
平
安
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
連
想
作
用

︱
﹁
継
母
﹂
﹁
継
父
﹂
﹁
継
子
﹂
﹁
継
女
﹂
の
用
例
分
析
か
ら

︱

森

あ

か

ね

一

は
じ
め
に

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
﹁
継
母
の
腹
き
た
な
き
昔
物
語
も
多
か
る
を
﹂︵﹁
蛍
﹂︑
二

一
六
頁①
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
現
存
す
る
平
安
物
語
以
外
に
も
継
子
物
語
は
多
数

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
も
継
子

譚
の
影
響
が
論
じ
ら
れ
︑
物
語
内
の
継
親
︱
継
子
関
係
を
具
体
的
に
提
示
し
た

先
行
研
究
に
は
︑
小
沢
恵
右
氏②
と
石
川
信
夫
氏③
の
も
の
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
挙

げ
ら
れ
た
人
物
は
一
致
せ
ず
︑
基
準
も
定
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
︑
先
行
研
究

の
間
で
も
継
親
︱
継
子
関
係
の
認
定
に
差
が
生
じ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
︒

当
時
の
結
婚
形
態
︑
子
ど
も
の
養
育
事
情
を
考
慮
す
る
と
︑
継
親
︱
継
子
関

係
を
単
な
る
系
図
上
の
関
係
と
は
片
付
け
ら
れ
な
い
︒
当
時
は
通
い
婚
が
通
常

で
あ
り
︑
複
数
の
妻
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
︑
そ
の
妻
の
元
に
夫
が
通
う
︒

更
に
子
ど
も
の
出
産
・
養
育
は
通
常
︑
妻
方
で
行
わ
れ
た
︒
父
・
母
の
離
婚
︑

母
が
亡
く
な
っ
た
場
合
は
︑
母
の
実
家
に
子
ど
も
が
引
き
取
ら
れ
︑
育
て
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
︒
継
子
譚
の
よ
う
に
継
母
が
継
子
と
同
居
し
︑
養
育
す
る
と
い

う
状
況
は
特
殊
な
ケ
ー
ス
な
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑﹁
継
母
﹂﹁
継
子
﹂
等
の
語
が
使
用
さ
れ
る
関
係
の
み
を
︑
継
親
︱

継
子
と
単
純
に
片
付
け
ら
れ
な
い
︒
継
子
物
語
で
あ
る
﹃
落
窪
物
語
﹄
に
お
い

て
も
︑
実
際
に
﹁
継
母
﹂
と
い
う
語
の
使
用
は
四
回
と
非
常
に
少
な
い
︒﹁
継

母
﹂
の
語
は
限
ら
れ
た
場
面
で
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
は
︑
平
安
物
語
を
対
象
と
し
て
︑﹁
継
母
﹂﹁
継
父
﹂﹁
継
子
﹂

﹁
継ま

ま

女
む
す
め

④﹂
の
語
の
使
用
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
︑
そ
の
使
用

に
違
い
が
見
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
︒
語
の
使
用
実
態
に
改
め
て

注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
継
子
譚
に
対
す
る
物
語
作
者
︑
読
者
の
視
線
を
推
察

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
︑
以
下
考
察
を
進
め
て
い
く
︒

平
安
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
連
想
作
用

一



二

平
安
物
語
の
﹁
継
母
﹂﹁
継
父
﹂﹁
継
子
﹂﹁
継
女
﹂

の
用
例
数

平
安
時
代
の
﹁
継
母
﹂﹁
継
子
﹂
を
定
義
し
た
先
行
研
究
に
滝
澤
貞
夫
氏
の

も
の
が
あ
る
︒

平
安
時
代
の
﹁
継
母
﹂
と
は
︑
生
み
の
母
親
の
生
死
に
か
か
わ
り
な
く
︑

親
権
を
行
使
で
き
る
立
場
の
北
の
方
を
さ
し
て
い
う
呼
称
で
あ
る
︒
実
の

母
親
で
な
い
北
の
方
を
母
親
と
意
識
す
る
場
合
に
限
ら
れ
て
用
い
ら
れ
る
︒

こ
の
間
柄
で
北
の
方
側
か
ら
子
供
を
呼
ぶ
場
合
に
は
︑
当
然
﹁
継
子
﹂
と

呼
称
す
る⑤
︒

滝
澤
氏
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
用
例
も
全
て
北
の
方
を
指
し
て
の
呼
称
で
あ
る
と

す
る
が
︑﹁
若
菜
下
﹂
に
お
け
る
紫
の
上
の
呼
称
︑﹁
宿
木
﹂
に
お
け
る
落
葉
の

宮
に
対
す
る
呼
称
に
﹁
継
母
﹂
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
北
の

方
の
限
定
に
は
疑
問
が
残
る
︒﹁
若
菜
下
﹂
の
時
点
で
女
三
の
宮
が
光
源
氏
の

元
へ
降
嫁
し
て
お
り
︑
紫
の
上
は
北
の
方
で
は
な
く
︑
そ
の
よ
う
に
呼
称
も
さ

れ
て
い
な
い
︒
ま
た
落
葉
の
宮
も
﹁
北
の
方
﹂
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
︑

こ
れ
に
対
し
て
雲
居
の
雁
は
﹁
宿
木
﹂
で
も
﹁
北
の
方⑥
﹂
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
︒

北
の
方
以
外
に
お
い
て
も
﹁
継
母
﹂
の
呼
称
が
あ
る
た
め
︑
こ
の
定
義
は
再
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
平
安
物
語
に
使
用
さ
れ
る
﹁
継
母
﹂﹁
継
父
﹂

﹁
継
子
﹂﹁
継
女
﹂
の
例
を
取
り
だ
し
︑
改
め
て
全
用
例
を
検
討
し
て
い
く
︒

物
語
毎
の
用
例
数
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
﹃
大
和
物
語
﹄
﹁
継
母
﹂
二
例
︑

﹁
継
父
﹂
二
例
︒﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
﹁
継
母
﹂
四
例
︑﹁
継
子
﹂
一
例
︒
﹃
落
窪
物

語
﹄﹁
継
母
﹂
四
例
︑
﹁
継
子
﹂
三
例
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄﹁
継
母
﹂
一
一
例
︑﹁
継

子
﹂
二
例
︒﹃
夜
の
寝
覚
﹄﹁
継
母
﹂
一
例
︒
﹃
栄
華
物
語
﹂﹁
継
母
﹂
二
例
︑

﹁
継
女
﹂
一
例
で
あ
る
︒
な
お
︑
﹃
住
吉
物
語
﹄
に
お
い
て
も
計
二
八
例
の
用
例

が
見
ら
れ
る
が
︑
現
存
本
は
鎌
倉
時
代
の
改
作
本
で
あ
り
︑
現
存
本
﹃
住
吉
物

語
﹄
の
使
用
方
法
が
古
本
﹃
住
吉
物
語
﹄
と
変
わ
ら
な
い
と
は
限
ら
な
い
た
め
︑

検
討
の
対
象
外
と
す
る
︒

こ
の
﹁
継
母
﹂﹁
継
父
﹂﹁
継
子
﹂
﹁
継
女
﹂
の
語
の
使
用
例
は
︑
大
き
く
二

種
類
に
分
類
で
き
る
︒
一
つ
は
︑
紫
の
上
や
落
葉
の
宮
な
ど
︑
特
定
の
人
物
を

指
し
て
使
用
さ
れ
る
用
例
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
特
定
の
人
物
を
指
さ
な
い
︑

一
般
語
と
し
て
の
用
例
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
便
宜
上
︑
前
者
を
呼
称
的
用
例
︑

後
者
を
一
般
語
用
例
と
区
別
し
て
︑
詳
細
に
分
析
し
て
い
く
︒

三

呼
称
的
用
例
の
﹁
継
母
﹂
﹁
継
父
﹂
﹁
継
子
﹂﹁
継
女
﹂

用
例
順
に
番
号
を
付
し
︑
ど
の
継
親
子
関
係
で
の
使
用
か
を
番
号
の
後
に
提

示
し
た
︒
□
内
が
物
語
内
で
呼
称
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
︑
↓
の
上
の
人
物
か
ら

見
て
の
関
係
で
あ
る
︒
①
②
等
の
番
号
は
作
品
で
使
用
さ
れ
る
人
物
の
順
番

を
指
し
︑
❶
❷
等
の
番
号
は
同
じ
人
物
に
複
数
使
用
さ
れ
る
場
合
の
順
番
を

指
す
︒

平
安
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
連
想
作
用
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三
︱
一

﹃
源
氏
物
語
﹂
以
前
の
呼
称
的
用
例

﹃
大
和
物
語
﹄﹁
継
母
﹂
①
故
御
息
所
の
御
姉
↓
ま
ま
母

❶
ま
ま
母
の
手
に
い
ま
す
か
り
け
れ
ば
︑
心
に
も
の
の
か
な
は
ぬ
時
も
あ
り
︒

︵
中
略
︶
よ
ば
ふ
人
も
い
と
お
ほ
か
り
け
れ
ど
︑
返
り
ご
と
も
せ
ざ
り
け

り
︒﹁
女
と
い
ふ
も
の
︑
つ
ひ
に
か
く
て
果
て
た
ま
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
︒

と
き
ど
き
は
返
り
ご
と
し
た
ま
へ
﹂
と
親
も
❷
ま
ま
母
も
い
ひ
け
れ
ば
︑

せ
め
ら
れ
て
か
く
な
む
い
ひ
や
り
け
る
︒︵
一
四
二
段
︑
三
六
一
頁
︶

故
御
息
所
の
姉
は
早
く
に
母
を
亡
く
し
︑
継
母
に
育
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
語

ら
れ
る
︒
こ
の
段
に
は
二
例
の
﹁
ま
ま
母
﹂
が
見
ら
れ
る
が
︑
い
ず
れ
も
地
の

文
で
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
本
文
か
ら
継
母
が
故
御
息
所
の
姉
を
養
育
す
る
際
に

迫
害
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
︒
更
に
結
婚
に
関
し
て
も
継
母
は
口
出
し
を

し
て
責
め
て
い
る
︒
継
母
と
継
子
は
同
居
し
て
お
り
︑
直
接
︑
故
御
息
所
の
姉

の
養
育
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹁
継
父
﹂
①
不
明
︵
陽
成
院
の
す
け
の
御
か
)↓
ま
ま
父
の
少
将

陽
成
院
の
す
け
の
御
︑
❶
ま
ま
父
の
少
将
の
も
と
に
︑

春
の
野
は
は
る
け
な
が
ら
も
忘
れ
草
生
ふ
る
は
見
ゆ
る
も
の
に
ぞ
あ

り
け
る
︵
一
六
段
︑
二
六
五
頁
︶

陽
成
院
の
す
け
の
御
と
ま
ま
父
の
少
将
の
歌
の
贈
答
の
み
で
構
成
さ
れ
る
段
で

あ
る
︒
ま
ま
父
の
少
将
は
未
詳
で
あ
り⑦
︑
次
の
段
に
お
い
て
も
登
場
す
る
︒

故
式
部
卿
の
宮
の
出
羽
の
御
に
︑
❷
ま
ま
父
の
少
将
す
み
け
る
を
︑
は
な

れ
て
の
ち
︑
女
︑
す
す
き
に
文
を
つ
け
て
や
り
た
り
け
れ
ば
︑︵
一
七
段
︑

二
六
五
頁
︶

こ
の
段
は
少
将
と
出
羽
の
御
の
歌
の
贈
答
の
段
で
あ
り
︑
や
り
取
り
す
る
人
物

は
変
わ
っ
て
い
る
が
︑
少
将
は
同
じ
呼
称
が
使
用
さ
れ
︑
同
一
人
物
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が
未
詳
な
た
め
に
判
断
で
き
な
い
が
︑
陽
成

院
の
す
け
の
御
と
の
関
係
で
使
用
さ
れ
た
呼
称
が
引
き
続
き
︑
次
の
段
で
使
用

さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
︒
い
ず
れ
と
も
地
の
文
で
の
使
用
で
あ
る
︒

﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄﹁
継
母
﹂
①
忠
こ
そ
↓
故
左
大
臣
北
の
方

故
左
大
臣
北
の
方
に
対
す
る
﹁
継
母
﹂
の
呼
称
的
用
例
は
三
例
あ
る
︒

親
な
き
人
は
︑
身
も
い
た
づ
ら
に
な
る
も
の
な
り
︒
昔
︑
千
蔭
の
お
と
ど

の
︑
た
だ
一
人
子
を
❶
継
母
に
謀
ら
れ
て
︑
今
は
音
に
も
聞
こ
え
ず
︑
と

な
む
言
ふ
な
る
︒︵﹁
俊
蔭
﹂︑
一
〇
〇
頁
︶

兼
雅
が
︑
う
つ
ほ
か
ら
出
る
こ
と
を
拒
否
す
る
俊
蔭
の
娘
を
説
得
す
る
場
面
で

あ
る
︒
親
が
い
な
い
人
物
は
身
を
滅
ぼ
す
と
千
蔭
の
子
で
あ
る
忠
こ
そ
の
例
を

出
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
第
三
者
の
言
葉
で
の
使
用
例
で
あ
る
︒
忠
こ
そ
と
故
左

大
臣
の
北
の
方
は
同
居
し
て
い
な
い
が
︑
忠
こ
そ
は
そ
の
邸
宅
に
出
入
り
を
し

て
お
り
︑
継
母
は
忠
こ
そ
の
世
話
を
や
い
て
い
た
︒
第
三
者
で
あ
る
兼
雅
も
事

態
を
認
識
し
て
お
り
︑
故
左
大
臣
の
北
の
方
は
忠
こ
そ
の
継
母
と
社
会
的
に
認

識
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
親
が
い
な
い
子
が
陥
る
可
能
性
と
し
て
話
が
出
さ
れ

て
お
り
︑
背
景
に
継
子
い
じ
め
が
通
例
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
︒

平
安
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
連
想
作
用
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か
く
て
︑
久
し
く
︑
お
と
ど
︑
一
条
殿
へ
ま
う
で
た
ま
は
ず
︒
忠
こ
そ
︑

あ
こ
君
の
も
と
へ
時
々
通
ふ
を
︑
❷
継
母
の
北
の
方
︑
う
ら
や
ま
し
と
思

し
け
れ
ど
︑
い
と
片
思
い
な
り
︒︵﹁
忠
こ
そ
﹂︑
二
二
二
頁
︶

千
蔭
が
自
ら
の
元
に
訪
れ
な
い
の
に
対
し
︑
忠
こ
そ
が
あ
こ
君
の
元
へ
通
っ
て

く
る
の
を
見
た
故
左
大
臣
北
の
方
の
羨
望
の
感
情
が
描
か
れ
る
場
面
で
あ
る
︒

こ
の
部
分
に
対
し
て
︑
新
編
全
集
の
頭
注
に
は
﹁
い
よ
い
よ
継
子
い
じ
め
が
始

ま
る
こ
と
を
告
げ
る
︒﹂
と
あ
る⑧
︒
指
摘
の
通
り
︑
こ
の
場
面
か
ら
忠
こ
そ
と

故
左
大
臣
北
の
方
の
関
係
が
描
か
れ
て
い
く
た
め
︑
継
母
と
継
子
の
物
語
の
開

始
点
と
読
む
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
こ
れ
は
地
の
文
で
あ
り
︑
語
り
手
か
ら
故

左
大
臣
北
の
方
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
︒

山
に
ま
か
り
籠
り
し
ゆ
ゑ
は
︑
い
と
い
み
じ
き
こ
と
の
侍
り
け
る
を
︑
さ

ら
に
知
り
た
ま
へ
ざ
り
き
︑
た
だ
す
ず
ろ
に
も
の
悲
し
く
︑
世
に
侍
る
ま

じ
き
心
地
の
せ
し
か
ば
︑
親
を
も
捨
て
て
ま
か
り
出
で
に
し
︒
そ
の
人
︑

❸
継
母
に
侍
り
し
人
な
り
︒︵﹁
国
譲
中
﹂︑
一
八
六
頁
︶

忠
こ
そ
が
自
身
の
境
遇
を
仲
忠
に
説
明
す
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
れ
は
忠
こ
そ
本

人
の
言
葉
で
あ
り
︑
故
左
大
臣
北
の
方
を
指
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
自
分
を

陥
れ
た
人
物
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
た
上
で
︑
そ
の
人
物
と
自
分
と
の

関
係
を
提
示
す
る
と
い
う
使
わ
れ
方
で
あ
る
︒

②
仲
忠
↓
女
三
の
宮

大
将
は
︑
御
馬
に
乗
り
て
︑
前
に
仕
ま
つ
り
た
ま
ふ
︒
世
の
中
の
人
︑

﹁
右
大
将
は
︑
継
母
の
宮
迎
へ
た
て
ま
つ
り
て
︑
御
前
し
て
い
ま
す
べ
か

な
り
﹂
と
て
︑
車
引
き
立
て
て
見
る
︒︵﹁
蔵
開
下
﹂
︑
五
五
七
頁
︶

女
三
の
宮
を
三
条
邸
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
仲
忠
が
女
三
の
宮
を
連
れ

て
い
く
場
面
で
あ
る
︒
第
三
者
で
あ
る
世
間
の
人
々
の
言
葉
の
中
に
お
い
て
使

用
さ
れ
て
い
る
︒
世
間
の
人
々
の
認
識
と
し
て
︑
女
三
の
宮
と
仲
忠
と
の
関
係

が
規
定
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
中
で
仲
忠
を
称
賛
す
る
文
脈
と
な
っ
て
い
る
︒

﹁
継
子
﹂
①
故
左
大
臣
北
の
方
↓
忠
こ
そ

不
意
に
異
様
に
て
会
ひ
て
侍
り
し
を
︑
な
ど
か
く
は
な
り
に
た
る
ぞ
︑
と

問
ひ
は
べ
り
し
か
ば
︑
継
子
な
り
し
人
の
た
め
に
︑
親
の
宝
と
す
る
帯
を

取
り
隠
し
て
︑
こ
れ
を
売
ら
す
と
い
ひ
︑
帝
傾
け
た
て
ま
つ
ら
む
と
す
と

奏
し
け
り
︑
と
な
む
聞
か
せ
は
べ
る
︑
と
申
し
し
を
︑︵
﹁
国
譲
中
﹂︑
一

八
六
頁
︶

忠
こ
そ
が
仲
忠
に
自
分
の
身
の
上
を
話
す
場
面
で
あ
る
︒
こ
れ
は
故
左
大
臣
北

の
方
の
言
葉
を
忠
こ
そ
が
話
す
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
︒
本
人
が
使
用
し
て

い
る
語
で
あ
る
が
︑
北
の
方
が
忠
こ
そ
に
話
す
時
点
で
は
お
互
い
誰
で
あ
る
か

認
識
し
て
お
ら
ず
︑
身
の
上
の
説
明
の
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
①
❸

同
様
に
自
身
と
の
関
係
を
提
示
す
る
例
で
あ
る
︒

﹃
落
窪
物
語
﹄﹁
継
母
﹂
①
女
君
↓
北
の
方

﹃
落
窪
物
語
﹄
の
呼
称
的
用
例
の
﹁
継
母
﹂
は
二
例
で
あ
り
︑
北
の
方
に
対
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る
︒

平
安
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
連
想
作
用
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❶
︿
継
母
こ
そ
あ
ら
め
︑
中
納
言
さ
へ
憎
く
言
ひ
つ
る
か
な
︒
い
と
い
み
じ

う
思
ひ
た
る
に
こ
そ
あ
め
れ
︒
い
か
で
︑
よ
く
て
見
せ
て
し
が
な
﹀
と
心

の
う
ち
に
思
ほ
す
︒︵
巻
一
︑
八
七
頁
︶

女
君
が
父
中
納
言
の
叱
責
を
受
け
る
場
を
目
撃
し
︑
少
将
が
慰
め
る
場
面
で
あ

る
︒
実
父
で
さ
え
も
女
君
に
辛
く
あ
た
る
事
態
を
︑
少
将
は
不
憫
に
思
う
︒
第

三
者
で
あ
る
少
将
の
心
内
語
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
例
に
お
い
て

は
父
親
と
継
母
の
両
者
を
比
較
し
て
お
り
︑
継
母
が
継
子
を
い
じ
め
る
の
は
通

例
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
少
将
の
中
に
あ
る
こ
と
も
読
み
取
れ
る
︒

❷
継
母
︑
か
く
子
ど
も
の
よ
ろ
こ
び
を
し
け
る
を
︑︿
御
徳
﹀
と
喜
び
け
れ

ば
︑︿
い
と
う
れ
し
﹀
と
な
む
思
し
け
る
︒︵
巻
四
︑
三
〇
五
頁
︶

女
君
の
繁
栄
と
し
て
︑
子
ど
も
達
の
昇
進
の
様
子
を
継
母
が
喜
ぶ
様
子
が
描
か

れ
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
れ
は
地
の
文
に
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
時
点
で
は
︑

北
の
方
と
女
君
は
和
解
し
︑
継
子
い
じ
め
は
終
了
し
て
い
る
︒
な
お
︑
女
君
は

実
母
の
死
後
︑
父
の
元
に
引
き
取
ら
れ
北
の
方
と
は
同
居
し
て
い
た
︒
女
君
の

結
婚
に
関
す
る
決
定
権
を
北
の
方
が
握
っ
て
お
り
︑
北
の
方
と
女
君
は
社
会
的

に
認
識
さ
れ
た
継
親
子
関
係
と
言
え
る
︒

三
︱
二

﹃
源
氏
物
語
﹂
の
呼
称
的
用
例

﹃
源
氏
物
語
﹄
内
に
お
け
る
呼
称
的
用
例
は
︑﹁
継
母
﹂
が
八
例
︑﹁
継
子
﹂

が
二
例
で
あ
る
︒

﹁
継
母
﹂
①
紀
伊
守
↓
空
蝉

紀
伊
守
︑
す
き
心
に
︑
こ
の
継
母
の
あ
り
さ
ま
を
あ
た
ら
し
き
も
の
に
思

ひ
て
追
従
し
あ
り
け
ば
︑
こ
の
子
を
も
て
か
し
づ
き
て
︑
率
て
歩
く
︒

︵﹁
帚
木
﹂
︑
一
〇
七
頁
︶

紀
伊
守
が
︑
空
蝉
に
好
色
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
︒

こ
れ
は
地
の
文
で
あ
り
︑
語
り
手
か
ら
の
呼
称
で
あ
る
︒
空
蝉
と
紀
伊
守
の
関

係
は
光
源
氏
の
言
葉
で
︑
﹁
後
の
親
﹂﹁
似
げ
な
き
親
﹂
︵﹁
帚
木
﹂︑
九
六
頁
︶

と
あ
り
︑
継
親
子
関
係
は
第
三
者
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
る
︒
空
蝉
は
︑
紀
伊
守

と
は
同
居
し
て
い
な
い
が
︑
二
人
は
お
互
い
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
︒
紀
伊

守
は
空
蝉
と
は
疎
遠
で
あ
る
と
は
語
る
が⑨
︑
忌
み
ご
と
を
避
け
る
た
め
に
空
蝉

が
紀
伊
の
守
を
頼
っ
て
い
る
た
め
︑
交
流
が
な
い
関
係
で
は
な
い
と
言
え
る
︒

②
大
輔
命
婦
↓
大
輔
の
君
の
妻

父
の
大
輔
の
君
は
︑
ほ
か
に
ぞ
住
み
け
る
︒
こ
こ
に
は
時
々
ぞ
通
ひ
け
る
︒

命
婦
は
︑
継
母
の
あ
た
り
は
住
み
も
つ
か
ず
︑
姫
君
の
御
あ
た
り
を
睦
び

て
︑
こ
こ
に
は
来
る
な
り
け
り
︒
︵
﹁
末
摘
花
﹂︑
二
六
七
頁
︶

大
輔
命
婦
が
末
摘
花
の
家
に
通
っ
て
い
る
背
景
が
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
︒
こ

れ
は
地
の
文
で
あ
り
︑
語
り
手
か
ら
の
呼
称
で
あ
る
︒
大
輔
命
婦
の
父
と
実
母

は
離
婚
し
て
お
り
︑
母
は
新
し
い
夫
に
つ
い
て
任
国
に
行
っ
た
た
め
︑
父
の
元

を
大
輔
命
婦
は
里
と
し
て
い
る
︒
こ
の
里
が
﹁
父
の
大
輔
の
君
は
︑
ほ
か
に
ぞ

住
み
け
る
︒﹂
の
﹁
ほ
か
﹂
に
あ
た
る
場
所
で
︑
そ
こ
に
は
継
母
も
い
る
た
め

平
安
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
連
想
作
用
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に
大
輔
命
婦
は
里
に
居
づ
ら
く
︑
末
摘
花
の
元
に
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ

こ
か
ら
︑
大
輔
命
婦
が
本
来
は
継
母
と
同
居
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
︑
お
互

い
の
関
係
を
認
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

③
紫
の
上
↓
兵
部
卿
宮
の
北
の
方

紫
の
上
か
ら
兵
部
卿
宮
の
北
の
方
に
対
し
て
﹁
継
母
﹂
と
使
わ
れ
て
い
る
例
は

二
例
あ
る
︒

ね
た
げ
な
る
こ
と
多
く
て
︑
❶
継
母
の
北
の
方
は
︑
安
か
ら
ず
思
す
べ
し
︒

︵﹁
賢
木
﹂︑
一
〇
三
頁
︶

北
の
方
が
紫
の
上
の
幸
せ
を
憎
み
︑
自
分
の
実
の
娘
と
比
較
す
る
場
面
と
︑

な
か
な
か
知
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
で
や
み
な
ま
し
を
︑
❷
継
母
の
北
の
方
な

ど
の
︑﹁
に
は
か
な
り
し
幸
ひ
の
あ
わ
た
た
し
さ
︒
あ
な
ゆ
ゆ
し
や
︒
思

ふ
人
︑
か
た
が
た
に
つ
け
て
別
れ
た
ま
ふ
人
か
な
﹂
と
の
た
ま
ひ
け
る
を

︵﹁
須
磨
﹂︑
一
七
二
頁
︶

光
源
氏
が
須
磨
へ
退
居
す
る
こ
と
と
な
り
︑
紫
の
上
の
不
幸
を
北
の
方
が
喜
ぶ

場
面
で
あ
る
︒
継
母
の
継
子
を
疎
む
感
情
が
表
れ
て
お
り
︑
継
子
い
じ
め
譚
の

意
識
を
思
わ
せ
る
描
写
で
あ
る
︒
こ
れ
は
地
の
文
で
あ
り
︑
語
り
手
か
ら
の
呼

称
で
あ
る
︒
紫
の
上
と
兵
部
卿
宮
の
北
の
方
は
同
居
し
て
お
ら
ず
︑
直
接
顔
を

合
わ
せ
た
こ
と
は
な
い
︒

④
真
木
柱
↓
玉
鬘

継
母
の
御
あ
た
り
を
ば
︑
心
つ
け
て
ゆ
か
し
く
思
ひ
て
︑
い
ま
め
き
た
る

御
心
ざ
ま
に
ぞ
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
︒︵﹁
若
菜
下
﹂
︑
一
六
〇
頁
︶

真
木
柱
が
自
分
の
母
と
継
母
で
あ
る
玉
鬘
を
比
較
し
て
︑
玉
鬘
の
方
を
慕
っ
て

い
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
れ
は
地
の
文
に
見
ら
れ
︑
語
り
手
か
ら
の
呼
称
で
あ
る
︒

真
木
柱
は
玉
鬘
と
の
同
居
を
し
て
お
ら
ず
︑
直
接
顔
を
合
わ
せ
た
こ
と
は
な
い
︒

し
か
し
︑
弟
達
は
玉
鬘
と
同
居
し
て
お
り
︑
そ
の
話
を
聞
い
た
真
木
柱
は
羨
望

の
感
情
を
表
し
て
い
る
︒
真
木
柱
は
玉
鬘
の
存
在
︑
立
場
を
認
識
︑
肯
定
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

⑤
夕
霧
↓
紫
の
上

衛
門
督
︑
わ
が
あ
や
し
き
心
な
ら
ひ
に
や
︑
こ
の
君
の
︑
い
と
さ
し
も
親

し
か
ら
ぬ
継
母
の
御
事
に
い
た
く
心
し
め
た
ま
へ
る
か
な
︑
と
目
を
と
ど

む
︒︵﹁
若
菜
下
﹂
︑
二
三
九
頁
︶

一
度
息
絶
え
た
紫
の
上
を
心
配
す
る
夕
霧
を
柏
木
が
訝
し
む
場
面
で
あ
る
︒
こ

れ
は
第
三
者
で
あ
る
柏
木
の
心
内
語
と
な
っ
て
い
る
︒
夕
霧
は
紫
の
上
の
住
む

場
所
へ
立
ち
寄
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
︑
直
接
︑
二
人
が
顔
を
合
わ
せ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
が
︑
お
互
い
の
存
在
︑
立
場
は
認
識
し
て
い
る
︒
夕
霧
は
紫
の
上
の

手
紙
を
運
び
︵
﹁
胡
蝶
﹂︑
一
七
二
頁
︶︑
紫
の
上
主
催
の
法
華
経
供
養
に
協
力

し
て
い
る
た
め
︵
﹁
御
法
﹂︑
四
九
五
頁
︶︑
間
接
的
な
交
流
は
あ
っ
た
と
言
え

る
︒

⑥
六
の
君
↓
落
葉
の
宮

同
じ
く
は
︑
隔
て
な
き
さ
ま
に
も
て
な
し
は
て
て
む
と
思
ほ
し
て
︑
ひ
き

平
安
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
連
想
作
用

六



開
け
た
ま
へ
る
に
︑
継
母
の
宮
の
御
手
な
め
り
と
見
ゆ
れ
ば
︑
い
ま
す
こ

し
心
や
す
く
て
︑
う
ち
置
き
た
ま
へ
り
︒︵﹁
宿
木
﹂︑
四
一
〇
頁
︶

六
の
君
に
送
っ
た
手
紙
の
返
事
を
匂
宮
が
見
て
︑
筆
跡
を
落
葉
の
宮
の
も
の
で

あ
る
と
推
定
す
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
れ
は
第
三
者
で
あ
る
匂
宮
の
心
内
語
で
あ

る
︒﹁
匂
兵
部
卿
﹂
に
お
い
て
六
の
君
が
落
葉
の
宮
の
養
女
と
な
り
︑
二
人
は

同
居
し
︑
養
育
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
︒

⑦
式
部
卿
宮
の
姫
君
↓
式
部
卿
宮
の
北
の
方

こ
の
春
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
式
部
卿
宮
の
御
む
す
め
を
︑
継
母
の
北
の
方
こ

と
に
あ
ひ
思
は
で
︑
兄
の
馬
頭
に
て
人
柄
も
こ
と
な
る
こ
と
な
き
心
か
け

た
る
を
︑
い
と
ほ
し
う
な
ど
も
思
ひ
た
ら
で
︑
さ
る
べ
き
さ
ま
に
な
ん
契

る
と
聞
こ
し
め
す
た
よ
り
あ
り
て
︑︵﹁
蜻
蛉
﹂︑
二
六
三
頁
︶

式
部
卿
宮
の
姫
君
の
境
遇
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
面
で
︑
継
母
の
北
の
方
が
姫

君
の
世
話
を
せ
ず
に
︑
自
分
の
兄
と
契
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ

る
︒﹃
落
窪
物
語
﹄︑﹃
住
吉
物
語
﹄
の
よ
う
な
継
母
が
強
制
的
に
結
婚
者
を
送

り
込
む
姿
と
重
な
り
合
い
︑
継
子
い
じ
め
に
対
す
る
強
い
意
識
が
表
れ
て
い
る

と
言
え
る
︒
こ
れ
は
地
の
文
で
あ
り
︑
語
り
手
か
ら
の
呼
称
で
あ
る
︒
二
人
の

関
係
は
不
明
確
で
あ
る
が
︑
継
母
が
﹁
北
の
方
﹂
で
あ
り
︑
懸
想
す
る
兄
と
の

契
り
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
継
母
は
姫
君
の
結
婚
に
干
渉
で
き

る
立
場
に
あ
り
︑
二
人
は
同
じ
住
居
内
で
暮
ら
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
︒

﹁
継
子
﹂
①
光
源
氏
↓
玉
鬘

す
ず
ろ
な
る
継
子
か
し
づ
き
を
し
て
︑
お
の
れ
古
し
た
ま
へ
る
い
と
ほ
し

み
に
︑
実
法
な
る
人
の
ゆ
る
ぎ
所
あ
る
ま
じ
き
を
と
て
取
り
寄
せ
も
て
か

し
づ
き
た
ま
ふ
は
︑
い
か
が
つ
ら
か
ら
ぬ
︵﹁
真
木
柱
﹂
︑
三
七
五
頁
︶

玉
鬘
と
髭
黒
の
結
婚
で
自
分
の
娘
が
離
婚
す
る
こ
と
に
な
り
︑
兵
部
卿
宮
の
北

の
方
が
光
源
氏
に
対
す
る
非
難
を
語
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
れ
は
兵
部
卿
宮
の
北

の
方
の
言
葉
で
あ
る
︒
玉
鬘
に
つ
い
て
光
源
氏
の
言
葉
で
﹁
わ
が
む
す
め
﹂

︵﹁
蛍
﹂︑
二
〇
〇
頁
︶
と
あ
っ
た
り
︑
ま
た
光
源
氏
は
玉
鬘
に
向
か
っ
て
自
身

の
こ
と
を
﹁
親
﹂
︵
﹁
玉
鬘
﹂︑
一
二
九
頁
︶︑
二
人
の
関
係
を
﹁
親
子
﹂︵﹁
玉

鬘
﹂︑
一
三
〇
頁
︶
と
呼
ん
だ
り
︑
ま
た
紫
の
上
も
玉
鬘
と
の
関
係
に
お
い
て

光
源
氏
を
﹁
あ
や
し
の
人
の
親
﹂
︵
﹁
玉
鬘
﹂
︑
一
三
一
頁
︶
と
呼
ん
で
い
る
︒

玉
鬘
︑
光
源
氏
と
も
に
血
の
つ
な
が
り
は
無
い
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
︑
兵
部

卿
宮
の
北
の
方
も
﹁
継
子
﹂
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
︑
自
他
と
も
に
継
親
・

継
子
関
係
と
認
識
し
て
い
る
と
言
え
る
︒
ま
た
光
源
氏
は
玉
鬘
を
引
き
取
り
︑

養
育
関
係
に
あ
る
︒

②
中
将
の
君
↓
式
部
丞

わ
が
継
子
の
式
部
丞
に
て
蔵
人
な
る
︑
内
裏
の
御
使
に
て
参
れ
り
︑
御
あ

た
り
に
も
え
近
く
参
ら
ず
︵﹁
東
屋
﹂︑
四
三
頁
︶

中
将
の
君
︵
浮
舟
の
母
︶
が
匂
宮
を
覗
き
見
し
︑
自
分
の
継
子
で
あ
る
式
部
丞

が
近
く
に
寄
れ
な
い
の
を
見
て
︑
匂
宮
の
素
晴
ら
し
さ
を
実
感
す
る
場
面
で
あ

る
︒
こ
れ
は
地
の
文
で
は
あ
る
が
︑
中
将
の
君
の
視
点
で
描
か
れ
て
お
り
︑
式

平
安
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
連
想
作
用
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部
丞
と
自
身
と
の
関
係
提
示
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
︒
養
育
︑
同
居
関
係
に

あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
中
将
の
君
は
常
陸
介
の
北
の
方
に
あ
り
︑
常
陸
介

と
は
同
居
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
空
蝉
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑

少
な
く
と
も
お
互
い
の
認
識
は
あ
り
交
流
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
︒

三
︱
三

﹃
源
氏
物
語
﹄
以
後
の
呼
称
的
用
例

﹃
源
氏
物
語
﹄
以
後
の
平
安
物
語
に
お
い
て
は
﹁
継
母
﹂
と
い
う
語
は
三
例

し
か
な
い
︒
継
子
譚
の
パ
タ
ー
ン
を
と
っ
て
い
る
﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄﹁
貝
あ

は
せ
﹂
に
お
い
て
も
そ
の
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
︒

﹃
夜
の
寝
覚
﹄﹁
継
母
﹂
①
内
侍
督
↓
寝
覚
の
上

内
侍
督
は
︑
あ
は
れ
に
心
細
か
り
ぬ
べ
き
御
有
様
に
て
︑
立
ち
馴
れ
た
ま

ふ
ほ
ど
も
な
く
︑
い
と
ほ
し
か
り
ぬ
べ
け
れ
ど
︑
継
母
の
上
の
︑
思
ひ
い

た
り
深
く
か
し
づ
き
︑
御
心
に
入
れ
て
︑︵
巻
四
︑
三
六
五
頁
︶

心
細
い
様
子
で
あ
る
内
侍
督
を
︑
継
母
で
あ
る
寝
覚
の
上
が
世
話
を
し
て
支
え

て
い
る
と
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
︒﹃
夜
の
寝
覚
﹄
は
欠
落
部
分
が
あ
る
た
め
︑

正
確
な
用
例
数
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
現
存
本
の
中
で
は
こ
の
一
例
の
み
で
限
定

的
な
使
用
で
あ
る
︒
地
の
文
で
︑
語
り
手
か
ら
の
呼
称
で
あ
る
︒
欠
落
部
分
で

老
関
白
と
結
婚
し
た
寝
覚
の
上
は
︑
亡
き
夫
の
代
わ
り
に
内
侍
督
の
入
内
の
準

備
を
進
め
︑
入
内
後
も
十
分
な
世
話
を
す
る
と
理
想
的
な
継
親
子
関
係
を
築
い

て
い
る
︒
二
人
は
同
居
し
︑
養
育
関
係
に
あ
っ
た
︒

﹃
栄
華
物
語
﹄﹁
継
母
﹂

①
閑
院
大
将
殿
の
女
御
︵
姫
子
)↓
延
光
の
北
の
方
︵
現
朝
光
北
の
方
)

世
の
例
に
も
し
つ
べ
し
︒﹁
御
継
母
の
北
の
方
の
い
か
に
し
た
ま
ひ
つ
る

に
か
﹂
と
ま
で
︑
世
人
申
し
思
へ
り
︒︵
巻
二
﹁
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
﹂
︑

一
二
四
頁
︶

入
内
以
来
︑
花
山
院
の
格
別
な
寵
愛
を
受
け
て
い
た
姫
子
の
寵
愛
が
急
に
衰
え

た
こ
と
を
異
例
の
こ
と
と
語
っ
て
い
る
︒
そ
れ
を
噂
す
る
世
人
の
言
葉
の
中
で

使
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
異
例
な
事
態
の
原
因
と
し
て
推
測
さ
れ
た
の
が
︑
継

母
の
北
の
方
で
あ
る
︒
真
相
は
語
ら
れ
な
い
た
め
︑
あ
く
ま
で
推
測
に
留
ま
る

の
だ
が
︑
継
母
は
継
子
を
い
じ
め
る
存
在
だ
と
い
う
前
提
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
︒

②
内
︵
白
河
天
皇
)↓
中
宮
︵
馨
子
内
親
王
)

年
ご
ろ
も
︑
﹁
一
所
院
に
な
ら
せ
た
ま
ふ
べ
し
︒
次
第
に
て
は
太
皇
太
后

宮
な
ら
せ
た
ま
ふ
べ
し
︒
さ
ら
ず
は
中
宮
こ
そ
は
︑
故
院
の
后
に
も
お
は

し
ま
し
︑
内
の
御
継
母
に
も
お
は
し
ま
せ
ば
﹂
な
ど
申
し
つ
る
を
︵
巻
三

九
﹁
布
引
の
滝
﹂︑
四
六
九
頁
︶

女
院
に
上
が
る
人
物
に
つ
い
て
の
推
測
が
語
ら
れ
る
︒
こ
の
言
葉
を
発
し
た
人

物
は
語
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
﹁
年
ご
ろ
﹂
と
い
う
語
か
ら
︑
女
院
に
上
が
る
前

の
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
世
間
の
人
々
の
噂
話
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒

白
河
天
皇
と
中
宮
と
の
関
係
を
提
示
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
天
皇

平
安
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
連
想
作
用
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と
の
間
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒

﹁
継
女
﹂
①
朝
光
↓
枇
杷
の
大
納
言
の
御
女
︵
済
時
室
)

小
一
条
の
大
将
の
北
の
方
も
︑
こ
の
枇
杷
の
大
納
言
の
御
女
に
お
は
し
け

れ
ば
︑
い
と
お
と
な
お
と
な
し
き
御
継
女
の
ほ
ど
な
ど
を
︑
世
人
内
々
に

は
聞
ゆ
べ
か
め
れ
ど
︵
巻
二
﹁
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
﹂︑
一
二
二
頁
︶

新
た
に
朝
光
が
枇
杷
大
納
言
の
北
の
方
の
元
へ
通
い
始
め
︑
元
の
北
の
方
と
は

離
縁
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
︒
枇
杷
大
納
言
と
北
の
方
の
間
に
は
娘
が
お
り
︑

小
一
条
の
大
将
の
北
の
方
に
な
っ
て
い
た
︒
新
た
に
年
の
近
い
娘
が
朝
光
に
で

き
た
と
い
う
こ
と
が
世
間
の
人
に
よ
り
語
ら
れ
︑
小
一
条
の
大
将
済
時
室
と
の

新
た
な
関
係
を
提
示
し
て
い
る
︒

三
︱
四

呼
称
的
用
例
の
分
析
か
ら

呼
称
的
用
例
を
分
析
す
る
と
︑﹃
大
和
物
語
﹄
で
は
一
人
の
人
物
に
対
し
て
︑

引
き
続
い
て
同
じ
呼
称
の
使
用
が
な
さ
れ
て
い
る
が
︑﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
以
降

は
そ
の
場
面
に
限
っ
て
の
使
用
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
︑

以
後
と
も
地
の
文
︑
第
三
者
の
言
葉
の
中
で
の
使
用
例
で
あ
り
︑
本
人
使
用
の

場
合
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
関
係
の
提
示
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑﹁
継
母
﹂﹁
継

子
﹂
等
の
呼
称
は
人
物
の
間
の
社
会
的
関
係
を
意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
︑
第

三
者
の
認
識
が
必
要
条
件
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
提
示
さ
れ
る
関
係
を
分
析
す
る
と
︑
同
居
・
養
育
関
係
に
あ
り
︑
当
事

者
も
お
互
い
の
関
係
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
関
係
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
同

居
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
︑
父
と
継
母
は
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
夫
婦

で
あ
り
︑
継
子
と
継
母
は
お
互
い
の
存
在
を
認
識
し
て
お
り
交
流
を
し
て
い
る

︵
継
父
の
場
合
も
同
様
︶︒
ま
た
︑
宮
中
の
関
係
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
る
場
合

も
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
﹁
継
母
﹂﹁
継
子
﹂
等
の
呼
称
は
︑
お
互
い
の

存
在
認
識
が
あ
り
︑
社
会
的
に
も
親
子
関
係
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
︑
ま
た

は
継
母
︵
継
父
︶
に
あ
た
る
人
物
が
実
父
︵
実
母
︶
と
は
社
会
的
に
夫
婦
関
係

が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
と
言
え
る
︒
第
三
者
の
存
在

が
あ
っ
て
初
め
て
︑
呼
称
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
北
の
方
で
な
く
て

も
︑
親
同
士
が
社
会
的
に
夫
婦
関
係
を
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
︑﹁
継
母
﹂

と
扱
わ
れ
る
︒
実
際
の
平
安
時
代
に
お
け
る
﹁
継
母
﹂﹁
継
子
﹂
等
に
関
す
る

規
定
に
お
い
て
は
︑
詳
細
に
規
定
さ
れ
た
文
章
を
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

し
か
し
︑﹃
令
集
解
﹄﹁
喪
葬
令
﹂
の
服
紀
の
項
に
﹁
古
記
云
︒
母
之
後
夫
為
継

父⑩
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
継
父
﹂
で
は
あ
る
が
︑
母
の
後
の
夫
に
対
し
て
称
し

て
い
る
︒
や
は
り
︑
親
同
士
の
社
会
的
結
婚
が
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
︒

四

一
般
語
用
例
の
﹁
継
母
﹂
﹁
継
子
﹂

四
︱
一

﹃
源
氏
物
語
﹄
以
前
の
一
般
語
用
例

同
様
に
呼
称
以
外
で
使
用
さ
れ
た
用
例
を
分
析
し
て
い
く
︒
こ
の
用
例
は

平
安
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
連
想
作
用
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﹃
落
窪
物
語
﹄
に
の
み
﹁
継
母
﹂
が
二
例
︑﹁
継
子
﹂
が
三
例
見
ら
れ
る
︒

﹁
継
母
﹂｢げ

に
こ
と
わ
り
に
は
べ
れ
ど
︑
い
み
じ
き
①
継
母
と
言
へ
ど
︑
北
の
方

の
御
心
い
み
じ
う
あ
さ
ま
し
き
よ
し
は
さ
き
ざ
き
も
聞
か
せ
た
ま
へ
れ
ば
︑

さ
こ
そ
は
思
す
ら
め
︒︵
巻
一
︑
四
五
頁
︶

少
将
と
関
係
を
持
ち
︑
嘆
く
女
君
を
あ
こ
き
が
慰
め
説
得
す
る
場
面
で
あ
る
︒

あ
こ
き
の
言
葉
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
﹁
継
母
﹂
は
世
間
一
般
の

継
母
で
あ
り
︑
そ
の
世
間
一
般
と
北
の
方
を
比
較
す
る
文
脈
と
な
っ
て
い
る
︒

継
母
と
い
え
ば
無
体
な
も
の
だ
け
れ
ど
︑
と
前
提
と
し
て
継
母
は
継
子
に
冷
淡

な
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
あ
り
︑
そ
れ
に
も
増
し
て
北
の
方
は
と
続
い
て
い
る
︒

継
子
い
じ
め
譚
に
お
け
る
継
母
像
が
︑
背
景
に
表
れ
て
い
る
︒

︿
い
か
な
る
罪
を
つ
く
り
て
︑
か
か
る
目
を
見
る
ら
む
︒
②
継
母
の
憎
む

は
例
の
こ
と
に
人
も
語
る
類
あ
り
て
聞
く
︒
お
と
ど
の
御
心
さ
へ
か
か
る

を
︑
い
と
い
み
じ
う
思
ふ
︒︵
巻
一
︑
一
〇
七
頁
︶

部
屋
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
女
君
の
嘆
き
が
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
︒
女
君
の
心

内
語
で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
継
母
と
い
う
立
場
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
︒

継
母
と
い
う
も
の
は
世
間
一
般
の
通
例
と
し
て
継
子
を
憎
む
も
の
と
聞
い
て
い

る
︑
と
女
君
の
継
母
に
対
す
る
認
識
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
部
分
に
も
ま
た
︑

継
子
い
じ
め
譚
に
お
け
る
継
母
が
一
般
の
継
母
で
あ
る
と
い
う
連
想
が
表
わ
れ

て
い
る
︒

﹁
継
子
﹂

﹁
人
は
生
み
た
る
子
よ
り
も
︑
①
継
子
の
徳
を
こ
そ
見
け
れ
︒
わ
が
子
七

人
あ
れ
ど
︑
か
く
こ
ま
や
か
に
心
し
ら
ひ
顧
み
る
や
は
あ
る
︒︵
巻
四
︑

三
二
五
頁
︶

女
君
の
装
束
の
援
助
に
対
す
る
北
の
方
の
言
葉
で
あ
る
︒
実
子
と
継
子
の
比
較

を
し
て
い
る
が
︑
自
分
の
場
合
は
と
続
け
る
た
め
︑
自
分
の
例
と
重
ね
つ
つ
も
︑

教
訓
と
し
て
述
べ
る
意
識
が
あ
る
︒

尼
に
︑
い
と
め
で
た
く
て
な
し
た
ま
へ
り
け
る
を
︑
喜
び
の
た
ま
ひ
い
ま

す
か
り
け
る
︒
﹁
世
に
あ
ら
む
人
︑
②
継
子
憎
む
な
︒
③
継
子
な
む
う
れ

し
き
も
の
は
あ
り
け
る
︒
﹂
と
の
た
ま
ひ
て
︑
︵
巻
四
︑
三
四
二
頁
︶

女
君
と
和
解
し
た
北
の
方
の
結
末
が
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
︒
北
の
方
の
言
葉

の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
世
間
の
人
全
体
に
向
け
て
お
り
︑
継
子
と
い
う

存
在
を
憎
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
う
教
訓
め
い
た
言
葉
で
あ
る
︒
①
︑
②
の
例

と
と
も
に
自
身
が
継
子
か
ら
恩
恵
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
言
葉
で
あ
る

が
︑
こ
の
言
葉
の
背
景
に
も
継
子
を
憎
む
と
い
う
行
為
が
一
般
的
と
い
う
前
提

が
あ
り
︑
そ
れ
を
覆
そ
う
と
す
る
意
識
が
あ
っ
て
の
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
︒

四
︱
二

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
一
般
語
用
例

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
三
例
の
一
般
語
用
例
が
見
ら
れ
る
︒

①
継
母
の
腹
き
た
な
き
昔
物
語
も
多
か
る
を
︑
心
見
え
に
心
づ
き
な
し
と
思

平
安
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
連
想
作
用

一
〇



せ
ば
︑
い
み
じ
く
選
り
つ
つ
な
む
︑
書
き
と
と
の
へ
さ
せ
︑
絵
な
ど
に
も

描
か
せ
た
ま
ひ
け
る
︒︵﹁
蛍
﹂︑
二
一
六
頁
︶

明
石
姫
君
の
后
教
育
の
た
め
に
︑
継
子
い
じ
め
の
物
語
を
見
せ
な
い
よ
う
に
光

源
氏
が
物
語
を
選
別
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
︒
紫
の
上
と
の
関
係
を
背
景
に
お

い
て
の
配
慮
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
例
は
特
定
の
人
物
を
指
し
て
使
用
さ
れ
て
い

な
い
︒
多
数
存
在
し
て
い
る
継
子
い
じ
め
物
語
に
登
場
す
る
継
母
と
い
う
立
場

の
人
物
全
般
を
指
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
︒

よ
そ
の
お
ぼ
え
は
︑
父
な
き
人
は
い
と
口
惜
し
け
れ
ど
︑
さ
が
な
き
②
継

母
に
憎
ま
れ
ん
よ
り
は
こ
れ
は
い
と
や
す
し
︒︵﹁
東
屋
﹂︑
六
七
頁
︶

思
い
悩
む
浮
舟
を
乳
母
が
励
ま
す
場
面
で
使
用
さ
れ
る
例
で
あ
る
︒
こ
の
例
も

継
母
は
特
定
の
人
物
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
︑
一
般
例
と
し
て
の
使
わ
れ
方
で

あ
る
︒
こ
の
例
に
お
い
て
は
父
が
い
な
い
人
は
︑
母
が
な
く
継
母
に
い
じ
め
ら

れ
る
立
場
の
人
よ
り
も
気
楽
だ
と
い
う
︑
二
つ
の
立
場
を
比
較
し
て
い
る
︒
継

母
は
継
子
を
虐
め
る
も
の
だ
と
い
っ
た
固
定
観
念
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒

い
か
で
さ
る
田
舎
人
の
住
む
あ
た
り
に
︑
か
か
る
人
落
ち
あ
ぶ
れ
け
ん
︑

物
詣
な
ど
し
た
り
け
る
人
の
︑
心
地
な
ど
わ
づ
ら
ひ
け
ん
を
︑
③
継
母
な

ど
や
う
の
人
の
た
ば
か
り
て
置
か
せ
た
る
に
や
な
ど
ぞ
思
ひ
寄
り
け
る
︒

︵﹁
手
習
﹂︑
二
九
一
頁
︶

浮
舟
を
助
け
た
僧
都
が
︑
意
識
不
明
の
浮
舟
の
身
元
を
考
え
る
場
面
で
あ
る
︒

こ
の
例
は
︑
僧
都
の
想
像
の
浮
舟
の
継
母
で
あ
る
た
め
︑
実
在
す
る
人
物
で
は

な
い
︒
僧
都
は
浮
舟
の
姿
を
見
て
︑
身
分
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
が
田
舎
に
い
る

こ
と
を
疑
問
に
思
い
︑
継
母
の
策
略
に
貶
め
ら
れ
た
の
で
は
と
推
測
す
る
︒
こ

の
推
測
は
︑
継
母
が
継
子
を
虐
め
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
か
ら
な
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
︑
こ
の
例
に
お
い
て
も
継
母
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
像
が
表
れ
て
い
る

例
と
言
え
る
︒

な
お
︑
平
安
物
語
に
お
い
て
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
降
の
一
般
語
用
例
は
見
ら

れ
な
い
︒

四
︱
三

一
般
語
用
例
の
分
析
か
ら

呼
称
以
外
に
使
用
さ
れ
て
い
る
一
般
語
用
例
で
あ
る
﹁
継
母
﹂﹁
継
子
﹂
は

呼
称
的
用
例
に
比
べ
る
と
非
常
に
少
な
く
︑
﹃
落
窪
物
語
﹄﹃
源
氏
物
語
﹄
に
し

か
見
ら
れ
な
い
︒
こ
れ
ら
を
検
討
す
る
と
︑
状
況
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
︑
継

母
は
継
子
を
迫
害
す
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
全
て
表
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の

認
識
は
︑
継
子
い
じ
め
譚
に
お
け
る
継
母
像
︑
継
子
像
か
ら
つ
く
り
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
継
子
い
じ
め
譚
を
背
景
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い

る
使
用
例
と
言
え
る
︒
つ
ま
り
︑
継
子
い
じ
め
譚
に
お
け
る
継
母
の
姿
こ
そ
が

世
間
一
般
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
上
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

五

｢継
母
﹂
﹁
継
父
﹂
﹁
継
子
﹂
﹁
継
女
﹂
の
使
用
変
遷

｢継
母
﹂﹁
継
父
﹂﹁
継
子
﹂﹁
継
女
﹂
の
語
を
呼
称
的
用
例
︑
一
般
語
用
例
に

平
安
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
連
想
作
用

一
一



分
類
し
︑
そ
の
使
用
方
法
を
分
析
し
た
︒
そ
の
結
果
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
と
そ
れ

以
前
︑
以
後
の
物
語
に
お
い
て
意
味
︑
使
用
状
況
に
お
け
る
違
い
は
見
ら
れ
な

い
︒
呼
称
的
用
例
は
︑
地
の
文
︑
第
三
者
の
言
葉
の
中
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
︑
他
者
の
認
識
を
必
要
と
す
る
︑
人
物
間
の
社
会
的
関
係
を
意
識
さ
せ
る

語
で
あ
る
︒
社
会
か
ら
の
認
識
の
確
認
と
し
て
︑
提
示
さ
れ
て
い
る
関
係
語
な

の
で
あ
る
︒

一
般
語
用
例
は
︑
継
子
い
じ
め
譚
に
お
け
る
継
母
像
︑
つ
ま
り
継
母
は
継
子

を
憎
み
迫
害
す
る
存
在
だ
と
い
う
認
識
を
背
景
と
し
て
据
え
て
い
る
︒
こ
の
継

子
い
じ
め
譚
の
継
母
像
が
物
語
内
の
現
実
に
影
響
を
も
た
ら
し
︑
登
場
人
物
の

思
考
を
作
り
出
す
と
い
っ
た
語
ら
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
継
母
が
継
子
を
憎

む
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
て
︑
登
場
人
物
は
自
身
の
直
面

し
て
い
る
現
実
へ
の
考
え
を
巡
ら
せ
て
い
る
︒

一
般
語
用
例
に
見
ら
れ
る
文
脈
背
景
と
い
う
点
を
意
識
し
︑
呼
称
的
用
例
の

分
析
結
果
を
見
て
み
る
と
︑
単
な
る
呼
称
で
は
な
い
と
い
う
例
が
多
数
見
ら
れ

る
こ
と
が
わ
か
る
︒﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
例
以
降
︑
呼
称
的
用
例
は
一
人
の
人

物
に
一
貫
し
て
物
語
の
中
で
使
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
場
面
に
限
定
さ
れ

た
使
用
が
な
さ
れ
て
い
る
︒﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
①
❶
は
継
子
い
じ
め
の
例
が
持

ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
①
❷
の
例
は
︑
新
編
全
集
頭
注⑪
に
あ
る
よ
う
に
︑

本
格
的
に
二
人
の
交
流
が
始
ま
る
場
面
で
使
用
さ
れ
︑
限
定
的
で
あ
る
︒﹃
落

窪
物
語
﹄
に
お
い
て
も
呼
称
的
用
例
が
二
例
と
限
定
さ
れ
て
お
り
︑
❶
は
通
例

と
し
て
の
継
母
像
が
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
︑
❷
も
継
子
い
じ
め
の
終
焉
場
面
と

継
子
い
じ
め
譚
へ
の
意
識
の
表
れ
る
使
用
で
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て

も
︑﹁
継
母
﹂
②
③
⑦
の
例
に
は
明
ら
か
に
継
子
い
じ
め
を
行
う
継
母
へ
の
意

識
が
見
て
と
れ
る
︒﹃
栄
華
物
語
﹄
﹁
継
母
﹂
①
の
例
に
も
同
様
の
視
線
が
あ
る

だ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
︑
呼
称
的
用
例
に
お
い
て
も
一
般
語
用
例
と
同

じ
く
︑
継
母
は
継
子
を
憎
む
存
在
だ
と
い
う
認
識
を
背
景
に
据
え
る
意
識
が
あ

る
こ
と
が
見
え
て
く
る
︒
﹁
継
母
﹂
﹁
継
子
﹂
等
の
語
が
単
な
る
呼
称
で
は
な
く
︑

使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
継
子
い
じ
め
と
い
う
文
脈
を
読
者
に
連
想
さ
せ
る

語
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
作
者
に
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
︑
三
︱
四

で
述
べ
た
物
語
に
お
い
て
限
定
的
な
使
用
が
な
さ
れ
る
理
由
に
繋
が
る
の
で
は

な
い
か
︒

｢継
母
﹂
等
の
語
の
使
用
に
よ
っ
て
継
子
い
じ
め
譚
の
継
母
像
を
据
え
る
と

い
う
方
法
は
次
第
に
工
夫
さ
れ
て
い
き
︑
期
待
へ
の
裏
切
り
と
い
っ
た
文
脈
を

生
み
だ
す
よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
は
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
﹁
継
母
﹂
②
の
時
点
で
も

あ
っ
た
が
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
は
﹁
継
母
﹂
①
④
⑤
⑥
の
例
と
多
く
な
っ
て
い
る

の
が
特
徴
で
あ
る
︒﹃
夜
の
寝
覚
﹄
に
お
い
て
も
唯
一
の
例
に
見
ら
れ
る
︒
こ

れ
ら
の
例
で
は
︑
継
子
と
継
母
の
関
係
が
一
般
意
識
と
は
異
な
り
友
好
的
で
あ

り
︑
更
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
は
継
子
が
継
母
へ
憧
れ
る
︑
懸
想
心
を
抱

く
と
い
っ
た
も
の
も
出
て
き
た
︒
こ
れ
ら
の
関
係
を
描
く
際
に
︑﹁
継
母
﹂
と

い
う
語
に
よ
り
読
者
に
継
子
い
じ
め
を
連
想
さ
せ
︑
そ
の
期
待
を
裏
切
る
こ
と

平
安
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
連
想
作
用
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に
よ
り
強
く
印
象
づ
け
る
と
い
う
手
法
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

注①

本
稿
の
古
文
引
用
は
全
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︵
小
学
館
︶
に
よ
る
︒

②

小
沢
恵
右
﹁
紫
式
部
の
物
語
の
方
法

︱
継
父
母
・
継
子
の
関
係
を
中
心
に
し
て

︱
﹂︵﹃
国
語
教
育
研
究
﹄
二
〇
号

一
九
七
三
年
一
二
月
︶

③

石
川
信
夫
﹁
源
氏
物
語
の
継
親
と
継
子

︱
三
代
︑
四
代
に
わ
た
る
継
母
娘
関
係

を
め
ぐ
っ
て
﹂︵
中
野
幸
一
編
﹃
平
安
文
学
の
風
貌
﹄
武
蔵
野
書
院

二
〇
〇
三
年

三
月
︶

④

｢継
息
子
﹂
の
語
は
用
例
が
な
い
︒

⑤

滝
澤
貞
夫
﹁
ま
ま
母
考

︱
﹃
更
級
日
記
﹄
の
場
合
な
ど

︱
﹂︵﹃
中
古
文
学
﹄

四
九
号

一
九
九
二
年
六
月
︶

⑥

｢北
の
方
の
御
は
ら
か
ら
の
左
衛
門
督
︑
藤
宰
相
な
ど
ば
か
り
も
の
し
た
ま
ふ
﹂

︵﹁
宿
木
﹂︑
四
一
五
頁
︶
と
︑
雲
井
雁
の
こ
と
を
指
し
て
﹁
北
の
方
﹂
と
呼
称
が
さ

れ
て
い
る
︒

⑦

柿
本
奨
氏
﹁
固
有
名
詞
ら
し
く
︑
誰
と
も
不
明
︒﹂︵﹃
大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
﹄

武
蔵
野
書
院

一
九
八
一
年
︶︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
六
五
頁
頭
注
﹁
未
詳
︒

継
父
で
あ
る
近
衛
の
少
将
︒﹂︵
高
橋
正
治
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

大
和
物
語
﹄
小
学
館

一
九
九
四
年
︶︑
今
井
源
衛
氏
は
﹁
大
和
物
語
評
釈
下
巻
﹂

︵
笠
間
書
院

二
〇
〇
〇
年
︶
に
お
い
て
﹁
忠
文
﹂
の
誤
写
で
は
な
い
か
と
す
る
が
︑

確
実
な
証
拠
に
乏
し
い
と
す
る
︒
本
稿
は
︑
不
明
の
誰
か
を
指
し
た
呼
称
で
あ
る

﹁
継
父
﹂
と
す
る
︒

⑧

中
野
幸
一
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

う
つ
ほ
物
語
一
﹄︵
小
学
館

一
九
九
九
年
︶
二
二
二
頁
頭
注
︒

⑨

｢け
し
う
は
は
べ
ら
ざ
る
べ
し
︒
も
て
離
れ
て
う
と
う
と
し
く
は
べ
れ
ば
︑
世
の

た
と
ひ
に
て
睦
び
は
べ
ら
ず
︒﹂
︵
﹁
帚
木
﹂
︑
一
〇
六
頁
︶
と
︑
光
源
氏
か
ら
空
蝉
の

様
子
を
尋
ね
ら
れ
た
紀
伊
守
は
返
答
す
る
︒

⑩

黒
板
勝
美
編
﹃
新
訂
増
補
国
史
大
系

令
集
解

後
編
﹄︵
吉
川
弘
文
館

二
〇

〇
〇
年
︶

⑪

⑧
に
同
じ
︒

平
安
物
語
の
継
子
い
じ
め
の
連
想
作
用

一
三


