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一
、
は
じ
め
に

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
平
安
時
代
後
期
の
成
立
と
さ
れ
る①
、異
性
装
を
テ
ー
マ

に
し
た
物
語
で
あ
る
。
異
母
兄
妹
で
あ
る
内
向
的
な
男
主
人
公
と
外
向
的
な
女
主
人

公
が
、
本
来
の
性
と
は
異
な
る
社
会
的
な
性
別
を
付
与
さ
れ
、
や
が
て
そ
れ
ぞ
れ
に

秘
密
を
か
か
え
て
宮
廷
に
出
仕
し
、
様
々
な
事
件
に
遭
遇
し
な
が
ら
、
結
局
は
生
来

の
性
に
戻
り
、
男
主
人
公
は
関
白
に
、
女
主
人
公
は
中
宮
に
と
栄
達
す
る
ま
で
を
描

く
物
語
で
あ
る②
。

明
治
時
代
の
酷
評
は
払
拭
さ
れ③
、
現
在
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
を
愛
情
の
種
々

相
を
描
き
出
す
も
の
と
す
る
理
解
が
す
で
に
定
説
に
な
っ
て
い
る④
。
ま
た
こ
の
物
語

は
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
始
ま
る
、「
焦
点
を
女
の
方
に
し
ぼ
っ
て
、
そ
の
人
生
の
変

転
を
辿
っ
た
」〈
女
の
物
語
〉
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ⑤
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
『
夜
の
寝

覚
』
へ
と
連
な
る
王
朝
物
語
史
上
の
転
換
点
に
位
置
す
る
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
評

価
さ
れ
て
い
る⑥
。

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
、
婚
姻
・
妊
娠
・
出
産
と
い
っ
た
女
性
の
人
生
に
お
け

る
重
要
な
課
題
を
め
ぐ
っ
て
、
女
主
人
公
を
は
じ
め
、
数
人
の
女
性
の
生
を
描
い
て

い
る
。
と
く
に
、
女
主
人
公
に
は
、
秘
密
の
妊
娠
と
出
産
を
経
験
さ
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
『
夜
の
寝
覚
』
も
、女
主
人

公
で
あ
る
中
の
君
の
突
然
の
契
り
に
よ
る
妊
娠
と
秘
密
の
出
産
を
描
い
て
い
る
。
こ

の
展
開
に
つ
い
て
、「
読
み
手
の
〈
女
〉
た
ち
が
女
主
人
公
と
我
が
身
と
を
引
き
比

べ
、心
情
を
想
像
し
共
感
す
る
「
仕
掛
け
」」
と
す
る
指
摘
が
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ

る⑦
。さ

ら
に
、女
主
人
公
の
生
き
方
を
考
察
す
る
上
で
有
効
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、「
家
」

の
視
点
で
あ
る
。『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
を
「
家
」
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
の
は
、

鈴
木
弘
道
が
親
子
間
の
愛
情
を
描
き
出
し
た
と
し
て
、
こ
の
物
語
を
再
評
価
し
た
こ

と
が
発
端
で
あ
ろ
う⑧
。
そ
の
後
、
神
田
龍
身
、
西
本
寮
子
、
伊
達
舞
の
一
連
の
論
考

で
は
、
特
に
「
家
」
の
存
続
に
焦
点
を
当
て
、
家
の
繁
栄
に
か
か
わ
る
子
ど
も
の
存

在
に
注
目
し
て
い
る⑨
。
し
か
し
な
が
ら
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
け
る
女
性
の

生
き
方
、
と
く
に
女
主
人
公
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
「
家
」
の
視
点
か
ら
の
考
察
は

ま
だ
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
は
男
装
し
た
女
主
人
公
の
婚
姻
だ
け
で
な
く
、そ
の
妊

娠
と
出
産
ま
で
も
詳
細
に
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
で
、
こ
う
し
た
物
語

展
開
や
出
産
に
関
わ
る
具
体
的
な
描
写
を
分
析
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
は

見
出
せ
な
い
。
以
前
、稿
者
は
こ
の
物
語
の
妊
娠
表
現
に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
』『
夜

の
寝
覚
』
な
ど
の
先
行
物
語
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る⑩
。
本
稿

は
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
女
性
の
生
を
庇
護
し
、
ま
た
そ
の
性
を
管
理

す
る
「
家
」
と
い
う
視
点
か
ら
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
女
主
人
公
の
特
質
を
考

察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
け
る
女
主
人
公
の
生
き
方

―
「
家
」
に
束
縛
さ
れ
る
女
君

―

庄　
　
　

婕　

淳
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二
、
平
安
時
代
の
女
性
の
婚
姻
・
妊
娠
・
出
産

ま
ず
女
性
の
婚
姻
・
妊
娠
・
出
産
と
上
述
の
「
家
」
に
注
目
し
、
平
安
時
代
の
文

学
作
品
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

平
安
時
代
の
文
学
作
品
の
多
く
は
、「
婚
姻
」
を
通
し
て
、
女
性
が
父
の
「
家
」
を

出
て
夫
の
「
家
」
に
帰
着
す
る
、
と
い
う
展
開
を
も
つ
。
た
と
え
ば
『
落
窪
物
語
』

で
落
窪
姫
君
は
、
あ
こ
ぎ
を
は
じ
め
と
す
る
侍
女
や
従
者
の
助
け
に
よ
っ
て
、
継
母

に
虐
待
さ
れ
て
い
た
も
と
の
「
家
」、
つ
ま
り
父
親
の
「
家
」
を
脱
出
し
て
、
最
後
に

は
男
主
人
公
・
道
頼
と
一
緒
に
新
し
い
「
家
」
を
築
く
こ
と
に
な
る
。
理
想
的
な
恋

人
と
出
会
い
、
つ
い
に
男
女
が
結
ば
れ
る
こ
と
で
、
物
語
が
完
結
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
女
性
の
「
妊
娠
」
と
「
出
産
」
と
い
う
事
象
に
つ
い
て
も
、「
家
」

と
い
う
枠
の
な
か
で
描
く
の
が
通
例
で
あ
る
。「
妊
娠
」
と
「
出
産
」
は
、「
家
」
の

永
続
的
な
継
続
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
女
性
が
父
や
夫
の
家
で
、
多
く
の
人
に

囲
ま
れ
、
大
切
に
か
し
ず
か
れ
る
な
か
で
、
家
の
跡
継
ぎ
な
る
男
児
や
女
児
を
産
む

場
面
は
、
物
語
に
多
く
描
か
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
葵
の
巻
で
、
父
左
大
臣
と
母

宮
、
源
氏
に
囲
ま
れ
て
、
絶
え
間
な
い
祈
祷
の
な
か
で
、
葵
の
上
が
夕
霧
を
出
産
し

た
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、安
定
し
た
「
家
」
に
属
さ
な
い
女
性
た
ち
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
以
降
、こ
の
よ
う
な
女
性
も
し
ば
し
ば
文
学
作
品
に
登
場
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
を
考
察
す
る
上
で
重
要
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
七
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
産
女
行

南
山
科
値
鬼
逃
語
第
十
五
」
と
い
う
説
話
で
あ
る
。
以
下
そ
の
冒
頭
を
引
用
す
る
。

今
昔
、
或
ル
宮
仕
シ
ケ
ル
若
キ
女
有
リ
。
父
母
親
類
モ
無
ク
、
聊
ニ
知
タ
ル

人
モ
無
ケ
レ
バ
、
立
寄
ル
所
モ
無
ク
テ
、
只
局
ニ
ノ
ミ
居
テ
、「
若
シ
、
病
ナ
ド

セ
ム
時
ニ
、
何
カ
ヾ
為
ム
」
ト
心
細
ク
思
ケ
ル
ニ
、
指
ル
夫
モ
無
ク
テ
懐
任
シ

ニ
ケ
リ
。

然
レ
バ
、
弥
ヨ
身
ノ
宿
世
被
推
量
テ
、
心
一
ツ
ニ
歎
ケ
ル
ニ
、
先
ヅ
産
マ
ム

所
ヲ
思
フ
ニ
、
可
為
キ
方
無
ク
、
可
云
合
キ
人
モ
無
シ
。「
主
ニ
申
サ
ム
」
ト
思

モ
恥
カ
シ
ク
テ
不
申
出
ズ
。
而
ニ
此
ノ
女
、
心
賢
キ
者
ニ
テ
、
思
得
タ
リ
ケ
ル

様
、「
只
我
レ
其
ノ
気
色
有
ラ
ム
時
ニ
、
只
独
リ
仕
フ
女
ノ
童
ヲ
具
シ
テ
、
何
方

ト
モ
無
ク
深
キ
山
ノ
有
ラ
ム
方
ニ
行
テ
、
何
ナ
ラ
ム
木
ノ
下
ニ
テ
モ
産
マ
ム
」

ト
、「
若
シ
死
ナ
バ
、
人
ニ
モ
不
被
知
デ
止
ナ
ム
。
若
シ
生
タ
ラ
バ
、
然
気
無
キ

様
ニ
テ
返
リ
参
ラ
ム
」
ト
思
テ
、
月
漸
ク
近
ク
成
ル
マ
ヽ
ニ
ハ
、
悲
キ
事
云
ハ

ム
方
無
ク
思
ケ
レ
ド
モ
、
然
気
無
ク
持
成
シ
テ
、
蜜
ニ
構
テ
、
可
食
キ
物
ナ
ド

少
シ
儲
テ
、
此
ノ
女
ノ
童
ニ
此
ノ
由
ヲ
云
イ
含
テ
過
ケ
ル
ニ
、
既
ニ
月
満
ヌ
。

物
事
し
ら
ぬ
女
の
童
一
人
だ
け
を
従
え
、
一
人
で
出
産
の
計
画
を
す
る
女
性
の
説

話
で
あ
る
。「
父
母
親
類
モ
無
ク
、
聊
ニ
知
タ
ル
人
モ
無
ケ
レ
バ
」、「
指
ル
夫
モ
無
ク

テ
」
と
い
う
よ
う
に
、
父
も
な
く
、
頼
れ
る
夫
も
な
く
、
家
父
長
制
社
会
で
、
し
か

る
べ
き
「
家
」
の
庇
護
を
受
け
ら
れ
な
い
女
性
の
苦
難
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

女
は
、
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
を
、「
子
ヲ
バ
人
ニ
取
セ
テ
養
セ
ケ
リ
」
と
、
自
ら
養

育
す
る
の
で
は
な
く
、
養
子
と
し
て
出
す
こ
と
を
決
め
て
い
る
。
当
時
、
女
性
の
出

産
は
命
を
脅
か
す
危
険
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
女
性
は
、「
若
シ
死
ナ
バ
、
人
ニ

モ
不
被
知
デ
止
ナ
ム
。
若
シ
生
タ
ラ
バ
、
然
気
無
キ
様
ニ
テ
返
リ
参
ラ
ム
」
と
、
も

し
死
ん
だ
ら
妊
娠
と
出
産
の
こ
と
は
世
間
の
人
に
知
ら
れ
ず
に
済
む
こ
と
が
で
き
、

も
し
生
き
て
い
れ
ば
、何
事
も
な
い
よ
う
に
帰
ろ
う
と
思
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
出

産
に
際
し
て
の
心
情
が
こ
こ
ま
で
丁
寧
に
描
か
れ
る
こ
と
は
、
他
の
物
語
文
学
に
比

し
て
非
常
に
稀
な
事
例
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
と
り
か
へ

ば
や
物
語
』
の
女
主
人
公
の
詳
細
な
心
中
思
惟
表
現
と
も
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
家
」
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す
る
「
妊
娠
」
と
「
出
産
」
を
描
く
も
の
と
し
て
は
、

密
通
に
よ
る
不
義
の
子
の
妊
娠
・
出
産
の
事
例
も
あ
る
。
特
に
『
と
り
か
へ
ば
や
物
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語
』
に
深
い
影
響
を
与
え
、
同
じ
く
〈
女
の
物
語
〉
に
属
す
る
先
行
物
語
『
夜
の
寝

覚
』
で
は
、
女
主
人
公
で
あ
る
中
の
君
が
、
姉
の
大
君
の
夫
で
あ
る
権
中
納
言
と
の

予
期
せ
ぬ
逢
瀬
に
よ
り
、
妊
娠
し
て
し
ま
っ
た
事
例
が
描
か
れ
る
。
そ
の
出
産
を
済

ま
せ
る
た
め
、
彼
女
に
付
き
添
う
対
の
君
は
、
権
中
納
言
と
手
を
組
ん
で
計
画
を
立

て
、
中
の
君
は
密
か
に
石
山
で
姫
君
を
出
産
し
、
そ
の
姫
君
を
権
中
納
言
が
扶
養
す

る
と
い
う
展
開
が
描
か
れ
て
い
る
。

以
上
の
事
例
を
踏
ま
え
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
け
る
女
主
人
公
の
婚
姻
・

妊
娠
・
出
産
に
関
連
す
る
記
述
を
分
析
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

三
、  『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
け
る
女
主
人
公
の
婚
姻
・
妊

娠
・
出
産

ま
ず
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
記
さ
れ
て
い
る
女
主
人
公
の
婚
姻
・
妊
娠
・
出

産
を
め
ぐ
る
記
述
を
時
系
列
に
、
以
下
の
表
に
整
理
す
る
。

こ
の
背
景
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。

女
主
人
公
の
妻
で
あ
る
四
の
君
は
右
大
臣
の
最
愛
の
末
娘
で
あ
る
。
男
装
す
る
女

主
人
公
の
優
れ
た
人
柄
が
右
大
臣
の
目
に
留
ま
り
、
十
六
歳
の
時
、
女
主
人
公
は
右

大
臣
の
望
み
に
よ
っ
て
三
歳
年
上
の
四
の
君
と
結
婚
す
る
。
十
八
歳
の
あ
る
残
暑
厳

し
い
日
、男
装
の
女
主
人
公
と
語
り
合
っ
て
い
る
宰
相
中
将
は
彼
女
の
姿
に
惑
乱
し
、

近
づ
く
と
女
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
つ
い
彼
女
と
契
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
も
女

主
人
公
の
乳
母
の
家
で
密
会
を
す
る
。
そ
の
後
の
十
月
、
女
主
人
公
は
自
分
の
妊
娠

に
気
付
く
（
❶
）。

翌
年
、
妊
娠
に
よ
っ
て
窮
地
に
陥
っ
た
女
主
人
公
は
宰
相
中
将
に
従
い
、
宇
治
に

身
を
隠
す
こ
と
に
す
る
。
女
主
人
公
の
失
踪
の
後
、
女
装
の
男
主
人
公
は
彼
女
を
探

し
だ
す
た
め
に
、
男
装
に
戻
り
、
旅
に
出
る
。

男
君
の
助
け
で
、
出
産
後
の
女
主
人
公
は
宇
治
か
ら
脱
出
す
る
。
き
ょ
う
だ
い
は

お
互
い
の
身
分
を
交
換
し
、
女
主
人
公
は
女
一
宮
の
出
産
を
助
け
る
た
め
に
入
内
す

る
。
正
月
、
帝
は
女
主
人
公
を
慕
う
あ
ま
り
、
彼
女
の
住
ん
で
い
る
宣
耀
殿
に
闖
入

し
、
思
い
を
遂
げ
た
。
三
月
、
女
主
人
公
は
帝
の
御
子
を
懐
妊
す
る
（
❷
）、
と
い
う

展
開
で
あ
る
。

ま
ず
、
女
主
人
公
の
二
回
の
婚
姻
に
関
す
る
記
述
を
分
析
し
、
そ
の
詳
細
を
辿
る
。

幼
い
頃
、
内
向
的
な
男
主
人
公
と
外
向
的
な
女
主
人
公
の
異
母
き
ょ
う
だ
い
が
、

そ
の
性
格
に
よ
り
、異
性
装
さ
せ
ら
れ
、そ
れ
ぞ
れ
美
し
く
成
長
す
る
。「
元
服
」「
裳

着
」
と
い
っ
た
成
人
儀
礼
を
通
し
、
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
宮
中
に
出
仕
す
る
。
自
分
の

置
か
れ
た
状
況
の
異
常
さ
を
自
覚
し
て
い
る
女
主
人
公
は
、
常
に
そ
の
身
の
上
を
嘆

い
て
い
る
が
、
そ
の
容
貌
の
美
し
さ
と
才
能
の
高
さ
は
、
元
服
の
時
に
引
き
入
れ
の

役
を
担
当
し
た
伯
父
に
あ
た
る
右
大
臣
の
目
を
引
く
。
そ
こ
で
、
父
左
大
臣
に
、
婿

取
り
の
意
を
打
ち
明
け
ら
れ
る
。

（
右
大
臣
は
）
こ
の
中
将
の
君
、
人
柄
も
い
と
こ
よ
な
く
ま
さ
り
て
、
い
さ
さ

か
あ
だ
あ
だ
し
く
軽
び
た
る
振
る
舞
ひ
な
ど
す
と
も
聞
こ
え
ぬ
に
ま
す
こ
と
あ

る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
そ
れ
に
思
し
定
め
て
、
父
大
臣
に
も
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

を
か
し
と
思
し
な
が
ら
、
な
に
か
は
、
い
か
に
言
ひ
て
か
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と

二
十
歳

十
九
歳

十
八
歳

十
六
歳

年
齢

▼
正
月
、
帝
と
契
る

▼
三
月
、
❷
妊
娠
発
覚

▼
九
月
過
ぎ
、
皇
子
出
産

▼
七
月
初
旬
、
宇
治
の
若
君
出
産

▼
初
秋
、
宰
相
中
将
と
契
る

▼
十
月
、
❶
妊
娠
発
覚

▼
四
の
君
と
結
婚
す
る

女
主
人
公
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は
も
の
せ
ん
、
と
思
し
て
、「
い
か
な
る
に
か
、
か
や
う
に
世
づ
き
た
る
心
は
ゆ

め
に
も
は
べ
ら
ざ
め
る
は
。
さ
り
と
も
ま
め
や
か
な
る
方
ば
か
り
は
、
い
と
よ

く
人
に
御
覧
ぜ
ら
る
べ
き
も
の
に
は
べ
り
」
と
受
け
ひ
き
申
し
た
ま
ひ
つ
。
北

の
方
に
、「
か
く
な
ん
」
と
の
た
ま
ふ
に
、「
子
め
か
し
か
ら
ん
人
の
む
す
め
の
、

あ
や
し
な
ど
思
ひ
咎
め
言
ふ
べ
き
な
ら
ず
。
た
だ
う
ち
語
ら
ひ
て
、
人
目
を
世

の
常
に
も
て
な
し
て
出
で
入
り
せ
よ
か
し
」
と
う
ち
笑
ひ
て
、「
よ
き
後
見
な

り
」
と
の
た
ま
ふ
。
ま
だ
い
と
若
く
お
は
す
れ
ば
う
し
ろ
め
た
か
り
ぬ
べ
け
れ

ど
、
あ
う
な
く
は
ま
た
お
は
す
べ
く
も
あ
ら
ぬ
さ
ま
な
れ
ば
、
心
や
す
く
て
、

御
文
書
か
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
何
事
も
思
し
分
か
ず
、
男
ど
も
の
な
か
に

も
好
も
し
く
の
み
聞
き
な
ら
ひ
た
ま
へ
れ
ば
、
懸
想
の
方
に
こ
そ
は
と
て
、

こ
れ
や
さ
は
入
り
て
繁
き
は
道
な
ら
ん
山
口
し
る
く
ま
ど
は
る
る
か
な

と
書
き
た
ま
へ
る
、
え
も
言
は
ず
め
で
た
き
見
も
の
な
り
。
御
年
の
ほ
ど
を
思

す
に
、
い
か
で
か
か
り
け
ん
と
、
を
か
し
く
も
あ
は
れ
に
も
涙
ぐ
ま
れ
た
ま
ふ
。

右
の
大
臣
に
は
、
か
ら
う
し
て
言
ひ
お
も
む
け
た
ま
へ
る
こ
と
な
れ
ば
、
御
返

事
そ
そ
の
か
し
て
書
か
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

麓
よ
り
い
か
な
る
道
に
ま
ど
ふ
ら
ん
行
方
も
知
ら
ず
遠
近
の
山

か
く
て
後
は
、
常
に
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
我
す
す
み
た
ま
ひ
に
し
こ
と
な
れ

ば
、
そ
の
日
と
思
し
た
ち
に
た
り
。
い
と
や
ん
ご
と
な
き
本
意
お
は
す
る
人
に

て
、
す
ぐ
れ
て
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ふ
御
む
す
め
に
、
大
殿
の
三
位
の
中
将

を
取
り
寄
せ
た
ま
ふ
御
気
色
有
様
、
何
事
も
な
の
め
に
よ
ろ
し
か
ら
ん
や
は
。 

 

（
１
８
３
頁
〜
１
８
５
頁
）

父
左
大
臣
は
、
こ
の
求
婚
を
意
外
の
も
の
と
思
い
、
女
主
人
公
の
母
で
あ
る
北
の

方
に
相
談
す
る
。
そ
こ
で
、
北
の
方
は
、
四
の
君
が
子
供
の
よ
う
な
女
性
な
の
で
、

怪
し
む
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
普
通
の
夫
婦
の
よ
う
に
振
る
舞
え
ば
と
そ
の
結

婚
を
勧
め
る
。
そ
こ
で
、
女
主
人
公
は
、
四
の
君
宛
に
、
懸
想
の
文
を
送
っ
た
。
四

の
君
も
右
大
臣
に
唆
さ
れ
て
女
主
人
公
に
返
事
を
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
人
は
、

表
面
だ
け
の
結
婚
生
活
に
入
る
。
つ
ま
り
、
二
人
の
女
性
（
一
人
は
男
装
し
て
、
表
面

的
に
息
子
で
あ
る
が
）
の
婚
姻
は
、
そ
の
両
親
、
と
く
に
父
親
の
一
存
で
決
め
ら
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

女
主
人
公
二
回
目
の
婚
姻
は
、
き
ょ
う
だ
い
が
異
性
装
を
解
き
、
身
分
を
交
換
し

た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
女
一
宮
の
秘
密
の
出
産
を
手
伝
う
た
め
に
、
女
主
人
公
は
尚

侍
と
し
て
、
入
内
し
た
の
で
あ
る
。
女
一
宮
の
出
産
を
済
ま
せ
、
女
主
人
公
を
女
一

宮
と
一
緒
に
院
の
も
と
に
移
す
か
、
ま
た
は
里
に
帰
ら
せ
る
か
と
の
選
択
で
、
帝
は
、

女
主
人
公
を
自
ら
の
側
に
留
め
て
世
話
を
し
た
い
と
、
父
左
大
臣
に
再
三
に
相
談
す

る
。
そ
れ
を
受
け
、
入
内
の
妨
げ
と
な
る
異
性
装
の
秘
密
が
す
で
に
解
消
し
て
い
る

以
上
、
同
意
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
、
父
左
大
臣
は
、
以
下
の
引
用
の
よ
う
に
、
喜

ん
で
そ
れ
を
承
諾
す
る
。

（
父
左
大
臣
は
）
今
は
い
と
う
れ
し
く
て
、「
た
び
た
び
御
気
色
は
べ
り
し
も
、

か
つ
が
つ
年
ご
ろ
の
本
意
か
な
ふ
心
地
し
は
べ
り
て
限
り
な
く
よ
ろ
こ
び
思
ひ

た
ま
へ
な
が
ら
、
あ
さ
ま
し
き
不
用
の
人
と
思
ひ
た
ま
へ
捨
て
は
べ
り
て
、
御

気
色
に
も
従
ひ
は
べ
ら
ず
。
今
と
て
も
さ
る
方
に
思
し
め
し
捨
て
さ
せ
た
ま
は

ざ
ら
ん
な
ん
、
か
た
じ
け
な
く
う
れ
し
う
は
べ
る
べ
き
」
と
て
、
涙
を
さ
へ
こ

ぼ
し
て
よ
ろ
こ
び
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
も
の
か
ら 

（
４
４
２
頁
〜
４
４
３
頁
）

そ
の
後
、
年
が
変
わ
り
、
帝
は
、
女
主
人
公
の
住
ん
で
い
る
宣
耀
殿
に
忍
び
、
彼

女
と
契
り
を
結
ん
だ
。
次
の
日
に
、
後
朝
の
文
を
女
主
人
公
に
届
け
る
た
め
に
、
わ



一
八

676

ざ
わ
ざ
男
主
人
公
に
頼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、「
大
臣
の
見
た
ま
は
ざ
ら
む
に
は
心
得

ず
思
ひ
な
し
て
、
返
り
事
ふ
と
あ
ら
ん
こ
と
難
か
る
べ
け
れ
ば
、
わ
ざ
と
も
の
し
つ

る
」（
４
５
５
頁
）
と
、
帝
は
、
父
左
大
臣
の
承
諾
な
し
で
は
女
主
人
公
も
返
事
を
す

る
の
が
難
し
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
文
言
は
、
返
事
を
唆
す
男
主
人
公

に
対
し
て
、
女
主
人
公
の
「
大
臣
な
ど
も
知
り
た
ま
は
で
、
心
さ
し
か
ら
に
御
返
聞

こ
え
ん
も
、
さ
こ
そ
か
な
ら
ず
と
の
た
ま
は
す
と
も
、
御
心
劣
り
せ
ぬ
や
う
は
あ
ら

じ
を
」（
４
５
６
頁
〜
４
５
７
頁
）
と
の
発
言
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
例
か
ら

も
、
女
主
人
公
の
婚
姻
に
関
し
て
、
父
左
大
臣
が
管
理
す
る
「
家
」
と
い
う
存
在
の

大
き
さ
が
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
女
主
人
公
の
二
回
の
婚
姻
は
、
い
ず
れ
も
父
左
大
臣
に
よ
っ
て
決

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、「
家
」
と
い
う
制
度
が
、
女
主
人
公
が
男
装
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
を
束
縛
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

女
主
人
公
の
妊
娠
・
出
産
の
記
述
を
見
る
と
、
二
回
目
の
妊
娠
は
、
そ
の
婚
姻
と

同
じ
く
「
家
」
と
い
う
制
度
そ
の
も
の
を
体
現
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
前
述
し

た
よ
う
に
、
女
装
に
戻
り
、
女
春
宮
の
出
産
を
手
伝
っ
た
女
主
人
公
は
、
正
月
、
帝

の
侵
入
で
意
外
な
契
り
を
結
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
以
降
、
帝
の
限
り
な
い
寵
愛
を
蒙

り
、「
内
侍
の
督
の
君
も
こ
の
春
ご
ろ
よ
り
た
だ
な
ら
ず
な
り
た
ま
へ
る
」（
４
６
６

頁
）
と
、
そ
の
妊
娠
を
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
出
産
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
描
写
が
な

く
、「
う
ち
続
き
、
督
の
君
の
御
こ
と
今
は
一
筋
に
思
し
あ
つ
か
ふ
に
、
お
ど
ろ
お
ど

ろ
し
く
も
悩
み
た
ま
は
で
、
男
宮
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
」（
５
０
０
頁
）
と
簡
略
に
記
述

さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、産
養
に
つ
い
て
は
「
御
産
屋
の
ほ
ど
の
こ
と
、

言
は
ず
と
も
推
し
量
る
べ
し
。
三
日
の
夜
大
殿
、
五
日
春
宮
の
大
夫
、
七
日
内
裏
よ

り
、
九
日
大
将
殿
な
ど
、
心
々
に
い
ど
み
尽
く
し
心
を
尽
く
し
て
仕
う
ま
つ
り
た
ま

へ
る
、
い
と
め
で
だ
し
」（
５
０
１
頁
）
と
そ
の
盛
大
さ
が
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
も
、
女
主
人
公
の
二
回
目
の
妊
娠
と
出
産
が
「
家
」
に
と
っ
て
重
大
な
出

来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
男
装
時
代
の
一
回
目
の
妊
娠
と
出
産
で
あ
る
。
皇

子
の
誕
生
を
喜
ぶ
周
囲
な
人
々
と
は
裏
腹
に
、
女
主
人
公
は
、「
若
君
の
御
折
の
こ
と

忘
れ
た
ま
ふ
べ
き
世
な
し
」、「
た
だ
人
知
れ
ぬ
人
の
生
ま
れ
た
ま
へ
り
し
ほ
ど
と
お

ぼ
ゆ
る
に
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
て
、
御
涙
ぞ
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
ぬ
る
」（
５
０
１

頁
）
と
、
か
つ
て
の
秘
密
の
妊
娠
と
出
産
を
回
想
し
、
泣
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
父
左
大
臣
と
は
決
し
て
共
有
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
次
節
で
、
そ
の
記

述
を
詳
細
に
分
析
す
る
。

四
、
女
主
人
公
の
秘
密
の
妊
娠
・
出
産

宰
相
中
将
の
突
然
の
侵
犯
か
ら
始
ま
る
二
人
の
関
係
は
、
男
装
の
女
主
人
公
十
八

歳
の
初
秋
の
暑
い
日
か
ら
始
ま
り
、
六
条
の
乳
母
の
家
で
の
密
会
を
経
て
、
そ
の
年

の
十
月
に
、
女
主
人
公
の
妊
娠
発
覚
を
一
区
切
り
と
し
て
落
ち
着
く
。
宰
相
中
将
と

密
会
を
重
ね
た
女
主
人
公
は
、「
十
月
ば
か
り
よ
り
音
無
し
の
里
に
居
籠
る
こ
と
止
ま

り
て
、
心
地
例
な
ら
ず
」（
２
９
１
頁
）
と
、「
月
の
障
り
」
が
止
ま
り
、「
例
な
ら
ぬ

こ
と
」
で
そ
の
す
ぐ
れ
な
い
気
分
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
ず
っ
と
気
分
が
悪

く
、「
つ
ゆ
橘
、
柑
子
や
う
の
も
の
も
見
入
れ
ず
、
つ
き
か
へ
し
な
ど
し
た
ま
ふ
を
」

（
２
９
２
頁
）
と
、
悪
阻
の
症
状
が
出
る
。
四
の
君
が
懐
妊
し
て
い
た
時
の
症
状
を
思

い
だ
し
、「
さ
る
人
こ
そ
か
く
は
あ
れ
」（
２
９
２
頁
）
と
自
分
の
妊
娠
を
覚
る
。
妊
娠

に
対
す
る
自
覚
に
関
し
て
、
女
主
人
公
と
先
行
物
語
が
描
い
て
い
る
女
性
た
ち
と
の

相
違
点
が
歴
然
と
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
初
に
例
と
し
て
あ
げ
た
い
の
は
、『
源
氏
物
語
』
の
藤
壺
と
『
夜
の
寝
覚
』
の
中

の
君
で
あ
る
。

藤
壺
は
、
源
氏
と
の
密
通
の
後
、
病
で
臥
し
て
い
る
が
、
や
が
て
、「
三
月
に
な
り

た
ま
へ
ば
、
い
と
し
る
き
ほ
ど
に
て
、
人
々
み
た
て
ま
つ
り
と
が
む
る
に
」
と
、
周

囲
の
人
々
に
よ
っ
て
、
そ
の
妊
娠
を
気
取
ら
れ
る
。
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『
夜
の
寝
覚
』
の
中
の
君
に
つ
い
て
は
、
中
間
欠
巻
部
が
あ
る
た
め
、
一
回
目
と
三

回
目
の
妊
娠
の
み
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
回
目
の
妊
娠
の
時
、ま
ず
地
の
文
で「
こ

の
三
月
ば
か
り
は
例
の
や
う
な
る
こ
と
も
な
く
、
お
の
づ
か
ら
と
れ
て
見
ゆ
る
御
乳

の
気
色
な
ど
を
、
御
方
（
対
の
君
）
は
見
た
て
ま
つ
り
知
り
た
ま
ふ
」
と
あ
る
よ
う

に
、
対
の
君
は
中
の
君
の
身
体
変
化
か
ら
彼
女
の
妊
娠
を
察
知
し
た
こ
と
を
描
い
て

い
る
。
三
回
目
の
妊
娠
の
時
、
中
の
君
の
発
病
の
様
子
を
、「
か
し
こ
に
は
、
五
月
つ

ご
も
り
ご
ろ
よ
り
、
御
心
地
例
な
ら
ず
苦
し
う
お
ぼ
さ
る
れ
ど
」
と
「
例
な
ら
ず
」

型
の
表
現
で
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
「
つ
ゆ
重
湯
な
ど
や
う
の
物
を
だ
に

見
も
入
れ
た
ま
は
ず
」
の
よ
う
な
悪
阻
に
似
る
症
状
が
表
れ
て
い
る
が
、「
四
月
ば
か

り
に
な
り
た
ま
ひ
に
た
る
御
乳
の
気
色
な
ど
、
紛
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
さ
ま
な
る
を
」

と
や
が
て
そ
の
身
体
的
変
化
か
ら
男
君
が
中
の
君
の
妊
娠
を
察
知
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
妻
で
あ
る
四
の
君
の
妊
娠
か
ら
経
験
を
学
ん
だ
設
定
と
な
っ
て
い

る
が
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
女
主
人
公
は
、
他
の
物
語
が
描
い
て
い
る
女
性
た

ち
と
異
な
り
、
自
分
の
妊
娠
に
自
ら
気
付
き
、
主
体
的
に
そ
れ
に
対
処
し
て
い
く
の

で
あ
る
。

才
能
と
容
貌
、
何
事
に
お
い
て
も
優
れ
て
い
た
女
主
人
公
は
、
妊
娠
に
よ
っ
て
窮

地
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
男
装
の
身
と
妊
娠
と
い
う
二
つ
の
秘

密
を
抱
え
て
い
る
女
主
人
公
は
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
七
に
描
か
れ
る
女
性
と
同

じ
く
、
自
力
で
出
産
に
つ
い
て
計
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
心
中
思
惟
は
、

以
下
の
二
つ
の
引
用
に
よ
っ
て
、
鮮
明
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
納
言
（
女
主
人
公
を
指
す
）
の
御
心
の
う
ち
に
、さ
る
人
こ
そ
か
く
は
あ
れ
、

こ
の
女
君
な
ど
も
か
く
こ
そ
は
も
の
し
た
ま
ふ
め
り
し
か
と
思
し
合
は
す
る

も
、
言
は
ん
方
な
く
心
憂
く
、
ま
こ
と
に
今
ぞ
跡
は
か
な
く
も
行
き
隠
れ
ぬ
べ

き
心
地
す
る
。
心
ひ
と
つ
に
は
思
ひ
や
る
方
な
し
、
さ
り
と
て
我
こ
そ
か
か
れ

と
人
に
言
ひ
あ
は
す
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
、
親
な
ど
に
も
待
ち
思
さ
ん
こ
と

い
と
い
み
じ
う
、
恥
づ
か
し
さ
を
ば
い
か
が
せ
ん
、
な
ほ
か
の
人
に
や
知
ら
せ

て
同
じ
心
に
思
ふ
べ
き
、
逢
ひ
見
ぬ
恋
の
重
な
る
ま
ま
に
、
恨
み
わ
び
、
忍
び

か
ね
て
も
人
目
を
つ
つ
む
べ
く
も
あ
ら
ぬ
も
い
と
わ
び
し
う
、
ま
た
あ
や
し
か

り
け
る
わ
が
身
の
契
り
を
思
ひ
知
る
に
も
こ
の
人
は
さ
し
放
ち
が
た
う
あ
は
れ

な
れ
ば
、
六
条
わ
た
り
に
行
き
あ
ひ
て
、
待
ち
聞
か
ん
と
こ
ろ
も
恥
づ
か
し
け

れ
ど
、
男
の
姿
と
な
り
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
さ
は
言
へ
ど
、
面
な
く
、「
か
う
い

み
じ
き
こ
と
を
嘆
き
重
ぬ
る
に
、
月
ご
ろ
に
な
れ
ば
、
い
と
契
り
も
恨
め
し
う
、

疎
ま
し
き
ま
で
な
ん
」
と
言
ひ
出
で
た
る
を
、 

（
２
９
２
頁
〜
２
９
４
頁
）

傍
線
部
の
よ
う
に
、
女
主
人
公
は
、
妊
娠
は
人
に
告
げ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な

く
、
ま
し
て
ず
っ
と
自
分
の
病
気
を
心
配
し
て
い
る
両
親
が
そ
の
真
相
を
知
っ
た
ら

心
を
傷
め
る
と
考
え
、「
か
の
人
」、
つ
ま
り
宰
相
中
将
と
し
か
秘
密
を
共
有
で
き
な

い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
人
に
靡
か
ん
こ
と
は
あ
る
ま
じ
く
思
ひ
と
り
て
も
、
た
だ
軽
ら
か
な
る

御
身
ひ
と
つ
な
ら
ば
吉
野
の
宮
に
も
身
を
隠
し
つ
べ
け
れ
ど
、
仏
の
あ
ら
は
れ

た
ま
へ
る
や
う
な
る
御
あ
た
り
に
、
と
も
か
く
も
あ
ら
ん
こ
と
、
い
と
無
心
に

便
な
か
る
べ
し
、
御
む
す
め
ど
も
も
さ
ば
か
り
恥
づ
か
し
げ
な
め
る
に
、
あ
や

し
あ
さ
ま
し
と
見
え
き
こ
え
ん
も
い
と
ほ
し
か
る
べ
し
、そ
れ
よ
り
ほ
か
は
た
、

さ
は
言
へ
ど
無
き
に
、
心
を
心
と
た
て
て
こ
の
人
を
さ
へ
隔
て
恨
み
て
、
親
し

と
言
ひ
な
が
ら
、
乳
母
な
ど
や
う
の
人
に
も
か
か
る
有
様
扱
は
れ
ん
こ
と
恥
づ

か
し
か
る
べ
し
と
、
さ
ら
に
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
ぬ
。
さ
は
い
か
に
せ
ん
と
、
後
行

く
末
ま
で
い
と
わ
づ
ら
は
し
や
、
か
か
る
ほ
ど
は
な
ほ
こ
の
人
に
従
ひ
て
世
を

も
背
き
隠
す
ば
か
り
と
、と
こ
ろ
せ
く
世
づ
か
ぬ
有
様
を
異
人
に
見
扱
は
れ
ん
、

あ
や
し
か
る
べ
か
り
け
り
と
思
ひ
直
し
て
、
そ
の
日
ば
か
り
と
契
り
定
め
て
、

ま
づ
吉
野
の
宮
に
参
り
た
ま
ふ
。 

（
３
１
３
頁
〜
３
１
４
頁
）
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こ
の
引
用
で
、
女
主
人
公
は
思
い
を
巡
ら
し
、
宰
相
中
将
と
宇
治
に
身
を
隠
す
日

時
を
約
束
す
る
の
で
あ
る
。
吉
野
の
宮
の
居
所
は
仏
道
修
行
の
地
で
あ
り
、
ま
た
二

人
の
姫
君
の
こ
と
を
考
慮
し
、
出
産
す
る
に
は
相
応
し
く
な
い
と
女
主
人
公
は
判
断

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
乳
母
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
手
伝
っ
て
も
ら
う
の
は
恥
ず
か

し
い
と
思
い
、
や
は
り
男
装
の
事
実
を
知
り
尽
く
し
た
宰
相
中
将
に
助
け
て
も
ら
っ

た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
傍
線
部
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
女

主
人
公
は
、
決
し
て
宰
相
中
将
に
靡
く
こ
と
は
な
い
と
自
ら
戒
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
父
左
大
臣
の
「
家
」
か
ら
離
れ
、
女
装
に
戻
り
、
女
主
人
公
は
、

宰
相
中
将
の
庇
護
で
、
素
性
知
れ
ぬ
女
性
と
し
て
、
宇
治
に
身
を
隠
す
こ
と
に
な
る
。

宰
相
中
将
の
子
を
身
籠
っ
て
い
る
四
の
君
は
右
大
臣
に
勘
当
さ
れ
た
の
で
、
宰
相

中
将
は
、
そ
の
面
倒
を
見
る
た
め
、
京
と
宇
治
を
行
き
来
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

宰
相
中
将
に
対
す
る
女
主
人
公
の
不
信
感
を
増
幅
さ
せ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
宰
相
中

将
に
は
そ
の
心
情
を
吐
露
し
な
い
ま
ま
、
女
主
人
公
は
、
男
装
の
身
に
戻
る
こ
と
は

せ
ず
、
無
事
に
出
産
で
き
れ
ば
、
吉
野
で
出
家
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
思
い
は
再
三
、
文
中
で
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
の
引
用
Ⅰ
と
引
用
Ⅱ
の
傍

線
部
か
ら
は
、
女
主
人
公
の
出
産
前
後
の
心
中
思
惟
に
は
一
貫
し
た
心
情
が
見
ら
れ

る
だ
け
で
な
く
、
引
用
Ⅱ
か
ら
は
、
女
主
人
公
が
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
現
実
に
対

す
る
冷
徹
な
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
も
伺
え
る
の
で
あ
る
。

Ⅰ　

人
は
我
に
劣
ら
ず
深
き
方
に
心
を
分
け
て
、
こ
れ
に
五
六
日
、
ま
た
か
れ

に
さ
ば
か
り
と
籠
り
居
た
ま
ふ
絶
え
間
を
、
さ
も
な
ら
は
ず
、
待
ち
わ
た
り
思

ひ
過
ぐ
さ
ん
こ
そ
あ
い
な
く
心
尽
く
し
な
る
べ
け
れ
、
さ
り
と
て
も
と
の
有
様

に
返
り
あ
ら
た
め
な
ど
せ
ん
こ
と
は
あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ず
、
と
も
か
く
も
た

ひ
ら
か
に
も
し
あ
ら
ば
、
吉
野
に
参
り
て
尼
に
な
り
て
あ
ら
ん
、
と
思
す
を
慰

め
に
し
た
ま
へ
る
を 

（
３
５
２
頁
）

Ⅱ　

か
く
の
み
こ
そ
は
あ
る
べ
き
な
め
れ
、
わ
が
心
ひ
と
つ
に
こ
そ
よ
ろ
づ
の

こ
と
に
つ
け
て
嘆
き
絶
え
せ
ざ
り
し
か
、
大
方
の
世
に
つ
け
て
は
か
た
は
ら
な

く
な
り
に
し
身
を
、
あ
い
な
く
も
て
し
づ
め
て
、
類
な
く
だ
に
あ
ら
ず
、
か
く

の
み
待
ち
遠
に
思
ひ
過
ぐ
さ
ん
こ
と
こ
そ
、な
ほ
あ
る
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ね
、

右
の
大
臣
、世
人
の
言
ひ
騒
ぐ
ほ
ど
な
ほ
し
ば
し
勘
じ
た
ま
ふ
に
こ
そ
あ
ら
め
、

世
に
な
う
か
な
し
く
し
た
ま
ふ
御
む
す
め
に
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
一
方
に
思
ひ
許

し
た
ま
は
ば
、
あ
な
た
強
に
こ
そ
あ
ら
め
、
我
い
か
な
り
と
も
そ
の
人
と
知
ら

れ
あ
ら
は
る
べ
き
や
う
な
け
れ
ば
、
か
か
る
宇
治
の
橋
守
に
、
網
代
の
氷
魚
の

よ
る
の
み
数
へ
ん
ほ
ど
の
心
尽
し
や
、
さ
り
と
て
も
と
の
ま
ま
に
返
り
な
る
べ

き
に
も
あ
ら
ず
、
い
か
に
し
て
吉
野
山
に
思
ひ
入
り
て
、
後
の
世
を
だ
に
思
は

ん
、
と
思
ひ
な
る
に
は
、
こ
の
若
君
の
捨
て
が
た
く
憂
き
世
の
ほ
だ
し
強
き
心

地
し
た
ま
ふ
。 

（
３
６
４
〜
３
６
５
頁
）

一
度
は
勘
当
さ
れ
た
も
の
の
、
右
大
臣
最
愛
の
娘
で
あ
る
四
の
君
は
、
い
ず
れ
は
許

さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
素
性
の
知
れ
ぬ
女
で
あ
る
自
分
は
、
き
っ
と
四
の
君
に

圧
倒
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
運
命
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
吉
野
で
出
家
す
る
べ
き

だ
、
と
女
主
人
公
は
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
男
主
人
公
は
男
装
に
戻
り
、
吉
野
の
宮
を
介
し
て
、
宇
治
で
女
主
人
公

と
再
会
す
る
。
女
主
人
公
は
吉
野
で
出
家
し
た
い
と
打
ち
明
け
る
が
、
男
主
人
公
は

家
に
戻
り
、
自
分
と
入
れ
替
わ
っ
て
暮
ら
す
よ
う
に
と
勧
め
る
。
尚
侍
と
し
て
の
女

主
人
公
の
も
と
へ
宰
相
中
将
が
通
っ
て
い
る
の
も
「
道
理
の
こ
と
」
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、
女
主
人
公
は
、「
か
く
て
こ
の
人
に
行
方
知
ら
れ
で
あ
ら
ば
や
と
思
ひ
は
べ
る

な
り
」（
３
７
６
頁
）、自
分
の
行
方
を
宰
相
中
将
に
は
知
ら
れ
た
く
な
い
と
言
う
。
男

主
人
公
が
、
宰
相
中
将
は
結
婚
相
手
と
し
て
相
応
し
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
考
え
は

よ
く
な
い
と
諭
す
。
女
主
人
公
は
、
仕
方
な
く
家
に
は
帰
る
が
、「
殿
に
、
か
く
て
こ

そ
あ
り
け
れ
と
は
聞
こ
し
め
さ
れ
じ
」（
３
７
６
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
父
左
大
臣
に
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は
宰
相
中
将
と
の
一
件
を
知
ら
せ
な
い
よ
う
に
と
男
主
人
公
に
対
し
て
念
を
押
す
。

な
ぜ
な
ら
、
宰
相
中
将
と
縁
を
切
り
た
く
て
も
、
男
主
人
公
が
い
う
よ
う
に
、
適
当

な
結
婚
相
手
と
見
な
さ
れ
る
宰
相
中
将
は
、
父
左
大
臣
に
も
婿
と
し
て
認
め
ら
れ
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
宰
相
中
将
と
の
婚
姻
を
避
け
る
た
め
、
女
主
人
公
は
父
左
大

臣
に
対
し
て
、
妊
娠
と
出
産
の
こ
と
を
終
始
秘
密
に
し
た
の
で
あ
る
。

辛
島
正
雄
は
、
女
主
人
公
と
四
の
君
の
辿
る
運
命
の
類
似
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る⑪
。

―
女
に
は
、
自
ら
の
人
生
を
選
択
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
の
か
。
い
か

に
賢
く
身
を
処
そ
う
と
し
て
も
、
流
れ
に
身
を
ま
か
せ
る
だ
け
の
女
と
、
ど
れ

ほ
ど
の
違
い
も
出
て
こ
な
い
。
女
が
な
に
を
考
え
て
い
よ
う
が
、
そ
ん
な
思
い

な
ど
お
構
い
な
し
に
、
結
局
は
男
の
一
方
的
な
都
合
に
よ
っ
て
そ
の
運
命
は
決

定
さ
れ
て
し
ま
う
の
な
ら
、
そ
も
そ
も
女
の
努
力
な
ど
空
し
い
で
は
な
い
か
。

な
に
も
疑
問
を
も
た
な
け
れ
ば
そ
れ
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
男
と
か
か
わ

る
こ
と
が
か
く
も
欺
瞞
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
女
は
、
ど
こ
に
自
ら
の

拠
り
所
を
求
め
れ
ば
よ
い
の
か
。
出
口
は
、見
え
な
い

―
。
こ
の
知
的
で
サ
ー

ビ
ス
精
神
旺
盛
な
物
語
を
内
か
ら
支
え
て
い
た
の
は
、
諦
め
に
も
似
た
か
く
も

苦
い
「
世
の
中
」
へ
の
認
識
で
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
男
女
の
不
平
等
な
社
会
構
造
で
は
、
女
性
は
男
性
に
よ
っ
て
そ
の
運
命
を

決
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
「
家
」
と
い
う
制
度
こ
そ
が
女
性
を
強
固
に

束
縛
し
て
い
る
事
実
も
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
。
男
装
の
女
主
人
公
を
と
り
ま
く
婚

姻
・
妊
娠
・
出
産
の
記
述
を
分
析
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の

女
主
人
公
に
は
、
他
の
平
安
時
代
物
語
の
女
主
人
公
に
見
え
な
い
主
体
的
な
努
力
が

見
ら
れ
る
。
自
分
の
妊
娠
に
気
づ
き
、
そ
の
出
産
を
計
画
し
、「
心
強
さ
」
を
以
て
、

不
誠
実
な
男
性
と
の
仲
を
断
ち
切
る
。
さ
ら
に
、強
制
的
な
婚
姻
か
ら
逃
げ
る
た
め
、

父
左
大
臣
に
は
こ
の
一
件
を
秘
密
に
す
る
。
こ
れ
こ
そ
は〈
女
の
物
語
〉で
あ
る『
と

り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
新
し
さ
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

物
語
結
末
の
女
主
人
公
に
対
し
て
、
星
山
健
は
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
を
〈
女

の
物
語
〉
の
系
譜
に
位
置
付
け
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る⑫
。

こ
れ
ま
で
の
〈
女
の
物
語
〉
に
語
ら
れ
て
き
た
女
性
の
生
き
が
た
さ
と
は
、

例
え
ば
『
蜻
蛉
日
記
』
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
る
、
ま
さ
に
当
時
の
現
実
社
会

に
お
け
る
女
性
の
実
情
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
厳
し
い
社
会
制
度
下
に

お
い
て
女
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
、
そ
の
救
済
は
可
能
か
と
い
う
テ
ー
マ
を

負
っ
た
〈
女
の
物
語
〉
に
対
し
、『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
は
、
不
実
な
男
を
捨
て

自
ら
は
后
と
し
て
栄
華
に
輝
く
と
い
う
、
答
え
に
な
ら
な
い
答
え
を
導
き
出
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
古
本
に
お
け
る
異
装
の
女
君
が
、
最
終
的
に

宮
宰
相
（
後
に
内
大
臣
）
の
妻
と
し
て
納
ま
っ
た
こ
と
は
、『
物
語
二
百
番
歌
合
』

か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
男
を
捨
て
後
に
后
と
な
る
と
い
う
展
開
は
、
古
本
に
は

な
か
っ
た
今
本
独
自
の
要
素
で
あ
る
。

実
際
、「
答
え
に
な
ら
な
い
答
え
」
と
評
さ
れ
る
女
主
人
公
の
后
と
な
る
結
末
に
も
、

「
家
」
と
い
う
も
の
の
強
固
な
束
縛
か
ら
は
遂
に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、再
び
管
理

さ
れ
た
「
家
」
の
な
か
で
生
き
る
し
か
な
い
女
君
の
我
が
意
に
添
わ
ぬ
境
遇
が
読
み

取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
節
で
は
、
女
主
人
公
の
二
回
目
の
婚
姻
・
妊
娠
・
出
産
に
つ

い
て
、
父
左
大
臣
の
影
響
力
の
大
き
さ
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
こ
こ
で
、
さ
ら
に
帝

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
女
主
人
公
の
心
中
思
惟
を
辿
っ
て
み
た
い
。
帝
か
ら
強
引
に

関
係
を
結
ば
れ
、
さ
ら
に
次
の
日
に
男
主
人
公
に
帝
か
ら
の
後
朝
の
文
を
渡
さ
れ
た

が
、
女
主
人
公
は
、「
人
も
知
ら
で
や
み
な
ん
を
こ
そ
た
け
き
こ
と
」（
４
５
６
頁
）
と

あ
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
を
秘
密
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る

男
主
人
公
に
対
し
て
も
、
事
情
を
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
冷
静
に
振
る
舞
っ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
女
主
人
公
の
主
体
的
な
努
力
は
あ
る
も
の
の
、
結
局
、
帝
の
態
度
か

ら
事
情
を
察
知
し
た
男
主
人
公
は
、
父
左
大
臣
に
二
人
の
関
係
を
報
告
す
る
。
そ
こ

で
、
父
左
大
臣
は
喜
ん
で
成
り
行
き
を
受
け
止
め
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
と
り
か

へ
ば
や
物
語
』
は
、
女
性
の
生
き
難
さ
を
、
女
と
い
う
抑
圧
さ
れ
た
存
在
へ
の
眼
差

し
だ
け
で
な
く
、「
家
」
と
い
う
管
理
さ
れ
た
制
度
か
ら
の
束
縛
の
結
果
と
し
て
も
描

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

女
性
の
性
が
父
あ
る
い
は
夫
の
管
理
下
に
あ
る
時
代
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の

男
装
の
女
主
人
公
の
婚
姻
・
妊
娠
・
出
産
は
、
や
は
り
当
時
の
文
学
作
品
と
同
じ
よ

う
に
「
家
」
の
枠
の
な
か
で
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
男
装
時

代
の
妊
娠
と
出
産
は
、女
主
人
公
に
と
っ
て
想
定
外
の
も
の
で
あ
っ
た
。「
家
」
の
庇

護
か
ら
離
れ
、
命
さ
え
失
い
か
ね
な
い
不
安
を
抱
え
て
、
女
主
人
公
は
一
人
で
孤
独

に
妊
娠
と
出
産
と
い
う
大
事
に
対
処
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
今
昔
物
語
集
』巻
二
十
七

に
描
か
れ
る
後
ろ
盾
の
な
い
女
性
と
同
じ
境
遇
な
の
で
あ
る
。
女
主
人
公
は
、冷
静
に

自
分
の
立
場
を
見
据
え
、愛
お
し
い
我
が
子
を
捨
て
、父
左
大
臣
に
対
し
て
は
こ
の
一

件
を
秘
密
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宰
相
中
将
と
の
悪
縁
を
断
ち
切
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
、「
五
障
三
従
」
に
束
縛
さ
れ
る
同
時
代
の
女
性
の
苦

境
を⑬
、
婚
姻
・
妊
娠
・
出
産
と
い
っ
た
女
性
の
人
生
の
課
題
と
か
ら
め
て
、
男
装
の
女

性
と
い
う
特
異
な
主
人
公
に
経
験
さ
せ
た
物
語
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

石
埜
敬
子
は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
わ
が
身
を
嘆
き
進
退
に
窮
し
つ
つ
も
、『
今
と

り
か
へ
ば
や
』
の
女
君
は
、男
と
し
て
生
き
た
過
去
の
経
験
で
培
わ
れ
た
自
分
の
判
断

と
責
任
に
お
い
て
打
開
の
道
を
選
び
取
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
女
君
に
は

な
い
強
さ
で
あ
っ
た
」
と
女
主
人
公
を
評
価
し
て
い
る⑭
。
確
か
に
、
女
主
人
公
は
、
そ

の
束
縛
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
主
体
的
に
努
力
し
た
女
性
と
し
て
、
評
価
で
き
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
彼
女
は
管
理
さ
れ
た
「
家
」
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
と
は
、
女
主
人
公
の
婚
姻
・
妊
娠
・
出
産
を
描

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
に
対
す
る
「
家
」
と
い
う
制
度
の
抑
圧
を
暴
い
て
い
る
と

も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
女
主
人
公
に
用
意
さ
れ
た
結
末
が
、
星
山
健
が
指

摘
し
た
よ
う
に
、「
男
を
捨
て
后
に
な
る
と
い
う
、
と
う
て
い
現
実
的
な
解
決
と
は
言

え
な
い
答
え
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば⑮
、
こ
の
物
語
は
女
性
の
生
き
難
さ
を
生
み
出

す
管
理
さ
れ
た
社
会
構
造
の
背
後
に
あ
る
「
家
」
と
い
う
大
き
な
存
在
―
つ
ま
り
絶

対
的
な
家
父
長
制
―
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

注①　
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
古
本
と
今
本
と
が
あ
る
が
、
現
存
す
る
の
が
今
本
で
あ

る
。
本
稿
は
そ
れ
を
考
察
対
象
に
す
る
。

②　

男
君
と
女
君
は
ど
ち
ら
が
年
上
か
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
た
め
、本
稿
は
「
き
ょ
う

だ
い
」
で
表
記
す
る
。

③　

藤
岡
作
太
郎
『
国
文
学
史　

平
安
朝
篇
』
１
９
０
５
年
東
京
開
成
館
、「
東
洋
文
庫
」

１
９
７
１
年
平
凡
社
参
照

④　

鈴
木
弘
道
『
平
安
末
期
物
語
論
』
１
９
６
８
年
塙
書
房
、鈴
木
弘
道
『
平
安
末
期
物

語
の
研
究
』
１
９
６
０
年
初
音
書
院
参
照

⑤　

辛
島
正
雄
「『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
定
位
」『
堤
中
納
言
物
語　

と
り
か
へ
ば
や
物

語
』
１
９
９
２
年
新
編
古
典
文
学
大
系

⑥　

星
山
健
「
王
朝
物
語
史
上
に
お
け
る
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
―
「
心
強
き
」
女
君
の

系
譜
、そ
し
て
〈
女
の
物
語
〉
の
終
焉
―
」『
王
朝
物
語
史
論
：
引
用
の
「
源
氏
物
語
」』

２
０
０
８
年
笠
間
書
院　

２
０
０
６
年
初
出

⑦　

宮
下
雅
恵
「〈
女
の
カ
タ
ロ
グ
〉
―
女
た
ち
の
共
感
装
置
と
し
て
の
『
夜
の
寝
覚
』

―
」『
中
古
文
学
』
第
九
十
六
号
２
０
１
５
年

⑧　

鈴
木
弘
道
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
に
現
れ
た
愛
情
」『
平
安
末
期
物
語
の
研
究
』
第

三
篇
第
二
章
１
９
６
０
年
初
音
書
院

⑨　

神
田
龍
身
「
鎌
倉
時
代
物
語
論
序
説
―
仮
装
、
も
し
く
は
父
子
の
物
語
―
」（『「
物

語
文
学
、そ
の
解
体
』
有
精
堂
１
９
９
２
年
、１
９
８
６
年
初
出
）、西
本
寮
子
「「
家
」
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の
物
語
の
時
代
」（『
中
世
王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』
勉
誠
出
版
２
０
０
２
年
）、

伊
達
舞
「『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
〈
家
〉
へ
の
志
向
―
親
子
間
の
〈
愛
情
〉
描
写
か

ら
―
」（『
国
文
目
白
』
50
号
２
０
１
１
年
）、
伊
達
舞
「〈
家
の
物
語
〉
と
し
て
み
る

『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
―
「
世
づ
か
ぬ
」
異
性
装
―
」（『
国
文
目
白
』
51
号
２
０
１
２

年
）、
伊
達
舞
「『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
〈
家
〉
へ
の
意
識 

―
血
脈
上
の
子
ど
も
か

ら
家
系
上
の
子
ど
も
へ
―
」（『
国
文
目
白
』
53
号
２
０
１
４
年
）
に
参
照
。
以
上
の
諸

氏
は
、
父
子
関
係
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
論
を
展
開
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
と

異
な
る
視
点
で
、
女
性
の
側
に
立
ち
、
女
性
を
庇
護
し
、
そ
の
性
を
管
理
す
る
家
父
長

制
の
「
家
」
と
い
う
側
面
か
ら
論
を
展
開
す
る
。

⑩　

拙
稿
「『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
論 

―
妊
娠
表
現
に
関
し
て
―
」『
論
究
日
本
文
学
』

99
号
２
０
１
３
年

⑪　

辛
島
正
雄「『
今
と
り
か
へ
ば
や
』の
女
中
納
言
と
四
の
君
と
を
め
ぐ
る
断
章
―〈
女

の
物
語
〉
の
思
想
、
あ
る
い
は
レ
イ
プ
の
政
治
学
」『
古
典
研
究
（
古
典
研
究
同
人
）

1
』
１
９
９
２
年

⑫　

⑥
に
同
じ
。

⑬　
「
五
障
」
は
仏
教
で
い
う
女
性
が
生
ま
れ
持
っ
た
五
つ
の
障
害
。「
三
従
」
は
儒
教
が

女
性
に
対
す
る
戒
め
で
あ
る
。
共
に
女
性
に
対
す
る
社
会
の
抑
圧
を
表
し
て
い
る
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
。

⑭　

石
埜
敬
子
「『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
―
偽
装
の
検
討
と
物
語
史
へ
の
定
位
の
試
み
―
」

『
国
語
と
国
文
学
』
八
二
―
五
２
０
０
５
年

⑮　

⑥
に
同
じ
。

※
本
稿
の
引
用
本
文
は
全
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
な
お
、傍
線
と
括
弧
内

の
内
容
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

謝
辞本

稿
の
作
成
に
当
た
り
、
ご
指
導
い
た
だ
い
た
中
西
健
治
先
生
、
中
本
大
先
生
に
感
謝

い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
言
語
に
お
い
て
ご
助
力
い
た
だ
い
た
伊
藤
裕
水
氏
、
李
嘉
和
氏
に

感
謝
い
た
し
ま
す
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


