
「
菊
花
の
約
」
考

二
八

「
菊

花
　
　
の

約
」
　
考

李

国
　
　
　
勝

、
「
菊
花
の
約
」

の
典
拠

　
「
菊
花
の
約
」
が
何
を
も
と
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
。
こ
れ
は
既
に
明
ら
か

に
た
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
、
参
考
の
典
拠
に
関
し
て
は
、
書
物
や

研
究
者
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
挙
げ
ら
れ
た
。
作
品
の
本
質
的
・
文
芸
的
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
聞
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
　
「
何
よ
り
も
先
づ
そ
れ
が
原
拠
で
あ
る
と
い
ふ
証

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

左
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
場
合
、
構
造
の
細

部
的
な
一
致
、
詞
章
上
に
於
げ
る
引
用
相
承
の
痕
迩
等
、
明
確
な
根
拠
を
得
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

の
で
な
け
れ
ぱ
、
妄
り
に
典
拠
呼
ぱ
は
り
を
す
べ
き
で
は
た
い
の
で
あ
る
」
と

言
わ
れ
る
よ
う
た
考
え
方
を
支
持
し
た
。
和
漢
の
典
拠
に
つ
い
て
、
後
藤
丹
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
の
、
精
細
に
調
査
さ
れ
た
「
雨
月
物
語
出
典
細
目
表
」
を
見
る
と
、
　
『
古
今

小
説
』
の
「
萢
巨
卿
鶏
黍
死
生
文
」
、
『
古
今
奇
観
』
ま
た
は
『
警
世
運
言
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；

「
愈
伯
牙
搾
琴
謝
知
音
」
、
『
英
草
紙
』
巻
二
第
三
話
「
豊
原
兼
秋
音
ヲ
聴
き
て

国
の
盛
衰
を
知
る
話
」
、
　
『
武
家
義
理
物
語
』
巻
二
「
御
堂
の
太
鼓
う
つ
た
」
、

『
万
葉
集
』
巻
三
「
人
麿
ノ
轟
旅
歌
」
、
『
勇
燈
新
話
』
の
「
竜
堂
霊
会
録
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

列
挙
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
水
野
稔
氏
の
「
読
本
」
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
　
「
西

鶴
の
『
武
家
義
理
物
語
』
の
く
約
束
は
雪
の
朝
食
Ｖ
た
ど
に
も
多
少
の
暗
示
を

　
マ
　
マ

与
え
た
ら
し
く
、
ま
た
『
陰
徳
太
平
記
』
の
記
事
を
も
背
景
に
用
い
て
い
る
」

と
い
う
の
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
高
田
衛
氏
の
「
雨
月
の
世
界
」
の
図
表
に

纏
め
ら
れ
た
主
た
る
典
拠
に
は
『
古
今
小
説
』
巻
十
六
の
「
萢
巨
卿
鶏
黍
死
生

交
」
し
か
載
っ
て
い
た
い
。
そ
の
い
ず
れ
も
共
通
す
る
の
で
、
「
菊
花
の
約
」

の
主
た
典
拠
が
確
実
に
「
萢
巨
卿
鶏
黍
死
生
交
」
で
あ
る
と
思
え
る
わ
げ
で
あ

る
。　

以
上
か
ら
分
る
よ
う
に
、
多
く
の
中
国
の
典
拠
と
目
本
の
出
典
が
あ
る
。
も

し
も
、
両
国
の
文
学
に
於
け
る
相
似
の
類
を
網
羅
す
れ
ぱ
、
も
っ
と
挙
げ
ら
れ

る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ぱ
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
中
国
の
『
後
漢
書
』
の
「
列



伝
下
」
に
あ
る
「
池
式
伝
」
、
『
蒙
求
』
の
「
池
張
鶏
黍
」
「
伯
牙
絶
絃
」
、
『
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
奇
観
』
或
は
『
古
今
小
説
』
巻
七
の
「
羊
角
哀
捨
命
交
」
の
ほ
か
に
、
『
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

平
山
堂
話
本
』
或
は
『
敬
枕
集
』
の
「
死
生
交
張
萢
鶏
黍
」
、
　
『
清
平
山
堂
話

本
』
の
「
羊
角
哀
死
戦
刑
軋
」
、
　
『
後
漢
書
』
巻
二
十
九
列
伝
十
九
「
申
屠
剛

伝
」
が
あ
り
、
ま
た
、
日
本
の
『
径
談
登
志
男
』
巻
三
「
亡
魂
の
舞
曲
」
、
『
新

選
百
物
語
』
巻
一
「
三
条
通
り
ふ
し
ぎ
の
出
会
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
殆

ど
同
系
列
の
作
品
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
同
系
列
の
作
品
に
於
い
て
も
、
単
な

る
文
学
的
た
偶
然
の
相
似
で
た
く
、
必
然
的
な
っ
た
が
り
の
あ
る
も
の
も
あ
る
。

「
池
巨
卿
鶏
黍
死
生
交
」
は
『
後
漢
書
』
の
「
萢
式
伝
」
を
も
と
に
敷
術
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

再
編
成
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
　
『
三
言
両
抽
資
料
』
を
調
べ
て

み
る
と
、
「
池
巨
卿
鶏
黍
死
生
交
」
の
物
語
は
「
捜
神
記
」
巻
十
一
、
『
曲
海
総

目
提
要
』
巻
三
に
も
見
ら
れ
る
。
同
じ
く
、
「
命
伯
牙
搾
琴
謝
知
音
」
に
っ
い

て
、
『
列
子
』
、
『
萄
子
』
、
『
呂
氏
春
秋
』
、
明
の
『
小
説
伝
奇
合
刊
本
』
の
「
貴

　
　
ゆ

賎
交
情
」
な
ど
も
参
考
に
た
る
。
中
国
の
原
典
を
さ
ぐ
る
の
に
、
『
三
言
両
抽

資
料
』
と
『
話
本
小
説
概
論
』
は
と
て
も
よ
い
書
物
で
あ
る
。

　
勿
論
、
両
国
の
文
学
に
於
げ
る
内
在
の
つ
な
が
り
に
。
留
意
す
る
と
同
時
に
、

中
国
文
学
と
日
本
文
学
と
の
関
連
を
も
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ぱ
、

「
前
伯
牙
搾
琴
謝
知
音
」
の
翻
案
作
と
言
わ
れ
る
「
豊
原
兼
秋
音
を
聴
き
て
国

の
盛
衰
を
知
る
話
」
も
そ
の
例
で
あ
る
。
中
国
文
学
と
目
本
文
学
に
類
似
作
品

が
現
れ
た
の
は
、
文
学
の
特
徴
で
あ
り
、
ま
た
、
文
学
の
互
い
の
影
響
に
よ
っ

　
　
　
　
　
「
菊
花
の
約
」
考

て
も
た
ら
さ
れ
た
必
然
的
結
果
で
も
あ
る
。
創
作
そ
の
も
の
は
、
常
に
何
か
先

行
文
学
を
参
考
に
、
手
を
入
れ
、
書
き
改
め
て
、
新
し
い
作
品
を
生
み
出
す
の

で
あ
る
。
異
な
る
時
代
に
は
、
内
容
に
相
似
す
る
作
品
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
同
じ
時
代
で
も
同
様
の
作
品
が
各
書
物
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
も
度
六

見
ら
れ
る
。
原
典
の
研
究
は
、
そ
の
同
系
的
な
も
の
を
く
り
ひ
ろ
げ
、
内
在
の

関
係
を
把
握
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
ど
れ
が
直
接
に
、
ど
れ

が
間
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る
か
が
明
白
に
た
っ
て
く
る
。
以
上
の
多
く
の
典
拠

の
中
で
、
「
菊
花
の
約
」
が
ど
れ
に
一
番
近
い
か
。
勿
論
、
異
議
た
く
定
説
に

た
っ
て
い
る
「
萢
巨
卿
鶏
黍
死
生
交
」
で
あ
る
。
「
『
池
巨
卿
鶏
黍
死
生
交
』
と

『
菊
花
の
約
』
に
だ
げ
あ
っ
て
、
あ
と
の
諸
作
品
に
は
全
く
な
い
表
現
や
用
語

が
い
か
に
多
い
か
と
い
う
こ
と
に
す
ぐ
気
づ
く
で
あ
ろ
う
」
、
ま
た
、
「
そ
の
翻

案
態
度
は
、
全
体
の
構
想
に
お
い
て
も
、
部
分
の
材
料
と
そ
の
配
列
に
お
い
て

も
、
発
想
の
手
順
に
お
い
て
も
、
ま
た
言
葉
と
文
字
の
用
い
方
に
お
い
て
も
、

原
典
を
惜
し
み
た
く
吸
収
し
て
、
文
字
ど
お
り
『
翻
案
文
学
』
と
呼
ぶ
に
ふ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
鵜
月
洋
氏
が
明
ら
か
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
作
者
が
も
と
も
と
ど
ん
た
蕎
物
を
机
の
上
に
置
い
た
か
は
分
り
か
ね
る
が
、

研
究
を
進
め
る
に
つ
れ
、
裏
付
げ
の
あ
る
推
測
に
よ
っ
て
、
典
拠
は
だ
ん
く

確
実
に
た
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
研
究
者
の
立
場
、
年
代
に
。
よ
っ
て
、
多
少
の

差
が
あ
る
の
も
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
典
拠
を
列
挙
す
る
時

に
。
、
主
た
る
典
拠
と
参
考
の
典
拠
と
に
使
い
分
げ
た
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
「
菊
花
の
約
」
考

た
る
典
拠
が
明
ら
か
に
た
っ
た
時
で
も
、
参
考
典
拠
の
研
究
も
同
じ
く
見
逃
さ

た
い
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
日
本
古
典
文
学
の
創
作
は
近
代
文
学
と

違
っ
て
、
大
低
、
歴
史
の
人
物
・
事
件
た
ど
、
ま
た
は
先
行
文
学
を
取
り
入
れ
、

再
編
成
す
る
経
由
を
辿
っ
た
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
作
品
を
研
究
す
る
場

合
は
、
典
拠
を
追
求
し
て
い
く
作
業
が
要
求
さ
れ
る
。
だ
が
、
紛
ら
わ
し
く
、

断
言
で
き
た
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
時
に
、
何
を
基
準
に
す
る
か
も
大
事
な
こ

と
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
主
題
構
想
、
人
物
の
設
定
、
詞
章
摂
取
な
ど
の
ど
れ
を

基
準
に
考
え
、
ど
れ
に
拘
わ
る
か
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
研
究
者
の
立
場
．
方

法
・
分
析
な
ど
に
よ
っ
て
、
違
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

二
、
「
信
義
」

に
関
す
る
諸
説

　
両
作
品
が
「
信
義
」
を
め
ぐ
っ
て
物
語
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
は
、
共
通
の

特
徴
で
あ
る
。
構
想
上
、
簡
素
化
・
緊
密
化
し
て
集
中
的
に
主
題
を
強
調
す
る

と
共
に
、
言
葉
を
巧
み
に
表
現
さ
れ
た
の
も
効
果
的
で
あ
る
。
作
品
の
始
め
に
、

「
信
義
」
の
発
端
と
し
て
、
軽
薄
た
人
と
の
付
き
合
い
に
注
意
さ
せ
る
ロ
ー
調
の

よ
い
起
筆
で
書
き
始
め
、
ま
た
最
後
に
後
世
を
戒
め
る
結
語
で
終
る
の
も
そ
の

例
の
一
っ
で
あ
る
。
そ
れ
は
っ
ぎ
の
如
く
、

　
　
　
廿
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
そ
の
　
　
う
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
じ
は

　
　
　
青
六
た
る
春
の
柳
、
家
園
に
種
る
こ
と
た
か
れ
。
交
り
は
軽
薄
の
人
と
結
ぶ
こ
と

　
　
　
　
　
や
う
り
う
し
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
暮
か
ぜ
　
　
　
　
突
　
　
　
け
註
く
　
　
　
ま
じ
は

　
　
な
か
れ
。
楊
柳
茂
り
や
す
く
と
も
、
秋
の
初
風
の
吹
く
に
耐
め
や
。
軽
薄
の
人
は
交

　
　
　
　
　
　
　
２
た
す
み
や
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
む
　
　
　
　
　
　
　
け
い
は
く
　
　
　
　
　
た
え

　
　
り
や
す
く
し
て
亦
速
な
り
。
楊
柳
い
く
た
び
春
に
染
れ
ど
も
、
軽
薄
の
人
は
絶
て

　
　
と
む
ら

　
　
訪
ふ
目
な
し
。

三
〇

　
　
　
あ
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す

　
　
　
盗
、
軽
薄
の
人
と
交
は
り
は
結
ぶ
べ
か
ら
ず
な
ん
。

と
た
っ
て
い
る
。
「
全
く
書
き
出
し
が
す
ぱ
ら
し
い
の
だ
よ
」
「
そ
れ
に
。
結
末
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
あ
け
い
は
く
　
　
　
　
　
ま
じ
は
り

と
こ
ろ
で
や
っ
ぱ
り
も
う
一
度
、
苔
軽
薄
の
人
と
交
は
結
ぶ
べ
か
ら
ず
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

む
。
と
切
っ
た
の
も
い
い
」
と
谷
崎
潤
一
郎
氏
が
、
　
「
菊
花
の
約
」
の
す
き
た

理
由
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
く
、
佐
藤
春
夫
氏
も
「
あ
れ
の
書
き
出
し

と
結
び
と
が
同
じ
や
う
に
出
来
て
ゐ
る
の
が
、
つ
ま
り
起
筆
と
結
句
で
も
う
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

度
く
り
返
し
で
あ
る
の
が
ひ
ど
く
好
き
だ
」
と
い
う
同
感
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
美
文
と
認
め
ら
れ
る
冒
頭
と
結
語
は
、
典
拠
の
「
死
生
交
」
に
基
づ

い
て
書
き
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
死
生
交
」
の
冒
頭
は
、

　
　
　
種
樹
莫
種
垂
楊
枝
、
結
交
莫
結
軽
薄
児
・
　
楊
枝
不
耐
秋
風
吹
、
軽
薄
易
結
還
易

　
　
離
。
君
不
見
昨
日
書
来
両
相
憶
、
今
日
相
逢
不
相
識
？
　
不
如
楊
枝
酋
可
井
久
、
一

　
　
度
春
風
一
回
首
。

と
た
っ
て
い
る
。
信
義
を
中
心
と
す
る
両
作
品
の
同
じ
意
味
の
起
筆
は
、
全
体

の
内
容
に
於
い
て
、
物
語
が
始
ま
る
前
の
ナ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
の
よ
う
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
両
文
の
語
句
に
つ
い
て
、
秋
成
は
「
死
生
交
」
の
こ
の
文
を
下
敷
に
し

な
が
ら
、
美
し
い
目
本
語
に
書
き
直
し
た
手
腕
を
見
せ
て
い
る
が
、
特
に
原
典

よ
り
も
い
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
両
作
品
の
起
筆
は
と
も
に
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
記

ぞ
れ
の
特
徴
の
あ
る
美
文
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
主
題
を
逆
説
に
置
い
て
表

現
し
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
死
生
交
」
の
表
現
手
法
を
借
用
し
た
も

の
で
あ
る
。
「
秋
成
は
、
い
か
た
る
目
的
で
、
作
品
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
与



　
　
　
　
　
　
　
　
＠

え
る
こ
と
を
期
待
し
て
」
い
た
か
が
間
題
で
あ
る
が
、
中
国
の
白
話
小
説
の

「
起
句
詩
」
と
「
結
句
詩
」
は
い
ず
れ
も
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
作
用
を
持
っ
も
の

で
あ
る
。
主
題
と
一
致
し
て
い
る
の
も
あ
れ
ぱ
、
逆
説
的
に
な
っ
て
い
る
の
も

あ
る
。
信
義
の
な
い
人
と
付
き
合
わ
た
い
よ
う
と
逆
説
的
に
戒
め
ら
れ
、
そ
れ

か
ら
感
銘
を
受
げ
さ
せ
、
鑑
み
と
す
る
「
信
義
」
の
物
語
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

「
菊
花
の
約
」
の
冒
頭
は
た
だ
形
式
の
模
倣
で
は
た
く
、
そ
の
形
式
か
ら
作
者

の
意
図
を
さ
ぐ
っ
て
み
れ
ば
、
秋
成
が
、
命
を
捨
て
て
、
約
束
を
守
る
話
を
読

者
の
前
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
軽
薄
な
人
と
の
交
際
に
注
意
を
喚
起
す

る
と
い
う
目
的
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
同
時
に
１
、
原
典
と
違
っ
て
、
「
冒

頭
と
照
応
し
た
結
末
の
警
句
は
、
そ
の
よ
う
な
作
老
の
意
図
を
あ
ら
た
め
て
読

　
　
　
　
＠

者
に
知
ら
せ
」
た
の
で
あ
る
。
冒
頭
と
結
語
の
意
義
は
作
者
の
意
図
に
結
ぱ
れ

て
い
る
の
は
言
う
ま
で
差
く
、
ま
た
読
者
に
よ
一
て
、
い
ろ
く
な
解
釈
が

生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
と
し
て
、
当
時
の
文
学
に
於
い
て
、
そ
の
常

套
を
脱
し
た
表
現
は
意
味
深
く
、
味
え
る
も
の
と
し
て
の
新
生
面
を
切
り
開
い

た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
っ
ぎ
に
、
人
物
の
設
定
と
事
件
の
構
造
と
の
関
連
に
っ
い
て
検
討
し
て
み
た

い
。　

「
死
生
交
」
と
「
菊
花
の
約
」
と
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
萢
式
に
は
不
自
然

な
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ぱ
、
「
萢
式
が
一
度
も
張
碗

の
母
と
会
っ
て
い
な
い
こ
と
も
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
萢
式
は
妻

　
　
　
　
　
「
菊
花
の
約
」
考

子
を
失
念
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
妻
子
の
存
在
が
、
約
束
を
失
念
し
て
し

ま
う
池
式
の
心
の
在
り
方
と
、
白
刎
し
て
約
を
果
た
す
と
い
う
行
為
と
の
間
に

異
和
感
を
生
み
、
池
式
の
誠
実
さ
に
制
約
を
与
え
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
＠

も
否
め
な
い
」
と
か
い
う
よ
う
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
萢
式
白
身
が
正

直
に
言
っ
た
通
り
、

　
自
興
兄
弟
相
別
之
後
、
回
家
為
妻
子
口
腹
之
累
、
溺
身
商
費
之
中
。
塵
世
湊
湊
、

歳
月
勿
勿
、
不
覚
又
是
一
年
。
向
日
鶏
黍
之
約
、
非
不
桂
心
、
近
被
縄
利
所
牽
、
忘

其
日
期
。

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
読
め
ぱ
、
な
る
ほ
ど
、
納
得
で
き
る
よ
う
だ
が
、
よ

く
考
え
る
と
、
違
っ
た
見
解
を
持
っ
こ
と
が
で
き
る
。
萢
式
の
妻
子
が
設
定
さ

れ
た
の
は
別
に
間
違
い
で
は
な
く
、
萢
式
が
約
束
を
失
念
し
た
罪
は
妻
の
存
在

に
あ
る
の
で
も
な
い
。
張
肋
は
読
書
に
志
し
て
、
嫁
を
要
っ
て
い
な
い
う
え
で
、

萢
式
も
も
し
も
未
婚
で
あ
っ
た
ら
、
却
っ
て
不
自
然
に
な
る
。
中
国
の
春
秋
戦

国
の
時
に
斉
桓
公
が
「
丈
夫
三
十
而
室
、
女
子
十
五
而
嫁
」
と
規
定
し
、
ま
た
、

周
磯
地
官
媒
氏
に
よ
れ
ぼ
「
令
男
三
十
而
要
、
女
二
十
而
嫁
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
唐
・
明
・
清
の
封
建
時
代
で
は
男
女
は
殆
ど
早
婚
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
萢

式
の
商
売
の
職
業
か
ら
見
て
も
当
然
妻
子
を
養
う
の
で
あ
る
。
妻
子
の
存
在
を

考
え
た
う
え
に
、
命
を
捨
て
る
決
心
を
下
し
、
行
動
に
移
っ
た
の
に
敬
服
さ
せ

ら
れ
る
。
自
分
の
命
の
み
な
ら
ず
、
妻
子
を
も
捨
て
た
げ
れ
ぱ
た
ら
な
く
た
る

池
式
は
白
分
の
妻
へ
の
愛
情
と
張
勘
に
対
す
る
「
兄
弟
の
盟
」
の
信
義
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
「
菊
花
の
約
」
考

苦
し
い
板
ぱ
さ
み
の
窮
地
に
追
込
ま
れ
て
、
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
か
と
い
っ
た

内
心
の
矛
盾
と
闘
わ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
わ
げ
で
あ
る
。
信
義
の
た
め
に
自
害

し
た
男
同
士
の
物
語
は
本
来
悲
劇
で
あ
っ
た
が
、
単
身
の
宗
右
衛
門
に
比
べ
れ

ば
、
妻
を
お
い
て
、
自
刎
し
た
萢
式
の
方
が
悲
劇
を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
ま
で

推
し
進
め
、
男
同
士
の
「
信
義
」
を
一
層
高
め
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
何
の

倫
理
で
、
萢
式
を
残
酷
と
い
う
ほ
ど
の
、
信
じ
ら
れ
ぬ
行
動
に
移
さ
せ
た
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
が
、
中
国
で
は
昔
よ
く
「
骨
肉
之
恩
、
手
足
之
愛
」
と
言
わ

れ
、
兄
弟
の
情
を
「
手
足
之
情
」
に
警
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
封
建
時
代

に
於
け
る
男
の
信
念
と
い
う
も
の
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
左
門
は
丹
治
に

よ
っ
て
幽
閉
さ
れ
て
、
約
束
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
、
手
落
ち
の
た
い

完
壁
な
人
間
像
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
萢
式
は
再
会
の
日
を
忘
れ
て
、
約
束
を

守
れ
な
か
っ
た
無
責
任
な
人
間
像
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
矛
盾
の

焦
点
を
萢
式
に
絞
っ
た
の
は
容
易
な
ら
ぬ
大
胆
な
構
想
だ
と
思
う
。
単
な
る
理

想
像
を
求
め
る
よ
り
も
、
矛
盾
に
存
在
す
る
人
間
の
両
面
性
を
ほ
り
出
し
て
、

生
き
く
と
し
た
人
間
像
が
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
商
人
で
あ
る

か
ら
信
義
を
忘
れ
や
す
く
、
武
士
の
方
が
信
義
を
忘
れ
た
い
と
思
わ
れ
る
の
は

通
常
の
よ
う
で
あ
る
。
商
人
で
あ
る
信
義
の
失
脚
に
対
す
る
批
判
に
っ
い
て
は
、

中
村
幸
彦
氏
が
、
「
池
式
は
い
か
ん
。
た
る
ほ
ど
、
最
後
に
は
約
を
果
し
得
ぬ

こ
と
を
恨
み
と
し
、
自
刃
し
て
そ
の
信
義
を
つ
ら
ぬ
い
た
と
い
っ
て
も
、
約
束

の
当
目
ま
で
気
づ
か
ず
に
い
た
の
で
は
、
少
た
く
と
も
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
、
信
義
の
人
と
す
る
に
飲
げ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て

お
ら
れ
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
森
常
治
氏
が
、
「
萢
式
が
重
陽
の
日
の
当
目
、

商
売
に
か
ま
げ
て
そ
の
日
が
到
来
し
た
の
を
す
っ
か
り
気
付
か
ず
に
い
た
と
い

う
筋
立
て
は
、
人
間
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
の
透
徹
し
た
洞
察
と
し
て
迫
っ
て

く
る
の
だ
。
そ
の
日
を
千
秋
の
思
い
で
待
ち
な
が
ら
か
つ
そ
の
日
の
来
た
の
を

忘
れ
な
い
、
な
ど
と
い
う
の
は
秋
成
に
は
悪
い
が
中
学
校
の
芝
居
の
域
を
出
な

い
。
一
足
す
一
は
二
に
た
る
、
と
い
う
単
細
胞
的
合
理
主
義
が
そ
こ
に
あ
る
だ

　
　
　
＠

げ
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
氏
に
は
同
じ
よ
う
た
体
験
が
あ
っ
た
の
は

印
象
的
で
あ
っ
た
。
氏
の
管
轄
す
る
あ
る
研
究
所
に
来
る
留
学
生
の
入
所
式
の

日
に
、
全
員
揃
い
で
待
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
休
日
中
の
学
校
の
こ
と
ゆ
え
、

一
日
ず
ら
し
て
錯
覚
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
し
て
、
氏
は
「
そ
の
場
で
自
刃
し
て

亡
霊
と
た
っ
て
駈
げ
つ
げ
た
い
気
持
ち
で
タ
ク
シ
ー
の
中
で
冷
汗
三
斗
の
思
い

を
し
た
次
第
で
あ
る
」
。
ま
た
、
大
輸
靖
宏
氏
が
「
一
年
先
の
約
束
で
あ
る
た

め
つ
い
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
は
自
然
な
こ
と
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
げ

「
菊
花
の
約
」
の
よ
う
な
約
東
に
対
す
る
強
い
緊
張
感
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

　
　
＠

て
い
る
」
と
提
出
さ
れ
て
い
る
。
人
間
は
長
所
と
短
所
が
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、

記
憶
と
忘
却
と
も
人
問
の
属
性
で
あ
る
。
一
年
前
の
こ
と
を
い
ち
く
覚
え
て

い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
例
え
ぱ
、
一
年
前
の
今
は
何
を
し
た
か
と
言
わ
れ

て
も
、
思
い
出
せ
た
い
で
あ
ろ
う
し
、
「
た
と
え
そ
の
日
が
二
人
に
と
っ
て
意

味
の
あ
る
記
念
日
で
あ
る
に
し
て
も
、
一
年
中
そ
の
こ
と
ぱ
か
り
考
え
て
い
る



　
　
　
　
　
　
　
＠

わ
け
に
は
い
く
ま
い
」
。
わ
れ
わ
れ
は
忙
し
い
時
に
と
き
ど
き
自
分
の
誕
生
日

さ
え
も
忘
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
別
に
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
く
、
却

っ
て
自
然
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
も
う
一
っ
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
池
式
は
普
通
の
商
人
で
は
た
く
、
学

問
に
志
し
、
科
挙
の
試
験
を
受
げ
よ
う
と
す
る
「
商
人
イ
ソ
テ
リ
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
く
、
張
酌
も
「
農
民
イ
ソ
テ
リ
」
で
あ
る
か
ら
、
ニ

　
　
　
　
マ
マ

人
と
も
「
選
挙
に
応
じ
よ
う
と
す
る
道
す
が
ら
出
会
う
。
そ
こ
に
は
な
に
か
運

命
共
同
体
と
で
も
い
う
べ
き
連
帯
感
が
あ
る
。
な
に
も
権
力
に
低
抗
す
る
わ
げ

　
　
　
＠

で
は
な
い
」
。
儒
教
の
影
響
の
深
い
中
国
で
は
、
そ
の
影
響
は
知
識
人
の
み
な

ら
ず
、
杜
会
の
各
層
の
人
に
も
及
ん
で
い
る
か
ら
、
農
民
や
商
人
や
「
義
理
」

を
重
ん
じ
る
の
は
別
に
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
秋
成
が
そ
れ
を
学
者
と
武

士
の
身
分
に
変
え
た
の
も
、
日
本
の
場
合
に
は
い
わ
ゆ
る
「
義
理
」
の
儒
教
の

影
響
が
日
本
の
上
層
階
級
に
多
く
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
作
品
は
歴

史
や
杜
会
の
中
に
存
在
し
、
ま
た
そ
れ
ら
を
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
多

く
の
読
者
に
。
親
し
ま
れ
る
わ
げ
で
あ
る
。

　
っ
ぎ
に
、
両
作
品
に
於
げ
る
再
会
の
定
め
方
の
相
違
は
作
品
で
分
る
よ
う
に
、

萢
式
と
張
碗
の
別
れ
の
目
が
重
陽
の
佳
節
で
あ
る
か
ら
、
再
会
の
期
日
が
一
年

後
の
重
陽
の
日
に
１
定
め
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
左
門
と
宗
右
衛
門
の
別
れ
の
日

に
、
左
門
が
再
会
の
約
束
を
求
め
、
兄
の
宗
右
衛
門
に
期
日
の
確
認
を
懇
願
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
陽
の
目
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
前
者
は
き
わ
め
て

　
　
　
　
　
「
菊
花
の
約
」
考

自
然
で
あ
り
、
後
者
は
「
原
典
に
お
げ
る
よ
う
な
必
然
性
や
妥
当
性
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

き
わ
め
て
偶
然
的
な
取
り
決
め
で
あ
る
と
言
え
る
」
。
し
か
し
、
期
日
の
取
り

方
が
違
っ
て
い
て
も
、
再
会
の
日
を
重
陽
に
決
め
ら
れ
た
の
は
ま
っ
た
く
同
じ

で
あ
る
と
い
う
点
に
重
み
が
あ
る
。
「
菊
花
の
約
」
に
於
い
て
は
、
「
宗
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
左
門
に
と
っ
て
は
、
重
陽
の
目
と
い
う
の
は
何
の
意
味
も
持
た
た
い
」
。
た

だ
「
菊
花
の
節
句
が
一
番
目
安
に
た
り
や
す
い
目
だ
っ
た
の
で
九
月
九
目
と
答

　
　
　
　
　
　
＠

え
た
に
す
ぎ
た
い
」
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
一
年
に
節
句
が
い
ろ
い
ろ
あ
る

の
に
、
な
ぜ
、
秋
の
重
陽
を
決
め
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
か
、
作
品
の
主
題
に
，

於
い
て
、
信
義
を
果
す
た
め
の
男
二
人
の
再
会
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
寓
意
性

を
持
た
せ
た
作
者
の
工
夫
で
は
た
か
ろ
う
か
と
思
う
。
偶
然
な
が
ら
も
、
単
に

何
の
意
味
も
な
い
日
に
命
を
捨
て
て
約
束
を
守
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
以
上
に
、

重
陽
は
、
「
農
暦
九
月
九
日
。
古
以
九
為
陽
数
、
九
月
而
又
九
目
、
故
称
重
陽
」

（
辞
源
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
陽
の
数
の
「
九
」
が
重
な
る
「
重

九
」
と
も
い
う
よ
う
に
男
は
陽
で
あ
っ
て
、
二
人
の
男
が
再
会
す
る
意
味
に
於

い
て
、
非
常
に
適
切
で
あ
る
。
重
陽
は
「
男
同
士
の
約
束
を
は
た
す
」
、
ま
た

再
会
す
る
日
と
し
て
、
寓
意
的
・
緊
密
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
何
で
も
た
い
約
束
を
命
を
か
け
て
守
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
深
く

わ
れ
わ
れ
を
感
動
さ
せ
る
要
因
は
信
義
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
物
語
が
だ
ん

だ
ん
ク
ラ
イ
マ
ヅ
ク
ス
に
展
開
し
て
い
く
要
素
は
自
然
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
に
っ
い
て
見
て
み
る
と
、
た
だ
一
般
の
友
人
と
の
約
束
を
守
る
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
　
「
菊
花
の
約
」
考

自
害
し
て
会
い
に
行
く
の
で
は
た
く
、
病
気
か
ら
救
わ
れ
た
こ
と
を
前
提
に
し

て
、
義
兄
弟
の
契
り
を
結
ん
だ
特
殊
た
関
係
の
上
に
成
立
つ
の
で
あ
る
。
張
碗

が
萢
式
を
助
げ
る
場
合
と
左
門
が
宗
右
衛
門
を
助
げ
る
場
合
に
於
げ
る
対
話
か

ら
分
る
。
「
死
生
交
」
で
は
、
張
碗
は
萢
式
に
向
か
っ
て
、
「
君
子
勿
憂
、
張
碗

亦
是
赴
選
之
人
、
今
見
汝
病
至
篤
、
吾
蜴
力
救
之
、
薬
餌
粥
食
、
吾
自
供
奉
、

且
之
寛
心
」
と
言
っ
た
。
萢
式
は
「
若
君
子
救
得
我
病
、
容
當
厚
報
」
と
答
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
う
れ

た
。
「
菊
花
の
約
」
で
は
、
左
門
は
近
寄
っ
て
、
「
士
憂
へ
給
ふ
こ
と
な
か
れ
。

必
ず
救
ひ
ま
ゐ
ら
す
べ
し
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
宗
右
衛
門
は
「
か

　
　
　
へ
う
か
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
く

く
ま
で
漂
客
を
恵
み
給
ふ
。
死
す
と
も
御
心
に
報
ひ
た
て
ま
つ
ら
ん
」
と
答
え

た
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
あ
と
に
断
然
と
命
を
捨
て
て
信
義
を
守
る
こ

　
　
、
　
　
、

と
の
伏
線
が
既
に
ー
敷
か
れ
て
あ
り
、
っ
づ
い
て
、
張
醐
と
萢
式
の
会
話
、
宗
右

衛
門
と
左
門
の
老
母
の
会
話
に
よ
っ
て
、
張
醐
の
「
大
丈
夫
以
義
氣
為
重
、
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
め
い
ふ
う

名
富
貴
、
乃
徴
末
耳
」
、
宗
右
衛
門
の
「
大
丈
夫
は
義
を
重
し
と
す
。
功
名
富

き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ら

貴
は
い
ふ
に
足
ず
」
と
い
う
信
条
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
義
理

は
儒
教
の
「
仁
義
道
徳
」
の
現
れ
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
道
徳
の
観
念
は
張

助
が
弟
へ
の
返
答
に
よ
っ
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
真

天
地
而
生
、
天
地
有
五
行
、
金
、
木
、
水
、
火
、
土
、
人
則
有
五
常
、
仁
、
義
、

薩
、
智
、
信
以
配
之
、
惟
信
非
同
小
可
。
仁
所
以
配
木
、
取
其
生
意
也
、
義
所

以
配
金
、
取
其
剛
断
也
、
彊
所
以
配
水
、
取
其
謙
下
也
、
智
所
以
配
火
、
取
其

明
達
也
、
信
所
以
配
土
、
取
其
重
厚
也
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
以
上
の
一
連
の
や
り
と
り
か
ら
分
る
よ
う
に
、
危
い
と
こ
ろ
を
救
わ
れ
、
熱

病
に
倒
れ
た
面
倒
を
手
厚
く
見
て
く
れ
た
恩
に
酬
い
る
思
い
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
普
通
の
感
謝
だ
げ
で
す
む
関
係
で
は
た
く
、
人
生
で
の
大
切
な

立
身
出
世
の
機
会
を
失
っ
て
ま
で
看
護
の
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
た
友
情
に
対

す
る
感
動
を
こ
め
た
「
死
生
の
交
わ
り
」
で
あ
る
。
萢
式
が
「
当
に
厚
く
報
ゆ

　
　
　
　
　
ゆ
る

べ
き
こ
と
を
容
せ
」
と
誓
っ
た
の
ち
、
報
い
る
こ
と
は
し
た
い
の
み
な
ら
ず
、

期
目
す
ら
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
自
分
は
自
責
や
苦
悩
に
迫
ら
れ
て
、
つ
い
に

亡
霊
に
た
る
決
意
を
し
た
。
　
「
死
す
と
も
御
心
に
報
ひ
た
て
ま
つ
ら
ん
」
と
薯

っ
た
宗
右
衛
門
は
幽
閉
さ
れ
て
、
約
束
通
り
に
実
現
で
き
た
く
な
っ
た
自
分
は

武
士
の
煩
悶
と
苦
悩
に
付
き
纏
わ
れ
た
果
て
に
自
刎
し
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、

命
を
か
げ
る
最
期
ま
で
は
、
病
い
か
ら
命
を
救
わ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
げ
に
、

義
兄
弟
の
盟
を
結
び
、
約
束
を
忘
れ
た
と
し
て
も
、
或
は
結
束
を
実
現
で
き
な

い
と
し
て
も
、
恩
返
し
の
義
理
を
二
人
と
も
忘
れ
て
い
た
い
こ
と
を
辿
っ
て
、

信
義
の
美
談
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
物
語
全
体
の
構
想
は
伯
然
的
、

合
理
的
、
緊
密
的
で
あ
る
。

三
、
末
段
の
構
想
に
於
げ
る
両
面
性

　
武
士
杜
会
の
逸
脱
者
で
あ
る
宗
右
衛
門
が
命
を
か
げ
て
約
束
を
守
り
ぬ
く
と

い
う
「
武
土
の
信
義
」
が
主
題
と
た
っ
て
い
る
「
菊
花
の
約
」
の
幕
切
れ
は
、

左
門
が
赤
穴
丹
治
を
一
刀
の
も
と
に
斬
り
殺
し
た
激
し
い
高
潮
で
終
り
、
儒
教



の
信
義
と
武
士
道
の
信
義
を
一
致
さ
せ
、
主
題
を
首
尾
一
貫
、
達
成
さ
せ
た
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
死
生
交
」
の
結
末
で
は
、
萢
式
が
自
刃
し
て
、
亡
霊

と
な
っ
て
千
里
の
山
陽
ま
で
飛
び
、
約
束
を
果
し
た
の
に
対
し
て
、
張
碗
は
感

動
し
、
ま
た
、
池
式
の
幽
魂
の
望
み
に
よ
っ
て
、
池
式
の
故
郷
楚
州
へ
旅
立
ち
、

そ
の
場
に
働
突
し
、
悲
痛
な
祭
文
を
さ
さ
げ
、
共
に
葬
ら
ん
と
人
に
頼
ん
で
自

刎
し
た
と
い
う
ふ
う
に
た
っ
て
い
る
。
「
死
生
交
」
の
結
果
も
同
じ
く
、
「
死
生

の
交
わ
り
」
と
い
っ
た
主
題
を
貫
徹
す
る
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
あ
り
、
「
死
生
交
」

の
題
に
。
ふ
さ
わ
し
い
「
手
足
之
情
」
が
首
尾
一
貫
し
た
賛
歌
で
あ
る
。
た
だ

「
菊
花
の
約
」
よ
り
悲
惨
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
秋
成
は
こ
の
二
人
だ

げ
の
哀
し
い
信
義
の
結
末
を
信
義
の
為
の
復
警
に
書
き
改
め
て
、
終
わ
ら
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
原
作
か
ら
離
れ
た
独
自
性
を
示
す
部
分
は
、
秋
成
の
、

背
信
を
嫌
う
心
情
、
献
身
的
信
義
の
直
情
径
行
を
主
張
す
る
生
き
方
を
表
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
末
段
に
於
い
て
は
、
ま
だ
検
討
す
る
余

地
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
末
段
の
あ
ら
す
じ
を
見
て
い
く
と
、
左
門
は
老
母
に
暇
乞
い
を
し
て
、

そ
し
て
老
母
を
妹
の
嫁
入
り
先
の
佐
用
に
頼
ん
で
、
出
雲
の
松
江
へ
急
ぐ
。
十

日
問
で
富
田
の
城
に
着
い
た
。
義
兄
宗
右
衛
門
を
死
に
至
ら
し
め
た
直
接
関
係

者
の
赤
穴
丹
治
と
会
っ
て
、
公
叔
座
の
故
事
を
話
し
聞
か
せ
、
不
信
を
面
詰
し

て
、
丹
治
を
斬
り
殺
し
て
遁
走
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
左
門
が
出
雲
へ

行
く
動
機
は
何
か
、
た
ぜ
丹
治
と
会
っ
て
、
殺
し
た
の
か
な
ど
の
疑
問
が
残
っ

　
　
　
　
　
「
菊
花
の
約
」
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
か
み

て
い
る
。
左
門
が
出
雲
へ
行
く
理
由
は
、
母
に
－
語
っ
た
よ
う
に
、
「
兄
長
赤
穴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
は
　
　
　
　
せ
う
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ね

は
一
生
を
信
義
の
為
に
、
終
る
。
小
弟
げ
ふ
よ
り
出
雲
に
下
り
、
せ
め
て
は
骨
を

を
さ
　
　
　
　
し
ん
　
　
ま
つ
た

蔵
め
て
信
を
全
う
せ
ん
」
と
た
っ
て
い
る
。
左
門
は
本
来
、
丹
治
を
切
り
殺
す

意
図
は
な
く
、
宗
右
衛
門
の
遺
骨
を
葬
ら
ん
と
す
る
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る

よ
う
に
、
こ
の
翻
案
に
も
「
死
生
交
」
の
投
影
が
な
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
左
門
が
な
ぜ
本
来
の
考
え
と
違
っ
た
行
動
を
取
っ
て
丹
治
に
会
い

に
行
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
鵜
月
洋
氏
が
、

　
　
　
お
そ
ら
く
左
門
は
、
初
め
か
ら
丹
治
を
殺
害
し
よ
う
と
企
図
し
て
出
雲
へ
赴
い
た

　
　
の
で
は
な
か
ろ
う
。
（
中
略
）
せ
め
て
亡
兄
の
遺
骨
な
り
と
も
自
ら
の
手
で
葬
っ
て
、

　
　
そ
の
霊
を
心
ゆ
く
ま
で
慰
め
よ
う
と
し
た
。
義
と
情
に
発
す
る
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
出

　
　
雲
行
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
い
よ
う
に
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
丹
治
と
会
っ
て
、

　
　
そ
の
不
信
を
面
詰
し
、
背
信
を
弾
劾
し
て
い
る
う
ち
に
、
左
門
の
情
は
次
第
に
昂
ぶ

　
　
っ
て
き
て
、
憤
怒
と
た
り
激
怒
と
な
っ
て
遂
に
、
爆
発
、
丹
治
を
抜
打
ち
に
斬
り
殺
し

　
　
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
左
門
の
義
兄
に
対
す
る
献
身
的
な
愛
情
と
信
義

　
　
を
思
い
、
そ
の
直
情
怪
行
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
多
感
多
情
た
性
格
を
思
え
ぱ
、

　
　
あ
り
う
べ
き
こ
と
、
当
然
の
挙
と
し
て
う
な
ず
げ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
左
門
に
と
っ

　
　
て
は
、
丹
治
を
斬
り
殺
し
た
こ
と
に
。
よ
っ
て
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
義
兄
の
無
念
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
晴
ら
し
、
そ
の
復
讐
を
遂
げ
た
思
い
で
あ
っ
た
に
違
い
た
い
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
と
て
も
参
考
に
な
る
説
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

復
讐
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
「
左
門
の
刃
は
、
宗
右
衛
門
を
死
に
至
ら
し
め
る
命
令

を
下
し
た
尼
子
経
久
に
向
か
わ
た
け
れ
ば
お
か
し
い
。
し
か
る
に
、
左
門
の
怒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

り
は
ま
っ
た
く
経
久
に
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
」
と
大
輸
靖
宏
氏
が
指
摘
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
　
「
菊
花
の
約
」
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ろ

て
い
る
。
だ
か
ら
、
左
門
に
「
経
久
を
亡
ぽ
」
す
宗
右
衛
門
の
遺
志
を
継
承
す

る
と
こ
ろ
が
少
し
も
見
え
な
い
。
し
か
も
、
丹
治
は
確
か
に
、
従
弟
の
宗
右
衛

門
と
経
久
と
の
問
で
板
ぱ
さ
み
の
状
態
に
お
か
れ
、
結
局
、
経
久
の
命
令
に
従

っ
て
、
や
む
を
え
な
い
行
動
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
か
見
ら
れ
な
い
。
本
来
、

丹
治
を
殺
害
し
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
い
の
に
、
た
だ
の
憤
怒
と
爆
発
で
、
急

に
斬
り
殺
す
気
持
に
た
っ
た
の
だ
げ
で
は
、
不
自
然
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
ら
　
た
れ
　
　
こ
と
ぱ

そ
し
て
、
面
詰
を
聞
い
た
「
丹
治
只
頭
を
低
て
言
な
し
」
に
対
す
る
爆
発
は
、

丹
治
の
不
服
に
よ
る
爆
発
で
は
な
く
、
自
分
の
興
奮
に
よ
る
爆
発
と
し
か
考
え

ら
れ
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
左
門
が
丹
治
を
殺
害
し
た
後
に
遁
走
し
た
の
は
何
を

意
味
す
る
か
、
「
追
手
に
っ
か
ま
れ
ぱ
、
殺
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
」
か

ら
、
「
人
問
の
も
っ
て
い
る
く
死
へ
の
恐
怖
Ｖ
以
外
、
何
も
の
で
も
な
い
で
は

　
　
＠

た
い
か
」
と
思
わ
れ
る
わ
げ
で
あ
る
。
し
か
し
、
左
門
の
口
を
借
り
て
、
丹
治

の
、
宗
右
衛
門
を
軽
視
し
て
、
経
久
に
ば
か
り
向
い
て
い
る
不
誠
実
さ
を
責
め

る
の
が
秋
成
の
本
心
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
公
叔
座
の
例
を
持
ち
出
し
た

の
で
あ
る
。

　
こ
の
故
事
は
、
　
『
史
記
』
六
十
八
「
商
君
列
伝
」
か
ら
殆
ど
そ
の
ま
ま
引
い

て
き
た
の
で
あ
る
。
　
「
こ
う
い
う
故
事
を
引
い
て
話
を
進
め
る
と
い
う
テ
ク
ニ

ヅ
ク
は
、
わ
が
国
で
も
王
朝
の
物
語
や
戦
記
文
学
な
ど
が
常
套
的
に
用
い
た
技

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

巧
で
あ
り
、
秋
成
は
そ
れ
を
踏
襲
し
た
わ
げ
で
も
あ
る
」
と
鵜
月
洋
氏
は
見
て

お
ら
れ
る
。
秋
成
が
『
史
記
』
に
見
え
る
商
映
・
叔
座
の
故
事
を
引
い
て
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

し
て
い
っ
た
こ
と
は
と
て
も
効
果
的
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
引
用
は
、
張
醐
と

萢
式
の
農
民
・
商
人
の
身
分
を
左
門
と
赤
穴
の
儒
者
・
軍
学
者
の
身
分
に
変
え

た
構
想
と
首
尾
一
貫
し
て
い
る
生
言
え
よ
う
。
魏
王
・
叔
座
・
商
鞍
の
君
臣
、

上
下
関
係
か
ら
、
叔
座
は
軍
機
学
者
で
あ
る
こ
と
が
分
る
よ
う
に
、
赤
穴
が
武

士
の
軍
学
者
と
設
定
し
な
い
と
、
こ
の
引
用
の
意
味
が
浅
く
な
り
、
或
は
成
立

た
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
少
な
く
な
く
と
も
牽
強
附
会
に
た
り
か
ね
な
い
と
思

う
。
も
う
一
点
は
、
儒
者
の
左
門
は
さ
す
が
に
教
養
を
そ
た
え
た
イ
ソ
テ
リ
で

あ
り
、
中
国
の
学
間
の
造
詣
が
深
い
と
い
う
と
こ
ろ
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
左
門
に
よ
っ
て
、
こ
の
漢
学
の
知
識
を
持
ち
出
さ
れ
た
の
は
ご
く
白

然
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
主
人
公
左
門
を
儒
者
と
設
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、

左
門
に
作
者
秋
成
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
秋
成
が
左

門
に
よ
っ
て
自
分
の
漢
学
の
素
養
を
見
せ
た
よ
う
に
、
「
菊
花
の
約
」
は
、
秋

成
が
「
自
分
の
傾
倒
す
る
国
学
か
ら
は
な
れ
、
儒
教
的
た
信
義
を
中
心
主
題
と

　
　
　
　
ゆ

し
て
描
い
た
」
作
品
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
結
末
は
ほ
か
と
同
じ
く
、
秋

成
の
思
い
付
き
で
は
な
く
、
構
想
を
緊
密
化
し
て
、
集
中
的
に
主
題
を
強
調
す

る
こ
と
を
計
算
に
入
れ
た
設
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
商
軟
叔
座
の
故
事
を
引
い
て
、
丹
治
の
罪
状
を
間
う
」

と
か
い
う
よ
う
な
論
理
的
・
倫
理
的
、
或
は
信
義
的
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
な

ら
ぱ
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。
重
病
の
床
に
臥
し
た
公
叔
座
は
、
見
舞
に
来
た
魏
王

に
、
誰
を
宰
相
と
し
て
国
政
を
ゆ
だ
ね
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
た
め
に



教
え
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
時
に
、
才
能
の
あ
る
商
嫉
を
推
挙
し
た
と
同
時
に
、

も
し
商
鞍
を
用
い
な
い
な
ら
ぱ
、
彼
を
殺
し
て
で
も
、
他
国
へ
行
か
せ
て
は
な

ら
た
い
と
ま
で
言
っ
た
。
一
方
、
公
叔
座
は
そ
の
後
、
商
軟
を
呼
ん
で
き
て
、

お
前
を
推
挙
し
た
が
、
王
は
聞
き
入
れ
な
い
よ
う
た
の
で
、
登
用
し
な
い
の
な

ら
ば
、
殺
し
て
し
ま
い
な
さ
い
と
教
え
た
か
ら
、
お
前
は
早
く
他
国
へ
逃
げ
ろ

と
告
げ
た
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
君
を
先
に
、
臣
を
後
に
す
る
「
君
臣
の
道
」
で

あ
る
。
秋
成
は
、
恐
ら
く
こ
の
「
君
臣
の
道
」
に
準
じ
て
、
丹
治
が
経
久
の
命

令
を
受
げ
て
か
ら
、
す
ぐ
宗
右
衛
門
に
そ
の
ま
ま
伝
え
、
逃
が
す
行
動
を
取
る

べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
公
叔
座
が
、
両
方
に
対

し
て
、
自
分
の
言
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
言
い
伝
え
た
と
こ
ろ
に
は
誠
実
た
面

が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
、
国
の
た
め
に
商
鞍
を
登
用
し
な
い
な
ら
、

殺
し
て
で
も
、
他
国
へ
行
か
せ
て
は
な
ら
な
い
と
信
じ
て
言
っ
た
の
ち
に
、
商

鞍
に
逃
げ
ろ
と
教
え
た
の
は
、
い
っ
た
い
誰
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
国
の
た
め

か
、
そ
れ
と
も
商
軟
の
た
め
か
、
或
は
魏
王
の
た
め
か
、
そ
の
誠
実
さ
、
ま
た

信
実
さ
と
い
う
も
の
は
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
菊
花
の
約
」
は
中
国
の
「
死
生
交
」
を
借
用
し
て
、
戦
国
時
代
を
背
景
に
、

当
時
の
武
士
を
諏
刺
し
た
立
派
た
翻
案
作
で
あ
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
人
間
の

強
さ
と
弱
さ
、
美
し
さ
と
哀
し
さ
と
い
う
両
面
性
に
よ
っ
て
、
人
問
が
い
か
に

生
き
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
「
軽
薄
の
人
と
交
は
り
は
結
ぶ
べ
か
ら
ず
」
に

絞
っ
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
「
菊
花
の
約
」
考

補
記

　
　
両
作
品
の
冒
頭
の
語
句
に
つ
い
て
は
、
森
旧
喜
郎
氏
が
、
順
を
お
っ
て
詳
細
に
論
じ

　
ら
れ
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
「
菊
花
の
約
」
の
方
が
い
き
い
き
と
、
具
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
１
ｖ

　
に
、
緊
密
的
に
、
語
句
を
重
複
せ
ず
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
菊

　
花
の
約
」
の
冒
頭
は
目
本
語
に
応
じ
て
、
書
き
改
め
た
秋
成
の
手
腕
を
見
せ
て
い
る
の

　
住
言
う
ま
で
も
な
い
。
が
、
「
死
生
交
」
の
そ
れ
は
、
七
言
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
に

　
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
案
外
難
し
い
面
も
あ
る
。
七
言
と
は
い
え
、
白
話
の
七
言
自

　
由
体
で
あ
っ
て
、
平
灰
や
韻
を
ふ
む
漢
詩
の
七
言
絶
句
で
は
な
い
。
よ
く
分
析
し
て
み

　
る
と
、
原
典
の
冒
頭
は
八
句
（
五
句
目
の
み
十
字
）
に
た
っ
て
い
て
、
四
組
と
見
れ
ば

　
よ
い
。
第
一
組
は
主
張
と
し
て
の
発
句
、
第
二
組
は
「
重
楊
枝
」
と
「
軽
薄
児
」
の
特

　
徴
を
表
し
、
発
句
に
対
す
る
答
え
、
第
三
組
は
平
素
の
例
を
鑑
み
に
挙
げ
、
第
二
組
に

　
対
し
て
の
具
体
的
な
説
明
、
第
四
組
は
「
楊
枝
」
と
「
軽
薄
児
」
と
の
違
い
を
取
り
出

　
す
結
句
で
あ
る
。
特
に
、
「
垂
楊
枝
」
の
こ
と
ぱ
は
見
事
で
あ
る
。
風
に
吹
か
れ
て
、

　
ふ
ら
ふ
ら
揺
れ
て
い
る
不
安
定
た
様
子
が
目
に
見
え
、
「
軽
薄
児
」
の
比
楡
と
し
て
の

　
対
象
が
な
か
な
か
い
い
。
自
然
の
現
象
を
見
取
っ
て
、
人
問
と
比
較
し
て
人
を
戒
め
る

　
馬
夢
龍
の
発
想
に
感
心
を
覚
え
ざ
る
を
え
た
い
。
　
「
菊
花
の
約
」
の
方
が
五
句
に
な
っ

　
て
い
て
、
そ
の
中
に
原
典
の
第
三
組
の
具
体
的
説
明
が
省
略
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
来

　
は
楊
柳
に
托
し
て
人
問
の
交
際
に
。
注
意
さ
せ
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
全
体

　
と
し
て
は
『
死
生
交
』
で
の
や
や
観
念
的
た
表
現
が
『
菊
花
の
約
』
で
は
具
体
的
で
躍

　
　
　
　
　
　
　
　
く
２
ｖ

　
動
す
る
文
に
な
っ
て
い
」
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
原
典
の
方
が
優
れ
て
い
る

　
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
　
「
死
生
交
」
の
第
一
句
に
あ
る
「
種
う
る
」
と
「
結
ぶ
」
の
繰
り
返
し
の
問
題
で
あ

　
る
が
、
こ
こ
で
は
、
仮
設
条
件
の
よ
う
た
表
現
と
し
て
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
特
に
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
３
ｖ

　
話
に
な
っ
て
か
ら
、
一
字
の
単
語
が
少
た
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
目
本
語
の
方
に
は
、

　
漢
語
と
和
語
も
あ
る
か
ら
、
表
現
上
、
独
特
な
長
所
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ぱ
、

　
「
青
六
た
る
春
の
柳
、
家
園
に
種
る
こ
と
な
か
れ
。
交
り
は
軽
薄
の
人
と
結
ぶ
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



「
菊
花
の
約
」
考

か
れ
」
を
中
国
語
に
直
訳
し
て
み
る
と
、
「
青
青
春
柳
莫
種
家
園
、
交
莫
結
軽
薄
人
」

に
な
る
。
第
一
句
は
ま
だ
よ
い
が
、
第
二
句
は
な
ん
と
も
拙
文
で
あ
る
感
じ
に
次
る
。

「
交
」
の
一
字
が
な
ん
と
な
く
足
り
な
い
。
や
ぽ
り
、
「
交
」
の
上
か
、
下
に
一
字
を

つ
け
加
え
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
例
え
ぱ
、
「
結
交
」
か
「
交
友
」
か
に
し
た
げ
れ
ぱ

ま
ず
い
。
．
た
ぜ
な
ら
、
現
代
中
国
語
の
「
単
音
語
の
意
義
は
広
く
、
複
音
語
の
意
義
は

　
　
〈
４
〉

せ
ま
い
」
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
二
．
般
に
単
音
語
は
語
意
が
軽
く
、
複
音
語
は
語
意
が

　
〈
５
〉

重
い
」
。
こ
の
「
交
」
の
上
か
下
に
他
の
字
を
つ
げ
れ
ぱ
い
ろ
い
ろ
な
意
義
が
成
立
つ
。

対
比
表
現
を
す
る
場
合
に
、
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
杜
甫
の
「
貧
交
行
」
の

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

「
翻
手
作
雲
覆
手
雨
、
紛
紛
軽
薄
何
須
数
、
君
不
見
管
鮪
貧
時
交
、
此
道
今
人
棄
如

土
」
に
は
「
翻
手
」
「
覆
手
」
が
対
比
的
次
表
現
に
た
っ
て
い
る
。
も
う
一
人
の
崔
敏

童
の
『
宴
城
東
在
』
の
「
一
年
始
有
一
年
春
、
百
歳
曽
無
百
歳
人
、
能
向
花
前
幾
回
酔
、

十
千
沽
酒
莫
辞
貧
」
に
は
「
一
年
」
と
「
百
歳
」
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
原

　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

典
の
「
軽
薄
易
結
還
易
離
」
、
と
「
今
日
相
逢
不
相
識
」
、
「
一
度
春
風
一
回
首
」
は
「
易
」

と
「
相
」
「
一
」
の
三
字
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
両
国
語
は
系
統
が
違

っ
て
い
る
か
ら
、
比
較
し
に
く
い
と
こ
ろ
が
当
然
幾
分
あ
る
。
っ
ま
り
、
そ
の
自
国
の

言
葉
に
対
す
る
親
近
感
・
表
現
方
法
二
一
ユ
ァ
ソ
ス
な
ど
に
対
す
る
理
解
力
の
潜
在
意

識
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
「
菊
花
の
約
」
の
冒
頭
が
日
本
語
の
表
現
の
特

色
に
合
わ
せ
、
独
自
の
風
格
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
勿
論
、
そ
れ
を
日

本
化
し
た
い
と
、
目
本
人
に
認
め
ら
れ
る
美
文
に
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
秋
成
が
中
国
白
話
小
説
の
技
巧
を
取
り
入
れ
、
日
本
の
小
説
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
古
典
小
説
を
刺
激
す
る
よ
う
な
新
し
い
気
風
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
〈
１
ｖ
　
「
『
雨
月
物
語
』
の
意
義
」
（
『
上
田
秋
成
の
研
究
』
笠
間
書
院
刊
、
昭
和
五
十

　
　
　
三
年
十
一
月
）
。

　
〈
２
〉
　
◎
に
同
じ
。

　
〈
３
〉
　
『
中
国
語
研
究
学
習
双
書
７
１
中
国
語
の
単
語
の
話
－
語
彙
の
世
界
』
（
香
坂

　
　
　
順
一
、
光
生
館
、
昭
和
五
十
八
年
六
月
二
十
日
）
。

〈
４
ｖ
〈
５
〉
　
〈
３
ｖ
に
同
じ
。

三
八

注
◎
「
雨
月
物
語
出
典
を
さ
ぐ
る
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
三
十
二
年
六
月
号
）
、
傍
点

　
は
原
著
者
。

　
注
　
に
同
じ
。

＠
『
今
古
奇
観
』
の
第
十
九
巻
、
ま
た
『
警
世
通
言
』
の
第
一
巻
。

＠
『
新
版
日
本
文
学
史
近
世
１
』
（
至
文
堂
刊
、
昭
和
四
十
六
年
九
月
）
。

＠
『
古
今
小
説
』
巻
七
の
題
の
下
に
二
本
作
羊
角
哀
一
死
戦
輌
荊
」
の
注
が
あ
る
。

＠
『
中
国
通
俗
小
説
書
目
』
（
砂
楮
弟
、
人
民
文
学
出
版
杜
、
一
九
八
二
年
十
二
月
）

　
に
よ
る
。

¢
『
三
言
両
拍
資
料
』
（
課
正
壁
、
上
海
古
籍
出
版
杜
、
一
九
八
○
年
一
月
）
。

＠
『
話
本
ハ
説
概
論
上
・
下
巻
』
（
胡
士
蛮
、
中
華
書
局
、
一
九
八
○
年
）
。

＠
『
雨
月
物
語
評
釈
』
（
鵜
月
洋
、
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
七
年
六
月
）
。

＠
「
あ
さ
ま
し
や
漫
筆
」
（
『
世
紀
』
大
正
二
二
年
二
月
）
、
『
秋
成
』
（
目
本
文
学
研
究

　
資
料
叢
書
、
有
精
堂
）
に
も
所
収
。

◎
　
注
＠
に
同
じ
。

＠
「
菊
花
の
約
」
（
『
雨
片
物
語
構
想
論
』
勝
倉
寿
一
、
教
育
出
版
セ
ソ
タ
ー
、
昭
和

　
五
十
二
年
九
月
）
。

＠
＠
　
注
＠
に
同
じ
。

＠
『
秋
成
』
（
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
第
第
二
十
四
巻
、
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
六
年
九

　
月
三
十
目
）
。

＠
「
到
達
の
た
め
の
作
法
へ
『
菊
花
の
約
』
論
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
四
十
号
、
昭
和

　
五
十
一
年
七
月
）
。

＠
『
上
田
秋
成
そ
の
生
き
方
と
文
学
』
（
春
秋
杜
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
）
。

＠
『
上
田
秋
成
文
学
の
研
究
』
（
犬
輸
靖
宏
、
笠
問
書
院
刊
、
昭
和
五
十
一
年
一
月
三

　
十
日
）
。
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。

　
注
＠
に
向
じ
。

「
雨
月
物
語
『
菊
花
の
約
』
考
」

六
年
三
月
十
七
巻
）
。

注
＠
に
同
じ
。

注
＠
に
同
じ
。

あ
と

が

き

（
『
立
正
大
学
国
語
国
文
』
森
顕
治
、
昭
和
五
十

　
『
雨
月
物
語
』
の
各
篇
の
研
究
は
、
多
く
の
先
学
の
精
綴
た
典
拠
考
証
に
よ

っ
て
、
大
き
な
成
果
を
収
め
ら
れ
、
比
較
文
学
の
研
究
に
基
礎
を
置
い
た
の
で

あ
る
。
翻
案
は
翻
訳
と
違
っ
て
、
単
に
詞
章
上
ひ
相
似
に
よ
っ
て
作
品
を
分
析

す
る
の
が
不
充
分
で
あ
る
。
た
と
え
翻
訳
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
原
文
か
ら
ず

れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
た
く
、

こ
の
枠
を
超
え
て
、
主
題
、
思
想
、
美
意
識
、
芸
術
的
価
値
の
構
想
の
研
究
に

取
り
く
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
影
響
者
と
被
影
響
者
の
価
値
の
良
し
悪
し

を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
作
品
の
価
値
観
点
、
杜
会
背
景
及
び
文
学

作
家
・
作
品
の
思
想
を
さ
ぐ
る
の
で
あ
る
。
将
来
の
課
題
と
し
て
、
全
面
的
に

広
げ
て
い
く
よ
う
に
，
、
中
国
の
典
拠
を
も
っ
と
幅
広
く
取
り
調
べ
、
中
国
文
学

　
　
　
　
　
、
「
菊
花
の
約
」
考

の
視
点
か
ら
比
較
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
学
際
領
域
の
知
識
を
充
実
さ
せ
、

歴
史
・
文
学
に
於
け
る
両
国
の
内
在
と
外
在
の
関
連
と
を
探
っ
て
み
た
い
。
拙

論
の
中
に
誤
り
が
あ
る
と
思
う
が
、
御
教
示
を
期
待
す
る
。

　
拙
論
は
修
士
論
文
の
第
一
章
で
あ
り
、
編
集
枚
数
の
関
係
で
、
そ
れ
を
短
縮

し
た
。
『
雨
月
物
語
』
の
研
究
は
既
に
戦
前
か
ら
詳
ら
か
に
行
わ
れ
た
。
多
く

の
先
学
の
研
究
成
果
を
も
と
に
、
『
雨
月
物
語
』
か
ら
、
全
体
に
わ
た
っ
て
中

国
白
話
小
説
の
影
響
を
受
げ
た
「
菊
花
の
約
」
、
　
「
夢
応
の
鯉
魚
」
、
　
「
蛇
性
の

婬
」
を
取
り
出
し
て
、
主
に
「
池
巨
卿
鶏
黍
死
生
交
」
、
「
藤
録
事
魚
服
護
仙
」
、

「
白
娘
子
永
鎮
雷
峯
塔
」
と
詞
章
上
比
較
し
て
み
た
。
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、

中
村
幸
彦
氏
校
注
の
『
上
田
秋
成
』
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
岩
波
書
店
刊
）
、

鵜
月
洋
氏
の
『
雨
月
物
語
評
釈
』
（
『
日
本
古
典
鋳
注
鰍
叢
書
』
角
川
書
店
刊
）
、

高
田
衛
氏
校
注
の
『
雨
月
物
語
』
（
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学
館
刊
）
と
、

中
国
の
許
政
楊
校
注
の
『
古
今
小
説
上
』
（
人
民
出
版
杜
）
、
作
家
出
版
杜
編
輯

都
校
注
の
『
警
世
通
言
』
（
作
家
出
版
杜
）
、
顧
学
頽
校
注
の
『
醒
世
恒
言
下
』

（
作
家
出
版
杜
）
を
使
用
し
た
。
中
国
の
そ
れ
ら
は
一
九
五
六
・
八
年
に
出
版

さ
れ
た
旧
体
字
の
版
本
で
あ
る
。
そ
の
後
に
出
版
さ
れ
た
簡
体
字
の
版
木
は
文

字
の
比
較
に
。
不
便
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
荒
井
秀
夫
氏
に
。
よ
っ
て
始

め
て
出
版
さ
れ
た
、
中
国
に
残
ら
た
く
て
目
本
に
の
み
存
し
て
い
る
「
国
立
公

文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
本
」
（
ゆ
ま
に
書
房
発
行
）
の
「
三
言
」
コ
一
抽
」
の
善
本

の
影
印
の
版
本
を
も
使
っ
た
。
典
拠
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
諸
本
の
注
は
、
部
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「
菊
花
の
約
」
考

分
的
で
は
あ
る
が
、
年
代
や
校
注
者
に
よ
り
、
違
っ
て
い
た
り
、
幅
広
く
た
っ

た
り
す
る
よ
う
で
あ
る
。
特
に
『
上
田
秋
成
集
』
（
『
目
本
古
典
文
学
大
系
』
岩

波
書
店
刊
）
の
「
夢
応
の
鯉
魚
」
の
「
注
三
四
」
の
「
辞
録
事
」
と
『
雨
月
物
語
』

（
『
目
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学
館
刊
）
の
「
注
三
二
」
の
「
蕗
録
事
」
の
御
指

摘
は
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。
そ
の
「
幹
聴
ヵ
ズ
シ
テ
縄
ヲ
以
テ
我
ガ
鰯
ヲ
貫

ク
」
は
「
蒔
録
事
」
に
無
く
、
「
魚
服
記
」
に
あ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

秋
成
の
作
品
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
異
体
字
と
い
う
も
の
は
、
中
国
原
典
の
中
に
も

あ
る
の
に
気
が
付
い
た
。
こ
れ
も
将
来
の
典
拠
研
究
に
役
立
つ
の
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
部
分
的
摂
取
考
証
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
舶
来
書
籍
の
文
献
学
と
重
ね

て
考
証
を
行
う
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
内
容
の
主
題
・
主
人
公

の
設
定
と
事
件
の
構
想
、
小
説
の
表
現
手
法
等
の
全
体
構
造
に
着
眼
し
な
が
ら
、

両
国
の
杜
会
・
宗
教
・
慣
習
・
価
値
観
・
作
品
の
思
想
等
の
比
較
を
試
み
た
。

『
雨
月
物
語
』
は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
文
学
様
式
の
作
品
と
し
て
、
人
々
に
愛
読

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
価
値
は
、
単
た
る
翻
案
の
目
的
に
あ
る
の
で
た
く
、
和
漢

の
典
拠
を
動
員
し
て
、
ど
の
よ
う
に
目
本
的
な
自
然
と
人
間
、
日
本
的
な
風
土

性
と
い
っ
た
よ
う
た
も
の
に
変
え
た
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

創
意
工
夫
か
ら
、
両
国
の
杜
会
に
於
げ
る
風
土
な
ど
の
相
違
を
さ
ぐ
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
研
究
の
新
参
者
た
る
私
が
、
中
国
人
の
一
人
と
し
て
の
視
点
か

ら
、
は
ぱ
か
り
た
く
、
白
分
の
観
点
と
調
査
を
発
表
し
た
が
、
そ
れ
は
と
て
も

未
熟
な
も
の
で
あ
っ
た
。
今
後
の
研
究
は
、
諸
専
門
家
の
御
指
導
を
乞
い
た
く

存
じ
ま
す
。

四
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