
倫
子
の
不
愉
快
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十
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の
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い
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一

『
紫
式
部
日
記
』
敦
成
親
王
五
十
日
の
祝
い
と
そ
の
最
終

場
面

二

『栄
花
物
語
』
に
よ
る
採
録

三

「幸
ひ
」
と
い
う
言
葉

四

『栄
花
物
語
』
の
倫
子
像

五

『紫
式
部
日
記
』
同
場
面
の
意
味

『
紫
式
部
日
記
』
は
、
寛
弘
五
年
十

一
月

一
日
の
敦
成
親
王

五
十
日
産
養
の
儀
の
最
終
場
面
に
、
道
長
の
戯
言
を
聞
い
た
北

の
方
倫
子
が
不
愉
快
を
感
じ
て
退
室
し
た
こ
と
を
書
き
と
め
て

い
る
。
彼
女
の
行
動
の
理
由
と
し
て
は
、
夙
に
萩
谷
朴
氏
に
よ

る
道
長
妾
紫
式
部
関
与
説
が
提
出
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
後
詳

細
な
検
討
は
為
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
同
記
事
は

『栄
花
物

語
』
に
も
採
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
と
萩
谷
説
は
な
じ
ま

な
い
。
倫
子
は
紫
式
部
と
は
関
係
な
く
、
夫
の
言

っ
た

「幸
ひ
」

と
い
う
言
葉
に
不
愉
快
を
感
じ
て
退
室

し
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
こ
の
彼
女
の
行
為
を
め
ぐ

っ
て
、
『
栄
花
物
語
』
は
む
し

ろ
道
長
の

「幸

ひ
」
を
描
く
立
場
か

ら
こ
れ
を
採
り
、

一
方

『
日
記
』
は
矜
持
高

い
妻
と
彼
女
を
尊
重
す
る
夫
と
の
日
常
風

景

の

一
こ
ま
と
し
て
書
き
と
ど
め
た
も

の
と
考
え
る
。



[

『紫
式
部
日
記
』
敦
成
親
王
五
十
日
の
祝
い
と
そ
の

最
終
場
面

彰

子
が
入
内
し
て
九
年
、
よ
う
や
く
誕
生
し
た
宮
は
男
子
で
あ

っ

た
。

『紫
式
部
日
記
』
は
こ
の
時
の
道
長

一
家
お
よ
び
周
辺
の
人
々

の
様
子
を
至
近
距
離
か
ら
書
き
と
ど
め
て
い
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
そ

の
産
養
の
記
録
の
中
で
も
、
参
会
者
の
姿
を
最
も
多
彩
に
伝
え
る
の

が
、
十

一
月

一
日
、
五
十
日
の
祝
い
の
部
分
で
あ
る
。

『
日
記
』
に
よ
れ
ば
こ
の
夜
、
右
大
臣
顕
光
は
酔
い
乱
れ
て
几
帳

の
ほ
こ
ろ
び
を
引
き
ち
ぎ
り
、
中
宮
大
夫
斉
信
は
盃
を
手
に
彼
を
宥

め
、
右
大
将
実
資
は
女
房
の
衣
の
枚
数
に
目
を
光
ら
せ
た
。
記
録
等

　

諸
史
料
か
ら
窺
わ
れ
る
、
失
態
多
く
侮
ら
れ
て
い
た
顕
光
、
そ
の
場

　

　

そ
の
場
で
立
ち
回
る
こ
と
の
得
意
な
斉
信
、
厳
し
い
ご
意
見
番
実
資

と
い

っ
た
、
彼
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
像
の
、
い
わ
ば
典
型
の
瞬
間
が

こ
こ
に
は
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
公
任
は

「あ
な
か
し
こ
、
こ

の
わ
た
り
に
わ
か
む
ら
さ
き
や
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
窺
い
、
内
大
臣
公
季

は
道
長
か
ら
盃
を
受
け
る
息
子
に
嬉
し
泣
き
の
涙
を
流
し
、

一
方
権

中
納
言
隆
家
は
戯
れ
声
を
上
げ
て
女
房
の
手
を
引

っ
張
る
。
公
任
は

長
徳

・
寛
弘
頃
か
ら
道
長
に
接
近
し
、
そ
の
手
段
と
し
て
和
歌
を
は

　

じ

め
文
化
面
の
知
識
能
力
を
駆
使
し
て
い
た
。
公
季
は
世
の
主
勢
力

　

に
順
応
し

つ
つ
機
を
待

つ
公
卿
だ

っ
た
。
隆
家
が
中
関
白
家
の

一
員

で
、

そ
の
好
戦
的
性
格
が
長
徳
の
政
変
す
な
わ
ち

一
家
の
没
落
に
直

　

接
か
か
わ

っ
て
い
た
こ
と
は
衆
知
で
あ
る
。
こ
の
夜
の
行
動
は
、
そ

う
い
っ
た
彼
ら
の
あ
り
か
た
を
そ
れ
ぞ
れ

に
反
映
し
た
断
片
で
あ

っ

た
。公

卿
た
ち
は
事
実
と
し
て
こ
の
よ
う
な
行
動
を
取

っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
紫
式
部
の
筆
は
創
作
で
は
な

い
。
し
か
し
彼
女
は
、
こ

の
夜
彼
ら
が
取

っ
た
幾
多
の
行
動
の
中
か

ら
選
択
し
て
こ
れ
ら
の
行

為
を
書
き
と
ど
め
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
筆
録
者
と
し
て
の
主
体

性
が
介
在
し
て
い
る
。
即
ち
、
親
王
五
十

日
儀
と
い
う
場
に
お
い
て

主
要
公
卿
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
示
す
姿
を

つ
ぶ
さ
に
観
察
し
、
各
人

の
各
人
と
し
て
の
典
型
映
像
を
切
り
取
り
、
文
章
に
固
定
す
る
試
み

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
夜
の
紫
式
部
の
観

察
眼
は
、
細
大
漏
ら
さ
ぬ
広
さ
と
緻
密
さ
と
を
以

っ
て
人
々
に
注
が

れ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。

さ
て
、
そ
の
祝
い
の
記
録
の
末
尾
に
、
式
部
は
次
の
よ
う
な

一
件

を
書
き
と
ど
め
て
い
る
。
式
部
の
祝
歌
に
唱
和
し
、
親
王
の
行
く
末

を
見
守
る
気
概
を
詠
ん
だ
道
長
の
自
賛
か
ら
そ
れ
は
始
ま
る
。

「宮
の
御
前
聞
こ
し
め
す
や
。

つ
か
う
ま

つ
れ
り
」
と
、
わ
れ

ぼ
め
し
た
ま
ひ
て
、
「宮
の
御

て
て
に
て
ま
ろ
わ
う
か
ら
ず
、

ま
う
が
む
す
め
に
て
宮
わ
ろ
く
お
は
し
ま
さ
ず
。
母
も
幸
あ
り

と
思
ひ
て
、
笑
ひ
た
ま
ふ
め
り
。
よ

い
男
は
も
た
り
か
し
と
思

ひ
た
ん
め
り
」
と
、
た
は
ぶ
れ
き
こ
え
た
ま
ふ
も
、
こ
よ
な
き

御
酔
ひ
の
ま
ぎ
れ
な
り
と
見
ゆ
。
さ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
さ
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わ
が
し
き
こ
こ
ち
は
し
な
が
ら
、
め
で
た
く
の
み
聞
き
ゐ
さ
せ

た
ま
ふ
。
殿
の
上
、
聞
き
に
く
し
と
お
ぼ
す
に
や
、
渡
ら
せ
た

ま
ひ
ぬ
る
け
し
き
な
れ
ば
、
「
送
り
せ
ず
と
て
、
母
恨
み
た
ま

は
む
も
の
ぞ
」
と
て
、
い
そ
ぎ
て
御
帳
の
う
ち
を
通
ら
せ
た
ま

ふ
。
「宮
な
め
し
と
お
ぼ
す
ら
む
。
親

の
あ
れ
ば
こ
そ
子
も
か

し
こ
け
れ
」
と
、
う
ち

つ
ぶ
や
き
た
ま
ふ
を
、
人
々
笑
ひ
き
こ

　
o

道
長
は
中
宮
彰
子
に
向
か
い
、
自
ら
の
歌
を

「
つ
か
う
ま
つ
れ
り
」

と
わ
れ
ぼ
め
し
、
さ
ら
に
自
賛
の
冗
談
を
畳
み
掛
け
る
。
そ
れ
を
中

宮

は

「
め
で
た
く
の
み
聞
き
ゐ
さ
せ
た
ま
ふ
」
が
、
北
の
方
倫
子
は

「聞
き
に
く
し
と
お
ぼ
す
に
や
」
、
席
を
立

っ
て
行

っ
て
し
ま

っ
た
。

送

ら
な
く
て
は
、
と
道
長
は
慌
て
て
後
を
追
い
、
非
礼
に
も
彰
子
の

帳
台

を
通
り
抜
け
が
て
ら
、
弁
解
め
い
た
冗
談
を
ま
た
し
て
も
呟
き
、

人

々
の
笑
い
を
誘
う
。

こ
こ
で
の
道
長
は
、
『
枕
草
子
』

の
原
子
入

内
章
段
或
い
は
積
善
寺
供
養
章
段
に
見
え
る
、
中
関
白
道
隆
の

「猿

楽
ご

と
」
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
今
ま
さ
に
栄
花
に
浴
す
る

者

が
、
周
囲
を
巻
き
込
み
振
り
ま
く
、
屈
託
も
邪
気
も
な
い
戯
れ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
親
王
誕
生
に
よ

っ
て
今
後
の
栄
花
が
ほ
ぼ
約
束

さ
れ
た
と
思
う
安
堵
と
喜
悦
が
、
彼
に
こ
の
よ
う
な
冗
談
を
言
わ
せ

た
。
彰
子
は

「
め
で
た
く
」
構
え
て
い
る
。
見
守
る
女
房
た
ち
か
ら

沸

く
笑
い
も
明
る
い
。
父
と
娘
と
女
房
た
ち
は
、
こ
の
祝
い
の
日
を

当
事
者
と
し
て
迎
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
典
型
映
像
と
し
て
、
や
は
り
理

解
で
き
る
。

そ
ん
な
中
で

一
人
、
倫
子
だ
け
は
特
殊
な
行
動
を
取

っ
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
彼
女
は
不
愉
快
に
耐
え
兼

て
席
を
立

っ
た
。
彼
女
は

何
を

「
聞
き
に
く
し
」
、
聞

い
て
い
ら
れ
な
い
と
思

っ
た
の
か
。
道

長
の
言
葉
の
ど
こ
に
気
分
を
害
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
ま
た
彼
女
の
行

動
は
、
こ
の
喜
び
の
場
に
水
を
差
す
も
の
だ

っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
が
、
そ
の
感
覚
は
当
た

っ
て
い
る
の
か
ど
う
な
の
か
。

二

『栄
花
物
語
』
に
よ
る
採
録

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、

つ
と
に
萩
谷
朴
氏
が

『紫
式
部
日
記
全

　

注
釈
』
中
で
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
長
文
に
至
る
が
以
下
引
用
す
る
。

道
長
の
室
倫
子
が
、
道
長
の
冗
談
を
聞
く
に
堪
え
ぬ
も
の
と
し

て
、
座
を
起

っ
た
の
に
は
理
由
が
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
既
に

第
八
節

(引
用
者
注

・
本
文
寛
弘
五
年
九
月
九
日
重
陽
節
句
記

事

へ
の
注
釈
部
分
)
に
、
菊
の
着
せ
綿
を
贈

っ
た
倫
子
と
贈
ら

れ
た
紫
式
部
と
の
間
に
、
教
養
あ
る
女
性
と
し
て
の
品
位
を
保

ち
な
が
ら
、
む
し
ろ
陰
に
こ
も

っ
て
い
っ
そ
う
激
し
い
感
情
の

火
花
を
散
ら
す
、
道
長
を
め
ぐ

っ
て
の
嫉
妬
の
炎
の
燃
え
さ
か
っ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
今
、

そ
の
紫
式
部
と
道
長
と
が
、

賀
の
歌
を
唱
和
し
た
そ
の
口
で
、
そ
し
て
、
そ
の
乙
に
取
り
澄

ま
し
て
貞
女
面
を
し
た
夫
の
隠
し
女

の
前
で
、
道
長
が
ぬ
け
ぬ

け
と

「
よ
い
旦
那
さ
ん
を
持

っ
た
も
の
だ
と
思

っ
て
る
ん
だ
ろ
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う
」
な
ど
と
見
え
透
い
た
戯
れ
言
を
い
う
。
誇
り
高
い
正
室
と

し
て
、

こ
れ
は
我
慢
の
な
ら
な
い
屈
辱
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で

な
か

っ
た
ら
、
多
少
の
こ
と
は
大
目
に
見
て
、

ニ
コ
ニ
コ
笑

っ

て
い
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
お
祝
い
の
席
を
、
四
十
五
歳
の
分
別

盛
り
の
倫
子
が
、
プ
イ
と
席
を
起

っ
て
行

っ
て
し
ま
う
は
ず
が

な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
し
、
こ
れ
が
、
親
娘
三
人
水
入
ら

ず
の
席
だ

っ
た
ら
、
道
長
の
自
慢
話
は
、
倫
子
に
と

っ
て
も
共

に
楽
し
い
無
邪
気
な
も
の
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
か
り
に
周

囲
に
侍
女
た
ち
が
見
て
い
た
と
し
て
も
、
気
を
つ
か

っ
た
り
、

恥
ず
か
し
が

っ
た
り
す
る
ほ
ど
の
年
齢
で
も
な
け
れ
ば
、
身
分

で
も
な
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
そ
こ
に
紫
式
部
が
同
席
し
て

お
り
、
そ
の
紫
式
部
が
道
長
と
関
係
が
あ

っ
て
、
倫
子
が
既
に

そ
の
こ
と
を
感
づ
い
て
い
れ
ば
こ
そ
の
ハ
プ

ニ
ン
グ
で
あ

っ
た

わ
け
で
あ
る
。
(上
巻
四
九
二
ー
四
九
三
頁
)

氏
は
紫
式
部
が
道
長
の
妾

で
あ

っ
た
と
の
見
方
に
立
ち
、
北
の
方

倫
子
と
紫
式
部
の
問
に
道
長
を
め
ぐ
る
確
執
が
あ

っ
た
こ
と
を
、
こ

こ
に
読
み
取
ろ
う
と
さ
れ
る
。
引
用
部
前
半
に
も
あ
る
が
、
氏
の
説

の
根
拠
は
も

っ
ぱ
ら
こ
の
部
分
を
遡
る
九
月
九
日
記
事
中
の
、
倫
子

か
ら
贈
ら
れ
た
菊

の
着
せ
綿
に
対
す
る
紫
式
部
の
歌
の
解
釈
、
ま
た

倫
子
の
言
動

へ
の
解
釈
に
あ
り
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
確
執
関
係
が

こ
こ
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
魅
力
的
な
説

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
肯
う
に
は
、

多
少
抵
抗
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
理
由
は
、

一
つ
に
は
こ
の

記
事
が

『栄
花
物
語
』
に
採
取
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
暫
く
考
え
て
み
た
い
。

彰
子
出
産
か
ら
こ
の
年

の
豊
明
節
会
ま

で
、
『
栄
花
』
は
そ
の
記

事
の
ほ
と
ん
ど
を

『
紫
式
部
日
記
』
に
直
接
取
材
し
て
い
る
。
た
だ

そ
の
記
述
に
お
い
て
は
、
原
資
料
を
切

っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
だ
け

の
作
業

で
は
な
く
、
『栄
花
』
独
自
の
取
捨
選
択
や
ア
レ
ン
ジ
が
施

さ
れ
た
。
『栄
花
』
に
は

『栄
花
』
の
歴
史
叙
述
の
論
理
が
あ

っ
た

た
め
で
あ
る
。
例
え
ば

『
紫
式
部
日
記
」

は
こ
の
日
記
独
特
の
も
の

と
し
て
筆
者
紫
式
部
の
憂
愁
を
描
く
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
部
分
は

基
本
的
に

『栄
花
』
に
は
採
ら
れ
な
い
。
時
に
個
人
的
感
情
を
書
き

留
め
る
箇
所
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
例
え
ば
親
王
の
五
日
の
産
養
、
公

卿
か
ら
盃
を
受
け
て
詠
歌
を
命
ぜ
ら
れ
る
事
態
を
予
想
し
て

歌
ど
も
あ
り
、
「
女
房
、
さ
か
づ
き
」
な
ど
あ
る
を
り
、

い
か

が
は
い
ふ
べ
き
な
ど
、
く
ち
ぐ
ち
思

ひ
こ
こ
ろ
み
る
。

め
づ
ら
し
き
光
さ
し
そ
ふ
さ
か

づ
き
は
も
ち
な
が
ら
こ
そ

千
代
も
め
ぐ
ら
あ

「
四
条
の
大
納
言
に
さ
し
出
で
む
ほ
ど
、
歌
を
ば
さ
る
も
の
に

て
、
こ
わ
つ
か
ひ
用
意
い
る
べ
し
」
な
ど
、
さ
さ
め
き
あ
ら
そ

ふ
ほ
ど
に
、
こ
と
お
ほ
く
て
、
夜
い
た
う
ふ
け
ぬ
れ
ば
に
や
、

と
り
わ
き
て
も
さ
さ
で
ま
か
で
た
ま
ふ
。

(『
日
記
』
九
月
十
五
日
)
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と

の
記
事
を

「女
房
、
盃
」
な
ど
あ
る
ほ
ど
に
、
い
か
が
は
な
ど
思
ひ
や
す

ら
は
る
。

め
づ
ら
し
き
光
さ
し
そ
ふ
盃
は
も
ち
な
が
ら
こ
そ
千
代
を

め
ぐ
ら
あ

と
そ
、
紫
さ
さ
め
き
思
ふ
に
、
四
条
大
納
言
簾
の
も
と
に
ゐ
た

ま

へ
れ
ば
、
歌
よ
り
も
言
ひ
出
で
ん
ほ
ど
の
声
つ
か
ひ
、
恥
つ

か
し
さ
を
ぞ
思
ふ
べ
か
め
る
。

(『栄
花
』
巻
八

「
は
つ
は
な
」)

と
す
る
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
て
い
る
。
女
房
た
ち
が

「
四
条
大
納
言

公
任
の
前
で
は
和
歌
の
詠
み
上
げ
方
を
心
積
も
り
し
な
く
て
は
な
ら

な

い
」
と
囁
き
合
う
理
由
は
、
『
日
記
』
に
は
書
か
れ
て
い
な
か

っ

た
。
そ
れ
を

『栄
花
』
は
、
傍
線
の

「
恥
つ
か
し
さ
」
の
語
を
補
う

こ
と
で
、
紫
式
部
の
彼

へ
の
畏
怖
に
よ
る
と
説
明
し
得
て
い
る
。
ま

た

『
日
記
』
は
点
線
部
の
よ
う
に
、
結
局
盃
と
詠
歌
が
な
く
歌
は
空

振
り
だ

っ
た
と
記
す
が
、
『
栄
花
』
は
こ
れ
を
採

っ
て
い
な
い
。
式

部
が
公
任
を
畏
れ
敬
う
こ
と
は
当
夜
の
客
を
称
美
し
結
果
と
し
て
祝

儀
全
体
の
晴
れ
や
か
さ
を
記
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
そ
の
歌

が
不
発
に
終
わ

っ
た
こ
と
は
、
祝
儀
全
体
に
は
関
係
が
な

い
。
『
日

記
』
敦
成
誕
生
関
係
の
記
事
を

『
栄
花
」
が

『
栄
花
』
の
論
理
で
選

択
し
ア
レ
ン
ジ
す
る
と
は
、
第

一
に
こ
の
よ
う
に
道
長
の
晴
事
を
示

し
、
或
い
は
よ
り
際
立
た
せ
、

一
方
そ
の
た
め
に
特
に
必
要
の
無
い

も

の
は
外
す
と
い
う
こ
と
が
大
枠
だ

っ
た
、
ひ
と
ま
ず
そ
う
見
て
よ

い
だ
ろ
う
。

な
ら
ば
問
題
の
箇
所
で
あ
る
。
『栄
花
』
の
本
文
を
確
認
し
て
み

る
。

殿
の
御
前
、
「宮
を
女

に
て
持
ち
た

て
ま

つ
り
た
る
、
ま
ろ
恥

な
ら
ず
。
ま
ろ
を
父
に
て
持
ち
た
ま

へ
る
、
宮
わ
う
か
ら
ず
。

ま
た
母
も
い
と
幸
ひ
あ
り
、
よ
き
夫
持
た
ま
へ
り
」
な
ど
、
戯

れ
の
た
ま
は
す
る
を
、
上
は
い
と
か
た
は
ら
い
た
し
と
思
し
て
、

あ
な
た
に
渡
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。

(巻
八

「は

つ
は
な
」
)

道
長
が
戯
れ
の
言
葉
を
発
し
、
そ
れ
を
倫
子
は

「
い
と
か
た
は
ら

い
た
し
」
と
し
て
退
室
し
た
。
『
栄
花
』

が

『
日
記
」
か
ら
取

っ
た

の
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
『
日
記
』
に
は

こ
の
後
、
彼
女
を
慌
て
て

追
う
道
長
の
姿
と
弁
解
あ
い
た
冗
談
が
記

さ
れ
、
そ
れ
が
女
房
た
ち

を
笑
わ
せ
た
と
あ
る
。
『
日
記
』
内
容
全
体
を
読
め
ば
、
倫
子
退
場

に
よ

っ
て
一
瞬
し
ら
け
た
場
が
彼
の
道
化
者
的
行
為
に
よ

っ
て
和
ん

だ
と
も
解
し
う
る
。
が
、
『
栄
花
』
は
こ
の
道
長
の
後
追

い
も
冗
談

も
採
ら
ず
、
す
ぐ
に
内
裏
参
入
の
準
備
記
事
に
移

っ
て
い
る
。

つ
ま

り

『栄
花
』
は
こ
の
記
事
を
、
倫
子
が
軽
率
に
も
損
ね
た
祝
賀
の
空

気
を
道
長
が
機
転
に
よ

っ
て
繕

っ
た
と
い
う
、
道
長
賞
賛
記
事
の

一

種
と
し
て
採
録
し
た
の
で
は
な
い
。
夫
婦

の
間
に
或
る
種
の
感
情
の

齟
齬
が
起
こ

っ
た
、
『栄
花
』
の
記
事
は
確
か
に
そ
の
よ
う
に
し
か

読
め
な
い
。
で
は
そ
の
齟
齬
が
、
萩
谷
説

の
よ
う
に
紫
式
部
と
道
長

と
の
男
女
関
係
に
正
妻
倫
子
が
怒
り
を
露
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
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た
場
合
、
そ
の
内
容
は

『
栄
花
』
の
作
品
論
理
に
と

っ
て
妥
当
な
の

か
、
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

『
栄
花
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
道
長
と
彰
子
女
房
と
の
関
係
に
つ

い
て
記
し
た
部
分
が
あ
る
。

殿
の
上
の
御
は
ら
か
ら
に
、
く
わ
が
ゆ
の
弁
と
い
ひ
し
人
の
女

い
と
あ
ま
た
あ
り
け
る
を
、
中

の
君
、
…
…
こ
の
ご
ろ
中
宮
に

参
り
た
ま

へ
り
。
…
…
殿
の
御
前
御
目
と
ま
り
け
れ
ば
、
も
の

な
ど
の
た
ま
は
せ
け
る
ほ
ど
に
、
御
心
ざ
し
あ
り
て
思
さ
れ
け

れ
ば
、
ま
こ
と
し
う
思
し
も
の
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
を
、
殿
の

上
は
、
こ
と
人
な
ら
ね
ば
と
思
し
許
し
て
な
ん
、
過
ぐ
さ
せ
た

ま
ひ
け
る
。

(巻
八

「は

つ
は
な
」)

ま
ず
確
認
し
た
い
の
は
、
道
長
が
娘
の
女
房
を
寵
愛
し
た
と
い
う

事
実

は

『栄
花
」
に
と

っ
て
不
採
用
の
対
象
と
は
な
ら
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
道
長
の
女
性
関
係
を
排
除
す
る
価
値
観
は

『栄

花
』

に
は
無
い
。
た
だ
、
そ
こ
に
お
け
る
倫
子
関
係
の
記
述
に
は
配

慮
が
働
い
た
だ
ろ
う
。
右
の
記
事
の
倫
子
は
道
長
と
そ
の
女
房
と
の

関
係
を
黙
認
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
彼
女
が
倫
子
の
姪
に
あ
た
り

「
こ
と
人
な
ら
ね
ば
」
と
い
う
理
由
に
よ

っ
た
と
い
う
。

で
は
道
長

の
相
手
が
倫
子
の
親
戚
縁
者
で
な
か

っ
た
ら
ど
う
だ

っ
た
の
か
。
そ

れ
が
次
の
事
例
で
あ
る
。

か
の
花
山
院
の
四
の
御
方
は
、
院
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、

鷹
司
殿
に
渡
り
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
殿
聞
し
あ
し
て
、
か
れ
を

も
が
な
と
は
思
し
あ
し
け
れ
ど
、
思
し
も
た
た
ぬ
ほ
ど
に
、
殿

の
上
そ

つ
ね
に
音
な
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ど
も
、
い
か

な
る
べ
い
こ
と
に
か
、
思
し
立
ち
が
た
か
り
け
り
。

(巻
八

「
は
つ
は
な
」
)

「
花
山
院
の
四
の
御
方
」
は
藤
原
為
光

の
四
女
で
、
出
家
後
の
花

山
か
ら
寵
愛
を
受
け
て
い
た
。
花
山
の
死
後
、
道
長
は
彼
女
に
対
し

「
か
れ
を
も
が
な
」
と
思

っ
た
。
こ
の
所
望
は
、
形
こ
そ
女
房
と
し

て
の
出
仕
を
望
む
も
の
で
は
あ
れ
、
実
は
寵
愛
の
相
手
と
し
て
望
ん

で
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
同
じ

「
は

つ
は
な
」
が
事

の
続
き
を

記
し
、
道
長
女
の
相
手
役
女
房
と
し
て
彼
女
が
仕
え
て
後
、
道
長
は

「御
心
ざ
し
い
と
ま
め
や
か
に
」
寵
愛
し
、
彼
女

へ
の
待
遇
は

「家

司
な
ど
も
み
な
定
め
、
ま
こ
と
し
う
」、

召
し
人

で
な
く
本
格
的
な

妻
の

一
員
の
扱
い
だ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
件
に
倫
子
は
、
傍
線
部
の

よ
う
に

「殿
の
上
そ

つ
ね
に
音
な
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ど
も
」

と
関
わ

っ
て
い
る
。
夫
の
意
向
を
知
り

つ
つ
、
そ
れ
に
沿

っ
て
相
手

に
出
仕
を
働
き
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
日
談
で
も

「殿
の
上
の

御
消
息
た
び
た
び
あ
り
て
、
迎

へ
た
て
ま

つ
り
た
ま
ひ
て
」
と
倫
子

が
積
極
的
だ

っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
為
光
四
女
を
動
か
し
た
こ
と
を
記

し
て
い
る
。

二
つ
の
記
事
に
共
通
し
て
、
倫
子
は
夫

の
女
性
関
係
に
対
し
鷹
揚

な
態
度
で
臨
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

こ
う
い
っ
た
倫
子
を
記
す

こ
と
は
少
な
く
と
も
倫
子
の
不
名
誉
を
記
す
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
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う
、

『栄
花
』
の
論
理
を
示
す
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
し
、
相
手
が
女
房
で
は
な
く
、
有
力
な
人
物
の
場
合
は
話
が

別

で
あ
る
。
道
長
は
源
高
明
の
女
明
子
と
も
結
婚
関
係
に
あ

っ
た
が
、

『栄
花
』
巻
三

「さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」
は
倫
子
が
こ
の
こ
と
を
、

「た
だ
な
ら
ま
し
よ
り
は
」
何
事
も
な
か

っ
た
よ
り
は
辛
い
、
と
思

っ

た
と
記
す
。
だ
が
同
時
に
、
彼
女
は

「
お
ほ
か
た
の
御
心
ざ
ま
い
と

心

の
ど
か
に
、
お
ほ
ど
か
に
、
も
の
若
う
て
、
わ
ざ
と
何
か
と
も
思

さ
れ
ず
」
だ

っ
た
と
、
表
立

っ
た
動
揺
を
示
さ
な
か

っ
た
様
を
記
し

て
い
る
。

参
考
と
し
て
、
道
長
で
は
な
く
長
男
頼
通
の
場
合
だ
が
、
故
具
平

親
王
女
隆
姫
を
正
妻
と
し

つ
つ
、
三
条
天
皇
女
提
子
と
の
間
に
縁
談

が
起
こ
っ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
隆
姫
乳
母
が
貴
船
明
神

に
祈

っ
た
た
め
、
明
神
が
物
の
怪
と
し
て
頼
通
に
憑
き
彼
を
病
悩
さ

せ
た
。
禝
子
と
の
話
が
破
談
と
な
り
頼
通
が
回
復
し
た
後
、
隆
姫
は

「
い
と
も
の
恥
つ
か
し
く
」
思

っ
た
と

『栄
花
』
巻
十
二

「
た
ま
の

む

ら
ぎ
く
」
は
記
す
。
乳
母
に
対
す
る
管
理
不
行
き
届
き
を
恥
じ
た

と

い
う
の
で
あ
る
。

一
方
彼
女
自
身
の
態
度
に
つ
い
て
は

「た
だ
と

も
か
く
も
思
ほ
し
の
た
ま
は
せ
で
」
心
ひ
と

つ
に
秘
め
て
い
た
と
、

記
述
は
賞
賛
的
で
あ
る
。
隆
姫
に
と

っ
て
こ
の

一
件
は
、
現
内
親
王

の
降
嫁
に
よ

っ
て
正
妻
と
し
て
の
自
分
の
立
場
が
脅
か
さ
れ
る
、
人

生

の
危
機
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
物
の
怪
お
ろ
し
の
場
に
は
彼

女

の
為
に
亡
父
具
平
親
王
の
霊
ま
で
が
出
現
し
、
涙
な
が
ら
に
縁
談

の
中
止
を
懇
請
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い

っ
た
事
態
に
お
い
て
で
さ

え
、
正
妻
当
人
は
、
少
な
く
と
も
見
か
け
上
平
静
で
い
る
こ
と
が
嗜

み
だ

っ
た
の
だ
。

ち
な
み
に
、
こ
の
直
後
の
記
事
は
頼
通
が
彰
子
女
房
と
通
じ
、
懐

妊
出
産
な
る
も
結
局
母
子
と
も
に
死
亡
し
た
と
の
内
容
を
記
す
。
そ

こ
に
は
隆
姫
に
関
す
る
記
述
は
全
く
無
い
。
隆
姫
に
は
子
が
な
く
、

外
子
の
誕
生
は
彼
女
個
人
の
心
を
様
々
に
掻
き
立
て
た
と
も
憶
測
さ

れ
る
が
、
書
か
れ
て
い
な
い
。
子
が
死
亡
し
、
結
果
と
し
て
家
系

へ

の
影
響
が
な
か

っ
た
こ
と
か
ら

『
栄
花
』

の
関
心
に
は
及
ば
な
か

っ

た
の
だ
ろ
う
。
女
房
と
夫
が
通
じ
る
と
は
、
『栄
花
』
に
と

っ
て
こ

の
程
度
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
問
題
の
箇
所
に
つ
い
て
、
も
し
も
こ
の
倫
子
の
行
動
が
萩

谷
氏
の
読
み
の
よ
う
に
怒
り
と
動
揺
を
示
す
も
の
だ

っ
た
な
ら
ば
、

ど
う
だ
ろ
う
。
記
事
採
取
は
倫
子
の
不
名
誉
に
触
れ
、
主
家
賛
美
と

い
う
枠
を
破
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
は

な
い
か
。

そ
れ
を
敢
え
て

『
栄
花
』
が
書
き
と
ど
め
た
と
は
、
考
え
に
く
い
。
萩
谷
説

に
は
首

肯
で
き
な
い
。
こ
の

一
件
を

『栄
花
』
が
採
取
し
て
い
る
こ
と
は
、

そ
れ
が
逆
に

一
家
の
晴
事
に
と

っ
て
さ
し
た
る
醜
態
事
で
は
な
か

っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

で
は
こ
の
記
事
は

一
体
何
を
伝
え
る
も
の
な
の
か
。
ま
た

『
栄
花
』

は
な
ぜ
こ
れ
を
採
取
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
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三

「幸
ひ
」
と
い
う
言
葉

道
長
が
冗
談
を
言
い
、
倫
子
が
出
て
行
く
。
そ
の
理
由
は
道
長
の

言
葉
そ
の
も
の
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
見
れ
ば
、
確
か
に

角

の
立
ち
そ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
「幸
ひ
」
と
い
う
言
葉

で
あ
る
。

『
日
記
」
が
書
き
と
め
、
『栄
花
』
も
採
録
し
て
い
る
。
再
び
二
つ
の

資
料
の
、
道
長
の
発
言
の
み
を
示
す
。

「宮
の
御
て
て
に
て
ま
ろ
わ
う
か
ら
ず
、
ま
う
が
む
す
め
に
て

宮
わ
ろ
く
お
は
し
ま
さ
ず
。
母
も
幸
あ
り
と
思
ひ
て
、
笑
ひ
た

ま
ふ
め
り
。
よ
い
男
は
も
た
り
か
し
と
思
ひ
た
ん
め
り
」

(『
日
記
』
)

「宮
を
女
に
て
持
ち
た
て
ま

つ
り
た
る
、
ま
ろ
恥
な
ら
ず
。
ま

ろ
を
父
に
て
持
ち
た
ま

へ
る
、
宮
わ
う
か
ら
ず
。
ま
た
母
も
い

と
幸
ひ
あ
り
、
よ
き
夫
持
た
ま

へ
り
」

(『栄
花
』
)

『
日
記
』
で
は
、
前
半
の
彰
子
と
自
分

へ
の
賞
賛
と
、
後
半

「母

も
」
以
下
の
倫
子

へ
の
言
及
の
続
き
具
合
が
曖
昧
で
あ
る
。
倫
子
が

「幸

あ
り
と
思
ひ
て
、
笑
ひ
た
ま
ふ
」

で
あ
る
理
由
は
、
彰
子
の
父

と
し
て
道
長
が
立
派
で
あ
る
こ
と
に
も
あ
る
よ
う
に
読
め
る
。
し
か

し

『栄
花
』
は

「
ま
た
母
も
」
と
接
続
詞
を
補
い
、
前
者
と
後
者

の

内

容
を
区
切

っ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
り
意
味
を
整
理
し
、
倫
子
は

「幸

ひ
あ
り
」
だ

っ
た
、
な
ぜ
な
ら

「
よ
い
夫
も
た
ま

へ
り
」
だ
か

ら
だ
と
い
う
道
長
の
主
旨
を
明
解
化
し
て
い
る
。
自
分
が
よ
い
夫

で

あ
る
こ
と
が
倫
子
に

「幸
ひ
」
を
も
た
ら
し
た
。
『栄
花
』
の
道
長

は
そ
う
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「幸
ひ
」
は
幸
福

・
幸
運
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
多
く
賞
賛
の

言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
個
人
が
自
分
自
身
心
内
で
深
々
と

味
わ
う
幸
福
感
な
ど
と
い

っ
た
、
内
省
の
語
で
は
な
い
。
地
位

・
待

遇

・
富

・
子
孫
の
繁
栄
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
目
に
見
え
る
世
俗
の
幸
せ

に
つ
い
て
、
多
く
は
他
者
、
そ
れ
も

「世
」
な
ど
顔
の
無
い
不
特
定

多
数
の
人
々
に
よ
る

「噂
」
に
用
い
ら
れ

る
評
語
で
あ
る
。
最
も
重

要
な
の
は
、
工
藤
重
矩
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に

「運

・
僥
倖
と
い
う
、

　

人
間
の
力
を
越
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
も
た
ら
す
幸
せ
」
を
意
味

し
た
こ
と
で
あ
る
。
『
栄
花
物
語
』
に
は
そ
れ
を
端
的
に
示
す
例
が

あ
る
。

「世
の
中
は
か
く
こ
そ
あ
り
け
れ
。
望
め
ど
望
ま
れ
ず
、
逃
が

る
れ
ど
逃
れ
ず
と
い
ふ
は
、
げ
に
人

の
御
幸
ひ
に
こ
そ
」
と
、

聞
き
に
く
き
ま
で
世
に
の
の
し
り
申
す
。

(巻
五

「浦
々
の
別
」)

一
条
帝
の
キ
サ
キ
定
子
は
長
徳
政
変
で
衝
動
的
に
落
飾
し
た
が
、

そ
の
後
再
び
天
皇
に
迎
え
ら
れ
た
。
右
は
彼
女
が
そ
う
い
っ
た
状
況

で
敦
康
親
王
を
出
産
し
た
時
の
記
述
で
あ
る
。
望
ん
で
も
望
め
な
い
、

逃
げ
て
も
逃
げ
ら
れ
な
い
、
そ
れ
が
人
の

「幸
ひ
」
だ
と
は
、
当
時

の
諺
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
時
に
当
た

っ
て
世
が
思
い
つ
い
た
、
気

の
利
い
た
言
葉

で
も
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
は
、
「幸
ひ
」

は
当
人
の
意
思
に
全
く
拠
ら
ぬ
も
の
と
言

っ
て
い
る
。
そ
れ
は

「幸
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ひ
」

の
持

つ
、
偶
然
性
と
い
う
属
性
に
よ
る
。

こ
の
偶
然
性
は
、
時
に
は
意
外
性
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
ま
と

っ
て
現

れ
る
。小

野
宮
に
姫
君

一
所
お
は
し
け
る
ほ
ど
、
大
将
殿
添
ひ
寝
さ
せ

た
ま
ひ
て
、
心
も
と
な
く
後
ろ
め
た
く
思
さ
れ
け
る
に
、
こ
の

北
の
方
参
り
た
ま

へ
れ
ば
、
い
と
う
れ
し
く
思
し
て
車
よ
り
下

り
た
ま
ふ
を
、
わ
れ
ゐ
た
ち
て
下
ろ
さ
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
の
有
様
、

世
の
中
の
古
よ
り
い
ま
ま
で
世
の
幸
ひ
に
こ
れ
は
こ
よ
な
く
勝

れ
た
り
と
見
え
た
り
。

(巻
十
六

「
も
と
の
し
つ
く
」
)

「
幸
ひ
」

を
享
受
し
て
い
る
の
は
小
野
宮

の
大
将
藤
原
実
資
の

「今
北
の
方
」
で
、
「幸
ひ
」
の
内
容
は
夫
実
資
自
ら
に
よ
る
厚
遇
で

あ

る
。
「世

の
中
の
古
よ
り
い
ま
ま
で
世

の
幸

ひ
に
こ
れ
は
こ
よ
な

く
勝
れ
た
り
」
と
は
最
上
級
の
評
価
と
い
え
よ
う
。
右
引
用
の
す
ぐ

後

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
の

「今
北
の
方
」
は
実
資
の
前
北
の
方
だ

っ

た
故
婉
子
女
王
が
在
世
中
、
彼
女
に
仕
え
て
い
た
女
房
で
あ

っ
た
。

女
王
の
没
後
そ
の
ま
ま

「
こ
の
殿
に
仕
ま

つ
り

つ
き
て
あ
り
け
る
ほ

ど
に
、
お
の
つ
か
ら
こ
の
姫
君
の
生
れ
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
今
は
北

の
方
に
て
あ
る
な
り
け
り
」
。
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
召
し
人
的
存
在

が
、
賢
人
で
か
つ

「今
日
明
日
の
大
臣
が
ね
」
の
実
資
に
厚
遇
さ
れ
、

生

ん
だ
娘
も
彼
に

「
い
み
じ
き
后
が
ね
と
か
し
づ
」
か
れ
る
。
こ
れ

は
常
識
で
は
予
想
も
つ
か
な
い
意
外
な
事
態
で
あ
る
。
そ
れ
を
実
際

に
享
受
し
て
い
る
彼
女
だ
か
ら
こ
そ

『栄
花
』
は
最
上
級
の

「幸
ひ
」

と
評
価
し
た
。
こ
の
人
物
が
ど
の
よ
う
に
婉
子
お
よ
び
実
資
に
仕
え

現
在
の
今
北
の
方
の
地
位
を
獲
得
し
た
か
、

そ
の
経
緯
な
ど
に
は

「幸
ひ
」
の
語
は
頓
着
し
な
い
。
こ
の
語
が
判
断
材
料
と
す
る
の
は
、

た
だ
身
分
や
出
自
や
経
済
状
況
、
妻
な
ら
そ
の
嫡
妾
、
子
な
ら
ど
ん

な
妻
の
第
何
子
で
あ
る
か
な
ど
、
外
観
的
か

つ
世
俗
的
常
識
だ
け
で

あ
る
。

　

道
長
女
妍
子
病
悩
の
際

「さ
く
せ
う
」
な
る
僧
が

「幸
ひ
」
と
評

さ
れ
た
記
述
が
あ
る
。

さ
て
、
さ
く
せ
う
と
い
ふ
人
、
御
物

の
怪
な
ど
現
し
た
り
と
て
、

殿
の
御
前
、
「
こ
れ
は
お
こ
な
ひ
い
み
じ
う
す
と
聞
き
し
者
な

れ
ば
、
か
な
ら
ず
験
あ
ら
ん
」
と
て
、
阿
闍
梨
に
な
さ
せ
た
ま

ふ
。
「
こ
の
御
心
地
は
、
さ
く
せ
う

の
幸
ひ
な
り
け
り
」
と
、

世
の
人
申
す
め
る
。

(巻
二
十
九

「
た
ま
の
か
ざ
り
」
)

妍
子
の
物
の
怪
調
伏
に
召
さ
れ
た

「さ
く
せ
う
」
が
、
物
の
怪
の

正
体
を
現
し
た
。
更
な
る
修
法
と
完
全
な
調
伏
を
期
待
し
て
、
道
長

は
彼
を
阿
闍
梨
に
し
た
。
世
は
今
回
の
妍
子
の
病
気
が

「さ
く
せ
う
」

の

「幸
ひ
」
だ

っ
た
と
噂
し
た
と
い
う
。

こ
の
場
合

「幸
ひ
」
は
阿

闍
梨
に
な

っ
た
事
を
言
う
。
妍
子
病
悩
と
い
う
不
幸
な
事
態
が
、
逆

に
彼
に
と

っ
て
は
阿
闍
梨
昇
進
に
働
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「さ
く
せ
う
」
に
は
実
力
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
世
は
そ
れ
が
彼

を
阿
闍
梨
に
し
た
と
認
め
賞
賛
す
る
よ
う
な
い
い
方
を
し
て
い
な
い
。

あ
く
ま
で
病
悩
が

「幸
ひ
」
と
な

っ
た
と
言

っ
て
い
る
。
能
力
は
前
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か
ら
あ

っ
た
が
、
今
そ
れ
を
発
揮
す
る
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
の
病
悩
が

な
け
れ
ば
阿
闍
梨
就
任
は
無
か

っ
た
。
だ
か
ら
能
力
が

「幸
ひ
」
な

の
で
は
な
く
病
悩
が

「幸
ひ
」
な
の
だ
。
そ
の
意
味
で
こ
の
評
語
は

当

人
の
能
力
を
度
外
視
し
た
言
葉
で
あ
る
。
「
さ
く
せ
う
」
本
人
が

も
し
自
ら
の
力
を
恃
ん
で
い
た
な
ら
ば
、
こ
う
言
わ
れ
て
不
満
を
感

じ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
関
心
は
払
わ
れ
て
い
な

い
。
或
い
は
こ
れ
は
世
に
と

っ
て
意
外
な
昇
進
だ

っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
本
来
な
ら
ば

「さ
く
せ
う
」
に
と

っ
て
阿
闍
梨
は
望
み
得
も

し
な
い
位
で
あ
り
、
妍
子
病
悩
と
い
う
ま
さ
に
突
発
事
に
よ

っ
て
た

ま
た
ま
獲
得
で
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
世
人
の
言
葉

に
も
、
「
申
す
め
る
」
と
ぼ
か
す
地
の
文

の
表
現
に
も
そ
の
ニ
ュ
ア

ン

ス
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

「幸
ひ
」
と
い
う
語
は
、
或
る
人
物
の
幸
福
な
状
態

を
言

う
も
の
な
が
ら
、
そ
れ
が
偶
然
で
あ
り
、
時
に
は
意
外
な
出
来

事

で
あ
る
と
の
潜
在
条
件
を
持

つ
。
そ
れ
は
本
人
が
低
位
の
も
の
で

あ

る
場
合
に
限
ら
な
い
。
『栄
花
』
に
は
彰
子
の
よ
う
な
貴
顕
の
女

性
を

「幸
ひ
」
と
評
し
た
例
も
あ
り
、
そ
れ
は
彼
女
の
子
が

一
条
天

皇

の
第
二

・
第
三
皇
子
だ

っ
た
の
に
帝
位
に
即
い
た
こ
と
、
ま
た
彼

女

の
存
命
中
に
孫
ま
で
も
が
即
位
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る

(巻
十

三

「
ゆ
ふ
し
で
」
・
巻
二
十
七

「
こ
ろ
も
の
た
ま
」)
。
こ
の
事
態

の

実
現

に
は
、
引
き
続
い
て
の
男
子
出
生
や
第

一
皇
子
の
後
見
の
失
脚

な

ど
偶
然
性
が
多
く
関
与
し
て
い
る
。
幸
運
と
言
わ
れ
て
も
当
然
で

は
あ

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で

『
栄
花
』
が
最
も

「
幸
ひ
」
と
す

る
の
が
道
長
だ

っ
た
。
正
編
に
三
十
三
例
あ
る

「
幸
ひ
」
「幸
ひ
人
」

の
用
例
中
、
七
例
が
道
長
を
評
す
る
も
の
で
あ
る
。
う
ち

一
例
は
道

長
自
身
の
発
言
中
に
あ
り
、
彼
自
身
に
自
覚
が
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
道
長
は
兼
家
の
五
男
、
同
母
男
子
の
中

で
も
三
男
で
あ
り
、
兄

の
道
隆
と
道
兼
が
壮
年
で
病
没
し
な
け
れ
ば
彼
の
政
権
は
な
か

っ
た
。

ま
た
道
隆
亡
き
後
長
徳
政
変
で
中
関
白
家

が
い
わ
ば
自
滅
的

に
崩
壊

す
る
と
い
う
事
態
が
な
け
れ
ば
、
権
力
独
占
は
難
し
か

っ
た
。
更
に

彰
子
が
男
子
を
産
ま
な
け
れ
ば
帝
位
は
第

一
皇
子
で
定
子
の
遺
児

の

敦
康
の
も
の
だ

っ
た
可
能
性
が
高
く
、
そ

の
場
合
は
彼
が
後
見
役
を

務
め
た
と
し
て
も
様
々
の
危
険
要
素
が
発
生
し
え
た
で
あ
ろ
う
。
道

長
は
実
に
綱
渡
り
的
に
政
権
を
獲
得
し
た

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ

に

「
幸
ひ
」
で
あ

っ
た
。

四

『
栄
花
物
語
』
の
倫
子
像

問
題
は
倫
子
で
あ
る
。
『
大
鏡
』
に
は
彼
女
を

「幸
ひ
」
と
評
す

る
記
述
が
あ
る
。

世
の
中
に
は
、

い
に
し

へ
・
た
だ
い
ま
の
国
王

・
大
臣
、
皆
藤

氏
に
て
こ
そ
お
は
し
ま
す
に
、

こ
の
北

の
政
所
ぞ
、
源
氏
に
て

御
幸

ひ
き
は
め
さ
せ
た
ま
ひ
に
た
る
。

(下
巻

道
長
上
)

『
大
鏡
』
が
舞
台
と
す
る
万
寿
二
年
当
時
、
確
か
に
源
氏
は
藤
原

氏
に
圧
倒
さ
れ
て
久
し
か

っ
た
。
世
継
は
二
百
年
を
生
き
た
者
と
し
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て
、
歴
史
を
見
渡
す
視
点
か
ら
、
言
わ
ば
鳥
瞰
的
批
評
を
下
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し

『
栄
花
』
は
、
こ
の
よ
う
に
固
定
し
た

一
時
点
か

ら
過
去
を
振
り
返
る
視
点
を
と
ら
ず
、
基
本
的
に
記
述
内
部
の
時
間

　

と
同
時
進
行
し
て
い
る
。
先

々
の
事
実
を
知

っ
た
目
に
記
述
が
引
き

ず
ら
れ
る
箇
所
は
ま
ま
あ

っ
て
も
、
お
お
む
ね
現
在
性
を
守
ろ
う
と

す
る
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
問
題
箇
所
の
倫
子
に
つ
い

て
も
、
寛
弘
五
年
現
在
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
の
歴
史
を
踏
ま
え
た

目

で
記
述
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
時
、
源
氏
は

『大
鏡
』
の
い

う
よ
う
な
存
在
で
は
な
か

っ
た
。

倫

子
の
初
登
場
は
、
巻
三

「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」
の
、
道
長

と

の
結
婚
の

一
件
に
お
い
て
だ

っ
た
。
そ
こ
で
は
彼
女
は

「土
御
門

の
源
氏
の
左
大
臣
殿
の
、
御
女
二
所
、
嫡
妻
腹
に
、
い
み
じ
く
か
し

つ
き
た
て
ま
つ
り
て
、
后
が
ね
と
思
し
き
こ
え
た
ま
ふ
」
姉
妹
の

一

人
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
道
長
の
打
診
に
父
源
雅
信
は

「
あ
な
も
の

狂
ほ
し
。

こ
と
の
ほ
か
や
。
誰
か
、
た
だ
今
さ
や
う
に
口
わ
き
黄
ば

み
た
る
ぬ
し
た
ち
、
出
し
入
れ
て
は
見
ん
と
す
る
」
と
猛
反
対
し
た
。

結
局
は
倫
子
の
母
の
積
極
的
意
向
に
よ

っ
て
婚
姻
実
現
の
運
び
と
な

っ

た
が
、
そ
の
時
点
で
も
雅
信
は

「
心
も
ゆ
か
ず
」
で
あ

っ
た
。
内
心

に
娘
と
今
上
帝

一
条
や
東
宮
居
貞

(三
条
)
と
の
年
齢
を
数
え
不
釣

合

い
と
諦
め
、
他
の

「
さ
べ
い
人
な
ど
の
、
も
の
も
の
し
う
思
す
さ

ま
な
る
」
を
探
す
が
見
当
た
ら
な
い
。
朝
光
を
候
補
に
上
げ
る
が
、

彼

に
は
妻
が
お
り
、
た
だ
そ
れ
は
ほ
ぼ
消
滅
関
係
に
あ
る
も
の
の
、

別
に
煩
わ
し
い
通
い
所
が
あ
る
と
、
雅
信
妻
が
反
対
し
た
と
い
う
。

雅
信
に
と

っ
て
道
長
は
、
妻
の
意
見
と
消
去
法
の
結
果
、
よ
う
や
く

決
め
た
婿
で
あ

っ
た
。
結
婚
後
は
さ
す
が

に
丁
重
に
扱

っ
た
が
、
こ

れ
に
は
逆
に
道
長
の
父
兼
家
の
方
が

「位
な
ど
ま
だ
い
と
浅
き
が
、

か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
、
い
か
に
せ
ん
」
と
思

っ
た
と
す
る
。
こ
の

よ
う
に
、
『
栄
花
』
が
描
く
道
長
と
倫
子

の
門
出
は
、
時

の
摂
政
の

子
と
は
言
え
五
男
、
将
来
の
有
無
も
見
え
な
い
若
輩
者
と
、
左
大
臣

鍾
愛
の
后
候
補
と
の
間
の
結
婚
で
あ
り
、

そ
れ
も
左
大
臣
が
折
れ
る

形
で
の
も
の
だ

っ
た
。

と
は
い
え
、
道
長
も
捨
て
た
も
の
で
は
な
く
、
右
の
記
述
の
前
に

は

「
か
う
や
ん
ご
と
な
き
御
心
ざ
ま
を
、
お
の
つ
か
ら
世
に
漏
り
聞

え
て
、
わ
れ
も
わ
れ
も
と
気
色
だ
ち
き
こ
ゆ
る
所
ど
こ
ろ
あ
れ
ど
、

今
し
ば
し
、
思
ふ
心
あ
り
と
て
、
さ
ら
に
聞
き
入
れ
」
な
か

っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
別
の
口
か
ら
は
引
く
手
あ
ま
た
の
縁
談
が
あ

っ
た
、

し
か
し
自
ら
思
う
と
こ
ろ
あ

っ
て
耳
を
貸
さ
な
か

っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
そ
の
思
う
と
こ
ろ
が
左
大
臣
源
雅
信
女
倫
子
と
の
結

婚
だ

っ
た
。
そ
し
て
彼
が
こ
う
し
た
結
婚
を
遂
げ
た
結
果
、
兼
家
に

仕
え
る
殿
人
の
目
に
は
次
の
よ
う
な
傾
き
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。

今
二
所
の
殿
ば
ら
の
御
北
の
方
た
ち
、
こ
と
な
る
事
な
う
思
ひ

き
こ
え
た
る
に
、
こ
の
殿
は
い
と
ど
も
の
清
く
き
ら
ら
か
に
せ

さ
せ
た
ま

へ
り
と
、
殿
人
も
何
ご
と

に
つ
け
て
も
心
こ
と
に
思

ひ
き
こ
え
た
り
。
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「今
二
所
の
殿
ば
ら
」
は
道
隆
と
道
兼
、
そ
の
北
の
方
は
高
階
成

忠
女
貴
子
と
藤
原
遠
量
女
で
あ
る
。
高
階
成
忠
は
受
領
、
遠
量
は
師

輔
男

と
は
い
え
兼
家
ら
と
は
母
が
違
い
、
役
職
も
大
蔵
卿
な
ど
地
味

な
存
在
で
あ

っ
た
。
彼
ら
二
人
の
結
婚
と
道
長
の
そ
れ
と
は
豪
華
さ

に
お
い
て
圧
倒
的
な
差
が
あ

っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
使
用
人
の
目

に
さ

え
事
あ
る
毎
に
痛
感
さ
れ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
て

『栄
花
』
は
、
倫
子
を
あ
く
ま
で

「
も
の
の
栄
え
あ
る
」

名
門

の
女
性
と
描
い
て
き
た
。
巻
八

「
は
つ
は
な
」
の
問
題
箇
所
の

少
し
前
に
は
、
彰
子
懐
妊
記
述
に
先
立

っ
て
、
寛
弘
五
年
の
正
月
風

景
と
し
て
、
妍
子

・
威
子

・
嬉
子
と
過
ご
す
倫
子
の
描
写
に
筆
を
割

い
て
い
る
。
時
に
倫
子
は
四
十
五
歳
で
あ

っ
た
が
、
「
二
十
ば
か
り
」

の
様
子
で
、
「中
宮

(彰
子
)
の
有
様
と
り
ど
り
に
見
え
」
、
道
長
も

乳
母

に
向
か

っ
て
妻
の
若
さ
と
美
貌
を
ほ
め
た
と
記
さ
れ
る
。
こ
の

場
面

は
、
直
後
の
彰
子
懐
妊
記
事
と
合
わ
せ
る
と
き
、
近
い
将
来
決

定

づ
け
ら
れ
る
道
長
の
栄
花
を
予
祝
す
る
も
の
と
し
て
印
象
深
い
。

彰
子
は
こ
の
年
男
子
を
産
み
、
ま
た
妍
子
以
下
三
人
の
娘
は
、
や
が

て
三
条

・
後

一
条

・
後
朱
雀

(東
宮
時
代
)
妃
と
な

っ
て
道
長
の
権

力
を
支
え
る
。
四
姉
妹
は
道
長
の
権
力
獲
得
と
存
続
を
約
束
す
る
最

も
有
力
な
武
器
だ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
四
姉
妹
を
彼

に
も
た
ら
し
た

の
が
、
描
写
の
中
心
に
い
る
倫
子
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
倫
子
は
道
長
を

「幸
ひ
」

に
し
た
人
間
な
の
だ

っ
た
。

『栄
花
』
正
編
が
最
も
し
ば
し
ば

「幸

ひ
」
と
呼
ぶ
の
が
道
長
の
身

の
上
で
あ
る
こ
と
は
既
に
の
べ
た
。
そ
れ

は

一
つ
に
は
兄
二
人
の
死

や
対
抗
勢
力
の
失
脚
と
い
う
事
態
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
し
か

し
も
う

一
つ
に
は
、
倫
子
が
次
々
と
女
子
を
生
み
、
彼
に
実
質
的
戦

力
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
彼
女
が
持
ち
込
ん
だ
源
氏
の
貴

種
の
血
、
ま
た
土
御
門
殿
な
ど
莫
大
な
財
産
も
大
き
く
貢
献
し
た
。

息
子
頼
通
の
結
婚
の
際
に
道
長
が
言

っ
た
と
い
う
有
名
な
言
葉

「
男

は
妻
が
ら
な
り
。
い
と
や
む
ご
と
な
き
あ
た
り
に
参
り
ぬ
べ
き
な
あ

り
」
(巻
八

「
は
つ
は
な
」
)
は
、
自
身
の
経
験
か
ら
得
た
結
婚
観
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
倫
子
は
道
長
の
栄
花
に
と

っ
て
最
大
の
功
労
者
と

い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も

『
栄
花
』
の

一
連

の
記
述
か

ら
は
そ
の
よ
う
に
読
み
取
ら
れ
る
。

或
い
は
こ
れ
は
、
現
実
の
倫
子
に
基
づ
く
造
型
だ

っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
道
長
は
自
ら
の
日
記
の
中

に
し
ば
し
ば
彼
女
を
登
場
さ
せ

て
い
る
。
彼
女
は

「女
方
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
道
長
と
と
も
に
内
裏

の
彰
子
を
訪
問
し
た
り
、
道
長
と
別
行
動

を
と
る
と
き
は
そ
の
所
在

な
ど
動
静
が
記
さ
れ
た
り
と
、
登
場
回
数

は
か
な
り
多
く
に
の
ぼ
る
。

吉
海
直
人
氏
は
そ
れ
ら
の
記
述

の
向
う
に

「後
宮
を
巧
み
に
操
る
倫

子
の
政
治
家
と
し
て
の
姿
」
を
想
像
さ
れ
、
彼
女
を

「道
長

の
よ
き

　

共
同
経
営
者
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

な
ら
ば
問
題

の
箇
所
、
道
長
は
こ
う
し
た
倫
子
の
こ
と
を

「母
も

い
と
幸
ひ
あ
り
、
よ
き
夫
持
た
ま

へ
り
」

と
言

っ
た
の
だ

っ
た
。
そ

し
て
夫
の
言
葉
を
聞
い
た
倫
子
は

「か
た
は
ら
い
た
し
」
と
席
を
立

っ

快愉不S子倫61　



た
。
彼
女
は
む
し
ろ

「
道
長
は
幸
ひ
あ
り
、
よ
き
妻
持
た
ま

へ
り
」

と
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
自
分
に

「幸
ひ
」

に
さ
れ

た
筈

の
夫
が
、
皇
子
誕
生
で
多
少
は
め
を
は
ず
し
た
と
は
言
え
、
逆

に
自
ら
が
倫
子
を

「
幸
ひ
」
に
し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
余
り
に
手

放
し

の
自
賛
振
り
を
、
見
苦
し
い
と
感
じ
た
。
そ
れ
が

「
か
た
は
ら

い
た
し
」
で
あ
り
、
席
を
立

つ
と
い
う
態
度
で
は
な
か

っ
た
か
。

こ

こ
か
ら
は
、
夫
道
長
と
共
に
栄
花

へ
の
道
を
切
り
拓
き
家
に
大
き
く

貢
献
し
た
と
い
う
倫
子
の
自
恃
と
、
幸
福
の
只
中

に
い
て
も
軽
率

に

過
去
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
倫
子
か
ら
道
長

へ
の
戒
め
の
気

持
ち
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

そ
う
読
む
時
、
『
栄
花
』
が
描
く
倫
子
は

一
貫
性
を
持

つ
こ
と
に

な

る
。
即
ち
、
名
実
と
も
に
貴
種
の
誇
り
高
い
女
に
し
て
道
長
の
第

一
の
戦
力
、
そ
し
て
彼
の

「幸
ひ
」
の
源
泉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
逆
に
、
そ
う
し
た
倫
子
像
が
窺
え
る
格
好
の
事
件
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
『栄
花
』
は
こ
の
記
事
を
採
録
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な

み
に
、
『栄
花
』
中
で
倫
子
が

「
幸
ひ
」
と
評
さ
れ
る
の
は
こ
の

一

箇
所
、
世
人
や
作
者
で
な
く
道
長
に
よ
る
こ
の
言
葉
以
外
に
は
な
い
。

五

『紫
式
部
日
記
』
同
場
面
の
意
味

問
題
を
最
初
に
戻
そ
う
。
こ
の
記
事
は
も
と
も
と

『紫
式
部
日
記
』

に
記
さ
れ
て
お
り
、
『栄
花
』
は
そ
れ
を
採
取
し
た
も
の
だ

っ
た
。

で
は
本
来
の

『紫
式
部
日
記
』
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持

つ
記
事
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
触

れ
た
よ
う
に

『栄
花
』
は

『
日
記
』
か
ら
取
材
す
る
際
、
独
自

に
表
現
や
内
容
に
手
を
加
え
る

こ
と
が
あ
る
。

こ
の
記
事
の
場
合
も
、
『
栄
花
』
自
身

の
キ
ー
ワ
ー

ド

「
幸
ひ
」
.に
焦
点
を
あ
て
て
、
『
日
記
』
記
事
の

一
部
の
み
を
、

し
か
も
簡
略
化
し
て
採

っ
て
い
た
。
『
栄
花
』
の
文
脈
を
そ
の
ま
ま

『
日
記
』
の
も
の
と
取
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
『
日
記
』
本
文
に
従

い
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
読
む
必
要

が
あ
る
。
再
び

『
日
記
』

問
題
箇
所
を
見
よ
う
。

「
宮
の
御
前
聞

こ
し
め
す
や
。

つ
か
う
ま
つ
れ
り
」
と
、
わ
れ

ぽ
め
し
た
ま
ひ
て
、
「
宮
の
御
て
て
に
て
ま
ろ
わ
う
か
ら
ず
、

ま
う
が
む
す
め
に
て
宮
わ
ろ
く
お
は
し
ま
さ
ず
。
母
も
幸
あ
り

と
思
ひ
て
、
笑
ひ
た
ま
ふ
め
り
。
よ

い
男
は
も
た
り
か
し
と
思

ひ
た
ん
め
り
」
と
、
た
は
ぶ
れ
き
こ
え
た
ま
ふ
も
、

こ
よ
な
き

御
酔
ひ
の
ま
ぎ
れ
な
り
と
見
ゆ
。
さ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
さ

わ
が
し
き
こ
こ
ち
は
し
な
が
ら
、
め

で
た
く
の
み
聞
き
ゐ
さ
せ

た
ま
ふ
。
殿
の
上
、
聞
き
に
く
し
と
お
ぼ
す
に
や
、
渡
ら
せ
た

ま
ひ
ぬ
る
け
し
き
な
れ
ば

『
日
記
』
は
筆
者
自
身
が
そ
の
場
で
取
材
し
た
臨
場
感
を
漂
わ
せ

て
い
る
。
ま
ず
道
長
が
彰
子
に
声
を
か
け
、
「
宮
の
御
て
て
に
て
ま

ろ
わ
う
か
ら
ず
」
云
々
と
語
る
。
そ
れ
を
式
部
は

「
た
は
ぶ
れ
」
と

受
け
取
り

つ
つ

「
こ
よ
な
き
御
酔
ひ
の
ま
ぎ
れ
な
り
と
見
ゆ
」
と
解

釈
を
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
こ
に
は
さ
り
げ
な
い
が
弁
護
の
ニ
ュ
ア
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ン
ス
が
あ
る
。

こ
の

「
た
は
ぶ
れ
」
は
し
ら
ふ
で
為
さ
れ
た
の
で
は

な
か

っ
た
、
本
人
は
酔

っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の

「
ま
ぎ
れ
」
だ

っ

た
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
う
書
く
の
は
紫
式
部
が
そ
の
場
の
雰
囲
気

に
、
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
も
の
の

「
さ
わ
が
し
き
こ
こ
ち
は
し
な

が
ら
」
と
、
微
妙
な
乱
れ
を
感
じ
た
た
め
で
あ

っ
た
。
式
部
は
こ
の

時
点
で
出
仕
後
二
年
ま
た
は
三
年
と
推
測
さ
れ
、
そ
れ
ほ
ど
長
い
年

月
を
こ
の
家
族
と
と
も
に
過
ご
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し

道
長
の
有
頂
天
は
、
そ
の
式
部
に
さ
え
か
す
か
な
顰
蹙
を
感
じ
さ
せ

る
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

彰
子
を
窺
う
と
、
彼
女
は
お

っ
と
り
と

「
め
で
た
く
の
み
聞
き
ゐ

さ
せ
た
ま
ふ
」
で
あ

っ
た
。
し
か
し
倫
子
は
出
て
行

っ
て
し
ま

っ
た
。

そ
れ
が
道
長
の
言
葉
の
せ
い
で
あ
る
と
は
、
「
聞
き
に
く
し
と
お
ぼ

す

に
や
」
の
よ
う
に
、
式
部
に
も
わ
か
る
こ
と
だ

っ
た
。
た
だ
前
に

も
触
れ
た
よ
う
に
、
『
日
記
』

の
文
面
で
は

「
幸
ひ
」
と
倫
子
の
不

快
は

『
栄
花
」
ほ
ど
直
結
し
て
い
な
い
。
道
長
の
語
と
倫
子
の
反
応

の
間
に
式
部
の
不
穏
な
感
覚
や
彰
子
の
様
子
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
、

倫
子
は
あ
る
特
定
の
言
葉
に
と
い
う
よ
り
、
道
長
の
戯
れ
全
体
に
い

た
た
ま
れ
な
さ
を
感
じ
た
よ
う
に
も
取
れ
る
。
お
そ
ら
く

「幸
ひ
」

が
気

に
障

っ
た
の
だ
と
は
、
式
部
に
も
推
測
で
き
た
だ
ろ
う
。
彼
女

は

『
源
氏
」

の
中
に

「幸
ひ
」
と
い
う
語
を
多
用
し
て
お
り
、
こ
の

　

語
の
も
つ
一
種
の
非
礼
さ
を
承
知
し
て
い
た
。
し
か
し
式
部
は
そ
れ

を
指
摘
し
な
い
。
む
し
ろ

「聞
き
に
く
し
と
お
ぽ
す
に
や
」
と
、
道

長
が
原
因
で
あ
る
こ
と
自
体
を
朧
化
す
る
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
つ
は
同
時
代
読
者
な
ら
道
長
の
失
言
と
わ
か
る
は
ず
と
い
う
、
ポ
ー

ズ
と
し
て
の
朧
化
で
あ

っ
た
ろ
う
。
ま
た

一
つ
に
は
、
式
部
の
年
臈

の
浅
さ
か
ら
く
る
、

一
家

へ
の
遠
慮
も
あ

っ
た
ろ
う
。
し
か
し
多
く

は
、
彰
子
出
産
の
晴
儀
を
記
録
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
わ
き
ま
え
が

働
い
た
た
め
だ
ろ
う
。

な
ら
ば
式
部
に
は
、
こ
の
事
件
を
全
く
記
録
し
な
い
と
い
う
道
も

あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
道
を
取
ら
ず
こ
れ
を
記
し
た
の
は
な
ぜ

な
の
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
以
下
の
シ
ー
ン
が
切
り
捨
て
が
た
か

っ

た
た
め
で
は
な
い
か
。

「送
り
せ
ず
と
て
、
母
恨
み
た
ま
は
む
も
の
ぞ
」
と
て
、
い
そ

ぎ
て
御
帳
の
う
ち
を
通
ら
せ
た
ま
ふ
。
「
宮
な
め
し
と
お
ぼ
す

ら
む
。
親
の
あ
れ
ば
こ
そ
子
も
か
し

こ
け
れ
」
と
、
う
ち

つ
ぶ

や
き
た
ま
ふ
を
、
人
々
笑
ひ
き
こ
ゆ
。

道
長
は
倫
子
を
見
送

っ
て
機
嫌
を
取
ろ
う
と
彼
女
の
あ
と
を
追
う
。

急
い
で
彰
子
の
帳
台
を
走
り
抜
け
、
道
長

は
彰
子
に
失
礼
を
わ
び
な

が
ら

「親
あ

っ
て
の
子
」
だ
か
ら
許
せ
と
弁
解
し
、
女
房
た
ち
が
笑

う
。
こ
こ
か
ら
は
、
道
長
が
倫
子
に
立
た
れ
て
狼
狽
し
た
こ
と
、
彼

女
の
機
嫌
が
道
長
に
と

っ
て
重
要
だ

っ
た

こ
と
が
ま
ず
知
ら
れ
る
。

ま
た

「人
々
」
が
主
人
の
道
化
あ
い
た
弁
解
を
笑
う
様
子
か
ら
は
、

言
葉
そ
の
も
の
へ
の
笑
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
北
の
方
を
追
う
主

人
を
苦
笑
的
に
肯
定
す
る
空
気
が
感
じ
ら
れ
る
。
本
稿
は
第
二
項
で
、
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『栄
花
』
が
こ
の
記
事
を
、
倫
子
が
軽
率
に
も
損
ね
た
祝
賀
の
空
気

を
道
長
が
機
転
に
よ

っ
て
繕

っ
た
と
い
う
、
道
長
賞
賛
記
事
の

一
種

と
し
て
取

っ
た
の
で
は
な
い
と
述
べ
た
。
そ
れ
は

『
日
記
』
で
も
同

じ
と
考
え
る
。
倫
子
は
あ
く
ま
で

「さ
わ
が
し
」
い
道
長
の
言
動
に

対
応
し
て
席
を
立

っ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
道
長
は
後
を
追

っ
た
。

自
ら
の
失
言
で
妻
を
怒
ら
せ
た
道
長
が
、
即
座
に
妻
に
礼
を
尽
く
し
、

そ
の
関
係
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
。
周
囲
は
み
な
わ
か

っ
て
い
て
、

そ
の
よ
う
な
夫
婦
を
よ
き
も
の
と
見
て
い
る
。
『
日
記
』
は
道
長
家

の
そ
う
し
た
姿
を
記
し
と
ど
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

道
長
と
倫
子
が
こ
こ
に
示
す
よ
う
な
力
関
係
は
、
こ
の
時
代
の
上

級
貴
族
の
ど
の
家
族
に
も
共
通
の
こ
と
で
は
、
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
。

倫
子
の
機
嫌
を
尊
重
す
る
こ
と
は
道
長
独
特
の
あ
り
方
で
あ
り
、
ま

た
周
囲
の
反
応
か
ら
見
て
そ
れ
は
今
こ
の
場
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な

か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に

『御
堂
関
白
記
』
中
に
は
倫
子
に
敬

　

語

を
使
う
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
日
記
に
お
い
て
ま
で
敬
う
の
だ

か
ら
、
道
長
は
常
態
的
に
倫
子
を
重
ん
じ
て
い
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

ま
た
同
記
録
か
ら
は
夫
婦
が
協
力
し
て
後
宮
対
策
を
行

っ
た
こ
と
が

見
え
る
が
、
倫
子
は
時
と
し
て
単
独
で
行
動
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

そ

の
場
合
道
長
は
、
自
ら
の
日
記
で
あ
り
な
が
ら
彼
女
の
行
き
先
や

目
的
な
ど
を
い
ち
い
ち
記
し
て
い
る
。
倫
子
は
お
そ
ら
く
、
自
ら
品

格
を
重
視
し
、
夫
か
ら
恭
し
く
扱
わ
れ
る
こ
と
に
馴
れ
、
ま
た
独
自

の
意
思
で
行
動
の
取
れ
る
北
の
方
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
ん
な
彼
女

を
道
長
が
実
に
尊
重
し
て
い
た
。
問
題
の

『
日
記
』
記
事
も
そ
れ
を

し
の
ば
せ
る

一
こ
ま
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
看
過
で
き
な
い
の
は
、
倫
子
の
行
為
が
道
長
の
行
き
過
ぎ

を
セ
ー
ブ
す
る
こ
と
に
な

っ
っ
た
事
実
で
あ
る
。
歌
の
自
賛
に
始
ま

っ

て
彼
が
羽
目
を
は
ず
し
か
け
、
雰
囲
気
の
乱
れ
が
見
え
か
け
た
と
き
、

彼
女
は
不
快
を
示
す
こ
と
で
結
果
的
に
道
長
を
抑
制
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
、
品
格
重
視

・
自
己
抑
制
と
い
う
価
値
観
が
彰
子
後
宮
で
善
し

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
日
記
」
記
録
体

の
彰
子
描
写
や
消
息
体

部
分
の
批
評
の
諸
所
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
う

考
え
る
と
き
、
倫
子
の
行
為
は

一
家
の
喜
び
の
場
に
水
を
差
す
も
の

で
は
無
か

っ
た
。
む
し
ろ
弛
緩
す
る
気
分
を
引
き
締
め
る
ス
パ
イ
ス

と
し
て
、
五
十
日
賀
の
末
尾
に
書
き
留
め

ら
れ
た
の
で
は
な
か

っ
た

か
。一

方
彰
子
に
注
目
す
れ
ば
、
父
の
自
賛

に
も
非
礼
に
も
動
じ
ず
、

終
始
お

っ
と
り
と
構
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
温
和
で
あ
る
こ
と
は
、

彰
子
の
み
な
ら
ず
彰
子
後
宮
全
体
の
特
質

で
あ

っ
た
。
お
ど
け
る
父
、

た
し
な
め
る
母
、
そ
の
母
を
な
だ
め
る
父
、
そ
し
て
温
和
に
見

つ
め

る
、
今
日
の
主
役
の
娘
。
笑
う
女
房
た
ち
も
含
め
て
、
や
は
り
諸
貴

族
の
描
写
同
様
、
そ
れ
ぞ
れ
の
典
型
映
像
を
鮮
や
か
に
切
り
取

っ
た

も
の
だ

っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

以
上
、
『
紫
式
部
日
記
』
お
よ
び

『
栄
花
物
語
』

の
載
せ
る
些
細

な
事
件
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
『栄
花

』
は

「幸
ひ
人
」
道
長
と
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彼

に
貢
献
す
る
倫
子
を
描
き
続
け
、
『
日
記
』
は
道
長

一
家
と
彰
子

後
宮
の
栄
花
だ
け
で
な
く
そ
の
内
質
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
論
理
の
中
で
こ
の
事
件
は
生
か
さ
れ
た
の
だ

っ
た
。
そ
し
て

い
ず
れ
に
せ
よ
、
倫
子
は
式
部
の
存
在
に
腹
を
立
て
た
の
で
は
な
か

っ

た
と
考
え
る
。

引
用
の
本
文
は
次
に
拠
っ
た
。

『
紫
式
部
日
記
』
…
新
潮
日
本
古
典
集
成

『
栄
花
物
語
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『
大
鏡
』
…
日
本
古
典
文
学
全
集

注①

『小
右
記
』
長
和
五
年
正
月
廿
七
日
に
道
長
の
発
言
と
し
て

「至
愚
之

又
至
愚
也
」
と
言
わ
れ
る
。

②

加

藤
静

子

「
枕

草
子

の
背

景

-

中

関
白
家

と
斉
信

・
成
信

」

(『
東
京
成
徳
短
期
大
学
紀
要
』

一
四
、

一
九
八

一
年
四
月
)

③

例
え
ば
彰
子
入
内

に
際
し

て
も
諸
卿

・
花
山
法
皇

の
屏
風
和
歌
詠
歌
を

「
往
古
不
聞
事
也
」
「
不
甘

心
事
也
」

(『
小
右
記
』
長
保
元
年
十
月
廿
八

日
)
、

入
内
を
送

る
諸

卿
を

「
末
代
公

卿
不
異
凡
人
」

(
同
十

一
月

二
日
)

と
批

評
す
る
な
ど
、
辛

口
の
批
評
を
日
記

に
多
く
記
し

て
い
る
。

④

村
瀬
敏
夫

「
藤
原
公
任
傳

の
研
究
」

(『
東
海
大
学
紀
要
文
学
部

』
二
、

一
九
六
〇
年

三
月
)
・
竹
鼻
績

「藤

原
公
任

の
研
究

ー

公
任
集
作
歌

年

次
考

」

(『
山
梨
県
立
女
子
短
期
大
学

紀
要
』

四
、

一
九
七
〇
年
三
月
)

⑤

兼
家

の
末
弟
。

長
徳
三

(
九
九
七
)
年
か
ら
二
十
年
間
、
左
大
臣
道
長
、

右
大
距
顕
光

に
次
ぐ
内
大
臣
を
勤
め
る
。

寛
弘
五
年
時
点
既

に
在
任
十

一

年
。

の
ち
治
安
元

(
一
〇

二

一
)
年
太
政
大
臣

に
至

っ
た
。

⑥

『
日
本
紀
略
』
長
徳

二
年
正
月
十
六

日
。
ま
た

『
小
右
記
』
同
年
四
月

廿
四

日
。

⑦

角

川
書
店
、
昭
和
四
十
六
年

⑧

「
源
氏
物
語

の
個
人

・
家
族

・
社
会

「
さ

い
は
ひ
」

「
さ
い
は

ひ

人
」
を
め
ぐ

っ
て

」

(『
源
氏
物
語
研
究
集

成
六

源
氏
物
語

の
思
想
」

平
成
十
三
年

風
間
書
房
)

⑨

同
巻
前
文

に

「
し

や
く
せ
う
」
と
も
表
記
。
人
物

に

つ
い
て
は
未
詳
。

⑩

「
か
か
る
ほ
ど

に
年

も
か

へ
り
ぬ
め
れ
ば
」

「
は
か
な
く

て
年

月
も
過

ぎ

て
」

「
か
く

て
」

な
ど
の
表
現

で
時
間

の
進

行
を
表
す
。

ま
た
記
事

内

で
記
事
現
在
を
指
し

て

「
今
」
と
言
う
。

⑪

「
『御

堂
関
白
記
』

に
お
け
る

「
女
方
」

に

つ
い
て
1
道
長

と
倫

子

の

二
人
三
脚
1
」

(『
解
釈
』
三
八

-
二
、
平
成
四
年
二
月
)

⑫

原
岡
文
子

「
幸

い
人
中

の
君
」

(『
源
氏
物
語
両
義

の
糸

-

人
物

・
表

現
を
め
ぐ

っ
て
ー

』
有
精
堂
、
平
成
三
年
)

⑬

穐
田
定
樹

「
御
堂
関
白
記

・
小
右
記

の
敬
語

・
敬
語
表
現

(
そ

の
五
)
」

(
『
岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
』
五
三
、
昭
和
五
十
五
年

)
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