
一
、『
不
幸
な
母
の
話
』

 　
『
不
幸
な
母
の
話
』
は
谷
崎
潤
一
郎
の
母
、
関
が
亡
く
な
っ
た
大
正

６
年
の
４
年
後
、
大
正　

年
（
１
９
２
１
年
）
に
『
中
央
公
論
』
に
発

１０

表
さ
れ
た
。
第
一
期
の
作
風
が
完
成
し
た
時
代
で
あ
る
。
生
活
の
上
で

も
変
化
が
多
か
っ
た
。
大
正
４
年
、
谷
崎
潤
一
郎
は
石
川
千
代
子
と
結

婚
し
、
翌
年
５
月
に
長
女
鮎
子
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
翌
年
に
当
た
る
大

正
６
年
の
５
月
に
関
は
亡
く
な
っ
た
。
大
正
７
年
、
彼
は　

月
か
ら　

１１

１２

月
に
か
け
て
短
い
間
に
、
朝
鮮
、
満
州
、
天
津
、
北
京
、
漢
口
、
九
江
、

更
に
上
海
の
周
辺
各
地
を
旅
行
し
た
。
そ
の
少
し
後
の
大
正
８
年
の
２

月
に
は
父
で
あ
る
倉
五
郎
も
亡
く
な
っ
た
の
だ
。

　

結
婚
生
活
が
始
ま
り
、
父
と
な
っ
て
す
ぐ
に
、
両
親
の
相
次
ぐ
死
を

経
験
し
た
谷
崎
は
こ
こ
で
人
生
最
大
の
転
機
に
直
面
し
た
の
だ
。

 　
『
不
幸
な
母
の
話
』
は
家
族
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
お
い
て
、
互
い

に
関
わ
っ
て
い
る
人
間
の
間
に
起
こ
る
疑
念
、
苦
悩
、
悲
し
み
、
不
信
、

愛
情
の
変
化
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
あ
る
よ
う
な
切
実
な
意
識

は
、
こ
の
時
期
以
前
の
谷
崎
の
作
品
に
は
現
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ま
で

に
描
か
れ
て
い
た
家
族
的
な
問
題
は
、
そ
れ
と
は
別
の
男
女
間
の
不
安

定
さ
、
そ
こ
か
ら
起
こ
る
破
滅
な
ど
を
描
く
た
め
の
背
景
と
し
て
描
か

れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

 　
『
不
幸
な
母
の
話
』
は
、
家
族
内
の
一
個
人
の
告
白
や
懺
悔
に
よ
っ

て
、
必
然
的
に
家
族
の
他
の
人
々
を
破
滅
さ
せ
る
と
い
う
重
い
責
任
感

を
伴
っ
た
も
の
を
描
い
て
い
る
。
家
族
の
う
ち
の
一
人
に
と
っ
て
の
良

心
の
満
足
、
執
着
、
愛
情
は
同
じ
家
族
の
他
の
人
々
に
と
っ
て
の
生
活

の
破
滅
に
成
り
得
る
と
い
う
認
識
は
、
こ
の
時
期
の
谷
崎
の
作
品
に
最
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も
よ
く
集
中
し
て
い
る
。

　

中
心
人
物
は
語
り
手
で
あ
る
、「
わ
た
し
」（
弟
）、「
兄
」、「
兄
の

嫁
」、「
母
」
で
あ
る
。

　

わ
た
し
の
「
母
」
は
夫
に
対
し
て
貞
淑
な
妻
で
あ
り
、
子
に
対
し
て

は
慈
悲
深
い
親
で
あ
っ
た
。「
時
岡
の
ご
隱
居
様
」
と
言
え
ば
「
あ
ん

な
氣
樂
な
身
の
上
は
な
い
」
と
皆
が
羨
む
く
ら
い
で
、
親
類
の
女
子
供

も
彼
女
に
懐
い
た
し
、
世
間
で
は
誰
か
ら
も
ち
や
ほ
や
さ
れ
た
。
彼
女

は
特
に
子
供
た
ち
が
自
分
に
孝
行
を
尽
く
す
こ
と
を
強
く
望
み
、
ま
た

そ
れ
を
当
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
歳
を
取
る
こ
と
と
死

ぬ
と
い
う
こ
と
を
ひ
ど
く
恐
れ
た
。

　

そ
ん
な
「
母
」
が
全
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
あ
る
事
件
が
起
き
る
。

「
兄
」
と
「
兄
の
嫁
」
が
箱
根
か
ら
熱
海
へ
一
週
間
の
新
婚
旅
行
に
出

た
時
の
こ
と
で
あ
る
。「
母
」
は
夫
婦
の
帰
り
を
待
ち
き
れ
な
く
な
り
、

二
人
の
元
へ
出
か
け
て
行
っ
た
。
そ
う
し
て
三
人
で
熱
海
を
出
帆
す
る

船
に
乗
っ
て
、
國
府
津
へ
向
か
っ
た
。
も
う
少
し
で
國
府
津
の
沖
合
と

い
う
所
で
、
船
が
転
覆
し
た
。「
兄
」
は
勿
論
泳
げ
た
の
で
、
二
人
を

懸
命
に
探
し
、
騒
々
し
い
叫
び
の
一
つ
に
妻
を
見
つ
け
た
。「
兄
」
は

咄
嗟
の
間
に
こ
う
考
え
た
。「
自
分
は
一
度
に
一
人
以
上
を
救
ふ
こ
と

は
出
来
な
い
、
若
し
二
人
を
一
�
に
救
は
う
と
す
れ
ば
、
三
人
な
が
ら

溺
れ
死
ぬ
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
う
し
て
今
、
偶
然
に
も
先
に
發
見
さ
れ

て
、
自
分
の
手
に
縋
り
着
い
て
居
る
妻
が
あ
る
。
自
分
は
先
づ
此
の
妻

を
陸
上
へ
運
ん
で
か
ら
、
然
る
後
に
母
を
尋
ね
よ
う
」、
そ
う
決
心
し

た
「
兄
」
は
「
藻
掻
き
苦
し
み
つ
ゝ
執
拗
に
縋
り
着
か
う
と
す
る
人
々

を
夢
中
で
突
き
除
け
な
が
ら
」、
嫁
を
担
い
で
岸
へ
泳
ぎ
着
い
た
。
そ

し
て
、
再
び
水
中
へ
戻
っ
た
が
、「
母
」
が
見
つ
か
ら
な
い
。「
兄
」
は

「
母
」
が
溺
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
思
い
、
自
分
は
助
か
る
資
格
が

な
い
と
最
後
ま
で
救
助
の
手
を
拒
む
。
が
、
幸
い
に
し
て
「
母
」
は
知

ら
な
い
う
ち
に
一
人
の
漁
師
に
助
け
ら
れ
て
お
り
、
介
抱
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
「
母
」
は
兄
夫
婦
が
ど
ん
な
に
か
言
葉
を
掛
け
て
も
、
ほ
と

ん
ど
返
事
を
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
降
、「
母
」
は
ほ
と
ん
ど
子
供
た

ち
や
親
類
と
会
話
す
る
こ
と
も
し
な
く
な
り
、
そ
の
姿
は
「
悲
し
い
音

樂
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。「
母
」
は
段
々
と
ロ
ク
に
物
も
食
べ
な
い

で
消
え
る
よ
う
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
息
を
引
き
取
る
時
で

す
ら
、「
あ
ゝ
お
前
達
、
そ
ん
な
に
側
に
寄
ら
な
い
で
お
く
れ
よ
、
お

父
様
が
お
迎
ひ
に
來
て
い
ら
つ
し
や
る
ん
だ
か
ら
。
―
―
」
と
言
っ
て
、

わ
た
し
た
ち
を
払
い
除
け
る
よ
う
に
し
て
死
ん
で
い
っ
た
。

　

そ
の
後
「
兄
」
が
自
殺
し
た
。「
兄
」
は
手
紙
を
残
し
て
お
り
、
そ

こ
に
は
「
母
」
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
い
き
さ
つ
や
、「
兄
」
が
自
殺

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
書
か
れ
て
い
た
。
あ
の
事
件
の
際
、

「
妻
を
抱
え
て
居
た
私
の
腕
に
い
き
な
り
縋
り
着
か
う
と
し
た
人
が
、
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そ
れ
が
若
し
や
母
で
は
な
か
つ
た
か
と
云
ふ
事
に
氣
が
付
い
た
の
は
、

も
う
大
分
時
が
�
ぎ
た
後
だ
つ
た
け
れ
ど
も
、
―
―
そ
の
恐
ろ
し
い
疑

惑
に
對
し
て
私
は
出
來
る
だ
け
眼
を
潰
ら
う
と
は
し
た
け
れ
ど
も
、

―
―
し
か
し
や
つ
ぱ
り
そ
の
疑
ひ
は
事
實
だ
つ
た
の
だ
。
私
は
妻
の
一

身
を
案
ず
る
餘
り
、
母
の
見
分
け
が
付
か
な
か
つ
た
の
だ
。
私
は
妻
を

救
ふ
の
で
夢
中
に
な
つ
て
、
私
の
手
で
私
の
母
を
水
の
中
へ
突
き
放
し

た
の
だ
。
妻
は
そ
れ
に
は
氣
が
付
か
な
か
つ
た
が
、
母
は
確
か
に
そ
れ

を
知
つ
て
居
た
。
死
ぬ
ま
で
其
の
事
を
口
に
は
出
し
は
し
な
か
つ
た
が
、

母
が
そ
れ
を
知
つ
て
居
た
事
は
、
あ
の
晩
以
後
の
彼
女
の
變
り
や
う
を

見
れ
ば
、
と
て
も
疑
ふ
こ
と
は
出
來
な
い
。（
中
略
）
母
が
他
人
の
手

で
助
か
つ
た
こ
と
は
、
母
の
爲
め
に
も
私
の
爲
め
に
も
幸
福
で
は
な
か

つ
た
の
だ
。
い
や
、
た
と
ひ
私
の
手
で
助
か
つ
た
に
し
て
も
、
母
は
決

し
て
喜
び
は
し
な
か
つ
た
ゞ
ら
う
。『
助
け
る
な
ら
な
ぜ
最
初
に
助
け

て
く
れ
な
い
？　

な
ぜ
私
よ
り
も
嫁
を
先
に
し
た
？
』
母
は
き
つ
と
、

さ
う
云
つ
た
に
違
ひ
な
か
ろ
う
。『
お
母
様
が
後
に
な
つ
た
の
は
偶
然

で
す
』
と
云
つ
て
も
、『
そ
の
偶
然
が
恨
め
し
い
』
と
云
う
だ
ろ
う
。

『
私
を
後
に
す
る
く
ら
ゐ
な
ら
、
な
ぜ
三
人
で
一
緒
に
死
な
ゝ
い
？
』

と
云
ふ
だ
ろ
う
。（
中
略
）
母
は
そ
れ
か
ら
長
い
間
、
嘗
て
自
分
を
海

へ
突
き
放
さ
う
と
し
た
と
こ
ろ
の
、『
親
殺
し
』
の
忰
の
顔
を
毎

日
々
々
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
死
ぬ
迄
そ
の
恨
み
を
忘
れ
る
こ

と
が
出
來
な
か
つ
た
。（
中
略
）
い
や
、
私
ば
か
り
で
は
な
い
、『
子

供
』
と
云
ふ
も
の
凡
べ
て
ア
テ
に
な
ら
な
い
、
戀
人
の
爲
め
に
は
親
を

裏
切
る
不
孝
者
だ
と
思
は
れ
た
で
あ
ら
う
。（
中
略
）
母
は
死
ん
で
し

ま
つ
た
け
れ
ど
も
、
私
に
は
さ
う
は
思
は
れ
な
い
。
私
が
生
き
て
居
る

限
り
、
母
も
生
き
て
居
る
よ
う
な
氣
が
す
る
。『
ど
う
か
お
前
は
孝
行

な
忰
だ
と
云
ふ
こ
と
を
、
私
に
見
せ
て
お
く
れ
。
私
を
心
か
ら
喜
ば
し

て
お
く
れ
。
嫁
の
爲
め
に
命
を
捨
て
ゝ
か
ゝ
つ
た
や
う
に
、
私
の
爲
め

に
も
命
を
捨
て
ゝ
か
ゝ
つ
て
お
く
れ
。』
母
は
始
終
私
の
耳
に
、
さ
う

囁
い
て
居
る
や
う
な
氣
が
す
る
。
私
が
死
な
ゝ
け
れ
ば
母
は
決
し
て
喜

ん
で
は
く
れ
な
い
の
だ
。」
と
あ
り
、「
兄
」
の
書
置
き
は
ま
だ
続
く
が
、

語
り
手
「
わ
た
し
」「
兄
」
が
気
の
毒
で
あ
る
以
上
に
、「
母
」
は
気
の

毒
な
人
と
し
て
、
い
つ
迄
も
「
私
」
の
胸
に
生
き
て
居
る
の
で
あ
る
。

　　

広
瀬
玲
子
氏
の
先
行
論
文
（
注
①
）
に
よ
る
と
、『
不
幸
な
母
の
話
』

は
中
国
の
あ
る
小
説
を
も
と
に
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

中
国
の
文
言
小
説
に
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
が
あ
る
。
著
者
は
、
清

の
乾
隆
年
間
を
代
表
す
る
学
者
で
あ
り
、
四
庫
全
書
の
総
纂
官
を

つ
と
め
た
紀
�
で
あ
る
。『
閲
微
草
堂
筆
記
』
と
い
う
の
は
、
五
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回
に
わ
た
っ
て
次
々
と
別
の
書
名
の
も
と
に
刊
行
さ
れ
た
小
説
集

を
の
ち
に
門
人
の
盛
時
彦
が
合
刊
し
た
と
き
の
書
名
で
あ
り
、
そ

の
第
三
部
に
当
た
る
『
槐
西
雑
誌
』
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
話
が

あ
る
。（
注
②
）（
中
略
）
そ
の
中
に
あ
っ
て
、『
不
幸
な
母
の
話
』

は
内
容
そ
の
も
の
は
中
国
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
登
場
人
物
の

関
係
や
、
最
初
に
死
者
が
出
る
か
ど
う
か
な
ど
異
な
る
点
も
多
い
。

し
か
し
、
水
の
事
故
が
起
こ
り
、
そ
の
あ
と
二
人
が
続
け
て
亡
く

な
る
こ
と
や
、
兄
の
遺
書
と
姚
安
公
の
議
論
に
は
、
一
脈
通
じ
る

と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　　

ま
た
「
孝
」
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
、

　
「
孝
」
を
儒
教
的
な
徳
目
と
し
て
と
ら
え
る
と
、
一
見
、
谷
崎
文

学
の
背
徳
的
な
耽
美
の
世
界
と
は
相
容
れ
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
だ
が
、
孝
を
追
及
す
る
あ
ま
り
倒
錯
的
な
行
為
に
ま
で
至
っ

た
と
い
う
話
は
、「
二
十
四
孝
」
な
ど
中
国
に
も
数
多
の
例
が
あ

る
。
孝
と
は
そ
も
そ
も
、
親
を
思
う
気
持
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
と

同
時
に
そ
の
気
持
ち
が
行
為
と
し
て
表
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
強
迫
観
念
で
も
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
親
を
思
う
気
持
ち
が
内
に
あ
り
、
そ
れ
を
行
為
と

し
て
外
に
表
す
と
い
う
こ
と
は
普
通
に
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
逆

の
方
向
で
、
す
な
わ
ち
、
一
つ
一
つ
の
行
為
を
こ
と
ご
と
く

「
孝
」
あ
る
い
は
「
不
孝
」
の
表
れ
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た

「
孝
」
は
そ
れ
を
要
請
し
、
必
然
的
に
人
は
「
不
孝
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

と
し
て
、「
孝
」
に
つ
い
て
の
説
を
展
開
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の

『
閲
微
草
堂
筆
記
』
を
谷
崎
が
踏
ま
え
て
い
た
と
い
う
論
に
決
定
的
な

証
拠
は
な
い
と
も
本
論
で
は
記
し
て
い
る
。

　
　
　

　

本
文
中
や
先
行
論
文
に
も
登
場
し
本
論
文
の
主
題
と
も
な
っ
て
い
る

「
孝
」
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
ま
た
、
そ
の
「
孝
」
の
根

本
と
も
な
る
「
儒
教
」
に
つ
い
て
、
以
下
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

儒
教
は
中
国
に
お
け
る
国
教
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
仏
教
、

道
教
と
と
も
に
、
中
国
文
化
の
根
底
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
の
は
既
知

で
あ
る
。
五
輪
五
常
の
道
で
あ
っ
て
、
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
、
兄
弟
、

朋
友
の
五
輪
と
、
仁
、
義
、
礼
、
智
、
信
の
五
常
が
互
い
に
配
合
し
て
、

人
倫
の
道
が
完
成
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
仁
義
礼
智
信
こ
そ
、

儒
教
の
中
心
問
題
な
の
で
あ
る
。
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仁
と
は
、
人
と
人
と
の
親
愛
の
情
で
あ
り
、
親
子
の
愛
情
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
子
の
親
に
対
す
る
親
愛
の
情
、
こ
れ
を
「
孝
」
と
い
う
の

だ
。『
論
語
』
を
中
心
と
す
る
、
四
書
五
経
と
い
わ
れ
る
も
の
、
さ
ら

に
十
三
経
と
い
わ
れ
る
、
儒
教
の
根
本
経
典
は
い
ず
れ
も
こ
の
「
孝
」

を
説
い
て
い
る
。「
孝
」
こ
そ
ま
さ
し
く
、
儒
教
の
根
本
思
想
で
あ
り
、

儒
教
の
倫
理
と
し
て
一
切
の
道
徳
の
根
本
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

 　
『
孝
経
』
の
最
初
に
「
身
体
髪
膚
、
こ
れ
を
父
母
に
受
く
、
あ
え
て

毀
傷
せ
ざ
る
は
、
孝
の
始
め
な
り
。
身
を
立
て
道
を
行
い
、
名
を
後
世

に
あ
げ
て
、
以
て
父
母
を
あ
ら
わ
す
、
孝
の
終
わ
り
な
り
」
と
あ
る
。

　

ま
ず
、「
孝
」
は
親
か
ら
受
け
た
体
を
傷
つ
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
孔
子
の
親
に
事
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
居
は
す
な
わ
ち
敬

を
い
た
し
、
養
は
す
な
わ
ち
そ
の
た
し
な
み
を
い
た
し
、
疾
は
す
な
わ

ち
そ
の
憂
い
を
い
た
し
、
喪
は
す
な
わ
ち
そ
の
哀
を
い
た
し
、
祭
は
す

な
わ
ち
そ
の
厳
重
を
い
た
す
。
こ
の
五
つ
備
わ
れ
ば
よ
く
親
に
事
う
」

と
あ
る
。

　

常
に
親
を
敬
う
心
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
の
生
活
に
お
い
て
親

を
養
う
場
合
、
常
に
親
に
、
楽
し
ん
で
も
ら
う
よ
う
食
べ
物
な
ど
に
も

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
の
病
気
の
場
合
に
は
、
心
か
ら
案
じ

憂
い
て
、
医
師
を
呼
び
、
あ
ら
ゆ
る
手
を
尽
く
し
て
看
病
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
薬
石
そ
の
効
な
く
し
て
、
つ
い
に
死
な
れ
た
場
合
は
、
そ
の
葬

送
の
こ
と
、
喪
中
の
こ
と
な
ど
、
か
な
し
み
の
極
の
内
に
取
り
行
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
喪
が
終
わ
っ
て
、
宗
廟
に
こ
れ
を
祭
る
こ
と
、
あ
る
い

は
墓
前
に
こ
れ
を
祭
る
こ
と
な
ど
、「
ま
つ
り
」
の
規
定
に
従
っ
て
、

誤
り
な
く
厳
重
に
こ
れ
を
と
り
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

親
に
対
し
て
の
「
孝
」
は
単
に
生
き
て
い
る
間
だ
け
で
は
な
く
、
死

後
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
祖
先
崇
拝
は
、
父
祖
の
ま
つ
り
か
ら
で
あ

り
、
父
祖
の
ま
つ
り
は
「
孝
」
の
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
儒
教
の
基
本
概
念
、
特
に
「
孝
」
の
教
え
に
つ
い
て
念
頭

に
置
き
、『
不
幸
な
母
の
話
』
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
儒
教
の
「
孝
」
を
基
に
し
て
、『
不
幸
な
母
の

話
』
の
儒
教
的
な
側
面
を
探
っ
て
い
く
。

　

ま
ず
、
単
純
に
『
不
幸
な
母
の
話
』
の
本
文
中
に
は
「
親
に
対
す
る

孝
」
に
関
わ
る
言
葉
や
文
章
が
随
所
に
現
れ
て
い
る
。

　
○
私
の
兄
は
又
彼
女
を
虐
待
し
拔
い
た
不
孝
者

　
○
私
の
兄
も
不
孝
者
で
は
な
か
つ
た
、
妻
に
對
し
て
は
熱
烈
な
愛
を
捧

げ
た
夫
で
あ
り
、
母
に
對
し
て
は
温
良
に
よ
く
仕
へ
た
息
子
で
あ
つ
た
。 
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○
私
は
果
た
し
て
兄
よ
り
善
き
行
ひ
を
爲
し
得
た
だ
ら
う
か
？

○
子
供
た
ち
は
孝
行
を
つ
く
す
、
親
類
か
ら
は
大
事
に
さ
れ
る
、

○
「
御
覧
、
お
前
よ
り
兄
さ
ん
の
方
が
孝
行
だ
よ
。（
後
略
）」

○
わ
た
し
た
ち
は
�
々
孝
行
の
試
驗
を
さ
れ
て
い
る
や
う
な
氣
が
し
た

○
「
子
供
た
ち
は
こ
ん
な
に
も
自
分
を
大
事
に
し
て
ち
や
ほ
や
し
て
く

れ
る
。
自
分
は
何
不
足
の
な
い
仕
合
せ
な
身
の
上
だ
」

○
彼
女
は
自
分
の
事
で
お
世
辭
を
云
は
れ
る
よ
り
も
、
自
分
の
子
供
た

ち
の
孝
行
を
褒
め
ら
れ
る
時
の
方
が
、
餘
計
滿
足
な
顔
つ
き
を
し
た
。

○
私
た
ち
は
よ
く
母
に
怒
ら
れ
た
り
泣
か
れ
た
り
「
不
孝
者
」
呼
ば
は

り
を
さ
れ
た
も
の
だ
が
、

○
「
何
で
お
前
た
ち
が
不
孝
な
も
の
か
」
―
―
母
は
き
つ
と
さ
う
思
つ

て
居
た
で
あ
ら
う
。

○
自
分
も
又
、「
孝
行
な
子
供
」
だ
け
で
は
滿
足
で
き
な
い
で
「
孝
行

な
嫁
」
や
「
孫
」
を
見
た
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

○
「
う
ち
の
忰
は
感
心
な
者
だ
。
大
學
で
は
秀
才
だ
し
、
品
行
は
方
正

だ
し
、
親
に
は
從
順
だ
し
、
―
―
」

○
け
れ
ど
も
母
は
其
の
幸
運
を
當
然
の
や
う
に
考
へ
、
あ
ん
な
優
し
い

息
子
が
自
分
の
云
ひ
つ
け
を
背
く
は
ず
は
な
い
と
極
め
て
居
た
。

○
「
散
々
世
話
を
燒
い
た
の
だ
か
ら
、
此
れ
か
ら
は
ち
つ
と
夫
婦
の
者

に
恩
返
し
を
し
て
貰
は
な
く
ち
や
」

○
「
旅
行
か
ら
歸
つ
て
來
た
ら
何
處
其
處
へ
連
れ
て
行
つ
て
貰
ひ
ま
せ

う
」

○
戀
人
の
爲
め
に
は
親
を
裏
切
る
不
孝
者
だ
と
思
は
れ
た
で
あ
ら
う
。

○
「
ど
う
か
お
前
は
孝
行
な
忰
だ
と
云
ふ
こ
と
を
、
私
に
見
せ
て
お
く

れ
。（
後
略
）」
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「
母
」
は
子
供
た
ち
の
「
親
に
対
す
る
孝
」
を
至
極
当
然
の
こ
と
と

思
い
、
ま
た
そ
れ
を
子
供
た
ち
も
理
解
し
て
、「
母
」
か
ら
試
さ
れ
る

こ
と
も
致
し
方
な
い
と
思
っ
て
い
る
。「
母
」
は
子
供
た
ち
の
「
孝
」

を
享
受
し
、
少
し
で
も
思
い
通
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
今
ま
で
の

「
孝
」
は
な
ぜ
か
い
き
な
り
な
か
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
一
気
に
「
不
孝

者
」
の
烙
印
を
押
さ
れ
て
し
ま
う
。『
不
幸
な
母
の
話
』
で
は
積
み
上

げ
ら
れ
た
数
々
の
「
孝
」
も
、
偶
然
に
よ
る
一
つ
の
「
不
孝
」
に
よ
っ

て
崩
壊
し
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
れ
を
前
提
と
し
て
『
不
幸
な
母
の
話
』

は
進
め
ら
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
儒
教
の
根
本
概
念
で
あ
る
「
孝
」
の
存

在
が
こ
の
話
で
は
既
存
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
話
が
展

開
し
て
い
く
。

 　
『
不
幸
な
母
の
話
』
の
話
の
中
核
を
成
す
の
は
二
つ
の
事
件
と
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。

　

一
つ
目
は
「
母
」
が
鰻
を
食
べ
た
後
に
う
っ
か
り
梅
干
し
を
食
べ
た

時
の
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
腹
痛
が
起
こ
り
、「
母
」
は
ひ
ど
く
死
を

恐
れ
て
医
者
を
呼
ん
だ
が
、
医
者
は
心
配
な
い
と
言
っ
て
呆
れ
顔
で
帰

っ
た
。
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
も
あ
ま
り
に
事
件
が
馬
鹿
馬
鹿
し
過
ぎ

て
友
達
の
家
に
出
か
け
て
し
ま
う
。
帰
っ
て
く
る
と
病
室
で
待
っ
て
い

た
「
母
」
は
目
に
涙
を
た
め
て
言
っ
た
。「
弘
や
、
お
前
は
此
處
に
居

て
く
れ
な
く
つ
て
も
よ
ご
ざ
ん
す
。
…
…
…
み
ん
な
が
斯
う
し
て
心
配

し
て
側
に
居
て
く
れ
る
の
に
、
そ
ん
な
に
遊
び
た
け
れ
り
や
何
處
へ
で

も
出
て
お
い
で
な
さ
い
。
お
前
は
き
つ
と
私
の
子
で
は
な
い
ん
だ
ろ
う

か
ら
」。
無
論
「
私
」
は
「
母
」
を
な
だ
め
る
た
め
に
謝
り
、
機
嫌
を

取
る
が
、
次
の
日
の
朝
、
電
報
で
驚
い
た
「
兄
」
が
夜
通
し
か
け
て
帰

っ
て
き
た
。「
母
」
は
「
私
」
に
嬉
し
そ
う
に
言
っ
た
。「
御
覧
、
お
前

よ
り
も
兄
さ
ん
の
方
が
孝
行
だ
よ
。
お
前
は
内
に
居
て
も
外
へ
出
て
行

つ
て
し
ま
ふ
の
に
、
兄
さ
ん
は
忙
し
い
中
を
わ
ざ
わ
ざ
夜
徹
し
歸
つ
て

來
て
く
れ
ま
し
た
よ
」。

　

こ
の
事
件
で
わ
か
る
の
は
「
母
」
が
死
を
恐
れ
、
子
供
の
「
親
に
対

す
る
孝
」
に
ひ
ど
く
執
着
し
一
喜
一
憂
す
る
点
、
そ
し
て
弟
で
あ
る

「
私
」
よ
り
も
「
兄
」
の
ほ
う
が
孝
行
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。

 　
「
母
」
は
極
端
に
死
を
恐
れ
る
。
こ
の
設
定
は
物
語
後
半
に
「
母
」

が
家
族
に
一
切
心
を
許
す
こ
と
な
く
死
ん
で
い
く
こ
と
で
、
単
な
る
設

定
以
上
の
意
味
を
持
た
せ
る
。「
親
に
対
す
る
孝
」
の
執
着
は
既
述
の

こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
で
は
そ
れ
に
よ
る
母
の
喜
び
と
哀
し
み
の

落
差
に
注
目
し
た
い
。
彼
女
は
他
人
か
ら
子
供
た
ち
が
孝
行
者
で
あ
る

こ
と
を
褒
め
ら
れ
る
と
上
機
嫌
に
な
り
、
そ
し
て
自
分
が
大
事
に
さ
れ

て
い
な
い
と
少
し
で
も
思
う
と
、
涙
を
こ
ら
え
き
れ
な
い
女
性
な
の
だ
。

こ
の
要
素
も
後
の
彼
女
の
死
に
つ
な
が
る
需
要
な
要
素
だ
。
そ
し
て
、
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最
後
に
「
私
」
よ
り
「
兄
」
の
方
が
孝
行
者
で
あ
る
こ
と
は
、
物
語
の

前
半
で
も
「
私
の
兄
も
不
孝
者
で
は
な
か
つ
た
、
妻
に
對
し
て
は
熱
烈

な
愛
を
捧
げ
た
夫
で
あ
り
、
母
に
對
し
て
は
温
良
に
よ
く
仕
へ
た
息
子

で
あ
つ
た
。」「
私
は
果
た
し
て
兄
よ
り
善
き
行
ひ
を
爲
し
得
た
だ
ら
う

か
？
」
と
い
う
風
に
繰
り
返
し
訴
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
私
」
自

身
も
感
じ
て
い
た
こ
と
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
三
点
の
要
素
の
為
に
そ
の
後
に
起
こ
る
様
々
な
事
件

が
よ
り
一
層
残
酷
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。

　

儒
教
た
る
「
孝
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
通
り
「
身
体
髪
膚
、
こ

れ
を
父
母
に
受
く
、
あ
え
て
毀
傷
せ
ざ
る
は
、
孝
の
始
め
な
り
。
身
を

立
て
道
を
行
い
、
名
を
後
世
に
あ
げ
て
、
以
て
父
母
を
あ
ら
わ
す
、
孝

の
終
わ
り
な
り
」（『
孝
経
』）、
つ
ま
り
「
親
の
病
気
の
場
合
に
は
、
心

か
ら
案
じ
憂
い
て
、
医
師
を
呼
び
、
あ
ら
ゆ
る
手
を
尽
く
し
て
看
病
せ

ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

　

一
つ
目
の
事
件
は
「
親
に
対
す
る
孝
」
と
い
う
も
の
を
わ
か
り
や
す

く
読
み
手
に
伝
え
る
も
の
と
し
て
充
分
で
あ
り
、
な
お
か
つ
こ
の
『
孝

経
』
の
教
え
に
も
充
分
沿
っ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

谷
崎
自
身
も
こ
れ
ら
を
考
慮
し
て
い
た
と
考
え
る
。

　

二
つ
目
の
事
件
は
「
母
」
と
「
家
族
」
と
の
大
き
な
転
換
期
に
な
る
。

 　
「
兄
」
と
「
兄
の
嫁
」
が
箱
根
か
ら
熱
海
へ
一
週
間
の
新
婚
旅
行
に

出
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。「
母
」
は
夫
婦
の
帰
り
を
待
ち
き
れ
な
く
な

り
、
二
人
の
元
へ
出
か
け
て
行
っ
た
。
そ
う
し
て
三
人
で
熱
海
を
出
帆

す
る
船
に
乗
っ
て
、
國
府
津
へ
向
か
っ
た
。
も
う
少
し
で
國
府
津
の
沖

合
と
い
う
所
で
船
が
転
覆
し
た
。

 　
「
妻
」
を
助
け
て
か
ら
「
母
」
を
助
け
に
戻
っ
て
き
た
「
兄
」
の
姿

が
痛
々
し
い
。「
母
」
は
死
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
当
然
の
こ

と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
母
」
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
な
ら
自
分

も
助
か
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
考
え
方
に
は
や
は
り
ど
こ
か
偏
り
が

あ
る
。
死
と
い
う
も
の
を
世
間
一
般
以
上
に
恐
れ
て
い
た
母
が
死
と
い

う
も
の
を
身
近
に
感
じ
る
恐
怖
を
味
わ
い
、
更
に
は
「
私
」
よ
り
も

「
孝
行
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
「
兄
」
に
裏
切
ら
れ
る
と
い
う
衝
撃

が
あ
る
。
こ
の
事
件
が
あ
ま
り
に
も
衝
撃
的
で
残
酷
に
映
る
の
は
一
つ

目
の
事
件
で
こ
の
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
事
件
以
降
「
母
」
は
変
わ
っ
て
し
ま
う
。「
母
」
の
変
化
と
死
、

こ
れ
が
三
つ
目
の
事
件
だ
。
家
族
の
輪
に
も
入
ら
な
く
な
り
、
会
話
す

る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
ま
ま
、
死
ん
で
し
ま
う
の
だ
。「
私
」
は
「
生

前
の
母
の
俤
―
―
そ
れ
は
今
も
云
ふ
よ
う
に
非
常
に
悲
し
い
も
の
だ
つ

た
、
母
と
云
ふ
人
間
全
體
が
、
む
し
ろ
母
の
存
在
そ
の
物
が
、
悲
し
い
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音
樂
の
や
う
に
悲
し
か
つ
た
」
と
「
母
」
が
死
ぬ
前
の
様
子
を
表
現
し

て
い
る
。

　

さ
て
、
な
ぜ
谷
崎
は
「
私
」
よ
り
孝
行
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た

「
兄
」
に
「
母
」
を
裏
切
ら
せ
た
の
か
。
答
え
は
彼
自
身
に
あ
る
。

　

谷
崎
潤
一
郎
が
青
年
期
に
放
蕩
の
限
り
を
尽
く
し
親
不
孝
な
行
為
を

繰
り
返
し
た
こ
と
は
、
谷
崎
自
身
も
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　

そ
の
頃
の
私
は
放
浪
時
代
で
、
さ
ま

く
な
惡
顴
に
身
を
持
ち
崩

し
て
ゐ
た
。
兩
親
の
家
は
日
本
橋
の
箱
崎
町
に
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、

一
二
年
前
に
そ
こ
を
飛
び
出
し
た
き
り
め
つ
た
に
寄
り
付
い
た
こ

と
が
な
く
、
た
ま
に
ふ
ら
り
と
戻
つ
て
來
る
こ
と
が
あ
つ
て
も
、

す
ぐ
親
た
ち
を
怒
ら
せ
た
り
泣
か
せ
た
り
し
て
又
ぷ
い
と
出
て
行

つ
て
し
ま
ふ
と
云
ふ
風
で
あ
つ
た
。（
中
略
）
親
た
ち
は
新
聞
に

依
つ
て
私
の
無
事
を
知
る
の
み
で
、
何
處
で
ど
ん
な
風
に
し
て
暮

ら
し
て
ゐ
る
の
か
知
る
よ
し
も
な
か
つ
た
。（『
親
不
孝
の
思
ひ

出
』（
注
③
））

　　

ま
た
、
彼
は
自
分
が
何
故
親
に
逆
ら
う
よ
う
な
親
不
孝
者
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
か
も
、
自
分
自
身
で
そ
の
複
雑
な
心
境
を
語
っ
て
い
る
。

當
時
私
の
小
さ
な
胸
の
中
に
は
、
私
を
早
く
か
ら
立
ち
働
か
し
て

自
分
た
ち
は
寝
床
に
ゐ
る
二
親
の
仕
打
ち
を
恨
む
氣
持
と
、
か
り

に
も
親
を
恨
ま
う
と
す
る
己
れ
の
ね
ぢ
く
れ
た
根
性
を
咎
め
、
出

来
れ
ば
自
分
も
金
次
郎
や
萬
吉
の
や
う
な
あ
つ
ぱ
れ
な
子
に
な
り

た
い
、
そ
し
て
親
た
ち
を
喜
ば
せ
世
間
の
人
に
褒
め
ら
れ
た
い
と

い
う
氣
持
と
が
交
互
に
入
り
亂
れ
た
。（
同
前
）

　

こ
の
「
ね
ぢ
く
れ
た
根
性
」
が
孝
行
な
「
兄
」
の
裏
切
り
に
繋
が
っ

た
の
だ
。
そ
う
し
て
「
親
を
恨
ま
う
と
す
る
氣
持
」
と
「
親
た
ち
を
喜

ば
せ
」
た
い
気
持
ち
も
見
事
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
現
れ
て
い
る
。

　

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
「
兄
」
の
自
殺
で
あ
る
。「
母
」
を
裏
切
り
失

意
の
ま
ま
に
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
。　「
兄
」
は
「
あ
ゝ
、
私
は
ほ
ん
た

う
は
死
に
た
く
な
い
。
私
は
今
は
の
際
ま
で
も
猶
彼
女
を
愛
し
て
居
る
。

彼
女
を
捨
て
ゝ
此
の
世
を
去
る
こ
と
は
、
さ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
つ
た
の
は
、
何
と
云
ふ
悲
し
い
運
命
だ
ら
う
」
と
現
世
に
対
す
る
未

練
を
つ
ら
つ
ら
と
述
べ
な
が
ら
も
、「『
ど
う
か
お
前
は
孝
行
な
忰
だ
と

云
ふ
こ
と
を
、
私
に
見
せ
て
お
く
れ
。
私
を
心
か
ら
喜
ば
し
て
お
く
れ
。

嫁
の
爲
め
に
命
を
捨
て
ゝ
か
ゝ
つ
た
や
う
に
、
私
の
爲
め
に
も
命
を
捨
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て
ゝ
か
ゝ
つ
て
お
く
れ
。』
母
は
始
終
私
の
耳
に
、
さ
う
囁
い
て
居
る

や
う
な
氣
が
す
る
。
私
が
死
な
ゝ
け
れ
ば
母
は
決
し
て
喜
ん
で
は
く
れ

な
い
の
だ
」
と
言
い
残
し
、
死
ん
で
し
ま
う
。
ま
さ
に
谷
崎
の
い
う

「
親
た
ち
を
喜
ば
せ
」
た
い
気
持
ち
、
そ
の
ま
ま
な
の
だ
。

　　

谷
崎
は
当
時
、
自
分
が
受
け
た
儒
教
的
教
育
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て

い
る
。私

が
自
分
の
親
不
孝
を
意
識
す
る
や
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
で
良

心
の
苛
責
を
覺
え
る
や
う
に
な
り
出
し
た
の
は
、
い
つ
頃
か
ら
で
、

何
が
原
因
で
あ
つ
た
ら
う
か
、
と
考
へ
る
と
、
先
づ
何
よ
り
も
思

ひ
出
さ
れ
る
の
は
、
遠
い
昔
の
小
學
校
時
代
の
修
身
の
時
間
の
こ

と
で
あ
る
。（
中
略
）
私
の
時
代
の
修
身
と
云
へ
ば
、
殆
ど
天
皇

に
忠
義
を
盡
す
こ
と
ゝ
、
父
母
に
孝
行
を
盡
す
こ
と
ゝ
を
説
き
聽

か
す
こ
と
に
、
大
部
分
の
時
間
を
費
や
し
て
ゐ
た
や
う
な
氣
が
す

る
。（
中
略
）
孝
行
に
關
す
る
説
話
は
、
そ
れ
を
初
め
て
聞
か
さ

れ
た
頃
は
全
く
無
邪
氣
に
、
子
供
ら
し
い
感
銘
を
以
て
受
け
取
つ

た
ゞ
け
の
こ
と
で
あ
つ
た
が
、
た
び

く
繰
り
返
し
て
聞
か
さ
れ

て
行
く
う
ち
に
、
次
第
に
そ
れ
が
親
た
ち
に
對
す
る
自
己
の
行
為

を
規
制
す
る
尺
度
と
し
て
働
き
、
心
に
重
く
蔽
ひ
か
ぶ
さ
る
や
う

に
な
ら
ず
に
は
ゐ
な
い
。
そ
し
て
私
は
い
つ
か
ら
と
も
な
く
、

「
自
分
は
親
不
孝
の
子
で
あ
る
」
と
云
ふ
苛
責
の
念
を
、
絶
え
ず

感
ず
る
や
う
に
な
つ
た
。
今
か
ら
考
へ
る
と
、
い
く
ら
あ
の
頃
の

教
育
が
「
儒
教
的
教
育
」
で
あ
つ
た
か
ら
と
云
つ
て
、
あ
ん
な
に

ま
で
孝
道
を
力
説
し
な
く
て
も
よ
く
は
な
か
つ
た
か
と
思
ふ
。
親

た
ち
も
亦
何
か
と
云
ふ
と
、「
親
に
楯
を
つ
く
」「
親
を
馬
鹿
に
す

る
」「
罰
あ
た
り
だ
」「
云
ふ
こ
と
を
聽
か
な
い
や
つ
だ
」「
今
に

ロ
ク
な
者
に
な
り
は
し
な
い
」
な
ど
ゝ
云
ふ
語
を
す
ぐ
口
に
し
た
。

（
同
前
）

　

こ
の
よ
う
に
、
谷
崎
は
幼
少
時
代
に
お
い
て
、
そ
の
価
値
観
の
根
底

に
「
孝
道
」
と
い
う
儒
教
的
観
念
を
何
度
も
教
え
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
、

刷
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
身
に
つ
い
た
「
孝
道
」
に
対
し
て
谷
崎
は
疑
念

と
反
発
心
を
も
つ
。
実
際
に
親
に
対
し
て
の
「
孝
」
と
は
何
か
を
犠
牲

に
し
て
成
し
遂
げ
る
も
の
な
の
か
。
あ
る
い
は
何
か
（
誰
か
）
の
犠
牲

の
上
に
成
り
立
つ
か
ら
こ
そ
意
味
が
あ
る
の
か
。
し
か
し
、
そ
の

「
孝
」
一
つ
を
貫
く
た
め
に
他
の
全
て
を
不
幸
に
し
て
し
ま
う
究
極
の

場
合
も
当
然
あ
り
う
る
。
行
き
過
ぎ
た
「
孝
」
が
生
む
悲
劇
、
そ
れ
が

『
不
幸
な
母
の
話
』
で
あ
る
。

　

ま
た
、
全
体
の
構
成
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
相
反
す
る
設
定
で
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強
調
さ
れ
る
残
酷
性
、
で
あ
る
。

　

陽
気
だ
っ
た
「
母
」
が
周
囲
に
誰
も
近
寄
ら
せ
ず
、
一
切
心
を
許
さ

な
く
な
り
、
孝
行
だ
っ
た
「
兄
」
が
「
母
」
を
裏
切
り
、
死
を
恐
れ
た

「
母
」
が
孤
独
に
死
ぬ
。
全
て
が
あ
の
転
覆
事
件
を
境
に
正
反
対
に
な

っ
て
い
る
。
よ
り
残
酷
性
を
増
す
為
の
設
定
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
い
き
す
ぎ
た
「
孝
」
と
い
う
印
象
の
あ
る
『
不
幸
な
母
の

話
』
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
私
」
と
い
う
語
り
手
は
初
め
か
ら
終
わ
り
ま

で
態
度
を
一
貫
さ
せ
て
い
る
。
初
め
か
ら
「
私
は
、
孰
方
か
と
云
へ
ば

母
の
方
に
同
情
す
る
」
と
主
張
し
、
最
後
に
も
改
め
て
「
兄
が
氣
の
毒

で
あ
る
以
上
に
、
母
は
氣
の
毒
な
人
と
し
て
、
い
つ
迄
も
私
の
胸
に
生

き
て
居
る
だ
ら
う
」
と
強
調
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
一
見
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
自
身
も
儒
教
の
教
え
で
あ
る

「
孝
」
に
傾
倒
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
む
し
ろ
谷
崎
自
身
の

「
孝
」
に
対
す
る
痛
烈
な
皮
肉
の
現
れ
と
し
て
受
け
取
り
た
い
。

二
、
谷
崎
潤
一
郎
の
中
国
へ
の
関
心
と
道
徳
的
属
性

　

谷
崎
潤
一
郎
は
幼
い
少
年
時
代
か
ら
漢
詩
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
。

彼
は
高
等
科
の
担
任
で
あ
る
、
稲
葉
清
吉
先
生
に
出
会
う
。

 　
『
幼
少
時
代
』（
注
④
）
に
お
い
て
谷
崎
は
先
生
の
こ
と
を
「
愛
読
書

に
は
支
那
の
古
い
聖
賢
の
書
、
仏
教
―
―
主
と
し
て
禅
哲
学
の
書
を
始

め
と
し
て
、
平
安
朝
か
ら
徳
川
時
代
に
至
る
和
歌
や
軟
文
学
の
書
に
ま

で
お
よ
び
、
そ
の
範
囲
は
実
に
広
汎
で
あ
っ
た
」
と
し
、「
先
生
の
思

想
は
王
陽
明
派
の
儒
学
と
、
禅
学
と
、
そ
れ
に
プ
ラ
ト
ン
や
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ェ
ル
の
唯
心
哲
学
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
」
い
と
解

説
し
て
い
る
。

　

稲
葉
先
生
は
ま
だ
少
年
で
あ
っ
た
谷
崎
の
才
能
を
早
く
か
ら
見
出
し
、

そ
の
才
能
を
生
か
す
方
向
に
努
め
た
。
谷
崎
自
身
も
「
こ
れ
は
私
の
己

惚
れ
か
も
知
れ
な
い
が
、
思
う
に
あ
る
時
代
の
稲
葉
先
生
は
、
私
の
将

来
に
す
べ
て
の
望
み
を
懸
け
、
自
分
の
受
け
持
ち
の
級
の
中
に
、
私
と

云
う
生
徒
の
い
る
こ
と
に
生
き
甲
斐
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
笹
沼
や
木
村
も
気
に
入
ら
れ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
此
の
二
人
は

孰
方
か
と
云
え
ば
理
科
系
統
の
秀
才
で
あ
っ
た
か
ら
、
私
の
よ
う
に
先

生
の
言
動
に
強
い
反
応
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
先
生
と
し
て

は
私
を
自
分
の
鋳
型
に
嵌
め
る
こ
と
に
力
を
注
い
だ
の
で
は
あ
る
ま
い

か
」
と
特
別
な
熱
の
入
れ
よ
う
を
回
想
し
な
が
ら
、「
先
生
の
方
針
は

近
頃
云
う
と
こ
ろ
の
早
教
育
、
も
し
く
は
天
才
教
育
と
も
云
う
べ
き
も

の
で
」
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
谷
崎
は
先
生
の
「
天
才
教
育
」

に
傾
倒
し
て
い
っ
た
。

　

稲
葉
先
生
に
こ
れ
ら
の
教
育
を
受
け
な
が
ら
、
な
お
谷
崎
は
英
語
と
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漢
学
の
塾
に
も
通
っ
た
。
塾
の
先
生
は
貫
輪
吉
五
郎
と
い
う
漢
学
者
で

あ
り
、
医
術
も
研
究
し
て
い
た
と
い
う
。

　

こ
の
頃
の
谷
崎
の
漢
文
に
お
け
る
稀
な
才
能
が
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
後
大

き
く
開
花
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
谷
崎
文
学
の
本
質
的
な
芽

生
え
は
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
谷
崎
自
身
も
「
自

分
が
小
説
作
家
と
し
て
今
日
ま
で
に
成
し
遂
げ
た
仕
事
は
、
従
来
考
え

て
い
た
よ
り
も
一
層
多
く
、
自
分
の
幼
少
時
代
の
環
境
に
負
う
と
こ
ろ

が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
今
迄
、
自

分
が
今
あ
る
よ
う
な
人
間
に
な
っ
た
の
は
、
青
年
時
代
以
後
の
学
問
や
、

経
験
や
、
社
会
と
の
接
触
や
、
諸
先
生
諸
友
人
と
の
切
磋
琢
磨
に
寄
る

の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
け
れ
ど
も
、
今
日
に
至
っ
て
振
り
返
っ
て
見

る
と
余
人
は
知
ら
ず
、
私
の
場
合
は
、
現
在
自
分
が
持
っ
て
い
る
大
部

分
が
、
案
外
幼
少
時
代
に
既
に
悉
く
芽
生
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
青

年
時
代
以
後
に
お
い
て
ほ
ん
と
う
に
身
に
つ
い
た
も
の
は
そ
ん
な
に
沢

山
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
「
私
が
『
幼
少
時
代
』
に
於
け
る
小
学
校
の
『
稲
葉
先
生
』

な
ど
か
ら
学
び
取
っ
た
も
の
は
後
年
い
ろ
い
ろ
な
形
で
様
々
な
作
品
の

中
に
跡
を
印
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、（
そ
れ
は
そ
の
稲
葉
先
生
が
特

別
に
優
秀
な
先
生
だ
っ
た
せ
い
で
も
あ
る
が
、）
中
学
以
後
の
先
生
た

ち
か
ら
受
け
入
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
さ
ほ
ど
著
し
い
感
化

を
遺
し
て
い
な
い
」
と
ま
で
明
言
し
て
い
る
。

　

谷
崎
に
関
し
て
は
そ
の
独
自
の
女
性
観
や
奇
抜
な
人
物
描
写
、
背
景

設
定
か
ら
彼
の
青
年
期
の
放
浪
時
代
や
結
婚
、
女
性
関
係
な
ど
に
目
を

奪
わ
れ
や
す
い
が
、
ど
の
よ
う
な
要
素
を
作
品
に
加
え
よ
う
と
も
そ
の

本
質
は
い
つ
も
こ
の
少
年
期
に
培
っ
た
漢
学
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

そ
し
て
、
こ
の
中
国
へ
の
関
心
の
中
で
も
最
も
大
き
な
影
響
を
受
け

た
の
が
儒
教
で
あ
り
、「
孝
」
で
あ
る
。

　

谷
崎
が
ど
の
よ
う
な
儒
教
的
教
育
を
受
け
、
ま
た
「
孝
」
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
た
か
は
前
章
で
記
し
た
通
り
で
あ
る
。

　

い
か
に
も
道
徳
的
な
こ
の
観
念
は
従
来
谷
崎
文
学
研
究
に
お
い
て
は

あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。

　

谷
崎
は
明
治　

年
（
１
９
１
０
年
）
に
、
先
輩
の
小
山
内
薫
を
中
心

４３

に
同
人
誌
「
新
思
潮
」
を
創
刊
し
た
。
そ
の
当
時
は
、
明
治　

年
ご
ろ

４０

か
ら
勃
興
し
た
自
然
主
義
文
学
が
隆
盛
を
極
め
て
お
り
、
谷
崎
の
よ
う

な
ロ
マ
ン
的
な
唯
美
主
義
の
小
説
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
が
、
彼
は
あ
え
て
そ
の
自
然
主
義
の
傾
向
に
逆
ら
っ
た
の
で
あ
る
。

　

谷
崎
の
文
壇
に
お
け
る
華
や
か
な
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
っ
た
作
品
で
あ
る

『
刺
青
』（
注
⑤
）
は
、
具
体
的
に
は
「
美
し
い
者
は
強
者
で
あ
り
、
醜
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い
者
は
弱
者
で
あ
る
」
と
い
う
谷
崎
文
学
の
最
も
重
要
な
主
題
が
展
開

さ
れ
、
絶
賛
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

が
、
永
井
荷
風
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
高
い
評
価
（
注
⑥
）
を
し
、
そ

の
後
に
谷
崎
文
学
の
特
質
と
し
て
三
つ
の
要
素
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。

第
一
は
肉
体
的
恐
怖
か
ら
生
ず
る
神
秘
幽
言
で
あ
る
。
肉
体
上
の

残
忍
か
ら
反
動
的
に
味
い
え
ら
る
る
痛
切
な
る
快
感
で
あ
る
。

（
中
略
）
第
二
の
特
徴
は
、
全
く
都
会
的
た
る
事
で
あ
る
。
江
戸

よ
り
東
京
と
な
っ
た
都
会
は
氏
の
思
想
的
郷
土
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

広
く
見
れ
ば
氏
の
作
品
は
全
く
郷
土
的
で
あ
る
と
云
え
る
。（
中

略
）
最
後
に
谷
崎
氏
の
作
品
の
特
徴
と
す
べ
き
所
は
、
文
章
の
完

全
な
る
事
で
あ
る
。
現
在
の
日
本
文
壇
は
人
生
の
た
め
な
る
口
実

の
下
に
全
く
文
学
的
製
作
の
一
要
素
た
る
文
章
の
問
題
を
除
外
し

て
し
ま
っ
た
後
な
の
で
、
自
分
が
今
更
の
如
き
論
議
を
提
出
す
る

の
を
愚
を
笑
う
か
も
知
れ
ぬ
。（
注
⑦
）

　

荷
風
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
た
谷
崎
文
学
の
要
素
は
後
年

に
渡
っ
て
様
々
な
形
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
谷
崎

文
学
の
悪
魔
主
義
や
耽
美
主
義
の
優
位
性
に
つ
い
て
主
張
し
た
先
行
研

究
は
数
多
く
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
見
る
と
わ
か
る
の
は
、
谷
崎
研
究
に
お
い
て

彼
の
作
品
は
「
美
し
い
者
は
強
者
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
に
象
徴
さ
れ

る
耽
美
主
義
、「
男
の
生
血
に
肥
え
太
り
、
男
の
む
く
ろ
を
ふ
み
つ
け

る
」
と
い
う
一
文
に
要
約
さ
れ
る
悪
魔
主
義
を
中
心
に
、
そ
の
絶
対
性

ば
か
り
に
目
が
向
け
ら
れ
て
き
た
点
で
あ
る
。
し
か
し
谷
崎
は
果
た
し

て
悪
魔
的
な
美
の
価
値
に
優
位
性
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私

は
、
こ
の
悪
魔
的
な
美
の
価
値
観
は
他
の
価
値
観
と
対
を
な
し
、
そ
の

相
対
性
に
よ
っ
て
よ
り
強
く
魅
力
的
な
価
値
観
と
な
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
前
章
で
記
し
た
谷
崎
の
儒
教
、
特
に

「
孝
」
に
対
す
る
執
着
と
反
発
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

谷
崎
が
儒
教
的
教
育
を
受
け
て
い
た
こ
ろ
が
、
最
も
自
分
の
作
品
に

影
響
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
度
々
本
人
に
よ
っ
て
明
言
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
先
程
確
認
し
た
。

　

そ
し
て
、
谷
崎
の
文
学
の
特
性
が
悪
魔
主
義
で
は
な
く
実
は
道
徳
的

属
性
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
者
を
同
時
代
に
求
め
る
な
ら
ば
、
例
え

ば
芥
川
龍
之
介
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
「
文
藝
的
な
、
余
り
に
文
藝
的

な
」（
注
⑧
）
で
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
だ
。

な
ぜ
又
広
く
し
て
ゐ
る
か
と
言
へ
ば
、
僕
等
の
精
神
的
生
活
は
道

徳
的
属
性
を
加
へ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
属
性
を
加
へ
な
い
前
よ
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り
も
広
く
な
ら
ず
に
は
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
勿
論
道
徳
的
属

性
を
加
へ
る
と
云
ふ
意
味
も
教
訓
的
た
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。

物
質
的
苦
痛
を
除
い
た
苦
痛
は
大
半
は
こ
の
属
性
の
生
ん
だ
も
の

で
あ
る
。
谷
崎
潤
一
郎
の
悪
魔
主
義
が
や
は
り
こ
の
属
性
か
ら
生

ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
。﹇
悪
魔
は
神
の
二

重
人
格
者
で
あ
る
。﹈

　　

晩
年
の
芥
川
が
小
説
観
を
め
ぐ
っ
て
谷
崎
と
論
争
し
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
芥
川
は
「
あ
ら
ゆ
る
小
説
中
、
最
も
詩
に
近
い
小

説
」
が
一
番
で
あ
り
、
珍
奇
な
題
材
と
か
鬼
面
人
を
お
ど
か
す
よ
う
な

主
題
と
か
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
構
成
な
ど
を
、
す
べ
て
小
説
の
芸
術
的

価
値
と
い
う
点
で
は
第
二
義
的
以
下
の
も
の
と
見
な
し
、
そ
こ
か
ら
詩

に
近
い
小
説
が
一
番
純
粋
だ
、
と
い
う
評
価
を
導
き
出
し
て
い
る
。

　

小
説
論
で
は
完
全
に
食
い
違
っ
て
い
る
両
者
だ
が
常
に
深
い
親
交
が

あ
り
、
谷
崎
自
身
、
芥
川
と
似
通
っ
た
部
分
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い

た
。

　

そ
ん
な
芥
川
が
谷
崎
の
文
学
の
特
性
を
「
道
徳
的
属
性
」
で
あ
る
と

述
べ
、「
悪
魔
主
義
」
さ
え
も
そ
の
「
属
性
」
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。 

　

谷
崎
の
作
品
は
常
に
反
発
を
伴
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
世
間
が

重
要
だ
と
す
る
も
の
を
愚
か
だ
と
し
、
世
間
が
愚
か
で
あ
る
と
す
る
も

の
を
貴
い
と
す
る
。
そ
れ
は
『
刺
青
』
の
時
か
ら
繰
り
返
し
示
さ
れ
て

き
た
の
だ
。
彼
の
耽
美
主
義
や
悪
魔
主
義
は
優
位
性
の
あ
る
も
の
で
は

な
く
、
軸
に
は
常
に
世
間
と
同
じ
道
徳
的
な
思
考
が
あ
り
、
耽
美
主
義
、

悪
魔
主
義
は
そ
れ
に
対
す
る
反
発
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

 　
『
不
幸
な
母
の
話
』
で
は
、「
母
」「
兄
」「
兄
の
嫁
」
と
の
間
に
起
き

た
不
幸
な
出
来
事
を
「
語
り
手
」
で
あ
る
「
私
」
が
思
い
出
す
よ
う
に

語
っ
て
い
く
。
こ
の
作
品
は
谷
崎
の
親
愛
な
る
母
、
関
が
亡
く
な
っ
た

後
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
母
恋
い
の
作
品
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ

や
す
い
の
だ
が
、
私
は
こ
れ
を
儒
教
的
作
品
と
し
て
捉
え
、「
母
」
を

中
心
に
と
い
う
よ
り
も
親
に
対
す
る
「
孝
」
と
い
う
概
念
を
中
心
に
物

語
の
展
開
を
追
っ
た
。
す
る
と
、
い
か
に
谷
崎
が
「
孝
」
と
い
う
概
念

に
執
着
し
て
い
た
か
が
確
認
で
き
た
。

　

そ
の
上
で
「
孝
」
の
教
え
に
抗
う
よ
う
に
、
い
き
す
ぎ
た
「
孝
」
の

悲
劇
を
作
り
出
し
、
痛
烈
な
皮
肉
を
加
え
た
。
構
成
の
上
で
も
、
更
に

残
酷
性
を
加
え
る
よ
う
な
設
定
ば
か
り
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
設
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定
は
相
反
す
る
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

　

谷
崎
文
学
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
要
素
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
、

耽
美
主
義
や
悪
魔
主
義
で
あ
る
が
、
彼
は
本
当
に
そ
れ
ら
を
中
心
に
置

い
て
作
品
を
創
作
し
て
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
た
。
そ
こ
で

芥
川
の
主
張
も
用
い
て
、
彼
が
作
品
の
裏
に
常
に
忍
ば
せ
て
い
た
の
は

道
徳
的
概
念
で
あ
る
と
し
、
耽
美
主
義
や
悪
魔
主
義
は
こ
れ
ら
に
反
発

す
る
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

谷
崎
は
幼
少
時
代
に
お
い
て
、
そ
の
価
値
観
の
根
底
に
「
孝
道
」
と

い
う
儒
教
的
観
念
を
何
度
も
教
え
込
ま
れ
た
。
そ
う
し
て
「
孝
」
と
い

う
価
値
観
を
半
ば
強
制
的
に
教
え
込
ま
れ
た
感
覚
が
ど
う
し
て
も
拭

え
な
か
っ
た
谷
崎
に
「
自
己
の
行
為
を
規
制
す
る
尺
度
と
し
て
働
き
、

心
に
重
く
蔽
ひ
か
ぶ
さ
る
や
う
に
」
な
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
「
孝

道
」
と
い
う
世
間
に
尊
ば
れ
る
よ
う
な
概
念
に
抗
う
よ
う
に
、
相
反
す

る
概
念
で
あ
る
耽
美
主
義
や
悪
魔
主
義
の
作
品
を
生
み
出
し
た
の
だ
。

【
注
】

① 　
「
孝
」
の
呪
縛

：

谷
崎
潤
一
郎
「
不
幸
な
母
の
話
」
試
論
（
廣
瀬
玲
子
、

２
０
１
０
年　

月　

日
、
専
修
人
文
論
集　

、
専
修
大
学
学
会
）

１０

２０

８７

②　

東
光
に
王
莽
河
と
い
う
川
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
書
経
』
に
見
え
る
姑

蘇
河
で
あ
っ
て
、
日
照
り
に
は
水
が
涸
れ
、
雨
が
降
れ
ば
水
が
み
な
ぎ

っ
て
、
渡
る
に
は
い
つ
も
難
儀
を
す
る
。
母
方
の
伯
父
の
馬
周
�
公
が

次
の
様
な
話
を
さ
れ
た
。

　
　

雍
正
の
末
頃
、
一
人
の
乞
食
女
が
片
手
に
息
子
を
か
か
え
、
片
手
に
病

気
の
姑
の
手
を
引
い
て
、
こ
の
川
を
渡
っ
た
。
だ
が
川
の
中
ほ
ど
ま
で

来
た
と
き
、
姑
が
つ
ま
ず
い
て
倒
れ
た
。
女
は
子
供
を
水
に
投
げ
出
し
、

一
生
懸
命
姑
を
背
負
っ
て
岸
に
あ
が
っ
た
。
し
か
し
姑
は
ひ
ど
く
怒
っ

て
、

　
　
　
「
私
は
七
十
の
婆
さ
ん
だ
よ
。
死
ん
で
も
ど
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

張
の
家
の
数
代
は
、
あ
の
子
の
お
か
げ
で
祭
り
を
絶
や
さ
な
い
は
ず
だ

っ
た
の
だ
。
お
ま
え
は
ど
う
し
て
息
子
を
棄
て
て
私
を
助
け
た
の
だ
い
。

う
ち
の
先
祖
の
祭
り
を
絶
や
し
た
の
は
、
お
ま
え
だ
よ
」

　
　

女
は
泣
き
な
が
ら
何
も
言
え
ず
、
ひ
ざ
ま
ず
い
て
い
る
ば
か
り
で
あ
っ

た
。

　
　

そ
れ
か
ら
二
日
後
に
、
姑
は
死
ん
だ
孫
を
い
た
む
あ
ま
り
何
も
食
べ
ず

に
死
ん
だ
。
女
は
む
せ
び
泣
く
ば
か
り
で
声
も
出
せ
ず
、
数
日
間
呆
け

た
よ
う
に
な
っ
て
座
っ
て
い
た
が
、
や
は
り
そ
の
ま
ま
死
ん
だ
。
ど
こ

の
人
で
あ
る
か
も
わ
か
ら
ず
、
た
だ
姑
が
女
を
叱
っ
た
と
き
の
言
葉
で
、

張
と
い
う
性
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
　

こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
論
を
書
い
た
人
が
あ
っ
た
。

　
　

息
子
と
姑
と
を
比
べ
れ
ば
、
姑
の
ほ
う
が
重
い
。
姑
と
祖
先
を
比
べ
れ

ば
、
祖
先
の
方
が
重
い
。
も
し
も
こ
の
女
に
夫
が
い
た
り
兄
弟
が
い
た

り
し
た
な
ら
ば
、
息
子
を
見
棄
て
た
の
は
正
し
い
。
た
だ
、
二
代
と
も

貧
乏
な
寡
婦
だ
け
で
、
血
筋
は
た
だ
一
人
の
息
子
で
あ
る
以
上
、
姑
が

責
め
た
の
が
正
し
い
。
こ
の
女
は
死
ん
で
も
な
お
悔
い
が
残
る
で
あ
ろ

う
。

　
　

し
か
し
姚
安
公
は
言
わ
れ
た
。

　
　
　
「
道
学
を
論
ず
る
連
中
は
、
ど
こ
ま
で
も
人
を
責
め
て
や
ま
な
い
も
の
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だ
。
だ
い
だ
い
急
流
が
逆
ま
い
て
、
少
し
で
も
気
を
緩
め
れ
ば
流
さ
れ

て
し
ま
う
状
態
は
、
さ
き
の
さ
き
ま
で
熟
慮
し
て
い
ら
れ
る
場
合
で
は

な
い
の
だ
。
両
方
と
も
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、
息
子
を
棄

て
て
姑
を
救
う
、
こ
れ
が
天
理
の
正
し
さ
で
あ
り
、
人
心
の
落
ち
着
く

と
こ
ろ
な
の
だ
。
も
し
姑
が
死
ん
で
息
子
が
生
き
残
っ
た
ら
、
女
は
生

涯
心
残
り
に
悩
ま
さ
れ
は
し
ま
い
か
、
ま
た
、
息
子
を
愛
す
る
あ
ま
り

姑
を
棄
て
た
と
責
め
る
者
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
し
か
も
息
子
は
ま
だ

赤
ん
坊
で
あ
る
。
育
つ
か
育
た
な
い
か
も
、
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。
も
し

も
姑
が
死
ん
だ
あ
と
、
息
子
も
若
死
に
し
た
ら
、
そ
の
と
き
の
後
悔
は

い
か
ば
か
り
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
女
の
行
為
は
普
通
の
人
の
場
合
よ
り

は
る
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。
不
幸
に
し
て
姑
が
自
ら
命
を
絶
っ
た

の
で
、
そ
れ
に
殉
じ
て
死
ん
だ
の
も
、
哀
れ
む
べ
き
こ
と
だ
。

　
　

そ
れ
な
の
に
ま
だ
、
得
々
と
自
ら
の
見
解
を
語
っ
て
義
理
を
極
め
る
学

問
だ
な
ど
と
言
う
の
は
、
白
骨
に
罪
を
抱
か
せ
、
草
葉
の
陰
ま
で
恨
み

を
持
っ
て
行
か
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
孫
復
は
『
春
秋
尊
王
初
微
』

を
書
い
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
春
秋
時
代
二
百
四
十
年
間
に
、
批
判
す

べ
き
こ
と
だ
け
あ
っ
て
褒
め
ら
れ
る
行
為
が
な
い
。
胡
致
堂
の
『
読
史

管
見
』
で
は
、
夏
・
殷
・
周
の
三
代
以
後
、
完
全
な
人
間
は
い
な
い
こ

と
に
な
っ
た
。

③　
　
『
親
不
孝
の
思
い
出
』（
初
出
「
中
央
公
論
」、
１
９
５
７
年
発
行
、
谷

崎
潤
一
郎
全
集
第　

巻
、
１
９
８
２
年
発
行
、
中
央
公
論
社
）

２７

④　
　
『
幼
少
時
代
』（
初
出
「
中
央
公
論
」、
１
９
５
５
年
発
行
、
谷
崎
潤
一

郎
全
集
第　

巻
、
１
９
８
５
年
発
行
、
中
央
公
論
社
）

２９

⑤　
　
『
刺
青
』（
初
出
「
新
思
潮
」、
１
９
１
０
年
発
行
、
谷
崎
潤
一
郎
、
谷

崎
潤
一
郎
全
集
第
１
巻
、
１
９
８
１
年
発
行
、
中
央
公
論
社
） 

⑥　
　
「
明
治
現
代
の
文
壇
に
於
い
て
今
日
ま
で
誰
一
人
手
を
下
す
こ
と
の
出

来
な
か
っ
た
、
或
い
は
手
を
下
そ
う
と
も
し
な
か
っ
た
芸
術
の
一
方
面

を
開
拓
し
た
成
功
者
は
谷
崎
潤
一
郎
氏
で
あ
る
。
語
を
代
え
て
云
え
ば

谷
崎
潤
一
郎
氏
は
現
代
の
群
像
作
家
誰
一
人
持
っ
て
い
な
い
特
権
と
技

能
と
を
完
全
に
具
備
し
て
い
る
作
家
な
の
で
あ
る
。」

⑦　
　
『
谷
崎
潤
一
郎
の
作
品
』（「
三
田
文
学
」、
１
９
１
１
年
発
行
、
永
井

荷
風
、
三
田
文
学
会
）

⑧　
　
『
文
藝
的
な
、
あ
ま
り
に
文
藝
的
な
』（
初
出
「
改
造
」、
１
９
２
７
年

発
行
、
芥
川
龍
之
介
、
改
造
社
）

【
参
考
図
書
・
参
考
文
献
】

・『
伝
記　

谷
崎
潤
一
郎
』（
１
９
４
７
年
発
行
、
野
村
尚
吾
、
六
興
社
）

・『
谷
崎
に
お
け
る
女
性
美
の
変
遷
―
―
西
洋
文
学
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て

―
―
』（
２
０
０
７
年
発
行
、）

・
谷
崎
潤
一
郎
と
孝
子
説
話
（
田
鎖
数
馬
、
２
０
１
０
年
、
高
知
大
国
文　

、
４１

高
知
大
学
国
語
国
文
学
会
）

・『
谷
崎
潤
一
郎
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

：

大
正
日
本
の
中
国
幻
想
』（
２
０

０
３
年
７
月
発
行
、
西
原
大
輔
、
中
央
公
論
新
社
）

・『
儒
教
思
想
』（
１
９
８
４
年
発
行
、
宇
野
精
一
、
講
談
社
）

 

　
（
よ
こ
た
・
あ
や
か　

博
士
課
程
前
期
）
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