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は
じ
め
に

か
つ
て
筆
者
は
、『
在
明
の
別
』
の
主
人
公
で
あ
る
女
院
を
取
り
上

げ
、
そ
の
〈
か
ぐ
や
姫
〉
性
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
著
『
中

世
王
朝
物
語
史
論 

上
巻
』［
二
〇
〇
一
年
、
笠
間
書
院
］
所
収
「『
在
明
の
別
』
覚
書

―
女
院
の
〈
か
ぐ
や
姫
〉
的
性
格
に
つ
い
て
」）。
そ
こ
で
は
、
物
語
に
お
い

て
、
女
院
の
前
生
が
天
女
で
あ
る
こ
と
の
種
明
か
し
の
趣
向
に
、
古
い

〈
羽
衣
伝
承
〉
と
の
深
い
繫
が
り
が
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
指
摘

す
る
こ
と
に
眼
目
を
置
い
た
。
ま
た
、
当
時
の
筆
者
は
、『
竹
取
物
語
』

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
伝
承
的
な
世
界
を
も
含
み
込
ん
だ
、
括
弧
つ
き

の
《
竹
取
物
語
》
の
物
語
史
的
な
位
置
づ
け
に
、
む
し
ろ
関
心
が
向
か
っ

て
い
た
め
、『
竹
取
物
語
』
そ
の
も
の
と
直
接
対
比
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で

踏
み
込
む
こ
と
は
せ
ず
、
両
者
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
か
ろ
う
じ
て
、

右
大
将
は
、
左
大
臣
家
の
跡
嗣
ぎ
問
題
を
解
決
す
べ
く
、
男
の
姿

で
地
上
に
遣
わ
さ
れ
た
〈
か
ぐ
や
姫
〉
で
あ
っ
た
と
で
も
評
せ
よ

う
。
と
こ
ろ
が
、
任
務
を
遂
行
し
な
が
ら
も
〈
昇
天
〉
の
機
を
逸

し
た
が
た
め
、
さ
ら
に
地
上
で
の
生
活
の
継
続
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。（
三
一
〇
～
三
一
一
頁
）

と
説
く
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
般
、
あ
ら
た
め
て
『
在

明
の
別
』
に
向
き
合
い
、
一
か
ら
読
み
直
す
機
会
を
も
っ
た
（
拙
著
『
在

明
の
別
残
月
抄
―
天
下
の
孤
本
を
新
し
い
校
訂
本
文
で
読
み
解
く
』［
二
〇
二
一
年
、

九
州
大
学
出
版
会
］）
と
こ
ろ
、〈
異
性
装
〉
や
〈
隠
形
〉
と
い
っ
た
わ
か
り

や
す
い
特
徴
の
も
っ
と
深
部
に
、『
竹
取
物
語
』
そ
の
も
の
が
、
真
正
面

辛

島

正

雄

『
在
明
の
別
』
の
世
界

―
ハ
イ
パ
ー
〈
か
ぐ
や
姫
の
物
語
〉
の
誕
生
―
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か
ら
、
し
か
も
大
胆
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
気
づ
か
さ
れ
た
。

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
『
在
明
の
別
』
を
め
ぐ
り
、『
竹
取
物
語
』
の
い

か
な
る
後
裔
で
あ
る
か
を
、
具
体
的
に
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

一
　「
絵
合
」
巻
の
『
竹
取
物
語
』
評

『
竹
取
物
語
』
の
物
語
史
的
な
位
置
づ
け
を
考
え
る
さ
い
、
誰
も
の
脳

裏
に
真
っ
先
に
浮
か
ぶ
の
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
源
氏
物
語
』
の
「
絵

合
」
巻
で
の
言
及
で
あ
ろ
う
。

「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
な
る
竹
取
の
翁
に
宇
津
保
の
俊
蔭
を
合

は
せ
て
争
ふ
」（「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
本
②
三
八
〇
頁
）
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
っ
た
絵
合
は
、
ま
ず
『
竹
取
物
語
』
に
つ
い
て
、
左
方
に
よ
る
応

援
、
と
い
う
よ
り
擁
護
の
発
言
が
な
さ
れ
、
次
い
で
、
右
方
か
ら
の
論

難
が
な
さ
れ
る
。
じ
つ
は
、
こ
こ
で
の
議
論
が
、『
竹
取
物
語
』
の
後
裔

た
る
『
在
明
の
別
』
を
理
解
す
る
た
め
の
、
大
き
な
鍵
と
な
り
そ
う
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
引
用
す
る
。

（
左
方
）「
な
よ
竹
の
世
々
に
古
り
に
け
る
こ
と
、
を
か
し
き
ふ
し
も

な
け
れ
ど
、
か
ぐ
や
姫
の
こ
の
世
の
濁
り
に
も
穢
れ
ず
、
は
る
か

に
思
ひ
の
ぼ
れ
る
契
り
た
か
く
、
神
世
の
こ
と
な
め
れ
ば
、
あ
さ

は
か
な
る
女
、
目
及
ば
ぬ
な
ら
む
か
し
」
と
言
ふ
。（
②
三
八
〇
頁
）

右
は
、
か
ぐ
や
姫
の
の
ぼ
り
け
む
雲
居
は
げ
に
及
ば
ぬ
こ
と
な
れ

ば
、
誰
も
知
り
が
た
し
。
こ
の
世
の
契
り
は
竹
の
中
に
結
び
け
れ

ば
、
下
れ
る
人
の
こ
と
と
こ
そ
は
見
ゆ
め
れ
。
ひ
と
つ
家
の
内
は

照
ら
し
け
め
ど
、
も
も
し
き
の
か
し
こ
き
御
光
に
は
並
ば
ず
な
り

に
け
り
。（
後
半
省
略
）（
②
三
八
〇
～
三
八
一
頁
）

左
方
は
、
ま
ず
大
前
提
と
し
て
、「
な
よ
竹
の
世
々

0

0

0

0

0

0

に
古
り
に
け
る
こ

と
、
を
か
し
き
ふ
し

0

0

も
な
け
れ
ど
」
と
の
た
だ
し
書
き
の
必
要
な
、
今こ
ん

日に
ち

的
な
魅
力
に
乏
し
い
物
語
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
、
圏
点
を

施
し
た
和
歌
的
レ
ト
リ
ッ
ク
（
竹
取
の
翁
が
詠
ん
だ
「
く
れ
た
け
の
よ
よ

0

0

0

0

0

0

0

の
た
け

と
り
野
山
に
も
さ
や
は
わ
び
し
き
ふ
し

0

0

を
の
み
見
し
」［「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」

本
三
三
頁
］
の
歌
を
想
起
さ
せ
る
）
に
よ
る
韜
晦
の
い
っ
ぽ
う
、
右
方
の
「
あ

さ
は
か
な
る
女
」
に
な
ど
、
そ
の
価
値
は
わ
か
る
ま
い
、
と
挑
発
す
る

こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て
、「
こ
の
世
の
濁
り
に
も
穢
れ
ず
、
は
る
か
に
思

ひ
の
ぼ
れ
る
契
り
た
か
」
い
か
ぐ
や
姫
の
姿
勢
を
、
称
揚
し
よ
う
と
す

る
。
と
こ
ろ
が
、
右
方
か
ら
は
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
し
て
行
っ
た
先
の

こ
と
は
、「
あ
さ
は
か
な
」
わ
た
し
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
な
た
た
ち
を

含
め
た
誰
に
と
っ
て
も
、
し
ょ
せ
ん
理
解
不
能
な
世
界
な
の
だ
か
ら
、

こ
の
点
を
言
い
争
っ
た
と
こ
ろ
で
無
駄
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
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『
源
氏
物
語
』
が
『
竹
取
物
語
』
か
ら
受
け
た
影
響
の
種
々
相
に
つ
い

て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
す
で
に
論
じ
尽
く
さ
れ
た
観
が
あ
り
、

と
く
に
、
結
婚
拒
否
を
中
心
と
し
た
〈
女
〉
の
造
型
と
そ
の
運
命
と
に

色
濃
く
現
れ
て
い
る
こ
と
も
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
竹

取
物
語
』
の
文
学
と
し
て
の
真
価
が
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
存
分
に

汲
み
上
げ
ら
れ
た
割
に
、
後
期
の
物
語
で
の
『
竹
取
物
語
』
受
容
は
、

表
層
的
、
あ
る
い
は
『
源
氏
物
語
』
を
介
し
た
間
接
的
な
も
の
で
あ
る
、

と
も
い
わ
れ
る
（
河
添
房
江
著
『
源
氏
物
語
表
現
史　

喩
と
王
権
の
位
相
』［
一
九

九
八
年
、
翰
林
書
房
］
所
収
「
源
氏
物
語
の
内
な
る
竹
取
物
語
」
な
ら
び
に
「
竹
取
物

語
の
享
受
史
」
を
参
照
）。
そ
れ
で
も
、
左
方
の
い
う
、「
こ
の
世
の
濁
り
に

も
穢
れ
ず
、
は
る
か
に
思
ひ
の
ぼ
れ
る
契
り
た
か
」
い
〈
女
〉
を
描
き

出
す
こ
と
を
、『
源
氏
物
語
』
以
下
、『
夜
の
寝
覚
』
や
『
今
と
り
か
へ

ば
や
』
な
ど
に
お
い
て
も
、
ひ
た
む
き
に
追
求
し
て
き
た
、
と
評
す
る

こ
と
は
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
左
方
に
よ
る
、
い
わ
ば
苦
し
紛
れ
の
プ
ラ
ス
評
価
に
較

べ
る
と
、
右
方
に
よ
る
『
竹
取
物
語
』
の
弱
点
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、

い
ち
い
ち
が
的
を
射
て
お
り
、
た
し
か
に
、
古
色
蒼
然
た
る
時
代
遅
れ

の
物
語
（「
絵
合
」
巻
の
直
前
に
、
貧
窮
す
る
末
摘
花
の
消
閑
の
具
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

わ
ざ
わ
ざ
「
か
ぐ
や
姫
の
物
語
」［「
蓬
生
」
巻
②
三
三
一
頁
］
が
出
て
い
た
こ
と
も
、

意
味
深
長
で
あ
る
）
に
と
っ
て
、
痛
い
と
こ
ろ
を
突
か
れ
た
と
認
め
る
ほ

か
あ
る
ま
い
。
俊
蔭
に
つ
い
て
、「
つ
ひ
に
他ひ

と

の
朝み
か
ど廷

に
も
わ
が
国
に
も

て
物
語
の
内な
か
み容
そ
の
も
の
を
問
う
な
ら
、
こ
れ
は
ま
ぁ
、
あ
そ
こ
も
こ

こ
も
と
不
満
を
覚
え
る
こ
と
ば
か
り
、
と
う
て
い
見
ど
こ
ろ
の
あ
る
物

語
と
は
い
え
な
い
と
、
手
厳
し
い
。

こ
こ
で
の
難
陳
（
こ
の
あ
と
の
、
左
方
『
伊
勢
物
語
』、
右
方
『
正
三
位
』
の
番つ
が

い
も
含
め
て
）
に
つ
い
て
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
頭
注
で
は
、

次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

左
方
（
斎
宮
の
女
御
方
）
が
作
中
人
物
の
精
神
の
高
潔
、
古
代
へ

の
回
帰
に
論
評
の
基
準
を
お
く
の
に
対
し
、
右
方
（
弘
徽
殿
女
御

方
）
は
出
自
や
朝
廷
と
の
か
か
わ
り
の
度
合
、
現
代
的
な
は
な
や

か
さ
を
重
ん
ず
る
。（
②
三
八
三
～
三
八
四
頁
）

も
っ
と
も
、
準
備
の
段
階
か
ら
、

梅
壺
の
御
方
は
、
い
に
し
へ
の
物
語
、
名
高
く
ゆ
ゑ
あ
る
か
ぎ
り
、

弘
徽
殿
は
、
そ
の
こ
ろ
世
に
め
づ
ら
し
く
を
か
し
き
か
ぎ
り
を
選

り
描
か
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
う
ち
見
る
目
の
い
ま
め
か
し
き
華
や
か

さ
は
、
い
と
こ
よ
な
く
ま
さ
れ
り
。（
②
三
七
九
頁
）

と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
違
い
が
現
れ
る
の
は
、
予

想
ど
お
り
の
結
果
で
あ
っ
た
。
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あ
り
が
た
き
才
の
ほ
ど
を
弘
め
、
名
を
残
し
」（
②
三
八
一
頁
）
た
と
、
そ

の
実
績
を
称
揚
す
る
の
と
較
べ
て
も
、
見
劣
り
は
歴
然
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
よ
く
よ
く
観
察
す
る
と
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
『
竹
取
物

語
』
の
欠
点
の
数
々
と
い
う
の
が
、
そ
の
す
べ
て
を
反
転
さ
せ
る
や
、

あ
ら
不
思
議
、
た
ち
ま
ち
そ
れ
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
在
明
の
別
』
の
際

立
っ
た
特
長
と
し
て
、
理
解
で
き
て
し
ま
う
の
だ
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の

世
の
契
り
は
竹
の
中
に
結
び
け
れ
ば
」
云
々
と
あ
っ
た
批
判
を
、

こ
の
世
の
契
り
は
春
日
の
神
に
結
び
け
れ
ば
、
貴た

か

き
人
の
こ
と
と

こ
そ
は
見
ゆ
れ
。
ひ
と
つ
家
の
内
を
照
ら
し
け
る
の
み
な
ら
ず
、

も
も
し
き
の
か
し
こ
き
御
光
に
も
並
び
に
け
り
。

と
で
も
書
き
換
え
れ
ば
、
こ
の
物
語
の
世
界
は
、
ほ
ぼ
俯
瞰
で
き
た
も

同
然
な
の
で
あ
る
。

二
　
父
と
娘
の
因
縁

ま
ず
、
ふ
た
つ
の
物
語
に
お
け
る
「
こ
の
世
の
契
り
」
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。『
竹
取
物
語
』
は
、
か
ぐ
や
姫
と
竹
取
の
翁
と
の
間
の
、

宿
縁
の
物
語
で
あ
る
が
、
同
様
に
、『
在
明
の
別
』
も
、
女
院
と
父
大
臣

と
の
、
父
と
娘
の
宿
縁
の
物
語
で
あ
る
。『
在
明
の
別
』
に
お
い
て
、
父

と
娘
に
よ
る
〈
二
人
三
脚
〉
が
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
か
に
つ

い
て
は
、
前
掲
拙
著
・
前
編
・
第
三
章
「
父
と
娘
の
旅
路
」
に
お
い
て
、

詳
細
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
因
縁
の
由
来
に
つ
い
て

ま
で
は
、
と
く
に
言
及
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ

こ
そ
が
、『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
翁
と
か
ぐ
や
姫
と
の
因
縁
を
淵
源
と

す
る
も
の
と
思
わ
れ
、
な
お
か
つ
、
そ
こ
か
ら
の
大
胆
か
つ
手
の
込
ん

だ
作
り
換
え
に
よ
っ
て
、『
在
明
の
別
』
の
父
と
娘
の
関
係
性
は
、
構
築

さ
れ
た
も
の
と
見
え
る
。

周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
か
ぐ
や
姫
と
竹
取
の
翁
と
の
因
縁
は
、

迎
え
に
来
た
天
人
た
ち
の
な
か
の
「
王
と
お
ぼ
し
き
人
」
の
発
言
の
な

か
で
、
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
。

「
汝
、
幼
き
人
。
い
さ
さ
か
な
る
功
徳
を
、
翁
つ
く
り
け
る
に
よ
り

て
、
汝
が
助
け
に
と
て
、
か
た
時
の
ほ
ど
と
て
く
だ
し
し
を
、
そ

こ
ら
の
年
ご
ろ
、
そ
こ
ら
の
黄こ

が
ね金
賜
ひ
て
、
身
を
変
へ
た
る
が
ご

と
な
り
に
た
り
。
か
ぐ
や
姫
は
罪
を
つ
く
り
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、

か
く
賤
し
き
お
の
れ
が
も
と
に
、
し
ば
し
お
は
し
つ
る
な
り
。
罪

の
限
り
は
て
ぬ
れ
ば
、
か
く
迎
ふ
る
を
、
翁
は
泣
き
嘆
く
。
あ
た

は
ぬ
こ
と
な
り
。
は
や
返
し
た
て
ま
つ
れ
」（
七
一
～
七
二
頁
）

す
な
わ
ち
、
翁
が
前
世
に
お
い
て
積
ん
だ
少
し
ば
か
り
の
善
根
へ
の
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果
報
と
し
て
、
贖
罪
期
間
中
の
か
ぐ
や
姫
を
翁
の
側
に
遣
わ
し
た
結
果
、

翁
は
別
人
の
よ
う
に
裕
福
に
な
っ
た
、
と
す
る
。
こ
の
因
縁
に
つ
い
て

は
、
竹
の
中
か
ら
「
三
寸
ば
か
り
な
る
人
」
を
発
見
し
た
最
初
に
、
翁

が
、「
子
に
な
り
た
ま
ふ
べ
き
人
な
め
り
」（
一
七
頁
）
と
、
運
命
の
出
会

い
で
あ
る
こ
と
を
直
感
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
し
、
か
ぐ
や
姫
の
口
か

ら
も
、「
昔
の
契
り
あ
り
け
る
に
よ
り
て
な
む
、
こ
の
世
界
に
は
ま
う
で

来
た
り
け
る
。」（
六
五
頁
）
と
語
ら
れ
て
も
い
た
。
こ
の
父
と
娘
の
因
縁

を
、『
在
明
の
別
』
で
は
、
藤
原
摂
関
家
の
氏
の
長
者
の
か
か
え
る
〈
家

の
問
題
〉
の
な
か
へ
と
持
ち
込
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
左
大
臣
は
、
翁
同

様
、
ひ
と
り
娘
を
授
か
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
が
、
も
と
よ
り
左
大
臣

は
、
翁
の
よ
う
な
「
賤
し
き
」
身
で
は
な
い
。
当
代
随
一
の
権
勢
を
誇

る
家
に
、
物
質
的
な
不
満
な
ど
な
い
。
娘
へ
の
期
待
は
、
ま
っ
た
く
別

の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

翁
が
裕
福
に
な
っ
た
の
ち
、
も
っ
と
も
腐
心
し
た
の
が
、
美
し
く
成

長
し
、
裳
着
を
終
え
た
か
ぐ
や
姫
の
、
結
婚
問
題
で
あ
っ
た
。「
色
好
み

と
い
は
る
る
か
ぎ
り
五
人
」（
二
〇
頁
）
に
よ
る
求
婚
譚
も
、
も
と
も
と

は
、
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
始
ま
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
翁
の

意
識
す
る
〈
家
の
繁
栄
〉
と
い
う
目
標
は
、
そ
も
そ
も
『
竹
取
物
語
』

に
お
い
て
は
、
ま
る
っ
き
り
関
心
の
外ほ

か

に
置
か
れ
て
い
る
。
な
に
し
ろ
、

「
変
化
」（
二
一
・
二
二
頁
）
の
身
で
、「
こ
の
世
の
人
」（
二
二
頁
）
で
な
い

か
ぐ
や
姫
は
、
い
ず
れ
昇
天
す
る
定
め
な
の
だ
か
ら
、
暫
時
化
生
し
た

に
す
ぎ
ぬ
人
間
界
で
作
っ
た
新
た
な
絆
な
ど
、
そ
の
さ
い
の
邪
魔
に
な

る
だ
け
の
は
な
し
で
あ
る
。

し
か
し
、『
在
明
の
別
』
で
は
、
翁
が
か
ぐ
や
姫
に
説
い
た
、「
男
は

女
に
あ
ふ
こ
と
を
す
。
女
は
男
に
あ
ふ
こ
と
を
す
。
そ
の
後
な
む
門か

ど

広

く
も
な
り
は
べ
る
。」（
二
二
頁
）
と
い
う
、「
こ
の
世
の
人
」
に
求
め
ら

れ
る
〈
一
門
繁
栄
〉
に
貢
献
す
る
生
き
か
た
が
、
当
然
な
が
ら
娘
に
は

期
待
さ
れ
る
。
左
大
臣
が
か
か
え
る
家
の
問
題
の
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
に

よ
っ
て
解
決
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
ま
っ
た
く
も
っ

て
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
本
質
的
な
家
の
問
題
、
す
な
わ
ち
跡

継
ぎ
の
問
題
が
、
な
お
も
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
が
、
左
大
臣
に

嫡
男
が
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
ろ
う
じ
て
授
か
っ
た
の
は
、
ひ
と
り
っ

き
り
の
娘
―
、
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
家
は
断
絶
す
る
ほ
か
な
い
。

そ
ん
な
窮
地
に
立
っ
た
と
き
に
発
動
し
た
の
が
、
前
掲
拙
著
・
後
編
・

第
六
章
「
巻
一
読
解
考
―
「
こ
の
君
は
か
り
か
に
こ
も
り
給
て
」
を
中
心
に

―
」
で
述
べ
た
よ
う
な
、「
春
日
の
神
」
の
神
慮
で
あ
っ
た
。
将
来
へ

の
危
機
感
と
焦
燥
か
ら
春
日
神
社
に
参
籠
し
た
左
大
臣
は
、
夢
の
中
で
、

氏
の
長
者
の
窮
状
を
救
う
べ
く
、
あ
り
が
た
く
も
春
日
の
神
の
啓
示
を

蒙
り
、
迷
い
な
く
そ
れ
に
従
っ
て
、
娘
を
嫡
男
へ
と
仕
立
て
た
の
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
は
左
大
臣
に
優
秀
な
嫡
男
が
い

る
こ
と
を
世
間
に
知
ら
し
め
、
一
家
の
繁
栄
、
安
泰
を
印
象
づ
け
る
こ

と
が
先
決
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
、
嫡
男
は
正
妻
を
迎
え
る
こ
と
と
な
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る
。
正
妻
は
男
子
と
女
子
を
生
み
（
も
ち
ろ
ん
、
実
の
父
親
は
別
に
い
る
の
だ

が
）、
家
の
跡
継
ぎ
と
な
る
べ
き
孫
が
確
保
さ
れ
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、

男
装
し
て
い
る
秘
密
を
帝
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
た
嫡
男
は
、
唐
突
に
死

去
と
公
表
さ
れ
、
男
装
を
解
い
た
の
ち
入
内
し
て
女
御
と
な
り
、
娘
と

し
て
の
本
来
の
役
割
に
専
念
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、〈
家
の
問
題
〉
の
解
決
の
た
め
に
、
い
か
に
娘
が
、
困

難
な
状
況
下
、
自
己
犠
牲
を
と
も
な
い
つ
つ
最
善
を
尽
く
し
た
か
、
ま

た
父
も
、
娘
の
扱
い
に
ど
れ
だ
け
気
を
つ
か
い
つ
づ
け
た
か
に
つ
い
て

も
、
前
掲
拙
稿
「
父
と
娘
の
旅
路
」
に
お
い
て
詳
し
く
述
べ
て
お
い
た

が
、
そ
れ
は
、
ど
れ
ほ
ど
手
厚
い
「
春
日
の
神
」
の
加
護
の
も
と
に
あ
っ

て
も
、
じ
っ
さ
い
に
は
、
薄
氷
を
踏
む
よ
う
な
〈
父
と
娘
の
二
人
三
脚
〉

な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
物
語
が
、
竹
取
の
翁
と
か
ぐ
や
姫
と
の

因
縁
を
ア
イ
デ
ィ
ア
の
根
幹
に
据
え
な
が
ら
、
目
く
る
め
く
、
怒
濤
の

展
開
を
見
せ
る
〈
家
の
物
語
〉
へ
と
、
変
幻
自
在
の
筆
さ
ば
き
に
よ
っ

て
巧
み
に
再
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
し
っ
か
り
確
認
し

て
お
き
た
い
。

な
お
、『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
、
帝
の
使
者
で
あ
る
「
内
侍
中
臣
の

ふ
さ
子
」（
五
六
頁
）
と
の
応
対
に
当
た
る
以
外
、
ほ
と
ん
ど
目
立
た
な

い
嫗
（
後
藤
康
文
「
こ
の
「
翁
」
は
「
嫗
」
で
あ
る
―
『
竹
取
物
語
』
の
本
文
批
判

―
」［
同
氏
著
『
日
本
古
典
文
学
読
解
考
―
『
万
葉
』
か
ら
『
し
の
び
ね
』
ま
で

―
』〈
二
〇
一
二
年
、
新
典
社
〉
所
収
］
で
は
、
作
中
の
「
嫗
」
の
登
場
す
る
箇
所
を

す
べ
て
拾
い
出
し
て
、
五
人
の
「
色
好
み
」
に
よ
る
求
婚
譚
で
は
、
阿
部
の
右
大
臣
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、「
か
く
呼
び
据
ゑ
て
、
こ
の
た
び
は
か
な
ら
ず
あ
は
む
と
嫗0

の
心
に

も
思
い
を
り
。」［
四
〇
頁
］
と
見
え
る
の
が
唯
一
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
直
後

の
、「
こ
の
翁0

は
、」
に
つ
い
て
、「
翁
」
は
「
嫗
」
の
誤
り
と
見
る
べ
き
こ
と
を
説
い

て
い
る
が
、
筆
者
は
、
庫
持
の
皇
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、「
翁0

は
、
閨
の
う
ち
、
し
つ

ら
ひ
な
ど
す
。」［
三
〇
頁
］
と
あ
る
「
翁
」
も
、「
嫗
」
の
誤
り
で
は
な
い
か
、
と
の

疑
い
を
も
っ
て
い
る
）
が
、
天
人
が
迎
え
に
来
る
緊
迫
の
場
面
で
は
、
か
ぐ

や
姫
を
守
ろ
う
と
、
施
錠
し
た
「
塗
籠
の
内
」（
六
八
頁
）
に
、
命
が
け

で
、
と
も
に
身
を
隠
す
。
左
大
臣
の
北
の
方
で
あ
る
母
宮
の
場
合
も
、

同
性
で
あ
る
が
ゆ
え
の
、
父
と
は
ま
た
異
な
る
特
別
な
絆
が
、
母
と
娘

と
の
間
に
窺
え
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
右
の
拙
稿
の
な
か
で
ふ
れ
て
い

る
。

三
　〈
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
〉
の
変
奏

『
竹
取
物
語
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
か
ぐ
や
姫

の
昇
天
の
く
だ
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
文
学
的
な
達
成
や
趣
向
を
、『
源

氏
物
語
』
以
下
の
多
く
の
物
語
が
意
識
し
、
ま
た
摂
り
込
ん
で
い
る
こ

と
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
多
く
の
議
論
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
今

さ
ら
こ
こ
で
振
り
返
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。
で
は
、
そ
の
点
を
、『
在
明

の
別
』
で
は
い
か
に
引
き
継
い
だ
か
、
こ
こ
で
確
認
し
て
み
よ
う
。
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〈
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
〉
と
の
重
ね
合
わ
せ
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
物
語
を
通
じ
て
、
と
り
わ
け
目
に
つ
く
の
が
、「
八
月
十
五
夜
」

へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
る
。『
在
明
の
別
』
も
ま
た
例
外
で
は
な
く
、
そ
の

日
付
は
、
右
大
将
の
正
体
暴
露
の
前
日
、
と
い
う
か
た
ち
で
特
筆
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
冒
頭
で
ふ
れ
た
拙
稿
に
お

い
て
、そ

れ
に
し
て
も
、
右
大
将
が
帝
と
契
る
の
は
、
な
ぜ
八
月
十
六
日

な
の
か
。「
八
月
十
五
夜
」
の
翌
日
と
の
記
述
の
し
か
た
は
、
そ
の

理
由
を
、
さ
り
げ
な
く
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、

右
大
将
の
望
む
〈
昇
天
〉
は
、『
竹
取
物
語
』
以
来
の
先
例
に
従
っ

て
、「
八
月
十
五
夜
」
に
こ
そ
実
現
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
し
か
る
に
、
そ
の
機
会
を
逃
し
た
た
め
、
か
れ
は
た

ち
ま
ち
そ
の
翌
日
に
は
、
地
上
に
引
き
と
ど
め
ら
れ
る
べ
く
、
新

た
な
関
係
に
繫
が
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
次
第
な
の
で
あ
る
。

（
三
一
〇
頁
）

と
述
べ
て
お
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、〈
昇
天
に
失
敗
し
た
か
ぐ
や
姫
〉

と
で
も
い
う
べ
き
立
場
と
な
っ
た
娘
は
、
そ
れ
以
後
も
、
父
と
の
二
人

三
脚
の
関
係
を
緩
め
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
み
ず
か
ら
に

課
せ
ら
れ
た
使
命
―
「
春
日
の
神
」
の
託
宣
に
従
い
、
氏
の
長
者
と

し
て
の
家
格
を
守
り
つ
づ
け
る
こ
と
―
に
つ
い
て
、
父
と
の
間
に
た

し
か
な
意
識
の
共
有
が
で
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
右
大
将
時
代
の
正

妻
が
生
ん
だ
男
子
と
女
子
が
、
そ
れ
ぞ
れ
左
大
臣
、
中
宮
と
し
て
、
氏

の
長
者
の
一
員
ら
し
い
役
割
を
果
た
す
の
を
、
父
と
と
も
に
、
陰
で
し
っ

か
り
見
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
か
ぐ
や
姫
は
、
当
初
か
ら
、
じ
し
ん
が
「
変
化
の
者
」（
二
二

頁
）
で
あ
る
自
覚
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
右
大
将
＝
女
院
は
、

「
天
人
」
や
「
天
女
」
と
関
係
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
じ
し
ん
の
正
体
を

承
知
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、

物
語
も
終
盤
、
院
の
四
十
の
賀
が
催
さ
れ
た
お
り
の
こ
と
で
あ
る
。
東

宮
の
吹
く
横
笛
と
女
院
の
弾
く
琵
琶
の
合
奏
に
感
応
し
て
、
七
人
の
天

女
が
降
臨
す
る
と
い
う
奇
瑞
が
起
こ
り
、
天
女
た
ち
が
空
に
還
っ
て
行
っ

た
あ
と
の
残
り
香
が
、
女
院
の
い
つ
も
の
香
り
と
同
一
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
前
生
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
に
は
、
天
女
の

ひ
と
り
と
女
院
と
の
間
で
、
歌
も
か
わ
さ
れ
た
（『
在
明
の
別
』
の
引
用
は
、

『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
６ 

あ
さ
ぢ
が
露
・
在
明
の
別
』［
一
九
七
二
年
、
八
木
書
店
］

に
基
づ
き
、
わ
た
く
し
に
作
成
し
た
校
訂
本
文
に
よ
る
）。

（
天
女
）
こ
の
世
に
は
い
か
ゞ
と
ゞ
め
む 

君
と
わ
が
昔む
か
し

手た

を折
り
し

花は
な

の
一ひ
と
え
だ枝

（
29
ウ
）

（
女
院
）
花は
な

の
香か

は
忘わ
す

れ
ぬ
袖
に
と
ゞ
め
おを

け 

な
れ
し
雲く
も

居ゐ

に
立た

ち
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帰か
へ

る
ま
で
（
30
オ
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
女
の
ひ
と
り
と
女
院
と
は
旧
知
の
仲
で
あ
り
、
い

ず
れ
女
院
も
、「
な
れ
し
雲
居
」
＝
か
つ
て
住
ん
で
い
た
天
女
た
ち
の
世

界
に
帰
還
す
る
心
づ
も
り
で
あ
る
、
と
わ
か
る
。

け
っ
き
ょ
く
、
女
院
の
昇
天
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
代

わ
り
に
描
か
れ
る
の
が
、
女
院
の
稀
有
な
宿
世
に
よ
り
、
天
皇
の
外
戚

と
し
て
盤
石
の
態
勢
を
固
め
、
氏
の
長
者
と
し
て
も
、
立
派
に
成
長
し

た
孫
の
左
大
臣
に
す
べ
て
を
託
し
て
、
満
足
裡
に
最
期
を
迎
え
る
父
大

臣
の
姿
で
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
が
昇
天
し
た
あ
と
の
翁
は
、
嫗
と
と
も
に
、

「
血
の
涙
を
流
し
て
」（
七
六
頁
）
悲
し
ん
だ
の
で
あ
っ
た
が
、〈
昇
天
に

失
敗
し
た
か
ぐ
や
姫
〉
は
、
父
の
最
期
に
立
ち
会
い
、
喪
に
服
す
る
。

か
ぐ
や
姫
は
翁
と
嫗
に
宛
て
て
、「
こ
の
世
に
生
れ
ぬ
る
と
な
ら
ば
、
嘆

か
せ
た
て
ま
つ
ら
ぬ
ほ
ど
ま
で
（
一
緒
に
暮
ら
す
の
が
当
然
な
の
に
、
そ
の
よ

う
に
は
）
侍
ら
で
（「
侍
ら
ん
。」
と
校
訂
す
る
の
を
、
底
本
の
か
た
ち
に
戻
し
た
―

辛
島
注
）
過
ぎ
別
れ
ぬ
る
こ
と
、
か
へ
す
が
へ
す
本
意
な
く
こ
そ
お
ぼ
え

は
べ
れ
。」（
七
三
頁
）
と
、
子
と
し
て
親
孝
行
を
全
う
で
き
ず
に
別
れ
る

ほ
か
な
い
こ
と
を
無
念
に
思
う
旨
、
文
に
書
き
残
し
は
し
た
も
の
の
、

昇
天
す
る
側
も
、
残
さ
れ
る
側
も
、
双
方
と
も
に
悲
嘆
に
く
れ
る
ほ
か

な
か
っ
た
。
そ
れ
が
こ
こ
で
は
、
思
い
残
す
こ
と
の
な
い
、
静
か
な
別

れ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
父
の
死
に
、
こ
の
世
の
無
常
を
悟
っ

た
女
院
は
、
じ
し
ん
の
失
わ
れ
た
半
身
と
し
て
、
も
っ
と
も
信
頼
す
る

東
宮
に
宛
て
て
、

目め

の
前ま
へ

の
さ
ら
ぬ
別わ
か

れ
を
身み

に
知し

れ
ば 

い
よ
〳
〵
君
を

0

0

恋こ

ひ
ぬ
日ひ

ぞ
な
き
（
47
オ
）

と
、
作
中
最
後
の
歌
を
詠
み
か
け
る
。
従
来
こ
の
歌
は
、
東
宮
か
ら
女

院
に
贈
ら
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
本
歌
と
な
る
『
伊

勢
物
語
』
第
八
十
四
段
で
の
贈
答
歌
と
の
対
応
関
係
か
ら
も
、
女
院
の

歌
と
見
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
前
掲
拙
著
・
前
編
・
第
一
章
「
作
中

和
歌
か
ら
何
が
見
え
る
か
」
に
お
い
て
詳
説
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
女

院
じ
し
ん
も
、
大
切
な
人
た
ち
と
の
「
さ
ら
ぬ
別
れ
」
を
、
覚
悟
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

か
ぐ
や
姫
は
、
帝
に
宛
て
て
、

今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ 

君
を

0

0

あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
け
る

と
、
最
後
の
最
後
に
、
じ
し
ん
の
本
心
を
歌
に
し
た
た
め
た
文
を
勅
使

に
託
す
が
、
そ
の
直
後
、「
ふ
と
天
の
羽
衣
」
を
着
せ
ら
れ
、
翁
を
「
い

と
ほ
し
、
か
な
し
」（
七
五
頁
）
と
思
っ
て
い
た
感
情
も
消
え
て
、
そ
の

ま
ま
昇
天
し
て
行
っ
た
。
女
院
の
「
目
の
前
の
」
の
歌
は
、「
昔
男
」
の
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母
の
歌
を
踏
ま
え
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
か
ぐ
や
姫
の
歌
と
も
、
響
き

合
っ
て
い
る
。
こ
の
思
い
よ
、「
君
に
届
け
」
と
ば
か
り
に
―
。
女
院

も
、
か
ぐ
や
姫
さ
な
が
ら
に
、「
な
れ
し
雲
居
に
立
ち
帰
る
」
日
の
、
そ

う
遠
く
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。

四
　
帝
と
の
関
係

さ
き
の
右
方
の
批
判
に
あ
る
よ
う
に
、「
も
も
し
き
の
か
し
こ
き
御
光

に
は
並
ば
ず
な
り
に
け
り
。」
と
い
う
、
中
途
半
端
な
関
係
の
ま
ま
終

わ
っ
た
『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
が
唯
一
心
を
通
わ
せ
た

異
性
が
、
じ
つ
は
帝
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
在
明
の
別
』
で
は
、

右
大
将
の
男
装
の
秘
密
を
暴
く
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
帝
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
、
ど
の
よ
う
な
継
承
や
変
奏
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
竹
取
物
語
』
の
帝
は
、
か
ぐ
や
姫
の
噂
を
聞
き
、
興
味
を
覚
え
る

と
、
ま
ず
は
宮
中
へ
の
出
仕
を
命
じ
て
み
る
も
の
の
、
勅
使
を
遣
わ
す

だ
け
で
は
埒
が
明
か
な
い
。
そ
こ
で
、
翁
と
相
談
の
う
え
、
御
狩
の
行

幸
を
企
て
、
翁
の
家
に
立
ち
寄
っ
た
。
す
る
と
、「
光
満
ち
て
け
う
ら
に

て
ゐ
た
る
人
」
を
見
つ
け
、「
こ
れ
な
ら
む
」
と
思
っ
て
、
強
引
に
連
れ

帰
ろ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、「
い
と
率ゐ

て
お
は
し
ま
し
が
た
く
や
は
べ

ら
む
」
と
の
忠
告
を
無
視
し
、「
御
輿
を
寄
せ
」
た
と
こ
ろ
、「
き
と
影

に
な
」
る
異
能
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
た
め
、「
げ
に
た
だ
人
に
は
あ
ら
ざ

り
け
り
」（
六
一
頁
）
と
悟
り
、
強
硬
手
段
の
行
使
は
、
あ
え
な
く
断
念

の
仕
儀
と
な
る
。
こ
こ
に
、『
在
明
の
別
』
で
異
彩
を
放
つ
〈
隠
形
〉
の

趣
向
が
見
え
る
の
も
興
味
深
い
が
、
右
大
将
の
〈
隠
れ
蓑
〉
の
能
力
が
、

帝
と
の
契
り
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
と
さ
れ
る
展
開
と
も
、
ど
こ
か
繫
が

り
が
あ
り
そ
う
だ
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
一
目
見
た
か
ぐ
や
姫
に
、
帝

は
た
ち
ま
ち
魅
了
さ
れ
た
。
別
れ
際
も
、「
あ
か
ず
口
惜
し
く
」
思
わ

れ
、「
魂
を
と
ど
め
た
る
心
地
」（
六
二
頁
）
が
し
て
、
輿
に
乗
っ
た
あ
と

に
歌
の
や
り
と
り
を
す
る
と
、「
い
と
ど
帰
り
た
ま
は
む
空
も
な
く
」
感

じ
ら
れ
る
の
だ
が
、「
夜
を
明
か
し
た
ま
ふ
べ
き
」（
六
三
頁
）
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
還
御
す
る
。

御
所
に
戻
っ
た
帝
の
日
常
は
、
一
変
し
た
。

　

つ
ね
に
仕
う
ま
つ
る
人
を
見
た
ま
ふ
に
、
か
ぐ
や
姫
の
か
た
は

ら
に
寄
る
べ
く
だ
に
あ
ら
ざ
り
け
り
。
異こ

と
ひ
と人

よ
り
は
け
う
ら
な
り

と
思
し
け
る
人
も
、
か
れ
に
思
し
合
す
れ
ば
、
人
に
も
あ
ら
ず
。

か
ぐ
や
姫
の
み
御
心
に
か
か
り
て
、
た
だ
独
り
住
み
し
た
ま
ふ
。

よ
し
な
く
御
方
々
に
も
渡
り
た
ま
は
ず
。（
六
三
頁
）

帝
は
、
こ
れ
ま
で
自
分
に
仕
え
て
き
た
す
べ
て
の
女
官
や
皇
妃
へ
の

興
味
を
失
い
、
ひ
た
す
ら
か
ぐ
や
姫
の
こ
と
ば
か
り
を
思
う
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
後
、
か
ぐ
や
姫
と
の
文
の
や
り
と
り
が
始
ま
り
、
そ
れ
が
三
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年
ほ
ど
つ
づ
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
間
、
帝
が
「
独
り
住
み
」

を
つ
づ
け
、
皇
妃
を
誰
ひ
と
り
清
涼
殿
に
召
さ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
ま
た
異
様
な
事
態
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
帝
王
た

る
も
の
の
務
め
の
な
か
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
後
継
の
皇
子
を
も
う

け
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
で
は
、
そ
の
大
切
な
使
命
を
、

放
棄
し
た
も
同
然
で
あ
る
の
だ
。

で
は
、『
在
明
の
別
』
の
帝
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
帝
は
、
は
や
く
か

ら
右
大
将
の
妹
の
姫
君
の
入
内
を
熱
望
し
、
父
で
あ
る
左
大
臣
に
も
、

そ
の
こ
と
を
し
き
り
に
要
請
し
て
い
た
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
、
皇
妃
と
し

て
は
、
右
大
臣
の
大
君
（
督
の
君
）
を
筆
頭
に
、
す
で
に
多
数
の
皇
妃
が

仕
え
て
い
た
が
、
皇
子
の
誕
生
が
な
く
、
そ
れ
が
心
待
ち
に
さ
れ
る
状

況
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
な
か
、
思
い
が
け
ず
帝
が
契
り
を
か
わ
し
た
の

が
、
男
装
の
麗
人
＝
右
大
将
で
あ
る
。
八
月
十
六
日
、
衝
撃
の
一
夜
の

あ
と
、
右
大
将
恋
し
さ
に
身
悶
え
す
る
帝
と
、
秘
密
を
知
ら
れ
絶
望
の

淵
に
沈
ん
だ
右
大
将
と
の
間
で
、
息
の
詰
ま
り
そ
う
な
緊
張
関
係
が
つ

づ
く
。
ど
う
な
る
の
か
、
先
の
読
め
な
い
状
況
下
、
右
大
将
急
逝
の
報

が
京
中
を
駆
け
巡
り
、
帝
の
悲
嘆
が
最
高
潮
に
達
す
る
な
か
、
喪
中
の

左
大
臣
が
御
所
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
も
つ
れ
た
糸
は
ほ
ぐ
れ
は
じ

め
、
待
望
久
し
い
左
大
臣
の
姫
君
の
入
内
が
実
現
し
た
。
こ
の
姫
君
と

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
故
右
大
将
そ
の
人
で
あ
る
。
帝
の
寵
愛
が
、
こ

の
女
御
ひ
と
り
に
注
が
れ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
は
、

「
さ
ら
に
、「
又

（
ま
た
）人
や
あ
る
」
と
も
お
ぼ
し
召め

し
た
ら
ず
、
朝
あ
さ
ま
つ
り
ご
と
を
こ
た

政
怠

ら
せ
給
ひ4

ぬ
べ
き
御
さ
ま
な
め
り
。」（
72
オ
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
桐
壺
」

巻
に
、「
な
ほ
朝
政
は
怠
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
べ
か
め
り
。」（
①
三
六
頁
）
と
あ

る
の
を
彷
彿
さ
せ
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
同
時
に
、
か

ぐ
や
姫
ひ
と
り
を
思
い
、
ほ
か
の
皇
妃
に
見
向
き
も
し
な
く
な
っ
た
『
竹

取
物
語
』
の
帝
の
面
影
も
、
重
な
っ
て
く
る
。

か
ぐ
や
姫
は
、
帝
に
宛
て
た
文
の
な
か
に
、

宮
仕
へ
仕
う
ま
つ
ら
ず
な
り
ぬ
る
も
、
か
く
わ
づ
ら
は
し
き
身
に

て
は
べ
れ
ば
。
心
得
ず
思
し
め
さ
れ
つ
ら
め
ど
も
。
心
強
く
う
け

た
ま
は
ら
ず
な
り
に
し
こ
と
、
な
め
げ
な
る
も
の
に
思
し
め
し
と

ど
め
ら
れ
ぬ
る
な
む
、
心
に
と
ま
り
は
べ
り
ぬ
る
。（
七
五
頁
）

と
、
帝
の
思
い
に
こ
た
え
な
か
っ
た
、
い
な
、
こ
た
え
ら
れ
な
か
っ
た

事
情
を
説
明
し
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、『
在
明
の
別
』
の
右
大
将
と

は
、〈
帝
の
思
い
に
こ
た
え
た
か
ぐ
や
姫
〉
と
で
も
評
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
さ
き
に
、
同
じ
右
大
将
を
、〈
昇
天
に
失
敗
し
た
か
ぐ
や
姫
〉
と

評
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ふ
た
つ
の
側
面
は
、
同
じ
事
柄
の
、
い

わ
ば
コ
イ
ン
の
裏
表
の
関
係
に
あ
る
。『
竹
取
物
語
』
の
帝
は
、
富
士
山

頂
で
、
か
ぐ
や
姫
宛
て
の
文
と
不
死
の
薬
と
を
燃
や
さ
せ
、
永
遠
に
尽

き
る
こ
と
の
な
い
か
の
女
へ
の
思
い
を
、
立
ち
昇
る
煙
に
乗
せ
て
伝
え
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よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
う
っ
て
変
わ
っ
て
『
在
明
の
別
』
の
帝
は
、
ふ

た
り
の
皇
子
に
恵
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
帝
と
東
宮
と
な
っ
て
、
み
ず
か
ら

の
皇
統
も
安
泰
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
退
位
し
た
あ
と
は
悠
々
自
適
、
愛

す
る
女
院
と
の
仲
睦
ま
じ
い
日
々
を
お
く
り
、
す
こ
ぶ
る
満
足
そ
う
で

あ
る
。

た
だ
し
、
女
院
が
、
夫
で
あ
る
院
を
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
か

は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
院
の
ほ
う
が
、
右
大
将
の
秘
密

を
知
り
、
契
り
を
か
わ
し
た
と
き
か
ら
、
ほ
か
の
皇
妃
に
は
見
向
き
も

し
な
く
な
り
、
以
後
も
女
院
ひ
と
り
に
変
わ
ら
ぬ
愛
情
を
注
ぎ
つ
づ
け

て
い
る
こ
と
は
明
白
な
の
だ
が
、
女
院
が
か
ぐ
や
姫
の
よ
う
に
、「
君
を

あ
は
れ
と
思
」
っ
て
い
る
の
か
は
、
じ
つ
は
は
っ
き
り
し
な
い
の
だ
。

最
初
の
妊
娠
の
さ
い
、
里
下
が
り
し
て
、
心
細
い
思
い
を
し
て
い
る
こ

と
が
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

人
（
＝
対
の
上
）
の
御
上う
ゑ

に
、
恐を
そ

ろ
し
く
見み

扱あ
つ
か

は
れ
し
こ
と
（
＝
妊

娠
と
出
産
）
を
、
御
身み

に
悩な
や

ま
れ
給
ふ4

も
、
ま
こ
と
に
め
づ
ら
し
き

身み

の
宿す
く

世せ

は
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
我
（
わ
が
）御
身み

な
が
ら
、
あ
ま
り
世よ

に

あ
ま
る
ば
か
り
の
御
さ
と
り
の
深ふ

か

さ
に
て
、「
な
べ
て
の
人
に
違た
が

へえ

る
は
、
か
な
ら
ず
長な
が

かゝ
る
ま
じ
く
や
」
と
、
た
ゞ
か
り
そ
め
に
の

み
思
ひ4

な
ら
れ
給
ふ4

ま
ゝ
に
、「
内う

ち裏
の
上う
ゑ

の
、
か
つ
御
覧ら
ん

ず
る
だ

に
、
安あ

さ
か積

の
沼ぬ
ま

に
の
み
お
ぼ
し
乱み
だ

れ
た
め
る
に
、
む
な
し
く
も
聞き

こ
し
召め

し
な
ば
、
又
（
ま
た
）い
か
ば
か
り
お
ぼ
し
ま
ど
は
ん
」
と
、
さ
ま

〴
〵
あ
は
れ
な
る
事
の
み
お
ぼ
し
つ
ゞ
け
ら
る
。（
74
ウ
～
75
オ
）

こ
れ
を
見
る
と
、
自
分
を
愛
し
て
や
ま
な
い
帝
を
残
し
て
先
立
っ
た

場
合
、
ど
ん
な
に
悲
嘆
に
く
れ
る
こ
と
か
と
、「
あ
は
れ
」
に
思
い
や
っ

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
の
不
安
は
杞
憂
に

終
わ
り
、
そ
の
後
、
自
分
に
似
た
第
二
皇
子
も
無
事
誕
生
し
て
か
ら
は
、

佳
人
薄
命
の
心
配
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
か
の
ご
と
く
で
、
院
の
四
十
の

賀
ま
で
、
じ
つ
に
二
十
年
も
の
間
、
平
穏
な
日
常
が
つ
づ
い
た
。

大
堰
の
地
で
、
父
の
喪
に
服
す
る
女
院
に
対
し
て
、
離
れ
て
過
ご
す

院
の
様
子
が
、

（
自
分
も
一
緒
に
）
た
ゞ
籠こ
も

り
おを

は
し
ま
す
べ
く
の
た給ま
は
せ
掟を
き

て
し

か
ど
、（
女
院
が
）
あ
る
ま
じ
き
事
に
聞き

こ
え
さ
せ
給
ひ4

し
か
ば
、（
仙

洞
御
所
で
）
若わ
か

〳
〵
し
き
御
ひ
と
り
寝ね

に
、
長な
が

〳
〵
し
き
夜（
よ
）を
、
今い
ま

さ
ら
の
御
片か
た

敷し

き
の
す
さ
ま
じ
さ
な
り
。（
46
オ
）

と
描
か
れ
て
い
る
。
院
の
女
院
へ
の
愛
情
は
、
不
変
で
あ
る
。
そ
れ
で

も
、
喪
中
の
女
院
が
歌
を
詠
み
か
わ
す
の
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
と
お

り
、
ひ
と
り
、
東
宮
が
い
る
の
み
な
の
で
あ
る
。

描
か
れ
る
こ
と
の
な
い
女
院
の
臨
終
＝
昇
天
の
シ
ー
ン
を
思
い
浮
か
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べ
る
と
き
、
か
の
女
は
、
か
ぐ
や
姫
の
よ
う
に
、
院
へ
の
思
い
を
、
最

後
に
披
瀝
す
る
よ
う
な
こ
と
も
な
い
の
だ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

い
っ
ぽ
う
で
、
院
は
、『
竹
取
物
語
』
の
帝
さ
な
が
ら
、
最
愛
の
人
を
失

い
、
悲
嘆
に
く
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
構
図
は
、
冒
頭
の
拙
稿
の

な
か
で
引
用
し
た
、『
帝
王
編
年
記
』
巻
十
所
載
の
「
伊い

か
ご香
の
小を

江う
み

」
の

伝
承
へ
と
、
先
祖
返
り
す
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
伊
香
刀
美
に
よ
っ

て
天
の
羽
衣
を
隠
さ
れ
、
や
む
な
く
地
上
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
妻
と
な
っ

た
八
人
の
天
女
の
な
か
の
年
下
の
ひ
と
り
は
、
二
男
二
女
を
生
ん
だ
の

ち
、
天
の
羽
衣
を
探
し
出
し
、
そ
れ
を
着
て
、
本
来
の
住
処
で
あ
る
天

に
還
っ
て
行
く
。
残
さ
れ
た
男
は
、「
独
り
空
し
き
床
を
守
り
て
、
唫な

が
め詠

す
る
こ
と
断や

ま
ざ
り
き
。」（
原
漢
文
。「
新
訂
増
補
国
史
大
系
」
本
一
四
八
頁
）

と
い
う
結
末
を
迎
え
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
右
に
引
い
た
、
独
り
寝
を

か
こ
つ
院
の
姿
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

お
わ
り
に

さ
き
に
筆
者
は
、「
絵
合
」
巻
で
の
右
方
に
よ
る
『
竹
取
物
語
』
へ
の

鋭
い
批
判
を
、
く
る
り
と
反
転
さ
せ
る
や
、
た
ち
ま
ち
『
在
明
の
別
』

の
基
本
設
定
へ
と
読
み
換
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
の
だ
が
、
そ
の
具

体
相
は
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
最
後
に
、
両
者
の
対

応
関
係
を
整
理
し
た
う
え
で
、
そ
の
要
点
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

Ⅰ
父
と
娘
の
因
縁

 

翁
、「
竹
の
中
」
に
小
さ
な
子

を
発
見
、
家
に
持
ち
帰
り
、
子

と
す
る
。

 

前
世
に
お
い
て
翁
の
作
っ
た
さ

さ
や
か
な
善
根
の
果
報
と
し
て
、

贖
罪
期
間
中
の
か
ぐ
や
姫
を
授

か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
以
後
、

別
人
の
よ
う
に
裕
福
と
な
る
。

Ⅱ
娘
の
結
婚

 

裳
着
を
済
ま
せ
た
か
ぐ
や
姫

に
、
余
生
の
短
い
翁
は
、
結
婚

し
て
夫
を
も
つ
こ
と
を
望
む
。

 

五
人
の
求
婚
者
は
、
こ
と
ご
と

く
結
婚
に
到
ら
ず
。

Ⅲ
帝
の
登
場

 

五
人
も
の
貴
人
を
滅
ぼ
し
た

女
に
興
味
を
も
ち
、
翁
の
家
に

行
幸
、
力
ず
く
で
か
ぐ
や
姫
の

連
れ
去
り
を
図
る
も
、〈
隠
形
〉

の
異
能
を
見
せ
つ
け
ら
れ
、
あ

Ⅰ
父
と
娘
の
因
縁

 

藤
原
摂
関
家
の
氏
の
長
者
で

あ
る
左
大
臣
は
、
ひ
と
り
娘
を

「
春
日
の
神
」
の
託
宣
に
従
い
、

嫡
男
と
し
て
振
る
舞
わ
せ
る
。

Ⅱ
娘
の
結
婚

 

ひ
と
り
娘
は
、
男
装
し
て
い
る

た
め
、
結
婚
で
き
な
い
。
嫡
男

と
し
て
は
、
正
妻
を
も
う
け
、

一
男
一
女
を
得
る
。

 

男
装
の
秘
密
を
帝
に
よ
っ
て
暴
か
れ

た
の
ち
、
右
大
将
死
去
と
称
し
て
、

姫
君
に
す
り
替
え
、入
内
が
実
現
。

Ⅲ
帝
の
登
場

 

右
大
将
の
男
装
を
見
破
り
、
契

り
を
か
わ
す
も
、再
び
の
逢
瀬
を

も
て
ぬ
ま
ま
、
右
大
将
は
死
去
。

 

故
右
大
将
が
女
御
と
し
て
入

内
す
る
と
、
ほ
か
の
皇
妃
に
は

見
向
き
も
し
な
く
な
る
。

 

右
大
将
時
代
に
発
揮
し
た
〈
隠



― 13 ―

こ
う
し
て
見
較
べ
る
と
、
た
し
か
に
こ
こ
で
は
、「
こ
の
世
の
契
り
は

竹
の
中
に
結
び
け
れ
ば
、
下
れ
る
人
の
こ
と
と
こ
そ
は
見
ゆ
め
れ
。」
と

揶
揄
さ
れ
た
、
竹
取
の
翁
か
ら
否
応
な
く
漂
う
、
非
貴
族
的
か
つ
粗
野

な
臭
い
を
消
し
去
っ
て
、
洗
練
さ
れ
た
高
貴
な
人
々
の
み
に
よ
っ
て
繰

り
広
げ
ら
れ
る
華
や
か
な
世
界
へ
と
、
み
ご
と
に
面
目
が
一
新
さ
れ
て

い
る
。「
ひ
と
つ
家
の
内
は
照
ら
し
け
め
ど
、
も
も
し
き
の
か
し
こ
き
御

光
に
は
並
ば
ず
な
り
に
け
り
。」
と
す
る
か
ぐ
や
姫
の
存
在
感
へ
の
物
足

り
な
さ
に
つ
い
て
も
、
た
っ
た
ひ
と
り
で
、
当
代
随
一
の
貴
公
子
と
し

て
輝
か
し
い
事
績
を
残
す
い
っ
ぽ
う
、
入
内
す
る
や
女
と
し
て
の
最
高

の
栄
誉
ま
で
手
に
入
れ
、
父
の
期
待
の
遙
か
上
を
ゆ
く
活
躍
を
す
る
こ

と
で
、
一
家
の
繁
栄
を
守
り
、
将
来
へ
と
繫
ぐ
ス
ー
パ
ー
・
ヒ
ロ
イ
ン

を
物
語
の
中
心
に
据
え
た
こ
と
に
よ
り
、
じ
つ
は
古
め
か
し
い
『
竹
取

物
語
』
の
骨
格
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
す
べ
て

に
お
い
て
桁
違
い
の
ス
ケ
ー
ル
ア
ッ
プ
を
果
た
し
た
、
じ
つ
に
モ
ダ
ン

で
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
な
〈
か
ぐ
や
姫
の
物
語
〉
が
、
こ
こ
に
誕
生
し
た

の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
の
場
面
を
と
お
し
て
浮
き
彫
り
と
な
っ

た
、「
い
と
け
う
ら
に
、
老
い
を
せ
ず
な
む
。
思
ふ
こ
と
も
な
く
は
べ
る

な
り
。」（
七
〇
頁
）
と
さ
れ
る
天
人
を
前
に
、
そ
の
無
力
さ
を
露
呈
し
、

卑
小
か
つ
猥
雑
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
痛

切
な
「
あ
は
れ
」
と
の
感
情
に
囚
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ

れ
蓑
〉
の
異
能
は
失
わ
れ
る
。

 

妊
娠
中
、
女
姿
に
馴
染
め
な
い

ま
ま
里
邸
で
過
ご
す
女
御
と
、

文
の
や
り
と
り
を
す
る
。

Ⅳ
昇
天

 「
八
月
十
五
夜
」
の
翌
日
、
右

大
将
は
正
体
を
暴
露
さ
れ
、

〈
昇
天
〉
の
思
い
は
頓
挫
。

 
院
の
四
十
の
賀
の
お
り
、
七
人

の
天
女
降
臨
、
女
院
に
昇
天
を

促
す
も
、
地
上
に
と
ど
ま
る
。

 

父
大
臣
、
女
院
の
稀
有
な
る
宿

世
を
噛
み
締
め
、
満
足
裡
に
往

生
の
素
懐
を
遂
げ
る
。

 

父
の
死
に
無
常
を
観
じ
た
女

院
は
、
じ
し
ん
の
「
さ
ら
ぬ
別

れ
も
」
も
覚
悟
す
る
。

 

院
の
女
院
に
対
す
る
一
途
な

愛
情
は
変
わ
ら
ぬ
い
っ
ぽ
う

で
、
女
院
の
院
へ
の
思
い
の
ほ

ど
は
、
不
明
の
ま
ま
。

え
な
く
断
念
。

 
一
目
見
た
か
ぐ
や
姫
が
忘
れ

ら
れ
ず
、
ほ
か
の
皇
妃
を
相
手

に
し
な
く
な
る
。

 

か
ぐ
や
姫
と
始
め
た
文
の
や

り
と
り
に
心
を
慰
め
る
。

Ⅳ
昇
天

 「
八
月
十
五
夜
」
天
人
た
ち
が

か
ぐ
や
姫
を
迎
え
に
降
臨
。

 

か
ぐ
や
姫
、
別
れ
に
当
た
り
、

帝
へ
の
思
い
を
文
に
し
た
た
め

る
。

 「
天
の
羽
衣
」
を
着
せ
ら
れ
、

別
れ
の
つ
ら
さ
も
消
え
て
、
昇

天
。

 

翁
や
嫗
、「
血
の
涙
」
を
流
し

て
悲
し
む
。

 

帝
、
昇
天
し
た
か
ぐ
や
姫
へ
の

思
い
を
届
け
る
べ
く
、
富
士
山

頂
で
文
と
不
死
の
薬
を
燃
や

さ
せ
る
。
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と
に
よ
り
、
む
し
ろ
人
間
は
人
間
た
り
え
て
い
る
の
だ
、
と
い
っ
た
、

逆
説
的
な
人
間
肯
定
の
姿
勢
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
読
み
手
の
自
己
認

識
を
も
覚
醒
、
更
新
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
『
竹
取
物
語
』
の
発
す
る

力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
は
、
さ
す
が
に
頽
唐
期
の
物
語
ら
し
く
、
も
は

や
『
在
明
の
別
』
の
受
け
継
ぐ
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

複
雑
に
絡
み
合
う
さ
ら
に
苛
烈
な
人
間
模
様
の
な
か
で
、
や
す
や
す
と

は
共
感
、
共
有
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
留
保
さ
れ
て
い
る
。

む
し
ろ
、
そ
う
し
た
関
係
性
を
築
く
こ
と
の
困
難
さ
こ
そ
が
、
こ
の
『
在

明
の
別
』
で
は
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
あ
た
り

の
詳
細
に
つ
い
て
も
、
前
掲
拙
著
・
前
編
の
各
章
に
お
い
て
縷
説
し
た
。

参
照
を
乞
う
。（
二
〇
二
一
年
一
月
稿
、
九
月
補
訂
）

〔
付
記
〕

　

本
稿
は
、
前
掲
拙
著
の
「
あ
と
が
き
」
の
末
尾
に
、

　
　

 　

最
後
に
、
本
書
で
検
討
が
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
に
、『
在
明
の
別
』
と
は
、

『
竹
取
物
語
』
の
壮
大
な
る
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
作
品
、
ハ
イ
パ
ー
〈
か
ぐ
や

姫
の
物
語
〉
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
原
稿
提
出
後
に
思

い
到
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。（
中
略
）
も
っ
と
踏
み
込
ん
だ
両
者
の
関

係
性
に
つ
い
て
は
、
ぜ
ひ
と
も
明
ら
か
に
す
る
責
務
を
感
じ
て
お
り
、「
あ

と
が
き
」
を
書
く
暇
が
あ
れ
ば
、
今
の
う
ち
に
か
た
ち
に
し
ろ
と
、
じ
し

ん
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
三
五
七
頁
）

と
記
す
こ
と
で
、
じ
し
ん
に
課
し
て
い
た
宿
題
へ
の
、
答
え
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
退
職
を
控
え
た
二
〇
二
一
年
二
月
十
九
日
（
金
）
の
午
後
に
、
オ
ン
ラ

イ
ン
で
開
催
さ
れ
た
最
終
講
義
に
お
い
て
、
本
稿
の
概
要
を
お
話
し
す
る
機
会
を

得
た
。
関
係
各
位
に
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

　

さ
ら
に
、
前
掲
拙
著
に
つ
い
て
は
、
琉
球
大
学
の
萩
野
敦
子
氏
に
よ
る
書
評
が

「
図
書
新
聞
」
３
５
０
３
号
（
二
〇
二
一
年
七
月
十
日
）
に
掲
載
さ
れ
、
そ
こ
で

も
、
右
の
「
あ
と
が
き
」
に
記
し
た
拙
論
へ
の
興
味
を
示
し
て
い
た
だ
い
た
。
あ

り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、「
図
書
新
聞
」
当
該
号
を
自
宅
宛
て
に
お

送
り
く
だ
さ
っ
た
、
九
州
大
学
出
版
会
の
尾
石
理
恵
さ
ん
に
も
、
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

（
か
ら
し
ま　

ま
さ
お
・
九
州
大
学
名
誉
教
授
）


