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藤
市
は
娘
を
「
女
寺
へ
も
遣
ら
ず
し
て
筆
の
道
を
教
へ
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
女

寺
」
す
な
わ
ち
女
子
用
の
寺
子
屋
へ
は
通
わ
せ
ず
、
自
ら
教
育
を
施
し
て
い
た
わ

け
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
長
友
氏
の
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。（
12
）

『
嫁
娶
重
宝
記
・
三
』（
元
禄
十
年
、
一
六
九
七
）
に
は
、
寺
入
り
す
る
日
は
、

身
代
（
資
産
）
に
も
よ
る
が
、
赤
飯
を
蒸
し
、
樽
肴
を
添
え
、
金
子
百
疋
、

二
百
疋
を
紙
に
付
け
、親
同
道
で
師
匠
の
方
へ
行
く
。
机
文
庫
を
持
参
し
て
、

初
め
て
師
匠
が
手
を
取
っ
て
教
え
る
。

　

こ
の
記
事
か
ら
、
あ
る
程
度
の
金
銭
を
支
払
う
こ
と
で
女
子
が
指
導
を
受
け
ら

れ
る
と
い
う
様
子
が
伝
わ
る
。
こ
れ
が
一
般
的
な
親
が
子
へ
す
る
教
育
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
藤
市
の
取
っ
た
行
動
を
考
え
て
み
る
に
、
赤

飯
や
樽
肴
を
準
備
し
、
金
子
を
わ
ざ
わ
ざ
支
払
う
と
い
う
「
無
駄
」
を
省
く
と
い

う
合
理
化
が
、
す
な
わ
ち
直
接
娘
を
教
え
る
と
い
う
行
動
に
つ
な
が
る
と
い
え
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
だ
け
読
め
ば
、
教
育
費
を
節
約
す
る
親
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
嫁
入
り
道
具
の
屏
風
を
拵
え
る
な
ど
、
金
を
か
け
る
と
こ
ろ
に
は
掛
け

て
お
り
、
決
し
て
教
育
費
を
節
約
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

藤
市
の
倹
約
ぶ
り
を
描
き
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
倹
約
方
法
に
徹
し
て
描
き
き
れ
ば

す
む
に
も
関
わ
ら
ず
、『
古
今
犬
著
聞
集
』
に
は
見
ら
れ
な
い
藤
市
の
別
の
側
面

に
つ
い
て
、
娘
へ
の
教
育
と
い
う
一
点
か
ら
描
き
出
し
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
藤
市
の
教
育
に
よ
っ
て
京
一
の
賢
い
娘
へ
と
成
長

さ
せ
、
父
親
を
見
習
っ
て
よ
り
倹
約
に
励
む
娘
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
い
わ

ば
西
鶴
の
考
え
た
新
し
い
女
性
の
生
き
方
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
結

　

本
稿
で
は
、「
世
界
の
借
屋
大
将
」
の
中
に
描
か
れ
る
藤
市
の
娘
へ
の
教
育
法

に
着
目
し
た
。
当
時
の
女
訓
物
と
の
比
較
を
試
み
、
当
時
流
布
し
た
女
訓
物
の
考

え
方
を
踏
ま
え
つ
つ
、
西
鶴
な
り
の
新
た
な
女
性
像
を
提
示
し
て
い
る
と
考
え

た
。
親
に
従
な
態
度
を
取
る
娘
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
自
ら
考
え
、
新
た
な
た

た
ず
ま
い
を
身
に
付
け
た
、
新
し
い
女
性
の
型
を
提
示
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
今
後
さ
ら
に
他
の
女
訓
物
等
を
詳
細
に
調
査
し
た
上
で
考
察
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。

本
文
の
底
本
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

井
原
西
鶴
③
』（
小
学
館
）
を
使

用
し
た
。

〈
注
〉

（
１
） 

西
鶴
研
究
会
編
『
気
楽
に
江
戸
奇
談　

Ｒ
Ｅ
：
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｙ
井
原
西
鶴
』（
笠
間
書
院
）

二
〇
一
八
年

（
２
） 

堀
切
実
訳
注
『
新
版
日
本
永
代
蔵
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）
二
〇
〇
九
年

（
３
） 

『
新
日
本
古
典
文
学
全
集　

井
原
西
鶴
集
③
』（
小
学
館
）
一
九
九
六
年
56
頁
脚
注
参
照
。

（
４
） 

『
仮
名
草
子
集
成　

第
二
十
八
巻
』（
東
京
堂
出
版
）
二
〇
〇
〇
年

（
５
） 

（
２
）
に
同
じ

（
６
） 

矢
野
公
和
・
有
働
裕
・
染
谷
智
幸
訳
注
『
日
本
永
代
蔵
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）

二
〇
一
八
年

（
７
） 

架
蔵
本

（
８
） 

江
森
一
郎
『
江
戸
時
代
女
性
生
活
絵
図
大
事
典
』（
大
空
社
）
一
九
九
四
年

（
９
） 
長
友
千
代
治
校
注
『
女
重
宝
記
・
男
重
宝
記
』（
現
代
教
養
文
庫
）
一
九
九
三
年

（
10
） 
長
友
千
代
治
『
江
戸
庶
民
の
読
書
と
学
び
』（
勉
誠
出
版
）
二
〇
一
七
年

（
11
） 

（
10
）
に
同
じ
。

（
12
） 

（
10
）
に
同
じ
。
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に
は
「
女
の
覚
へ
て
よ
き
事
を
書
き
集
め
」
た
と
あ
り
、女
の
嗜
み
（
巻
一
）、

祝
言（
巻
二
）、懐
妊
・
子
育
て（
巻
三
）、諸
芸（
巻
四
）、女
節
用
集
字
尽（
巻
五
）

と
女
性
の
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
網
羅
し
て
お
り
、従
来
の
「
女
訓
書
」
の
身
嗜
・

躾
中
心
か
ら
、
元
禄
期
の
知
識
中
心
の
内
容
に
変
わ
っ
て
い
る
。
巻
四
に
は

「
手
習
ひ
の
事
並
に
文
書
く
事
」
が
あ
り
、「
女
中
の
芸
の
第
一
は
手
書
く
事
」

と
あ
る
。
女
文
字
の
い
ろ
は
を
書
き
覚
え
る
と
、
無
智
の
女
も
歌
や
草
子
を

読
ん
で
昔
の
こ
と
を
知
り
、
文
章
を
連
ね
、
男
文
字
（
漢
字
）
も
覚
え
る
こ

と
に
な
る
、
と
説
い
て
い
る
。

　

次
に
、『
女
重
宝
記
』
の
中
か
ら
『
源
氏
物
語
』『
伊
勢
物
語
』
関
連
の
記
述
を

抜
粋
し
て
み
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
之
巻女

中
た
し
な
み
て
よ
き
芸
、
あ
ら
ま
し
書
つ
け
侍
る
。

手
書
く
事　

歌
よ
む
事　

歌
学
す
る
事　

源
氏
・
伊
勢
物
語
、
百
人
一
首
、

古
今
・
万
葉
の
義
理
を
し
る
こ
と

四
之
巻

　
二
　
歌
を
詠
み
習
ふ
事

一
、
伊
勢
物
語
は
、
業
平
伊
勢
の
国
へ
狩
の
使
ひ
に
ゆ
き
、
斎
宮
を
侵
し
た

る
事
、
そ
の
ほ
か
い
と
な
ま
め
け
る
女
を
垣
間
み
た
る
事
な
ど
書
た
る
故
、

伊
勢
物
語
と
い
ふ
な
り
。
又
伊
勢
と
い
ふ
女
が
書
た
る
物
語
な
る
故
い
ふ
、

と
云
説
も
あ
り
。

一
、
源
氏
物
語
は
、
紫
式
部
と
い
ふ
女
房
、
江
州
石
山
寺
に
籠
り
、
観
音
に

祈
り
て
つ
く
り
し
物
語
な
り
。

一
、百
人
一
首
は
、
定
家
小
倉
山
に
住
み
て
、
山
庄
の
障
子
に
、
色
紙
に
書

給
ふ
百
人
の
名
歌
な
り
。

右
は
女
の
も
て
あ
そ
ぶ
草
子
な
れ
ば
、
作
者
を
し
ら
し
む
る
な
り
。

　
『
女
重
宝
記
』
で
も
や
は
り
『
源
氏
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
を
良
し
と
し
て

は
い
な
い
。
先
の
長
友
氏
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
「
町
娘
の
読
書
」
と
題
し
て
興

味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。（
11
）

読
書
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
も
な
る
と
生
活
の
中
に
あ
り
、
読
者
は
自
ら

糸
を
繰
り
、
縫
い
物
を
す
る
よ
う
な
中
流
以
下
に
も
広
が
っ
て
い
て
、
読
む

本
は
一
層
啓
蒙
、
教
訓
、
実
用
的
な
本
に
な
っ
て
い
る
。
古
典
の
伊
勢
、
源

氏
な
ど
は
淫
乱
心
を
起
こ
す
の
で
好
色
本
と
な
り
、
読
ん
で
は
な
ら
な
い
本

と
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
伊
勢
物
語
や
源
氏
物
語
が
、
笑
本
に
比
べ
て
何
の

こ
と
は
な
い
こ
と
は
分
か
り
切
っ
て
い
る
。そ
れ
で
も
な
ぜ
好
色
本
な
の
か
。

実
際
に
、
伊
勢
、
源
氏
を
読
み
通
し
た
者
は
数
少
な
い
筈
で
あ
り
、
話
に
聞

い
て
そ
の
場
面
が
増
幅
さ
れ
て
い
る
と
も
解
釈
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
文
字

が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
町
娘
が
い
て
、『
源
氏
物
語
』
を
読
む
と
淫
乱
心

を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
も
な
事
に
な
る
。

貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
の
『
日
本
永
代
蔵
・
二
・
一
』
に
は
、
娘
の
嫁
入

り
屏
風
を
拵
え
る
の
に
、「
洛
中
尽
し
を
見
た
な
ら
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い

所
を
或
る
来
た
が
る
で
あ
ろ
う
。
源
氏
、
伊
勢
物
語
の
絵
は
心
が
淫
乱
に
な

る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
、
多
田
の
銀
山
の
出
盛
り
の
様
子
を
描
か
せ
た
」
と

あ
る
よ
う
に
、
問
題
は
文
学
世
界
、
作
品
世
界
へ
の
あ
ら
ぬ
過
剰
な
連
想
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
読
書
は
そ
れ
ほ
ど
広
が
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。

　

先
の
引
用
か
ら
、
当
時
、
女
性
達
は
教
育
の
機
会
が
限
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、

草
子
類
を
相
当
数
読
み
こ
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。藤
市
の
一
人
娘
も
、

長
友
氏
の
指
摘
通
り
、「
源
氏
物
語
」「
伊
勢
物
語
」
の
意
味
が
分
か
っ
て
し
ま
う

た
め
、
屏
風
絵
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
の

読
解
力
を
藤
市
自
身
が
指
導
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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巻
二
―
一
『
世
界
の
借
屋
大
将
』
は
、「
ひ
た
す
ら
致
富
を
願
う
人
間
の
生
き

ざ
ま
を
、
藤
市
の
処
世
の
在
り
方
を
通
し
て
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
西
鶴
の
鋭

い
人
間
認
識
の
目
が
光
っ
て
い
る
」（
５
）「
実
在
の
モ
デ
ル
に
依
拠
し
て
新
し
い
タ

イ
プ
の
倹
約
家
を
造
形
し
、
同
時
に
こ
れ
を
劇
画
化
し
た
の
は
、
生
き
る
こ
と
に

対
す
る
西
鶴
の
深
い
洞
察
に
よ
る
虚
構
化
で
あ
っ
た
。」（６
）
な
ど
と
評
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
新
た
に
着
目
す
べ
き
は
藤
市
の
娘
へ
の
対
応
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
ぜ
、
娘
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
話
の
中
に
描
き
込
ん
だ
の
か
。
娘
と
の
や
り
と
り

を
通
し
て
倹
約
家
・
合
理
的
な
藤
市
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
で
あ
る
と
も

解
釈
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
『
古
今
犬
著
聞
集
』
に
あ
る
よ
う
な

冷
淡
な
藤
市
像
で
は
な
く
、
一
人
娘
を
気
に
掛
け
る
愛
情
深
い
藤
市
像
に
し
た
の

か
。
特
に
教
育
の
在
り
方
で
そ
の
愛
情
深
さ
を
表
現
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
考
え

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

三
　
女
訓
も
の
に
み
え
る
女
子
教
育

　

江
戸
初
期
に
み
ら
れ
る
女
子
教
育
に
関
す
る
教
訓
書
類
に
は
『
女
実
語
教
』『
女

重
宝
記
』
等
が
あ
る
。『
女
実
語
教
』
に
見
え
る
女
性
の
教
養
に
つ
い
て
、
序
文

に
以
下
の
よ
う
な
文
面
が
あ
る
の
で
引
用
す
る
。（７
）

人
の
子
の
中
に
、
男
子
は
師
を
と
り
て
学
文
を
つ
と
め
さ
せ
、
家
を
と
と
の

へ
、
身
を
治
め
る
道
な
ら
は
し
む
る
も
あ
れ
ど
、
女
子
に
至
り
て
は
を
し
ゆ

る
人
も
ま
れ
な
り
。

と
あ
る
。
男
子
に
は
師
を
迎
え
て
教
育
を
受
け
る
機
会
が
あ
る
一
方
、
女
子
に
は

そ
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
旨
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時
女
性
が
教
育
を
受
け
る
機
会

が
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
本
文
で
は
、
女
性
が
身
に
付
け
る

べ
き
教
養
、
例
え
ば
読
書
や
手
習
い
、
和
歌
、
音
楽
・
縫
い
物
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

と
く
に
裁
縫
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
、
女
性
の
教
養
と
い
う
意
識
が
高

ま
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
「
世
界
の
借
屋
大
将
」
の
中
で
、
藤
市
が
娘
の
た
め
に
拵
え
た
屏
風
絵
に
「
伊

勢
物
語
」
や
「
源
氏
物
語
」
は
浮
気
心
が
出
る
の
で
描
か
な
い
と
記
し
て
い
る
。

当
時
、
女
訓
も
の
の
書
籍
類
で
は
、『
源
氏
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
は
ど
の
よ

う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
江
戸
時
代
初
期
頃
の
女
子
教
育
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
知
る
上
で
も
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
か
ら
い
く
つ
か
例

を
挙
げ
て
お
き
た
い
。『
増
益
女
教
文
章
』（８
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

…
…
か
だ
ま
し
き
女
は
、い
よ
〳
〵
ふ
る
き
事
を
見
き
ゝ
し
て
心
を
な
を
し
、

其
中
に
い
ろ
を
こ
の
む
文
な
ん
ど
あ
ま
た
取
あ
つ
か
ひ
給
ふ
事
よ
ろ
し
か
ら

ず
。
其
ゆ
へ
は
、
し
ゅ
に
い
ろ
へ
ば
あ
か
く
な
り
、
す
み
に
ち
か
づ
け
ば
く

ろ
く
な
る
ご
と
く
、
み
た
り
成
事
を
見
き
ゝ
す
れ
ば
、
か
な
ら
ず
其
心
に
う

つ
り
も
て
き
て
、
身
の
程
は
ぢ
に
成
也
。『
源
氏
物
が
た
り
』
な
ど
は
、
二

せ
あ
ん
ら
く
の
事
を
し
る
し
侍
る
と
い
へ
ど
も
、
い
た
ら
ぬ
さ
う
し
と
ぞ
あ

る
人
い
へ
り
け
る
。
其
外
、
み
だ
り
成
物
を
見
給
ふ
べ
か
ら
ず
。
こ
と
に
殿

に
み
せ
ま
い
ら
せ
る
ま
じ
。

　

先
の
引
用
を
見
る
と
『
源
氏
物
語
』
な
ど
は
男
に
読
ま
せ
な
い
方
が
よ
い
と
説

い
て
い
る
の
が
分
か
る
。

　

次
に
『
女
重
宝
記
』（
９
）
を
取
り
上
げ
る
。『
女
重
宝
記
』
に
つ
い
て
は
長
友
千

代
治
氏
が
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
の
で
引
用
し
て
お
く
。（
10
）

江
戸
の
庶
民
教
育
は
、男
子
だ
け
で
な
く
女
子
に
も
同
様
に
行
わ
れ
て
い
た
。

庶
民
啓
蒙
書
に
先
鞭
を
つ
け
た
苗
村
丈
伯
に
は
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に

『
女
重
宝
記
』
が
あ
り
、
一
年
遅
れ
で
刊
行
さ
れ
た
『
男
重
宝
記
』
は
、『
女

重
宝
記
』
の
好
評
に
よ
る
発
販
で
あ
っ
た
。（
中
略
）『
女
重
宝
記
』
の
序
文
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う
に
な
る
。

①
屋
敷
の
空
き
地
に
は
柳
・
柊
・
楪
葉
・
桃
の
木
・
花
菖
蒲
・
数
珠
玉
な
ど

を
植
え
て
い
た
。

②
葭
垣
に
生
え
か
か
っ
た
朝
顔
が
つ
ま
ら
な
い
と
全
て
刀
豆
に
変
更
し
た
。

③
嫁
入
り
屏
風
を
拵
え
た
際
、
多
田
の
銀
山
の
最
盛
期
の
絵
を
描
か
せ
た
。

④
女
寺
子
屋
へ
は
行
か
せ
ず
、
藤
市
が
手
習
い
を
教
え
、
京
で
一
番
賢
い
娘

と
な
っ
た
。

⑤
親
の
倹
約
を
見
習
い
、
節
句
の
遊
び
や
盆
踊
り
も
せ
ず
、
身
の
回
り
の
こ

と
は
全
て
何
で
も
自
分
で
行
い
、
女
性
の
嗜
み
で
あ
る
縫
い
物
も
見
事
に

仕
上
げ
た
。

　

こ
こ
で
は
、
合
理
的
な
藤
市
が
、
娘
の
教
育
に
対
し
て
も
独
自
の
方
法
論
を
元

に
娘
に
教
育
を
施
し
、
見
事
に
成
果
を
出
し
て
い
る
。
①
屋
敷
の
空
き
地
に
植
え

た
植
物
は
全
て
実
用
的
に
使
用
で
き
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。（３
）
②
で
は
朝
顔
を

食
べ
ら
れ
る
「
刀
豆
」
に
植
え
替
え
る
と
こ
ろ
も
倹
約
家
の
藤
市
ら
し
い
。

　

さ
ら
に
③
で
は
、嫁
入
り
道
具
の
屏
風
の
挿
し
絵
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、

京
都
洛
中
の
絵
で
は
見
て
い
な
い
場
所
へ
出
か
け
た
く
な
り
、「
源
氏
物
語
」や「
伊

勢
物
語
」の
絵
で
は
浮
気
心
を
起
こ
す
か
ら
多
田
銀
山
の
絵
を
描
か
せ
る
と
い
う
。

そ
の
後
④
⑤
と
続
く
が
、
特
筆
す
べ
き
点
は
、
④
の
藤
市
が
娘
を
女
寺
子
屋
へ
行

か
せ
ず
、
自
ら
教
育
指
導
を
行
っ
た
結
果
、
と
て
も
賢
い
娘
に
成
長
し
た
点
で
あ

る
。

　

次
の
章
で
は
藤
市
に
関
す
る
先
行
資
料
を
踏
ま
え
て
み
る
。

二
、
先
行
資
料
の
中
の
藤
市
と
娘
に
つ
い
て

　

モ
デ
ル
の
藤
屋
市
兵
衛
に
つ
い
て
の
先
行
資
料
は
、三
井
高
房
『
町
人
後
見
録
』

と
椋
梨
一
雪
『
古
今
犬
著
聞
集
』
が
あ
る
。『
町
人
後
見
録
』
に
は
、
手
代
か
ら

独
立
し
、
知
り
合
い
か
ら
銀
を
借
り
て
長
崎
商
い
を
し
て
い
た
藤
屋
市
兵
衛
の
商

売
人
と
し
て
の
敏
腕
ぶ
り
と
倹
約
家
の
様
子
が
記
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
娘
に
つ

い
て
の
記
載
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
一
方
『
古
今
犬
著
聞
集
』
に
は
、
藤
市
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
の
中
に
、
娘
に
つ
い
て
の
記
述
は
少
し
だ
け
見
え
る
の
で
、
次
に
引
用

す
る
。藤

屋
市
兵
衛
か
事（
４
）

一
室
町
御
池
町
藤
屋
市
兵
衛
ハ
、
朝
夕
の
火
を
焼
よ
り
外
に
ハ
、
湯
茶
も
わ

か
さ
す
、
咽
の
か
わ
く
時
ハ
、
隣
家
に
行
て
呑
つ

髪
も
、
五
日
六
日
に
一
度
ツ
ゝ
ゆ
わ
せ
、
夏
ハ
、
か
た
ひ
ら
一
つ
を
、
あ
ら

ひ
か
へ
し
て
、
着
か
へ
も
持
侍
ら
す
、
冬
ハ
、
も
め
ん
布
子
の
古
き
、
二
ツ

三
ツ
の
外
は
な
し

く
ふ
物
と
て
、
黒
米
飯
に
糠
味
噌
汁
、
焼
塩
の
外
は
、
そ
へ
す
独
娘
の
あ
な

り
し
を
、
下
女
奉
公
さ
せ
し
か
ハ
、
心
を
う
し
と
て
、
三
十
余
才
ニ
て
首
を

く
ゝ
り
て
死
ぬ
、
其
を
も
哀
と
や
ハ
お
も
ふ
去
程
ニ
、
一
代
千
七
百
貫
目
の

分
限
に
成
て
死
ぬ

拙
き
哉
、
金
銀
を
積
置
、
つ
か
ふ
こ
と
な
く
ハ
、
瓦
礫
に
同
し
、
嗚
呼
無
慙

也
、
餓
鬼
の
苦
患
、
此
世
に
う
け
て
、
末
世
、
猶
、
哀
に
社
侍
れ
、
平
左
衛

門
、
市
兵
衛
か
志
、
過
不
及
の
た
か
ひ
、
か
た
は
ら
い
た
く
侍
る

　

こ
の
部
分
を
見
て
わ
か
る
通
り
、
西
鶴
作
品
と
の
相
違
点
は
明
ら
か
で
あ
る
。

堀
切
氏
は
西
鶴
の
作
品
を
「
そ
の
単
な
る
ケ
チ
と
は
異
な
る
、
い
か
に
も
合
理
的

な
行
動
を
、
い
さ
さ
か
誇
張
し
、
滑
稽
化
し
て
描
い
て
い
る
」
と
し
、『
古
今
犬

著
聞
集
』
の
よ
う
に
「
徹
底
し
た
吝
嗇
家
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
と

は
異
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。

　

ま
た
氏
は
『
古
今
犬
著
聞
集
』
に
藤
市
の
一
人
娘
へ
の
愛
情
は
記
述
さ
れ
ず
、

娘
が
心
を
病
み
、
自
死
し
た
際
も
「
哀
と
や
ハ
お
も
ふ
」
と
い
う
態
度
で
あ
っ
た

点
に
つ
い
て
も
明
ら
か
な
相
違
と
指
摘
す
る
。
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一
　
藤
市
の
教
育
に
つ
い
て
　
―
本
文
の
描
写
の
意
味
―

　
『
日
本
永
代
蔵
』
と
い
う
小
説
は
、
当
時
の
経
済
界
の
話
で
あ
る
が
、
実
は
「
庶

民
の
学
び
」
に
つ
い
て
の
描
写
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
巻
一
の
三
「
浪
風
静
か
に

神
通
丸
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
丁
稚
教
育
の
描
写
が
あ
る
。

大
和
・
河
内
・
津
の
国
・
和
泉
近
在
の
物
つ
く
り
せ
し
人
の
子
供
、
惣
領
残

し
て
末
々
を
で
つ
ち
奉
公
に
遣
は
し
置
き
、
鼻
垂
れ
て
手
足
の
土
気
お
ち
ざ

る
う
ち
は
、
豆
腐
・
花
油
の
小
買
物
に
つ
か
は
れ
し
が
、
お
仕
着
二
つ
・
三

つ
年
を
か
さ
ね
け
る
に
、
定
紋
を
あ
ら
た
め
、
髪
の
結
振
を
吟
味
仕
出
し
、

風
俗
も
人
の
や
う
に
な
る
に
し
た
が
ひ
、
供
ば
や
し
・
能
・
舟
遊
び
に
も
め

し
つ
れ
ら
れ
、
行
く
水
に
数
か
く
砂
手
習
・
地
算
も
子
守
の
片
手
に
置
き
習

ひ
、
い
つ
と
な
く
角
前
髪
よ
り
銀
取
り
の
袋
を
か
た
げ
、
次
第
お
く
り
の
手

代
ぶ
ん
に
な
つ
て
、
見
る
を
見
ま
ね
に
自
分
商
を
仕
掛
け
、
利
徳
は
だ
ま
り

て
損
は
親
方
に
か
づ
け
、
肝
心
の
身
を
持
つ
時
、
親
・
請
人
に
難
儀
を
か
け
、

遣
ひ
捨
て
し
、
金
銀
の
出
所
な
く
、
そ
の
な
り
け
り
に
内
証
扱
ひ
済
み
て
、

荷
ひ
商
の
身
の
行
末
、
幾
人
か
か
ぎ
り
な
し
。
お
の
れ
が
性
根
に
よ
つ
て
、

長
者
に
も
な
る
事
ぞ
か
し
。

　

こ
れ
は
丁
稚
奉
公
に
出
た
者
の
例
で
あ
る
。
農
家
の
子
ど
も
達
が
髪
の
結
い
方

か
ら
手
習
い
の
方
法
、
計
算
の
仕
方
な
ど
、
ど
の
よ
う
に
学
ん
で
身
に
付
け
、
丁

稚
と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
の
か
、
当
時
の
「
学
び
」
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
る
。「
学
び
」
の
様
子
が
描
写
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
庶
民
へ
の
学
び

が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
「
世
界
の
借
屋
大
将
」
に
は
、
藤
市
の
娘
に
対
す
る
教
育
方
法
が
描
写
さ
れ
る

場
面
が
あ
る
。
倹
約
家
の
藤
市
に
は
一
人
娘
が
お
り
、
藤
市
な
り
の
娘
に
対
す
る

愛
情
が
注
が
れ
て
い
る
場
面
と
も
い
え
る
。
次
に
引
用
す
る
。（
傍
線
部
は
筆
者

に
よ
る
。
便
宜
上
番
号
も
附
し
た
。
以
下
同
じ
）

①
屋
敷
の
空
地
に
、
柳
、
柊
、
楪
葉
、
桃
の
木
、
花
菖
蒲
、
薏
苡
仁
な
ど
取

り
ま
ぜ
て
植
ゑ
置
き
し
は
、
ひ
と
り
あ
る
娘
が
た
め
ぞ
か
し
。
②
よ
し
垣
に

自
然
と
朝
顔
の
は
え
か
か
り
し
を
、「
同
じ
詠
め
に
は
は
か
な
き
物
」
と
て
、

刀
豆
に
植
ゑ
か
へ
け
る
。
何
よ
り
我
が
子
を
み
る
程
面
白
き
は
な
し
。
③
娘

お
と
な
し
く
な
り
て
、
や
が
て
嫁
入
屏
風
を
拵
へ
と
ら
せ
け
る
に
、「
洛
中

尽
し
を
見
た
ら
ば
、
見
ぬ
所
を
歩
行
き
た
が
る
べ
し
。
源
氏
・
伊
勢
物
語
は
、

心
の
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
べ
き
物
な
り
」
と
、
多
田
の
銀
山
出
盛
り
し
有
様

書
か
せ
け
る
。
④
こ
の
心
か
ら
は
、
い
ろ
は
歌
を
作
り
て
誦
ま
せ
、
女
寺
へ

も
遣
ら
ず
し
て
筆
の
道
を
教
へ
、
ゑ
ひ
も
せ
す
京
の
か
し
こ
娘
と
な
し
ぬ
。

⑤
親
の
世
智
な
る
事
を
見
習
ひ
、
八
歳
よ
り
墨
に
袂
を
よ
ご
さ
ず
、
節
句
の

雛
遊
び
を
や
め
、
盆
に
踊
ら
ず
、
毎
日
髪
か
し
ら
も
自
ら
梳
き
て
丸
曲
に
結

ひ
て
、
身
の
取
回
し
人
手
に
か
か
ら
ず
、
引
き
習
ひ
の
真
綿
も
着
丈
の
竪
横

を
出
か
し
ぬ
。
い
づ
れ
女
の
子
は
遊
ば
す
ま
じ
き
も
の
な
り
。

折
ふ
し
は
正
月
七
日
の
夜
、
近
所
の
男
子
を
藤
市
か
た
へ
、「
長
者
に
な
り

や
う
の
指
南
を
頼
む
」

と
て
遣
は
し
け
る
。
座
敷
に
灯
か
か
や
か
せ
、
娘
を
付
け
置
き
、「
露
路
の

戸
の
鳴
る
時
し
ら
せ
」
と
申
し
置
き
し
に
、
こ
の
娘
し
を
ら
し
く
か
し
こ
ま

り
、
灯
心
を
一
筋
に
し
て
、
も
の
申
す
の
声
す
る
時
、
元
の
ご
と
く
に
し
て

勝
手
に
入
り
け
る
。

　
「
何
よ
り
我
が
子
を
み
る
程
面
白
き
も
の
は
な
し
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
藤

市
の
娘
に
対
す
る
向
き
合
い
方
が
伺
い
知
れ
る
。
堀
切
実
氏
は
、「
藤
市
の
一
人

娘
に
対
す
る
独
特
の
厳
格
な
教
育
法
に
も
そ
う
し
た
藤
市
イ
ズ
ム
が
徹
底
し
て
表

れ
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。（２
）

　

先
に
記
さ
れ
た
一
人
娘
に
対
す
る
藤
市
の
教
育
方
針
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
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『
日
本
永
代
蔵
』
試
論
―
巻
二
の
一
「
世
界
の
借
屋
大
将
」
に
み
る
女
子
教
育

松

村

美

奈

（
キ
ー
ワ
ー
ド
）

井
原
西
鶴　

女
子
教
育　

女
重
宝
記　

町
人　

元
禄
時
代

（
要　
　
　

旨
）

　
「
世
界
の
借
屋
大
将
」
は
、
実
在
の
人
物
で
あ
る
藤
屋
市
兵
衛
を
モ
デ
ル
に
、

合
理
的
な
生
き
方
を
描
き
出
し
た
話
で
あ
る
。
藤
市
の
始
末
・
倹
約
に
徹
底
し
た

生
き
方
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
藤
市
の
一
人
娘
へ
の

教
育
と
い
う
視
点
か
ら
再
考
を
試
み
た
。厳
格
な
教
育
法
は
藤
市
の
愛
情
で
あ
り
、

当
時
の
女
子
教
育
を
踏
ま
え
て
（
ま
た
は
揶
揄
し
て
）
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
女
子
教
育
の
場
面
を
あ
え
て
入
れ
込
む
こ
と
で
、
新
し
い
女
性
の
生
き

方
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

は
じ
め
に

　
『
日
本
永
代
蔵
』
は
、
経
済
小
説
の
先
駆
け
と
い
わ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
大
坂

が
日
本
の
商
業
資
本
主
義
の
根
拠
地
と
な
り
、
金
銀
に
翻
弄
さ
れ
る
人
び
と
の
行

き
方
を
取
り
上
げ
、
町
人
生
活
を
活
写
し
た
。
副
題
に
も
「
大
福
新
長
者
教
」
と

あ
る
よ
う
に
、
い
か
に
す
れ
ば
富
豪
と
な
れ
る
の
か
を
例
に
あ
げ
な
が
ら
紹
介
し

て
い
る
。
特
に
巻
二
―
一
「
世
界
の
借
屋
大
将
」
は
、
究
極
の
節
約
に
よ
り
分
限

と
な
る
ま
で
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
主
人
公
の
藤
市
が
、
親
の
遺
産
を

頼
る
こ
と
な
く
、
独
自
で
金
を
貯
め
て
い
く
過
程
を
描
い
て
い
る
。

　

以
前
、
こ
の
話
を
リ
ラ
イ
ト
し
た
事
が
あ
る（
１
）。
そ
の
際
、
主
軸
を
藤
市
の

娘
に
置
き
、
自
由
に
書
き
換
え
た
。
特
に
注
目
し
た
の
は
、
藤
市
が
娘
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
教
育
を
施
し
て
い
る
の
か
と
い
う
場
面
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
篇
を
通

し
て
「
教
育
」
と
い
う
視
点
か
ら
話
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
西
鶴
の
生
き
た
時
代

の
女
子
教
育
に
つ
い
て
検
討
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
今
回
取
り
上

げ
る
こ
と
と
し
た
。


