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．
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じ
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蝉
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こ
れ
は
一
九
九
五
年
度
公
開
の
映
画
『
い
つ
か
晴
れ
た
日
に
』
の
主
人
公
エ
リ
ノ

ア
・
ダ
ッ
シ
ュ
ウ
ッ
ド
の
台
詞
で
あ
る①
。
荘
園
主
だ
っ
た
父
の
死
後
、
兄
（
先
妻
の

子
）
が
そ
の
地
位
と
財
産
を
相
続
し
た
こ
と
で
、母
（
後
妻
）
や
妹
た
ち
と
と
も
に
生

活
の
激
変
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
若
い
女
性
が
、
お
の
れ
の
不
遇
を
か
こ

つ
青
年
に
向
か
っ
て
語
る
こ
の
言
葉
は
、
字
幕
で
「
つ
ま
ら
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
け

ど
、
女
は
仕
事
も
許
さ
れ
ず
、
希
望
も
持
て
な
い
わ
。（
中
略
）
女
は
仕
事
も
だ
め
」

と
翻
訳
さ
れ
る
。
こ
の
台
詞
は
映
画
の
前
半
、
ふ
た
り
の
気
持
ち
が
接
近
す
る
場
面

で
使
わ
れ
る
。
し
か
し
、
原
作
の
中
に
エ
リ
ノ
ア
が
こ
の
よ
う
な
思
い
を
吐
露
す
る

場
面
は
見
当
た
ら
な
い
。

こ
の
映
画
の
原
作
『
分
別
と
多
感
』（
原
題"S

en
se an

d
 S

en
sibility"

）
が
イ
ギ
リ

ス
で
出
版
さ
れ
た
の
は
一
八
一
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
一
八
〇
年
あ
ま
り

の
歳
月
を
経
て
、
階
級
社
会
に
縛
ら
れ
る
女
性
の
「
自
活
し
た
く
て
も
で
き
な
い
も

ど
か
し
さ
」
が
明
確
な
言
葉
と
な
り
、
さ
し
た
る
違
和
感
も
な
く
作
品
に
溶
け
込
む

の
は
、
映
画
『
い
つ
か
晴
れ
た
日
に
』
が
原
作
者
ジ
ェ
ー
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
手

を
離
れ
、
現
代
の
映
画
人
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
別
の
物
語
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ち

な
み
に
脚
色
を
担
当
し
た
エ
マ
・
ト
ン
プ
ソ
ン
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
を
卒
業
後
、

俳
優
・
脚
本
家
・
監
督
と
し
て
成
功
し
た
一
九
五
九
年
生
ま
れ
の
女
性
で
、
こ
の
映

画
で
は
エ
リ
ノ
ア
を
演
じ
て
い
る
。

文
学
作
品
が
後
人
の
手
で
翻
案
さ
れ
る
と
き
、
翻
案
時
に
お
け
る
「
現
代
」
が
遮

断
さ
れ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
こ
に
は
今
を
生
き
る
人
々
の
感
覚
な
り
人
生
観

な
り
が
少
な
か
ら
ず
反
映
さ
れ
、
と
き
に
は
行
間
か
ら
も
言
葉
が
立
ち
上
が
る
。
そ

の
意
味
で
、
エ
リ
ノ
ア
の "W

e can
n

ot even
 earn

 ou
rs." 

と
い
う
発
言
は
、
ト
ン

プ
ソ
ン
自
身
の
「
も
ど
か
し
さ
」
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
エ
リ
ノ
ア
の
問
題

を
現
代
人
の
感
覚
で
と
ら
え
、
そ
の
判
断
を
エ
リ
ノ
ア
に
押
し
つ
け
た
と
も
言
え
る

だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
脚
色
に
よ
っ
て
原
作
と
観
客
と
の
距
離
が

縮
ま
っ
て
い
く
の
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
後
人
の
脚
色
が
な
く
て
も
別
々
の
作
品
に
「
同
じ
物
語
」

を
見
出
す
場
合
が
あ
る
。『
分
別
と
多
感
』
の
二
年
後
、オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
日
本
で
も

人
気
の
高
い
『
高
慢
と
偏
見
』（
原
題"P

rid
e an

d
 P

reju
d

ice"

）
を
発
表
す
る
。
こ
の

作
品
は
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
シ
ア
の
小
地
主
ベ
ネ
ッ
ト
氏
の
娘
た
ち
が
結
婚
相
手
を
得

る
ま
で
の
経
緯
を
描
い
た
も
の
で
、
作
者
の
鋭
い
人
間
観
察
か
ら
生
ま
れ
た
興
味
深

い
人
物
が
次
々
登
場
す
る
。
そ
の
中
で
今
回
注
目
し
た
い
の
は
、
次
女
エ
リ
ザ
ベ
ス

の
友
人
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ル
ー
カ
ス
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
は
ル
ー
カ
ス
卿
の「
も

の
わ
か
り
の
い
い
頭
の
い
い
娘
」
で
、
年
の
こ
ろ
は
二
十
七
、
当
時
の
独
身
女
性
と
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し
て
は
危
機
的
な
年
齢

4

4

4

4

4

4

に
達
し
て
い
た
。お
そ
ら
く
そ
れ
が
最
大
の
理
由
で
あ
ろ
う
、

牧
師
の
コ
リ
ン
ズ
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
へ
の
求
婚
に
失
敗
し
た
こ
と
を
知
る
と
、
計
算
ず

く
で
彼
に
近
づ
き
、
首
尾
よ
く
コ
リ
ン
ズ
夫
人
に
お
さ
ま
っ
て
し
ま
う
。
次
の
引
用

は
結
婚
を
承
諾
し
た
直
後
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
の
思
い
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。

彼
女
の
感
慨
は
、
大
体
に
満
足
の
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
コ
リ
ン
ズ

氏
は
利
口
な
人
で
も
感
じ
の
い
い
人
で
も
な
か
っ
た
。
い
っ
し
ょ
に
い
れ
ば
退
屈
だ

し
、
自
分
に
対
す
る
愛
情
も
、
想
像
上
の
も
の
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
彼

は
、
自
分
の
夫
に
な
る
人
で
あ
っ
た
。
男
と
か
夫
婦
生
活
と
か
い
う
こ
と
に
は
重
き

を
お
か
な
い
で
、
た
だ
結
婚
と
い
う
こ
と
が
、
常
に
彼
女
の
目
的
で
あ
っ
た
。
高
い

教
育
を
う
け
た
財
産
の
な
い
若
い
婦
人
に
と
っ
て
は
、
結
婚
が
唯
一
の
恥
ず
か
し
く

な
い
食
べ
て
行
く
道
で
あ
っ
た
。
幸
福
を
与
え
て
く
れ
る
か
ど
う
か
は
い
か
に
不
確

か
で
も
、
欠
乏
か
ら
い
ち
ば
ん
愉
快
に
ま
も
っ
て
く
れ
る
も
の
は
結
婚
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
彼
女
は
今
え
た
の
で
あ
っ
た
。
二
十
七
歳
の
今
日
ま
で
、
つ
い
ぞ
き
れ
い
だ

と
言
わ
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
彼
女
は
、
結
婚
の
幸
福
を
し
み
じ
み
と
感
じ
た②
。

若
く
な
い
、
美
し
く
な
い
、
財
産
も
な
い
、
こ
の
ま
ま
で
は
確
実
に
家
族
の
お
荷

物
に
な
り
下
が
る
だ
け
。 

そ
ん
な
現
状
を
直
視
し
、
結
婚
相
手
が
愛
情
や
尊
敬
の
対

象
に
な
り
得
な
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
選
択
を

し
た
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
に
対
し
て
、
二
十
歳
そ
こ
そ
こ
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
批
判
的
で
あ

る
。
し
か
し
、
作
者
は
「
結
婚
の
幸
福
を
し
み
じ
み
と
感
じ
た
」
と
い
う
言
葉
を
裏

切
る
こ
と
な
く
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
に
「
な
る
べ
く
夫
と
顔
を
合
わ
せ
な
く
て
す
む
生

活
」
を
作
れ
る
だ
け
の
才
覚
を
与
え
、
居
心
地
の
よ
い
安
定
し
た
暮
ら
し
を
保
障
す

る
。シ

ャ
ー
ロ
ッ
ト
の
よ
う
な
、
安
定
を
第
一
の
目
標
に
「
現
実
」
を
手
堅
く
処
理
す

る
女
が
物
語
の
主
人
公
に
な
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
た
い
て
い
は
脇
役
と
し
て
主
人

公
が
選
ば
な
い
「
別
の
生
き
方
」
を
体
現
す
る
と
、
そ
の
「
現
実
」
に
飲
み
込
ま
れ

る
よ
う
に
し
て
役
目
を
終
え
る
。
し
か
し
、「
現
実
」
を
受
け
入
れ
て
無
茶
な
行
動
に

出
な
い
作
中
人
物
た
ち
の
中
に
も
、
と
き
に
は
そ
の
処
世
の
潔
さ
、
賢
さ
に
よ
っ
て
、

作
中
忘
れ
が
た
い
印
象
を
残
す
人
物
が
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
、空
蝉
と
い
う
女
に
若
さ
も
外
見
上
の
美
し
さ
も
与
え
な

か
っ
た
。

目
す
こ
し
は
れ
た
る
心
地
し
て
、
鼻
な
ど
も
あ
ざ
や
か
な
る
と
こ
ろ
な
う
ね
び
れ

て
、
に
ほ
は
し
き
と
こ
ろ
も
見
え
ず③
。

そ
の
人
生
は
順
調
な
も
の
と
は
言
え
ず
、
帝
か
ら
「
宮
仕
へ
に
出
だ
し
立
て
む
と

漏
ら
し
奏
せ
し
、い
か
に
な
り
に
け
む
」
と
気
に
か
け
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、

中
納
言
兼
衛
門
督
だ
っ
た
父
の
死
に
よ
っ
て
宮
仕
え
の
道
を
断
た
れ
、
受
領
の
後
妻

に
な
る
。
夫
の
伊
予
介
は
高
齢
な
が
ら
、「
人
も
い
や
し
か
ら
ぬ
筋
に
、
容
貌
な
ど
ね

び
た
れ
ど
き
よ
げ
に
て
、た
だ
な
ら
ず
気
色
よ
し
づ
き
て
な
ど
ぞ
あ
り
け
る④
。」
と
あ

る
よ
う
に
、
風
格
の
あ
る
ひ
と
か
ど
の
人
物
で
あ
り
、
息
子
の
紀
伊
守
に
よ
れ
ば
、

妻
に
は
「
私
の
主
と
こ
そ
」
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
妻
の

夫
に
対
す
る
思
い
は
「
常
は
い
と
す
く
す
く
し
く
心
づ
き
な
し
と
思
ひ
あ
な
づ
る
伊

予
の
方
…
…⑤
」
と
い
う
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

若
く
な
い
、
美
し
く
な
い
、
地
位
も
財
産
も
な
い
、
生
活
の
た
め
に
は
格
下
の
夫

に
頼
る
し
か
な
い
の
に
、
そ
の
夫
に
は
愛
情
も
尊
敬
の
念
も
持
て
な
い
。
空
蝉
の
こ

の
状
況
は
『
高
慢
と
偏
見
』
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
の
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
女
流
作
家
に
よ
る
古
典
的
名
作
と
い
う
共
通
点
は
あ
る
も
の
の
、
い
き
な
り
時

代
も
場
所
も
異
な
る
作
品
を
並
べ
て
、
二
人
の
女
を
見
比
べ
る
の
は
乱
暴
な
話
で
あ

る
。
し
か
し
、
双
方
の
作
品
を
読
む
限
り
、
社
会
的
な
立
場
で
生
活
す
る
機
会
を
持

た
な
い
「
そ
こ
そ
こ
の
身
分
の
女
」
に
と
っ
て
、
結
婚
が
社
会
的
な
関
係
を
持
つ
数
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少
な
い
機
会
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
は
十
〜
十
一
世
紀
の
日
本
も
十
九
世
紀
の
英
国

も
さ
ほ
ど
変
わ
ら
ず
、
こ
の
点
だ
け
に
限
っ
て
言
え
ば
、
有
利
な
結
婚
に
つ
な
が
る

も
の
を
一
切
持
た
な
い
二
人
の
女
の
境
遇
は
似
た
り
寄
っ
た
り
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
た
だ
し
両
者
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
方
は
自
ら
の

知
恵
で
手
に
入
れ
た
「
結
婚
の
幸
福
」
に
満
足
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
も
う
一
方

は
安
定
し
た
生
活
を
得
て
も
、
苦
悩
や
哀
感
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で

あ
る
。
そ
の
違
い
に
理
由
を
求
め
る
な
ら
ば
、
性
格
や
人
生
観
の
違
い
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
に
は
後
に
も
先
に
も
コ
リ
ン
ズ
と
い
う
男
し
か
現
れ
な

か
っ
た
の
に
対
し
、
空
蝉
に
は
源
氏
と
い
う
類
ま
れ
な
る
男
と
の
出
逢
い
が
あ
っ
た

と
い
う
点
に
尽
き
る
。

空
蝉
は
源
氏
が
は
じ
め
て
愛
し
た
「
中
の
品
の
女
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
の

意
志
を
貫
い
て
源
氏
を
「
拒
ん
だ
」
女
で
あ
る
。
源
氏
を
知
っ
た
こ
と
で
、
空
蝉
は

過
去
と
対
峙
し
、
現
在
を
凝
視
し
、
未
来
を
見
定
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
れ
は

あ
き
ら
め
た
夢
と
納
得
で
き
な
い
現
実
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
自
分
の
人
生
の

行
き
着
く
先
を
見
極
め
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
お
の
れ
を
知
っ
た
上
で
、
最
初
か
ら

夢
や
希
望
を
持
た
な
い
ま
ま
、
現
実
と
う
ま
く
折
合
う
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ル
ー
カ
ス

に
は
背
負
え
な
い
役
目
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
女
に
精
神
的
な
も
の

を
求
め
な
い
コ
リ
ン
ズ
牧
師
も
、
人
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
存
在
に
は
な
り
得
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

空
蝉
は
傍
系
の
人
物
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
源
氏
と
関
わ
る
こ
と
で
ほ
ん
の
一

瞬
切
な
く
揺
ら
ぐ
姿
や
、
夢
の
実
現
を
見
て
も
そ
の
夢
に
溺
れ
な
い
心
の
あ
り
よ
う

に
は
、『
源
氏
物
語
』
の
主
要
な
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
が
長
い
年
月
を
か
け
て
紡
ぐ
物
語
に

匹
敵
す
る
魅
力
が
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
ん
な
空
蝉
を
中
心
に
、
同
時
期
に
登
場
す
る

女
性
た
ち
と
の
比
較
対
照
を
試
み
な
が
ら
、
そ
の
物
語
上
の
機
能
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
見
え
隠
れ
す
る
作
者
の
創
作
意
図
を
探
り
た

い
と
思
う
。

な
お
、
本
稿
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物

語
』
か
ら
引
用
し
た
。

二
．
空
蝉
と
葵
の
上　

〜　
「
忍
び
た
ま
ひ
け
る
隠
ろ
へ
ご
と
」

の
は
じ
ま
り

空
蝉
は
「
帚
木
巻
」
で
登
場
し
、「
夕
顔
巻
」
で
伊
予
に
下
向
し
て
源
氏
の
前
か
ら

姿
を
消
す
。
源
氏
と
は
そ
の
後
「
関
屋
巻
」
で
再
会
す
る
も
の
の
、
空
蝉
の
人
物
像

が
明
確
に
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
や
は
り
源
氏
の
青
年
期
を
描
い
た
「
帚
木
三
帖
」

で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
帚
木
三
帖
」（「
帚
木
巻
」「
空
蝉
巻
」「
夕
顔
巻
」）
は
源
氏

十
七
歳
の
数
か
月
を
描
い
た
も
の
と
さ
れ
、「
帚
木
巻
」
冒
頭
に
あ
る
語
り
手
の
前
口

上
が
、「
夕
顔
巻
」
の
結
び
の
語
と
照
応
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
三
帖
ま
と
め
て
「
忍
び

た
ま
ひ
け
る
隠
ろ
へ
ご
と
」
を
綴
る
源
氏
の
外
伝
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
帚
木
三
帖
」
に
先
立
つ
「
桐
壺
巻
」
は
、
葵
の
上
と
結
婚
し
て
も
一
意
に

藤
壺
を
慕
う
源
氏
の
姿
が
描
か
れ
て
お
わ
る
。
以
下
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。

心
の
中
に
は
、
た
だ
、
藤
壺
の
御
あ
り
さ
ま
を
た
ぐ
ひ
な
し
と
思
ひ
き
こ
え
て
、

さ
や
う
な
ら
む
人
を
こ
そ
見
め
、
似
る
人
な
く
も
お
は
し
け
る
か
な
、
大
殿
の
君
、

い
と
を
か
し
げ
に
か
し
づ
か
れ
た
る
人
と
は
見
ゆ
れ
ど
、
心
に
も
つ
か
ず
お
ぼ
え
た

ま
ひ
て
、
幼
き
ほ
ど
の
心
ひ
と
つ
に
か
か
り
て
、
い
と
苦
し
き
ま
で
ぞ
お
は
し
け
る⑥
。

十
二
歳
の
源
氏
は
藤
壺
を
一
意
に
想
い
、
藤
壺
の
よ
う
な
方
を
妻
に
し
た
い
と
強

く
願
う
一
方
で
、
美
し
い
箱
入
り
娘
の
葵
の
上
に
情
が
移
ら
ず
心
を
痛
め
て
い
る
。

ま
た
、亡
き
母
（
桐
壺
更
衣
）
の
里
の
邸
が
帝
の
命
令
で
立
派
に
改
造
さ
れ
る
の
を
見

て
も
「
か
か
る
所
に
、
思
ふ
や
う
な
ら
む
人
を
据
ゑ
て
住
ま
ば
や
と
の
み
、
嘆
か
し

う
思
し
わ
た
る⑦
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
、「
さ
や
う
な
ら
む
人
」
の
面
影
を
胸
に
「
思
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ふ
や
う
な
ら
む
人
」
を
求
め
る
源
氏
の
心
に
葵
の
上
が
入
り
込
む
余
地
な
ど
全
く
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
思
ふ
や
う
な
ら
む
人
」
へ
の
渇
望

に
注
目
す
れ
ば
、「
桐
壺
巻
」
か
ら
紫
の
上
と
の
出
会
い
が
実
現
す
る
「
若
紫
巻
」
へ

の
流
れ
は
ご
く
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
間
を
つ
な
ぐ
「
帚
木
三
帖
」
が
光
源
氏
外
伝

と
み
な
さ
れ
る
の
も
当
然
の
こ
と
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
葵
の
上
に
対
す
る
感

情
は
空
蝉
へ
の
傾
倒
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
。
む
し
ろ
葵
の
上
の
存
在
が
あ
っ
た

こ
と
で
、
源
氏
は
「
雨
夜
の
品
定
め
」
を
機
に
「
中
の
品
の
女
」
に
関
心
を
抱
き
、

そ
の
関
心
が
空
蝉
と
の
関
係
へ
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

宮
中
宿
直
所
で
交
わ
さ
れ
る
女
性
の
品
定
め
は
、
陰
暦
五
月
頃
の
長
雨
の
最
中
に

行
わ
れ
る
。
源
氏
は
こ
の
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
後
、
左
大
臣
を
気
遣
っ
て
左
大
臣

邸
に
出
か
け
て
葵
の
上
と
対
面
す
る
。
そ
れ
は
頭
中
将
、
左
馬
頭
、
藤
式
部
丞
か
ら

聞
か
さ
れ
た
女
性
論
の
記
憶
も
鮮
明
な
折
の
こ
と
で
あ
り
、「
方
違
え
」
の
た
め
に
紀

伊
守
邸
に
出
向
く
直
前
、
す
な
わ
ち
空
蝉
と
契
る
直
前
の
こ
と
で
あ
る
。
次
の
引
用

は
そ
の
場
面
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

お
ほ
か
た
の
気
色
、
人
の
け
は
い
も
、
け
ざ
や
か
に
気
高
く
、
乱
れ
た
る
と
こ
ろ

ま
じ
ら
ず
、
な
ほ
こ
れ
こ
そ
は
、
か
の
人
々
の
棄
て
が
た
く
と
り
出
で
し
ま
め
人
に

は
頼
ま
れ
ぬ
べ
け
れ
と
思
す
も
の
か
ら
、
あ
ま
り
う
る
は
し
き
御
あ
り
さ
ま
の
、
と

け
が
た
く
恥
づ
か
し
げ
に
思
ひ
し
づ
ま
り
た
ま
へ
る
を
、
さ
う
ざ
う
し
く
て
、
中
納

言
の
君
、
中
務
な
ど
や
う
の
お
し
な
べ
た
ら
ぬ
若
人
ど
も
に
、
戯
れ
言
な
ど
の
た
ま

ひ
つ
つ
…
…⑧

こ
の
一
節
を
読
む
限
り
、
結
婚
後
五
年
の
月
日
を
経
て
も
、
源
氏
の
葵
の
上
に
対

す
る
思
い
に
ほ
と
ん
ど
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
源
氏
は
隙
の
な
い
葵
の
上
を
妻
と
し

て
信
頼
が
置
け
る
人
だ
と
確
信
す
る
が
、そ
れ
で
心
が
満
た
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
思
い
を
端
的
に
あ
ら
わ
す
の
が
「
さ
う
ざ
う
し
」
で
あ
る
。「
さ
う
ざ
う
し
」
は

日
本
国
語
大
辞
典
（
第
二
版
）
に
お
い
て
、「
あ
る
べ
き
物
事
が
な
く
て
、
も
の
足
り

な
い
気
持
が
す
る
。
て
も
ち
ぶ
さ
た
で
、
心
さ
び
し
い
」
と
説
明
さ
れ
る
が
、
作
者

は
源
氏
が
葵
の
上
に
感
じ
る
物
足
り
な
さ
を
こ
の
一
語
で
明
解
に
説
明
す
る
と
、
女

房
た
ち
相
手
に
冗
談
を
言
わ
せ
、
そ
の
く
だ
け
た
様
子
を
女
房
た
ち
に
「
見
る
か
ひ

あ
り
」
と
賞
賛
さ
せ
る
。
要
す
る
に
、
取
り
澄
ま
し
た
「
上
の
品
の
女
」
に
は
言
え

な
い
冗
談
も
、
自
分
を
見
上
げ
る
若
い
女
房
た
ち
に
は
気
楽
に
言
え
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
心
も
開
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
源
氏
が
ひ
と
り
の
平
凡
な
男
に
映

る
一
瞬
で
あ
る
。

「
中
の
品
の
女
」
と
い
う
未
知
の
存
在
へ
の
好
奇
心
、本
来
な
ら
最
も
「
思
ふ
や
う

な
ら
む
人
」
で
あ
っ
て
ほ
し
い
妻
に
感
じ
る
さ
う
ざ
う
し
さ

4

4

4

4

4

4

。
こ
れ
ら
は
源
氏
と
空

蝉
の
関
係
を
よ
り
自
然
に
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
作
者
が
源
氏
の
心
の
状
態
に
ほ
ど

こ
し
た
下
準
備
で
あ
る
。
そ
の
下
準
備
が
で
き
て
か
ら
「
雨
夜
の
品
定
め
」
に
参
加

さ
せ
、
つ
い
で
左
大
臣
邸
を
訪
問
さ
せ
た
後
、「
方
違
え
」
と
い
う
理
由
を
つ
け
て
紀

伊
守
の
邸
に
送
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
、の
ち
に
重
要
な
役
割
を

果
た
す
人
物
の
登
場
が
さ
り
げ
な
く
予
告
さ
れ
る
場
合
が
あ
る⑨
。
空
蝉
の
場
合
、
空

蝉
そ
の
人
の
登
場
を
予
告
す
る
言
葉
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
源
氏
が
若
女
房

た
ち
に
心
を
開
く
様
子
も
含
め
て
、
そ
の
後
の
思
い
切
っ
た
展
開
を
納
得
さ
せ
る
だ

け
の
周
到
な
用
意
が
事
前
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
帚
木
三
帖
」
に
登
場
す
る
女
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
女
と
何
ら

か
の
形
で
対
照
を
な
し
、
そ
の
対
照
の
中
で
個
々
の
人
物
像
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う

に
み
え
る
。
葵
の
上
に
感
じ
る
物
足
り
な
さ
が
「
中
の
品
の
女
」
へ
の
興
味
に
つ
な

が
り
、
そ
の
先
に
居
合
わ
せ
た
の
が
空
蝉
で
あ
っ
た
。
そ
の
空
蝉
に
は
継
娘
の
軒
端

荻
と
碁
を
打
つ
場
面
が
用
意
さ
れ
、
源
氏
に
の
ぞ
き
見
ら
れ
る
。
先
に
引
用
し
た
空

蝉
の
外
見
描
写
「
目
す
こ
し
は
れ
た
る
心
地
し
て
、
鼻
な
ど
も
あ
ざ
や
か
な
る
と
こ

ろ
な
う
ね
び
れ
て
、に
ほ
は
し
き
と
こ
ろ
も
見
え
ず
。」
は
こ
の
場
面
か
ら
の
も
の
で

あ
る
が
、
実
は
「
言
ひ
立
つ
れ
ば
わ
ろ
き
に
よ
れ
る
容
貌
を
、
い
と
い
た
う
も
て
つ
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け
て
、
こ
の
ま
さ
れ
る
人
（
注
・
軒
端
荻
）
よ
り
は
心
あ
ら
む
と
目
と
ど
め
つ
べ
き
さ

ま
し
た
り⑩
。」
と
い
う
一
文
が
続
い
て
、
空
蝉
の
内
面
か
ら
表
出
す
る
魅
力
が
、
若
い

娘
の
美
し
さ
や
軽
薄
さ
に
よ
っ
て
引
き
立
て
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
不
器
量

で
も
『
高
慢
と
偏
見
』
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ル
ー
カ
ス
の
不
器
量
が
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
縁
遠
さ
の
裏
付
け
に
な
っ
て
い
る
の
と
は
事
情
が
異
な
り
、
空
蝉
の
場
合
は
内

面
の
美
し
さ
を
際
立
た
せ
る
た
め
、あ
え
て
外
見
の
美
し
さ
が
削
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
「
夕
顔
巻
」
に
目
を
向
け
る
と
、
源
氏
は
気
詰
ま
り
な
「
六
条
わ
た
り
の
女
」

か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
、
遠
慮
の
い
ら
な
い
夕
顔
と
深
い
仲
に
な
る
。
要
す
る
に
、
源

氏
と
い
う
ひ
と
り
の
青
年
を
軸
に
、身
分
も
境
遇
も
性
格
も
異
な
る
女
た
ち
が
、も
っ

ぱ
ら
本
人
た
ち
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
他
の
女
の
人
生
に
影
響
を
与
え
、
そ
し
て
与

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
夕
顔
と
の
恋
愛
を
間
接
的
に
後
押
し
し
た
「
六
条
わ
た

り
の
女
」
こ
と
六
条
御
息
所
に
し
て
も
、
本
人
の
意
志
に
関
係
な
く
物
の
怪
と
な
っ

て
、
出
産
直
後
の
葵
の
上
を
死
に
追
い
や
り
、
自
身
は
「
物
の
怪
の
正
体
は
自
分
か

も
し
れ
な
い
」
と
い
う
噂
に
悩
み
な
が
ら
源
氏
と
の
恋
愛
に
限
界
を
み
て
伊
勢
へ
下

向
す
る
。
こ
の
六
条
御
息
所
の
決
断
と
身
の
振
り
方
が
紫
の
上
を
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て

一
気
に
浮
上
さ
せ
た
こ
と
は
、「
葵
巻
」
以
後
を
読
め
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
展
開
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
源
氏
の
「
な
い
も
の
」
に
こ
だ
わ

り
、
そ
の
「
な
い
も
の
」
を
別
の
と
こ
ろ
で
見
つ
け
よ
う
と
す
る
心
の
あ
り
方
で
あ

ろ
う
。
そ
も
そ
も
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
作
品
は
、
源
氏
の
藤
壺
に
対
す
る
報
わ
れ

る
こ
と
の
な
い
絶
対
的
な
思
慕
か
ら
始
ま
る
物
語
で
あ
る
。
そ
の
「
一
番
大
切
な
物

は
手
に
入
ら
な
い
」
と
い
う
物
語
の
基
本
中
の
基
本
で
あ
る
構
図
が
、「
帚
木
三
帖
」

に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
帖
に
登
場
す
る
女
た
ち
は
、
そ
ん
な

源
氏
の
心
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
で
自
身
の
「
物
語
」
を
創
出
し
て
い
く
の
だ
と
言

え
る
。

さ
ら
に
、「
帚
木
三
帖
」
に
は
身
分
や
階
級
の
問
題
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
も

見
逃
せ
な
い
。
周
囲
の
様
々
な
思
惑
か
ら
妻
と
な
っ
た
葵
の
上
は
、
源
氏
に
と
っ
て

言
わ
ば
労
せ
ず
し
て
手
に
入
れ
た
女
で
あ
る
。
こ
の
結
婚
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
源

氏
は
左
大
臣
家
と
い
う
後
ろ
盾
を
得
て
社
会
的
地
位
を
確
実
な
も
の
と
し
た
。ま
た
、

自
分
か
ら
熱
烈
に
求
愛
し
た
「
六
条
わ
た
り
の
女
」
は
元
東
宮
妃
と
い
う
高
貴
な
身

の
上
ゆ
え
に
、
愛
情
が
冷
め
て
も
疎
略
に
扱
え
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
つ
ま
り

源
氏
に
は
葵
の
上
や
六
条
御
息
所
に
対
し
て
義
理
や
義
務
が
あ
る
の
だ
が
、
両
者
を

そ
れ
ぞ
れ
女
と
し
て
み
る
と
き
、感
じ
る
の
は
「
気
詰
ま
り
」
で
し
か
な
い
。「
中
の

品
の
女
」
と
の
恋
愛
沙
汰
は
、
そ
う
し
た
「
上
の
品
」
に
属
す
る
女
た
ち
か
ら
の
逃

避
で
あ
る
。
そ
し
て
、
相
手
が
「
中
の
品
」
だ
け
に
、
傲
慢
で
独
り
よ
が
り
な
愛
情

表
現
を
平
気
で
押
し
つ
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
中
の
品
の
女
」
と
の
恋
愛
は
続

か
な
い
。
空
蝉
は
「
思
ふ
や
う
な
ら
む
人
」
の
候
補
者
と
し
て
登
場
す
る
わ
け
で
は

な
く
、源
氏
が
こ
の
女
と
契
っ
た
の
は
「
さ
う
ざ
う
し
さ
」
を
う
め
る
た
め
で
あ
り
、

「
中
の
品
の
女
」だ
っ
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
ひ
と
り
の
女
と
し
て
強
く
意
識
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
契
っ
た
あ
と
で
こ
の
女
が
持
つ
「
気
概
」
を
知
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
時
点
で
空
蝉
は
源
氏
の
求
愛
に
対
し
て
結
論
を
出
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
不
運
な
過
去
か
ら
身
の
処
し
方
を
学
ん
だ
女
の
決
意
が
世
間
知
ら
ず
の
若

者
に
崩
せ
る
わ
け
も
な
く
、
二
人
の
関
係
は
あ
っ
け
な
く
終
わ
る
の
で
あ
る
。
要
す

る
に
、
所
詮
こ
の
関
係
は
「
忍
び
た
ま
へ
る
隠
ろ
へ
ご
と
」
で
あ
り
、「
中
の
品
」
に

頭
中
将
ら
が
い
う
魅
力
的
な
女
は
存
在
し
て
も
、「
思
ふ
や
う
な
ら
む
人
」
は
存
在
し

な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
夕
顔
と
の
い
き
さ
つ
を
み
て
も
わ
か
る
。

三
．
空
蝉
と
夕
顔　

〜　

ふ
た
り
の
「
中
の
品
の
女
」

増
田
繁
夫
氏
は
「
空
蝉
と
夕
顔　

―　
処
世
の
か
し
こ
さ
と
つ
た
な
さ

―
」

で
「
周
知
の
ご
と
く
、
帚
木
巻
は
空
蝉
・
夕
顔
と
密
接
に
一
ま
と
ま
り
を
な
し
、
そ

の
最
初
に
女
性
概
論
と
し
て
の
『
雨
夜
の
品
定
』
が
記
さ
れ
、
そ
の
概
論
に
対
す
る
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各
論
と
し
て
の
空
蝉
と
夕
顔
の
物
語
が
続
く
構
成
に
な
つ
て
ゐ
る
。」と
の
見
解
を
示

し
、
二
人
の
女
の
物
語
は
源
氏
が
偶
然
経
験
し
た
具
体
例
と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
た

の
で
は
な
く
、「
十
分
に
商
量
さ
れ
計
算
さ
れ
た
設
定
に
な
つ
て
ゐ
る
と
考
へ
る
べ
き

で
あ
ら
う
。」
と
続
け
て
い
る⑪
。
増
田
氏
の
い
う
「
概
論
」
を
「『
中
の
品
』
に
は
魅

力
あ
る
女
が
存
在
す
る
」
と
要
約
で
き
る
な
ら
、各
論
と
し
て
示
さ
れ
る
物
語
は
「
指

食
い
の
女
」
や
「
木
枯
の
女
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
し
の
ぐ
内
容
が
期
待
さ
れ
る
。
そ

の
各
論
も
複
数
用
意
さ
れ
る
の
な
ら
、
そ
れ
ら
は
趣
の
異
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、

源
氏
が
「
こ
の
世
に
は
様
々
な
女
が
い
る
」
と
い
う
事
実
を
知
っ
た
こ
と
に
な
ら
な

い
。
実
際
、
各
論
の
一
方
は
頭
中
将
が
「
中
の
品
」
の
代
表
格
と
し
て
取
り
上
げ
た

受
領
階
級
の
人
妻
の
物
語
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
五
条
界
隈
で
ひ
っ
そ
り
暮
ら
す
正

体
不
明
の
女
の
物
語
で
あ
る
。
し
か
も
後
者
に
つ
い
て
は
、
実
は
頭
中
将
の
体
験
談

に
登
場
す
る
「
常
夏
の
女
」
そ
の
人
だ
っ
た
と
い
う
結
末
ま
で
用
意
さ
れ
て
お
り
、

こ
う
し
た
工
夫
が
増
田
氏
の
い
う
「
十
分
に
商
量
さ
れ
計
算
さ
れ
た
設
定
」
の
一
部

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
一
見
、
全
く
違
う
タ
イ
プ
に
映
る
二
人
の
女
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
造

型
を
さ
ぐ
る
と
共
通
点
が
見
出
せ
る
。
ひ
と
つ
は
、
二
人
の
背
景
に
説
話
や
伝
承
の

要
素
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
夕
顔
の
人
物
造
型
に
唐
代
の
伝
奇
小
説
『
任
氏

伝
』
や
「
三
輪
山
式
神
婚
譚
」
と
の
関
連
が
あ
り
、
こ
う
し
た
素
材
が
非
日
常
的
で

幻
想
的
な
雰
囲
気
の
醸
成
に
一
役
買
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る⑫
。
空
蝉
の
場
合

も
「
一
夜
妻
譚
（
天
人
女
房
譚
）」
や
「
帚
木
伝
説
」
と
の
関
連
が
み
ら
れ
る⑬
。
特
に

信
濃
国
に
伝
わ
る
「
帚
木
伝
説
」
の
帚
木
は
「
帚
木
巻
」
終
盤
で
交
わ
さ
れ
る
贈
答

歌
、〈
源
氏
〉「
帚
木
の
心
を
し
ら
で
そ
の
原
の
道
に
あ
や
な
く
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」、

〈
空
蝉
〉「
数
な
ら
ぬ
伏
屋
に
生
ふ
る
名
の
う
さ
に
あ
る
に
も
あ
ら
ず
消
ゆ
る
帚
木
」

に
詠
み
込
ま
れ
、
空
蝉
が
自
分
の
身
を
そ
れ
に
た
と
え
る
な
ど
、「
帚
木
三
帖
」
の
中

で
は
重
要
な
存
在
に
な
っ
て
い
る⑭
。

ふ
た
つ
目
は
、
ど
ち
ら
も
「
中
の
品
」
に
成
り
上
が
っ
た
の
で
は
な
く
、
没
落
し

た
女
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
空
蝉
の
父
が
上
達
部
に
届
か
な
い
中
納
言
兼
衛
門

督
で
、
娘
の
入
内
を
画
策
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
五
条
の
「
む
つ
か
し

げ
な
る
大
路
」
の
粗
末
な
家
に
住
む
夕
顔
も
ま
た
、
そ
の
死
後
、
侍
女
右
近
の
証
言

で
三
位
中
将
の
遺
児
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
興
味
深
い
の
は
、「
雨
世
の
品

定
め
」
に
お
け
る
左
馬
頭
の
発
言
に
夕
顔
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
左
馬
頭
は
「
さ
て
、
世
に
あ
り
と
人
に
知
ら
れ
ず
、
さ
び
し
く
あ
ば
れ

た
ら
む
葎
の
門
に
、
思
ひ
の
外
に
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
閉
ぢ
ら
れ
た
ら
む
こ
そ
限

り
な
く
め
づ
ら
し
く
は
お
ぼ
え
め
。
い
か
で
、
は
た
か
か
り
け
む
と
、
思
ふ
よ
り
違

へ
る
こ
と
な
む
あ
や
し
く
心
と
ま
る
わ
ざ
な
る
。」
と
語
る⑮
。
つ
ま
り
、「
荒
れ
果
て

た
家
に
愛
ら
し
い
様
子
の
女
が
い
れ
ば
、
そ
の
意
外
さ
に
心
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
」

と
言
う
の
で
あ
る
。零
落
し
た
女
に
対
す
る
関
心
は
左
馬
頭
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

夕
顔
と
の
間
に
子
ま
で
な
し
た
頭
中
将
も
、
故
常
陸
宮
の
姫
末
摘
花
を
救
い
出
す
源

氏
も
、
こ
の
種
の
女
に
心
惹
か
れ
て
い
る
。

西
郷
信
綱
氏
の
「
客
観
的
な
構
成
と
手
法
を
も
つ
作
り
物
語
の
『
竹
取
物
語
』、和

歌
を
軸
と
す
る
歌
物
語
の
『
伊
勢
物
語
』、こ
の
二
つ
の
流
れ
が
交
叉
し
な
が
ら
そ
の

後
の
物
語
文
学
史
は
進
ん
で
い
く⑯
。」
と
い
う
言
葉
通
り
、『
源
氏
物
語
』
も
ま
た
先

行
文
学
の
存
在
を
意
識
し
、
そ
の
要
素
を
取
り
込
ん
で
構
築
さ
れ
た
物
語
で
あ
り
、

先
行
作
品
の
影
響
を
示
す
も
の
は
作
品
の
端
々
に
み
ら
れ
る
。
梅
壺
女
御
と
弘
徽
殿

女
御
の
絵
合
が
「
ま
づ
、
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
会
は
せ
て
争
ふ⑰
。」
と
始
ま
り
、
浮
舟
を
見
つ
け
た
横
川
の
僧
都
の
心
境
が

「
か
ぐ
や
姫
を
見
つ
け
た
り
け
ん
竹
取
の
翁
よ
り
も
め
づ
ら
し
き
心
地
す
る
に⑱
」と
語

ら
れ
た
こ
と
な
ど
は
そ
の
具
体
例
で
あ
る
。
荒
廃
し
た
家
と
そ
こ
に
住
む
美
し
い
女

と
い
う
組
み
合
わ
せ
も
ま
た
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
宇
津
保
物
語
』
等
の
先
行
文
学
に

み
ら
れ
、
夕
顔
は
過
去
の
物
語
か
ら
も
ヒ
ン
ト
を
得
て
創
作
さ
れ
た
登
場
人
物
の
ひ

と
り
だ
と
言
え
よ
う⑲
。
そ
し
て
、
同
じ
よ
う
に
零
落
し
た
空
蝉
は
、
先
行
作
品
の
持

つ
虚
構
性
に
現
実
社
会
の
様
相
を
色
濃
く
反
映
さ
せ
て
作
ら
れ
た
女
だ
と
考
え
ら
れ
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る
。さ

ら
に
、
こ
の
二
人
に
は
二
面
性
が
あ
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
夕
顔
の
一
般

的
な
イ
メ
ー
ジ
は
「
も
の
お
ぢ
」
す
る
「
ら
う
た
げ
」
な
女
で
あ
る
。
そ
れ
は
源
氏

が
愛
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
廃
院
の
物
の
怪
に
む
ざ
む
ざ
と
命
を
奪
わ
れ
る
と
い

う
は
か
な
い
最
期
も
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
こ
そ
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
は
か
な
げ
な
姿
と
は
裏
腹
に
、「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る

夕
顔
の
花⑳
」
と
贈
歌
し
て
、
源
氏
に
働
き
か
け
た
の
は
夕
顔
自
身
な
の
で
あ
る
。
一

方
の
空
蝉
は
、
一
度
は
源
氏
の
強
引
さ
に
屈
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
頑
な
に
源
氏

を
拒
み
続
け
る
。
そ
の
姿
に
貞
節
の
二
文
字
を
み
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
源
氏
に
求

愛
さ
れ
る
空
蝉
の
胸
の
内
に
夫
へ
の
愛
情
や
敬
意
が
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

い
と
か
く
う
き
身
の
ほ
ど
の
定
ま
ら
ぬ
あ
り
し
な
が
ら
の
身
に
て
、
か
か
る
御
心

ば
へ
を
見
ま
し
か
ば
、
あ
る
ま
じ
き
我
頼
み
に
て
、
見
直
し
た
ま
ふ
後
瀬
を
も
思
ひ

た
ま
へ
慰
め
ま
し
を
、
い
と
か
う
仮
な
る
う
き
寝
の
ほ
ど
を
思
ひ
は
べ
る
に
、
た
ぐ

ひ
な
く
思
う
た
ま
へ
ま
ど
は
る
る
な
り
。
よ
し
、
今
は
見
き
と
な
か
け
そ㉑

こ
れ
は
契
り
が
果
た
さ
れ
た
直
後
の
空
蝉
の
言
葉
で
あ
る
。「
こ
の
契
り
は
前
世
か

ら
の
因
縁
だ
」
と
言
う
源
氏
に
対
し
て
、
空
蝉
は
こ
の
一
件
を
口
に
し
て
く
れ
る
な

と
頼
み
な
が
ら
、「
老
地
方
官
の
後
妻
と
い
う
情
け
な
い
身
の
上
で
は
な
く
、
未
婚
の

ま
ま
の
娘
で
こ
う
し
た
情
け
に
あ
ず
か
れ
る
の
な
ら
、
い
つ
か
は
も
っ
と
違
っ
た
扱

い
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
…
…
」
と
訴
え
る
。
つ
ま
り
、
源
氏
の
手

荒
で
屈
辱
的
な
振
舞
い
に
反
発
し
な
が
ら
、
実
際
は
そ
の
求
愛
に
無
関
心
で
は
い
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
反
実
仮
想
の
表
現
「
ま
し
か
ば
・
・
・
ま
し
」
を
用

い
て
、
夢
の
実
現
が
遅
す
ぎ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。

臆
病
で
従
順
な
女
は
、
源
氏
の
心
を
捉
え
る
た
め
な
ら
大
胆
に
も
な
れ
る
。
受
領

の
後
妻
と
し
て
生
き
る
女
は
、
源
氏
を
拒
み
な
が
ら
も
強
く
惹
か
れ
て
い
る
自
分
に

気
づ
く
。
二
人
の
態
度
に
注
目
す
れ
ば
、
源
氏
に
は
女
の
人
生
に
光
を
当
て
、
平
生

は
隠
さ
れ
て
い
る
「
真
の
姿
」
を
引
き
出
す
力
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
高
貴
な
身
分
や
優
雅
な
外
見
、
お
よ
び
そ
れ
ら
に
ふ
さ

わ
し
い
心
ば
せ
を
与
え
た
う
え
で
、
源
氏
を
一
種
の
媒
体
と
し
て
女
た
ち
に
接
近
さ

せ
、
次
の
瞬
間
に
起
こ
る
化
学
反
応

4

4

4

4

を
通
し
て
、「
女
の
真
の
姿
」
を
描
こ
う
と
す
る

作
者
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。源
氏
は
女
に
理
想
を
抱
き
、

そ
の
理
想
を
求
め
て
恋
愛
遍
歴
を
重
ね
る
。
作
者
は
源
氏
の
様
々
な
恋
愛
経
験
を
丹

念
に
描
い
て
読
者
に
事
の
成
り
行
き
を
注
目
さ
せ
な
が
ら
、
実
は
そ
の
「
な
い
も
の

さ
が
し
」
の
過
程
を
通
し
て
、「
女
と
は
こ
う
い
う
生
き
物
な
の
だ
」
と
い
う
見
解
を

示
そ
う
と
し
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
女
に
二
面
性
が
あ
る
の
は
必
ず
し
も
特

別
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
奥
に
潜
む
一
面
を
引
き
出
す
に
は
、
き
っ
か
け
と
な

る
強
い
光
が
必
要
で
あ
る
。
空
蝉
に
と
っ
て
、
源
氏
は
か
つ
て
夢
見
た
世
界
そ
の
も

の
で
あ
る
。
そ
の
夢
が
、
夢
の
方
か
ら
自
分
に
近
づ
い
て
き
た
の
な
ら
、
心
穏
や
か

に
い
ら
れ
る
女
が
い
る
だ
ろ
う
か
。

思
え
ば
『
高
慢
と
偏
見
』
の
コ
リ
ン
ズ
牧
師
は
、
相
手
の
人
間
性
な
ど
に
は
一
切

関
心
を
持
た
ず
、
た
だ
「
妻
」
と
呼
べ
る
女
が
必
要
だ
と
い
う
だ
け
で
、
た
ま
た
ま

現
れ
た
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
と
結
婚
し
た
男
で
あ
る
。
こ
の
く
だ
り
は
「
中
の
品
の
女
」

に
関
心
が
あ
っ
た
源
氏
が
、
折
よ
く
現
れ
た
空
蝉
と
契
る
経
緯
と
似
て
い
な
く
も
な

い
。
た
だ
、コ
リ
ン
ズ
牧
師
に
と
っ
て
都
合
が
よ
か
っ
た
の
は
、相
手
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ

ト
が
生
活
の
安
定
以
上
の
も
の
を
求
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
お
互
い
が
相

手
の
精
神
性
に
何
も
求
め
な
い
以
上
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
の
本
心
が
コ
リ
ン
ズ
牧
師
の

前
で
露
わ
に
さ
れ
る
必
要
も
な
く
、
ま
た
彼
自
身
が
そ
の
本
心
に
気
づ
く
こ
と
も
な

い
。
お
そ
ら
く
ジ
ェ
ー
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
現
実
世
界
の
様
相
を
切
り
取
り
、
そ

こ
に
多
少
の
誇
張
を
加
味
し
て
読
者
の
冷
笑
や
苦
笑
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
た
と
え
、そ
こ
ま
で
の
あ
か
ら
さ
ま
な
意
図
が
な
く
て
も
、結
果
的
に
シ
ャ
ー

ロ
ッ
ト
と
コ
リ
ン
ズ
牧
師
の
結
婚
は
、
作
品
中
傑
出
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
仕
上
が
っ
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て
い
る
。
そ
の
コ
リ
ン
ズ
牧
師
に
く
ら
べ
る
と
、
若
い
源
氏
が
相
手
に
し
た
の
は
複

雑
な
内
面
を
抱
え
た
相
当
「
手
強
い
女
」
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

四
．
空
蝉
と
六
条
御
息
所 

〜 

拒
ん
だ
女
、
拒
ま
な
か
っ
た
女

藤
田
加
代
氏
の
「『
空
蝉
』
の
物
語
―
空
蝉
造
型
の
特
異
性
に
つ
い
て
」
―
に
は
、

夕
顔
と
空
蝉
は
源
氏
と
の
関
係
を
そ
れ
ぞ
れ
違
う
形
で
認
識
し
て
い
た
と
い
う
指
摘

が
あ
る
。

同
じ
「
没
落
組
の
中
の
品
」
と
は
言
っ
て
も
、
例
え
ば
夕
顔
や
末
摘
花
は
、
そ
う

し
た
「
我
」
が
「
上
が
上
な
る
品
」
の
源
氏
と
関
わ
る
中
で
、「
没
落
組
の
中
の
品
」

で
あ
る
が
故
の
苦
悩
や
悲
哀
を
意
識
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
空
蝉
に
と
り
わ
け
自
負

と
自
卑
と
の
は
ざ
ま
に
苦
悩
す
る
意
識
構
造
が
露
出
す
る
の
で
あ
る㉒
。

お
の
れ
の
身
の
上
を
深
く
意
識
す
る
こ
と
な
く
恋
愛
に
耽
溺
す
る
夕
顔
。
源
氏
と

知
り
合
っ
て
、「
自
負
と
自
卑
と
の
は
ざ
ま
」
で
苦
悩
す
る
空
蝉
。
そ
の
空
蝉
に
は
自

分
の
状
況
を
把
握
し
、
今
後
を
見
通
す
力
が
備
わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
こ
そ
が
空
蝉
の

聡
明
さ
の
証
で
あ
り
、
知
的
な
女
と
し
て
登
場
し
た
は
ず
の
「
六
条
わ
た
り
の
女
」

こ
と
六
条
御
息
所
に
欠
け
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

次
に
、
林
真
理
子
著
『
六
条
御
息
所 

源
氏
が
た
り 

一
、
光
の
章
』
か
ら
「
空
蝉
の

君
」
の
一
節
を
引
用
す
る
。

こ
の
伊
予
介
の
妻
と
て
、
若
い
頃
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
思
い
描
い
た

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
物
語
の
よ
う
に
、
美
し
く
高
貴
な
男
が
自
分
の
所
へ
現
れ
、

そ
し
て
通
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
伊
予
介
の
妻
に
そ
の
夢
が
か
な
っ
た

時
、
女
は
そ
の
夢
を
見
て
は
い
け
な
い
立
場
に
い
た
の
で
す
。
女
は
き
っ
ぱ
り
と
そ

の
こ
と
を
告
げ
ま
し
た
。
そ
し
て
二
度
目
は
、
体
を
張
っ
て
あ
の
方
を
拒
否
す
る
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
が
私
を
驚
嘆
さ
せ
、
敬
い
の
心
さ
え
芽
生
え
さ
せ
る
の
で
す
。

私
は
ど
う
し
て
二
度
目
を
拒
否
し
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。（
中
略
）

一
度
だ
け
の
あ
の
方
と
の
契
り
は
、
ど
れ
ほ
ど
黄
金
色
の
思
い
出
に
な
っ
て
い
る

こ
と
で
し
ょ
う
か
。
私
は
そ
れ
が
羨
ま
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
。
私
も
ど
う
し
て
一

夜
だ
け
に
し
て
お
か
な
か
っ
た
の
か
。
い
や
、
い
や
そ
れ
は
と
て
も
無
理
、
私
に
は

出
来
ま
せ
ん
で
し
た㉓
。

こ
の
小
説
は
、
六
条
御
息
所
の
視
点
か
ら
源
氏
の
人
生
が
語
ら
れ
る
新
た
な
『
源

氏
物
語
』
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
六
条
御
息
所
の
言
葉
は
作
家
の
創
作

で
あ
り
、
実
際
の
物
語
の
中
で
御
息
所
が
空
蝉
の
存
在
を
知
る
こ
と
は
な
い
。
し
か

し
、
六
条
御
息
所
が
空
蝉
の
若
き
日
の
夢
を
推
察
し
、
そ
の
夢
を
振
り
切
っ
て
源
氏

を
拒
ん
だ
そ
の
決
断
に
敬
意
を
抱
き
、
な
ぜ
自
分
も
そ
う
し
な
か
っ
た
の
か
と
悔
や

む
姿
は
、
原
作
へ
の
深
い
理
解
に
裏
打
ち
さ
れ
た
想
像
で
あ
り
、
非
常
に
興
味
深
い

創
作
で
あ
る
。

空
蝉
と
六
条
御
息
所
は
ど
ち
ら
も
源
氏
よ
り
年
上
で
あ
る
。
ま
た
、
父
の
死
で
宮

仕
え
の
機
会
を
逸
し
た
空
蝉
と
同
じ
く
、
六
条
御
息
所
も
夫
と
死
別
し
な
け
れ
ば
東

宮
妃
と
し
て
生
き
た
は
ず
の
人
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
思
ひ
あ
が
れ
る
気
色
に
聞
き

お
き
た
ま
へ
る
む
す
め
」
と
も
書
か
れ
た
空
蝉
に
強
い
自
尊
心
が
あ
っ
た
よ
う
に
、

六
条
御
息
所
も
一
貫
し
て
「
誇
り
高
き
女
」
と
し
て
描
か
れ
る
。
年
上
で
、
自
負
心

の
強
い
、
結
婚
経
験
の
あ
る
こ
の
二
人
の
女
の
う
ち
、
ひ
と
り
は
源
氏
を
拒
み
、
も

う
ひ
と
り
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。

作
者
は
「
帚
木
三
帖
」
で
拒
ん
だ
女
の
物
語
を
一
通
り
完
結
さ
せ
た
後
、
四
帖
分

の
間
を
あ
け
て
、「
葵
巻
」
で
拒
ま
な
か
っ
た
女
の
物
語
を
本
格
的
に
始
め
る
。
こ
の

四
帖
分
の
間
が
あ
る
こ
と
で
、
六
条
御
息
所
が
話
の
中
心
に
置
か
れ
る
こ
ろ
に
は
、
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空
蝉
の
影
が
め
っ
き
り
薄
れ
て
し
ま
う
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、「
六
条
わ
た
り

の
女
」
の
初
登
場
が
「
夕
顔
巻
」
冒
頭
で
あ
る
こ
と
と
、「
夕
顔
巻
」
巻
末
で
空
蝉
が

伊
予
に
下
向
す
る
こ
と
は
単
な
る
偶
然
の
結
果
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
身
分
や

境
遇
、「
い
と
も
の
を
あ
ま
り
な
る
ま
で
思
し
し
め
し
た
る
御
心
ざ
ま
」
と
い
う
性

情
、
源
氏
と
の
な
れ
そ
め
、
そ
し
て
夜
離
れ
な
ど
、
こ
の
女
に
関
す
る
情
報
の
ほ
ぼ

す
べ
て
が
こ
の
「
夕
顔
巻
」
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
作
者
は
空
蝉
が
物
語
に
大

き
く
関
わ
っ
て
い
た
時
期
に
、
六
条
御
息
所
の
イ
メ
ー
ジ
を
準
備
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
作
者
の
頭
の
中
で
二
人
が
同
時
期
に
存
在
し
て
い

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
空
蝉
は
な
ぜ
源
氏
を
拒
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
多
く
の
研
究
者

に
と
っ
て
大
き
な
関
心
事
で
あ
り
、
そ
の
問
題
を
論
じ
た
論
文
も
多
数
読
む
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
原
田
敦
子
氏
の
「
空
蝉
の
夢
」
か
ら
一
節

を
引
用
す
る
。

比
類
な
い
相
手
の
様
子
が
、
逢
っ
た
後
の
み
じ
め
さ
を
募
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
と
、

つ
れ
な
い
態
度
を
と
り
続
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
空
蝉
の
思
い
は
自
分
が
人

妻
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
な
く
、
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
夢
の
如
き
相
手
と
、
現
在

自
分
が
置
か
れ
た
境
遇
に
、
余
り
に
も
大
き
な
懸
隔
が
存
す
る
と
い
う
一
点
に
か

か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
こ
の
ま
ま
源
氏
の
求
愛
を
受
け
入
れ
た
な
ら
、

或
い
は
受
け
入
れ
続
け
た
な
ら
、
た
ち
ま
ち
に
飽
き
ら
れ
て
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
う
か
、
さ
も
な
く
ば
召
人
の
如
き
関
係
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

こ
と
を
、
怜
悧
に
感
じ
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
源
氏
の
空
蝉
へ
の
思
い
は
、

当
初
、
雨
夜
の
品
定
め
で
関
心
を
呼
び
起
こ
さ
れ
た
「
中
の
品
の
女
」
と
の
ほ
ん
の

ゆ
き
ず
り
の
冒
険
の
つ
も
り
が
、
拒
否
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
執
着
の
度
を

強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
空
蝉
の
勘
は
あ
た
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

源
氏
の
愛
を
失
わ
な
い
た
め
、
そ
し
て
自
分
の
誇
り
と
夢
を
傷
つ
け
な
い
た
め
、
唯

一
、
空
蝉
に
可
能
だ
っ
た
の
が
、
愛
し
な
が
ら
拒
否
す
る
と
い
う
行
為
だ
っ
た
の
で

あ
る㉔
。

原
田
氏
の
見
解
を
参
考
に
空
蝉
の
決
断
の
理
由
と
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
ま
と

め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

（
1
）
源
氏
と
身
分
が
釣
り
合
わ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
た
。

（
2
）
求
愛
を
受
け
入
れ
た
後
の
不
幸
な
展
開
が
予
想
で
き
た
。

（
3
）
恋
愛
に
溺
れ
る
よ
り
も
、
自
ら
の
誇
り
を
守
ろ
う
と
し
た
。

（
4
）
源
氏
を
拒
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
源
氏
の
心
を
と
ら
え
た
。

原
田
氏
と
同
じ
視
座
で
こ
の
問
題
を
論
じ
た
先
行
研
究
は
非
常
に
多
い
。そ
し
て
、

増
田
繁
夫
氏
の
「
光
源
氏
の
空
蝉
を
あ
つ
か
ふ
あ
つ
か
ひ
方
に
、
軽
い
身
分
の
女
と

見
下
げ
た
態
度
が
露
は
に
見
え
る
の
に
対
し
て
激
し
く
抗
議
非
難
し
た
も
の
で
あ
る㉕
。」

と
い
う
指
摘
も
空
蝉
の
性
格
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
と
首
肯
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
空
蝉
と
は
逆
に
、
六
条
御
息
所
は
な
ぜ
絶
望
的
な
恋
愛
に
執
着
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
御
息
所
の
特
徴
で
あ
る
「
思
い
詰
め
る
性
格
」
が
決

断
を
鈍
ら
せ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
御
息
所
の
人
間
性

に
加
え
て
、
作
者
に
「
諦
め
た
女
の
物
語
を
完
結
さ
せ
た
後
、
諦
め
な
か
っ
た
女
の

物
語
を
展
開
さ
せ
た
か
っ
た
」
と
い
う
た
く
ら
み

4

4

4

4

が
あ
っ
た
と
考
え
て
み
た
い
。
そ

の
目
的
の
た
め
に
、
作
者
は
「
階
級
」
の
壁
を
取
り
除
く
べ
く
六
条
御
息
所
に
元
東

宮
妃
と
い
う
身
分
を
与
え
、「
身
の
程
を
知
る
」
と
い
う
口
実
を
許
さ
な
い
設
定
に
し

た
の
で
あ
る
。
六
条
御
息
所
は
、
原
田
氏
が
空
蝉
の
心
を
推
量
し
た
「
も
し
こ
の
ま

ま
源
氏
の
求
愛
を
受
け
入
れ
た
な
ら
、
或
い
は
受
け
入
れ
続
け
た
な
ら
、
た
ち
ま
ち

に
飽
き
ら
れ
て
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
言
葉
通
り
の
目
に
遭
う
。

高
貴
な
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
源
氏
の
心
変
わ
り
を
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
屈
辱
的
な

思
い
を
重
ね
て
身
を
破
滅
さ
せ
る
六
条
御
息
所
と
、「
中
の
品
」
ゆ
え
に
屈
辱
を
避
け

る
賢
明
さ
を
持
ち
、
絶
望
的
な
状
況
に
陥
る
こ
と
が
な
か
っ
た
空
蝉
。
こ
こ
で
思
い
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出
さ
れ
る
の
は
、作
者
も
ま
た
受
領
階
級
出
身
で
、年
の
離
れ
た
夫
も
ま
た
受
領
だ
っ

た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。「
空
蝉
は
作
者
の
『
自
画
像
』
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
は
珍

し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
夫
と
死
別
し
た
空
蝉
が
の
ち
に
二
条
院
に
引
き

取
ら
れ
る
と
い
う
展
開
の
背
景
に
、
作
者
の
同
じ
境
遇
の
者
に
対
す
る
共
感
が
あ
っ

た
と
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
竹
取
物
語
』
で
は
、か
ぐ
や
姫
に
求
婚

し
た
貴
族
が
、
姫
か
ら
出
さ
れ
た
難
題
に
挑
ん
で
失
敗
し
、
結
局
は
物
笑
い
の
種
に

な
る
。
こ
の
貴
族
た
ち
に
準
拠
が
あ
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、そ
れ
が『
竹

取
物
語
』
に
当
時
の
貴
族
社
会
を
批
判
す
る
精
神
を
読
み
取
る
根
拠
に
も
な
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、『
竹
取
物
語
』
に
精
通
し
て
い
た
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
が
、
虚

構
の
物
語
に
現
実
社
会
を
反
映
さ
せ
る
手
法
を
学
び
取
り
、
そ
れ
を
「
中
の
品
」
の

悲
哀
か
ら
「
か
し
こ
さ
」
を
抽
出
し
、「
上
の
品
」
の
誇
り
か
ら
「
か
な
し
さ
」
を
創

出
す
る
と
い
う
方
法
で
実
践
し
て
、
自
分
を
取
り
巻
く
社
会
に
さ
さ
や
か
な
批
判
を

試
み
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

空
蝉
は
結
果
的
に
六
条
御
息
所
が
取
る
べ
き
道
を
示
す
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、源
氏
を
拒
む
こ
と
で
増
田
氏
の
言
う
「
処
世
の
か
し
こ
さ
」
を
示
し
、

源
氏
に
強
い
印
象
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
源
氏
と
出
会
っ
た
後

の
六
条
御
息
所
の
人
生
は
あ
ま
り
に
も
切
な
く
悲
し
い
。
し
か
し
、
六
条
御
息
所
の

物
語
は
源
氏
の
人
生
と
と
も
に
広
が
っ
て
い
く
の
に
、
空
蝉
は
あ
く
ま
で
「
帚
木
三

帖
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
。
結
局
、
物
語
の
肝
心
な
と
こ
ろ
を
支
え
る
の
は
必
ず
し

も
「
か
し
こ
さ
」
で
は
な
く
、む
し
ろ
知
性
や
理
性
で
は
対
処
の
し
よ
う
が
な
い
「
か

な
し
さ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

五
．
結
語

ジ
ェ
ー
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
南
部
・
南
西
部
で
一
生
を
過
ご

し
、
平
凡
な
生
活
の
中
、
同
じ
田
舎
に
住
む
い
く
つ
か
の
家
族
を
創
作
の
材
料
と
し

な
が
ら
、
後
世
に
残
る
作
品
を
書
い
た
作
家
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
作
者
も
、
越

前
守
の
父
に
同
道
し
て
そ
の
任
国
へ
下
っ
た
経
験
は
あ
る
も
の
の
、
一
生
の
大
半
を

限
ら
れ
た
場
所
で
、
限
ら
れ
た
階
層
の
人
々
と
と
も
に
過
ご
し
た
は
ず
で
あ
る
。
二

人
は
狭
い
世
界
を
鋭
い
観
察
眼
で
切
り
取
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
人
間
の
様
相
、

社
会
の
実
態
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
対
す
る
批
判
を
創
作
の
糧
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
帚
木
三
帖
」
は
言
う
な
れ
ば
源
氏
の
「
失
敗
談
」
で
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
世
間
知
ら

ず
の
源
氏
が
、
複
数
の
女
性
と
の
出
会
い
を
通
し
て
大
人
の
男
に
な
る
ま
で
の
一
段

階
を
描
い
た
も
の
だ
と
も
言
え
る
。
そ
の
段
階
に
お
い
て
、
空
蝉
は
葵
の
上
か
ら
の

逃
避
場
所
と
な
り
、
夕
顔
に
欠
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
補
い
、
後
に
登
場
す
る
六
条

御
息
所
と
も
関
連
を
持
ち
な
が
ら
、「
帚
木
三
帖
」
の
展
開
を
支
え
、
そ
し
て
源
氏
の

前
か
ら
消
え
て
行
く
。
そ
の
身
の
処
し
方
が
「
貞
節
」
と
は
無
関
係
で
、
む
し
ろ
ひ

た
す
ら
「
自
分
の
人
生
」
を
考
え
た
利
己
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
に
オ
ー

ス
テ
ィ
ン
流
の
笑
い
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
い
て
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ル
ー
カ
ス

の
知
恵
に
通
じ
る
も
の
が
全
く
な
か
っ
た
と
も
言
い
切
れ
な
い
。

『
源
氏
物
語
』
の
時
代
、結
婚
を
通
し
て
経
済
的
な
安
定
や
社
会
的
体
面
を
保
ち
な

が
ら
生
き
た
女
は
数
限
り
な
く
存
在
し
て
い
た
。
空
蝉
は
そ
う
し
た
女
の
代
表
と
し

て
造
型
さ
れ
、
高
貴
す
ぎ
て
人
間
臭
さ
を
欠
い
た
葵
の
上
や
、
劇
的
で
そ
れ
で
い
て

儚
い
人
生
を
送
る
夕
顔
や
、
あ
ま
り
に
も
深
刻
に
恋
愛
を
受
け
止
め
た
六
条
御
息
所

た
ち
の
「
反
射
鏡
」
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、

作
者
が
源
氏
の
た
め
に
用
意
し
た
「
帚
木
三
帖
」
の
構
図
は
、
計
算
の
行
き
届
い
た

人
間
関
係
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

注
①　

映
画
『
い
つ
か
晴
れ
た
日
に
』
コ
ロ
ン
ビ
ア
映
画
、
一
九
九
五
年
公
開
、
制
作
リ
ン

ゼ
イ
・
ド
ー
ラ
ン
、
監
督
ア
ン
・
リ
ー
。
な
お
、
字
幕
翻
訳
は
菊
池
浩
司
が
担
当
し
た
。

②　
『
高
慢
と
偏
見
』
上　

富
田
彬
訳　

岩
波
文
庫　

一
九
八
〜
一
九
九
頁　
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七
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③　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
２
０
源
氏
物
語
①
』
空
蝉
巻　

一
二
一
頁　

八
〜
一
〇
行
目

④　

同
右　

夕
顔
巻　

一
四
五
頁　

五
〜
七
行
目

⑤　

同
右　

帚
木
巻　

一
〇
三
頁　

一
四
〜
一
五
行
目　

⑥　

同
右　

桐
壺
巻　

四
九
頁　

二
〜
七
行
目

⑦　

同
右　

桐
壺
巻　

五
〇
頁　

五
〜
六
行
目

⑧　

同
右　

帚
木
巻　

九
一
頁　

六
〜
一
二
行
目

⑨　

後
述
す
る
よ
う
に
、夕
顔
は
「
雨
夜
の
品
定
め
」
で
「
常
夏
の
女
」
と
し
て
言
及
さ

れ
、
六
条
御
息
所
は
「
夕
顔
巻
」
冒
頭
で
「
六
条
わ
た
り
の
女
」
と
し
て
現
れ
る
。

⑩　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
２
０
源
氏
物
語
①
』空
蝉
巻　

一
二
一
頁　

一
〇
〜
一
二
行
目

⑪　

増
田
繁
夫
「
空
蝉
と
夕
顔
―
処
世
の
か
し
こ
さ
と
つ
た
な
さ
―
」（『
源
氏
物
語
の
探

求
第
五
輯
』
所
収
）
一
頁
一
一
行
目
〜
二
頁
一
〇
行
目　
　

⑫　
『
任
氏
伝
』
と
の
関
連
は
新
間
一
美
「
も
う
一
人
の
夕
顔
―
帚
木
三
帖
と
任
氏
の
物

語
―
」（『
論
集
中
古
文
学
五　

源
氏
物
語
の
人
物
と
構
造
』
笠
間
書
院　

一
九
八
二

年
）
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
三
輪
山
式
神
婚
譚
の
影
響
に
つ
い
て
は
、高
階
正
秀

「
源
氏
物
語
『
夕
顔
』
巻
の
成
立
―
三
輪
山
式
神
婚
説
話
の
系
譜
―
」（『
高
階
正
秀
著

作
集　

源
氏
物
語
論
』
桜
楓
社　

一
九
七
一
年
）
等
に
詳
し
い
。

⑬　
「
帚
木
」
は
信
濃
国
薗
原
に
あ
り
、
遠
く
か
ら
見
る
と
あ
る
よ
う
見
え
、
近
寄
る
と

形
が
見
え
な
い
と
い
う
伝
説
の
木
。
和
歌
で
は
、な
さ
け
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
実
の

な
い
こ
と
、姿
は
見
え
る
の
に
会
え
な
い
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
詠
み
込
ま
れ

る
こ
と
が
あ
る
。

⑭　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
２
０
源
氏
物
語
①
』
帚
木
巻　

一
一
二
頁　

一
行
目
、五
行
目

⑮　

同
右　

帚
木
巻　

六
〇
頁　

一
一
〜
一
四
行
目

⑯　

西
郷
信
綱
『
日
本
古
代
文
学
史
』（
岩
波
現
代
文
庫
）
第
３
章 

物
語
文
学
の
時
代　

三 

女
房
社
会 

一
七
二
頁　

六
〜
七
頁

⑰　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
２
１
源
氏
物
語
②
』
絵
合
巻　

三
八
〇
頁　

七
〜
九
行
目

⑱　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
２
５
源
氏
物
語
⑥
』
手
習
巻　

三
〇
〇
頁　

一
行
目

⑲　

例
え
ば
『
伊
勢
物
語
』
第
一
段
は
、初
冠
し
た
ば
か
り
の
男
が
春
日
の
里
で
美
し
い

姉
妹
に
出
会
う
話
で
あ
る
。
ま
た
、『
宇
津
保
物
語
』「
俊
蔭
巻
」
に
は
俊
蔭
の
娘
が
北

山
の
森
の
木
の
う
つ
ほ
（
空
洞
）
で
息
子
を
育
て
る
話
が
含
ま
れ
て
い
る
。

⑳　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
２
０
源
氏
物
語
①
』
夕
顔
巻　

一
四
〇
頁　

一
行
目

㉑　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
２
０
源
氏
物
語
①
』
帚
木
巻　

一
〇
二
頁　

八
〜
一
二
行
目

㉒　

藤
田
加
代
「『
空
蝉
』
の
物
語
―
空
蝉
造
型
の
特
異
性
に
つ
い
て
―
」（
高
知
日
本
文

学
研
究
会
『
日
本
文
学
研
究
』
第
二
十
八
号
所
収
）
五
六
頁　

上
段
一
六
行
〜
二
〇
行
目

㉓　

林
真
理
子
『
六
条
御
息
所　

源
氏
が
た
り　

一
、光
の
章
』
七
四
頁　

一
〇
行
目
〜

七
六
頁　

二
行
目　
　

㉔　

原
田
敦
子
「
空
蝉
の
夢
」（
森
一
郎
編
著
『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
集
』
所
収
）

一
八
二
頁　

七
〜
一
五
行
目

㉕　

増
田
繁
夫
「
空
蝉
と
夕
顔
―
処
世
の
か
し
こ
さ
と
つ
た
な
さ
―
」（『
源
氏
物
語
の
探

求
第
五
輯
』
所
収
）
六
頁
二
行
目
〜
三
行
目
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