復
讐
に
直

接
的
に
は
関
与
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、「
二
」
で
述
べ
た
と
お
り

で
あ
る
。
し
か
し
、
一
度
だ
け
、
女
君
が
表
立
っ
て
復
讐
に
関
与
す

る
場
面
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
、「
鏡

箱
の
返
還
」
の
場
面
で
あ
る
。
あ
え
て
、
再
度
引
用
す
る
。

➀　

 

男
君
、「
か
の
む
か
し
の
古
蓋
の
鏡
の
箱
は
あ
り
や
。
こ
れ
に
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添
へ
て
返
し
た
ま
へ
か
し
。
北
の
方
、〈
宝
〉と
思
ひ
た
め
り
き
」

と
の
た
ま
へ
ば
、衛
門
、興
じ
喜
び
て
、「
衛
門
が
も
と
に
侍
り
」

と
て
、
取
り
出
で
た
れ
ば
、（
中
略
）「
い
と
た
だ
な
ら
む
よ
り

は
」
と
て
、「
し
る
し
ば
か
り
物
書
き
つ
け
た
ま
へ
」
と
申
し

た
ま
へ
ば
、女
君
、「
い
で
、い
さ
や
。
い
と
ほ
し
き
つ
い
で
に
、

知
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
む
こ
そ
苦
し
き
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
な

ほ
な
ほ
」
と
申
し
た
ま
へ
ば
、
鏡
の
敷
を
お
し
返
し
て
書
き
た

ま
ふ
。

　
　

 　
　

 

明
け
暮
れ
は
憂
き
こ
と
見
え
し
増
鏡
さ
す
が
に
影
ぞ
恋
し

か
り
け
る

　

こ
こ
で
描
か
れ
る
「
鏡
箱
」
と
は
、
北
の
方
が
、
女
君
の
亡
き
母

の
形
見
で
あ
る
鏡
の
「
御
箱
」
を
奪
い
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
女
君

に
渡
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

➁　

 「
参
り
た
る
や
う
は
、
今
日
こ
こ
に
買
ひ
た
る
鏡
の
を
か
し
げ

な
る
に
、
こ
の
御
箱
の
入
り
ぬ
べ
く
見
え
し
。〈『
し
ば
し
、
賜

へ
』
と
聞
こ
え
む
〉
と
て
な
む
」（
と
北
の
方
が
言
う
と
、
女

君
は
）「
よ
う
は
べ
な
り
」
と
の
た
ま
へ
ば
、（
北
の
方
は
）「
か

う
心
や
す
く
も
の
し
た
ま
へ
ば
、い
と
よ
く
な
む
。
さ
は
賜
へ
」

と
て
、
引
き
寄
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
。

（
巻
一　

七
一
〜
七
二
頁
）

➂　

 （
北
の
方
は
）
鏡
の
箱
の
代
り
、
こ
の
あ
こ
君
と
い
ふ
童
し
て

お
こ
せ
た
り
。
黒
塗
の
箱
の
九
寸
ば
か
り
な
る
が
、
深
さ
は
三

寸
ば
か
り
に
て
、
古
め
き
ま
ど
ひ
て
所
ど
こ
ろ
は
げ
た
る
を
、

「
こ
れ
黒
け
れ
ど
、漆
つ
き
て
い
と
よ
き
な
り
」と
の
た
ま
へ
ば
、

（
あ
こ
ぎ
が
）「
を
か
し
げ
」
と
笑
ひ
て
、（
女
君
の
）
御
鏡
入

れ
て
見
る
に
、
こ
よ
な
け
れ
ば
…　
（
巻
一　

七
三
〜
七
四
頁
）

➃　

 （
北
の
方
は
「
鏡
箱
」
を
）〈
落
窪
の
君
に
取
ら
せ
し
に
こ
そ
あ

め
れ
〉
と
見
る
に
、〈
い
か
な
る
こ
と
な
ら
む
〉
と
思
ふ
に
、

肝
心
騒
ぐ
に
、
ま
し
て
底
に
書
け
る
も
の
（
＝
女
君
の
和
歌
）

を
見
る
に
、
む
げ
に
落
窪
の
君
の
手
な
れ
ば
、
目
も
口
も
は
だ

か
り
ぬ
。〈
こ
の
年
ご
ろ
、
い
み
じ
き
恥
を
の
み
見
せ
つ
る
は
、

く
や
つ
の
す
る
な
り
け
り
〉
と
思
ふ
に
、
ね
た
う
い
み
じ
き
こ

と
二
つ
な
し
と
は
、
世
の
常
な
り
。
一
殿
の
う
ち
、
ゆ
す
り
み

ち
て
の
の
し
る
。　
　
　
　
　
（
巻
三　

二
三
四
〜
二
三
五
頁
）

　

北
の
方
は
虐
待
譚
に
お
い
て
、
➁
に
あ
る
と
お
り
、
女
君
の
亡
き

母
の
形
見
で
あ
る
「
御
箱
」
を
奪
う
。
そ
し
て
、
➂
に
お
い
て
、「
御

箱
」
の
代
わ
り
に
、自
身
の
「
鏡
箱
」
を
女
君
の
元
へ
届
け
て
い
る
。

➀
に
お
い
て
、
女
君
が
こ
の
「
鏡
箱
」
を
北
の
方
へ
返
す
こ
と
に
よ

り
、
自
身
が
こ
れ
ま
で
の
復
讐
行
為
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
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れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
稲
賀
敬
二
氏
は
、「
こ
の
鏡
箱
を
返
す
こ

と
で
、
女
君
が
道
頼
の
邸
に
幸
福
な
境
遇
で
過
ご
し
て
い
る
と
《
北

の
方
に
知
ら
せ
》
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
（
注
10
）。

「
鏡
箱
」
を
受
け
取
っ
た
北
の
方
は
、
女
君
の
存
在
に
気
付
き
、
➃

に
見
ら
れ
る
と
お
り
、ひ
ど
く
動
転
し
て
女
君
を
憎
く
思
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
北
の
方
に
と
っ
て
「
ね
た
う
い
み
じ
き
こ
と
」
と
し

て
受
け
取
ら
れ
た
「
鏡
箱
の
返
還
」
は
、
実
に
効
果
的
に
、
復
讐
と

し
て
作
用
し
た
と
言
え
よ
う
。

　

加
え
て
、
➃
の
一
重
傍
線
部
を
確
認
す
る
と
、
北
の
方
は
、「
底

に
書
け
る
も
の
」、
つ
ま
り
「
鏡
箱
」
の
底
に
記
さ
れ
た
女
君
の
和

歌
を
見
て
、「
む
げ
に
落
窪
の
君
の
手
」
で
あ
る
と
理
解
し
、
怒
り

を
露
わ
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
小
山
利
彦
氏
は
、「
中
納

言
北
の
方
は
こ
の
鏡
箱
に
加
え
て
、
歌
の
筆
跡
を
見
て
落
窪
の
君
が

関
係
し
て
い
る
と
知
り
、
も
う
怒
り
頂
に
達
し
我
を
忘
れ
て
邸
内
を

揺
る
が
し
て
わ
め
き
立
て
た
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る

（
注
11
）。
北
の
方
が
鏡
箱
に
記
さ
れ
た
和
歌
の
筆
跡
が
女
君
の
も
の

で
あ
る
と
判
断
し
て
、
よ
り
憤
慨
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
鏡
箱
の

返
還
」
を
復
讐
と
し
て
一
層
効
果
的
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ

の
女
君
の
和
歌
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
よ
う
に
、

「
鏡
箱
」
を
返
還
し
た
こ
と
と
、女
君
が
和
歌
を
記
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
女
君
が
復
讐
に
関
与
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
明
確
に
示
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
復
讐
を
諫
め
る
立
場
を
と
っ
て

き
た
女
君
が
、
こ
こ
で
復
讐
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
か
。
➀
の
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
女
君
は
「
い
と
ほ
し
き
つ
い

で
に
、
知
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
む
こ
そ
苦
し
き
」
と
、
中
納
言
方
の
目

を
気
に
し
て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
る
と
、
女
君
自
ら
和
歌
を
記
し

た
「
鏡
箱
」
を
返
還
す
れ
ば
、
女
君
が
復
讐
に
関
与
し
た
と
疑
わ
れ

る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、
➃
の

二
重
傍
線
部
に
お
い
て
、「
鏡
箱
」
を
受
け
取
っ
た
北
の
方
は
、「
こ

の
年
ご
ろ
」
の
「
い
み
じ
き
恥
」
が
女
君
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

捉
え
て
い
る
。
北
の
方
は
、
こ
れ
ま
で
の
復
讐
が
女
君
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
い
た
と
認
識
し
て
い
る
の
だ
。

　

し
か
し
、「
鏡
箱
の
返
還
」
の
効
果
は
、
こ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

こ
こ
で
、中
納
言
と
そ
の
長
男
で
あ
る
越
前
守
の
反
応
に
注
目
す
る
。

➄　

 

お
と
ど
（
＝
中
納
言
）、
家
取
ら
れ
て
、〈
い
み
じ
き
仇
敵
〉
と

思
ひ
し
心
地
を
、〈
わ
が
子
の
し
た
る
な
り
け
り
〉
と
思
ふ
に
、

罪
も
な
く
、
さ
き
ざ
き
の
恥
も
思
ひ
消
え
て
、「
子
ど
も
の
中

に
さ
い
は
ひ
あ
り
け
る
も
の
を
。
何
し
に
お
ろ
か
に
思
ひ
て
。

か
の
家
は
、
こ
の
人
の
母
の
家
に
て
、
こ
と
わ
り
な
り
け
り
」

と
言
ひ
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
三　

二
三
五
頁
）
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➅　
 

中
納
言
、
つ
ら
き
こ
と
は
思
ひ
や
み
て
、
わ
が
身
の
お
ぼ
え
な

く
、
癈
ひ
、
人
に
も
侮
ら
れ
つ
る
を
嘆
く
に
、〈
面
立
た
し
き

こ
と
あ
り
〉と
、い
と
う
れ
し
く
て
…　
　
（
巻
三　

二
三
八
頁
）

➆　

 

越
前
守
、「
…
お
の
づ
か
ら
、
こ
の
族
に
、
は
か
ば
か
し
き
人

な
く
て
、
見
つ
く
る
人
に
、『
面
白
の
駒
は
、
い
か
に
い
か
に
』

と
笑
は
る
る
が
は
し
た
な
き
に
、
同
じ
殿
ば
ら
と
言
へ
ど
、
た

だ
今
の
お
ぼ
え
の
類
な
き
人
に
言
ふ
に
、
因
縁
に
な
り
ぬ
る
こ

そ
、
頼
も
し
く
う
れ
し
け
れ
」
と
言
へ
ば
…

（
巻
三　

二
三
五
〜
二
三
六
頁
）

　
「
鏡
箱
の
返
還
」
後
、
中
納
言
も
北
の
方
と
同
様
に
、
➄
の
傍
線

部
に
あ
る
と
お
り
、「
わ
が
子
」、
つ
ま
り
、
女
君
が
復
讐
を
行
っ
て

い
た
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
中
納
言
は
「
罪

も
な
く
、
さ
き
ざ
き
の
恥
も
思
ひ
消
え
て
」
と
、
こ
れ
ま
で
の
復
讐

を
咎
め
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
➅
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、「
い
と
う

れ
し
く
」
感
じ
て
お
り
、「
ね
た
う
い
み
じ
き
こ
と
」
と
し
て
受
け

止
め
た
北
の
方
と
は
異
な
る
反
応
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
越
前
守

も
➆
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
男
君
と
「
因
縁
」
と
な
る
こ
と
に
つ
い

て
、「
頼
も
し
く
う
れ
し
け
れ
」
と
発
言
し
て
い
る
。
女
君
が
男
君

の
北
の
方
に
な
っ
た
と
な
れ
ば
、
中
納
言
家
は
当
世
随
一
の
権
門
と

縁
戚
と
な
り
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
の
た

め
、
➅
の
傍
線
部
や
➆
の
傍
線
部
の
と
お
り
、「
面
立
た
し
き
こ
と
」、

「
い
と
う
れ
し
く
」、「
頼
も
し
く
う
れ
し
け
れ
」
と
、
好
意
的
に
受

け
取
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
鏡
箱
の
返
還
」
は
、
中
納

言
や
越
前
守
に
と
っ
て
は
、
決
し
て
復
讐
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い

な
い
の
で
あ
り
、
反
対
に
、
喜
ば
し
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
行
為
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
た
時
、
北
の
方
に
と
っ
て
は
復
讐
と
し
て
機
能
し

て
い
た
「
鏡
箱
の
返
還
」
が
、
中
納
言
ら
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
喜

ば
し
い
未
来
を
提
供
す
る
、
い
わ
ば
孝
養
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。女
君
が
唯
一
直
接
的
に
関
与
し
た
復
讐
、「
鏡
箱
の
返
還
」

と
は
、復
讐
と
孝
養
と
い
う
二
様
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
鏡
箱
の
返
還
」
が
描
か
れ
て
い
る
場
面
の
、
物
語
展

開
上
の
配
置
に
着
目
す
る
。「
鏡
箱
」
は
返
還
さ
れ
、
そ
の
底
に

は
、
女
君
の
虐
待
を
想
起
さ
せ
る
和
歌
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
復
讐
は
女
君
の
虐
待
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い

た
、
と
い
う
真
相
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
「
鏡

箱
」
を
返
還
す
る
際
、
男
君
は
越
前
守
に
対
し
て
、「
こ
の
い
と
ほ

し
か
り
し
か
し
こ
ま
り
も
、
み
づ
か
ら
聞
こ
え
は
べ
ら
む
」（
巻
三

　

二
三
一
頁
）
と
伝
え
、
男
君
自
ら
中
納
言
に
謝
罪
す
る
旨
を
明
ら

か
に
し
て
お
り
、復
讐
を
続
け
る
意
志
は
見
ら
れ
な
い
。つ
ま
り
、「
鏡

箱
の
返
還
」
は
、
こ
れ
以
降
、
復
讐
を
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
場
面
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
復
讐
が
終
了
す
る
場
面
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に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
二
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
女
君
は
復
讐
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
復
讐
行
為
に
直
接
手
を
下
す

こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、「
鏡
箱
の
返
還
」
に
お
い
て
、
女
君
が
復

讐
に
関
与
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
よ
う
な
行
動
へ
と
至
る
。
こ

の
よ
う
に
、
女
君
が
「
鏡
箱
の
返
還
」
に
お
い
て
の
み
、
他
の
復
讐

と
は
異
な
る
様
子
を
描
か
れ
る
の
は
、
復
讐
の
終
了
と
孝
養
の
開
始

と
い
う
二
様
の
意
味
を
持
つ
場
面
で
あ
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
、
女
君
は
復
讐
と
孝
養
の
双
方
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
人

物
で
あ
る
と
述
べ
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
女
君
は
こ
れ
ま
で
復
讐

を
行
っ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
孝
養
へ
と
物
語
展
開
を
導
く

た
め
に
、
復
讐
か
ら
孝
養
へ
と
移
行
す
る
場
面
、
い
わ
ば
、
復
讐
と

0

0

0

孝
養
の
転
換
点

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
「
鏡
箱
の
返
還
」
に
登
場
す
る
よ
う
に
、
こ

の
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

　
　
　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
孝
養
譚
と
復
讐
譚
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
女
君
に
つ

い
て
分
析
し
、「
鏡
箱
の
返
還
」
の
場
面
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

孝
養
譚
で
は
、
女
君
が
意
図
し
た
孝
養
の
み
が
男
君
に
よ
っ
て
実
行

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
復
讐
譚
で
は
、
女
君
が
復
讐
に
直
接
的
に
関

与
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
女
君
が
男
君
を
諫
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
復
讐
の
「
容
認
」
と
「
促
進
」
を
行
い
つ
つ
、
孝
養
を
意
識
づ

け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
女
君
は
、
孝
養
と
復
讐
の
双
方
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
女
君
が
唯
一
直
接
的
に
関
与
し
た
復
讐
が
、「
鏡
箱
の

返
還
」
で
あ
る
。
こ
の
「
鏡
箱
の
返
還
」
は
、
復
讐
か
ら
孝
養
へ
と

移
行
す
る
場
面
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
女
君
が
直
接
関
与
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
復
讐
の
終
了
と
孝
養
の
開
始
と
い
う
二
様
の
意
味
を
持

つ
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
鏡
箱
の
返
還
」
と
は
、
復
讐

と
孝
養
の
転
換
点
と
し
て
あ
る
の
だ
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
、
復
讐
譚
と
孝
養
譚
に
お
け
る
女
君
の
関
与
に

つ
い
て
考
察
し
た
が
、
虐
待
譚
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
女
君
が
復
讐
と
孝
養
の
双
方
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
人
物
と
し
て
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
虐

待
に
つ
い
て
も
同
様
な
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
も
す
る
。
稿
を

改
め
て
考
察
を
行
い
た
い
。

注1　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
「
解
説
」
で
は
、「『
落
窪
物
語
』
は
、

大
き
く
虐
待
・
復
讐
・
孝
養
の
三
つ
の
話
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
」

と
さ
れ
る
。
但
し
、
例
え
ば
、
神
尾
暢
子
氏
が
「
落
窪
物
語
の
作
品
構

成
―
道
頼
報
復
と
統
合
論
理
―
」（『
落
窪
物
語
の
表
現
論
理
』
新
典
社
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二
〇
〇
八
年
）
の
中
で
、「
落
窪
物
語
の
素
材
構
成
は
、
虐
待
か
報
復

か
報
恩
か
を
中
心
素
材
と
す
る
、
三
部
に
分
類
し
う
る
」
と
さ
れ
る
と

お
り
、「
三
つ
の
話
素
」
の
う
ち
、「
復
讐
」
を
「
報
復
」
と
し
て
、「
孝
養
」

を
「
報
恩
」
と
し
て
定
位
す
る
御
見
解
も
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、「
復

讐
」、
即
ち
「
報
復
」
に
対
す
る
見
返
り
と
し
て
の
「
報
恩
」
と
い
う
意

味
を
含
み
持
つ
用
語
と
し
て
「
孝
養
」
を
理
解
し
、
用
い
る
こ
と
と
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
本
論
中
に
も
述
べ
る
と
お
り
、
女
君
に

と
っ
て
親
で
は
な
い
三
の
君
や
四
の
君
に
対
す
る
言
動
や
処
遇
を
「
孝

養
」
と
捉
え
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

2　

 

三
木
雅
博
氏
「『
落
窪
物
語
』
を
読
む
」（
片
桐
洋
一
氏
・
増
田
繁
夫

氏
・
森
一
郎
氏
編
『
王
朝
物
語
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社　

一
九
九
二
年
）、星
山
健
氏
「『
落
窪
物
語
』
の
構
造
」（「
日
本
文
芸
論
稿
」

二
一
号　

東
北
大
学
文
芸
談
話
会　

一
九
九
四
年
二
月
）、
大
原
智
美
氏

「『
落
窪
物
語
』論
―
少
将
道
頼
の
人
物
造
型
を
通
し
て
―
」（「
国
文
目
白
」

五
二
号　

日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会　

二
〇
一
三
年
二
月
）
な
ど
。

3　

 

森
あ
か
ね
氏
「『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
孝
養
―
継
子
い
じ
め
と
の
関

わ
り
か
ら
―
」（「
國
語
と
國
文
學
」
九
三
巻
一
二
号　

東
京
大
学
国
語

国
文
学
会　

二
〇
一
六
年
一
二
月
）

4　

 

本
稿
で
引
用
す
る
『
落
窪
物
語
』
本
文
は
、
諸
伝
本
の
中
で
、
す
ぐ

れ
て
い
る
と
さ
れ
る
実
践
女
子
大
学
常
盤
松
文
庫
本
を
底
本
と
し
た『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
』
に
倣
い
、本
文
中
の
内
話
文
は
、〈
〉《
》
で
示
し
て
い
る
。

『
落
窪
物
語
』
本
文
、
あ
る
い
は
先
行
研
究
の
引
用
中
の
傍
線
は
、
稿
者

が
付
し
た
も
の
で
あ
り
、（
）
は
、
稿
者
に
よ
る
私
注
で
あ
る
。

5　

 

神
尾
暢
子
氏
「
女
君
会
話
と
立
場
二
種
―
被
害
者
か
ら
加
害
者
へ
―
」

（『
落
窪
物
語
の
表
現
論
理
』
新
典
社　

二
〇
〇
八
年
）

6　

 

日
向
一
雅
氏
「
落
窪
物
語
―
現
実
主
義
の
文
学
意
識
―
」（
中
古
文
学

研
究
会
編
『
初
期
物
語
文
学
の
意
識
』
笠
間
書
院　

一
九
七
九
年
）

7　

 

注
３
に
同
じ
。

8　

 

中
井
賢
一
氏
「
明
石
中
宮
論
―
明
石
中
宮
の
機
能
と
権
力
機
構
と
し

て
の
宇
治
―
」（『
物
語
展
開
と
人
物
造
型
の
論
理
―
源
氏
物
語
〈
二
層
〉

構
造
論
―
』
新
典
社　

二
〇
一
七
年
）。
氏
は
、
例
え
ば
、
匂
宮
の
性
格

に
つ
い
て
、「
匂
宮
は
、
拒
絶
さ
れ
る
ほ
ど
、
思
い
が
遂
げ
ら
れ
な
い
ほ

ど
、
か
え
っ
て
「
負
け
じ
」
と
反
発
す
る
人
物
」
と
分
析
さ
れ
、
欲
望

が
閉
ざ
さ
れ
る
時
に
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
匂
宮

の
特
徴
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

9　

 

井
上
真
梨
子
氏
「
落
窪
の
君
と
阿
漕
の
成
長
・
出
世
譚
と
し
て
の
『
落

窪
物
語
』」（「
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
」
八
六
号　

藤
女
子
大
学
日

本
語
・
日
本
文
学
会　

二
〇
一
二
年
三
月
）

10　

 

稲
賀
敬
二
氏
「
女
性
が
意
思
を
貫
く
時
―
『
落
窪
物
語
』
の
主
従
、

姫
君
と
あ
こ
き
―
」（『
前
期
物
語
の
成
立
と
変
貌
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
七
年
）

11　

 

小
山
利
彦
氏
「『
落
窪
物
語
』
の
構
造
―
報
復
譚
と
出
世
譚
を
軸
に

―
」（
中
古
文
学
研
究
会
編
『
初
期
物
語
文
学
の
意
識
』
笠
間
書
院　

一
九
七
九
年
）


