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③「
便
な
き
こ
と
」
と
い
ひ
つ
る
を
も
、
知
ら
ず
顔
に
、

④
馬
に
は
ひ
乗
り
た
る
人
し
て
、
打
ち
た
ゝ
か
す
。

Ⓒ
　
①「
誰
」
な
ど
い
は
す
る
に
は
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ず
さ
わ
い
だ
れ
ば
、
も

て
わ
づ
ら
ひ
、

②
取
り
入
れ
て
、
持
て
騒
ぐ
。

一
文
ご
と
に
丸
囲
み
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
け
、
さ
ら
に
一
文
の
中
を
内
容

に
よ
っ
て
丸
数
字
を
付
け
て
分
け
て
お
い
た
。「
例
の
人
は
、」
と
「
こ
れ
は
、」

は
、
そ
の
対
比
の
構
図
を
後
に
問
題
に
す
る
関
係
上
、
丸
数
字
か
ら
は
外
し
て

お
い
た
。
傍
線
部
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
続
き
も
予
め
引
用
し

て
お
く
が
、
こ
こ
は
纏
め
て
Ⓓ
と
す
る
。
な
お
、
Ⓐ
〜
Ⓓ
全
体
を
、
以
後
、「
当

該
場
面
」
と
呼
ぶ
。

見
れ
ば
、
紙
な
ど
も
例
の
や
う
に
も
あ
ら
ず
、
い
た
ら
ぬ
所
な
し
と
聞
き

は
じ
め
に

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
前
稿

（
１
）

に
引
き
続
き
『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
序
文
直

後
の
兼
家
か
ら
の
求
婚
場
面
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
本
稿
で
検
討
す
る
主
た
る

箇
所
を
、
後
の
論
述
の
都
合
上
記
号
を
付
し
て
示
し
て
お
く
。
（
２
）

Ⓐ
　
①
さ
て
、
あ
は
つ
け
か
り
し
す
き
ご
と
ど
も
の
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、

②
柏
木
の
木
高
き
わ
た
り
よ
り
、か
く
い
は
せ
む
と
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
。

例
の
人
は
、

①
案
内
す
る
た
よ
り
、
も
し
は
、
な
ま
女
な
ど
し
て
、
い
は
す
る
こ
と
こ

そ
あ
れ
、

 

Ⓑ
　
こ
れ
は
、

②
親
と
お
ぼ
し
き
人
に
、
た
は
ぶ
れ
に
も
、
ま
め
や
か
に
も
、
ほ
の
め
か

し
し
に
、 『

蜻
蛉
日
記
』
兼
家
の
求
婚
歌
到
来
の
場
面
・
追
考

︱ 

上
巻
前
半
部
の
「
序
段
」
と
し
て
の
役
割 

︱

堤

　

　

和

　

博
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か
れ
る
と
期
待
し
な
が
ら
、そ
の
期
待
が
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
顚
末
が
描
か
れ
、

結
婚
成
立
以
降
に
展
開
す
る
上
巻
前
半
部
の
内
容
を
象
徴
的
に
先
取
り
し
て
い

る
、
言
わ
ば
上
巻
前
半
部
の
「
序
段
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
、
前
稿
で

考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
を
示
す
の
に
、
前
稿
で
は
Ⓓ
の
兼
家
の
歌
の
前
に
あ
る
「
い
と
ぞ

あ
や
し
き
」
の
解
に
重
点
を
置
い
て
当
該
場
面
の
読
解
を
試
み
た
が
、
本
稿
で

は
、
曖
昧
な
表
現
も
多
く
て
解
釈
の
定
ま
ら
な
い
所
も
多
い
当
該
場
面
の
う
ち

か
ら
特
に
Ⓒ
ノ
②
ま
で
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
前
稿
で
示
し
た

考
え
を
補
強
す
る
試
解
を
提
示
す
る
。そ
れ
は
、当
該
場
面
で
は
道
綱
母
に
と
っ

て
最
も
重
要
で
あ
っ
た
和
歌
（
こ
こ
で
は
求
婚
歌
）
に
焦
点
が
中
て
ら
れ
る
構

文
が
と
ら
れ
て
い
る
と
み
る
試
解
で
あ
る
。
試
解
と
言
っ
て
も
、『
蜻
蛉
日
記
』

に
ど
う
書
か
れ
て
い
る
か
を
最
重
視
し
て
の
客
観
的
な
読
み
取
り
を
目
指
す
の

は
勿
論
で
あ
る
が
、
作
品
の
性
格
上
、
道
綱
母
の
内
面
に
も
同
時
に
迫
る
場
合

も
あ
る
。
ま
た
、
前
稿
に
対
す
る
補
正
も
含
ま
れ
て
く
る
。
前
稿
並
び
に
拙
著

も
併
せ
読
ま
れ
る
こ
と
を
お
願
い
す
る
。

一
、
第
一
文
目
の
役
割
と
求
婚
歌
の
到
来

Ⓐ
ノ
①
は
全
体
の
前
触
れ
の
よ
う
な
一
節
と
み
て
、
最
初
に
Ⓐ
ノ
②
か
ら
取

り
上
げ
る
。こ
こ
で
は
ま
ず
傍
線
部
を
ど
う
解
す
る
か
に
つ
い
て
、特
に「
い
は
」

の
解
を
巡
っ
て
二
つ
あ
る
解
釈
を
確
認
し
て
お
く
。
そ
の
一
つ
は（
道
綱
母
に
）

結
婚
を
承
諾
さ
せ
る
と
解
す
る
説
で
、
も
う
一
つ
は
求
婚
の
意
思
を
伝
え
さ
せ

ふ
る
し
た
る
手
も
、
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
ま
で
悪
し
け
れ
ば
、
い
と
ぞ
あ

や
し
き
。
あ
り
け
る
こ
と
は
、

Ⓓ
　
　
　
音
に
の
み
聞
け
ば
悲
し
な
時
鳥
こ
と
語
ら
は
む
と
思
ふ
心
あ
り（
１
）

と
ば
か
り
ぞ
あ
る
。「
い
か
に
。
返
り
ご
と
は
、
す
べ
く
や
あ
る
」
な
ど
、

さ
だ
む
る
ほ
ど
に
、
古
代
な
る
人
あ
り
て
、「
な
ほ
」
と
、
か
し
こ
ま
り

て
、
書
か
す
れ
ば
、

　
語
ら
は
む
人
な
き
里
に
時
鳥
か
ひ
な
か
る
べ
き
声
な
古
し
そ
（
２
）

前
稿
に
加
え
て
拙
著
（
３
）
で
示
し
た
当
該
場
面
に
対
す
る
考
察
の
う
ち
、
本
稿
の

論
旨
と
関
わ
り
の
深
い
部
分
を
簡
潔
に
纏
め
て
お
け
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

道
綱
母
は
兼
家
と
の
間
に
「
歌
物
語
的
世
界
」
が
構
築
さ
れ
る
の
を
望
ん
で

い
た
と
い
う
篠
塚
純
子
（
４
）

の
指
摘
が
あ
る
。
篠
塚
は
こ
れ
を
具
体
的
に
は
「
夫
と

の
和
歌
の
贈
答
す
な
わ
ち
歌
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
…
…
深
く
心
に

置
い
て
い
た
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
の
驥
尾
に
付
す
形
で
上
巻
前
半

部
を
考
察
し
た
の
が
拙
著
で
あ
る
。
正
統
な
古
今
調
の
修
辞
技
巧
で
彩
ら
れ
た

和
歌
を
遣
り
取
り
す
る
こ
と
で
兼
家
と
の
愛
情
を
確
認
し
た
い
、
そ
れ
も
、
当

時
の
風
習
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
と
し
て
兼
家
の
贈
歌
で
始
ま
る
贈
答
歌
の
成

立
で
愛
情
確
認
を
し
た
い
と
い
う
道
綱
母
の
願
い
と
、
そ
ん
な
願
い
は
結
婚
成

立
後
は
成
就
す
る
こ
と
な
く
崩
壊
に
向
か
っ
て
い
く
有
様
が
上
巻
前
半
部
に
は

描
か
れ
て
い
る
と
読
み
取
っ
た
。
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
当
該
場
面
を
分
析
す

る
と
、
こ
れ
か
ら
求
婚
歌
を
巡
っ
て
兼
家
と
の
間
に
「
歌
物
語
的
世
界
」
が
築
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れ
目
な
く
直
結
し
て
続
い
て
い
る
の
で
、
広
く
と
れ
ば
、
当
該
場
面
の
最
後
ま

で
（
Ⓓ
ま
で
）
を
も
含
む
と
見
做
し
て
よ
い
と
考
え
る
。

ま
ず
Ⓐ
ノ
②
の
先
取
り
す
る
内
容
が
直
ぐ
後
の
Ⓑ
ノ
②
ま
で
、
即
ち
次
の
文

の
途
中
ま
で
に
限
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
倫
寧
出
京
の
場
面
と
比
べ
て
も
不
自

然
だ
。
加
え
て
、
Ⓐ
ノ
①
を
わ
ざ
わ
ざ
「
さ
て
、
あ
は
つ
け
か
り
し
…
…
」
と

過
去
の
恋
愛
沙
汰
に
言
及
し
て
始
め
て
お
い
て
、
そ
の
流
れ
を
一
旦
Ⓑ
ノ
②
で

切
っ
て
し
ま
う
の
も
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
Ⓐ
ノ
②
は
Ⓑ
ノ
④
ま
で
を
先
取
り
し
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る
。
そ

の
Ⓑ
ノ
④
は
騎
馬
の
武
官
（
７
）
が
来
訪
し
た
様
子
の
描
写
で
あ
る
が
、
直
後
の
Ⓒ
以

下
の
内
容
と
の
繋
が
り
か
ら
し
て
、
要
は
本
人
の
許
に
求
婚
の
手
紙
を
届
け
て

来
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
同
時
に
、
先
述
の
通
り
、
Ⓐ
ノ

②
の
先
取
り
す
る
内
容
は
、
騎
馬
の
武
官
が
届
け
て
き
た
手
紙
に
纏
わ
る
顚
末

を
描
く
Ⓒ
Ⓓ
を
も
含
む
と
み
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
曖
昧
な
Ⓐ
ノ
②
傍
線
部
の
意
味
に
つ
い
て
再
考
す
る

と
、
求
婚
の
意
思
を
伝
え
る
と
言
っ
て
も
、
Ⓑ
ノ
④
と
同
じ
く
、
仲
介
を
置
い

て
本
人
に
求
婚
し
て
く
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
こ

と
か
ら
し
た
ら
、
Ⓐ
ノ
②
傍
線
部
あ
た
り
を
「
次
の
よ
う
に
使
い
に
い
わ
せ
よ

う
と
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
っ
た
」と
、お
そ
ら
く
Ⓑ
ノ
④
を
意
識
し
て
「
使

い
に
」
を
加
え
て
訳
し
て
い
る
「
ほ
る
ぷ
」
の
訳
は
適
切
な
も
の
と
言
え
る
。

さ
て
、
Ⓒ
と
の
繋
が
り
か
ら
騎
馬
の
武
官
が
手
紙
を
持
っ
て
来
た
こ
と
を
実

質
的
に
は
指
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
Ⓑ
ノ
④
だ
が
、
拙
著
な
ど
で
確
認
で
き
た

る
と
解
す
る
説
で
あ
る
。
前
者
は
「
講
義
」な
ど
に
見
え
る
か
な
り
古
い
説
で
、

「
い
は
」
に
関
し
て
「
全
注
釈
」
が
『
後
撰
和
歌
集
』
の
詞
書
と
『
う
つ
ほ
物
語
』

か
ら
用
例
を
引
き
な
が
ら
「
か
か
る
「
い
ふ
」
は
結
婚
を
申
し
込
む
こ
と
」
と

指
摘
し
た
こ
と
も
あ
り
、現
在
で
は
後
者
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

「
か
く
」
に
つ
い
て
も
、「
そ
の
伝
え
さ
せ
る
意
向
の
具
体
的
内
容
を
省
略
し
た

言
い
方
。
省
略
し
て
も
求
婚
と
だ
け
は
読
者
に
す
ぐ
わ
か
る
。」
と
言
う
「
全

注
釈
」
の
説
明
に
従
っ
て
よ
い
。

さ
ら
に
Ⓐ
ノ
②
に
つ
い
て
は
、
そ
の
書
き
方
か
ら
し
て
、「
以
下
の
記
事
内

容
を
先
取
り
し
た
表
現
」
（
５
）

だ
と
み
ら
れ
る
点
が
重
要
だ
と
私
は
考
え
る
。
周
知

の
通
り
こ
の
よ
う
な
書
き
方
は
物
語
に
よ
く
あ
る
も
の
だ
が
、『
蜻
蛉
日
記
』

上
巻
の
中
か
ら
類
似
例
を
探
す
と
、
陸
奥
に
赴
任
す
る
倫
寧
と
の
離
別
の
場
面

で
「
…
…
わ
が
頼
も
し
き
人
、
み
ち
の
く
に
へ
出
で
立
ち
ぬ
。」
と
書
い
て
か

ら
そ
の
顚
末
の
詳
述
に
移
る
所
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
６
）つ
ま
り
、「
わ
が
頼
も
し
き
人
」

が
「
柏
木
の
木
高
き
わ
た
り
よ
り
」に
あ
た
り
、「
み
ち
の
く
に
へ
出
で
立
ち
ぬ
」

が
「
か
く
い
は
せ
む
と
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
」
に
あ
た
る
と
見
做
せ
る
。
た
だ

違
う
の
は
、「
み
ち
の
く
に
へ
出
で
立
ち
ぬ
」
が
具
体
的
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、

「
か
く
い
は
せ
む
と
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
」
は
曖
昧
な
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

で
は
、Ⓐ
ノ
②
が
先
取
り
し
て
い
る
記
事
内
容
は
ど
こ
ま
で
な
の
だ
ろ
う
か
。

考
え
ら
れ
る
の
は
、
Ⓑ
ノ
②
ま
で
か
、
Ⓑ
ノ
④
ま
で
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
Ⓑ
ノ
④
ま
で
で
あ
る
な
ら
ば
、
Ⓒ
Ⓓ
の
内
容
は
Ⓑ
ノ
④
の
内
容
に
切
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め
て
い
る
の
で
あ
る

（
９
）

。
こ
の
点
か
ら
も
、
Ⓐ
ノ
②
は
求
婚
歌
に
最
も
強
い
関
心

を
置
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
の
求
婚
歌
が
到
来
し
た
様
子
と
そ
の
後
を
描

く
Ⓐ
ノ
④
か
ら
Ⓒ
Ⓓ
を
先
取
り
す
る
表
現
だ
と
判
断
で
き
る
。
道
綱
母
に
と
っ

て
の
求
婚
方
法
と
は
、
ど
ん
な
求
婚
歌
が
ど
ん
な
方
法
で
自
分
に
も
た
ら
さ
れ

る
か
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
該
場
面
は
、
兼
家
の
求
婚
場
面
と
言
う

よ
り
も
、
求
婚
歌
が
到
来
す
る
場
面
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

二
、「
例
の
人
」
の
方
法
と
騎
馬
の
武
官
の
来
訪

以
上
の
よ
う
に
読
み
取
っ
て
く
る
と
、
Ⓑ
ノ
①
〜
③
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か

が
当
然
課
題
と
な
る
。

ま
ず
は
Ⓑ
ノ
①
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
は
Ⓑ
ノ
④
と
対
比
す
る
た
め
に
置
か

れ
て
い
る
と
み
る
。
Ⓑ
ノ
①
の
中
の
傍
線
部
は
Ⓐ
ノ
②
の
傍
線
部
と
類
似
し
た

表
現
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
近
接
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
意
味
す
る
内
容
は
同

じ
か
同
じ
に
近
い
に
相
違
な
い
。
Ⓐ
ノ
②
の
傍
線
部
は
仲
介
を
置
い
て
本
人
に

求
婚
歌
を
届
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
先
程
確
認
し
た
。
よ
っ
て
、
仲
介

の
存
在
に
し
か
触
れ
て
い
な
い
Ⓑ
ノ
①
の
「
例
の
人
」）

10
（

の
求
婚
方
法
も
、
本
人

に
対
し
て
求
婚
歌
を
届
け
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
そ
こ
で
、「
案

内
す
る
た
よ
り
」「
な
ま
女
な
ど
」
を
ま
と
も
な
乃
至
は
最
低
限
ま
と
も
な
仲

介
、
騎
馬
の
武
官
を
ま
と
も
で
な
い
仲
介
と
み
れ
ば
、
こ
の
対
比
の
構
図
が
明

確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
人
に
求
婚
歌
を
届
け
る
の
に
、「
例
の
人
」
は
ま
と

も
な
仲
介
を
置
く
の
に
、
兼
家
は
異
様
な
仲
介
で
済
ま
せ
て
き
た
と
い
う
対
比

和
歌
を
重
視
す
る
道
綱
母
の
思
い
や
、
ま
た
、
実
際
問
題
と
し
て
手
紙
に
は
求

婚
歌
（
１
番
歌
）
し
か
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
手
紙
と
言
っ

て
も
最
も
重
要
な
の
は
求
婚
歌
で
あ
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
を
強
調

し
て
お
き
た
い
。
当
該
場
面
全
体
を
見
渡
し
て
最
も
重
要
な
内
容
（
求
婚
歌
と

そ
の
返
歌
に
密
接
に
関
わ
る
事
柄
）を
描
く
の
は
Ⓒ
Ⓓ
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
、

そ
の
中
で
も
求
婚
歌
そ
の
も
の
を
最
重
要
視
す
る
形
で
求
婚
の
顚
末
が
描
写
さ

れ
て
い
る
可
能
性
を
前
稿
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
。
Ⓐ
ノ
②
の
先
取
り
す
る
内

容
に
Ⓒ
Ⓓ
も
含
ま
れ
る
と
先
程
指
摘
し
た
所
以
で
あ
る
。
Ⓒ
Ⓓ
が
含
ま
れ
る
と

い
う
よ
り
、
む
し
ろ
Ⓐ
ノ
②
は
兼
家
の
求
婚
歌
が
開
封
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
そ
れ

以
降
を
描
く
Ⓒ
Ⓓ
を
重
点
的
に
意
識
し
て
い
る
と
見
做
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
読
み
か
ら
す
る
と
、
Ⓐ
ノ
②
の
「
柏
木
の
木
高
き
わ
た
り
」
に

対
す
る
増
田
繁
夫
の
次
の
指
摘（
８
）

は
重
要
と
な
る
。

「
柏
木
」
は
兵
衛
府
の
武
官
た
ち
の
し
ゃ
れ
た
呼
び
名
で
、
兼
家
を
さ
す
。

そ
れ
を
「
木
高
き
」
と
い
っ
た
の
は
、
兼
家
が
権
門
の
御
曹
司
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
と
の
兼
家
の
求
婚
の
歌
が
郭
公
で
仕
立
て
ら

れ
て
い
る
の
で
、
兼
家
を
高
い
梢

こ
ず
え

に
い
る
ほ
と
と
ぎ
す
に
見
立
て
た
の
で

あ
る
。（
傍
線
は
、
引
用
者
）

傍
線
部
以
外
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
事
柄
の
指
摘
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ

れ
る
の
は
定
説
を
踏
ま
え
た
傍
線
部
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
に
よ
る
と
、

当
該
場
面
で
は
、
Ⓐ
ノ
①
で
過
去
の
「
す
き
ご
と
」
に
一
言
触
れ
た
後
に
、
Ⓐ

ノ
②
で
は
早
速
に
兼
家
の
求
婚
歌
（
１
番
歌
）
を
意
識
し
た
叙
述
が
な
さ
れ
始
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騎
馬
の
武
官
が
使
者
と
さ
れ
た
件
に
道
綱
母
が
不
満
で
あ
っ
た
こ
と
を
続
く
Ⓒ

ノ
①
の
叙
述
と
の
関
連
性
か
ら
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
一
旦

Ⓒ
ノ
①
に
移
る
。

Ⓒ
ノ
①
の
中
に
も
、「
さ
わ
い
だ
れ
ば
」
は
誰
の
様
子
で
あ
る
の
か
と
い
う

解
釈
上
の
問
題
が
あ
る
。
一
つ
は
道
綱
母
の
侍
女
達
が
騒
い
だ
と
と
る
説
で
あ

る
。
こ
の
説
に
つ
い
て
前
か
ら
の
続
き
を
考
え
る
と
、「
再
三
話
が
あ
つ
た
り

し
て
、
も
う
兼
家
の
使
者
で
あ
る
こ
と
は
分
り
す
ぎ
て
ゐ
」
て
、「
今
を
時
め

く
師
輔
公
の
御
曹
子
よ
り
の
求
婚
文
第
一
号
だ
と
い
う
の
で
一
家
が
色
め
く
の

で
あ
る
」）

14
（

と
説
明
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
騎
馬
の
使
者
達
が
騒
い
だ
と
と
る
説

で
あ
る
。
こ
の
説
で
は
前
か
ら
の
続
き
は
、「「
ど
な
た
さ
ま
か
ら
」
と
応
対
さ

せ
る
ま
で
も
な
い
く
ら
い
、
あ
ま
り
に
は
っ
き
り
と
」「
使
者
が
来
意
を
告
げ

た
り
、
そ
の
供
人
が
ざ
わ
め
い
た
り
し
た
」）

15
（

と
説
明
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、道
綱
母
に
ど
ん
な
方
法
で
求
婚
歌
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
の
方
法
は
道
綱
母
の
記
憶
に
強
く
刻
ま
れ
た
に
違
い
な
か
ろ
う
が
、
特
に
騎

馬
の
武
官
を
介
し
て
で
あ
っ
た
の
が
強
烈
に
印
象
に
残
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
道
綱
母
の
家
（
正
確
に
は
道
綱
母
の
母
の
家
）
が
騎
馬
の
武
官
の

訪
問
を
受
け
る
こ
と
自
体
が
普
通
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
誰
が
騒
い

だ
の
か
を
考
え
る
に
は
、そ
ん
な
こ
と
も
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

そ
こ
で
、「
さ
わ
い
だ
れ
ば
」
を
侍
女
達
が
色
め
い
て
騒
い
だ
と
と
れ
ば
、

こ
の
あ
た
り
の
記
述
を
見
て
も
使
者
が
騎
馬
の
武
官
で
あ
る
点
に
道
綱
母
側
で

は
驚
か
な
か
っ
た
が
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
わ
ざ
わ
ざ
「
馬
に
は
ひ
乗
り

な
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
対
比
の
た
め
に
Ⓑ
ノ
①
は
置
か
れ
て
）
11
（

い
る
な
ら
ば
、
こ
の
対
比

か
ら
は
、
ま
と
も
で
な
い
仲
介
を
寄
こ
し
て
自
分
に
求
婚
歌
を
届
け
て
き
た
こ

と
へ
の
不
満
も
読
み
取
れ
る
。
こ
の
不
満
は
Ⓑ
ノ
④
の
書
き
方
だ
け
か
ら
で
も

充
分
に
読
み
取
れ
る
と
思
う
が
、
Ⓑ
ノ
①
と
④
の
対
比
は
、
そ
の
不
満
を
一
層

浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
に
な
る
。

こ
れ
と
同
様
の
見
解
が
、
工
藤
重
矩（

12
）に

よ
っ
て
既
に
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
文
脈
は
「
例
の
人
は
…
、
こ
れ
は
馬
に
は
ひ
乗
り
た
る
人
し
て
打
ち

叩
か
す
」
と
い
う
文
脈
で
あ
ろ
う
。
道
綱
母
は
、
兼
家
が
親
に
仄
め
か
し

た
こ
と
を
不
満
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
文
章
に
依
る
か
ぎ
り
、

不
満
は
馬
に
這
い
乗
っ
た
男
に
門
を
打
ち
叩
か
せ
る
よ
う
な
文
の
よ
こ
し

0

0

0

0

0

方0

に
対
し
て
で
あ
ろ
う
。（
傍
点
は
、
引
用
者
）

傍
点
部
を
「
求
婚
歌
の
よ
こ
し
方
」
に
変
え
れ
ば
、私
の
考
え
と
同
じ
に
な
る
。

し
か
し
工
藤
の
見
解
は
、「
こ
の
文
脈
」
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討
を
経
て

い
な
い
の
が
残
念
で
、
森
田
兼
吉）

13
（

に
よ
っ
て
、「「
こ
れ
は
」
に
直
結
す
る
部
分

を
飛
ば
す
の
は
あ
ま
り
に
も
不
自
然
」
と
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
Ⓐ
ノ

②
と
の
関
連
な
ど
、
文
脈
・
構
文
を
分
析
し
な
が
ら
、
妥
当
性
を
考
え
て
み
た
。

ち
な
み
に
、
Ⓑ
ノ
②
の
直
前
「
こ
れ
は
」
が
ど
こ
に
か
か
る
か
と
い
う
と
、
工

藤
の
発
言
の
中
に
も
あ
る
通
り
、
当
然
「
打
ち
た
ゝ
か
す
」
に
か
か
る
こ
と
に

な
り
、
こ
の
点
は
「
全
注
釈
」
が
指
摘
し
て
い
る
。

さ
て
、
Ⓑ
ノ
①
と
④
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
蓋
然
性
を
高
め
る
た
め
、
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対
す
る
侍
女
達
の
驚
き
も
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
驚
き
の
由
来
を
「
掠
奪

婚
の
名
残
を
思
わ
せ
る
強
引
さ
」
と
言
う
の
は
譬
え
で
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思

う
が
、
そ
う
す
る
と
、
道
綱
母
や
侍
女
達
が
受
け
た
「
シ
ョ
ッ
ク
」
は
、
な
る

ほ
ど
そ
れ
程
ま
で
に
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
も
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
「
全
講
」
の
解
釈
が
当
を
得
て
い
る
に
し
て
も
、
求
婚
の

使
者
が
騎
馬
の
武
官
で
あ
っ
た
こ
と
に
道
綱
母
は
驚
き
戸
惑
っ
た
こ
と
が
、
Ⓒ

ノ
①
の
描
写
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
は
違
い
な
い
。
こ
の
読
み
取
り

に
Ⓑ
ノ
①
と
Ⓑ
ノ
④
の
対
比
の
構
図
を
加
味
す
る
と
、
武
骨
な
武
官
が
求
婚
歌

を
届
け
て
き
た
こ
と
へ
の
驚
き
と
失
望
が
Ⓑ
ノ
④
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
さ
ら

に
使
者
の
武
骨
さ
が
描
か
れ
る
Ⓒ
ノ
①
に
続
い
て
い
く
と
見
て
取
れ
よ
う
。

三
、
物
語
世
界
に
対
す
る
憧
れ
と

　
　
　
　
　
　
騎
馬
の
武
官
来
訪
へ
の
不
満

で
あ
る
な
ら
ば
、
Ⓑ
ノ
④
に
つ
い
て
み
る
と
、
後
の
内
容
を
先
取
り
す
る
Ⓐ

ノ
②
と
の
関
連
か
ら
す
る
と
求
婚
歌
に
収
斂
し
て
い
く
役
目
を
担
い
な
が
ら
、

同
時
に
、
Ⓑ
ノ
①
が
対
比
の
た
め
に
置
か
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
求
婚
歌
が

も
た
ら
さ
れ
た
方
法
に
対
す
る
不
満
が
浮
き
彫
り
に
な
る
記
述
で
あ
る
と
も
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
面
性
が
新
た
な
問
題
と
な
っ
て
き
た
。

こ
の
Ⓑ
ノ
④
の
二
面
性
を
説
明
す
る
に
は
、
こ
こ
ま
で
最
重
要
視
し
て
き
た

道
綱
母
の
求
婚
歌
へ
の
思
い
入
れ
に
加
え
て
、
道
綱
母
が
拘
っ
て
い
た
も
う
一

つ
の
要
素
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
即
ち
道
綱
母
の
物
語
世
界

た
る
人
し
て
、
打
ち
た
ゝ
か
す
」
と
言
っ
て
「「
誰
」
な
ど
い
は
す
る
に
は
、

…
…
」
と
続
け
る
所
に
、
有
機
的
な
繋
が
り
が
見
出
せ
な
い
。
ま
た
、
侍
女
達

が
色
め
い
て
騒
い
だ
の
を
描
写
す
る
の
は
、
Ⓒ
ノ
②
の
「
取
り
入
れ
て
、
持
て

騒
ぐ
」
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
こ
こ
は
、
騎
馬
の
武
官
の
来
訪
に
道
綱
母
側
で
驚

い
て
慌
て
て
誰
何
す
る
と
こ
ろ
だ
が
（
普
通
の
使
者
な
ら
兼
家
か
ら
だ
と
推
測

で
き
た
だ
ろ
う
が
）、
そ
の
必
要
も
無
い
く
ら
い
使
者
が
大
声
で
名
乗
り
を
上

げ
た
り
し
た
と
い
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
読
み
取
る
べ
き
だ
。
そ
う
す
る

と
、
Ⓑ
ノ
④
で
の
使
者
の
武
骨
さ
と
も
繋
が
っ
て
く
る
。
ま
た
何
よ
り
も
、「
全

注
釈
」
の
「
下
の
「
も
て
わ
づ
ら
ひ
」
云
々
は
作
者
の
家
の
者
の
こ
と
で
、
そ

れ
を
招
き
起
し
た
の
が
、
こ
の
「
さ
わ
い
だ
れ
ば
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
使

者
の
こ
と
と
取
ら
な
く
て
は
な
る
ま
い
。」
と
い
う
説
明）

16
（

が
、
当
を
得
て
い
る

と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
、「
さ
わ
い
だ
れ
ば
」
は
騎
馬
の
武
官
の
騒
ぎ
だ
と
解
す
る
の

が
最
も
妥
当
で
あ
り
、
そ
れ
を
結
論
と
し
た
い
。
だ
が
、「
全
講
」
の
次
の
解

釈
は
否
定
し
き
れ
な
い
と
も
思
う
。

父
を
通
し
て
、
作
者
や
侍
女
た
ち
に
は
、
既
に
兼
家
求
婚
の
こ
と
は
知
ら

さ
れ
て
い
た
が
、「
馬
に
は
ひ
の
り
た
る
人
」
と
い
う
よ
う
な
、
異
例
の

使
者
だ
か
ら
、
作
者
の
周
囲
の
者
が
騒
い
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
、
処
置
に
困
っ
た
の
で

あ
る
。
掠
奪
婚
の
名
残
を
思
わ
せ
る
強
引
さ
が
、
作
者
と
そ
の
周
囲
に

シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
と
見
ら
れ
る
。（
傍
点
は
、
引
用
者
）

傍
点
の
よ
う
に
は
解
し
て
い
る
が
、
こ
の
説
明
だ
と
騎
馬
の
武
官
の
来
訪
に
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と
次
の
通
り
に
な
る
。
正
統
な
古
今
調
の
和
歌
が
求
婚
歌
と
し
て
贈
ら
れ
て
く

る
こ
と
と
と
も
に
、
そ
れ
が
物
語
に
あ
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
方
法
で
贈
ら
れ

て
く
る
こ
と
を
道
綱
母
は
夢
見
て
い
た
。
が
、二
つ
の
期
待
と
も
に
裏
切
ら
れ
、

前
者
に
対
す
る
不
満
が
求
婚
歌
に
焦
点
が
中
る
当
該
場
面
の
構
文
（
Ⓐ
ノ
②
と

Ⓑ
ノ
④
及
び
Ⓒ
Ⓓ
の
関
係
）
を
生
ん
だ
。
同
時
に
、
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
く
う

ち
に
後
者
に
対
す
る
不
満
が
浮
き
彫
り
に
な
る
書
き
方（
Ⓑ
ノ
①
と
④
の
対
比
）

が
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
物
語
世
界
に
対
す
る
憧
れ
と
父
親
へ
の
結
婚
申
し
入
れ

『
蜻
蛉
日
記
』
本
文
の
主
と
し
て
構
文
を
問
題
に
し
て
考
察
し
て
い
く
中
で
、

道
綱
母
の
物
語
世
界
に
対
す
る
憧
れ
の
問
題
も
重
要
に
な
っ
て
き
た
。
こ
こ
で

次
に
進
む
に
あ
た
っ
て
、第
一
節
か
ら
の
論
の
流
れ
を
簡
潔
に
整
理
し
て
お
く
。

第
一
節
で
Ⓐ
ノ
②
の
書
き
方
か
ら
Ⓐ
ノ
②
と
Ⓑ
ノ
④
と
の
関
係
性
を
指
摘
し
て

求
婚
歌
に
焦
点
が
中
っ
て
い
く
構
文
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
。
そ
し
て
第
二

節
で
間
の
Ⓑ
ノ
①
〜
③
の
位
置
づ
け
を
考
え
始
め
た
。
そ
の
う
ち
Ⓑ
ノ
①
は
④

と
の
対
比
の
た
め
に
置
か
れ
て
い
る
と
み
た
。
す
る
と
求
婚
方
法
（
求
婚
歌
が

も
た
ら
さ
れ
る
方
法
）
へ
の
不
満
も
同
時
に
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
の
が
分

か
っ
た
。
よ
っ
て
、
Ⓑ
ノ
④
に
は
求
婚
歌
と
求
婚
方
法
に
対
す
る
思
い
が
籠
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
第
三
節
で
道
綱
母
の
物
語
に
対
す
る
憧

れ
に
も
着
目
し
て
こ
の
二
面
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

そ
れ
で
、
本
節
で
は
問
題
を
Ⓐ
ノ
②
と
Ⓑ
ノ
④
の
間
に
関
係
性
を
み
る
件
に

に
対
す
る
憧
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
稿
に
お
い
て
、
神
野
藤
昭
夫
論）

17
（

並
び
に

秋
山
虔
論）

18
（

を
引
き
な
が
ら
、
さ
ら
に
は
上
巻
序
文
に
分
析
を
加
え
な
が
ら
確
認

し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
前
稿
を
受
け
れ
ば
、
序
文
に
続
く
当
該
場

面
に
籠
め
ら
れ
た
失
望
を
検
討
す
る
際
に
は
、
道
綱
母
の
若
き
日
の
物
語
世
界

に
対
す
る
憧
れ
と
そ
の
憧
れ
が
序
文
執
筆
時
点
ま
で
に
潰
え
去
っ
た
と
い
う
側

面
を
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
Ⓑ
ノ
④
と
対
比
さ
れ
て
い
る
Ⓑ
ノ
①
を
、
森
田
兼
吉
の
言
葉
を
借
り

て
振
り
返
る
と
、
端
的
に
は
次
の
よ
う
に
言
え
る
と
思
う
。

例
の
人
の
求
婚
と
し
て
作
者
が
考
え
て
い
た
の
は
、
少
な
く
と
も
「
な
ま

女
な
ど
し
て
い
は
す
る
」
と
い
う
あ
た
り
、
物
語
世
界
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
っ
た
。（
傍
線
は
、
引
用
者
）

こ
の
引
用
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
森
田
も
「
例
の
人
」
の
方
法
を
本
人
に
対

す
る
求
婚
と
考
え
て
い
る
の
で
、
最
低
限
ま
と
も
な
仲
介
を
置
い
て
自
分
に
求

婚
し
て
く
る
傍
線
部
の
よ
う
な
求
婚
を
当
時
の
道
綱
母
は
夢
見
て
い
て
、
同
時

に
そ
れ
を
「
例
の
人
」
の
方
法
と
見
做
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⓑ
ノ
①
と
④
と
の
対
比
は
、
物
語
を
読
ん
で
Ⓑ
ノ
①
の
求
婚
方
法
を
夢
見
て

い
た
期
待
が
裏
切
ら
れ
た）

19
（

と
い
う
不
満
が
浮
き
彫
り
に
な
る
構
文
で
あ
っ
た
の

だ
。
し
か
し
、
こ
こ
で
和
歌
・
求
婚
歌
が
道
綱
母
に
と
っ
て
最
重
要
で
あ
っ
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ず
、
第
一
節
末
で
述
べ
た
通
り
、
道
綱
母
に
と
っ
て
求

婚
方
法
と
は
ど
ん
な
求
婚
歌
が
ど
ん
な
方
法
で
自
分
に
も
た
ら
さ
れ
る
か
を
意

味
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
い
。
そ
の
上
で
言
い
た
い
と
こ
ろ
纏
め
る
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は
求
婚
歌
は
託
さ
れ
な
か
っ
た
点
は
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
騎
馬
の
武

官
が
届
け
て
き
た
１
番
歌
が
最
初
の
求
婚
歌
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
焦
点

が
中
る
記
述
を
目
指
す
の
は
、
道
綱
母
に
し
た
ら
当
然
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
焦
点
は
Ⓑ
ノ
④
に
あ
り
、
重
大
な
事
柄
で
あ
っ
た
筈
の

Ⓑ
ノ
②
は
④
の
前
段
階
の
説
明
に
な
り
、
③
が
②
と
④
を
繋
ぐ
役
割
を
担
う
構

文
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
焦
点
を
際
立
た
せ
る
と
い
う
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
最
初
に
父
親
に
結
婚
申
し
込
み
が
あ
っ
た
件
は
省
筆
し
た
方
が
よ

り
焦
点
が
際
立
つ
構
文
と
な
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、

父
親
へ
の
求
婚
は
自
分
の
夢
を
破
る
こ
と
に
繋
が
る
の
は
確
か
で
、
道
綱
母
は

完
全
に
省
筆
し
て
し
ま
う
気
に
も
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
、
父

親
へ
の
申
し
入
れ
に
も
触
れ
な
が
ら
、
焦
点
が
そ
こ
に
は
中
ら
な
い
構
文
が
生

ま
れ
た
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
え
は
、
当
該
場
面
は
贈
答
歌
を
交
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
兼
家
と
愛

情
確
認
が
な
さ
れ
る
こ
と
（「
は
じ
め
に
」
で
も
言
及
し
た
篠
塚
論
の
言
葉
を
借

り
て
言
え
ば
「
歌
物
語
的
世
界
」
の
構
築
）
へ
の
期
待
と
そ
の
期
待
が
裏
切
ら

れ
て
い
く
様
が
描
か
れ
る
上
巻
前
半
部
の
「
序
段
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る

と
の
読
み
と
合
致
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
そ
の
点
を
説
明
し
て
お
く
。

ま
ず
Ⓐ
ノ
②
で
は
こ
れ
か
ら
述
べ
る
内
容
を
先
取
り
す
る
表
現
が
わ
ざ
わ
ざ

な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
先
取
り
す
る
内
容
と
は
、
厳
密
に
は
Ⓑ
ノ
④
の
騎
馬
の

武
官
を
介
し
て
自
分
に
求
婚
歌
が
も
た
ら
さ
れ
た
所
ま
で
で
あ
る
が
、
Ⓒ
に
引

戻
し
て
、
残
っ
た
Ⓑ
ノ
②
と
③
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
、
説
明
を
付
け
て
お

き
た
い
。

ま
ず
は
構
文
に
着
目
す
れ
ば
結
論
が
出
せ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
Ⓐ
ノ
②

か
ら
の
流
れ
か
ら
し
て
叙
述
の
焦
点
は
あ
く
ま
で
Ⓑ
ノ
④
か
ら
Ⓒ
Ⓓ
即
ち
求
婚

歌
に
あ
る
構
文
が
取
ら
れ
た
中
で
、
Ⓑ
ノ
②
は
④
に
至
る
前
段
階
を
説
明
し
た

も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
③
は
と
い
う
と
、
前
段
階
の
②
と
当

該
場
面
の
最
も
重
要
な
内
容
を
描
く
Ⓒ
Ⓓ
に
直
結
す
る
④
を
繋
ぐ
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
見
做
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
構
文
に
着
目
し
て
導
き
出
し
た
結
論
が
妥
当
で
あ
る
か
、
道
綱

母
の
内
面
に
踏
み
込
ん
で
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
貴
族

の
結
婚
が
儀
式
婚
と
恋
愛
婚
に
分
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
兼
家
は
最
初
倫
寧
に

申
し
入
れ
て
い
る
か
ら
に
は
儀
式
婚
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
物
語
世
界
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
」
求
婚
法
は
恋
愛
婚
の
そ
れ
に
な
る

か
ら
、
父
親
へ
の
申
し
入
れ
も
道
綱
母
の
夢
を
破
る
重
大
な
事
柄
で
あ
っ
た
筈

で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
Ⓑ
ノ
②
③
に
も
道
綱
母
は
強
い
拘
り
を
抱
い
た
と

想
定
さ
れ
る
。
な
ら
ば
、
Ⓑ
ノ
②
③
が
④
の
前
段
階
の
説
明
乃
至
繋
ぎ
だ
と
す

れ
ば
、
扱
い
が
軽
す
ぎ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
拙
著
な
ど

で
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
道
綱
母
は
特
異
で
あ
っ
た
点
を
こ
こ
で
も
強
調
し
て

お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
正
統
な
古
今
調
の
求
婚
歌
の
到
来
に
と
に
か
く
最
大
の

拘
り
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
父
親
に

対
す
る
結
婚
申
し
入
れ
が
如
何
に
重
大
事
で
ま
た
不
満
で
あ
っ
て
も
、
父
親
に
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五
、
通
説
の
検
討

次
に
Ⓑ
ノ
①
と
②
が
対
比
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
が
あ
り
、
こ
の
見
方
に

つ
い
て
い
る
論
考
が
多
数
を
占
て
い
る
の
で
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
す

る
と
、
森
田
兼
吉
が
文
脈
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で

も
森
田
論
を
引
い
て
お
き
た
い
。
森
田
は
、
兼
家
の
求
婚
方
法
に
対
す
る
道
綱

母
の
「
不
満
」
を
次
の
三
点
に
要
約
す
る
。

一
、「
例
の
人
は
、
案
内
す
る
た
よ
り
、
も
し
は
な
ま
女
な
ど
し
て
」
求

婚
の
意
を
伝
え
さ
せ
る
の
に
、
兼
家
は
直
接
「
た
は
ぶ
れ
に
も
ま
め
や

か
に
も
」
父
倫
寧
に
伝
え
た
こ
と
。

二
、「
び
な
き
こ
と
と
い
ひ
つ
る
を
も
知
ら
ず
顔
に
」
馬
に
乗
っ
た
人
を

使
と
し
て
、
門
を
た
た
か
せ
た
こ
と
。

三
、「
紙
な
ど
も
例
の
や
う
に
も
あ
ら
ず
」、
筆
跡
も
「
あ
ら
じ
と
お
ぼ

ゆ
る
ま
で
」
よ
く
な
か
っ
た
こ
と
。

「
一
」
の
纏
め
方
か
ら
し
て
、
Ⓑ
ノ
①
と
対
比
さ
れ
て
い
る
の
は
Ⓑ
ノ
②
に
な

る
と
の
考
え
だ
。
そ
し
て
森
田
は
、
私
同
様
Ⓑ
ノ
①
で
は
仲
介
を
置
い
て
本
人

に
求
婚
さ
れ
た
点
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
Ⓑ
ノ
②
で
は
仲
介
な
し

で
直
接
父
親
に
求
婚
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
点
が
対
比
的
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る

と
説
明
し
つ
つ
、「
こ
れ
ら
の
中
で
不
満
の
根
幹
を
な
す
の
は
一
で
あ
ろ
う
」

と
言
う
。

Ⓑ
ノ
①
と
②
が
対
比
さ
れ
て
い
る
と
と
る
の
は
、
連
続
し
て
い
る
二
つ
の
記

き
続
く
Ⓓ
で
記
さ
れ
る
料
紙
も
筆
蹟
も
酷
い
も
の
だ
っ
た
（「
紙
な
ど
も
例
の

や
う
に
も
あ
ら
ず
、
い
た
ら
ぬ
所
な
し
と
聞
き
ふ
る
し
た
る
手
も
、
あ
ら
じ
と

お
ぼ
ゆ
る
ま
で
悪
し
け
れ
ば
」）
と
い
う
内
容
や
、さ
ら
に
は
求
婚
歌
（
１
番
歌
）

に
対
す
る
不
満
）
20
（

ま
で
も
道
綱
母
の
意
識
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
る
と
見
做
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
結
局
当
該
場
面
は
「
物
語
世
界
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
」
方
法
で
理
想
的
な
求
婚
歌
が
到
来
す
る
の
を
夢
見
て
い
た
道
綱

母
の
不
満
を
中
心
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
り
、
そ
れ
は
上
巻
前
半
部
の

内
容
、
特
に
結
婚
成
立
後
の
和
歌
の
力
に
縋
れ
な
い
よ
う
な
内
容
を
象
徴
し
て

い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
で
、
和
歌
が
届
け
ら
れ
な
い
Ⓑ
ノ
②
③

は
前
段
階
の
説
明
乃
至
繋
ぎ
の
位
置
づ
け
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
論
じ
て
く
る
と
、
前
稿
の
注（
17
）
で
示
し
た
『
一
条
摂
政
御
集
』

と
の
比
較
か
ら
出
て
き
た
予
想
に
修
正
を
加
え
る
必
要
が
出
て
き
た
。
注（
17
）

で
要
は
、『
一
条
摂
政
御
集
』
冒
頭
の
八
つ
の
段
か
ら
成
る
歌
物
語
的
部
分
の

一
段
目
は
八
つ
の
段
で
描
か
れ
る
テ
ー
マ
を
冒
頭
で
提
示
す
る
序
文
・
序
段
の

役
割
を
担
っ
て
い
て
、）

21
（

当
該
場
面
が
上
巻
前
半
部
の
序
段
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
の
と
似
た
様
相
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
着
目
し
、
相
違
点
と
し
て
、
伊

尹
は
意
識
し
て
成
し
た
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
道
綱
母
は
意
識
し
て
当
該

場
面
に
序
段
の
役
割
を
持
た
せ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
と
予
想
し
た
。
し
か
し
、

本
稿
に
お
け
る
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
経
る
と
、
道
綱
母
も
充
分
に
意
識
し
て
い

た
可
能
性
も
大
き
く
な
っ
て
き
た
。
こ
の
点
の
検
討
は
後
日
を
期
し
た
い
。
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お
わ
り
に

本
稿
は
、
題
名
に
も
「
追
考
」
と
加
え
て
前
稿
に
引
き
続
く
論
考
を
展
開
し

た
も
の
で
あ
る
。
稿
を
閉
じ
る
に
当
た
り
、
前
稿
に
付
け
加
わ
っ
た
点
を
な
る

べ
く
端
的
に
纏
め
て
お
く
。
そ
の
前
に
、
本
稿
で
示
し
た
私
の
読
み
を
、
Ⓐ
と

Ⓑ
の
本
文
を
改
め
て
加
工
し
た
上
で
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

 

Ⓐ
　〈
さ
て
、
あ
は
つ
け
か
り
し
す
き
ご
と
ど
も
の
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、〉

柏
木
の
木
高
き
わ
た
り
よ
り
、
か
く
い
は
せ
む
と
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
。

例
の
人
は
、

案
内
す
る
た
よ
り
、
も
し
は
、
な
ま
女
な
ど
し
て
、
い
は
す
る
こ
と
こ
そ  

Ⓑ
　
そ
あ
れ
、

こ
れ
は
、

【
親
と
お
ぼ
し
き
人
に
、
た
は
ぶ
れ
に
も
、
ま
め
や
か
に
も
、
ほ
の
め
か

し
し
に
、「
便
な
き
こ
と
」
と
い
ひ
つ
る
を
も
、
知
ら
ず
顔
に
、】

馬
に
は
ひ
乗
り
た
る
人
し
て
、
打
ち
た
ゝ
か
す
。

山
括
弧
内
は
前
触
れ
で
、
そ
れ
以
下
が
本
題
で
あ
る
。
本
題
の
中
で
も
骨
格

は
波
線
部
で
、
Ⓐ
波
線
部
で
先
取
り
す
る
形
で
述
べ
ら
れ
た
内
容
の
重
点
が
Ⓑ

波
線
部
と
な
る
が
、
こ
こ
に
引
か
な
か
っ
た
Ⓒ
Ⓓ
の
内
容
は
Ⓑ
波
線
部
に
切
れ

目
な
く
直
結
す
る
の
で
、
Ⓐ
波
線
部
は
実
質
的
に
は
当
該
場
面
の
最
も
重
要
な

述
が
対
比
さ
れ
て
い
る
と
み
る
の
だ
か
ら
、
素
直
な
解
だ
と
は
言
え
よ
う
。
先

学
の
多
く
（
前
稿
の
私
も
含
め
て
）
が
そ
う
と
る
の
も
無
理
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
解
で
は
幾
つ
か
の
問
題
が
あ
る
と
、
本
稿
の
検
討
を
経
た
今
は
考
え
る
。

一
つ
は
、
Ⓐ
ノ
②
の
後
の
内
容
を
先
取
り
し
た
表
現
や
Ⓑ
ノ
②
③
、
特
に
③

な
ど
は
ど
う
な
る
か
で
あ
る
。
Ⓑ
ノ
①
と
対
比
し
て
Ⓑ
ノ
②
に
不
満
の
根
幹
が

書
か
れ
て
い
る
の
な
ら
、
Ⓐ
ノ
②
の
先
取
り
す
る
内
容
も
こ
こ
ま
で
に
な
る
と

思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
不
自
然
な
の
は
先
に
述
べ
た
。
ま
た
、
Ⓑ
ノ
③

の
文
脈
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
、
森
田
論
で
は
ど
う
も
説
明
が
な
い
よ
う

だ
し
、
浮
い
て
し
ま
う
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
も
そ
も
、
森
田
論
は
工
藤
重
矩
の
一
夫
一
妻
制
論
を
批
判
し
な
が
ら
当
時

の
婚
姻
制
度
を
考
察
す
る
中
で
当
該
場
面
も
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。）

22
（

こ
こ
で
ま
た
道
綱
母
の
内
面
の
問
題
に
入
る
と
、
前
節
で
の
検
討
の
通

り
、
婚
姻
制
度
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
求
婚
さ
れ
た
当
時
の
道
綱
母

に
と
っ
て
そ
れ
は
二
の
次
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
よ
っ

て
、
婚
姻
制
度
に
重
点
を
置
い
て
当
該
場
面
を
読
む
の
は
、
当
該
場
面
の
読
み

取
り
方
と
し
て
有
効
で
あ
る
か
疑
問
な
の
で
あ
る
。

そ
の
点
Ⓑ
の
①
と
②
の
対
比
を
読
み
取
っ
て
い
る
諸
注
釈
な
ど
は
特
段
婚
姻

制
度
と
絡
め
て
の
読
み
取
り
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
Ⓑ
の
①
と
②

が
対
比
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
道
綱
母
の
不
満
の
意
識
は
倫
寧
に
結
婚
申
し
入

れ
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
が
ご
と
く
で
、
そ
れ
で
は
道
綱
母
の
和
歌
に

対
す
る
拘
り
や
物
語
に
対
す
る
憧
れ
を
見
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
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で
あ
る
。
今
引
い
た
拙
著
の
説
明
も
、
表
面
を
読
み
取
っ
た
も
の
と
し
て
、
訂

正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注（
１
）「『
蜻
蛉
日
記
』
上
巻
前
半
部
の
「
序
段
」
と
し
て
の
求
婚
場
面 

― 

鈴
木
隆
司
論
へ
の

疑
問
と
と
も
に 

―
」（『
国
語
国
文
』82
巻
10
号
・
二
〇
一
三
年
一
〇
月
）。
以
下
、「
前
稿
」

と
い
う
の
は
、
こ
の
論
文
を
指
す
。

（
２
）『
蜻
蛉
日
記
』
の
引
用
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
を
底
本
に
す
る
柿
本
奨
『
角

川
文
庫
蜻
蛉
日
記
』（
一
九
六
七
年
一
一
月
）
に
よ
り
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。
和
歌
に

は
通
し
番
号
を
付
し
て
お
い
た
。
こ
こ
で
本
稿
で
言
及
す
る
諸
注
釈
を
、
本
稿
で
用
い

る
略
称
と
と
も
に
列
挙
し
て
お
く
。

「
講
義
」― 

喜
多
義
勇
『
蜻
蛉
日
記
講
義
』（
一
九
三
七
年
一
二
月
・
武
蔵
野
書
院
）

「
全
講
」― 

喜
多
義
勇
『
全
講
蜻
蛉
日
記
』（
一
九
六
一
年
一
二
月
・
至
文
堂
）

「
注
解
」― 

秋
山
虔
、
上
村
悦
子
、
木
村
正
中
「
蜻
蛉
日
記
注
解
二
」（『
国
文
学
解
釈
と

鑑
賞
』
27
巻
７
号
・
一
九
六
二
年
六
月
・
至
文
堂
）

「
全
注
釈
」― 

柿
本
奨
『
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
上
巻
』（
一
九
六
六
年
八
月
・
角
川
書
店
）

「
全
評
解
」― 

村
井
順
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
全
評
解
上
』（
一
九
七
八
年
一
一
月
・
有
精
堂
）

「
集
成
」― 

犬
養
廉
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
蜻
蛉
日
記
』（
一
九
八
二
年
一
〇
月
）

「
ほ
る
ぷ
」
― 

増
田
繁
夫
『
日
本
の
文
学
古
典
編
蜻
蛉
日
記
』（
ほ
る
ぷ
出
版
・

一
九
八
六
年
九
月
）

（
３
）
新
典
社
新
書
『
和
歌
を
力
に
生
き
る 

― 

道
綱
母
と
蜻
蛉
日
記 

―
』（
二
〇
〇
九
年

一
〇
月
）。
以
下
、「
拙
著
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
著
書
を
指
す
。

（
４
）「
歌
物
語
的
世
界
の
崩
壊
と
蘇
生
」（『
形
成
』
一
九
七
七
年
七
月
）。

（
５
）「
集
成
」
の
「
か
く
い
は
せ
む
と
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
」
に
対
す
る
注
。

（
６
）例
え
ば「
全
注
釈
」は
、「
出
立
し
た
と
、事
の
結
末
ま
で
い
っ
て
、つ
ぎ
に
筆
を
返
し
て
、

内
容
を
描
く
Ⓒ
Ⓓ
ま
で
も
包
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
Ⓑ
波
線
部
と

対
比
す
る
た
め
に
「
例
の
人
」
の
方
法
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
隅
付
き
括
弧
内

は
Ⓑ
波
線
部
の
前
段
階
の
説
明
と
な
る
。

さ
て
、
前
稿
で
も
本
稿
で
も
、
当
該
場
面
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
位
置
づ
け

を
目
指
し
て
い
る
。
正
統
な
古
今
調
の
修
辞
技
巧
で
彩
ら
れ
た
和
歌
を
遣
り
取

り
す
る
こ
と
で
兼
家
と
の
愛
情
を
確
認
し
た
い
と
い
う
道
綱
母
の
願
い
と
、
そ

ん
な
願
い
は
結
婚
成
立
後
は
成
就
す
る
こ
と
な
く
崩
壊
に
向
か
っ
て
い
く
有
様

が
上
巻
前
半
部
に
は
描
か
れ
て
い
る
。
当
該
場
面
は
上
巻
前
半
部
の
内
容
を
象

徴
的
に
先
取
り
し
て
い
る
「
序
段
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
の
位
置
づ
け
を
固
め
る
に
あ
た
っ
て
、
前
稿
で
は
Ⓓ
に
あ
る
「
い
と
ぞ
あ

や
し
き
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
中
心
に
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
上
巻
前
半

部
に
表
さ
れ
て
い
る
道
綱
母
の
和
歌
に
対
す
る
強
い
拘
り
が
、
少
し
曖
昧
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
す
る
。
つ
ま
り
、「
い
と
ぞ
あ
や
し
き
」
は
Ⓑ
ノ
②
や

④
、
そ
れ
に
「
い
と
ぞ
あ
や
し
き
」
も
含
ま
れ
る
Ⓓ
の
一
文
目
に
対
す
る
不
満

が
吐
露
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
求
婚
歌
が
届
け
ら
れ

る
方
法
に
対
す
る
不
満
の
吐
露
に
な
る
。
そ
こ
を
拙
著
で
は
「
こ
こ
で
は
歌
の

遣
り
取
り
よ
り
も
、
兼
家
の
求
婚
の
仕
方
が
気
に
食
わ
な
い
と
い
う
道
綱
母
の

不
満
が
目
立
ち
ま
す
。」な
ど
と
説
明
し
た
り
も
し
た
。そ
れ
に
対
し
本
稿
で
は
、

部
分
部
分
の
解
釈
に
も
気
を
付
け
な
が
ら
、
ま
た
前
稿
に
引
き
続
き
道
綱
母
の

内
面
に
も
目
を
配
り
な
が
ら
、
特
に
Ⓐ
Ⓑ
の
構
文
に
着
目
し
て
読
解
し
、
や
は

り
当
該
場
面
も
、
求
婚
歌
に
焦
点
が
中
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
確
か
め
た
も
の
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（
14
）「
講
義
」
の
【
語
釋
】
と
「
注
解
」
の
〔
注
解
〕
の
一
部
分
を
私
に
繋
げ
た
。

（
15
）「
全
注
釈
」
の
語
釈 

と 

訳 

の
一
部
分
を
私
に
繋
げ
た
。

（
16
）
諸
注
釈
を
見
る
と
、古
く
は
道
綱
母
側
で
騒
い
だ
と
と
る
も
の
が
大
半
だ
っ
た
の
が
、

「
全
注
釈
」
あ
た
り
か
ら
使
者
が
騒
い
だ
と
と
る
も
の
ば
か
り
に
変
わ
る
。
な
お
、
後
の

注
釈
に
影
響
を
与
え
た
と
思
う
「
全
注
釈
」
も
、
兼
家
が
騎
馬
の
武
官
を
遣
わ
し
た
件

に
つ
い
て
、「
非
礼
な
態
度
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
作
者
は
首
を
か

し
げ
な
が
ら
も
不
快
を
感
じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
」
と
想
定
す
る
が
、
こ
の
想
定
は

当
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
の
注
釈
は
、
だ
い
た
い
Ⓒ
Ⓓ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
含

め
て
「
こ
ん
な
求
婚
の
し
か
た
を
さ
れ
た
作
者
の
方
で
は
、
ひ
ど
い
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た

と
思
う
」
と
い
う
「
全
評
解
」
の
よ
う
に
み
て
い
て
、こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
「
全
注
釈
」

に
従
っ
て
い
な
い
。
私
も
同
感
で
あ
る
。

（
17
）「
蜻
蛉
日
記
と
物
語
文
学
」（『
一
冊
の
講
座
蜻
蛉
日
記
』一
九
八
一
年
四
月
・
有
精
堂
）。

（
18
）「
蜻
蛉
日
記
と
更
級
日
記 

― 

女
流
日
記
文
学
の
発
生 

―
」（『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の

研
究
』
26
巻
１
号
・
一
九
八
一
年
一
月
・
學
燈
社
）。

（
19
）「
注
解
」
の
〔
鑑
賞
・
批
評
〕
欄
に
、「
作
者
に
と
つ
て
は
、
求
婚
の
文
は
あ
ま
く
優

美
な
ム
ー
ド
を
た
た
え
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
つ
た
。
作
者
は
少
女
時
代
か
ら
親
し

ん
だ
あ
れ
こ
れ
の
多
く
の
物
語
な
ど
に
よ
つ
て
、
そ
う
教
え
ら
れ
、
そ
う
信
じ
空
想
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。」
と
い
う
想
定
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
兼
家
の
や
り
か

た
は
ま
つ
た
く
高
飛
車
な
型
破
り
な
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
も
、
か
れ
が
あ
り
き
た
り

の
凡
々
た
る
男
で
な
く
、
歴
と
し
た
豪
家
名
門
の
貴
公
子
で
あ
る
だ
け
に
、
長
年
に
わ

た
り
つ
ち
か
わ
れ
て
き
た
作
者
の
心
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
は
破
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
処
女
時
代
の
夢
や
期
待
を
追
放
す
る
き
び
し
い
現
実
生
活
の
扉
は
ひ
ら
か
れ
る
の

で
あ
る
。」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
20
）
兼
家
の
求
婚
歌
に
対
す
る
道
綱
母
の
不
満
に
つ
い
て
は
、
拙
著
及
び
前
稿
注（
23
）

で
言
及
し
た
。
な
お
、
小
町
谷
照
彦
（
注
９
に
同
じ
）
は
、
１
・
２
番
歌
を
引
い
て
「
古

物
語
か
ら
得
た
ら
し
い
、
道
綱
母
の
結
婚
に
つ
い
て
の
夢
想
が
瓦
解
し
て
く
る
現
実
の

出
立
に
至
る
ま
で
の
委
細
を
述
べ
る
。
こ
の
当
時
の
作
品
に
多
い
書
き
ぶ
り
。」
と
指
摘

す
る
。

（
７
）
Ⓑ
ノ
④
に
描
か
れ
る
使
者
は
兼
家
の
随
身
の
武
官
で
あ
る
と
の
指
摘
が
「
全
注
釈
」

な
ど
に
あ
る
。
時
に
兼
家
は
右
兵
衛
佐
で
あ
っ
た
。

（
８
）『
蜻
蛉
日
記
作
者
右
大
将
道
綱
母
』（
一
九
八
三
年
四
月
・
新
典
社
）。

（
９
）
兼
家
の
歌
に
あ
る
「
時
鳥
」
は
道
綱
母
を
譬
え
る
と
み
て
諸
注
一
致
す
る
が
、
小
町

谷
照
彦
「『
蜻
蛉
日
記
』
の
和
歌
と
表
現
」（『
女
流
日
記
文
学
講
座
第
二
巻
蜻
蛉
日
記
』

一
九
九
〇
年
六
月
・
勉
誠
社
）
は
、
兼
家
自
身
を
譬
え
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
、「
そ

の
方
が
道
綱
母
の
返
歌
と
の
一
貫
性
が
あ
る
」
と
言
っ
て
和
歌
で
時
鳥
が
男
の
譬
え
と

な
る
例
を
幾
つ
か
引
い
て
い
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
Ⓐ
ノ
②
は
、「
柏
木
の
木
高
い
所
に

止
ま
っ
て
い
る
時
鳥
（
身
分
の
高
い
男
）
が
あ
な
た
と
語
ら
い
た
い
と
い
う
歌
を
詠
み

掛
け
て
き
た
」
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
と
れ
る
。

（
10
）「
例
の
人
」
は
世
間
の
一
般
の
人
を
指
す
と
み
る
通
説
に
従
う
。

（
11
）
前
稿
に
お
い
て
は
Ⓑ
ノ
①
が
ど
こ
と
対
比
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
深
く
考
え
な
い

ま
ま
、
Ⓑ
ノ
②
と
の
対
比
の
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
一
言
だ
け
触
れ
た
の
で
あ

る
が
、
本
稿
で
は
考
え
を
改
め
る
。

（
12
）「
一
夫
一
妻
制
と
し
て
の
平
安
文
学 

―『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
と
『
源
氏
物
語
』―
」（『
平

安
朝
の
結
婚
制
度
と
文
学
』
一
九
九
四
年
二
月
・
風
間
書
房
）。
元
、「
一
夫
一
妻
制

と
し
て
の
平
安
文
学
補
説 

― 

近
年
の
婚
姻
研
究
の
紹
介
を
か
ね
て 

―
」（『
語
文
研
究
』

69
・
一
九
九
〇
年
六
月
）。

（
13
）「
道
綱
母
の
結
婚 

―
一
夫
一
妻
制
論
を
考
え
る 

―
」（『
日
記
文
学
の
成
立
と
展
開
』

一
九
九
六
年
二
月
・
笠
間
書
院
）。
元
、「
道
綱
の
母
の
結
婚 

―
一
夫
一
妻
制
論
を
考
え

る 

―
」（『
日
本
文
学
研
究
（
梅
光
女
学
院
大
学
）』
24
・
一
九
八
八
年
一
一
月
）
と
、「
女

流
日
記
文
学
研
究
の
現
在
と
課
題 

―
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
学
院

雑
誌
』
92
巻
１
号
・
一
九
九
一
年
一
月
）。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
た
び
た
び
森
田
論

に
言
及
す
る
が
、
す
べ
て
同
論
文
に
よ
る
。
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体
験
の
第
一
段
階
で
も
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
21
）「『
一
条
摂
政
御
集
』「
と
よ
か
げ
」
の
部
の
テ
ー
マ
設
定
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
・
新
典
社
）、
及
び
新
典
社
新
書
『
紫
式
部
・
定
家
を
動
か
し
た
物

語 

― 

謙
徳
公
の
書
い
た
豊
蔭
物
語 

―
』（
二
〇
一
〇
年
九
月
・
新
典
社
）
で
詳
述
し
た
。

（
22
）
森
田
は
Ⓑ
ノ
①
と
②
が
対
比
さ
れ
て
い
る
と
み
て
疑
っ
て
お
ら
ず
、
工
藤
重
矩
「
一

夫
一
妻
制
と
し
て
の
平
安
文
学 

― 

か
げ
ろ
ふ
日
記
と
源
氏
物
語 

―
」（『
文
学
』
55
巻
10

号
・
一
九
八
七
年
一
〇
月
）
で
も
Ⓑ
ノ
①
と
②
が
対
比
さ
れ
た
読
み
が
示
さ
れ
て
い
る

と
い
う
。
即
ち
、
Ⓑ
ノ
①
は
仲
介
を
置
い
て
親
に
求
婚
し
て
合
法
、
②
は
仲
介
な
し
で

直
接
親
に
求
婚
し
て
違
法
で
、
こ
れ
ら
が
対
比
さ
れ
て
道
綱
母
は
違
法
な
方
法
に
不
満

で
あ
る
、
と
工
藤
論
を
説
明
し
批
判
を
加
え
て
い
る
。
も
し
こ
の
説
明
を
通
す
な
ら
ば
、

Ⓐ
ノ
②
傍
線
部
と
近
接
し
て
い
る
Ⓑ
ノ
①
傍
線
部
を
違
う
意
味
に
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
点
は
無
理
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
が
、
そ
れ
よ
り
、
森
田
が
示
し
た

工
藤
論
の
把
握
は
、
工
藤
自
身
に
よ
っ
て
誤
解
で
あ
る
と
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

実
は
、
先
に
示
し
た
Ⓑ
ノ
①
は
Ⓑ
ノ
④
と
対
比
さ
れ
て
い
る
と
い
う
工
藤
の
読
み
方
は
、

そ
の
反
論
の
中
で
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
工
藤
の
考
え
を
も

う
少
し
追
う
と
、
Ⓑ
ノ
②
で
兼
家
が
直
接
倫
寧
に
申
し
入
れ
た
の
は
適
法
で
は
な
い
の

で
確
か
に
問
題
だ
が
、
道
綱
母
の
不
満
は
そ
の
点
に
は
な
く
て
Ⓑ
ノ
④
に
あ
る
と
当
該

場
面
の
文
面
か
ら
は
読
み
取
れ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
私
は
兼
家
の
方
法
が
律
令
に

適
っ
て
い
る
か
否
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
道
綱
母
が
Ⓑ
ノ
②
を
問
題
視

し
な
が
ら
も
不
満
の
重
点
を
Ⓑ
ノ
④
に
置
く
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
と
の
読
み
方
は

工
藤
と
一
致
す
る
。
ち
な
み
に
、
さ
ら
に
森
田
が
工
藤
の
反
論
を
退
け
て
い
る
の
は
第

二
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
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