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」
１

島
　
　
繁

、
継
子
い
じ
め
謂
の
系
譜

　
源
氏
物
語
は
、
不
遇
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
女
君
を
素
晴
し
い
男
君
で
あ
る

光
源
氏
が
救
い
出
す
、
と
語
っ
て
い
く
。
光
源
氏
は
、
空
蝉
・
夕
顔
・
紫
上
・

末
摘
花
な
ど
を
救
い
出
す
。
彼
女
た
ち
の
不
遇
さ
は
、
早
く
実
母
や
父
を
亡
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
何
か
物
語
史
的
な
意
味
が
潜
ん
で

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
大
和
物
語
百
四
十
二
段
は
、
世
を
憂
い
、
結
婚
も
せ
ず
に
生
涯
を
終
え
る
継

娘
の
姿
を
語
っ
て
い
る
。
落
窪
物
語
で
の
落
窪
の
姫
君
は
、
　
「
女
親
の
お
は
せ

ぬ
に
、
さ
い
は
ひ
な
き
身
と
知
り
て
、
い
か
で
死
な
ん
と
思
ふ
心
深
し
」
　
（
四

七
一
「
謬
と
く
お
く
れ
て
、
心
急
か
ぐ
し
か
ら
ず
ぞ
あ
ら
ん
か
し
一
一
四

九
）
と
、
自
分
の
身
の
不
如
意
を
嘆
き
、
そ
の
原
因
を
実
母
の
い
な
い
点
に
求

め
て
い
る
。
現
存
し
て
い
る
住
吉
物
語
に
お
い
て
も
、
　
「
母
な
か
ら
む
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

世
に
な
か
ら
ふ
ま
し
き
事
に
こ
そ
」
　
（
九
四
）
　
「
あ
ま
に
な
り
て
、
母
の
後
世

を
も
、
と
ふ
ら
ひ
侍
ら
む
」
　
（
九
七
）
と
、
姫
君
は
実
母
を
亡
く
し
て
お
り
、

そ
こ
に
憂
い
の
因
が
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

姫
君
た
ち
は
不
遇
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
母
を
早
く

亡
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
物
語
の
主
人
公
の
条
件
は
「
王
統
家
流
」
の
「
一
人
子
」
で
あ
る
と
い
わ
れ

＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
が
、
そ
れ
だ
げ
で
は
な
く
、
母
の
欠
損
と
い
う
点
を
も
あ
げ
ね
ぱ
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
、
母
の
欠
損
を
担
っ
て
い
る
点
で
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
し

の
一
般
の
者
と
選
別
さ
れ
た
位
置
を
保
っ
て
い
る
。
母
の
欠
損
が
一
つ
の
徴
で

あ
り
、
神
話
論
的
に
み
る
な
ら
ぱ
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
　
「
聖
た
る
も
の
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
聖
性
の
表
象
は
、
物
語
に
は
、
顔
か
た

ち
、
性
格
な
ど
が
優
れ
て
い
る
と
語
ら
れ
る
。
光
源
氏
が
「
世
に
た
く
、
清
ら

な
る
、
玉
の
を
の
こ
御
子
」
　
「
こ
の
世
の
物
な
ら
ず
清
ら
」
で
あ
る
の
も
、
王

統
家
流
の
一
人
子
で
あ
る
だ
げ
で
な
く
、
神
話
論
的
に
は
母
の
欠
損
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
宇
津
保
物
語
の
忠
こ
そ
も
母
を
亡
く
し
て
お
り
、
母
は
二
世
の

源
氏
」
で
、
一
人
子
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
玉
光
り
輝
き
た
る
」
な
の
で
あ
る
。

大
和
物
語
の
継
娘
は
「
い
と
ら
う
く
じ
く
」
と
あ
る
。
落
窪
の
姫
君
は
「
わ



か
う
ど
ほ
り
腹
」
の
一
人
子
で
、
心
ば
え
が
優
れ
て
い
る
。
住
吉
物
語
の
姫
君

は
母
が
「
御
か
と
の
御
娘
」
で
、
一
人
子
で
、
「
ひ
か
る
ほ
と
の
女
君
」
「
ひ
か

り
さ
し
そ
ふ
」
と
あ
る
。
堤
中
紬
言
物
語
の
貝
合
の
姫
君
も
「
こ
の
世
の
も
の

と
も
見
え
ず
美
し
き
」
と
あ
る
。

　
神
話
論
的
に
母
の
欠
損
が
聖
別
さ
れ
た
も
の
た
り
う
る
と
い
う
条
件
は
、
物

語
で
は
姫
君
の
不
遇
さ
や
、
身
の
不
安
定
さ
と
し
て
深
め
ら
れ
て
い
く
道
筋
を

た
ど
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
埼
蛉
日
記
冒
頭
近
く
に
、
兼
家
と
の
や
り
と
り

や
代
筆
を
し
た
の
が
母
１
－
「
古
代
な
る
人
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
娘

は
母
の
保
護
と
導
き
の
も
と
で
は
じ
め
て
、
　
「
世
の
中
」
と
の
か
か
わ
り
を
も

つ
こ
と
が
で
き
た
。
母
の
い
た
い
娘
に
は
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
方
法
が
わ

か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
落
窪
の
姫
君
も
母
な
き
ゆ
え
の
世
づ
か

ぬ
自
分
を
感
じ
て
い
る
。
　
「
琴
な
ど
も
習
は
す
人
あ
ら
ぱ
、
い
と
よ
く
し
っ
べ

け
れ
ど
も
、
誰
か
は
教
へ
ん
」
（
四
四
）
と
あ
る
。
琴
の
伝
授
の
問
題
と
は
い

え
、
受
げ
継
ぐ
べ
き
も
の
を
断
た
れ
て
い
る
姫
君
の
孤
立
し
た
姿
が
象
徴
的
に

表
れ
て
い
る
。
男
の
懸
想
文
に
対
し
て
も
、
　
「
い
み
じ
う
物
の
っ
二
ま
し
き
う

ち
に
、
か
や
う
の
文
も
ま
だ
見
知
ら
ざ
り
け
れ
ぱ
、
い
か
に
い
ふ
と
も
、
知
ら

ぬ
に
や
あ
ら
む
」
　
（
五
〇
）
と
、
途
方
に
。
く
れ
る
。
継
子
が
世
を
憂
う
の
は
、

継
母
の
い
じ
め
の
有
無
だ
け
が
重
要
た
の
で
は
な
い
。
継
子
は
、
生
き
方
の
導

き
手
を
失
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
安
定
な
位
置
に
立
た
さ
れ
て
お
り
、

継
子
自
身
も
不
安
な
存
在
感
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
紅
梅
・
竹
河
巻
と
橋
姫
物
語
試
論

　
落
窪
物
語
や
住
吉
物
語
で
は
、
不
遇
た
姫
君
は
苦
難
の
後
、
救
い
出
さ
れ
、

め
で
た
し
め
で
た
し
で
終
わ
る
。
が
、
源
氏
物
語
で
は
、
空
蝉
は
拒
み
、
夕
顔

は
救
出
さ
れ
る
前
に
死
に
、
末
摘
花
は
当
然
備
わ
っ
て
い
る
べ
き
顔
か
た
ち
の

美
し
さ
を
欠
如
し
て
い
る
た
ど
、
先
行
の
単
純
た
筋
と
は
異
な
る
。
紫
上
は
救

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
さ
れ
る
が
、
継
子
い
じ
め
は
周
到
に
回
避
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
が
し
て

は
な
ら
な
い
。
源
氏
物
語
は
、
神
話
か
ら
受
げ
継
ぐ
と
こ
ろ
の
、
母
な
き
子
の

存
在
を
、
そ
の
不
安
定
た
存
在
感
と
し
て
と
ら
え
、
平
安
時
代
の
現
実
の
中
に
１

お
い
て
考
え
て
い
く
と
い
う
道
筋
を
深
め
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
落
窪
の

姫
君
や
住
吉
物
語
の
姫
君
の
抱
い
た
存
在
の
不
安
定
さ
は
、
結
局
は
男
の
救
出

に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
。
が
、
源
氏
物
語
は
そ
う
し
た
結
末
に
１
安
住
し
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
紫
上
の
そ
の
後
の
苦
悩
を
み
れ
ぽ
明
ら
か
と
た
ろ
う
。

　
継
娘
が
貴
顕
の
男
性
に
救
い
出
さ
れ
る
と
き
の
婚
姻
形
態
は
「
す
ゑ
」
と
い

わ
れ
る
も
の
と
た
る
。
そ
の
婚
姻
の
対
象
と
な
る
の
は
貧
女
や
孤
女
、
ま
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
に
比
し
て
以
下
の
身
分
の
女
で
あ
る
。
紫
上
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
彩
態

は
男
と
女
の
純
粋
た
愛
情
の
帰
結
で
あ
る
、
と
と
も
に
－
、
女
の
側
の
現
実
で
の

杜
会
的
身
分
、
位
置
の
薄
弱
さ
と
表
裏
の
関
係
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
１
も

注
意
を
向
げ
た
げ
れ
ば
た
ら
な
い
。
朝
顔
巻
で
紫
上
に
突
き
っ
げ
ら
れ
た
も
の

の
一
っ
は
、
彼
女
の
杜
会
的
位
置
の
弱
さ
と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
篠
原

昭
二
氏
は
、
朝
顔
の
姫
君
の
結
婚
拒
否
が
後
見
を
も
た
ぬ
ゆ
え
の
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
し
、
継
子
の
間
題
を
背
後
に
み
て
お
ら
れ
る
。
肯
首
さ
れ
よ
う
。
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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梅
・
竹
河
巻
と
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試
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す
る
と
、
朝
顔
の
姫
君
の
側
の
、
後
見
を
も
た
ぬ
ゆ
え
の
結
婚
拒
否
が
強
く
主

張
さ
れ
れ
ぱ
さ
れ
る
ほ
ど
、
身
分
の
高
い
光
源
氏
に
今
、
　
「
す
ゑ
」
ら
れ
て
い

る
紫
上
の
位
置
自
身
も
い
か
に
弱
い
も
の
で
あ
る
か
を
鮮
明
に
印
象
づ
げ
る
結

果
に
た
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
続
い
て
紫
上
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
に
た

る
玉
童
が
登
場
す
る
。
朝
顔
の
姫
君
に
続
い
て
登
場
す
る
玉
覧
も
継
子
の
色
濃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
あ
る
符
牒
と
い
え
る
。
で
あ
る
た
ら
ぱ
、
玉
髪

と
役
割
を
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
登
場
し
て
く
る
女
三
宮
も
、
継
子
と
い
う
面
か

ら
考
え
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
た
っ
て
こ
よ
う
。
王
統
家
流
の
一
人
子
で
あ
り
、

「
世
（
の
）
中
を
恨
み
た
る
や
う
に
て
、
亡
せ
給
ひ
に
し
、
そ
の
御
腹
の
女
三

（
の
）
宮
」
　
（
皿
二
二
一
）
と
あ
る
。
女
三
宮
も
神
話
論
的
に
は
「
聖
た
る
も

の
」
で
あ
り
、
必
ず
優
れ
た
特
質
を
も
つ
者
で
あ
る
は
ず
だ
っ
た
。
男
君
が
継

娘
を
希
求
す
る
の
は
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
光
源
氏
も
当
然
そ
う
考
え
、

求
め
た
。
が
、
「
昔
の
心
た
ら
ま
し
か
ぱ
、
う
た
て
、
心
劣
り
せ
ま
し
を
」
（
皿

二
五
六
）
と
、
落
胆
を
禁
じ
え
な
い
女
で
あ
っ
た
。
継
子
が
聖
性
を
も
つ
、
と

い
う
神
話
論
的
た
系
譜
が
こ
こ
で
は
空
無
化
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
逆
転
さ

せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
女
三
宮
降
嫁
は
、
紫
上
の
杜
会
的
位

置
の
弱
さ
を
以
前
に
も
ま
し
て
露
骨
に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
。
左
中
弁
の
言
葉

に
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
統
括
的
に
い
え
ぱ
、
継
子
を
め
ぐ
る
問
題
が
現

実
の
次
元
に
引
き
ず
り
お
ろ
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
女
三

宮
に
お
い
て
も
、
紫
上
に
お
い
て
も
。
と
り
わ
げ
、
紫
上
は
、
継
子
が
苦
難
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

後
、
救
出
さ
れ
、
福
を
得
る
と
い
う
結
末
と
は
全
く
異
な
る
、
継
子
の
担
う
不

安
定
た
存
在
感
を
深
め
、
現
実
杜
会
で
の
位
置
の
弱
さ
や
生
き
難
さ
を
た
ど
っ

て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
若
菜
巻
以
降
の
姫
君
た
ち
も
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の

系
譜
上
に
位
置
づ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
、
紅
梅
巻
と
継
子
い
じ
め
謂

　
源
氏
物
語
は
先
行
の
継
子
を
め
ぐ
る
物
語
か
ら
、
現
実
杜
会
で
の
女
の
生
き

難
さ
を
間
い
つ
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
夕
霧
巻
の
落
葉
宮
も
、
母
が
い
る

設
定
で
は
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
継
子
的
な
不
安
定
な
存
在
感
が
影
を
落
と

し
て
い
る
。
宇
治
の
姫
君
た
ち
に
こ
れ
は
続
い
て
い
く
が
、
そ
の
と
き
、
問
に

は
さ
ま
る
紅
梅
巻
こ
そ
中
継
を
果
た
す
重
要
な
意
義
を
担
う
巻
で
あ
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

わ
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
匂
宮
巻
で
は
光
源
氏
没
後
の
世
界
と
、
そ
こ
に
生
き
る
薫
と
匂
宮
と
が
抽
象

的
に
語
ら
れ
る
。
紅
梅
巻
は
按
察
大
納
言
一
家
、
竹
河
巻
は
髪
黒
亡
き
玉
童
一

家
を
語
り
、
匂
宮
と
薫
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
こ
に
配
置
さ
れ
、
具
体
的
な
人
物
像
へ

の
定
着
が
は
か
ら
れ
て
い
く
。
竹
河
巻
と
対
照
的
に
紅
梅
巻
で
は
匂
宮
の
世
の

お
ぽ
え
が
強
調
さ
れ
る
。
按
察
大
納
言
の
口
か
ら
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
こ

ろ
に
注
目
し
た
い
。
彼
は
、
光
源
氏
を
讃
美
し
た
の
ち
「
昔
の
恋
し
き
、
御
彩

見
に
は
、
こ
の
宮
ぱ
か
り
こ
そ
は
」
と
匂
宮
を
も
ち
出
す
。
ま
た
、
「
右
の
お

と
父
、
我
等
が
見
た
て
ま
っ
る
に
は
、
い
と
、
物
ま
め
や
か
に
、
御
心
、
を
さ



め
給
ふ
こ
そ
、
を
か
し
げ
れ
。
あ
だ
人
と
せ
む
に
。
、
足
ら
ひ
給
へ
る
御
さ
ま
を
。

強
ひ
て
ま
め
だ
ち
給
は
ん
も
、
見
ど
こ
ろ
少
た
く
や
た
ら
ま
し
」
（
Ｖ
二
四
六
）

と
、
ず
い
ぶ
ん
匂
宮
を
も
ち
あ
げ
て
お
り
、
好
意
的
解
釈
と
い
わ
ね
ぱ
た
ら
な

い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
匂
宮
と
の
婚
儀
を
願
う
親
の
ひ
い
き
め
だ
。
匂
宮
は
真

木
柱
の
連
れ
子
の
宮
姫
君
を
望
ん
で
い
る
。
が
、
大
納
言
は
実
娘
の
中
君
に
匂

宮
が
懸
想
し
て
い
る
と
誤
解
す
る
。
な
ぜ
行
き
違
い
が
生
じ
た
か
。
匂
宮
が
若

君
に
、
「
『
せ
う
と
を
見
て
の
み
は
、
え
や
ま
じ
』
と
、
大
納
言
に
申
せ
よ
」
（
Ｖ

二
三
七
）
と
語
る
が
、
そ
れ
を
大
納
言
は
中
君
を
指
す
と
思
っ
た
こ
と
が
き
っ

か
げ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
も
う
一
度
行
き
違
い
を
み
せ
る
。
大
納
言
は
匂
宮
に
１

は
紅
梅
の
花
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
、
そ
の
花
を
贈
る
。
と
こ
ろ
が
匂
宮
は
、

「
ひ
ん
が
し
の
っ
ま
に
」
あ
る
紅
梅
だ
か
ら
宮
姫
君
の
象
徴
で
あ
る
と
受
け
と
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っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
き
違
い
が
起
こ
っ
た
根
本
の
原
因

は
、
大
納
言
の
意
識
の
中
に
１
、
世
の
お
ぽ
え
絶
大
な
匂
宮
と
実
娘
を
縁
づ
け
た

い
、
と
い
う
強
い
願
望
が
潜
ん
で
い
た
た
め
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　

こ
こ
に
先
行
の
継
子
い
じ
め
課
と
の
強
い
類
似
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
住
吉
物
語
で
は
、
少
将
が
継
子
の
姫
君
を
懸
想
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
継
母
な
ど
の
画
策
に
ょ
り
実
娘
に
通
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
実
父
は
関
与
し
な
い
が
、
　
「
世
に
す
く
れ
た
る
人
」
で
あ
る
少
将
を

実
娘
の
方
と
縁
づ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
紅
梅
巻
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
後
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語
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代
の
も
の
で
あ
る
が
、
御
伽
草
子
（
美
人
く
ら
べ
、
ふ
せ
や
、
な
ど
）
や
、
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「
昔
話
」
　
（
皿
六
山
、
な
ど
）
に
も
、
貴
人
が
美
質
を
も
っ
継
娘
の
方
を
求
め

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
継
母
た
ど
が
実
娘
と
の
婚
儀
を
押
し
進
め
よ
う
と

す
る
類
型
が
み
ら
れ
る
。
実
娘
へ
の
偏
愛
と
、
継
娘
へ
の
冷
遇
。
こ
れ
は
継
子

い
じ
め
に
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
平
安
朝
に
も
数
多
く
流
布
し
て
い
た

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　
紅
梅
巻
で
は
継
父
の
大
紬
言
が
継
子
い
じ
め
を
す
る
老
と
は
描
か
れ
て
い
な

い
。
実
娘
へ
の
偏
愛
、
継
娘
へ
の
冷
遇
は
、
露
骨
に
は
表
れ
て
い
な
い
。
し
か

Ｌ
、
住
吉
物
語
や
他
の
例
と
比
べ
れ
ぱ
、
こ
の
骨
子
は
継
子
い
じ
め
課
と
何
ら

変
わ
ら
な
い
。
匂
宮
が
継
娘
に
懸
想
す
る
の
も
類
型
的
た
ま
ま
で
あ
る
。
源
氏

物
語
が
継
子
い
じ
め
を
中
心
に
す
え
る
よ
う
た
物
語
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

継
子
い
じ
め
が
た
く
な
れ
ぼ
継
子
は
救
わ
れ
る
の
だ
、
と
は
考
え
て
い
な
い
か

ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
紅
梅
巻
は
継
子
い
じ
め
課
そ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
源
氏
物
語
は
、
継
子
か
ら
女
の
存
在
の
不
安
定
性
を
と
り
あ
げ
よ

う
と
し
て
い
る
。
継
子
い
じ
め
を
描
く
の
が
眼
目
で
は
た
い
。
宮
姫
君
は
そ
の

存
在
の
不
安
定
性
を
深
く
印
象
づ
け
る
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
藤
井
貞
和
氏
が

指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
真
木
柱
と
大
納
言
と
の
、
ま
た
故
北
方
と
大
納
言
と
の
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ど
ち
ら
の
子
で
も
た
い
、
真
木
柱
の
連
れ
子
と
い
う
身
の
上
で
あ
る
。
し
か
も
、

真
木
柱
自
身
が
不
遇
な
継
子
的
た
過
去
が
あ
り
、
そ
の
影
を
い
や
お
う
な
く
ひ

く
姫
。
実
母
が
い
て
も
薄
幸
な
影
は
消
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
宮
姫
君
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が
身
の
不
如
意
を
深
く
嘆
く
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
げ
と
ら
れ
た
ろ

う
。
独
創
的
な
宮
姫
君
の
不
安
定
た
位
置
の
設
定
は
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
不

如
意
を
嘆
く
と
い
う
の
だ
げ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
継
子
い
じ
め
講
の
変
奏
が

成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
た
い
の
で
あ
る
。
先
行
の
継
子
い
じ
め
講
の
枠
を
超

え
出
て
い
な
い
と
い
う
隈
界
を
も
っ
て
い
る
。
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
上
の
変

奏
化
を
試
み
る
つ
も
り
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
よ
り
弱

い
立
場
の
姫
君
を
設
定
し
、
そ
の
不
如
意
た
境
遇
が
重
げ
れ
ぱ
重
い
ほ
ど
、
身

分
高
い
男
の
懸
想
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
女
の
救
済
は
困
難
な
も
の
と
た
る
、
と

い
う
認
識
の
提
示
だ
げ
が
眼
目
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
不
安
定
な
存
在
感
を
背
負
う
継
子
は
誰
に
よ
っ
て
救
出
さ
れ
う
る
の
か
。

大
納
言
の
目
に
は
見
え
な
く
て
も
、
匂
宮
が
単
な
る
「
す
き
た
る
方
に
、
進
み

給
へ
る
」
人
物
で
あ
れ
ぱ
、
宮
姫
君
の
拒
否
は
根
拠
を
も
っ
こ
と
に
な
り
、
そ

う
し
た
両
者
に
恋
物
語
の
進
展
の
契
機
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
続
す

る
宇
治
の
物
語
は
、
こ
の
相
手
が
薫
で
あ
っ
た
な
ら
ぱ
ど
う
た
の
か
、
と
問
う

と
き
導
き
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
紅
梅
巻
で
は
、
官
姫
君
の
憂
悶
に
沈

む
姿
や
存
在
の
形
が
、
先
行
の
継
子
の
類
型
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る

し
、
ま
た
、
対
現
実
や
対
男
性
と
い
っ
た
外
界
と
の
か
か
わ
り
方
は
保
留
に
さ

れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
っ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
は
宮
姫
君
と
匂
宮
と
の

関
係
に
対
す
る
認
識
を
大
ま
か
に
示
そ
う
と
し
た
、
そ
う
い
う
性
格
を
も
っ
た

巻
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
げ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
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平
安
中
期
に
は
継
子
を
め
ぐ
る
物
語
が
広
く
流
布
し
て
い
た
。
そ
う
な
ら
ぱ
、

大
和
物
語
百
四
十
二
段
は
、
継
娘
が
世
を
憂
う
姿
を
抽
出
し
、
そ
こ
だ
げ
を
大

写
し
に
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
継
子
い
じ
め
謂
の
一
部
抽
出
、
変
奏
が
行
わ

れ
つ
つ
あ
っ
た
趨
勢
が
考
え
ら
れ
る
。
源
氏
物
語
も
、
求
め
る
主
題
に
そ
っ
て

変
奏
を
試
み
て
い
た
。
石
川
徹
氏
に
よ
れ
ぱ
、
そ
の
後
の
継
子
も
の
は
変
奏
化
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が
行
わ
れ
る
だ
げ
だ
と
い
う
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
源
氏
物
語
で
は
た
い

か
。
紅
梅
巻
も
そ
の
一
っ
に
位
置
づ
げ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
変
奏
化
は

例
え
ぱ
、
父
母
を
亡
く
し
た
大
君
が
中
君
の
母
が
わ
り
に
な
ろ
う
と
し
、
継
子

の
不
安
定
た
存
在
を
担
う
こ
と
に
た
る
橋
姫
の
物
語
、
母
は
存
命
し
て
い
る
が
、
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そ
の
導
き
手
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
不
幸
を
招
く
浮
舟
の
物
語
た
ど
、
さ
ま
ざ
ま

に
間
題
を
堀
り
起
こ
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三
、
竹
河
巻
と
薫

　
匂
宮
巻
を
受
け
て
薫
の
人
物
造
型
は
竹
河
巻
で
具
体
化
さ
れ
る
。
と
り
わ
け

薫
の
姫
君
た
ち
と
の
か
か
わ
り
が
語
ら
れ
る
。
薫
と
夕
霧
の
子
息
蔵
人
少
将
は
、

玉
髪
の
娘
大
君
に
思
い
を
よ
せ
て
い
る
が
、
二
人
は
恋
の
姿
勢
に
お
い
て
対
照

的
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
薫
は
、
「
世
の
常
の
す
き
人
＼
し
さ
も
見
え
ず
、
い

と
、
い
た
う
し
づ
ま
り
た
る
を
ぞ
、
こ
上
か
し
こ
の
若
き
人
ど
も
、
口
惜
し
う
、

さ
う
ぐ
し
き
こ
と
に
思
ひ
て
、
い
ひ
悩
ま
し
げ
る
一
一
ｗ
二
芸
一
と
語
ら

れ
る
。
先
の
匂
宮
巻
で
薫
は
、
最
晩
年
の
光
源
氏
か
ら
受
げ
継
い
だ
と
こ
ろ
の
、



恋
や
現
世
へ
の
「
ま
ど
ひ
」
の
行
く
手
行
く
手
を
ふ
さ
い
で
い
く
道
心
を
抱
え

も
た
さ
れ
て
い
た
。
「
ま
ど
ひ
」
と
は
、
本
来
、
対
象
へ
の
激
し
い
執
着
心
と
、

そ
れ
に
伴
う
心
の
惑
乱
を
意
味
し
て
い
る
。
光
源
氏
が
「
ま
ど
ふ
」
こ
と
に
よ

っ
て
、
目
常
的
諸
関
係
を
超
え
、
非
目
常
の
時
空
を
現
出
し
、
そ
こ
で
女
君
と

の
交
情
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
が
、
光
源
氏
の
老
い
と
作
老
の
現
実
認

識
の
強
さ
が
、
そ
う
し
た
「
ま
ど
ひ
」
を
相
対
化
さ
せ
衰
弱
さ
せ
て
い
っ
た
。

も
は
や
、
「
ま
ど
ひ
」
に
よ
っ
て
も
男
女
の
交
情
の
時
空
が
現
出
し
な
い
と
い

う
認
識
で
あ
る
。
光
源
氏
の
最
晩
年
の
姿
が
薫
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
は
こ

の
点
で
あ
る
。
薫
は
道
心
を
も
っ
こ
と
で
、
現
世
や
恋
へ
の
惑
乱
Ｈ
「
ま
ど
ひ
」

が
弱
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
恋
に
激
し
く
「
ま
ど
ふ
」
人
物
と
し
て
描

か
れ
る
の
が
蔵
人
少
将
で
あ
る
。
「
人
は
み
た
花
に
心
を
移
す
ら
ん
独
ぞ
惑
ふ

春
の
夜
の
や
み
」
（
ｗ
二
六
二
）
と
詠
む
。
大
君
院
参
の
事
実
を
聞
く
と
、
「
死

ぬ
ぱ
か
り
思
ひ
て
」
　
（
Ｗ
二
七
〇
）
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
、
ま
た
「
花
を
見
て

春
は
暮
ら
し
っ
今
日
よ
り
や
繁
き
た
げ
き
の
し
た
に
惑
は
ん
」
（
ｖ
二
七
三
）
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と
も
詠
む
。
少
将
の
姿
に
柏
木
像
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、

少
将
は
戯
画
化
さ
れ
て
お
り
、
　
「
ま
ど
ふ
」
男
自
体
を
相
対
化
し
ょ
う
と
す
る

意
図
が
明
ら
か
で
あ
る
。
柏
木
の
激
情
の
姿
も
こ
こ
で
は
相
対
化
の
視
点
に
さ

ら
さ
れ
て
い
る
。
蔵
人
少
将
の
浮
薄
な
「
ま
ど
ふ
」
姿
を
描
く
こ
と
に
ょ
っ
て
、

薫
の
冷
静
、
沈
着
さ
が
印
象
づ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
図
が
み
ら
れ

る
。　

　
　
　
　
紅
梅
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蔵
人
少
将
は
薫
を
、
　
「
人
は
、
か
う
こ
そ
の
ど
や
か
に
、
さ
ま
よ
く
、
ね
た

げ
た
め
れ
」
　
（
Ｖ
二
七
一
）
と
評
す
る
。
薫
も
大
君
を
恋
慕
し
て
い
た
。
け
れ

ど
も
、
大
君
の
院
参
を
知
っ
て
も
冷
静
さ
を
失
わ
た
い
。
　
「
い
と
、
心
、
惑
ふ

ぱ
か
り
は
、
思
ひ
入
ら
れ
ざ
り
し
か
ど
、
口
惜
し
）
う
は
、
思
え
げ
り
。
」
（
ｖ

二
七
八
）
。
「
口
惜
し
」
と
は
思
う
が
、
　
「
心
、
惑
ふ
ぱ
か
り
は
、
思
ひ
入
ら
れ

ざ
り
」
と
い
う
。
少
将
の
「
ま
ど
ふ
」
姿
と
薫
の
そ
う
な
ら
な
い
姿
と
は
象
徴

的
な
対
照
を
示
す
。
し
か
し
こ
こ
で
す
で
に
、
恋
に
心
を
傾
げ
よ
う
と
し
て
も

道
心
が
そ
れ
を
は
ぽ
み
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
恋
が
破
綻
に
終
る
と
き
、
自
分
が

全
霊
的
に
た
っ
て
い
な
い
た
め
に
傷
っ
く
こ
と
も
た
い
、
と
い
う
自
己
保
存
的

た
彩
姿
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
都
の
権
勢
的
関
係
の
中
で
は
、

権
勢
を
積
極
的
に
求
め
は
し
な
い
が
、
あ
え
て
拒
絶
も
し
な
い
、
と
い
う
姿
勢

と
も
重
た
っ
て
し
ま
う
。
薫
が
、
恋
や
現
世
へ
の
激
し
い
「
ま
ど
ひ
」
を
も
た

た
い
の
は
、
夕
霧
の
ご
と
き
「
ま
め
」
　
（
目
常
的
公
的
秩
序
に
忠
実
で
従
順
で

あ
る
こ
と
）
の
温
存
の
た
め
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
深
く
重
い
道
心
を
抱
え

も
っ
ゆ
え
で
あ
る
と
、
匂
宮
巻
で
は
語
ら
れ
た
。
　
「
ま
ど
ひ
」
の
衰
弱
は
、
一

方
の
極
で
あ
る
「
ま
め
」
の
増
幅
を
引
き
起
こ
し
が
ち
で
あ
る
。
夕
霧
は
そ
の

代
表
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
陥
穿
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
薫
で
あ
っ
た
。

夕
霧
的
な
「
ま
め
人
」
と
の
距
離
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
薫
の
独
創
性

を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
果
た
し
て
そ
の
陥
穿
か
ら
真
に
抜
き
出
し

え
て
い
る
か
。
こ
の
間
い
か
げ
が
竹
河
巻
で
す
で
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
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中
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
都
で
は
自
已
保
存
的
た
性
格
を
露
に
し
て
し
ま
う
、

と
い
う
こ
と
を
物
語
は
見
抜
い
て
い
っ
た
の
で
は
た
い
だ
ろ
う
か
。

　
光
源
氏
に
お
い
て
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
恋
の
「
ま
ど
ひ
」
が
、

都
の
身
分
的
秩
序
を
超
え
て
、
男
女
の
交
情
を
可
能
に
す
る
核
で
あ
っ
た
こ
と

を
思
え
ぱ
、
　
「
ま
ど
ひ
」
を
保
て
な
い
男
が
、
都
に
お
い
て
、
深
い
宿
世
観
に

陥
っ
た
女
を
救
済
す
る
こ
と
が
可
能
か
。
薫
が
都
以
外
の
地
に
お
い
て
し
か
独

自
性
を
発
揮
で
き
た
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
て
必
然
的

に
導
か
れ
る
宇
治
の
物
語
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
も
結
局
、
都
で
は
権

勢
的
諸
関
係
に
。
左
右
さ
れ
る
一
人
で
し
か
た
い
こ
と
を
大
君
の
関
係
拒
否
を
通

し
て
、
薫
像
に
鋭
く
突
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
物
語
は
、
最
晩
年
の
光
源
氏
の

課
題
を
受
げ
継
ぐ
と
こ
ろ
の
薫
を
新
た
に
創
造
し
つ
つ
も
、
竹
河
巻
を
語
る
こ

と
を
通
し
て
、
そ
の
危
う
さ
を
感
じ
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
竹
河
巻
は
薫

の
二
十
三
、
四
歳
ほ
ど
の
年
齢
ま
で
を
語
り
、
紅
梅
巻
は
匂
宮
の
二
十
四
、
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

歳
あ
た
り
の
姿
を
語
る
。
そ
れ
ぞ
れ
宇
治
の
物
語
の
前
半
部
、
橋
姫
物
語
と
重

た
る
。
多
く
の
矛
盾
を
抱
え
る
二
巻
で
あ
る
に
せ
よ
、
紅
梅
・
竹
河
巻
の
世
界

を
、
字
治
の
物
語
と
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

紅
梅
巻
で
提
示
さ
れ
た
問
題
や
、
竹
河
巻
に
お
こ
る
権
勢
の
衰
退
し
た
玉
童
一

家
に
お
げ
る
、
後
見
な
き
姫
君
ゆ
え
に
招
来
さ
れ
る
不
幸
、
ま
た
、
薫
像
の
も

つ
危
う
さ
、
こ
れ
ら
を
宇
治
の
物
語
全
体
に
、
影
の
よ
う
に
底
流
し
続
げ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
、
と
し
て
敷
設
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
竹
河
巻
冒
頭
の
、
女
房
の
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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ゆ

り
口
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
相
対
的
視
座
が
あ
り
う
る
と
い
う
提
起
は
、
先
行
す

る
正
篇
に
対
し
て
も
、
後
続
す
る
宇
治
の
物
語
に
対
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
向
き
合

っ
て
い
る
、
と
い
う
竹
河
巻
の
世
界
の
位
置
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
小
野
か
ら
宇
治
へ

　
竹
河
巻
で
都
で
の
薫
の
姿
を
語
っ
た
後
、
物
語
の
舞
台
は
宇
治
に
移
る
。
宇

治
に
移
さ
れ
る
要
因
の
す
く
た
く
と
も
一
つ
は
、
権
勢
的
諸
関
係
が
た
い
地
を
、

恋
物
語
を
語
る
源
氏
物
語
が
要
請
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
夕
霧
巻
を
検
討

す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
た
る
。

　
落
葉
宮
は
母
が
存
命
し
て
い
る
が
、
そ
の
憂
悶
の
淵
源
に
は
不
安
定
な
存
在

感
を
孕
む
継
子
の
姿
が
影
を
引
い
て
い
る
。
紫
上
の
述
懐
「
女
ぱ
か
り
、
身
を

も
て
た
す
さ
ま
も
、
所
せ
う
、
あ
は
れ
な
る
べ
き
も
の
は
な
し
」
（
Ｖ
一
四
二
）

も
、
落
葉
宮
と
紫
上
と
の
共
通
す
る
憂
悶
の
影
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
落
葉

宮
は
小
野
の
地
で
懸
想
し
続
げ
て
く
る
夕
霧
と
対
座
す
る
。
宮
は
自
分
の
「
身

の
憂
さ
」
を
訴
え
続
げ
る
。
夕
霧
は
何
と
か
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
必
死
に

な
る
が
成
就
し
な
い
。
官
は
後
見
弱
き
自
分
を
思
う
。
夕
霧
は
そ
の
点
も
計
算

し
て
、
継
子
の
救
助
者
の
よ
う
に
物
質
的
援
助
を
忘
れ
な
い
（
ｗ
九
六
）
。
　
夕

霧
の
恋
の
「
ま
ど
ひ
」
　
（
Ｖ
ニ
ハ
八
な
ど
）
は
、
自
分
の
体
面
を
保
と
う
と
す

る
姿
（
「
も
し
、
た
ほ
、
本
意
な
ら
ぬ
事
に
て
、
尼
に
た
ど
も
、
思
ひ
な
り
給

ひ
な
は
、
を
こ
が
ま
し
う
も
あ
べ
い
か
た
」
Ｖ
一
五
七
）
か
ら
、
　
「
ま
め
」
を



超
え
出
よ
う
と
す
る
真
に
力
強
く
激
し
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
宮

の
重
い
宿
世
観
は
夕
霧
に
ょ
っ
て
は
救
い
出
す
こ
と
が
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。

小
野
の
地
に
お
い
て
は
、
宮
も
相
手
に
自
已
の
存
在
の
重
み
を
訴
え
る
こ
と
が

い
く
ら
か
可
能
で
あ
っ
た
。
夕
霧
も
そ
こ
で
は
一
個
の
裸
形
の
男
君
と
し
て
宮

に
自
已
の
思
い
を
語
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
都
に
帰
邸
を
強
い
ら

れ
た
宮
は
、
い
っ
き
ょ
に
夕
霧
を
と
り
ま
く
権
勢
家
た
ち
の
思
惑
の
渦
巻
く
世

界
に
。
踏
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
た
る
。
朱
雀
院
は
後
見
な
き
者
の
弱
さ
を
強
調
す

る
（
ｖ
一
四
五
）
。
　
そ
れ
を
証
す
る
か
の
よ
う
に
、
花
散
里
が
、
父
致
仕
大
臣

が
、
権
勢
を
背
景
に
動
き
出
し
、
宮
を
追
い
つ
め
る
。
雲
井
雁
が
権
勢
家
の
姫

君
で
あ
る
こ
と
を
強
く
印
象
づ
げ
る
。
大
臣
は
、
「
契
（
り
）
あ
れ
や
君
を
心

に
と
父
め
お
き
て
あ
は
れ
と
思
ふ
う
ら
め
し
と
聞
く
」
　
（
Ｖ
一
六
七
）
と
、
宮

に
詠
み
か
げ
る
。
宮
は
行
き
場
を
失
う
ほ
か
た
い
。

　
物
語
が
膨
大
に
た
っ
た
の
は
、
落
葉
宮
が
自
已
の
内
面
を
主
張
し
よ
う
と
し
、

夕
霧
も
そ
れ
に
対
応
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
小
野
の
地
で
あ
っ
た

か
ら
可
能
た
の
で
あ
っ
た
。
都
に
場
が
移
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
勢
家
と
し
て

生
き
る
「
ま
め
人
」
夕
霧
と
、
後
見
な
き
一
介
の
女
君
、
と
い
う
関
係
に
帰
着

す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
宮
の
内
面
な
ど
何
の
意
味
も
も
ち
え
た
い
こ

と
が
痛
感
さ
れ
る
だ
げ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
関
係
に
収
束
す
る
ほ
か
な
い
こ

と
は
当
初
か
ら
透
げ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
夕
霧
巻
が
開
示
し

て
い
っ
た
間
題
は
重
要
で
あ
る
。
物
語
は
、
か
つ
て
の
光
源
氏
的
世
界
で
は
た

　
　
　
　
　
紅
梅
・
竹
河
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と
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い
、
　
「
ま
ど
ひ
」
に
よ
っ
て
も
目
常
性
を
超
え
え
な
い
、
現
実
的
次
元
の
人
間

の
恋
物
語
を
描
こ
う
と
し
始
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
男
と
女
と
が
対
等
に
出

会
う
こ
と
を
物
語
は
押
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
女
が
自
已

の
内
面
を
主
張
し
う
る
場
が
必
要
で
あ
っ
た
。
小
野
の
地
が
選
ぽ
れ
は
し
た
が
、

結
末
は
、
夕
霧
が
権
勢
内
に
と
ど
ま
る
人
間
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
落
葉
官

は
依
然
と
し
て
救
わ
れ
る
こ
と
な
く
終
る
、
と
い
う
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
物
語
は
再
び
都
を
離
れ
て
、
宇
治
の
地
で
、
現
実
や
恋
の
「
ま
ど
ひ
」
の
行

く
手
行
く
手
を
ふ
さ
ぐ
道
心
を
抱
え
も
つ
男
君
と
、
不
安
定
た
存
在
感
と
宿
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

観
に
陥
っ
た
女
君
と
が
対
等
に
出
会
う
恋
物
語
が
語
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
く
の

で
あ
っ
た
。

五
、
橋
姫
物
語
と
紅
梅
・
竹
河
巻

薫
は
俗
聖
と
よ
ぱ
れ
る
八
宮
を
法
の
友
と
し
て
宇
治
に
通
い
始
め
る
。
そ
の

お
の
づ
か
ら
な
る
延
長
と
し
て
姫
君
と
の
対
面
が
語
ら
れ
て
い
く
。

秋
の
末
っ
か
た
、
（
中
略
）
有
明
の
月
の
、
ま
だ
夜
深
く
さ
し
出
づ
る
ほ
ど

　
に
、
（
中
略
）
入
り
も
て
ゆ
く
ま
二
に
、
霧
り
ふ
た
が
り
て
、
道
も
見
え
ぬ
、

　
し
げ
き
の
中
を
、
わ
げ
給
ふ
に
、
い
と
、
荒
ま
し
き
風
の
き
ほ
ひ
に
、
ほ

　
ろ
く
と
、
落
ち
み
だ
る
上
木
の
葉
の
露
の
、
散
り
か
二
る
も
、
い
と
冷
や

　
か
に
、
人
や
り
な
ら
ず
、
い
た
く
濡
れ
給
ひ
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
ｖ
三
一
〇
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薫
は
、
「
夜
深
」
き
、
「
霧
」
に
よ
っ
て
か
も
し
出
さ
れ
た
、
混
沌
と
し
た
世
界

に
入
り
込
ん
で
い
る
。
感
情
の
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
、
「
山
お
ろ
し
に
堪
へ
ぬ
木

の
葉
の
露
よ
り
も
あ
や
た
く
も
ろ
き
我
（
が
）
涙
か
た
」
　
（
ｗ
三
二
）
と
薫

は
詠
む
。
続
い
て
、
　
「
か
く
、
濡
れ
く
ま
ゐ
り
て
、
い
た
づ
ら
に
帰
ら
む
う

れ
へ
を
、
ひ
め
君
の
御
方
に
き
こ
え
て
、
『
あ
は
れ
』
と
、
の
給
は
せ
ぱ
な
む
、

な
ぐ
さ
む
べ
き
」
　
（
ｗ
三
二
一
）
と
、
姫
君
と
の
語
ら
い
を
自
然
に
求
め
て
い

く
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
薫
に
は
こ
の
字
治
の
地
が
都
と
は
隔
絶
し
て
、
非

目
常
的
な
世
界
と
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
箇
所
に
先
行
し
て
宇
治
の
自
然
は
、
「
い

と
、
荒
ま
し
き
水
の
音
、
波
の
響
き
に
、
物
忘
れ
う
ち
し
、
夜
た
ど
、
心
と
け
て

夢
を
だ
に
見
る
べ
き
程
も
な
げ
に
、
す
ご
く
吹
き
は
ら
ひ
た
り
」
（
Ｍ
三
〇
九
）

と
、
む
し
ろ
そ
の
荒
涼
た
る
姿
が
語
ら
れ
て
い
た
。
か
っ
て
の
六
条
院
の
四
季

と
い
う
整
序
立
っ
た
自
然
は
、
光
源
氏
の
終
焉
と
と
も
に
、
も
は
や
あ
り
え
ぬ

も
の
と
物
語
は
深
く
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
浮
舟
の
物
語
で
現
れ
る
自

然
に
も
そ
れ
は
貫
流
し
て
い
る
。
物
語
作
者
内
都
の
自
然
と
は
、
お
そ
ら
く
こ

う
し
た
荒
涼
と
し
た
も
の
と
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
薫
は

そ
の
生
々
し
い
、
荒
々
し
い
自
然
を
み
て
は
い
な
い
。
自
分
に
都
合
の
い
い
自

然
だ
げ
を
抽
出
し
て
い
る
。
姫
君
と
対
面
し
接
す
る
要
因
が
、
恋
に
「
ま
ど
ふ
」

こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
は
深
い
配
慮
で
描
き
進
め
て
い
る
の
だ
。

男
と
女
と
の
新
た
な
対
座
の
姿
を
物
語
は
求
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
橋
姫

物
語
で
は
、
都
と
は
隔
絶
し
た
別
の
時
空
と
し
て
薫
が
立
ち
現
れ
、
薫
の
主
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

で
物
語
全
体
が
お
お
わ
れ
、
導
か
れ
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
竹

河
巻
で
み
ら
れ
た
、
都
で
の
薫
の
姿
を
全
く
遠
く
へ
押
し
や
り
、
あ
る
い
は
払

拭
し
て
、
「
あ
は
れ
」
を
求
め
る
男
と
し
て
身
を
変
じ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
げ

あ
る
。
薫
自
身
、
自
分
が
変
化
し
、
別
の
時
空
に
迷
い
込
ん
だ
と
感
じ
て
い

る
。
姫
君
を
垣
間
見
た
と
き
、
先
行
物
語
な
ら
、
心
が
「
ま
ど
ふ
」
と
さ
れ
る

（
例
え
ば
、
伊
勢
物
語
初
段
）
と
こ
ろ
が
、
　
「
心
移
り
ぬ
べ
し
」
（
ｗ
三
一
五
）

と
語
ら
れ
た
。
物
語
の
深
い
配
慮
が
い
き
と
ど
い
た
一
言
い
換
え
だ
。
薫
は
姫
君

に
応
対
を
求
め
る
。
姫
君
は
、
　
「
霧
の
紛
れ
な
れ
ば
」
（
ｗ
三
ニ
ハ
）
、
っ
ま
り

「
姿
を
麟
化
す
る
霧
ゆ
え
」
（
小
学
館
本
頭
注
）
薫
と
対
応
す
る
こ
と
に
し
た
。

が
、
薫
は
こ
の
と
き
の
こ
と
を
「
霧
に
ま
ど
は
さ
れ
侍
り
し
あ
げ
陵
の
に
」
（
ｖ

三
二
八
）
と
い
う
よ
う
に
、
彼
自
身
が
「
霧
」
に
没
入
し
て
し
ま
っ
て
い
た
、

と
思
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
－
徴
妙
た
が
ら
く
い
違
い
が
あ
る
。
薫
は
夢
の
世
界
に

い
る
か
の
よ
う
た
意
識
だ
。
宇
治
の
世
界
を
勝
手
に
自
已
の
主
情
で
お
し
か
ぶ

せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
姫
君
た
ち
に
と
っ
て
は
宇
治
は
自
分

た
ち
の
生
き
る
重
い
現
実
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
両
者
の
く

い
違
い
は
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
出
生
の
秘
密
を
語
る
弁
の
君
に
対

Ｌ
て
、
　
「
あ
や
し
く
、
夢
語
り
、
巫
女
や
う
の
も
の
二
、
間
は
ず
語
り
す
ら
む

や
う
に
」
（
Ｖ
三
二
〇
）
「
夢
の
や
う
に
あ
は
れ
な
る
昔
語
り
」
　
（
Ｖ
三
三
一
）

と
感
じ
る
の
が
薫
の
姿
で
あ
る
。
か
つ
て
の
垣
問
見
を
薫
は
、
椎
本
巻
で
、
「
ほ

の
見
し
明
け
ぐ
れ
」
　
（
Ｖ
三
六
二
）
と
思
い
返
す
。
が
、
橋
姫
巻
で
の
垣
間
見



は
「
明
げ
ぐ
れ
」
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
垣
問
見
た
ど
と
い
う
、
道
心
を

も
っ
者
に
と
っ
て
は
あ
っ
て
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
非
目
常
的
な
、
混
沌
と
し
Ｈ
た

「
明
け
ぐ
れ
」
の
時
空
に
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
露
呈
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
と
も
か
く
、
薫
は
以
上
の
よ
う
な
周
到
た
設
定
を
経
て
は
じ
め
て
、

宇
治
の
姫
君
た
ち
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
物
語
は
両
者
を

対
等
な
位
置
に
お
い
て
出
会
う
恋
物
語
を
語
る
た
め
の
努
力
を
惜
し
ん
で
い
た

い
。
し
か
し
、
す
で
に
見
え
て
い
た
よ
う
に
、
薫
の
姿
勢
や
内
面
的
動
き
を
客

観
的
に
見
据
え
、
あ
や
つ
っ
て
い
る
作
者
が
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
か
ね

ぱ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
薫
の
存
在
の
あ
り
方
を
間
い
っ
め
る
視
点
を
も
っ
て

い
る
の
が
、
実
は
物
語
に
お
い
て
は
大
君
な
の
で
あ
る
。

　
大
君
は
、
椎
本
巻
で
匂
宮
に
よ
る
弔
問
の
と
き
、
「
な
べ
て
、
い
と
、
っ
上

ま
し
う
、
恐
ろ
し
う
て
、
き
こ
え
給
は
ず
」
　
（
ｗ
三
五
九
）
と
、
男
と
の
接
触

に
１
不
安
を
抱
き
、
恐
怖
感
さ
え
抱
い
て
い
る
。
総
角
巻
冒
頭
で
大
君
は
薫
に
、

「
『
な
ほ
、
か
上
る
さ
ま
に
て
、
世
づ
き
た
る
方
を
思
ひ
絶
ゆ
べ
く
、
お
ぽ
し
お

き
て
げ
る
』
と
な
ん
、
思
ひ
合
は
せ
侍
れ
ぱ
、
と
も
か
く
も
聞
え
ん
か
た
な
く

て
」
　
（
ｗ
三
八
三
）
と
、
現
世
で
の
生
き
方
を
断
念
し
て
い
る
と
告
げ
る
。
ま

た
心
劣
っ
て
い
る
（
ｗ
三
八
三
）
と
自
認
す
る
。
こ
う
し
た
姿
に
、
早
く
母
と

死
別
し
、
さ
ら
に
父
も
亡
く
し
た
大
君
の
、
継
子
的
な
孤
立
感
、
不
安
定
感
た

ど
の
系
譜
が
感
じ
ら
れ
る
。
大
君
は
中
君
の
後
見
役
と
な
る
こ
と
を
考
え
る
。

後
見
な
き
ゆ
え
の
弱
さ
は
、
継
子
を
め
ぐ
る
物
語
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
源

　
　
　
　
　
紅
梅
・
竹
河
巻
と
橋
姫
物
語
試
論

氏
物
語
も
そ
れ
を
手
づ
る
に
深
め
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
君
は
中
君
を
薫

に
と
願
う
。
　
「
さ
る
は
、
少
し
世
ご
も
り
た
る
程
に
て
、
深
山
隠
れ
に
は
、
心

苦
し
く
見
え
給
ふ
人
の
御
う
へ
を
、
　
『
い
と
、
か
く
、
朽
木
に
は
た
し
果
て
ず

も
が
な
』
と
、
人
知
れ
ず
、
扱
は
し
く
お
ぼ
え
侍
れ
ど
、
い
か
た
る
べ
き
世
に

か
あ
ら
ん
」
（
Ｖ
三
八
三
）
と
。
「
朽
木
」
に
１
自
分
は
な
っ
て
も
い
い
と
い
う
。

「
朽
木
」
と
た
っ
て
生
涯
を
終
え
る
、
と
い
う
の
は
、
大
和
物
語
や
紅
梅
巻
の

宮
姫
君
な
ど
の
、
継
子
の
憂
悶
す
る
姿
を
想
起
さ
せ
る
象
徴
的
な
語
だ
。
大
君

が
集
中
的
に
そ
の
憂
悶
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
を
記
憶
に
と
め
て
お
き
た
い
の

で
あ
る
。
大
君
の
願
い
は
果
た
さ
れ
ず
、
中
君
は
匂
官
と
結
婚
し
、
匂
宮
の
夜

が
れ
へ
と
事
態
が
進
む
。
憂
慮
し
た
こ
と
が
現
実
と
な
り
、
大
君
は
深
い
宿
世

観
に
陥
っ
て
い
く
こ
と
に
た
る
の
で
あ
っ
た
。

　
大
君
と
薫
の
関
係
は
ど
う
か
。
薫
が
匂
宮
と
申
し
合
わ
せ
て
寝
所
に
入
っ
た

夜
は
、
　
「
山
鳥
の
心
ち
し
て
、
明
か
し
か
ね
給
ふ
」
　
（
ｖ
四
一
七
）
と
い
う
状

態
だ
っ
た
。
　
「
山
鳥
の
心
ち
」
と
は
ひ
と
り
寝
の
寂
蓼
感
が
こ
め
ら
れ
た
表
現

で
、
二
人
の
隔
た
り
を
示
し
て
い
る
。
実
は
こ
の
表
現
が
、
夕
霧
と
落
葉
宮
と

の
一
夜
に
も
使
わ
れ
て
い
た
（
ｖ
一
五
一
）
が
、
似
た
側
面
を
も
つ
両
者
で
あ

っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
思
い
合
わ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
Ｌ
か
し
、
大
君
は

薫
を
嫌
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
心
ぱ
へ
の
、
の
ど
か
に
、
物
深
く
物
し

給
ふ
を
、
『
げ
に
、
人
は
、
か
く
お
は
せ
ざ
り
け
り
』
と
、
見
あ
は
せ
給
ふ
に
、

『
有
（
り
）
が
た
し
』
と
、
思
ひ
知
ら
る
」
（
Ｖ
四
三
一
）
と
心
傾
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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続
け
て
、
「
猶
、
ひ
た
ぶ
る
に
、
い
か
で
、
か
く
、
う
ち
解
げ
じ
。
『
あ
は
れ
』

と
思
ふ
人
の
御
心
も
、
か
な
ら
ず
『
っ
ら
し
』
と
、
思
ひ
ぬ
べ
き
わ
ざ
に
こ
そ

あ
め
れ
。
わ
れ
も
、
人
も
、
見
お
と
さ
ず
、
心
違
は
で
や
み
に
し
が
な
」
と
思

ふ
心
づ
か
ひ
、
深
く
し
給
へ
り
」
（
ｗ
四
三
二
）
と
述
懐
す
る
。
現
在
の
こ
の

状
態
の
ま
ま
「
心
違
は
で
や
み
に
し
が
た
」
で
あ
り
た
い
と
い
う
。
薫
に
好
意

を
寄
せ
つ
っ
、
そ
の
極
限
で
拒
否
を
貫
徹
し
た
の
だ
っ
た
。
で
は
そ
の
拒
否
の

核
心
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
橋
姫
物
語
に
年
立
的
に
も
重
な
る
紅
梅
・
竹
河
巻
の
世
界
が
想
起
さ

れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
竹
河
巻
は
、
玉
髪
一
家
が
権
勢
か
ら
隔
絶
さ
れ
、
そ
れ
ゆ

え
、
大
君
院
参
、
中
君
入
内
も
不
幸
の
う
ち
に
終
っ
て
い
く
、
そ
う
し
た
都
の

世
界
が
語
ら
れ
て
い
た
。
権
勢
の
な
い
、
後
見
の
た
い
姫
君
た
ち
の
不
幸
で
あ

る
。
玉
養
一
家
と
冷
泉
院
と
の
交
流
は
、
冷
泉
院
と
八
宮
一
家
と
の
交
流
を
誘

い
出
す
契
機
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
げ
で
は
た
い
。
年
立
上
の
重
た
り
は
、

八
宮
の
姫
君
と
都
の
貴
顕
と
の
婚
姻
も
不
幸
の
う
ち
に
終
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

暗
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
紅
梅
・
竹
河
巻
は
、
宇
治
の
橋
姫
物
語
を
読
み
進

め
て
い
く
過
程
で
、
幾
度
も
思
い
返
さ
れ
た
が
ら
、
そ
の
こ
と
で
宇
治
の
物
語

に
意
味
や
影
を
投
げ
か
げ
て
い
く
、
そ
う
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
匂
宮
・
紅
梅
・
竹
河
巻
の
春
夏
の
季
節
は
都
を
象
徴
し
、
橋
姫
巻
以
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

の
秋
冬
は
宇
治
を
象
徴
す
る
と
い
う
。
で
あ
る
な
ら
、
よ
り
注
意
す
べ
き
は
、

物
語
は
、
こ
の
春
夏
と
秋
冬
を
合
わ
せ
て
統
一
的
に
読
み
と
る
こ
と
を
要
請
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
。
一
方
が
表
で
一
方
が
裏
で
あ
る
と
い
う

の
た
ら
、
人
物
の
全
体
や
物
語
の
全
体
と
い
う
も
の
は
、
ま
る
ご
と
に
し
て
表

と
裏
と
を
統
合
的
に
読
ん
で
い
く
こ
と
で
た
け
れ
ぼ
た
ら
た
い
。
薫
の
、
都
で

の
あ
り
方
と
、
字
治
で
の
あ
り
方
と
を
、
あ
る
い
は
、
都
そ
の
も
の
の
実
像
と
、

宇
治
そ
の
も
の
の
実
像
と
を
、
統
合
的
に
見
据
え
て
い
る
の
が
、
大
君
で
あ
り
、

語
り
手
で
も
あ
る
。
薫
に
と
っ
て
は
宇
治
と
い
う
非
日
常
の
中
で
は
行
為
し
う

る
が
、
目
常
的
、
現
実
的
な
都
で
は
、
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
恋
に
お
い
て
も

権
勢
に
お
い
て
も
、
自
已
保
存
的
な
彬
姿
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
た
で
は
な

い
か
。
薫
は
宇
治
を
都
と
は
異
た
る
時
空
で
あ
る
と
感
受
し
て
い
た
。
薫
は
い

つ
ま
で
も
そ
の
世
界
で
は
、
姫
君
へ
向
か
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
た
し

か
に
宇
治
の
場
に
お
い
て
だ
げ
た
ら
薫
は
独
創
的
人
物
で
あ
っ
た
。
大
君
が
心

傾
げ
る
に
足
る
人
物
で
あ
っ
た
。
が
、
薫
の
独
自
性
が
都
で
は
い
っ
き
ょ
に
色

あ
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
作
者
は
大
君
の
拒
否
を
通
し
て
突
き
っ
げ
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
『
あ
は
れ
』
と
思
ふ
人
の
御
心
も
、
か
た
ら
ず
『
っ
ら

し
』
と
、
思
ひ
ぬ
べ
き
わ
ざ
に
こ
そ
あ
め
れ
」
と
は
、
薫
が
大
君
以
外
の
女
性

に
心
を
移
す
こ
と
を
指
す
の
で
は
た
い
。
宇
治
の
地
と
い
う
限
定
の
中
で
は
、

「
あ
は
れ
」
で
あ
り
え
て
も
、
限
定
を
排
除
し
た
都
で
は
、
「
つ
ら
し
」
と
思

わ
せ
る
薫
の
存
在
の
あ
り
方
だ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
薫
自
身
は
無
自

覚
だ
。
大
君
は
見
抜
い
て
い
る
。
彼
女
は
、
宇
治
の
地
を
離
れ
な
い
限
り
、
薫

の
独
自
性
と
対
座
で
き
る
か
ら
こ
の
ま
ま
で
い
た
い
と
思
う
。
八
宮
の
、
　
「
こ



の
山
里
を
あ
く
が
れ
給
ふ
な
」
　
（
Ｍ
三
五
〇
）
と
い
う
遺
言
は
そ
れ
と
呼
応
し

た
、
核
心
的
言
辞
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
竹
河
巻
で
は
、
薫
の
自
已
保
存
的
な
姿
勢
が
恋
の
場
に
１
お
い
て
も
、
政
治
の

場
に
お
い
て
も
表
れ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
後
見
な
き
姫
君
が

権
勢
的
な
諸
関
係
の
中
で
は
不
幸
を
招
く
、
な
ど
と
い
っ
た
都
的
状
況
は
、
年

立
上
か
ら
も
、
宇
治
の
物
語
を
貫
流
す
る
も
う
一
っ
の
面
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
都
的
状
況
は
、
こ
の
竹
河
巻
だ
け
が
提
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
冷
泉
院

の
女
一
宮
や
明
石
中
宮
の
女
一
宮
の
記
述
の
意
味
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

匂
宮
の
背
後
に
１
は
都
的
世
界
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
た
。
匂
宮
の
場
面
が
春

で
あ
っ
た
の
も
肯
首
で
き
る
。
紅
梅
巻
も
椎
本
・
総
角
巻
あ
た
り
と
重
な
り
、

重
い
意
味
を
投
げ
か
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
大
君
の
結
婚
拒
否
の
核
心
と
は
、
宇
治
で
の
薫
の
美
質
を
受
け
入
れ
っ
っ
も
、

そ
の
薫
自
身
と
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
、
権
勢
的
た
都
の
世
界
に
対
し
て
は
、
厳

し
く
拒
否
の
姿
勢
を
堅
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
宇
治
の
物
語
は
、
権
勢
か
ら
離
れ
た
、
対
等
な
男
と
女
と
を
ぶ
っ
か
ら
せ
る

恋
物
語
と
し
て
設
定
さ
れ
た
。
男
は
、
激
し
い
「
ま
ど
ひ
」
を
衰
弱
さ
せ
て
し

ま
い
、
行
く
手
行
く
手
を
ふ
さ
い
で
い
く
道
心
を
抱
え
て
い
る
。
女
は
、
継
子

い
じ
め
課
の
現
実
化
の
中
で
ま
す
ま
す
正
し
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
生
き

難
さ
や
不
安
定
的
な
存
在
感
を
も
ち
、
深
い
宿
世
観
に
陥
っ
て
い
る
。
男
の
背

負
っ
て
い
る
課
題
と
、
女
の
背
負
っ
て
い
る
課
題
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
対
等
と
呼
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び
う
る
ほ
ど
に
そ
の
意
義
を
主
張
し
、
お
互
い
に
譲
ら
な
い
、
そ
の
よ
う
た
恋

物
語
を
描
こ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
橋
姫
物
語
の
主
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
都

と
い
う
現
実
の
存
在
が
絶
対
的
た
椥
と
な
っ
て
物
語
を
、
そ
し
て
作
者
を
お
お

っ
て
い
る
こ
と
を
再
度
確
認
す
る
結
末
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
男
に

よ
っ
て
も
深
い
宿
世
観
を
背
負
っ
た
女
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
橋
姫
物
語
の
後
、
作
者
は
対
等
た
男

と
女
の
恋
物
語
を
語
り
は
し
な
い
。
浮
舟
物
語
で
は
、
た
だ
一
条
、
浮
舟
の
生

き
難
さ
を
追
い
っ
め
る
こ
と
に
視
座
が
変
移
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　
○
　
空
蝉
「
幼
き
程
に
。
後
れ
侍
り
て
」
（
１
九
一
）
、
夕
顔
「
親
た
ち
は
、
は
や
、
失
せ

　
　
給
ひ
に
。
き
」
（
１
ニ
ハ
六
）
、
紫
上
「
も
と
の
北
の
方
…
な
く
た
り
侍
り
に
し
」
（
１

　
　
一
九
〇
）
、
末
摘
花
「
故
常
陸
の
親
王
の
、
末
に
ま
う
げ
て
」
（
１
二
…
ハ
）
。
本
文

　
　
は
岩
波
目
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
　
（
）
内
は
巻
数
と
頁
数
と
を
表
す
。
そ

　
　
の
他
の
作
品
も
、
注
記
が
た
い
限
り
、
大
系
本
本
文
と
頁
数
に
よ
る
。

　
◎
　
基
本
的
に
は
、
古
本
が
現
存
本
と
余
り
違
わ
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
論
を
す
す
め

　
　
る
。
堀
部
正
二
『
中
古
目
本
文
学
の
研
究
』
、
石
川
徹
「
古
本
住
吉
物
語
の
内
容
に

　
　
関
す
る
臆
説
」
（
中
古
文
学
３
号
）
、
藤
村
潔
『
古
代
物
語
研
究
序
説
』
な
ど
。
ま

　
　
た
、
本
文
は
、
横
山
重
校
訂
『
住
吉
物
語
集
（
本
文
篇
）
』
所
収
の
二
写
本
（
藤
井

　
　
博
士
蔵
）
に
よ
る
。

　
＠
高
橋
亨
「
可
能
態
の
物
語
の
構
造
」
（
日
本
文
学
７
３
．
１
０
）
。

　
　
倉
塚
曄
子
『
巫
女
の
文
化
』
で
「
親
族
組
織
に
お
げ
る
縦
の
血
縁
関
係
で
も
っ
と

　
　
も
密
な
の
は
母
子
」
と
述
べ
て
い
る
。
母
な
き
子
の
不
安
定
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
＠
　
松
本
隆
信
「
住
吉
物
語
以
後
」
（
文
芸
研
究
３
号
）
、
広
田
収
「
物
語
と
カ
タ
リ
の

　
　
構
造
」
（
目
本
文
学
７
８
年
ｕ
月
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



　
　
　
　
　
紅
梅
・
竹
河
巻
と
橋
姫
物
語
試
論

　
＠
　
石
川
徹
「
継
子
も
の
と
そ
の
周
辺
」
（
国
文
学
　
昭
４
２
・
１
２
）
、
上
坂
信
男
「
光
源

　
　
氏
像
の
両
面
」
（
『
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
た
論
孜
』
所
収
）
。

　
＠
高
群
逸
枝
『
招
婿
婚
の
研
究
』
一
。

　
＠
　
「
結
婚
拒
否
の
物
語
序
説
」
（
へ
い
あ
ん
ぶ
ん
が
く
昭
４
３
・
９
）
。

　
＠
注
＠
藤
村
論
文
。

　
＠
紅
梅
・
竹
河
巻
は
作
者
別
人
説
や
そ
の
矛
盾
的
性
格
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
現

　
　
存
巻
序
を
認
め
、
そ
の
内
的
意
義
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
＠
藤
井
貞
和
「
匂
薫
十
三
帖
の
冒
頭
を
め
ぐ
る
時
問
の
性
格
」
　
（
へ
い
あ
ん
ぶ
ん
が

　
　
く
昭
４
３
・
９
）
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

　
＠
横
山
重
、
太
田
武
夫
校
訂
『
室
町
時
代
物
語
集
』
第
三
に
よ
っ
た
。

　
＠
関
敬
吾
『
目
本
昔
話
集
成
』
第
二
部
に
よ
っ
た
。

　
＠
　
注
＠
に
同
じ
。

　
＠
　
注
＠
石
川
論
文
。

一
＠
藤
河
家
利
昭
「
浮
舟
物
語
と
住
吉
物
語
」
（
国
文
学
孜
　
昭
５
０
・
３
）
に
、
継
子

　
　
の
問
題
と
の
か
か
わ
り
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
＠
鷲
山
茂
雄
「
匂
宮
・
紅
梅
・
竹
河
三
帖
論
」
　
（
国
文
学
研
究
昭
５
１
・
６
）
な
ど
。

　
＠
森
一
郎
「
源
氏
物
語
の
構
想
の
方
法
－
匂
宮
・
紅
梅
・
竹
河
の
三
帖
を
め
ぐ
っ

　
　
て
」
　
（
国
語
と
国
文
学
昭
４
２
・
１
０
）
。

　
＠
篠
原
昭
二
「
第
三
部
」
　
（
講
座
日
本
文
学
源
氏
物
語
下
）
に
、
若
干
触
れ
ら

　
　
れ
て
い
る
。

　
ゆ
木
船
重
昭
「
『
宇
治
』
へ
の
道
」
　
（
目
本
文
学
　
７
５
・
ｎ
）
。

　
ゆ
　
三
田
村
雅
子
「
源
氏
物
語
第
三
部
発
端
の
構
造
」
　
（
日
本
文
学
７
５
・
ｕ
）
。

八
○


	紅梅・竹河巻と橋姫物語試論
	一、継子いじめ謂の系譜
	二、紅梅巻と継子いじめ謂
	三、竹河巻と薫
	四、小野から宇治へ
	五、橋姫物語と紅梅・竹河巻



