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41　　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
八
月
三
日
に
開
催
さ
れ
た
武
蔵
野
大
学

能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
公
開
講
座
に
お
い
て
、
筆
者
が
講
演
し
た
内

容
を
文
章
化
す
る
も
の
で
す
。
当
日
の
講
演
内
容
に
、
少
々
専
門

的
な
解
説
を
補
足
し
つ
つ
、
中
世
の
結
婚
・
離
婚
に
つ
い
て
、
狂

言
に
注
目
し
な
が
ら
述
べ
た
く
思
い
ま
す
。

　

筆
者
は
あ
い
に
く
能
・
狂
言
に
詳
し
く
は
な
い
の
で
す
が
、
古

代
・
中
世
女
性
史
を
専
門
と
し
て
お
り
ま
す
。
講
演
に
際
し
て

は
、
狂
言
を
鑑
賞
す
る
上
で
必
要
な
知
識
と
し
て
の
、
当
時
の
結

婚
に
関
す
る
実
態
を
解
説
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
日
本
の
女
性
史
に
お
い
て
、
家
族
や
婚
姻
形
態
は
初
発

中
世
の
結
婚
と
離
婚

─
史
実
と
狂
言
の
世
界
─

高　

松　

百　

香

の
問
題
関
心
で
あ
り
、
そ
し
て
中
心
的
課
題
で
す
。
ま
た
、
狂
言

の
成
立
は
中
世
後
期
、
室
町
時
代
あ
た
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
時
代
は
婚
姻
形
態
の
変
遷
に
お
い
て
重
要
な
時
期
と
重
な
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。

　

狂
言
に
は
「
聟
女
狂
言）

1
（

」
と
い
う
分
類
が
あ
る
ほ
ど
に
、
婚
姻

関
係
の
話
題
は
演
目
の
中
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で

す
が
、
そ
れ
で
は
狂
言
で
描
か
れ
る
婚
姻
は
歴
史
の
実
態
を
ど
の

程
度
反
映
し
て
い
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
以
下
、
お
つ
き
あ

い
く
だ
さ
い
。
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一
、
中
世
の
結
婚

1
．
婚
姻
の
研
究
と
日
本
女
性
史

　

先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
日
本
女
性
史
の
重
要
課
題
と
し
て

婚
姻
形
態
の
研
究
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
よ
り
は
、
日
本
に
お
け

る
女
性
史
は
、
高
群
逸
枝）

2
（

に
よ
る
家
族
・
婚
姻
の
歴
史
的
展
開
に

対
す
る
研
究
か
ら
実
質
的
に
始
ま
っ
た
と
す
ら
言
え
ま
す
。

　

能
・
狂
言
に
関
心
の
あ
る
方
に
と
っ
て
は
さ
ほ
ど
の
知
名
度
は

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
歴
史
学
に
お
い
て
高
群
逸
枝
の
『
招

婿
婚
の
研
究
』
な
ど
に
よ
る
婚
姻
お
よ
び
居
住
形
態
の
変
遷
に
関

す
る
研
究
成
果
は
大
き
く
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
批
判
的
に
継
承

を
さ
れ
て
い
ま
す
。
批
判
的
継
承
と
は
、
大
筋
に
お
い
て
は
説
得

的
で
あ
る
も
の
の
、
細
部
に
あ
た
っ
て
は
訂
正
の
必
要
が
あ
る
と

い
う
意
味
で
あ
り
ま
し
て
、
否
定
的
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大

ま
か
で
は
あ
り
ま
す
が
、
高
群
が
抽
出
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
議

論
さ
れ
て
き
た
、
婚
姻
形
態
の
歴
史
的
推
移
を
紹
介
し
ま
す
。

［
古
代
］
対
偶
婚）

3
（

、
平
安
時
代
以
降
の
単
婚
へ
の
移
行

［
平
安
時
代
］
妻
問
い
・
通
い
婚
を
経
て
の
聟
取
婚
（
＝
招

婿
婚
）、
妻
方
居
住

［
鎌
倉
時
代
］
嫁
取
婚
の
増
加
、
妻
方
居
住
と
夫
方
居
住
の

併
存

［
室
町
時
代
］
嫁
取
婚
・
嫁
入
婚
の
一
般
化
、
夫
方
居
住
の

主
流
化

　

高
群
の
主
張
は
、
嫁
取
婚
と
そ
れ
に
伴
う
夫
方
居
住
が
、
歴
史

上
に
お
け
る
女
性
の
地
位
の
低
下
を
決
定
的
に
し
た
と
い
う
点
に

あ
り
ま
し
た
。
単
な
る
婚
姻
や
居
住
形
態
の
変
遷
を
追
っ
た
だ
け

の
研
究
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
狂
言
が
成
立
し
た
と
い
う

室
町
時
代
が
、
奇
し
く
も
日
本
に
お
け
る
婚
姻
形
態
が
嫁
取
婚
お

よ
び
夫
方
居
住
に
決
し
た
時
期
と
重
な
る
こ
と
は
、
大
変
興
味
深

い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

2
．
婚
姻
形
態
の
変
遷

　

さ
て
こ
の
聟
取
・
嫁
取
と
い
う
結
婚
形
態
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
現
在
「
お
聟
さ
ん
」
と
い

う
言
葉
を
使
用
す
る
場
合
、
結
婚
す
る
男
女
に
お
い
て
、
新
郎
が

新
婦
の
家
の
戸
籍
に
入
り
姓
を
変
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
新
婦
家

族
と
同
居
す
る
状
況
が
浮
か
び
ま
す
。「
お
嫁
さ
ん
」
は
そ
の
逆

で
す
。
し
か
し
、
中
世
に
お
い
て
は
、
男
性
も
女
性
も
結
婚
後
に



43　　中世の結婚と離婚

姓
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
源
頼
朝
の
正
妻
は
北
条
政
子

で
す
が
、
源
政
子
な
ど
と
名
乗
っ
た
り
署
名
し
た
り
は
し
ま
せ

ん
。
足
利
義
政
の
正
妻
日
野
富
子
も
し
か
り
で
す
。
ま
た
管
見
の

限
り
、
台
所
ま
で
も
共
有
す
る
完
全
二
世
代
同
居
は
、
中
世
を
通

じ
て
ど
の
身
分
層
で
も
確
認
で
き
な
い
の
で
す
。
結
婚
と
そ
の
後

の
家
族
の
生
活
形
態
自
体
が
、
現
在
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
ま

し
た
。

　

ま
ず
は
、
平
安
時
代
の
貴
族
の
婚
姻
形
態
研
究
が
現
在
盛
ん
で

す
の
で
、
そ
の
成
果
か
ら
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
1
）
聟
取
婚
の
時
代

　

平
安
時
代
に
お
け
る
結
婚
の
開
始
は
、
男
性
が
気
に
入
っ
た
女

性
、
も
し
く
は
、
女
性
の
親
の
許
可
を
得
て
男
性
が
女
性
の
も
と

に
夜
に
通
う
「
妻
問
婚
」、
つ
ま
り
通
い
婚
で
す
。
貴
族
身
分
で

あ
れ
ば
、
こ
れ
は
親
の
目
を
盗
ん
で
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。
親
が
納
得
し
て
許
可
し
た
男
性
が
、
娘
の
も
と
に
通
っ
て
く

る
こ
と
と
な
り
ま
す）

4
（

。
夜
中
、
娘
の
も
と
に
訪
問
し
て
き
た
男
性

は
、
日
が
昇
る
前
に
退
出
す
る
の
が
ル
ー
ル
で
、
こ
れ
を
ま
ず
は

三
日
間
続
け
ま
す
。
妻
の
父
が
、
聟
の
靴
を
抱
い
て
寝
た
り
、
三

日
目
の
夜
に
は
餅
を
振
る
舞
っ
て
結
婚
を
世
間
に
公
表
す
る
「
三

日
夜
餅
」
と
い
う
風
習
が
あ
っ
た
り
し
た
こ
と
も
、
物
語
な
ど
の

史
料
に
散
見
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
妻
問
婚
を
し
ば
ら
く
続
け
た
の
ち
、
同
居
が
始
ま
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
妻
の
実
家
で
の
生
活
と
な
り
ま
す
。
聟
は
日
常
の
生

活
の
世
話
を
妻
の
家
族
か
ら
受
け
ま
す
が
、
こ
の
同
居
形
態
が

ず
っ
と
続
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
主
で
あ
る
妻
の
両
親
が

退
去
し
娘
夫
婦
に
家
を
明
け
渡
し
た
り
、
妻
の
実
家
も
し
く
は
夫

自
身
が
用
意
し
た
新
居
に
若
夫
婦
が
住
ん
だ
り
し
ま
す
が
、
こ
れ

を
研
究
上
は
「
妻
方
居
住
を
経
て
の
新
処
居
住
」
と
呼
び
ま
す
。

　

同
じ
家
に
二
世
代
が
暮
ら
す
こ
と
は
避
け
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
の
で
、
期
間
限
定
の
同
居
と
い
っ
て
も
別
棟
で
し

た
。
余
談
で
す
が
、
平
安
時
代
に
お
い
て
、
新
郎
の
両
親
と
新
婦

が
同
じ
屋
根
の
下
で
暮
ら
す
こ
と
は
一
生
あ
り
え
ま
せ
ん
で
し
た

の
で
、
い
わ
ゆ
る
同
居
に
起
因
す
る
「
嫁
姑
問
題
」
は
存
在
し
な

か
っ
た
の
で
す
。
な
お
、
聟
は
妻
の
家
族
に
完
全
に
包
摂
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
く
、
相
続
や
地
位
の
継
承
な
ど
は
、
聟
自
身
の
実
家

と
の
結
び
つ
き
が
強
固
で
し
た
。

　

住
ま
い
を
ど
ち
ら
が
用
意
す
る
か
が
大
き
な
問
題
な
の
で
す

が
、
日
本
社
会
は
母
系
が
強
く
、
平
安
時
代
ま
で
は
、
息
子
が
い
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て
も
家
屋
の
相
続
人
は
娘
で
し
た
。
娘
は
聟
を
取
る
こ
と
で
、
親

の
邸
宅
を
継
承
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
す
。

（
2
）
聟
取
婚
か
ら
嫁
取
婚
へ

　

そ
れ
で
は
、
聟
取
婚
か
ら
嫁
取
婚
へ
の
移
行
期
で
あ
る
鎌
倉
時

代
初
期
に
つ
い
て
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
嫁
取
婚
は
、
こ
の
時
代
の

武
士
階
級
か
ら
は
じ
ま
っ
て
貴
族
階
級
に
も
普
及
し
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
過
渡
期
を
よ
く
表
す
史
料
と
し
て
、
当
時
摂

政
で
あ
っ
た
九
条
兼
実
の
日
記
『
玉
葉
』
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）

六
月
二
日
条
（【
史
料
①
】）
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
史
料
原
文
は
文

末
に
掲
載
し
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
御
覧
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
こ
の
史
料
か
ら
は
、
兼
実
の
息
子
で
あ
る
良
経
が
、
一
条

能
保
（
源
頼
朝
の
妻
の
実
兄
）
の
娘
と
婚
姻
す
る
予
定
で
あ
っ
た

も
の
の
、
良
経
が
聟
と
し
て
先
方
に
迎
え
ら
れ
る
聟
入
婚
と
し
た

い
兼
実
と
、
聟
を
住
ま
わ
す
家
が
な
い
た
め
に
嫁
取
婚
に
し
て
く

れ
と
頼
む
能
保
・
頼
朝
と
の
や
り
と
り
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
の

史
料
で
は
近
年
の
嫁
取
婚
を
「
不
快
」
と
唾
棄
す
る
兼
実
の
主
張

が
印
象
的
で
す
。
兼
実
は
、
狭
い
上
に
能
保
の
妻
の
喪
が
明
け
た

ば
か
り
と
い
う
事
情
が
あ
る
一
条
家
の
本
宅
で
か
ま
わ
な
い
か
ら

良
経
を
聟
取
る
よ
う
に
迫
っ
て
い
ま
す
。
東
国
の
風
習
な
ど
知
っ

た
こ
と
で
は
な
い
、
嫁
取
婚
は
断
固
拒
否
す
る
ぞ
！
と
い
う
、
先

例
故
実
を
重
ん
じ
る
兼
実
ら
し
い
態
度
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
嫁
取
婚
を
主
張
す
る
頼
朝
は
、
新
婦
と
な
る
娘
の
伯
父

で
す
が
、
摂
関
家
子
息
と
の
婚
姻
に
あ
た
っ
て
は
、
身
分
の
低
い

一
条
家
の
娘
の
立
場
を
保
障
す
る
父
代
わ
り
の
存
在
で
す
。
兼
実

自
身
が
摂
関
家
の
庶
子
で
あ
り
、
平
氏
政
権
を
武
力
で
打
倒
し
鎌

倉
幕
府
を
開
い
た
頼
朝
の
お
か
げ
で
思
い
が
け
ず
摂
政
に
な
れ
た

と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
嫡
子
で
あ
る
良
経
の
妻
に
、

頼
朝
の
養
女
的
存
在
の
娘
を
迎
え
る
こ
と
を
承
知
し
た
の
で
す
。

　

嫁
取
婚
は
東
国
の
武
士
層
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
頼
朝
は
も
と
も
と
都
で
貴
人
に
仕
え
る
武
士
・
源
氏
の
棟
梁

の
嫡
男
で
す
。
都
の
常
識
を
知
ら
な
い
田
舎
武
士
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
も
こ
の
時
期
、
朝
廷
に
お
け
る
頼
朝
の
地
位
は
「
前

右
近
衛
大
将
」、
つ
ま
り
は
無
官
で
す
。
こ
の
翌
年
、
征
夷
大
将

軍
と
な
り
ま
す
が
、
摂
政
で
あ
る
兼
実
と
は
、
権
勢
と
は
別
に
、

ど
こ
ま
で
も
身
分
に
雲
泥
の
差
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
身
分
差
が
、
婚
姻
に
対
す
る
頼
朝
と
兼
実
の
意
見
の
相
違

に
反
映
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
頼
朝
は
娘
を
「
進

上
」
す
る
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
ま
す
。
家
格
や
財
力
が
婚
姻
の
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方
式
を
決
め
る
と
い
う
要
素
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
鎌
倉

時
代
の
婚
姻
語
の
研
究
か
ら
、
聟
で
も
嫁
で
も
、
婚
姻
と
い
う
性

愛
を
伴
う
移
動
に
対
し
て
「
嫁
す
」
と
い
う
動
詞
を
使
う
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
ま
す
。
男
が
女
に
「
嫁
す
」
と
も
言
っ
た
時
代
な
の

で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
鎌
倉
初
期
の
史
料
か
ら
は
、
単
に
兼
実
が
古
く
て

頼
朝
が
新
し
い
価
値
観
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

頼
朝
な
り
の
上
位
者
へ
の
敬
意
が
、
こ
の
騒
動
に
影
響
し
て
い
る

と
考
え
る
べ
き
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
鎌
倉
時
代
中
期
の
史
料
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
九
条

道
家
、
こ
れ
は
先
述
の
兼
実
の
孫
に
当
た
る
人
物
で
す
が
、
道

家
の
日
記
『
玉
蘂
』
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
正
月
十
四
日
条

（【
史
料
②
】）
に
は
、
摂
関
家
の
子
女
同
士
、
左
大
臣
近
衛
兼
経

（
前
関
白
家
実
嫡
子
）
と
九
条
仁
子
（
摂
政
道
家
二
女
）
の
婚
姻

当
日
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
史
料
と
、『
葉
黄
記
』（
葉
室
高

嗣
〈
の
ち
改
名
し
定
嗣
〉
の
日
記
）
の
同
日
条
（【
史
料
③
】）
を

併
せ
て
読
み
ま
す
と
、
婚
姻
と
は
こ
れ
ま
で
「
執
婿
の
礼
」、
つ

ま
り
聟
取
婚
が
通
例
だ
っ
た
が
、
近
年
の
摂
関
家
の
婚
姻
で
は
こ

の
方
式
で
の
不
快
・
不
幸
な
先
例
が
続
い
て
い
る
た
め
、
仁
子
が

近
衛
邸
へ
「
御
渡
り
」、
つ
ま
り
嫁
入
り
行
列
を
し
て
近
衛
家
に

嫁
い
だ
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
す
。
実
父
で
あ
る
道
家
は
、
一

条
室
町
の
路
地
で
行
列
を
密
か
に
見
守
り
ま
し
た
。
新
郎
の
親
で

あ
る
家
実
夫
婦
は
別
宅
へ
転
居
し
、
嫁
取
・
夫
方
居
住
が
開
始
さ

れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
き
て
、
先
例
故
実
を
最
も
重
視
す
る
摂
関
家

同
士
の
婚
姻
で
も
、
嫁
取
婚
が
選
択
さ
れ
る
時
代
と
な
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

（
3
）
嫁
取
婚
の
時
代
へ

　

室
町
時
代
以
降
、
嫁
取
婚
・
嫁
入
婚
が
主
流
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
貴
族
・
武
士
階
級
に
お
い
て
は
史
料
的
に
確
認
で
き
る
実

態
で
す
が
、
庶
民
レ
ベ
ル
の
婚
姻
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
、
狂
言
に
残
さ
れ
た
婚
姻
の
描
写
が
歴
史
資
料
と

し
て
も
貴
重
で
、
歴
史
学
に
お
い
て
も
狂
言
台
本
を
史
料
と
し
て

使
っ
て
い
る
研
究
者
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

な
お
、
史
料
上
は
「
嫁
入
」
と
「
嫁
取
」
と
い
う
文
言
が
み

え
ま
す
が
、
費
用
負
担
の
主
体
が
ど
ち
ら
か
に
よ
っ
て
使
い
分
け

る
の
が
基
本
で
あ
り
、
新
郎
の
家
が
費
用
負
担
す
る
婚
姻
は
「
嫁

取
」、
新
婦
の
家
が
費
用
負
担
す
る
場
合
は
「
嫁
入
」
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
主
催
者
周
辺
に
し
か
わ
か
ら
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な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
他
人
の
結
婚
を
自
分
の
日
記
な
ど
に
記
す

場
合
に
、
正
確
に
書
き
分
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。

　

嫁
取
婚
に
お
け
る
居
住
形
態
で
す
が
、
ま
ず
公
家
に
関
し
て

は
、
経
済
状
況
の
悪
化
か
ら
、
中
世
後
期
に
は
同
一
敷
地
別
棟
、

時
に
は
同
棟
で
の
二
世
代
同
居
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
台
所
は
別
で
し
た
。
武
家
邸
宅
の
復
元
で
も
、
一
棟
に
か

ま
ど
が
複
数
存
在
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
食
事
ま
で
と
も

に
す
る
同
一
家
屋
二
世
代
同
居
は
、
ま
だ
一
般
的
と
は
言
い
が
た

い
状
況
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

と
も
あ
れ
、
高
群
が
重
視
し
た
嫁
取
婚
と
夫
方
居
住
が
ほ
ぼ
す

べ
て
の
階
層
で
浸
透
し
た
の
が
室
町
時
代
で
す
。
こ
の
先
、
江
戸

時
代
に
さ
ら
に
展
開
し
て
い
く
女
性
の
地
位
の
歴
史
的
低
下
の
要

因
が
、
こ
の
室
町
時
代
に
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

3
．
儀
式
と
し
て
の
聟
入
の
意
味

　

さ
て
、
狂
言
の
台
本
で
は
、
婚
姻
生
活
そ
の
も
の
よ
り
も
、

「
聟
入
」
の
儀
式
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
例
え
ば
、「
二
人
袴
」
で
は
、
す
で
に
結
婚
生
活
を
開

始
し
て
い
る
聟
（
新
郎
）
が
、
は
じ
め
て
嫁
の
実
家
に
挨
拶
に
行

き
、
舅
に
対
面
し
杯
を
交
わ
す
聟
入
儀
式
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
が
、
恥
ず
か
し
い
の
で
実
父
に
同
行
し
て
も
ら
い
ま

す
。
父
も
舅
と
対
面
す
る
羽
目
に
な
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
、
よ
そ

行
き
の
袴
が
聟
が
着
用
し
て
い
る
一
着
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ

て
、
袴
を
前
後
半
身
に
分
け
て
、
父
と
新
郎
が
そ
れ
ぞ
れ
前
掛
け

の
よ
う
に
着
け
、
袴
を
着
し
て
い
る
風
を
装
い
ま
し
た
。
舅
に
所

望
さ
れ
た
舞
の
最
中
、
後
ろ
を
振
り
向
け
な
い
こ
と
に
よ
る
滑
稽

な
し
ぐ
さ
が
見
所
の
演
目
で
す
。

　

こ
の
他
に
も
狂
言
に
は
、
結
婚
生
活
開
始
後
の
聟
入
儀
式
に
関

わ
る
演
目
が
あ
り
ま
す
の
で
、
一
見
、
庶
民
レ
ベ
ル
で
は
聟
入
婚

が
続
い
て
い
た
の
か
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
婚
姻
関
係
が
ス
タ
ー
ト
し
、
夫
方
（
夫
の
実
家
か
、
夫

の
実
家
の
所
有
す
る
家
）
に
お
け
る
妻
の
同
居
が
始
ま
っ
て
以
後

に
、
吉
日
を
選
ん
で
、
妻
の
実
家
で
聟
入
り
す
る
儀
式
が
行
わ
れ

る
と
い
う
順
番
な
の
で
す
。

　

庶
民
層
に
お
い
て
は
ど
う
や
ら
、
嫁
取
婚
が
主
流
と
な
っ
た
室

町
時
代
に
お
い
て
も
、
儀
式
と
し
て
の
聟
入
は
継
続
し
て
い
た
よ

う
で
す
。
実
際
に
は
こ
の
時
期
、
嫁
入
り
行
列
も
か
な
り
華
や
か

に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、
狂
言
の
作
り
手
・
演
じ
手
は
男
性
と
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い
う
こ
と
で
、
聟
入
儀
式
の
方
が
狂
言
の
題
材
に
な
り
や
す
か
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
、
こ
の
狂
言
に
お
け
る
聟
入
へ
の

注
目
に
関
し
て
、
も
う
少
し
考
察
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
婚

姻
の
事
実
が
確
定
し
て
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
儀
礼
を
行
い
、
世

間
に
公
表
す
る
。
現
在
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
で
き
ち
ゃ
っ
た
婚
」

（
授
か
り
婚
な
ど
の
ソ
フ
ト
な
表
現
が
推
奨
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
）

で
、
子
連
れ
で
結
婚
式
を
行
う
こ
と
も
珍
し
く
な
い
で
す
が
、
室

町
時
代
の
庶
民
も
、
ま
ず
は
婚
姻
の
実
態
を
獲
得
す
る
こ
と
が
大

事
で
、
形
式
的
な
儀
式
は
あ
と
か
ら
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
で
も
、
儀
式
を
行
う
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
て
み

た
い
の
で
す
。

　

と
言
い
ま
す
の
も
、
近
年
の
歴
史
学
研
究
で
は
、
中
世
の
庶
民

層
で
は
、
必
ず
し
も
皆
結
婚
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
独
身
を
通
さ

ざ
る
を
得
な
い
男
女
が
相
当
数
、
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。
ま
た
、
聟
が
皆
平
和
的
な
存
在
で
あ
っ
た
わ
け
で
も
な

く
、
暴
力
的
な
聟
が
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
下
、

事
例
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。　
　

　

鎌
倉
幕
府
の
法
令
集
で
あ
る
「
御
成
敗
式
目
」
四
一
条
第
二
規

定
に
は
、
下
人
男
女
の
性
愛
関
係
の
結
果
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
て

も
、
男
児
が
産
ま
れ
た
ら
父
親
に
、
女
児
な
ら
母
親
に
そ
の
所
属

が
配
分
さ
れ
る
「
子
分
け
」
と
い
う
制
度
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。
下
人
身
分
の
人
々
は
、「
夫
婦
と
子
ど
も
」
と

い
う
家
族
を
形
成
で
き
な
い
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
従
者
聟
」
と
い
う
文
言
が
鎌
倉
中
期
の
史
料
に
見
え

ま
す
が）

5
（

、
こ
こ
に
は
「
田
舎
の
習
い
、
従
者
聟
に
お
い
て
は
召
仕

う
も
の
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
主
人
に
性
を
管
理
さ
れ
て

い
た
下
人
身
分
の
女
性
の
も
と
に
通
っ
て
き
て
聟
と
な
っ
た
男
性

＝
従
者
聟
は
、
下
女
の
主
人
が
召
し
使
っ
て
も
よ
い
と
い
う
の
が

こ
の
地
域
の
ル
ー
ル
だ
、
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
場
合
の
聟
の

身
分
は
下
人
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
立
し
た
身
分
の
男
性
に
も
当

て
は
ま
る
よ
う
で
す
。
説
経
節
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」（
安
寿
と
厨

子
王
）
の
一
場
面
に
も
、
国
司
で
あ
る
厨
子
王
が
、
姉
の
安
寿
を

酷
使
し
た
領
主
に
対
し
て
、「
自
分
を
そ
の
下
女
の
従
者
聟
に
し

て
は
い
か
が
か
。
お
前
に
と
っ
て
よ
い
話
だ
ぞ
」
と
だ
ま
そ
う
と

す
る
台
詞
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、「
押
入
聟
」
と
い
う
存
在
も
鎌
倉
時
代
中
期
で
確
認

さ
れ
て
い
る
の
で
す
が）

（
（

、
こ
れ
は
女
性
や
女
性
の
親
の
承
諾
な
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く
、
一
種
の
性
暴
力
の
あ
げ
く
、
聟
と
し
て
居
座
っ
た
り
権
利
を

主
張
し
た
り
す
る
悪
し
き
聟
の
事
例
で
す
。
た
ち
が
悪
い
領
主
の

息
子
が
、
支
配
下
の
女
性
の
も
と
に
聟
と
し
て
押
し
か
け
、
待
遇

さ
れ
よ
う
と
し
た
事
例
が
あ
り
、
こ
れ
を
厳
し
く
禁
ず
る
命
令
文

書
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
禁
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
禁
じ
る
必
要

が
発
生
す
る
ほ
ど
、
多
く
の
事
例
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
す
。

　

戦
国
期
の
「
今
川
仮
名
目
録
」
第
七
条
に
は
、
主
人
に
届
け
出

ず
に
下
女
に
通
っ
た
男
性
は
殺
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
、
と
も
あ

り
ま
す
。
中
世
と
は
婚
姻
に
よ
っ
て
、
社
会
的
身
分
が
低
下
し
た

り
、
殺
さ
れ
た
り
す
る
事
態
す
ら
あ
っ
た
時
代
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
史
料
を
見
て
い
る
と
暗
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す

が
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
悪
い
聟
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と

が
、
狂
言
の
中
で
確
認
で
き
る
こ
と
は
救
わ
れ
ま
す
。
狂
言
の
世

界
の
聟
た
ち
は
、
い
ろ
い
ろ
と
ヘ
マ
を
や
ら
か
し
た
り
、
離
婚
の

危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
聟
は
基
本
的

に
歓
迎
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
娘
の
幸
せ
を
願
う
舅

た
ち
は
、
多
少
の
ヘ
マ
を
や
ら
か
す
聟
に
寛
容
で
、
わ
ざ
と
勝
負

に
負
け
て
く
れ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

　

儀
式
と
し
て
注
目
さ
れ
る
聟
入
は
中
世
を
通
じ
て
続
き
ま
す
。

そ
れ
は
狂
言
と
い
う
、
笑
い
と
祝
賀
の
芸
能
と
い
う
趣
旨
に
合
っ

た
題
材
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
は
、
世
間
に

祝
福
さ
れ
る
結
婚
が
で
き
る
庶
民
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

歴
史
的
事
実
が
あ
り
ま
し
た
。
歴
史
資
料
と
狂
言
、
ど
ち
ら
に
も

目
を
配
る
こ
と
で
、
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
の
で
す
。

二
、
中
世
の
離
婚
・
再
婚

　

こ
こ
ま
で
は
結
婚
に
つ
い
て
み
て
き
ま
し
た
が
、
結
婚
に
は
離

婚
、
そ
し
て
再
婚
と
い
う
展
開
も
つ
い
て
く
る
も
の
で
す
。
日
本
に

お
い
て
は
、
中
世
に
い
た
る
ま
で
、
離
婚
・
再
婚
は
か
な
り
多
か
っ

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
通
時
的
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

1
．
平
安
時
代
の
離
婚
・
再
婚

　

ま
ず
、
平
安
時
代
の
離
婚
と
は
、
そ
も
そ
も
結
婚
形
態
が
妻
問

い
・
通
い
を
前
提
と
し
て
い
た
た
め
に
、
女
性
の
も
と
に
男
性
が

通
わ
な
く
な
る
と
実
質
的
な
離
婚
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
結
び
つ

き
は
割
合
と
ゆ
る
や
か
で
、
生
涯
何
度
も
結
婚
・
離
婚
を
繰
り
返

す
男
女
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
意
外
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、『
枕

草
子
』
で
有
名
な
才
気
あ
ふ
れ
る
宮
廷
の
女
房
・
清
少
納
言
も
少
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な
く
と
も
生
涯
二
回
は
結
婚
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
手
と
子
ど
も
を

儲
け
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

貴
族
男
性
は
複
数
の
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
た
め
「
一
夫
多
妻
」、

正
確
に
は
、
こ
の
時
期
「
正
妻
」
の
身
分
が
そ
の
他
の
女
性
に
比

べ
て
は
る
か
に
高
い
と
さ
れ
ま
す
の
で
、「
一
夫
一
妻
多
妾し

ょ
う

」
と

い
う
状
況
に
な
り
ま
す
。
女
性
か
ら
す
れ
ば
、
正
妻
格
に
据
え
て

く
れ
る
夫
な
ら
ば
と
も
か
く
、「
妾
」
や
「
召め

し
う
ど人

」
と
い
う
扱
い

で
妻
問
い
が
枯
れ
よ
う
も
の
な
ら
ば
離
婚
し
、
次
の
相
手
を
見
つ

け
る
の
が
良
し
と
さ
れ
た
時
代
で
す
。

　

ま
た
、
結
婚
し
て
い
る
女
性
が
出
家
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
の

離
婚
で
し
た
。
性
愛
関
係
の
断
絶
を
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
す
。『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、
光
源
氏
の
正
妻
と
な
っ
た
皇

女
・
女
三
宮
が
、
柏
木
と
の
密
通
に
よ
り
薫
を
出
産
し
、
夫
で
あ

る
光
源
氏
と
不
和
に
な
り
、
出
家
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
こ
の
物
語

を
読
ん
だ
当
時
の
人
々
か
ら
す
れ
ば
、
女
三
宮
か
ら
の
離
婚
宣
言

で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
っ
た
の
で
す
。

　

余
談
で
す
が
、「
一
夫
多
妻
」
の
話
を
す
る
と
、
私
が
教
え
て

い
る
男
子
学
生
さ
ん
な
ど
は
最
初
は
「
い
い
な
あ
」
と
思
う
よ
う

で
す
。
で
も
実
際
は
権
力
の
あ
る
一
握
り
の
男
性
が
複
数
の
女
性

を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
他
の
男
性
は
た
っ
た
ひ
と
り
の
相
手
す

ら
確
保
し
づ
ら
く
な
る
と
い
う
の
が
一
夫
多
妻
と
い
う
制
度
な
の

だ
と
説
明
す
る
と
、
彼
ら
は
が
っ
か
り
し
ま
す
。『
源
氏
物
語
』

の
光
源
氏
す
ら
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
よ
う
に
、
一
夫
多
妻
を
乗

り
越
え
ら
れ
る
貴
族
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
藤

原
道
綱
母
に
よ
る
『
蜻
蛉
日
記
』
で
不
誠
実
を
な
じ
ら
れ
る
夫
の

藤
原
兼
家
の
ご
と
く
、
女
性
達
は
決
し
て
一
夫
多
妻
に
甘
ん
じ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
ま
す
。

2
．
鎌
倉
時
代
の
離
婚
・
再
婚

　

次
は
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
離
婚
に
関
し
て
述
べ
ま
す
。
無
住
と

い
う
僧
侶
が
ま
と
め
た
『
沙
石
集
』
と
い
う
鎌
倉
時
代
の
仏
教
説

話
集
に
は
、
い
く
つ
か
当
時
の
離
婚
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
説

話
が
あ
り
ま
す
。
第
七
─
一
「
嫉
妬
ノ
心
無
キ
人
ノ
事
」（【
史
料

④
】）
で
は
、
遠
江
国
（
現
在
の
静
岡
県
）
で
の
話
と
し
て
、
夫

に
離
縁
を
言
い
渡
さ
れ
た
妻
が
、
ま
さ
に
馬
に
乗
っ
て
去
ろ
う
と

し
て
い
る
場
面
に
お
い
て
、
夫
が
「
離
縁
さ
れ
追
い
出
さ
れ
る
妻

は
、
家
中
の
物
を
好
き
な
だ
け
持
ち
出
す
の
が
世
の
習
い
な
の

で
、
取
っ
て
い
く
が
よ
い
」
と
声
を
か
け
ま
す
。
し
か
し
妻
は
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「
あ
な
た
ほ
ど
の
大
事
な
人
を
捨
て
て
行
く
私
に
、
こ
れ
以
上
何

か
欲
し
い
物
な
ど
あ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
答
え
、
ま
る
で
嫌
み
の

な
い
微
笑
み
を
浮
か
べ
ま
し
た
。
こ
の
妻
の
様
子
を
み
た
夫
は
愛

情
を
取
り
戻
し
、
結
局
こ
の
夫
婦
は
死
ぬ
ま
で
添
い
遂
げ
た
、
と

い
う
話
で
す
。
離
婚
は
夫
に
決
定
権
が
あ
る
も
の
の
、
財
産
分
与

は
妻
の
希
望
が
通
っ
た
と
い
う
当
時
の
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

妻
が
無
一
文
で
背
中
を
蹴
ら
れ
て
追
い
出
さ
れ
る
よ
う
な
一
方
的

な
離
婚
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
離
婚
決
定
権
で
す
が
、
夫
側
の
み
に
認
め
ら
れ
て
い

た
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
す
。
同
じ
『
沙
石
集
』
の
第
七
─
十
一

「
無
情
ノ
俗
ノ
事
」（【
史
料
⑤
】）
に
は
、
奥
州
の
百
姓
夫
婦
の
離

婚
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
夫
は
あ
ま
り
に
ケ
チ
で
欲
深
く
、

妻
子
に
対
し
て
も
情
け
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

妻
は
幼
い
子
を
連
れ
て
何
度
も
逃
げ
出
し
ま
し
た
が
、
そ
の
た
び

に
夫
に
捕
ら
え
ら
れ
戻
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
妻
は
子

連
れ
で
地
頭
（
地
域
の
支
配
者
）
の
も
と
に
行
き
、「
夫
が
あ
ま

り
に
も
無
慈
悲
な
の
で
、
地
頭
さ
ま
に
離
婚
の
命
令
を
下
し
て
い

た
だ
き
た
い
の
で
す
」
と
頼
み
ま
す
。
地
頭
は
、「
夫
が
妻
を
離

婚
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
妻
が
夫
を
離
婚
す
る
と
は
何
事
あ
っ

て
の
こ
と
か
」
と
問
い
ま
す
。
妻
は
、「
あ
ま
り
に
多
く
の
問
題

が
あ
る
の
で
す
が
一
つ
だ
け
申
し
上
げ
ま
す
と
、
先
日
、
川
か
ら

大
き
な
鮎
を
三
十
匹
ば
か
り
夫
が
獲
っ
て
き
た
の
で
、
少
し
は
煮

て
、
残
り
は
鮨
に
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
が
、
こ
の
子
が
泣
い
て

煮
鮎
を
く
れ
と
頼
ん
だ
の
に
、
ま
だ
煮
え
な
い
と
言
い
な
が
ら
自

分
だ
け
試
食
を
繰
り
返
し
、
結
局
こ
の
子
に
は
一
口
も
く
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
私
に
も
で
す
。
で
は
、
鮎
鮨
は
ど
う
か
と

言
い
ま
す
と
、
こ
れ
も
ま
だ
熟
し
て
い
な
い
と
言
っ
て
、
結
局
自

分
だ
け
で
食
べ
ま
し
た
。
一
事
が
万
事
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
か
り

で
す
」
と
説
明
し
ま
し
た
。
地
頭
が
夫
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
妻

の
言
い
分
を
認
め
ま
し
た
の
で
、
地
頭
は
こ
の
夫
を
領
地
か
ら
追

放
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
ん
な
夫
と
い
ま
ま
で
連

れ
添
っ
た
妻
は
情
深
い
と
い
う
こ
と
で
、
税
を
一
部
免
除
し
て
、

今
ま
で
通
り
暮
ら
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
説
話
か
ら
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
離
婚
申
し
立
て
は

夫
か
ら
が
通
例
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
問
題
の
あ
る
夫
な
ら
ば
妻
か

ら
の
離
婚
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
は
追
放
処
分
ま
で
行
わ
れ
た
こ

と
、
妻
と
子
に
は
今
ま
で
通
り
の
生
活
が
保
障
さ
れ
た
こ
と
な
ど

が
読
み
取
れ
ま
す
。
離
婚
す
る
権
利
は
基
本
的
に
夫
側
に
あ
る
時
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代
に
な
っ
て
も
、
妻
か
ら
の
離
婚
の
訴
え
も
事
情
に
よ
っ
て
は
認

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
家
父
長
制
が
浸
透
し
男
女
の
不
平
等
が
進

行
し
つ
つ
あ
っ
て
も
、
道
理
は
通
っ
た
の
で
す
。

　

再
婚
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま

す
。
藤
原
定
家
の
日
記
『
明
月
記
』
に
は
、
大
酒
飲
み
の
妻
と
離

婚
し
た
話
や
、
再
婚
す
る
な
ら
関
東
の
武
家
の
女
が
い
い
と
希
望

す
る
貴
族
の
男
性
の
話
題
な
ど
、
京
都
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
噂

話
が
散
見
さ
れ
、
興
味
深
い
で
す
。

3
．
室
町
時
代
の
離
婚
・
再
婚

　

さ
て
、
狂
言
成
立
期
で
あ
る
室
町
時
代
の
離
婚
は
ど
う
だ
っ
た

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
狂
言
の
「
箕み

か
ず
き被

」
が
よ
い
素
材
と
な
り
ま

す
。
夫
の
連
歌
狂
い
に
愛
想
を
尽
か
し
た
妻
が
離
婚
を
決
意
し
、

夫
か
ら
の
「
暇い

と
ま

の
印し

る
し

」
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
、
農
作
業
に
つ

か
う
箕み

を
、
確
か
に
こ
の
女
と
離
婚
し
た
証
拠
と
し
て
も
ら
う
の

で
す
け
れ
ど
も
、
妻
が
そ
の
箕
を
頭
上
に
被か

ず

い
た
（
か
か
げ
た
）

姿
か
ら
、
夫
は
「
三
日
月
」
に
掛
け
た
発
句
を
詠
み
か
け
、
妻
は

そ
れ
を
受
け
て
機
転
の
利
い
た
脇
句
を
付
け
ま
し
た
。
こ
の
や
り

と
り
で
恋
慕
の
情
が
再
度
沸
い
た
夫
に
よ
り
、
離
婚
が
撤
回
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
狂
言
か
ら
は
、
離
婚
に
際
し
て
は
夫
か
ら
の
離
婚
証
明

「
暇
の
印
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
暇
の
状
」
と

い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
必
ず
し
も
文
章
・
文
書
形
式
で
な
く

て
も
よ
く
、「
箕
被
」
に
は
「
塵
を
結
ん
で
な
り
と
も
、
夫
の
手

よ
り
取
る
も
の
じ
ゃ
と
申
し
ま
す
る
、
こ
な
た
の
手
よ
り
下
さ
れ

い
」
と
い
う
台
詞
も
あ
り
ま
す
。
ゴ
ミ
く
ず
の
よ
う
な
も
の
で
も

い
い
か
ら
、
離
婚
に
は
夫
か
ら
の
証
拠
の
品
が
必
要
だ
っ
た
の
で

す
。
こ
の
「
暇
の
印
」
は
、
女
性
の
再
婚
時
に
必
要
だ
っ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
に
離
婚
・
再
婚
を
め
ぐ
る
ト

ラ
ブ
ル
が
多
か
っ
た
こ
と
の
反
映
で
す
。
こ
の
物
品
に
よ
る
離
婚

証
明
は
、
戦
国
時
代
の
離
縁
状
（
去さ

り

状じ
ょ
う

）、
江
戸
時
代
の
有
名
な

「
三み

く
だ
り
は
ん

行
半
」
へ
と
続
い
て
い
き
ま
す
。

4
．
戦
国
時
代
の
離
婚
・
再
婚

　

戦
国
時
代
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
や
っ
て
き
た
宣
教
師

た
ち
の
残
し
た
史
料
が
あ
り
ま
す
。
民
衆
レ
ベ
ル
の
離
婚
の
話

が
、
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
記
録
か
ら
確
認
で
き
ま
す
。

・
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
、
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
二
月
二
〇
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日
付
書
簡
（
中
国
・
イ
ン
ド
の
イ
エ
ズ
ス
会
員
宛
）

妻
は
通
常
一
人
の
外
も
た
ず
、
然
れ
ど
も
仮
令
多
数
子
女

あ
る
も
甚
だ
軽
微
な
る
理
由
に
依
り
之
を
去
り
て
、
他
の

妻
を
迎
へ
、
婦
人
も
亦
夫
を
捨
て
ゝ
他
に
嫁
す
。
但
し
婦

人
の
方
は
多
く
実
行
せ
ず
。
離
縁
は
王
よ
り
農
夫
に
至
る

ま
で
し
ば
し
ば
行
は
れ
、
少
し
も
怪
し
ま
れ
ず
。

・
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
日
本
文
化
』

（
一
五
八
五
年
）
第
二
章

31
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
妻
を
離
別
す
る
こ
と
は
、
罪
悪
で
あ

る
上
に
、
最
大
の
不
名
誉
で
あ
る
。

日
本
で
は
意
の
ま
ま
に
幾
人
で
も
離
別
す
る
。
妻
は
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
名
誉
も
失
わ
な
い
し
、
ま
た
結
婚
も
出

来
る
。

32
：
汚
れ
た
天
性
に
従
っ
て
、
夫
が
妻
を
離
別
す
る
の
が
普
通

で
あ
る
。
日
本
で
は
、
し
ば
し
ば
妻
が
夫
を
離
別
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
報
告
か
ら
は
、
戦
国
時
代

の
日
本
に
お
い
て
、
離
婚
・
再
婚
が
頻
繁
で
あ
っ
た
こ
と
、
夫
か

ら
の
離
婚
が
多
い
け
れ
ど
も
女
性
か
ら
の
離
婚
も
否
定
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
で
す
。
離
婚
は
決
し
て
女
性
の
不
利

益
に
な
ら
ず
、
再
婚
も
特
に
問
題
な
か
っ
た
時
代
で
す
。「
バ
ツ

イ
チ
」
な
ど
と
か
ら
か
わ
れ
る
現
在
よ
り
、
よ
ほ
ど
男
女
と
も
に

生
き
や
す
い
時
代
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
あ
と
、
徳
川
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
二
代
将
軍
秀
忠
の
正

妻
「
お
江
」
は
、
現
在
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
バ
ツ
2
」
を
経
て
、

将
軍
家
御
台
所
と
な
り
ま
し
た
。
織
田
信
長
の
姪
と
い
う
武
家
社

会
に
お
け
る
貴
種
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
し
、
政
治
的
策

略
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
既
婚
時
に
子
を
産
ん
だ
こ
と
も

実
績
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
秀
忠
と
の
間
に
七
人

も
の
男
女
を
産
み
、
徳
川
家
の
繁
栄
を
築
い
た
の
が
お
江
で
す
。

女
性
の
処
女
性
重
視
と
は
異
な
る
価
値
観
も
、
確
か
に
存
在
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

5
．
離
婚
が
存
在
し
な
い
狂
言
の
世
界

　

こ
の
よ
う
な
前
近
代
の
離
婚
の
諸
相
を
見
て
い
く
と
、
逆
に
、

狂
言
に
お
け
る
離
婚
は
、
離
婚
の
危
機
は
描
く
も
の
の
、
結
果
と

し
て
ほ
ぼ
離
婚
に
至
ら
な
い
こ
と
に
気
が
付
き
ま
す
。
歴
史
学
的

に
明
ら
か
と
な
っ
た
、
離
婚
が
日
常
的
で
あ
っ
た
中
世
の
現
実

と
、
狂
言
世
界
と
は
乖
離
が
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の



53　　中世の結婚と離婚

で
し
ょ
う
か
。

　

専
門
外
の
私
の
立
場
で
結
論
め
い
た
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、

こ
れ
は
や
は
り
狂
言
と
い
う
芸
能
の
本
来
的
な
趣
旨
に
基
づ
く
も

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
狂
言
の
源
流
は
、
古
代
の
散
楽
・
猿

楽
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
祝
賀
性
・
ハ
レ
の
芸
能
・
笑
い
の
追
求

を
す
る
の
が
狂
言
で
す
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
中
世
で
頻
繁
に
発
生
し
た
離
婚
と
い

う
事
態
が
、
あ
り
ふ
れ
て
い
た
と
は
い
え
決
し
て
愉
快
な
で
き
ご

と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
逆
説
的
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
頻
繁
に

あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
よ
し
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

聟
入
儀
式
が
幸
せ
の
象
徴
ゆ
え
に
お
も
し
ろ
が
ら
れ
、
か
ら
か
わ

れ
る
狂
言
世
界
に
お
い
て
、
ど
れ
だ
け
日
常
に
あ
り
ふ
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
離
婚
は
悲
し
い
か
ら
描
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
価
値

観
が
、
室
町
時
代
の
民
衆
に
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
ま
た
、
教
訓
、
と
い
う
視
点
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
室
町

時
代
は
女
訓
書
の
先
駆
け
で
あ
る
『
乳
母
の
草
子
』
が
流
通
し
、

女
性
に
従
順
を
求
め
る
思
想
が
強
ま
り
ま
す
。
さ
ら
に
江
戸
時
代

に
入
る
と
ま
す
ま
す
女
訓
書
は
流
行
し
、
女
性
に
七
去
・
三
従
な

ど
の
男
尊
女
卑
思
想
を
植
え
付
け
て
い
き
ま
す
。
子
無
し
は
去

れ
、
女
は
三
界
に
家
無
し
、
と
い
っ
た
も
の
で
す
。
家
父
長
制
家

族
の
再
生
産
に
と
っ
て
役
に
立
た
な
い
と
判
断
さ
れ
た
女
性
は
、

離
婚
さ
れ
る
の
が
当
た
り
前
の
時
代
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

も
し
、
人
気
芸
能
で
あ
っ
た
狂
言
に
、
離
婚
を
推
奨
す
る
よ
う

な
場
面
が
あ
っ
た
り
、
離
婚
し
て
幸
せ
に
な
る
よ
う
な
男
女
が
描

か
れ
た
り
し
た
ら
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
離
婚
し
て
い
い
の
だ
、

ど
ん
ど
ん
離
婚
し
よ
う
と
い
っ
た
価
値
観
が
、
広
く
流
布
さ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。

　

狂
言
も
、
民
衆
生
活
の
す
べ
て
を
取
り
あ
げ
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
狂
言
に
ふ
さ
わ
し
い
題
材
が
選
ば
れ
て
い
る
わ
け

で
、
そ
こ
に
本
当
に
離
婚
し
て
し
ま
う
と
い
う
題
材
は
選
び
が
た

か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
離
婚
の
達
成
が
題
材
と
し
て
選
ば

れ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
、
芸
能
と
し
て
の
狂
言
に
お
い
て
は
、
意

味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

お
わ
り
に

　

日
本
語
研
究
に
お
い
て
、
室
町
時
代
以
降
の
言
葉
は
、
現
代
の

日
本
人
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
か
な
り
あ
り
、
ゆ
え
に
狂
言
は
現

代
人
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
と
い
う
話
を
う
か
が
っ
た
こ
と
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が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
室
町
時
代
人
の
婚
姻

観
も
、
現
代
を
生
き
る
我
々
と
、
そ
う
遠
く
な
い
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
結
婚
は
め
で
た
い
、
出
来
な
い
人
も
い
る
の
だ
か
ら
。
嫁

入
婚
も
聟
入
儀
式
も
幸
せ
で
楽
し
い
こ
と
だ
。
離
婚
は
ま
ぁ
、
よ

く
あ
る
こ
と
と
は
い
え
ち
ょ
っ
と
悲
し
い
な
ぁ
、
人
様
に
は
お
す

す
め
で
き
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
。

　

歴
史
資
料
と
狂
言
か
ら
見
た
中
世
の
結
婚
・
離
婚
と
は
、
こ
の

よ
う
な
風
景
で
し
た
。
こ
の
文
章
が
、
今
後
の
狂
言
鑑
賞
に
、
何

か
し
ら
の
お
力
添
え
に
な
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。
お
読
み
く
だ

さ
っ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

参
考
文
献

高
群
逸
枝
『
招
婿
婚
の
研
究
』（
講
談
社
、
一
九
五
三
年
）

多
賀
宗
隼
「
兼
実
と
そ
の
周
囲
」（『
玉
葉
索
引
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四

年
）

田
端
泰
子
『
日
本
中
世
の
女
性
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）

高
木　

侃
『
三
く
だ
り
半
─
江
戸
の
離
婚
と
女
性
た
ち
』（
平
凡
社
、

一
九
八
七
年
）

服
藤
早
苗
『
家
成
立
史
の
研
究
─
祖
先
祭
祀
・
女
・
子
ど
も
』（
校
倉
書
房
、

一
九
九
一
年
）

脇
田
晴
子
『
日
本
中
世
女
性
史
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二

年
）

細
川
涼
一
「
家
族
を
構
成
し
な
い
女
性
」（『
中
世
を
考
え
る　

家
族
と
女

性
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）

関
口
裕
子
『
日
本
古
代
婚
姻
史
の
研
究
』
上
・
下
（
塙
書
房
、
一
九
九
三

年
）

高
橋
秀
樹
『
日
本
中
世
の
家
と
親
族
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）

安
田
徳
子 

「「
聟
入
」
の
狂
言
、
特
に
《
相
合
袴
》
に
つ
い
て
」（『
聖
徳

学
園
岐
阜
教
育
大
学
国
語
国
文
学
』
一
五
号
、
一
九
九
六
年
）

高
橋
昌
明
『
中
世
史
の
理
論
と
方
法
─
日
本
封
建
社
会
・
身
分
制
・
社
会

史
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
七
年
）

関
口
裕
子
・
服
藤
早
苗
他
『
家
族
と
結
婚
の
歴
史
』（
森
話
社
、
一
九
九
八

年
）

保
立
道
久
『
中
世
の
女
の
一
生
』（
洋
泉
社
、
一
九
九
九
年
）

黒
田
弘
子 

『
女
性
か
ら
み
た
中
世
社
会
と
法
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
二

年
）

高
松
百
香
「
九
条
兼
実
の
興
福
寺
再
建
─
中
世
摂
関
家
と
〈
鎌
足
〉」

（『
人
民
の
歴
史
学
』
一
六
二
号
、
二
〇
〇
四
年
）

服
藤
早
苗
「
三
日
夜
餅
儀
の
成
立
と
変
容
─
平
安
王
朝
貴
族
の
婚
姻
儀

礼
」（『
女
と
子
ど
も
の
王
朝
史
─
後
宮
・
儀
礼
・
縁
』
森
話
社
、

二
〇
〇
七
年
）

星
倭
文
子
「
鎌
倉
時
代
の
婚
姻
と
離
婚
─
『
明
月
記
』
嘉
禄
年
間
の
記
述

を
中
心
に
」（
同
前
）

磯
貝
富
士
男
『
日
本
中
世
奴
隷
制
論
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
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菅
原
正
子
『
日
本
人
の
生
活
文
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）

菅
原
正
子
「
中
世
後
期
の
婚
姻
形
態
と
居
住
」（『
総
合
女
性
史
研
究
』

二
六
号
、
二
〇
〇
九
年
）

高
松
百
香
「
婿
取
婚
か
ら
嫁
取
婚
へ
」（
総
合
女
性
史
研
究
会
編
『
時

代
を
生
き
た
女
た
ち
─
新
・
日
本
女
性
通
史
』
朝
日
新
聞
出
版
、

二
〇
一
〇
年
）

服
藤
早
苗
監
修
『
歴
史
の
な
か
の
家
族
と
結
婚
』（
森
話
社
、
二
〇
一
一
年
）

参
考
史
料

【
史
料
①
】『
玉
葉
』
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
六
月
二
日
条

 

己
卯
、
天
晴
、
巳
刻
許
参
内
、
主
上
聊
有
御
風
気
、
一
作
日
、
奉

見
置
退
出
、
依
不
審
今
日
所
参
也
、
全
別
事
不
御
云
々
、
悦
思
不

少
、
此
日
以
使
者
大
将
迎
婦
之
儀
、
猶
不
可
然
、
随
又
無
其
家
、

力
不
及
之
由
、
示
遣
能
保
卿
之
許
了
、
返
報
云
、
去
夜
自
関
東
此

間
事
、
偏
可
随
殿
下
御
定
之
由
申
送
候
、
仍
於
今
者
、
可
奉
迎
大

将
也
、
進
娘
之
儀
不
可
候
云
々
〈
日
来
、
頼
朝
卿
可
進
娘
、
不
可

奉
迎
之
由
依
令
申
、
力
不
及
之
由
、
彼
卿
再
三
示
之
、
然
而
、
近

例
皆
不
快
、
加
之
、
当
時
事
体
頗
懦
弱
、
仍
広
元
下
向
之
次
、
示

遣
子
細
於
頼
朝
卿
之
許
、
仍
聞
披
子
細
、
諷
諫
能
保
歟
、
最
神
妙

也
〉、
而
其
家
猶
不
作
、
此
直
廬
〈
能
保
、
閑
院
西
町
構
小
直
廬
、

称
其
所
也
、〉
甚
些
少
、
此
外
無
其
所
如
何
云
々
、
余
示
云
、
一
条

家
〈
能
保
本
住
所
也
、
而
去
年
其
妻
有
事
、
然
而
一
闋
已
過
了
、

更
不
可
忌
之
由
所
存
也
、〉
何
事
有
哉
、
又
陣
中
家
不
可
有
雖
者
、

雖
些
少
不
可
顧
歟
、
陣
中
之
条
、
猶
不
打
つ
任
事
歟
、
仍
一
条
家

可
宜
之
由
仰
之
、
深
更
退
出
、（
以
下
略
）

【
史
料
②
】『
玉
蘂
』
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
正
月
十
四
日
条

 

十
四
日
、
朝
間
陰
、
入
夜
明
月
、
此
日
左
府
被
迎
第
二
娘
〈
此

四
五
年
頻
以
有
被
催
召
、
必
雖
不
可
然
、
不
能
固
辞
、
只
奉
任
氏

大
明
神
冥
鑒
、
子
細
不
遑
具
記
〉、
其
儀
最
密
々
了
也
、
又
平
治
例

如
入
内
不
足
為
例
、
承
万
、
承
安
、
建
仁
不
快
、
仍
今
度
無
迎
車
、

只
自
是
可
迎

（
送
カ
）遣

之
由
、
前
関
白
有
命
、
仍
廻
軽
儀
所
致
沙
汰
也
、

奉
行
家
司
蔵
人
左
佐
高
嗣
、
豫
謁
親
経
卿
申
定
其
儀
、
自
彼
殿
造

送
次
第
、
予
見
了
返
給
、
殿
方
又
移
付
、
女
房
方
事
頗
乖
愚
案
、

粗
仰
子
細
了
、
申
尅
許
有
長
朝
臣
、
高
嗣
参
近
衛
、
見
廻
女
房
可

受
取
之
由
、
兼
日
雖
有
命
、
昨
見
廻
之
後
皈
来
、
戌
剋
出
立
、
女

房
等
遅
参
、
漸
臨
子
剋
、
漸
令
寄
出
車
、
資
季
、
親
季
等
朝
臣
寄

之
、
仲
家
刷
袖
車
三
両
、
女
房
四
人
乗
之
、
子
剋
寄
車
於
寝
殿
南

階
、
大
宮
中
納
言
立
几
帳
屏
風
、
前
駈
取
松
明
候
前
庭
、
衛
府
長

兼
友
候
砌
下
、
乗
御
之
後
予
密
々
乗
車
、
於
一
条
室
町
見
物
、
路

頭
行
列
、（
以
下
略
）

【
史
料
③
】『
葉
黄
記
』
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
正
月
十
四
日
条

 
丙
寅
、〈
陰
陽
不
将
日
、〉
朝
間
白
雪
間
降
、
午
後
青
天
快
晴
、
今

夜
左
丞
相
〈
春
秋
廿
八
〉
可
令
通
摂
政
殿
御
息
女
〈
御
年
廿
七
、

故
藻
璧
門
院
御
同
胞
、
第
二
御
娘
也
〉
給
也
、
代
々
婚
嫁
之
例
多
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者
為
執
婿
之
礼
、
或
者
為
新
迎
之
儀
、
平
治
・
建
仁
等
皆
被
進
御

迎
車
、
彼
例
等
不
宜
、
仍
有
詮
議
、
自
此
可
有
御
渡
也
、
此
間
事

蔵
人
左
衛
門
権
佐
高
嗣
〈
殿
年
預
家
司
也
〉
兼
奉
仰
所
申
沙
汰
也
、

毎
事
最
密
儀
也
、
仍
又
有
新
儀
等
、
只
任
時
宜
有
其
沙
汰
、
預
相

尋
子
細
於
参
議
親
俊
卿
〈
左
府
御
方
執
権
人
也
〉、
両
方
所
存
知

也
、
午
刻
許
高
嗣
先
参
殿
下
、
催
沙
汰
雑
事
、
次
参
左
府
、
藤
宰

相
参
会
、
依
後
引
導
検
知
女
房
御
方
、
前
土
佐
守
有
長
朝
臣
〈
束

帯
、
女
房
御
乳
夫
也
〉
同
心
参
仕
、
兼
可
請
取
此
御
所
之
由
雖
有

其
沙
汰
、
不
可
必
然
、
仍
只
見
廻
之
、
御
所
御
装
束
無
殊
事
、
然

而
大
概
記
之
、
御
亭
近
衛
以
北
室
町
以
東
也
、
日
来
前
関
白
殿
御

同
宿
な
り
、
依
此
事
自
旧
年
移
渡
武
者
小
路
猪
熊
亭
給
、
此
御
所

未
被
立
寝
殿
、
室
町
面
南
有
板
棟
門
、
北
有
土
門
、
而
今
棟
門
被

葺
檜
皮
、
以
土
門
被
改
了
、
檜
皮
葺
唐
門
、
又
日
来
無
中
門
、
只

廊
許
也
、
而
今
差
加
廊
、
被
立
中
門
〈
無
別
棟
、
只
廊
而
已
、
東

方
〈
当
中
門
也
〉
有
子
午
屋
、
日
来
為
左
府
御
方
云
々
、（
以
下
略
）

【
史
料
④
】『
沙
石
集
』
第
七
─
一
「
嫉
妬
ノ
心
無
キ
人
ノ
事
」

 

遠
江
国
ニ
或
人
ノ
妻
、
サ
ラ
レ
テ
既
ニ
馬
ニ
乗
テ
打
出
ケ
ル
ヲ
、

「
人
ノ
妻
ノ
サ
ラ
ル
ル
時
ハ
、
家
中
ノ
物
心
ニ
任
テ
取
ル
習
ナ
レ
バ
、

何
物
モ
取
給
ヘ
ト
、
申
ケ
ル
時
、「
殿
ホ
ド
ノ
大
事
ノ
人
ヲ
打
捨
テ

ユ
ク
程
ノ
身
ノ
、
何
物
カ
ホ
シ
カ
ル
ベ
キ
」
ト
テ
、
打
咲
テ
、
ニ

ク
イ
ゲ
ナ
ク
云
ケ
ル
気
色
、
マ
メ
ヤ
カ
ニ
マ
メ
ヤ
カ
ニ
糸
惜
ク
覚
ヘ

テ
、
ヤ
ガ
テ
留
テ
死
ノ
別
ニ
成
ニ
ケ
リ
。
人
ニ
悪
レ
思
ハ
ル
ル
モ
、

先
世
ノ
事
ト
云
ナ
ガ
ラ
、
只
心
ガ
ラ
ニ
依
ル
可
シ
。（
以
下
略
）

【
史
料
⑤
】『
沙
石
集
』
第
七
─
十
一
「
無
情
ノ
俗
ノ
事
」

 

奥
州
ニ
百
姓
ア
リ
ケ
リ
。
慳
貪
ニ
シ
テ
、
妻
子
ノ
為
ニ
モ
情
ケ
ナ

カ
リ
ケ
レ
バ
、
妻
タ
ビ
タ
ビ
逃
ゲ
ケ
ル
ヲ
、
捕
ヘ
テ
置
キ
ケ
リ
。
ア

ル
時
、
五
六
歳
ナ
ル
子
ヲ
抱
テ
、
地
頭
ノ
許
ニ
ユ
キ
テ
申
ケ
ル
ハ
、

「
夫
ニ
テ
候
モ
ノ
、
ア
マ
リ
ニ
情
ナ
ク
慳
貪
ニ
候
故
ニ
、
タ
ヘ
忍
ビ

テ
相
副
フ
ベ
キ
心
地
モ
候
ハ
ズ
。
御
下
知ｦ

ヲ
蒙
リ
テ
、
放
シ
候
ハ

バ
然
ル
ベ
ク
候
ナ
ン
」
ト
申
ス
。
地
頭
云
ク
、「
夫
コ
ソ
妻
ヲ
サ
ル

事
ア
レ
。
妻
ト
シ
テ
夫
ヲ
サ
ル
事
、
イ
カ
ナ
ル
子
細
ゾ
」
ト
尋
ル

ル
。「
ア
マ
リ
ニ
情
無
ク
候
事
、
サ
ノ
ミ
ハ
申
シ
難
ク
候
。
一
事
ヲ

申
サ
バ
、
余
事
ハ
御
𨗈
迹
ア
ル
ベ
ク
候
。
此
程
山
河
ニ
マ
カ
リ
テ
、

大
ナ
ル
鮎
ヲ
三
十
斗
ト
リ
テ
返
テ
、
少
々
ハ
煮
テ
食
候
。
残
ハ
鮨

ニ
シ
テ
ヲ
キ
候
。
此
子
只
一
人
候
ガ
、「
父
ヨ
魚
ク
ワ
ウ
」
ト
申
テ
、

取
リ
付
テ
泣
候
ヲ
、「
ヤ
レ
未
ダ
煮
ヌ
ゾ
」
ト
テ
、
心
ミ
心
ミ
只
独

リ
食
テ
、
此
子
ニ
タ
ビ
候
ワ
ズ
。
マ
シ
テ
ワ
ラ
ハ
ニ
ハ
、
思
ヒ
ダ
ニ

ヨ
ラ
ズ
候
キ
ナ
リ
。
サ
リ
ト
モ
鮨
ハ
タ
ビ
候
ナ
ン
ト
思
シ
ニ
、「
イ

マ
ダ
ナ
ラ
ヌ
ゾ
ナ
ラ
ヌ
ゾ
」
ト
申
テ
、
一
モ
タ
ビ
候
ハ
ズ
。
是
ヲ
以

テ
萬
ヅ
御
心
ヱ
候
ベ
シ
」
ト
申
ス
。
夫
ヲ
召
テ
引
合
ス
ル
ニ､

「
妻

ガ
申
状
違
ズ
」
ト
申
ケ
レ
バ
、
不
当
ノ
者
ナ
リ
ト
テ
、
境
ヲ
追
越

ヌ
。
妻
丸
ハ
イ
ミ
ジ
ク
今
マ
デ
モ
相
ツ
レ
タ
リ
、
情
ア
リ
ト
テ
、
女

公
事
斗
リ
シ
テ
、
男
公
事
ハ
ユ
リ
ニ
ケ
リ
。（
以
下
略
）



57　　中世の結婚と離婚

注

（
1
） 
聟
取
り
や
夫
婦
仲
を
中
心
に
描
い
た
、
主
に
聟
や
夫
を
シ
テ
（
主

人
公
）
と
す
る
も
の
。
世
間
知
ら
ず
の
聟
が
妻
の
実
家
へ
挨
拶
に

行
っ
て
起
こ
す
失
敗
談
や
男
ま
さ
り
の
妻
と
頼
り
な
い
夫
と
の
人

情
劇
を
描
い
た
内
容
で
、「
二
人
袴
」「
船
渡
聟
」「
釣
針
」「
八
幡

前
」「
右
近
左
近
（
お
こ
さ
こ
）」「
千
切
木
」「
水
掛
聟
」「
鈍
太
郎
」

「
鎌
腹
」
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
ム
コ
は
「
婿
」「
聟
」
と
漢
字
で

表
現
さ
れ
、
狂
言
で
は
「
聟
」
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
本

稿
で
は
、
基
本
的
に
は
「
聟
」
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
が
、
史
料

引
用
な
ど
に
よ
っ
て
は
「
婿
」
を
使
う
こ
と
も
あ
る
。

（
2
） 

熊
本
県
出
身
。
一
八
九
四
～
一
九
六
四
。
小
学
校
代
用
教
員
・
新

聞
記
者
を
経
て
、
女
性
開
放
運
動
の
か
た
わ
ら
、『
母
系
制
の
研
究

─
大
日
本
女
性
史
1
─
』（
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
三
八
年
）、『
招

婿
婚
の
研
究
』（
講
談
社
、
一
九
五
三
年
）
な
ど
を
発
表
。
日
本
の

女
性
史
学
の
基
を
築
い
た
。
著
作
の
多
く
は
『
高
群
逸
枝
全
集
』

全
十
巻
（
橋
本
憲
三
編
、
理
論
社
、
一
九
六
六
・
六
七
年
）
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
3
） 

一
対
一
の
男
女
関
係
が
一
定
期
間
続
く
が
、
永
続
的
で
は
な
い
婚

姻
関
係
。

（
4
） 

聟
候
補
の
道
長
に
対
し
、
源
倫
子
の
父
雅
信
は
若
さ
と
官
位
の
低

さ
か
ら
拒
否
反
応
を
示
し
た
が
、
母
の
藤
原
穆
子
が
将
来
性
を
見

込
ん
で
選
ん
だ
と
『
栄
花
物
語
』
巻
三
は
記
す
。

（
5
） 

寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
四
月
日
「
僧
源
尊
重
申
文
案
」（『
鎌
倉

遺
文
』
六
三
一
七
文
書
）。

（
（
） 

正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
九
月
十
四
日
「
長
国
高
起
請
文
」（『
鎌

倉
遺
文
』
一
七
六
八
三
文
書
）。


