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1

　
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
四
段
は
、
運
命
の
女
神
の
い
た
ず
ら
に
も
て
あ
そ
ば
れ
た
哀
れ
な
女
の
悲
劇
と
し
て
、
あ
る
い
は
報
い
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

こ
と
の
な
か
っ
た
純
愛
の
物
語
と
し
て
、
多
く
の
読
者
の
涙
を
さ
そ
う
章
段
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
と
せ

　
　
　
む
か
し
、
男
、
か
た
田
舎
に
住
み
け
り
。
男
、
宮
仕
へ
し
に
と
て
、
別
れ
惜
し
み
て
ゆ
き
に
け
る
ま
ま
に
、
三
年
ご
ざ
り
け
れ

　
　
ば
、
待
ち
わ
び
た
り
け
る
に
、
い
と
ね
む
ご
ろ
に
い
ひ
け
る
人
に
、
こ
よ
ひ
逢
は
む
と
ち
ぎ
り
た
り
け
る
に
、
こ
の
男
、
来
た
り
け

　
　
り
。
　
「
こ
の
戸
あ
け
給
へ
」
と
た
た
き
け
れ
ど
、
あ
け
で
、
歌
を
な
む
よ
み
て
い
だ
し
た
り
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
と
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ひ
ま
く
ら

　
　
　
　
あ
ら
た
ま
の
年
の
三
年
を
待
ち
わ
び
て
た
だ
こ
よ
ひ
こ
そ
新
枕
す
れ

　
　
と
い
ひ
い
だ
し
け
れ
ば
、

　
　
　
　
梓
弓
ま
弓
つ
き
弓
年
を
経
て
わ
が
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ

　
　
と
い
ひ
て
、
い
な
む
と
し
け
れ
ば
、
女
、
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梓
弓
ひ
け
ど
ひ
か
ね
ど
む
か
し
よ
り
心
は
君
に
よ
り
に
し
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
み
ず

　
　
と
い
ひ
け
れ
ど
、
男
、
か
へ
り
に
け
り
。
女
、
い
と
か
な
し
く
て
、
後
に
た
ち
て
追
ひ
ゆ
け
ど
、
え
追
ひ
つ
か
で
、
清
水
の
あ
る
と

　
　
こ
ろ
に
ふ
し
に
け
り
。
そ
こ
な
り
け
る
岩
に
、
お
よ
び
の
血
し
て
、
書
き
つ
け
け
る
。

　
　
　
　
あ
ひ
思
は
で
か
れ
ぬ
る
人
を
と
ど
め
か
ね
わ
が
身
は
い
ま
ぞ
消
え
は
て
ぬ
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
と
書
き
て
、
そ
こ
に
い
た
づ
ら
に
な
り
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
第
ご
十
四
段
V

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
同
じ
章
段
に
つ
い
て
、
野
口
元
大
氏
は
∧
み
や
び
V
に
よ
る
〈
愛
の
虐
殺
〉
と
い
う
解
釈
を
示
し
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
く
み
や
び
V
の
も
つ
残
酷
な
一
面
を
鳴
ら
し
た
。
や
や
長
き
に
わ
た
る
が
、
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

　
　
　
こ
の
段
で
も
男
は
み
や
び
の
体
現
者
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
男
が
京
へ
宮
仕
え
に
と
出
か
け
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
「
別
れ

　
　
惜
し
み
て
」
と
あ
る
か
ら
、
女
と
の
交
情
は
一
方
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
二
人
が
別
れ
る
に
つ
い
て
は
、
前

　
　
段
の
よ
う
に
、
「
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
」
と
い
う
よ
う
な
事
情
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
男
は
三

　
　
年
た
っ
て
も
帰
ら
な
い
。
当
時
の
法
令
に
よ
っ
て
も
失
踪
と
認
め
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
生
活
の
窮
乏
と
絶
望
は
女
の
心
を
ほ
と
ん
ど

　
　
死
に
ま
で
追
い
つ
め
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
女
を
か
ら
く
も
支
え
た
の
は
一
人
の
男
の
善
意
だ
っ
た
。
遂
に
二
人
の
心
は
結
ば

　
　
れ
て
結
婚
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
折
も
折
、
そ
の
当
日
、
も
と
の
男
が
女
の
も
と
に
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
。
当
然
女
の

　
　
心
は
千
々
に
乱
れ
る
。
男
へ
の
恋
し
さ
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
自
分
は
他
の
男
と
今
宵
を
契
っ
た
身
で
あ
る
。
あ
あ
、
せ
め
て
も

　
　
う
一
日
早
く
帰
っ
て
く
れ
た
ら
、
こ
の
嘆
き
が
女
の
歌
と
な
る
。

　
　
　
　
　
あ
ら
た
ま
の
年
の
三
年
を
待
ち
わ
び
て
た
だ
今
宵
こ
そ
新
枕
す
れ

　
　
事
情
を
悟
っ
た
男
は
、
女
の
新
し
い
幸
福
を
祈
っ
て
、
そ
の
ま
ま
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
　
梓
弓
檀
弓
槻
弓
年
を
経
て
わ
が
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ
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自
分
だ
け
の
わ
が
ま
ま
を
抑
制
し
て
、
す
べ
て
が
円
満
に
運
ぶ
よ
う
な
配
慮
を
忘
れ
な
い
た
し
な
み
ー
こ
れ
が
み
や
び
の
精
神
で

　
　
あ
る
。
な
に
は
お
い
て
も
こ
う
い
う
挺
に
従
お
う
と
す
る
男
の
心
、
そ
れ
は
「
わ
が
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ
」
と
い
う
言
葉

　
　
の
ひ
び
き
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
れ
こ
れ
の
思
い
が
一
時
に
む
ら
が
り
お
こ
っ
て
、
一
度
は
戸
を
押
さ
え
た

　
　
女
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
立
ち
帰
る
男
の
後
姿
を
見
て
は
耐
え
き
れ
ず
、
一
切
を
す
て
て
本
然
の
愛
に
生
き
よ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
　
梓
弓
引
け
ど
引
か
ね
ど
昔
よ
り
心
は
君
に
よ
り
し
も
の
を

　
　
　
し
か
し
、
男
は
あ
え
て
そ
れ
を
振
り
切
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
分
を
忘
れ
た
女
へ
の
恨
み
か
ら
で
は
も
ち
ろ
ん
な

　
　
い
。
ま
た
、
も
う
一
人
の
男
に
義
理
を
立
て
よ
う
と
し
た
た
め
で
も
な
い
。
た
だ
、
自
分
の
身
を
処
す
る
に
み
や
び
の
精
神
を
も
っ

　
　
て
貫
き
た
い
、
風
流
士
と
呼
ば
れ
た
い
と
い
う
願
い
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
こ
の
男
の
決
意
の
前
に
は
、
女
の
血
を
吐
く
叫
び
も
冷

　
　
た
く
は
ね
返
さ
れ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
女
は
絶
望
し
て
死
ぬ
。
そ
の
間
際
に
の
こ
し
た
一
首
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
　
　
　
あ
ひ
思
は
で
離
れ
ぬ
る
人
を
と
ど
め
か
ね
わ
が
身
は
今
ぞ
消
え
は
て
ぬ
め
る

　
　
こ
こ
で
女
は
男
を
「
あ
ひ
思
は
で
離
れ
ぬ
る
人
」
と
呼
ぶ
。
男
の
「
み
や
び
」
の
行
為
は
、
女
の
肉
体
の
生
命
を
奪
っ
た
ば
か
り
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
な
く
、
女
の
愛
す
ら
踏
み
に
じ
り
、
魂
ま
で
破
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
古
典
が
、
よ
り
広
い
解
釈
の
多
様
性
を
許
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
古
典
と
し
て
の
生
命
を
絶
え
ず
更
新
し
続
け
て
ゆ
く
も
の
で

あ
る
と
す
る
な
ら
、
我
々
は
常
に
可
能
な
限
り
の
新
解
釈
を
求
め
続
け
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
以
下
に
論
じ
る
の
は
、
当
段
に
つ
い
て

の
、
そ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
が
、
お
の
ず
と
、
野
口
説
と
は
様
相
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

2
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新
し
い
男
と
結
婚
す
る
元
の
妻
を
祝
福
し
て
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
男
の
行
為
に
、
　
「
た
だ
、
自
分
の
身
を
処
す
る
に
み
や
び
の
精
神
を

も
っ
て
貫
き
た
い
・
風
流
士
と
呼
ば
れ
た
い
」
と
い
う
「
願
い
」
を
読
み
と
る
か
ど
う
か
が
、
解
釈
の
分
岐
点
と
な
る
。
こ
の
読
み
を
裏

づ
け
る
直
接
の
表
現
は
、
当
段
本
文
中
に
は
見
出
だ
せ
な
い
。
こ
の
読
み
を
支
え
る
の
は
、
ひ
と
つ
の
感
受
性
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ

れ
と
は
相
異
な
る
別
の
感
受
性
の
存
在
も
、
同
様
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
「
こ
の
戸
あ
け
給
へ
」
と
訴
え
る
元
の
夫
の
帰
宅
を
、
　
「
あ
け
で
」
峻
拒
す
る
女
が
、
そ
の
コ
戸
」
の
内
側
か
ら
外
へ
向
け
て
「
い
だ

し
た
り
け
る
」
歌
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
内
容
は
、
明
ら
か
に
次
の
二
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一
は
、
女
が
夫
の
帰
り

を
三
年
間
待
ち
通
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
今
宵
新
し
い
男
が
初
め
て
通
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
離
別
以

来
今
日
ま
で
の
、
女
の
男
に
対
す
る
変
わ
ら
ぬ
愛
情
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
女
は
決
し
て
待
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

待
ち
通
し
た
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
男
を
拒
絶
す
る
ほ
か
は
な
い
、
女
の
現
在
の
状
況
を
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の

　
　
（
5
）

で
あ
る
。
　
「
た
だ
こ
よ
ひ
」
ま
で
男
の
帰
り
を
待
ち
続
け
て
き
た
女
は
、
ま
た
「
た
だ
こ
よ
ひ
」
よ
り
新
し
い
男
と
の
関
係
を
開
始
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
　
　
オ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
と
し
て
い
る
。
そ
の
背
馳
し
た
女
の
行
為
を
繋
ぐ
時
間
表
現
と
し
て
、
　
「
た
だ
こ
よ
ぴ
d
国
司
⇒
『
い
意
味
を
も
つ
。

　
女
か
ら
の
、
右
の
ご
つ
の
内
容
を
含
む
歌
を
読
み
と
っ
た
男
は
、
咄
瑳
に
事
の
次
第
を
了
解
す
る
。
既
に
三
年
が
経
過
し
て
し
ま
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン

い
た
の
だ
。
女
の
訴
え
と
状
況
を
理
解
し
て
「
い
な
む
」
と
す
る
男
の
行
動
は
、
自
ら
の
く
思
い
V
の
断
念
に
よ
り
支
え
ら
れ
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
っ
た
。
男
の
歌
初
二
句
の
意
味
は
未
だ
不
明
瞭
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
女
へ
贈
っ
た
歌
が
祝
福
の
意
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
が
な
い
。
自
分
が
長
年
お
前
を
い
つ
く
し
ん
で
き
た
よ
う
に
・
新
し
い
夫
を
い
と
芒
め
と
い
う
の
で
駈
・
女
と
の
再
会
・

夫
婦
と
し
て
の
再
出
発
を
期
待
し
て
帰
郷
し
た
男
は
、
今
そ
の
願
い
を
断
念
す
る
。
そ
れ
は
、
　
「
自
分
だ
け
の
わ
が
ま
ま
を
抑
制
し
て
、

す
べ
て
が
円
満
に
運
ぶ
よ
う
な
配
慮
を
忘
れ
な
い
た
し
な
み
」
で
あ
る
よ
り
も
、
離
郷
以
来
音
信
も
無
く
、
時
の
経
過
と
と
も
に
帰
還
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
r
ー
ー
’
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

可
能
性
が
無
限
に
弱
ま
る
中
で
、
夫
を
信
じ
、
　
コ
戸
令
」
に
定
め
る
三
年
が
満
ち
る
ぎ
り
ぎ
り
の
日
ま
で
待
ち
続
け
た
女
の
変
わ
ら
ぬ
愛



　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

情
に
対
す
る
「
愛
情
返
し
」
で
あ
っ
た
。

　
再
婚
が
容
認
さ
れ
る
∧
三
年
V
と
い
う
時
間
は
、
こ
の
場
合
社
会
的
捉
1
1
法
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
女
の
愛
情
の
極
限
を
規
定
す
る

枠
・
手
だ
て
な
の
で
あ
る
。
男
は
法
の
壁
の
前
に
断
念
し
た
の
で
は
な
い
。
女
の
愛
情
に
応
え
た
の
で
あ
る
。
男
は
女
の
愛
情
に
触
れ
得

て
［
そ
れ
に
応
え
得
る
最
善
の
方
法
を
選
．
捉
目
の
で
ポ
っ
た
。
毛
れ
は
、
再
会
・
再
起
と
い
う
念
願
つ
ま
り
は
女
を
再
び
我
が
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
ー
　
ー
I
l
　
　
　
ー

す
る
こ
と
、
言
う
な
ら
ば
我
が
く
身
V
の
要
求
を
殺
し
て
立
ち
去
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
男
は
女
の
再
婚
と
い
う
、
待
ち
続
け
た
行

為
の
結
果
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
は
全
く
背
馳
す
る
経
過
を
こ
そ
、
真
実
の
も
の

と
し
て
受
け
と
め
た
の
で
あ
る
。
男
の
行
動
を
支
え
る
も
の
は
、
女
へ
の
真
実
の
愛
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
が
身
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ

て
愛
す
る
者
の
幸
福
を
祝
福
で
き
る
愛
情
で
あ
っ
た
。
男
は
自
ら
の
愛
に
殉
じ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
『
伊
勢
物
語
』
第
二
段
で
、
　
「
か
の
ま
め
男
」
を
夢
中
に
さ
せ
た
女
は
、
　
「
そ
の
人
、
か
た
ち
よ
り
は
心
な
む
ま
さ
り
た
り
け
る
」
と

規
定
さ
れ
て
い
た
。
み
や
び
の
本
質
は
、
「
か
た
ち
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
心
」
に
あ
る
。
男
は
、
〈
身
∨
を
捨
て
て
く
心
V
を
立
て
よ
う

と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
心
は
行
動
に
よ
っ
て
表
現
化
さ
れ
て
、
初
め
て
そ
の
心
と
し
て
の
実
質
を
保
有
し
得
る
。
そ
れ
が
こ
の
場
合
は
、

「
立
ち
去
る
」
と
い
う
行
動
す
な
わ
ち
く
身
V
の
断
念
で
あ
っ
た
。
な
ら
ば
、
こ
の
く
身
V
の
断
念
は
同
時
に
く
心
V
の
断
念
を
も
招
来

さ
せ
ず
に
は
お
く
ま
い
。
こ
の
場
合
男
の
く
心
V
1
1
愛
情
は
、
行
動
の
う
ち
に
全
て
凝
縮
・
昇
華
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

そ
れ
は
、
結
晶
・
完
成
し
て
持
続
な
き
終
焉
を
迎
え
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
〈
心
V
の
停
止
で
あ
る
。
男
が
女
に
背
を
向
け
た
行
為
は
、
そ

の
瞬
間
の
う
ち
に
、
女
に
対
す
る
至
上
の
愛
情
と
、
決
し
て
復
活
す
る
こ
と
の
な
い
愛
情
の
停
止
を
も
合
わ
せ
含
ん
で
し
ま
う
も
の
で
あ

っ
た
。
女
を
最
も
深
く
愛
す
る
た
め
に
は
、
男
は
女
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
を
断
念
し
、
同
時
に
女
を
こ
れ
以
上
思
い
続
け
る
こ
と
を

も
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
男
の
行
為
は
く
み
や
び
∨
な
る
も
の
と
し
て
十
分
に
賞
揚
さ
れ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
男
の
行
為
は
こ
れ
で
完
結
す
る
の
で
あ
る
。
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女
が
、
　
「
一
切
を
す
て
て
本
然
の
愛
に
生
き
よ
う
と
す
る
」
の
は
、
こ
の
男
の
く
心
V
の
実
質
に
触
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
突
然
の
再
会

に
よ
る
惑
乱
が
収
ま
っ
た
た
め
な
ど
で
は
な
い
。
男
の
真
実
の
愛
情
に
触
れ
て
、
そ
こ
で
初
め
て
女
は
自
ら
の
∧
心
V
の
在
り
所
に
覚
醒

す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
°

　
　
梓
弓
ひ
け
ど
ひ
か
ね
ど
昔
よ
り
心
は
君
に
よ
り
に
し
も
の
を

　
女
は
、
男
の
三
年
ぶ
り
の
帰
宅
に
際
し
て
戸
を
固
く
閉
ざ
し
、
こ
れ
を
拒
ん
だ
。
現
実
の
∧
身
V
を
優
先
し
た
の
で
あ
る
。
女
は
、
当

然
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
他
の
男
た
ち
か
ら
の
求
愛
を
も
拒
み
通
し
、
た
だ
一
人
の
男
1
1
夫
の
た
め
に
だ
け
開
か
れ
て
い
た
心
の
戸
を
、
満
三

年
目
に
あ
た
る
「
た
だ
こ
よ
ひ
」
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
女
の
行
動
は
、
い
わ
ば
受
け
入
れ
る
べ
き
男
と
状
況
の
逆
転

に
よ
る
混
乱
で
あ
っ
た
と
も
、
見
れ
ば
見
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
と
も
か
く
も
そ
の
結
果
と
し
て
、
女
は
そ
の
拒
絶
の
行
為
に
よ
っ
て
現

実
の
我
が
∧
身
V
を
優
先
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
女
が
、
今
男
の
心
底
か
ら
の
愛
情
を
た
た
え
た
歌
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
瞬
失
い
か
け
た
自
ら
の
∧
心
V
の
実
質
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
む
か
し
よ
り
心
は
君
に
よ
り
に
し
も
の
を
」
と
訴

え
か
け
る
対
象
は
、
男
で
あ
る
と
同
時
に
、
女
自
身
で
で
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
男
は
後
も
振
り
返
ら
ず
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
「
女
、
い
と
か
な
し
く
て
、
後
に
た
ち
て
追
ひ
ゆ
け
ど
」
、
　
追
い
つ
く
は

ず
と
て
な
い
。
ま
た
、
追
い
つ
い
た
と
て
男
が
踵
を
返
す
は
ず
も
な
い
。
男
の
行
為
は
、
既
に
そ
れ
自
身
と
し
て
完
結
し
て
し
ま
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
ど

る
の
だ
か
ら
。
こ
れ
を
残
酷
と
見
る
の
は
、
女
に
対
す
る
侮
り
で
あ
る
。
女
は
わ
が
く
身
V
を
立
て
よ
う
と
し
て
男
を
追
う
の
で
は
な

い
。
男
の
愛
情
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
追
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
既
に
男
の
愛
情
は
十
分
感
受
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。



　
な
ら
ば
、
な
ぜ
男
を
追
う
の
か
。
こ
こ
で
、
追
う
と
い
う
行
為
は
、
あ
く
ま
で
く
形
∨
で
あ
る
。
追
う
行
為
の
中
で
女
は
、
た
と
え
一

瞬
た
り
と
言
え
ど
も
、
〈
身
V
の
優
先
に
よ
っ
て
な
お
ざ
り
に
し
て
し
ま
っ
た
男
へ
の
愛
‖
∧
心
V
を
、
自
ら
の
う
ち
に
取
り
戻
そ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
女
が
く
心
V
を
立
て
る
道
は
ひ
と
つ
し
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
男
が
そ
う
し
た
の
と
全
く
同
じ
あ
り

よ
う
に
よ
っ
て
、
男
に
応
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
女
は
わ
が
く
身
V
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
に
対
す
る
く
心
∨
を
立
て
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
男
へ
の
真
実
の
愛
情
に
目
覚

め
た
今
、
女
に
と
っ
て
も
は
や
退
く
道
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
新
し
い
夫
と
の
生
活
は
、
も
は
や
女
の
く
身
V
も
く
心
V
も
滅
ぼ
し
て
し

ま
う
こ
と
必
定
で
あ
る
。
男
が
わ
が
く
身
V
を
断
念
し
て
、
〈
心
V
を
立
て
た
よ
う
に
、
女
も
男
へ
の
愛
と
い
う
∧
心
V
を
立
て
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
自
裁
は
最
も
安
易
な
方
法
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
女
は
男
を
追
い
続
け
る
の
で
あ
る
。
女
に
と
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
、
追
う
こ
と
は
男
を
く
思
う
V
こ
と
で
あ
る
。
　
「
わ
が
身
は
今
ぞ
消
え
は
て
ぬ
め
る
」
極
限
ま
で
、
わ
が
く
身
V
を
燃
焼
し
尽
く
し
、

男
を
愛
し
ぬ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
女
は
男
へ
の
愛
を
立
て
、
自
ら
の
く
心
V
を
取
り
戻
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
お
よ
び
の
血
し
て
、
書
き
つ
け
」
ら
れ
た
女
の
歌
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
〈
身
V
の
消
尽
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
く
心
V
の
姿

で
あ
っ
た
。
〈
身
V
は
消
え
果
て
る
が
、
〈
心
∨
は
消
え
な
い
。
　
「
そ
こ
に
い
た
づ
ら
に
な
り
に
け
り
」
と
い
う
そ
の
時
点
で
、
女
は
た

と
え
旋
踵
の
間
と
は
い
え
、
失
い
か
け
た
く
心
∨
を
回
復
・
完
成
し
、
そ
の
行
為
を
完
結
し
得
た
の
で
あ
る
。
女
も
ま
た
、
そ
の
愛
に
殉

じ
た
の
で
あ
る
。

　
男
の
、
断
念
に
よ
る
愛
の
完
成
が
「
み
や
び
」
と
呼
ぴ
得
る
な
ら
、
女
の
、
身
の
破
滅
す
な
わ
ち
命
を
か
け
た
く
心
V
の
完
成
の
姿

も
、
や
は
り
十
分
「
み
や
び
」
と
呼
ぶ
に
値
し
よ
う
。
も
し
そ
れ
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
女
の
「
み
や
ぴ
」
が
男
の
「
み
や
び
」
に
よ
っ
て

触
発
さ
れ
て
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
「
み
や
び
」
の
贈
答
を
、
私
に
「
み
や
び
返
し
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
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（
1
3
）

　
と
こ
ろ
で
、
既
に
く
身
V
と
く
心
V
の
意
識
は
『
伊
勢
物
語
』
作
者
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
分
裂
の

様
相
は
、
第
十
三
段
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
は
が
き
　
　
　
　
（
2
1
）
あ
ぶ
み

　
　
　
む
か
し
、
武
蔵
な
る
男
、
京
な
る
女
の
も
と
に
、
　
「
聞
ゆ
れ
ば
は
つ
か
し
、
聞
え
ね
ば
苦
し
」
と
書
き
て
、
上
書
に
「
武
蔵
鐙
」

　
　
と
書
き
て
、
お
こ
せ
て
の
ち
、
音
も
せ
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
京
よ
り
女

　
　
　
　
武
蔵
鐙
さ
す
が
に
か
け
て
た
の
む
に
は
問
は
ぬ
も
つ
ら
し
問
ふ
も
う
る
さ
し

　
　
と
あ
る
を
見
て
な
む
、
堪
へ
が
た
き
心
地
し
け
る
。

　
　
　
　
問
へ
ば
い
ふ
問
は
ね
ば
う
ら
む
武
蔵
鐙
か
か
る
折
に
や
人
は
死
ぬ
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
う
ら

　
女
へ
の
文
に
、
「
聞
ゆ
れ
ば
は
つ
か
し
」
と
記
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
男
の
心
情
に
つ
い
て
は
、
「
倫
理
的
な
差
恥
と
解
し
て
は
当
る

ま
い
。
妻
を
持
つ
ま
で
に
武
蔵
に
住
み
つ
い
た
自
分
を
、
も
は
や
都
ぴ
と
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
恥
じ
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
渡

　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
．
　
　
　
　
o
　
　
　
　
・
　
　
　
　
o

辺
実
氏
の
解
説
が
最
も
当
を
得
て
い
る
。
冒
頭
の
「
武
蔵
な
る
男
¢
京
な
る
女
」
の
対
比
が
一
層
際
立
っ
て
読
め
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
都
人
と
し
て
の
恥
辱
を
敢
え
て
堪
え
忍
ん
で
ま
で
も
、
　
「
聞
え
ね
ば
苦
し
」
と
自
ら
の
結
婚
に
こ
だ
わ
り

続
け
る
男
の
心
情
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
聞
け
ば
不
愉
快
を
誘
う
こ
と
必
至
の
事
態
を
も
と
の
妻
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の

か
。
無
論
、
倫
理
的
な
理
由
な
ど
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
男
が
ま
だ
京
の
妻
に
対
す
る
愛
情
を
強
く
意
識
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ

る
。
男
は
も
と
の
妻
を
忘
れ
得
な
い
で
い
る
。
男
は
∧
心
∨
を
都
に
残
し
た
ま
ま
、
〈
身
V
を
武
蔵
に
定
住
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に

追
い
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
武
蔵
な
る
男
し
と
コ
尽
な
る
女
」
と
の
文
の
贈
答
を
図
示
す
る
な
ら
ば
、
次
の
通
り



と
な
る
。

男
　
聞
ゆ
れ
ば
く
は
つ
か
し
V
　
　
　
聞
え
ね
ば
く
苦
し
V

　　

@　
@　
@　

女
　
問
は
ぬ
も
く
つ
ら
し
∨

問
ふ
も
く
う
る
さ
し
∨

男
問
へ
ば
く
い
ふ
∨

問
は
ね
ば
く
う
ら
む
V

　
図
示
さ
れ
た
錯
綜
は
、
二
人
の
置
か
れ
た
状
況
に
よ
る
、
ど
う
に
も
解
き
ほ
ぐ
し
得
な
い
も
つ
れ
を
そ
の
ま
ま
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、

男
と
女
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
相
手
に
対
す
る
思
い
1
1
愛
情
が
あ
り
な
が
ら
、
状
況
打
開
の
方
途
が
全
く
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
特
に
…
線
部
の
贈
答
は
重
要
で
あ
る
。
「
聞
え
ね
ば
く
苦
し
V
」
と
、
男
が
変
わ
ら
ぬ
思
い
を
遠
回
し
に
訴
え
た
の
に
対

し
、
女
か
ら
「
問
は
ぬ
も
く
つ
ら
し
V
」
と
、
男
同
様
変
わ
ら
ず
思
い
続
け
て
い
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
を
男
が
「
問
は
ね

ば
く
う
ら
む
V
」
と
確
認
し
て
い
る
。
男
は
、
ご
人
の
間
の
不
変
の
愛
情
、
つ
ま
り
は
く
心
V
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
の
関
係
が
こ
れ
以
上
展
開
し
得
な
い
の
は
、
一
に
か
か
っ
て
男
の
く
身
∨
が
武
蔵
に
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
京

に
な
い
こ
と
に
あ
る
。
男
の
、
京
に
あ
る
妻
へ
の
恋
情
は
、
そ
の
ま
ま
男
の
く
心
V
が
京
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
東
国
武
蔵

に
在
る
く
身
V
と
の
乖
離
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
二
人
の
恋
の
障
害
な
の
で
あ
っ
た
。
第
三
～
六
段
所
謂
く
二
条
后
物
語
V
か
ら
の
続
き
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

し
て
第
十
三
段
を
読
む
な
ら
、
男
が
都
へ
決
し
て
帰
れ
な
い
事
情
を
抱
え
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
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こ
こ
に
到
れ
ぱ
、
こ
の
章
段
の
主
題
が
、
東
国
に
お
け
る
結
婚
H
鄙
定
住
化
に
と
も
な
っ
て
く
身
∨
と
く
心
V
と
を
引
き
裂
か
れ
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
き
わ

ま
っ
た
男
の
、
進
退
維
れ
谷
ま
っ
た
苦
悶
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
と
な
る
。
〈
心
V
が
誠
実
で
あ
る
ほ
ど
、
苦
悩
は
一
層
深
刻
な
も
の
と
な

る
。
そ
れ
は
、
自
ら
を
死
に
到
ら
し
め
る
ほ
ど
の
苦
衷
で
あ
り
、
同
時
に
女
へ
の
思
い
な
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
男
が
く
心
V
を
捨
て
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
現
実
的
な
一
つ
の
解
決
の
途
で
あ
ろ
う
。
京
の
女
を
忘
れ
、
武
蔵
な
る
女
に
そ

の
く
身
V
の
全
て
を
委
ね
て
し
ま
え
ば
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
男
が
、
そ
の
生
の
最
後
の
砦
と
し
て
い
る
の
が

都
人
と
し
て
の
誇
り
で
あ
る
か
ら
だ
。
当
段
に
お
け
る
く
み
や
び
V
は
、
死
ぬ
ほ
ど
ま
で
に
く
心
V
を
都
に
と
ど
め
て
お
か
ず
に
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
、
男
の
く
み
や
び
V
あ
る
い
は
都
人
と
し
て
の
く
心
V
へ
の
執
着
の
姿
に
発
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
く
身
V
と
く
心
V
と
の
乖
離
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
こ
の
場
合
そ
れ
は
、
直
接
的
に
は
空
間
に
よ
っ
て
く
心
V
か
ら

く
身
V
が
引
き
離
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
し
た
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
空
間
に
よ
る
く
身
V
と
く
心
V
の
分
断
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
第

二
十
四
段
は
、
時
間
に
よ
る
く
身
V
と
く
心
∨
の
分
裂
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
二
十
四
段
で
は
男
は
男
の
、
女
は
女
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
く
み
や
び
V
を
く
心
V
の
完
成
に
よ
っ
て
達
成
し
た

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
再
び
相
逢
う
こ
と
の
な
い
悲
劇
に
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
女
の
臨
終
の
折
の
歌
に
よ
っ
て
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
女
の
歌
初
句
「
あ
ひ
思
は
で
」
に
つ
い
て
は
、
　
「
私
の
愛
に
応
じ
て
く
れ
る
こ
と
な
く
」
と
解
す
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
振
り
返
っ
て

見
れ
ぱ
、
男
の
断
念
は
女
へ
の
愛
ゆ
え
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
女
も
そ
れ
を
了
解
し
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
解
は
当
た
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°
　
°
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ら
な
い
。
こ
こ
は
「
お
互
い
に
思
い
合
う
こ
と
が
な
く
」
で
は
な
く
、
　
「
と
も
に
思
い
合
う
こ
と
が
な
く
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
今
述

べ
た
よ
う
に
、
男
も
女
も
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
愛
ゆ
え
に
く
身
V
を
犠
牲
に
し
た
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
解
も
や
は
り
あ
て
は
ま
ら
ぬ
よ

う
に
も
見
え
る
が
、
　
「
と
も
に
」
は
「
同
時
に
」
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
相
手
を
思
う
時
機
‖
折
が
一
致
し
な
か
っ

と
い
う
謂
な
の
で
あ
る
。
離
別
の
状
態
で
あ
っ
た
三
年
間
、
ひ
た
す
ら
夫
を
思
い
、
そ
の
帰
り
を
待
ち
続
け
て
い
た
女
が
、
三
年
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
ー
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／
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．
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へ
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ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
が
満
ち
た
ま
さ
に
そ
の
当
日
、
新
枕
を
契
っ
た
男
へ
の
心
用
意
の
た
め
に
一
瞬
弛
緩
し
た
緊
張
の
間
隙
に
，
、
そ
の
間
隙
ゆ
え
に
全
く
思

い
も
か
け
な
か
・
た
∂
劃
圏
冒
遇
劃
劃
目
刊
ー
㌘
る
と
は
な
い
・

む
し
ろ
、
こ
の
状
況
に
直
面
し
て
、
そ
の
思
い
は
一
層
純
化
さ
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
女
の
愛
情
が
復
活
す
る
の
は
、
そ
の
後
で
あ
っ
た
。

離
別
以
来
四
年
目
の
初
日
、
遂
に
二
人
の
く
心
V
は
同
時
機
に
交
錯
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
思
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
イ
ミ
ン
グ

の
強
弱
と
か
、
思
い
の
内
容
で
は
な
い
。
思
い
の
く
時
機
の
一
致
V
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
「
あ
ひ
思
は
で
」
と
、
女
に
慨
嘆
さ
れ
る
内
実
で
あ
る
。
愛
し
合
う
男
女
の
、
極
限
状
況
下
に
置
か
れ
た
折
の
、
ほ
ん
の
一
瞬

の
お
互
い
を
思
う
「
時
間
の
ズ
レ
」
が
、
こ
の
男
女
に
お
け
る
所
謂
悲
劇
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
お
互
い
の

く
心
V
の
時
機
的
不
一
致
に
よ
り
招
来
さ
れ
た
く
身
V
と
く
心
V
の
分
断
な
の
で
あ
っ
た
。
∧
み
や
び
V
は
、
こ
の
よ
う
に
時
間
的
に
極

め
て
危
い
均
衡
の
上
に
、
そ
れ
を
志
向
す
る
者
の
心
の
洗
練
の
度
合
と
あ
い
ま
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
保
障
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
く
心
V
の
高
さ
と
、
そ
の
毛
ほ
ど
の
弛
緩
を
も
許
さ
ぬ
作
者
の
姿
勢
は
、
既
に
前
段
中
に
も
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
（
前
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
う
ち

　
　
　
さ
て
年
ご
ろ
経
る
ほ
ど
に
、
女
、
親
な
く
た
よ
り
な
く
な
る
ま
ま
に
、
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
と
て
、
河
内

　
　
　
　
た
か
や
す
　
　
こ
ほ
り

　
　
の
国
高
安
の
郡
に
、
い
き
通
ふ
所
い
で
き
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ど
、
こ
の
も
と
の
女
、
あ
し
と
思
へ
る
け
し
き
も
な
く
て
い
だ
し
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
ざ
い

　
　
り
け
れ
ば
、
男
、
こ
と
心
あ
り
て
、
か
か
る
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
う
た
が
ひ
て
、
前
栽
の
中
に
か
く
れ
ゐ
て
、
河
内
へ
い
ぬ
る
顔
に
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て
見
れ
ば
、
こ
の
女
、
い
と
よ
う
け
さ
う
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
、

　
　
　
　
風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
浪
た
つ
た
山
よ
は
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む

　
　
と
よ
み
け
る
を
き
き
て
、
か
ぎ
り
な
く
か
な
し
と
思
ひ
て
、
河
内
へ
も
い
か
ず
な
り
に
け
り
。

　
　
　
（
後
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
第
二
十
三
段
∨

　
筒
井
筒
の
仲
を
成
就
し
て
夫
婦
と
な
っ
た
こ
人
で
あ
っ
た
が
、
女
の
両
親
の
相
次
ぐ
死
に
よ
っ
て
生
活
不
如
意
と
な
り
、
や
む
な
く
男

が
他
の
女
の
も
と
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
女
は
不
快
と
思
っ
て
い
る
様
子
も
な
く
男
を
送
り
出
し
て
や
る
。
不
審
に
思
っ
て

男
が
植
え
込
み
の
陰
か
ら
様
子
を
窺
う
と
、
女
は
念
入
り
に
化
粧
を
し
て
夫
の
旅
の
安
否
を
気
づ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
っ

て
後
、
男
は
他
の
女
の
も
と
へ
通
わ
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
妻
た
る
者
の
た
し
な
み
と
し
て
、
夫
不
在
の
間
も
た
い
そ
う
念

入
り
に
化
粧
を
し
て
い
た
と
い
う
あ
た
り
・
「
ひ
と
り
に
う
ち
と
け
ぬ
心
用
い
は
・
心
を
高
く
保
つ
こ
と
で
・
心
の
洗
練
の
；
会
」

で
あ
る
こ
と
、
疑
い
を
容
れ
な
い
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
の
女
の
姿
勢
は
男
を
思
う
こ
と
で
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
経
済
的
に
生
活
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
最

大
の
弱
点
を
背
負
っ
た
女
が
、
妻
と
し
て
の
自
己
を
通
す
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
た
す
ら
に
男
を
愛
し
続
け
る
こ
と
の
ほ
か
は
な
い
の
で
あ

る
。
寛
容
に
し
て
情
愛
深
く
見
え
る
女
の
態
度
を
支
え
る
の
は
、
実
は
凛
例
な
ま
で
の
緊
張
感
で
あ
り
、
高
き
く
心
V
へ
の
飽
く
な
き
志

向
な
の
で
あ
る
。

50
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さ
て
、
第
二
十
四
段
の
男
女
、
な
か
ん
ず
く
女
は
果
た
し
て
幸
福
で
あ
っ
た
の
か
。
互
い
に
愛
し
合
っ
て
い
る
男
を
、
自
ら
の
も
と
に



取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
ず
、
空
し
く
死
ん
で
い
っ
た
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
不
幸
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
通
り
や
す
い
解
釈
で
あ

ろ
う
・
「
あ
わ
れ
な
人
生
の
姿
を
描
い
樫
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
・
し
か
し
・
運
命
の
微
妙
な
竃
に
三
て
悲
運
の
淵
に
立
た
さ

れ
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
自
ら
の
く
心
V
を
高
く
保
と
う
と
し
続
け
た
、
換
言
す
れ
ば
く
身
V
を
滅
ぼ
し
て
な
お
男
へ
の
愛
情
を
貫
き
通

し
た
、
と
い
う
点
で
は
幸
福
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
い
や
、
む
し
ろ
こ
の
女
の
生
き
方
は
、
世
間
的
な
幸
・
不
幸
の
範
疇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
み
ず

を
遥
か
に
越
え
た
と
こ
ろ
で
、
自
立
・
自
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
清
水
の
あ
る
と
こ
ろ
に
ふ
し
に
け
り
」
と
語
ら
れ
る
女
の
終
焉
の

地
は
、
あ
た
か
も
女
の
魂
の
救
済
を
、
そ
し
て
、
　
「
み
や
び
返
し
」
に
よ
り
自
ら
の
∧
心
V
を
完
成
し
た
女
の
満
足
を
暗
示
し
て
い
る
か

の
ご
と
く
で
あ
る
。

注

（
1
）
　
た
と
え
ば
、
阿
部
俊
子
氏
は
「
女
は
人
情
の
機
微
に
ゆ
ら
ぎ
な
が
ら
も
純
情
を
つ
ら
ぬ
い
て
お
り
、
男
も
筋
を
通
し
、
女
に
対
す
る
情
を
も
っ
て

　
　
相
手
の
立
場
を
考
慮
す
る
暖
か
さ
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
悲
劇
で
終
る
と
い
う
あ
わ
れ
な
人
生
の
姿
を
描
い
た
こ
と
に
な
っ

　
　
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
」
　
（
『
伊
勢
物
語
（
上
）
全
訳
注
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
昭
5
4
・
8
）
と
言
っ
て
い
る
。

（
2
）
『
伊
勢
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
以
下
全
て
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
伊
勢
物
語
』
へ
渡
辺
実
校
注
∨
（
昭
和
田
．
7
）
に
ょ
る
。

（
3
）
　
『
古
代
物
語
の
構
造
』
　
（
有
精
堂
、
昭
4
4
・
5
）
所
収
「
み
や
び
と
愛
ー
伊
勢
物
語
私
論
ー
」
。

（
4
）
　
堀
口
康
生
氏
「
待
つ
女
ー
『
井
筒
』
の
手
法
」
　
（
図
説
　
日
本
の
古
典
『
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
』
集
英
社
、
昭
鵠
．
7
所
収
）
。

　
　
　
「
第
2
4
段
の
『
新
枕
す
る
女
』
を
、
　
『
待
つ
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
愚
か
な
女
の
悲
劇
』
と
し
て
読
む
読
み
方
に
与
（
く
み
）
し
た
く
な
い
。
第

　
　
2
3
段
は
「
待
つ
女
の
幸
せ
」
を
描
い
た
の
に
つ
づ
い
て
、
第
2
4
段
は
『
待
つ
女
の
哀
し
み
』
を
描
い
た
の
だ
。
L

（
5
）
　
松
尾
聡
・
永
井
和
子
両
氏
『
校
註
　
伊
勢
物
語
』
笠
間
書
院
、
昭
4
3
・
4
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
つ
と

　
　
　
「
半
年
が
一
年
、
一
年
が
二
年
と
な
る
と
、
夫
と
い
っ
し
ょ
に
働
い
て
い
て
さ
え
つ
ら
か
っ
た
暮
し
向
ぎ
は
、
女
一
人
に
い
よ
い
よ
重
く
の
し
か

　
　
　
　
　
よ
う
し
や
　
　
　
　
　
　
　
は
た
　
　
ぜ
い
ぷ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
か
っ
た
。
容
赦
な
く
取
り
徴
る
税
物
を
と
と
の
え
る
だ
け
で
も
女
に
と
っ
て
は
死
に
近
い
苦
し
み
で
あ
っ
た
。
〈
中
略
〉
男
の
つ
っ
ま
し
い
、
し
カ

　
　
し
ね
ん
ご
ろ
な
求
愛
は
、
変
ら
ず
に
つ
づ
く
。
苦
し
ん
だ
女
は
、
コ
ニ
年
が
明
け
た
ら
」
と
男
に
い
う
。
い
ま
や
、
三
年
と
い
う
法
律
の
き
め
た
便
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宜
的
な
年
限
は
、
そ
れ
を
一
日
で
も
す
ぎ
た
ら
夫
は
確
実
に
帰
ら
ぬ
も
の
と
女
に
信
じ
こ
ま
せ
る
だ
け
の
魔
力
を
も
っ
て
女
の
心
に
君
臨
す
る
に
至

　
　
　
て
い
た
の
で
あ
る
。
L

　
　
　
　
代
の
注
釈
に
よ
れ
ば
、
大
体
次
の
三
書
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
三
通
り
の
解
に
分
類
で
き
る
。

　
　
　
　
楽
歌
に
「
弓
と
い
へ
ば
品
な
き
も
の
を
梓
弓
真
弓
槻
弓
品
も
求
め
ず
」
を
本
歌
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
と
し
、
「
宮
仕
え
に
も
出
る
ほ
ど
し
て
、

　
　
し
な
じ
な
の
つ
ら
い
こ
と
を
し
の
び
つ
つ
、
長
年
の
間
、
私
は
あ
な
た
を
い
と
し
く
思
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
も
、
新
し
い
夫
と
仲

　
　
む
つ
ま
じ
く
暮
し
な
さ
い
」
の
意
と
い
う
。
〈
日
本
古
典
文
学
大
系
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
タ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
き

　
　
．
年
に
か
か
る
序
詞
と
み
る
。
「
あ
つ
さ
弓
」
は
梓
、
「
ま
弓
」
は
檀
、
「
つ
き
弓
」
は
槻
の
木
で
作
っ
た
弓
、
弓
は
月
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
あ
り
、
つ
き
弓
か
ら
年
を
み
ち
び
い
た
。
∧
日
本
古
典
文
学
全
集
〉

　
　
．
〈
夫
は
必
ず
ど
の
男
と
決
め
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
ず
、
あ
な
た
は
別
の
男
と
で
も
夫
婦
と
し
て
幸
福
に
や
っ
て
い
け
る
か
も
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ぐ
ら
う
た

　
　
れ
な
い
。
私
が
長
年
あ
な
た
に
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
は
新
し
い
夫
を
大
切
に
し
て
い
き
な
さ
い
V
（
口
訳
）
。
　
神
楽
歌
に
「
弓
と
い
へ
ば
品
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
き
ゆ
み

　
　
き
も
の
を
梓
弓
真
弓
槻
弓
品
も
求
め
ず
」
　
（
弓
と
言
え
ば
ど
れ
で
も
差
別
は
な
い
こ
と
よ
。
梓
弓
で
も
真
弓
で
も
槻
弓
で
も
、
ど
れ
も
結
構
だ
）
と

　
　
あ
る
の
を
ふ
ま
え
た
歌
と
見
る
。
〈
新
潮
日
本
古
典
集
成
∨

　
　
　
う
る
は

（
7
）
　
「
愛
し
」
は
、
∧
日
本
古
典
文
学
全
集
V
『
萬
葉
集
』
巻
第
十
五
細
番
歌
頭
注
に
よ
れ
ば
、
「
ウ
ッ
ク
シ
が
弱
少
の
者
に
対
し
て
い
た
わ
っ
て
や

　
　
り
た
い
気
持
を
表
わ
す
の
に
対
し
て
、
ウ
ル
ハ
シ
は
同
等
以
上
の
者
に
対
し
て
賞
讃
す
る
気
持
で
い
う
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
男
か
ら
女
へ

　
　
は
ウ
ツ
ク
シ
、
女
か
ら
男
へ
は
ウ
ル
ハ
シ
が
普
通
」
と
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
の
歌
が
も
と
の
男
か
ら
新
し
い
男
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
だ

　
　
と
す
る
解
は
と
ら
な
い
。

（
8
）
　
『
令
』
の
コ
　
令
L
に
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
「
錐
二
己
成
↓
其
夫
没
二
落
外
蕃
↓
有
レ
子
五
年
＾
無
レ
子
三
年
不
レ
帰
、
及
逃
亡
、
有
レ
子
三
年
、
無
レ
子
二
年
不
レ
出
者
、
並
聴
二
改
嫁
一
」

（
9
）
　
相
互
の
愛
情
の
交
錯
を
主
題
と
し
た
も
の
に
、
た
と
え
ば
第
十
ご
段
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
さ
し
の
　
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み

　
　
　
　
　
　
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
人
の
む
め
を
盗
み
て
、
武
蔵
野
へ
率
て
ゆ
く
ほ
ど
に
、
盗
人
な
り
け
れ
ば
、
国
の
守
に
か
ら
め
ら
れ
に
け
り
。

　
　
　
　
　
女
を
ば
草
む
ら
の
な
か
に
置
き
て
逃
げ
に
け
り
。
道
く
る
人
、
　
「
こ
の
野
は
盗
人
あ
な
り
」
と
て
火
つ
け
む
と
す
。
女
わ
び
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
ム

　
　
　
　
　
　
武
蔵
野
は
今
日
は
な
焼
き
そ
若
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
我
も
こ
も
れ
り

　
　
　
　
　
と
よ
み
け
る
を
聞
き
て
、
女
を
ば
と
り
て
、
と
も
に
率
て
い
に
け
り
。

　
　
　
右
引
用
中
傍
線
部
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
「
女
が
歌
を
詠
ん
だ
の
を
聞
き
つ
け
て
、
追
っ
手
が
女
を
捕
え
、
（
そ
の
後
男
を
も
捕
え
て
）
共
に
連

’



　
　
れ
帰
っ
た
」
と
す
る
も
の
と
、
「
女
の
歌
を
聞
い
た
の
は
、
女
を
一
旦
置
き
去
り
に
し
て
逃
げ
よ
う
と
し
た
男
で
あ
っ
て
、
我
が
身
を
犠
牲
に
し
て

　
　
男
を
逃
そ
う
と
す
る
女
の
心
に
感
じ
、
引
き
返
し
て
女
の
手
を
と
り
、
と
も
に
逃
げ
た
（
が
遂
に
は
捕
え
ら
れ
た
）
」
　
と
す
る
も
の
と
大
別
し
て
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま

　
　
通
り
あ
る
の
だ
が
、
「
夫
も
こ
ま
れ
り
」
と
歌
う
女
の
嘘
を
よ
り
明
確
に
説
明
し
得
る
、
折
口
信
夫
に
淵
源
を
発
す
る
後
説
の
方
が
よ
り
妥
当
の
よ

　
　
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
〈
身
〉
の
破
滅
を
覚
悟
し
な
が
ら
も
、
女
の
愛
情
に
応
え
て
引
き
返
し
、
と
も
に
逃
げ
よ
う
と
し
た
男
の
行
為
が
、
私
に

　
　
い
う
「
愛
情
返
し
」
で
あ
る
。

　
　
　
増
田
繁
夫
氏
「
伊
勢
物
語
の
時
間
構
造
」
日
本
文
学
、
昭
5
2
・
1
1
。

　
　
　
「
一
度
は
女
を
棄
て
よ
う
と
し
た
男
が
、
女
の
歌
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
充
実
し
た
時
間
、
高
潮
し
た
感
情
の
世
界
に
ひ
き
戻
さ
れ
、
破
滅
を
も

　
　
覚
悟
し
て
そ
の
世
界
に
生
き
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
の
が
こ
の
段
の
主
題
で
あ
っ
て
、
末
尾
の
部
分
は
、
捕
わ
れ
破
滅
す
る
こ
と
を
予
感
し
な
が
ら

　
　
も
な
お
女
を
つ
れ
に
ひ
き
返
し
た
男
の
行
動
と
解
さ
ね
ば
、
こ
の
物
語
の
一
段
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
」

（
1
0
）
　
片
桐
洋
一
氏
編
　
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
『
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
』
　
（
角
川
書
店
、
昭
5
0
・
1
1
）
本
文
鑑
賞
、
第
二
段
。

　
　
　
「
昨
夜
は
あ
な
た
と
と
も
に
起
き
て
い
る
で
も
な
く
寝
て
い
る
で
も
な
い
、
い
わ
ば
無
我
夢
中
で
夜
を
明
か
し
ま
し
た
が
（
男
の
歌
上
句
『
お
き

　
　
　
　
　
　
　
　
よ
る

　
　
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
あ
か
し
て
は
』
の
口
訳
）
」

（
1
1
）
　
女
の
歌
初
二
句
の
意
、
や
は
り
明
瞭
さ
を
欠
く
が
、
「
あ
な
た
が
私
の
心
を
引
こ
う
が
引
く
ま
い
が
」
と
す
る
の
は
如
何
。
男
は
既
に
立
ち
去
ろ

　
　
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
こ
の
男
の
行
為
及
び
「
梓
弓
ま
弓
つ
き
弓
」
の
歌
に
恋
の
手
練
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
一
段
の
主
題
は
ま
こ

　
　
と
に
卑
小
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
「
ひ
け
ど
ひ
か
ね
ど
」
は
、
「
こ
の
戸
あ
け
給
へ
」
「
あ
け
で
」
と
関
連
し
て
、
女
が
戸
を
開
け
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
が
開
け
ま
い
が
、
の
意
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
　
「
心
は
」
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
他
の
男
が
私
の
身
を
引
こ
う
が
引
く
ま
い
が
、
す
な
わ
ち
再
婚
し

　
　
よ
う
が
す
ま
い
が
、
の
意
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

（
1
2
）
　
〈
新
潮
日
本
古
典
集
成
〉
頭
注
。

　
　
　
「
『
鐙
』
は
馬
に
か
け
る
馬
具
で
武
蔵
の
名
産
。
　
『
武
蔵
鐙
』
の
上
書
は
、
『
武
蔵
よ
り
奉
る
』
の
意
と
、
『
逢
ふ
』
（
武
蔵
で
妻
を
持
っ
た
）
の
意

　
　
と
を
含
ま
せ
た
も
の
か
。
」

（
1
3
）
　
本
稿
は
『
伊
勢
物
語
』
の
作
者
・
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
関
心
の
将
外
で
あ
る
が
、
片
桐
洋
一
氏
の
三
元
的
成
立
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
本
稿
引
用

　
　
（
本
文
・
注
）
中
、
第
九
・
十
段
を
除
け
ば
、
他
は
全
て
第
三
次
成
立
の
章
段
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
注
（
1
2
）
掲
出
書
に
同
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
コ
あ
づ
ま

（
1
5
）
　
「
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
京
に
あ
り
わ
び
て
東
に
い
き
け
る
に
」
〈
第
七
段
V
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コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
あ
づ
ま

　
　
　
「
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
京
や
住
み
憂
か
り
け
む
、
東
の
か
た
に
ゆ
き
て
住
み
ど
こ
ろ
求
む
と
て
」
〈
第
八
段
∨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
づ
ま

　
　
　
「
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
要
な
ぎ
も
の
に
思
ひ
な
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
東
の
か
た
に
住
む
べ
き
国
求
め
に
、

　
　
り
」
〈
第
九
段
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
「
む
か
し
、
男
、
武
蔵
の
国
ま
で
ま
ど
ひ
あ
り
き
け
り
」
〈
第
十
段
∨

（
1
6
）
　
岩
波
古
語
辞
典
「
あ
ひ
」
　
（
『
接
頭
』
）
の
項
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
「
①
互
い
に
、
の
意
を
添
え
る
。
②
一
緒
に
、
と
も
ど
も
に
、
の
意
を
添
え
る
。
」

（
1
7
）
　
注
（
1
2
）
掲
出
書
に
同
じ
。

（
1
8
）
　
注
（
1
）
掲
出
書
に
同
じ
。

と
て
ゆ
き
け

（
く
ぼ
・
と
も
た
か
／
専
任
講
師
）


