
土
岐
武
治

鈴
木
弘
道
氏
の
御
高
著
「
寝
覚
物
語
の
基
礎
的
て
も
解
る
よ
う
に
、
鈴
木
氏
は
今
日
ま
で
夜
半
の

研
究
」
は
全
篇
四
四
九
頁
に
及
ぶ
大
作
の
御
本
で
、
寝
覚
論
文
と
し
て
、
単
行
本
所
収
論
文
、
及
び
雑

そ
の
著
作
の
目
次
は
、
先
づ
冒
頭
に
序
説
を
配
し
、
誌
所
載
論
文
な
ど
併
せ
て
四
十
種
に
も
及
ぶ
業
績

次
に
第
一
章
と
し
て
、
寝
覚
物
語
の
伝
本
に
関
す
を
持
っ
て
居
ら
れ
る
が
、
今
回
の
「
寝
覚
物
語
の

る
考
察
、
続
い
て
第
二
章
は
寝
覚
物
語
の
成
立
に
基
礎
的
研
究
」
の
内
容
は
、
同
書
の
後
記
に
も

関
す
る
考
察
、
そ
し
て
第
三
章
は
寝
覚
物
語
の
素
「
こ
れ
ら
の
論
考
に
は
、
断
片
的
に
発
表
し
た
旧

材
に
関
す
る
考
察
と
い
う
具
合
で
、
そ
の
後
に
付
稿
を
補
訂
し
た
も
の
が
か
な
り
あ
る
か
ら
云
々
」

録
と
し
て
、
寝
覚
物
語
絵
巻
詞
書
註
釈
と
寝
覚
物
と
伝
え
る
通
り
、
著
者
が
今
日
ま
で
上
述
の
如
く

語
研
究
文
献
目
録
と
が
収
救
さ
れ
、
更
に
ま
た
索
発
表
さ
れ
た
諸
論
文
に
更
に
筆
を
加
え
ら
れ
、
調

引
、
後
記
も
加
わ
る
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
る
。
査
研
究
を
取
揃
え
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
が
、
本

こ
れ
ら
の
中
、
上
述
の
伝
本
に
関
す
る
考
察
は
全
書
の
全
貌
と
思
わ
れ
る
。

頁
の
九
十
二
頁
、
成
立
に
関
す
る
考
察
は
八
十
五
こ
の
本
の
序
曲
と
も
い
う
尋
へ
き
冒
頭
の
序
説
に

頁
、
素
材
に
関
す
る
考
察
は
九
十
頁
と
な
り
、
こ
は
、
「
第
一
節
寝
覚
物
語
の
創
作
意
義
」
を
明
ら

れ
ら
三
章
併
せ
て
二
百
六
十
七
頁
で
、
本
耆
全
頁
か
に
し
、
そ
の
中
に
、
寝
覚
物
語
の
創
作
手
法
は

の
五
十
九
・
五
％
本
研
究
書
の
中
心
を
占
め
て
い
源
氏
以
後
の
亜
流
文
学
作
品
と
同
様
に
源
氏
物
語

る
。
の
趣
向
を
椣
倣
し
、
又
そ
の
模
倣
も
当
時
の
物
語

本
書
の
末
尾
収
載
の
研
究
文
献
目
録
を
検
討
し
創
作
の
必
然
性
か
ら
斯
く
し
た
も
の
で
あ
る
と
の

書
評
鈴
木
弘
道
著
「
寝
覚
物
語
の
推
礎
的
研
究
」

書
評

鈴
木
弘
道
著

「
寝
覚
物
語
の
基
礎
的
研
究
」

こ
と
を
考
証
づ
け
て
い
る
。
尚
こ
れ
ら
の
考
証
手

段
の
一
つ
と
し
て
無
名
草
子
の
寝
覚
へ
の
批
判
態

度
を
重
要
な
、
そ
の
参
考
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

本
書
の
特
長
が
窺
わ
れ
る
。
例
え
ば
筆
者
は
無
名

草
子
に
は
、
「
源
氏
物
語
を
は
じ
め
先
行
の
作
品

に
対
す
る
模
倣
そ
の
も
の
を
非
難
す
る
個
所
は
ど

こ
に
も
見
当
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
模
倣
を
当
然
の

こ
と
と
し
て
認
容
す
る
そ
ぶ
り
さ
え
見
受
け
ら
れ

る
」
と
述
・
へ
て
い
る
辺
に
、
そ
の
間
の
事
情
が
よ

く
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
尚
平
安
末
期
の

物
語
研
究
こ
そ
源
氏
研
究
の
一
環
で
も
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
本
節
の
最
後
に
力
説
し

て
お
ら
れ
る
。

序
説
の
第
二
節
と
し
て
「
寝
覚
物
語
研
究
の
現

段
階
と
問
題
点
」
と
し
て
、
一
、
伝
本
の
研
究

二
、
作
者
・
成
立
年
代
の
研
究
三
、
關
巻
に
関

す
る
研
究
四
、
註
釈
的
研
究
五
、
そ
の
他
と

し
て
、
寝
覚
物
語
絵
巻
・
寝
覚
の
題
号
そ
の
他
に

つ
い
て
の
現
段
階
と
問
題
点
と
い
う
体
裁
で
繧
煮

述
べ
て
い
る
が
、
著
者
は
要
す
る
に
寝
覚
研
究
は

ま
だ
基
礎
的
な
研
究
の
範
囲
を
出
て
い
な
い
と
結

論
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
序
説
の
次
は
、
い
よ
い
よ
本
論
で
、

四
九



そ
の
第
一
章
は
「
寝
覚
物
語
の
伝
本
に
関
す
る
考

察
」
と
題
し
、
前
田
家
本
の
特
色
、
中
村
本
の
資

料
的
価
値
、
黒
川
本
最
善
本
説
批
判
な
ど
を
書
き

立
て
ら
れ
て
い
る
。
元
来
寝
覚
の
現
存
諸
本
に
は
、

原
作
系
の
も
の
八
本
、
改
作
系
の
も
の
二
本
と
さ

れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
改
作
系
の
前
田
家
本
こ
そ

「
他
本
に
比
類
な
き
最
も
貴
重
な
る
伝
本
」
と
認

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
考
証
の
方
法
は
、
細
部
に

亘
っ
て
本
の
内
部
的
外
部
的
な
徴
証
を
糺
し
、
そ

の
結
果
斯
く
云
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

前
田
家
本
の
解
説
の
次
に
中
村
本
の
資
料
的
価

値
に
つ
い
て
述
、
へ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
村
本
は
、

神
宮
文
庫
本
（
中
村
本
の
巻
二
に
相
当
す
る
部
分
し
か

な
い
写
本
で
あ
る
）
と
同
様
、
改
作
系
の
本
で
あ
る

が
、
原
作
系
の
中
間
、
末
尾
な
ど
の
欠
巻
部
分
の

内
容
に
つ
い
て
の
想
定
や
、
流
布
本
の
本
文
研
究

に
大
き
な
役
割
を
果
す
諸
点
に
つ
い
て
種
交
実
証

し
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
章
の
最
後
は
「
黒
川
本
最
善
本
説
批
判
」

の
論
考
と
な
っ
て
い
る
。
藤
岡
作
太
郎
博
士
は

「
国
文
学
全
史
」
の
平
安
朝
篇
に
、
こ
の
本
を
初

め
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
惜
し
い
事
に

は
黒
川
本
を
中
村
本
同
様
に
寝
覚
の
改
作
本
と
見

誤
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
藤
岡
博
士
と

同
じ
頃
に
大
野
木
克
豊
氏
と
い
う
方
が
居
た
が
、

こ
の
方
の
「
寝
覚
物
語
考
略
」
の
一
部
が
雑
誌

「
文
学
」
や
関
根
・
小
松
両
氏
共
著
「
寝
覚
物
語

全
釈
」
に
発
表
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
「
最
善
本
と
云
わ
れ
る
前
田
家
本
も

所
謂
黒
川
本
な
る
古
写
本
に
比
す
れ
ば
、
決
し
て

優
れ
り
と
云
う
を
得
な
い
」
と
述
べ
て
居
る
が
、

著
者
は
こ
の
黒
川
本
の
紹
介
本
文
の
異
文
と
前
田

家
本
と
を
対
校
精
査
し
、
又
そ
の
作
業
の
み
に
止

ま
ら
ず
、
更
に
原
形
本
の
諸
本
を
も
併
せ
参
照
さ

れ
て
黒
川
本
の
正
体
を
つ
か
ま
れ
た
結
果
、
大
野

木
氏
の
云
う
黒
川
最
善
本
説
は
、
根
拠
薄
弱
な
る

こ
と
が
解
り
、
本
項
は
そ
れ
ら
に
関
す
る
高
説
で

あ
る
。本

論
の
第
二
章
は
寝
覚
物
語
の
成
立
に
関
す
る

考
察
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
第
一
節
は

従
来
の
研
究
と
そ
の
批
判
で
、
第
二
節
は
寝
覚
・

浜
松
の
歌
と
菅
原
孝
標
女
の
歌
と
の
比
較
か
ら
成

り
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
定
家
自
筆
の
更
級
日

記
の
奥
書
や
拾
遺
百
番
歌
合
の
最
初
に
更
級
日
記

の
作
者
孝
標
の
女
が
同
時
に
夜
半
の
寝
覚
。
三
津

の
浜
松
と
同
一
作
者
で
あ
る
と
い
う
記
事
が
見
え

五
○

る
が
、
著
者
は
、
第
一
節
に
於
て
は
こ
の
伝
説
に

つ
い
て
の
従
来
の
肯
定
説
・
否
定
説
を
整
理
し
客

観
的
な
批
判
を
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
節

で
は
以
上
の
見
地
か
ら
更
に
寝
覚
・
浜
松
作
者
の

和
歌
と
孝
標
女
の
和
歌
と
を
比
較
し
て
、
そ
れ
ら

の
作
者
推
定
の
一
試
論
を
進
め
た
の
で
あ
る
。
こ

の
場
合
寝
覚
の
作
者
の
歌
に
つ
い
て
は
、
夜
半
の

寝
覚
物
語
所
載
の
和
歌
は
勿
論
、
拾
遺
百
番
歌
合
、

風
葉
和
歌
集
、
無
名
草
子
、
或
は
寝
覚
物
語
絵
巻

な
ど
に
見
え
る
寝
覚
の
歌
で
他
本
と
重
複
し
な
い

も
の
を
総
て
綱
羅
収
録
し
、
上
述
の
如
く
比
較
検

討
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
著
者

は
「
ど
う
し
て
も
寝
覚
・
浜
松
孝
標
女
作
こ
そ
最

も
妥
当
な
結
論
と
す
ゞ
へ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

て
く
る
」
と
従
来
の
肯
定
説
に
疑
問
を
持
た
れ
な

が
ら
も
斯
く
認
容
さ
れ
て
い
る
。
第
三
節
の
「
寝

覚
物
語
の
成
立
年
代
覚
書
」
で
は
、
従
来
の
成
立

研
究
の
内
容
を
再
吟
味
し
、
或
は
又
私
見
を
試
み

な
ど
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
著
者
自
ら

「
い
づ
れ
も
根
拠
薄
弱
で
、
そ
れ
故
強
く
主
張
す

る
気
持
な
ど
全
然
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
つ
ま

り
著
者
は
、
こ
こ
で
現
在
の
段
階
に
お
い
て
は
本

当
に
解
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
解
っ
た
と
い
う
こ
と



の
客
観
条
件
を
陳
述
さ
れ
た
よ
う
に
伺
わ
れ
る
。
条
・
一
条
・
石
山
・
西
山
・
嵯
峨
野
、
北
山
な
ど

本
論
の
第
三
章
は
寝
覚
物
語
の
素
材
に
関
す
る
の
地
名
の
所
在
を
山
城
名
勝
志
と
か
、
平
安
通
志

考
察
と
し
て
、
第
一
節
は
主
要
豈
場
人
物
の
準
拠
、
な
ど
の
書
物
に
よ
っ
て
、
寝
覚
に
お
け
る
そ
れ
ら

第
二
節
は
天
人
降
下
事
件
、
第
三
節
は
地
理
的
素
の
場
所
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

材
と
に
分
け
ら
れ
て
あ
る
。
こ
の
登
場
人
物
の
準
最
後
に
付
録
と
し
て
、
そ
の
第
一
に
寝
覚
物
語

拠
に
つ
い
て
の
解
明
に
は
、
資
料
的
に
乏
し
い
現
絵
巻
詞
書
註
釈
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
絵
巻
詞
は

状
に
於
て
は
頗
る
困
難
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
中
奈
良
県
大
和
文
華
館
蔵
の
絵
巻
に
よ
っ
た
も
の
で

で
著
者
は
但
馬
守
時
明
に
つ
い
て
、
故
関
白
に
っ
あ
る
。
か
っ
て
藤
田
徳
太
郎
・
増
淵
恒
吉
両
氏
共

い
て
、
内
大
臣
す
な
わ
ち
寝
覚
の
男
主
人
公
（
中
著
「
よ
は
の
ね
ざ
め
」
註
釈
害
の
末
尾
に
も
、
田

納
言
）
の
四
人
に
つ
い
て
細
密
な
る
検
討
を
加
え
中
親
美
翁
の
模
写
本
に
よ
る
寝
覚
物
語
絵
巻
の
絵

て
取
扱
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
著
者
は
そ
の
結
論
詞
の
頭
註
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
鈴
木

Ｊ

と
し
て
、
こ
れ
ら
作
品
の
登
場
人
物
の
典
拠
は
、
氏
の
絵
巻
詞
の
註
釈
は
頗
る
詳
し
く
、
種
を
、
の
点

史
実
か
ら
ヒ
ン
ト
を
取
る
一
方
源
氏
の
該
当
人
物
に
お
い
て
藤
田
・
増
淵
両
氏
の
頭
註
の
不
詳
や
不

を
そ
れ
に
混
入
し
つ
つ
描
い
た
も
の
で
は
な
か
ろ
備
の
個
所
を
増
補
訂
正
し
た
も
の
と
云
っ
て
、
決

一
う
か
と
推
測
し
て
い
る
。
第
二
節
の
天
人
降
下
事
し
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
付
録
の
第
二
と
し
て

件
と
は
、
夜
半
の
寝
覚
物
語
の
冒
頭
に
見
え
る
事
は
、
寝
覚
物
語
研
究
文
献
目
録
が
収
載
さ
れ
て
い

件
で
あ
っ
て
、
八
月
十
五
夜
、
夢
に
天
人
が
現
れ
る
が
、
今
後
の
研
究
者
に
色
々
の
便
宜
を
与
え
て

て
女
二
宮
に
箏
の
琴
を
教
へ
、
翌
年
も
又
教
え
る
い
る
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
の
準
拠
に
つ
い
て
以
上
本
書
を
通
読
し
て
感
ず
る
こ
と
は
、
そ
れ

著
者
は
、
こ
れ
は
琵
琶
伝
授
説
話
の
変
型
で
は
な
ら
の
高
説
は
全
く
学
界
未
踏
の
新
説
と
云
う
よ
り

い
か
と
も
推
定
さ
れ
る
が
、
果
し
て
ど
う
か
と
疑
も
、
寧
ろ
従
来
の
専
門
諸
家
の
旧
説
を
ば
、
著
者

問
視
の
中
に
斯
く
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
の
周
到
な
実
証
に
よ
っ
て
批
判
し
、
そ
の
結
果
妥

三
節
は
地
理
的
素
材
と
し
て
物
語
に
見
え
る
、
九
当
と
推
断
さ
れ
る
方
の
研
究
を
採
択
し
て
、
更
に

書
評
鈴
木
弘
道
著
「
寝
覚
物
語
の
基
礎
的
研
究
」

ノ

当
該
説
に
考
証
を
積
み
重
ね
る
手
法
に
よ
っ
て
学

問
上
一
歩
前
進
を
期
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。た

だ
本
書
の
卓
説
中
次
の
事
項
に
関
し
て
は
、

卿
か
疑
義
を
感
ず
る
の
で
、
左
に
浅
学
を
顧
み
ず

私
見
を
述
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

⑩
「
第
一
章
寝
覚
物
語
の
伝
本
に
関
す
る
考
察
」

の
「
第
一
節
前
田
家
本
の
特
色
」
五
七
頁
の
と
こ

ろ
に
次
の
一
文
詞
が
見
え
る
。

つ
と
め
て
よ
り
雨
降
り
暮
ら
せ
ば
、
月
も
あ
る

ま
じ
き
な
め
り
と
口
惜
し
う
眺
め
暮
ら
す
に
、

夕
ざ
り
っ
方
風
打
ち
吹
き
て
、
月
あ
り
し
よ
り

も
空
す
み
て
明
く
な
り
ぬ
。
（
校
註
夜
半
の
寝
覚

本
六
頁
）

右
の
「
空
す
み
て
」
の
用
例
と
し
て
、
本
書
六
一

頁
に
著
者
は
、
「
対
校
源
氏
物
語
新
釈
」
に
よ
っ

て
次
の
二
例
を
あ
げ
て
い
る
。

㈲
月
は
入
方
の
空
清
う
澄
み
わ
た
れ
る
に
（
桐

壷
巻
）

㈲
を
や
み
な
か
り
し
空
の
気
色
、
名
残
な
く
澄

み
わ
た
り
て
（
明
石
巻
）

こ
の
事
に
関
し
私
の
不
審
な
点
は
、
ｅ
の
用
例

「
月
は
入
方
の
空
清
う
澄
み
渡
れ
る
に
風
い
と
涼

五
、
一



し
く
な
り
て
云
々
」
の
芳
線
の
個
所
で
あ
る
が
、

そ
の
通
釈
は
「
入
が
た
近
い
月
影
は
水
の
や
う
な

空
に
澄
み
渡
っ
て
」
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ

て
主
語
・
述
語
の
関
係
は
「
月
は
…
…
澄
み
渡
れ

る
に
」
と
な
る
文
体
な
の
で
、
上
の
「
空
す
み
て
」

の
用
例
と
し
て
ど
う
も
納
得
し
難
い
。
殊
に
桐
壺

の
こ
の
用
例
文
の
前
、
つ
ま
り
靱
負
命
婦
が
勅
旨

を
奉
じ
て
更
衣
の
母
を
訪
ね
ら
れ
る
時
の
情
景
の

一
文
に
「
夕
月
夜
の
を
か
し
き
程
に
出
し
立
て
さ

せ
給
ひ
て
」
と
あ
り
、
又
上
の
㈲
の
用
例
の
後
、

す
な
わ
ち
命
婦
が
復
命
を
申
せ
ば
、
帝
は
悲
嘆
を

新
し
く
な
さ
る
一
詞
中
に
「
こ
と
に
も
あ
ら
ず
思

し
消
ち
て
、
も
て
な
し
給
ふ
な
る
べ
し
。
月
寸
入

り
ね
。
」
と
あ
っ
て
、
㈲
の
用
例
の
澄
み
渡
れ
る

入
方
近
い
月
も
こ
の
場
面
に
入
る
と
西
に
落
ち
た

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
夕
月
夜
…
…
出

で
」
の
文
面
の
後
は
「
月
は
澄
み
渡
れ
る
に
」
・

「
月
も
入
り
ね
」
な
ど
と
な
っ
て
、
物
語
は
月
の

『

動
き
を
配
し
て
時
の
経
過
を
叙
し
て
い
る
こ
と
か

ら
推
し
て
も
、
著
者
が
云
わ
れ
る
用
例
日
の
「
澄

み
渡
れ
る
」
の
主
語
は
「
月
は
」
で
な
く
て
は
な

る
ま
い
。
な
お
参
考
ま
で
に
「
月
：
…
・
澄
む
」
と

同
形
の
用
例
を
挙
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

○
月
も
入
か
た
に
な
る
ま
ま
に
す
み
圭
さ
り
て

（
源
氏
明
石
巻
）

○
天
の
原
ふ
り
行
く
そ
ら
を
な
が
む
れ
ば
か
す

み
て
す
め
る
春
の
夜
の
月
（
新
拾
春
上
）

○
空
た
か
く
澄
み
と
ほ
る
月
は
影
さ
え
て
、
し

ば
ふ
に
白
き
霜
の
明
方
（
風
雅
冬
）

前
用
例
文
「
つ
と
め
て
よ
り
云
煮
」
中
の
「
空
澄

み
て
」
の
個
所
は
現
存
諸
本
中
前
田
家
本
の
み

「
う
ち
澄
み
て
」
と
あ
っ
て
、
他
の
諸
本
間
に
は

異
同
が
な
い
ら
し
い
。
草
仮
名
「
う
（
宇
）
」
と

「
そ
（
曾
）
」
、
「
ら
（
良
と
と
「
ち
（
知
）
」
と

は
互
に
字
体
が
頗
る
近
似
し
て
い
る
関
係
上
、
原

文
の
「
そ
ら
澄
み
て
」
が
「
う
ち
澄
み
て
」
と
無

意
識
に
紛
れ
、
誤
っ
て
伝
来
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
今
年
八
月
十
五
夜
の
様
を
述
べ

て
い
る
。
こ
の
「
つ
と
め
て
よ
り
云
を
」
の
用
例

文
中
に
見
え
る
「
月
あ
り
し
よ
り
も
」
の
「
あ
り

し
」
は
一
体
何
時
を
指
す
の
か
を
吟
味
す
る
に
、

そ
れ
は
該
用
例
文
の
前
に
見
え
る
。
つ
ま
り
昨
年

の
八
月
十
五
夜
の
月
明
り
の
場
面
描
出
の
「
八
月

十
五
夜
、
常
よ
り
も
明
し
と
云
ふ
中
に
も
雲
な
き

に
云
々
」
の
個
所
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ら
ぬ
も

の
た
る
》
フ
か
。

ら
か
に
お
ば
す
め
れ
ど

と
な
る
う
。
と
こ
ろ
で
、
．
こ
の
本
文
の
「
女
に
て
」

の
「
に
て
」
を
吟
味
す
る
に
、
こ
の
に
は
指
定
の

「
な
り
」
の
連
用
形
「
に
」
に
助
詞
「
て
」
の
付

い
た
形
で
、
「
か
を
り
美
し
き
さ
ま
は
、
女
に
て

見
奉
ら
ま
ほ
し
う
清
ら
な
り
（
源
氏
賢
木
巻
）
」
の

「
に
て
」
と
同
様
の
形
で
、
意
味
と
し
て
は
「
：
．

た
ひ
ら
か
に
お
は
す
め
れ
ど
、
い
か
で
か
は
、

あ
る
か
な
き
か
に
隠
ろ
へ
た
る
さ
ま
に
な
む
と

申
す
。

右
の
芳
線
の
個
所
は
雅
子
君
の
詞
の
一
句
で
あ
る

が
、
こ
の
語
句
に
つ
き
著
者
は
、
「
生
ま
れ
た
の

は
女
児
で
あ
っ
て
、
女
主
人
公
の
、
そ
の
御
産
は

平
穏
で
い
ら
っ
し
や
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
」

と
註
釈
し
て
居
ら
れ
る
。
今
仮
り
に
著
者
の
解
釈

か
ら
し
て
右
の
例
文
を
文
脈

五
二

②
ま
た
「
付
録
第
一
寝
覚
物
語
絵
巻
詞
害
註
釈
」

の
㈲
第
四
段
第
五
枚
（
雅
子
君
冷
泉
院
に
拝
謁
す
）

四
二
頁
の
と
こ
ろ
に
次
の
本
文
が
見
え
る
。

ど
も
、
さ
る
心
に
は
あ
り
け
る
と
て
、
え
心
づ

よ
が
り
果
て
た
ま
は
ず
、
泣
か
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
、

い
み
じ
く
い
と
ほ
し
く
お
ぽ
ゆ
れ
ど
、
女
に
て

｜
生
ま
れ
た
の
は
一
女
に
て

ｌ
』
述

主
「
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
》
述

上
か
ら
整
理
す
れ
ば
、

｜
女
主
人
公
一

主
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．
・
・
’
一
シ
テ
」
・
「
…
…
ト
シ
テ
」
と
い
う
指
定
の
意

と
な
る
。
事
態
・
資
格
を
示
す
「
ナ
’
一
に
て
御
元

服
し
給
ふ
（
源
氏
桐
壺
巻
こ
・
「
た
だ
う
と
に
て
お

ほ
や
け
の
御
後
見
を
す
る
な
む
（
源
氏
桐
壺
巻
）
」

な
ど
の
格
助
詞
の
に
て
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る

し
か
も
「
女
に
て
」
の
「
に
て
」
は
、
普
通
そ
の

下
に
く
る
「
あ
り
」
・
「
お
は
す
」
・
「
候
ふ
」
・
「
は

べ
り
」
な
ど
と
呼
応
し
て
断
定
の
意
を
表
わ
す
も

の
で
あ
る
。
著
者
が
四
一
三
頁
に
お
い
て
い
ら
れ

書
評
鈴
木
弘
道
著
「
寝
覚
物
語
の
基
礎
的
研
究
」 る

「
平
か
に
、
女
に
て
お
は
し
ま
す
（
石
山
で
大

姫
君
誕
生
し
た
時
の
一
文
）
」
も
同
様
こ
の
「
に
て
」
・

「
お
は
し
ま
す
」
と
は
呼
応
の
形
を
な
す
も
の
で

あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
冒
頭
の
例
文
の

「
女
に
て
た
ひ
ら
か
に
お
は
す
め
れ
ど
」
は

女
に
て
…
…
：
・
お
は
す
め
れ
ど

と
の
形
と
な
る
。
従
っ
て
該
文
の
意
味
は
「
女
主

人
公
は
女
の
身
と
し
て
、
安
ら
か
に
い
ら
っ
し
や

る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
」
と
な
る
の
が
語
法
上
か

ら
も
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
如

何
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
筆
を
燗
く
に
当
り
、
氏
の
こ
の
御
労
作

に
接
し
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
と
共
に
、
今
後
の

御
研
究
を
期
待
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

．
〔
塙
書
房
昭
和
四
十
年
六
月
Ａ
５
判
特
製

四
百
四
十
九
頁
二
千
七
百
円
〕

五

三


