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【
要
旨
】  

継
子
い
じ
め
と
し
て
名
高
い
『
落
窪
物
語
』
に
は
、
継
母
の
荒
々
し
い
行
為
に
、

そ
の
激
し
い
気
性
が
表
象
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
継
母
に
用
い
ら
れ
る
「
も
み
手
」

と
「
手
が
ら
み
」
は
、
他
の
平
安
文
学
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
『
落
窪
物
語
』
の
み
に
描

か
れ
る
特
徴
的
な
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
の
表
現
は
、
衣
を
縫
う
と
い
う
落
窪
の

君
の
手
の
動
き
が
描
か
れ
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
繰
り
返
し
登
場
す
る
手
の
表
現
に
「
爪
弾
（
つ
ま
は
じ
）
き
」
が
挙
げ
ら
れ

る
。「
爪
弾
き
」
と
は
、「
親
指
の
腹
に
、
人
さ
し
指
ま
た
は
中
指
を
当
て
て
は
じ
く
こ
と
。

不
満
・
嫌
悪
・
排
斥
な
ど
の
気
持
の
時
に
す
る
し
ぐ
さ
」
で
あ
る
。
時
に
、
魔
除
け
を
意

味
す
る
動
作
と
し
て
も
描
か
れ
る
。

平
安
文
学
作
品
に
お
い
て
「
爪
弾
き
」
の
用
例
は
、『
落
窪
物
語
』
に
七
例
、『
う
つ
ほ

物
語
』
に
五
例
、『
源
氏
物
語
』
に
四
例
、『
土
佐
日
記
』、『
蜻
蛉
日
記
』、『
枕
草
子
』、『
夜

の
寝
覚
』、『
狭
衣
物
語
』、『
大
鏡
』、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
一
例
ず
つ
見
出
だ
せ
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、
他
の
作
品
に
比
べ
『
落
窪
物
語
』
に
は
、「
爪
弾
き
」
が
数
多
く
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

『
落
窪
物
語
』
の
先
行
研
究
に
は
、
徹
底
し
た
現
実
主
義
を
指
摘
し
た
論
を
は
じ
め
、

「
い
じ
め
」
の
構
造
を
説
い
た
論
、
落
窪
の
君
の
縫
う
行
為
の
重
要
性
に
着
目
し
た
論
、

飲
酒
に
関
す
る
表
現
や
結
婚
の
あ
り
よ
う
に
注
目
し
た
論
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
な
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、「
爪
弾
き
」
に
関
し
て
は
身
体
表
現
の
用
語
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
き
た
。「
爪
弾
き
」
は
声
に
出
さ
な
い
の
の
し
り
で
あ
り
、
相
手
に
対
す
る
攻
撃

平
安
前
期
物
語
の
「
爪
弾
き
」

 
 

 
 

―
『
落
窪
物
語
』
を
中
心
に
―
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を
秘
め
て
い
る
。
そ
の
し
ぐ
さ
は
、
注
目
す
る
に
足
る
人
物
の
心
の
声
を
捉
え
た
身
体
表

現
と
い
え
る
。

本
稿
で
は
、『
落
窪
物
語
』
の
「
爪
弾
き
」
を
中
心
に
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
平
安
前

期
物
語
や
『
源
氏
物
語
』
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
落
窪
物
語
』
の
「
爪
弾
き
」
に

秘
め
ら
れ
た
独
自
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

は
じ
め
に

 

継
子
い
じ
め
と
し
て
名
高
い
『
落
窪
物
語
』
に
は
、
継
母
の
荒
々
し
い
行
為
に
、

そ
の
激
し
い
気
性
が
表
象
さ
れ
て
い
る
。
落
窪
の
君
を
物
置
の
よ
う
な
部
屋
に
幽
閉

す
る
場
面
で
は
、
乱
暴
に
追
い
立
て
る
継
母
の
よ
う
す
が
「
衣
の
肩
を
引
き
立
て
て

立
ち
た
ま
へ
ば
」、「
物
も
散
ら
し
な
が
ら
、
逃
ぐ
る
も
の
か
ら
む
る
や
う
に
」（
巻
之

一
―
一
〇
二
）
と
記
述
さ
れ
る ）

1
（

。
そ
の
傾
向
は
、
継
母
が
道
頼
の
復
讐
に
遭
う
場

面
に
お
い
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

継
母
は
、
道
頼
を
忌
々
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
自
ら
手
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
い
ら
だ
ち
は
、 「
も
み
手
」
や
「
手
が
ら
み
」（
巻
之
二
―
一
七
九
）
と
い
う
手
の
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し
ぐ
さ
に
も
窺
え
る ）

2
（

。
と
り
わ
け
「
も
み
手
」
と
「
手
が
ら
み
」
は
、
他
の
平
安
文

学
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
『
落
窪
物
語
』
の
み
に
描
か
れ
る
特
徴
的
な
表
現
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
手
の
表
現
は
、
衣
を
縫
う
と
い
う
落
窪
の
君
の
手
の
動
き
が
描
か
れ
る

こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
繰
り
返
し
登
場
す
る
手
の
表
現
に
「
爪
弾
（
つ
ま
は
じ
）
き
」
が
挙
げ
ら

れ
る ）

3
（

。「
爪
弾
き
」
と
は
、「
親
指
の
腹
に
、
人
さ
し
指
ま
た
は
中
指
を
当
て
て
は
じ

く
こ
と
。
不
満
・
嫌
悪
・
排
斥
な
ど
の
気
持
の
時
に
す
る
し
ぐ
さ
」
で
あ
る ）

4
（

。
時
に
、

魔
除
け
を
意
味
す
る
動
作
と
し
て
も
描
か
れ
る ）

5
（

。

平
安
文
学
作
品
に
お
い
て
「
爪
弾
き
」
の
用
例
は
、『
落
窪
物
語
』
に
七
例
、『
う
つ

ほ
物
語
』に
五
例
、『
源
氏
物
語
』に
四
例
、『
土
佐
日
記
』、『
蜻
蛉
日
記
』、『
枕
草
子
』、

『
夜
の
寝
覚
』、『
狭
衣
物
語
』、 『
大
鏡
』、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
一
例
ず
つ
見
出
だ
せ

る ）
6
（

。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
他
の
作
品
に
比
べ
『
落
窪
物
語
』
に
は
、「
爪
弾
き
」
が
数

多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

『
落
窪
物
語
』
の
先
行
研
究
に
は
、
徹
底
し
た
現
実
主
義
を
指
摘
し
た
論
を
は
じ

め
、「
い
じ
め
」
の
構
造
を
説
い
た
論
、
落
窪
の
君
の
縫
う
行
為
の
重
要
性
に
着
目
し

た
論
、
飲
酒
に
関
す
る
表
現
や
結
婚
の
あ
り
よ
う
に
注
目
し
た
論
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

に
な
さ
れ
て
い
る ）

7
（

。
そ
の
よ
う
な
中
、「
爪
弾
き
」
に
関
し
て
は
身
体
表
現
の
用
語

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た ）

8
（

。「
爪
弾
き
」
は
声
に
出
さ
な
い
の
の
し
り
で
あ
り
、

相
手
に
対
す
る
攻
撃
を
秘
め
て
い
る
。
そ
の
し
ぐ
さ
は
、
注
目
す
る
に
足
る
人
物
の

心
の
声
を
捉
え
た
身
体
表
現
と
い
え
る
。

本
稿
で
は
、『
落
窪
物
語
』
の
「
爪
弾
き
」
を
中
心
に
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
平
安

前
期
物
語
や
『
源
氏
物
語
』
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
落
窪
物
語
』
の
「
爪
弾
き
」

に
秘
め
ら
れ
た
独
自
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一
『
落
窪
物
語
』
に
み
る
中
納
言
の
「
爪
弾
き
」
と
「
老
い
」

総
数
で
七
例
あ
る
『
落
窪
物
語
』
の
「
爪
弾
き
」
の
う
ち
、
継
子
い
じ
め
の
場
面
に

見
ら
れ
る
一
例
を
除
く
六
例
が
、継
母
に
対
す
る
道
頼
の
復
讐
に
際
し
て
描
か
れ
る
。

「
爪
弾
き
」
が
用
い
ら
れ
る
人
物
の
内
わ
け
は
、
中
納
言
に
三
例
、
越
前
守
に
二
例
、

帯
刀
に
一
例
、
中
納
言
家
の
供
人
た
ち
に
一
例
と
す
べ
て
男
性
に
用
い
ら
れ
る
。
中

で
も
、
年
長
者
で
あ
る
中
納
言
に
最
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
、

興
味
深
い
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
具
体

例
を
挙
げ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

く
は
し
く
申
し
た
ま
ひ
て
け
れ
ば
、
老
い
た
ま
へ
る
ほ
ど
よ
り
は
、
爪
弾
を
い

と
力
々
し
う
し
た
ま
ひ
て
、「
い
と
い
ふ
か
ひ
な
き
こ
と
を
も
し
た
る
か
な
。…
」

 

（
巻
之
一
―
一
〇
〇
）

中
納
言
は
、
継
母
の
巧
妙
な
嘘
を
見
破
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
落
窪
の
君
が
帯
刀
と

密
通
し
て
い
る
と
い
う
継
母
の
言
葉
に
、
中
納
言
は
い
ら
だ
ち
、
爪
弾
き
を
す
る
。

こ
こ
で
、
中
納
言
が
力
強
く
爪
弾
き
を
す
る
さ
ま
が
、「
老
い
た
ま
へ
る
ほ
ど
よ
り

は
、
爪
弾
を
い
と
力
々
し
う
し
た
ま
ひ
て
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
身
分
の
低
い
帯
刀
と
通
じ
た
と
い
う
落
窪
の
君
に
、
自
ら
の
娘
と
思
う
だ
け
に

苦
々
し
い
思
い
を
禁
じ
得
な
い
中
納
言
の
姿
が
窺
え
る
。

物
語
は
、中
納
言
の
「
老
い
」
を
強
調
さ
せ
た
上
で
、指
に
力
を
込
め
る
「
爪
弾
き
」

を
敢
え
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
噛
み
合
わ
な
い
身
体
と
し
ぐ
さ
を
浮
き
彫
り
に
し

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
、
継
母
を
疑
い
も
せ
ず
、
た
だ
操
ら
れ
る

が
ま
ま
に
我
が
子
を
貶
め
る
発
言
を
繰
り
返
す
中
納
言
の
愚
か
さ
、
滑
稽
さ
が
象
徴

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
中
納
言
は
落
窪
の
君
を
幽
閉
す
る
と
い
う
継
母
の
提
案
に
賛
同
す
る
。

「
老
い
」
に
加
え
、
怒
り
に
任
せ
る
よ
う
に
、
自
ら
の
言
葉
に
興
奮
し
て
い
く
よ
う
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と
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長
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多
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読
み
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れ
、

興
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深
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に
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れ
て
い
る
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だ
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か
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体
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げ
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く
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た
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れ
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、
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い
た
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ほ
ど
よ
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、
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と
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し
た
ま
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て
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之
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納
言
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、
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母
の
巧
妙
な
嘘
を
見
破
る
こ
と
が
で
き
な
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。
落
窪
の
君
が
帯
刀
と

密
通
し
て
い
る
と
い
う
継
母
の
言
葉
に
、
中
納
言
は
い
ら
だ
ち
、
爪
弾
き
を
す
る
。

こ
こ
で
、
中
納
言
が
力
強
く
爪
弾
き
を
す
る
さ
ま
が
、「
老
い
た
ま
へ
る
ほ
ど
よ
り

は
、
爪
弾
を
い
と
力
々
し
う
し
た
ま
ひ
て
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
身
分
の
低
い
帯
刀
と
通
じ
た
と
い
う
落
窪
の
君
に
、
自
ら
の
娘
と
思
う
だ
け
に

苦
々
し
い
思
い
を
禁
じ
得
な
い
中
納
言
の
姿
が
窺
え
る
。

物
語
は
、中
納
言
の
「
老
い
」
を
強
調
さ
せ
た
上
で
、指
に
力
を
込
め
る
「
爪
弾
き
」

を
敢
え
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
噛
み
合
わ
な
い
身
体
と
し
ぐ
さ
を
浮
き
彫
り
に
し

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
、
継
母
を
疑
い
も
せ
ず
、
た
だ
操
ら
れ
る

が
ま
ま
に
我
が
子
を
貶
め
る
発
言
を
繰
り
返
す
中
納
言
の
愚
か
さ
、
滑
稽
さ
が
象
徴

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
中
納
言
は
落
窪
の
君
を
幽
閉
す
る
と
い
う
継
母
の
提
案
に
賛
同
す
る
。

「
老
い
」
に
加
え
、
怒
り
に
任
せ
る
よ
う
に
、
自
ら
の
言
葉
に
興
奮
し
て
い
く
よ
う

（15）
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に
言
葉
を
連
ね
る
よ
う
す
は
、「
物
な
く
れ
そ
。
し
を
り
殺
し
て
よ
』
と
、
老
い
ほ
け

て
、
物
の
お
ぼ
え
ぬ
ま
ま
に
の
た
ま
へ
ば
」（
巻
之
一
―
一
〇
一
）
と
描
か
れ
る
。
こ

う
し
て
、
年
齢
を
重
ね
た
身
体
を
凌
ぐ
力
で
行
わ
れ
る
「
爪
弾
き
」
を
境
に
、
中
納

言
の
発
言
は
さ
ら
に
過
激
な
も
の 

へ
と
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
讒
言
の
成
功
を
密
か

に
喜
ぶ
継
母
と
は
対
照
的
に
、
落
窪
の
君
は
実
の
父
か
ら
疎
外
さ
れ
、
心
身
と
も
に

追
い
詰
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
落
窪
の
君
の
不
幸
が
、
よ
り
際
立
つ
構
造
と
な
っ

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
中
納
言
の
「
爪
弾
き
」
は
落
窪
の
君
が
道
頼
に
引
き
取
ら
れ
、
幸
せ
を
得

た
後
に
も
登
場
す
る
。
道
頼
は
継
母
か
ら
数
々
の
仕
打
ち
を
受
け
て
き
た
落
窪
の
君

を
思
い
、
復
讐
を
企
て
る
。
そ
の
一
つ
が
、
継
母
の
娘
の
四
の
君
を
自
分
の
身
代
わ

り
に
し
て
、
面
白
の
駒
（
兵
部
の
少
輔
）
と
結
婚
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

面
白
の
駒
は
顔
が
白
く
馬
面
で
、
鼻
が
大
き
く
滑
稽
な
人
物
で
あ
り
、
皆
か
ら
笑
い

者
に
さ
れ
て
い
た
。
四
の
君
の
結
婚
相
手
が
実
は
面
白
の
駒
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
露

顕
に
お
い
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
。
一
同
は
驚
愕
す
る
が
、
同
時
に
蔵
人
の
少
将

を
中
心
に
盛
大
な
笑
い
が
湧
き
起
こ
る
の
で
あ
り
、
面
白
の
駒
は
身
内
か
ら
も
笑
い

者
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

北
の
方
聞
き
て
、
さ
ら
に
物
も
お
ぼ
え
ず
、
あ
き
れ
惑
ふ
。
お
と
ど
は
、「
老

い
の
上
に
、
い
み
じ
き
恥
見
つ
る
世
か
な
」
と
、
爪
弾
を
し
、
入
り
て
居
た
ま

へ
り
。 

　
（
巻
之
二
―
一
六
一
）

面
白
の
駒
の
登
場
に
継
母
は
呆
れ
か
え
り
、
中
納
言
は
世
間
に
恥
を
さ
ら
し
た
こ
と

に
爪
弾
き
す
る
。
こ
の
場
面
で
も
、
中
納
言
の
「
爪
弾
き
」
と
「
老
い
」
が
セ
ッ
ト

で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
老
い
の
上
に
」
と
の
記
述
か
ら
、「
老

い
」
を
自
覚
す
る
中
納
言
が
追
い
打
ち
を
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
恥
を
さ
ら
す
こ
と
と

な
っ
た
衝
撃
と
嘆
き
が
窺
え
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
の
「
爪
弾
き
」
に
は
、「
老
い
」
を
跳
ね
返
し
て
い
く
よ
う
な
力
強

さ
は
影
を
潜
め
、
む
し
ろ
中
納
言
の
身
体
に
吸
収
さ
れ
負
荷
と
な
っ
て
い
く
あ
り
よ

う
が
見
て
取
ら
れ
る
。
せ
め
て
も
の
爪
弾
き
で
わ
ず
か
に
抵
抗
し
つ
つ
、
自
ら
の
無

力
感
を
か
み
し
め
る
色
合
い
が
濃
い
。

こ
の
よ
う
に
、
落
窪
の
君
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
中
納
言
の
「
爪
弾
き
」
は
、

後
に
面
白
の
駒
が
婿
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
く
中
納
言
家
の
恥
と
し
て
の

「
爪
弾
き
」
へ
と
、
よ
り
深
化
す
る
。
我
が
子
と
は
い
え
落
窪
の
君
を
疎
外
す
る
側

に
い
た
中
納
言
が
、
今
度
は
他
者
か
ら
笑
い
者
に
さ
れ
、
傷
つ
き
、
自
ら
に
対
し
て

爪
弾
き
を
す
る
の
で
あ
り
、
事
態
が
深
刻
化
し
て
い
る
よ
う
す
が
読
み
取
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

道
頼
は
反
省
の
な
い
継
母
を
懲
ら
し
め
る
べ
く
、
復
讐
を
企
て
よ
う
と
す
る
。
三

の
君
や
四
の
君
、
継
母
が
忍
び
清
水
詣
に
訪
れ
る
際
、
偶
然
に
も
忍
び
向
か
う
道
頼

一
行
と
時
を
同
じ
く
す
る
道
す
が
ら
、
道
頼
の
仕
掛
け
た
争
い
が
車
争
い
に
発
展
す

る
。
そ
し
て
寺
で
の
籠
り
の
場
所
争
い
、
帰
路
で
の
口
争
い
に
続
く
の
で
あ
る
。
帰

邸
し
た
継
母
か
ら
清
水
詣
で
の
顛
末
を
聞
い
た
中
納
言
は
嘆
き
、
間
接
的
に
恥
を
か

く
。
こ
の
場
面
に
も
、
中
納
言
の
「
爪
弾
き
」
と
「
老
い
」
は
描
か
れ
る
。

中
納
言
、「
我
は
老
い
癈し

ひ
て
、お
ぼ
え
も
な
く
成
り
行
く
。か
の
君
は
、た
だ
今
、

大
臣
に
な
り
ぬ
べ
き
勢
ひ
な
れ
ば
、
い
と
い
た
う
し
が
た
し
。
さ
べ
う
こ
そ
あ

ら
め
。
名
だ
た
し
く
、
わ
が
妻
子
ど
も
と
て
、
さ
る
恥
を
見
、
笑
は
れ
け
む
こ

と
よ
」
と
て
、
爪
弾
を
し
て
、
ま
た
嘆
き
た
ま
ふ
。 

（
巻
之
二
―
一
七
九
）

清
水
詣
で
の
顛
末
が
意
図
的
な
嫌
が
ら
せ
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
に
つ
け
て
も
、
怒

り
が
募
る
ば
か
り
の
継
母
は
、「
も
ま
れ
た
ま
へ
ば
」（
巻
之
二
―
一
七
九
）
と
、
自

然
と
も
み
手
を
し
て
し
ま
い
、
中
納
言
に
報
復
し
た
い
思
い
を
吐
き
出
す
。
だ
が
中

納
言
は
、「
老
い
」
に
伴
い
周
囲
か
ら
の
信
頼
も
な
く
し
て
い
く
自
分
に
対
し
、
若

く
大
臣
に
も
な
り
そ
う
な
威
勢
の
道
頼
に
仕
返
し
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
の
認
識

を
語
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
自
ら
の
不
運
と
世
間
の
評
判
を
憂
い
、
恥
を
か
き
笑
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に
這
い
上
が
っ
た
継
母
も
肘
を
つ
き
損
な
い
、大
声
で
泣
く
。継
母
は
娘
た
ち
に
よ
っ

て
静
か
に
す
る
よ
う
制
せ
ら
れ
、
も
は
や
体
裁
を
繕
う
こ
と
す
ら
困
難
な
状
況
に
立

た
さ
れ
た
あ
り
よ
う
が
窺
え
る
。

物
語
は
爪
弾
き
を
す
る
人
物
と
し
て
、供
人
た
ち
を
新
た
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、

中
納
言
家
に
仕
え
る
下
層
の
人
々
の
悲
哀
を
も
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い

か
。
継
母
一
行
が
人
々
か
ら
笑
わ
れ
れ
ば
笑
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
中
納
言
家
に
仕
え
る

人
々
も
ま
た
笑
い
の
対
象
と
な
り
、
肩
身
の
狭
さ
を
痛
感
す
る
。
供
人
た
ち
は
、
こ

の
よ
う
な
主
人
を
持
っ
た
恥
ず
か
し
さ
を
思
い
知
り
、
爪
弾
き
を
す
る
の
で
あ
る
。

衰
退
の
一
途
を
辿
る
中
納
言
家
の
数
々
の
問
題
が
、
一
家
を
支
え
る
周
縁
の
人
々
に

ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
さ
ま
が
読
み
取
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
て
、
継
母
を
む
や
み
に
信
じ
た
中
納
言
は
間
接
的
に
恥
を
か
く
こ
と
に
よ

り
、
愚
か
さ
と
弱
々
し
さ
を
露
呈
す
る
。
そ
の
波
紋
は
や
が
て
、
中
納
言
家
全
体
を

取
り
巻
く
問
題
へ
と
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
面
白
の
駒
を
迎
え
る
に
至
っ
た
時

点
で
は
ま
だ
、
中
納
言
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
世
間
体
は
保
た
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
面
白
の
駒
が
世
間
の
笑
い
者
で
あ
ろ
う
と
、
四
の
君
が
面
白
の
駒
の
よ
う
な
者

に
ま
で
見
捨
て
ら
れ
た
な
ど
と
噂
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
中
納
言
は
、
面
白
の
駒
を

婿
と
し
て
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
。
娘
の
不
幸
よ
り
も
世
間
体
の
方
を
優
先
し
て
し

ま
う
中
納
言
の
姿
に
は
、
全
て
は
前
世
の
因
縁
に
よ
る
も
の
と
す
る
当
時
の
思
考
の

あ
り
よ
う
が
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

中
納
言
の
最
初
の
「
爪
弾
き
」
は
、
継
母
の
言
葉
を
信
じ
た
上
で
の
、
身
分
の
低

い
男
と
の
密
通
と
い
う
容
認
で
き
な
い
男
女
関
係
へ
の
怒
り
の
表
明
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
物
語
の
展
開
に
伴
い
、
世
間
か
ら
笑
わ
れ
る
恥
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
自

嘲
的
な
し
ぐ
さ
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
中
納
言
家
の
内
部
崩
壊
は
、
道
頼
の
復
讐
に

よ
り
爪
弾
き
の
場
面
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
加
速
し
て
い
く
。
道
行
く
身
分

の
卑
し
い
見
物
の
庶
民
か
ら
の
視
線
が
決
定
打
と
な
り
、
屋
形
を
繋
い
で
い
た
縄
を

わ
れ
る
身
の
上
で
あ
る
こ
と
を
嘆
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
権
勢
を
誇
る
道
頼
に
対
し
、
落
ち
ぶ
れ
て
い
く
一
方
の
立
場
に
あ
る
自

己
を
客
観
視
で
き
る
中
納
言
の
冷
静
な
ま
な
ざ
し
が
読
み
取
ら
れ
る
。
こ
の
中
納
言

の
「
爪
弾
き
」
に
は
、
怒
り
を
ぶ
つ
け
る
矛
先
を
失
っ
た
悲
嘆
が
象
徴
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
中
納
言
に
用
い
ら
れ
る
「
爪
弾
き
」
は
、
共
通
し

て
「
老
い
」
の
語
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
複
数
の
人
物
に
よ
る
「
爪
弾
き
」
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
道
頼
の
容
赦

な
い
復
讐
は
続
き
、
継
母
を
は
じ
め
中
納
言
家
に
さ
ら
な
る
追
い
打
ち
を
か
け
る
。

賀
茂
祭
の
見
物
の
車
争
い
で
は
典
薬
助
が
徴
ぜ
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
継
母
一
行
の

車
が
壊
さ
れ
、
人
々
か
ら
笑
い
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
継

母
一
行
の
供
人
た
ち
に
よ
る
「
爪
弾
き
」
は
描
か
れ
る
。 

北
の
方
よ
り
は
じ
め
て
、
乗
り
た
る
人
、「
物
も
見
じ
。
帰
り
な
む
」、
牛
か
け

て
、
う
ち
は
や
し
て
、
追
ひ
惑
ひ
て
帰
れ
ば
、
い
さ
か
ひ
し
け
る
ほ
ど
に
、
一

の
車
の
と
こ
し
ば
り
を
、
ふ
つ
ふ
つ
と
切
り
て
け
れ
ば
、
大
路
な
か
に
、
は
く

と
引
き
落
と
し
つ
。
下
﨟
の
〈
物
見
む
〉
と
わ
な
な
き
騒
ぎ
笑
ふ
こ
と
限
り
な

し
。
車
の
男
ど
も
、足
を
そ
ら
に
て
、惑
ひ
倒
れ
て
、え
ふ
と
も
か
か
げ
ず
。「
出

で
た
ま
ふ
ま
じ
き
に
や
あ
り
け
む
」「
か
く
い
み
じ
き
恥
の
限
り
を
見
る
こ
と
」

と
、
爪
弾
を
し
つ
つ
惑
ふ
。
乗
り
た
る
人
の
心
地
、
た
だ
思
ひ
や
ら
む
。
皆
泣

き
に
け
り
。 

　
（
巻
之
二
―
二
〇
七
）

見
物
か
ら
引
き
上
げ
よ
う
と
し
た
継
母
一
行
だ
が
、
大
路
の
中
央
で
車
の
屋
形
を
落

と
す
と
い
う
非
常
事
態
に
見
舞
わ
れ
る
。
そ
れ
も
、
継
母
た
ち
の
乗
る
車
の
屋
形
と

車
軸
と
を
結
び
付
け
る
縄
を
切
り
離
し
て
お
い
た
、
復
讐
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
身
分

の
卑
し
い
人
た
ち
が
大
騒
ぎ
を
し
て
笑
う
よ
う
す
に
、
継
母
一
行
の
車
の
供
人
た
ち

は
爪
弾
き
を
し
、
と
ま
ど
い
迷
う
。

継
母
の
娘
を
は
じ
め
車
に
い
た
人
た
ち
は
皆
泣
き
、
落
と
さ
れ
た
車
の
屋
形
の
中
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断
た
れ
た
継
母
一
行
の
車
も
ろ
と
も
崩
壊
に
至
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

二
　『
落
窪
物
語
』
の
「
爪
弾
き
」
に
み
る
母
へ
の
抗
議

継
母
の
言
葉
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
た
中
納
言
と
は
対
照
的
に
、
実
の
母
の
発
言
に

対
し
て
も
異
議
を
唱
え
る
人
物
に
、
帯
刀
が
挙
げ
ら
れ
る
。
蔵
人
の
少
将
の
家
来
で

あ
る
帯
刀
は
、
道
頼
の
乳
兄
弟
で
あ
り
、
あ
こ
ぎ
の
結
婚
相
手
で
も
あ
っ
た
。
あ
こ

ぎ
は
三
の
君
に
仕
え
な
が
ら
も
落
窪
の
君
に
味
方
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

帯
刀
の
母
は
道
頼
の
乳
母
で
あ
り
、
道
頼
か
ら
右
大
臣
の
姫
君
と
の
縁
談
を
断
る

よ
う
依
頼
さ
れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
頼
の
将
来
に
よ
か
れ
と
思
い
、
勝

手
に
縁
談
を
推
し
進
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
場
面
に

お
い
て
、
帯
刀
の
「
爪
弾
き
」
は
描
か
れ
る
。

い
と
頼
も
し
げ
な
る
け
し
き
に
て
立
ち
た
ま
ふ
め
る
を
、
帯
刀
つ
く
づ
く
と
聞

き
て
、
爪
弾
を
は
た
は
た
と
し
て
、「
な
で
ふ
、
か
か
る
こ
と
申
し
た
ま
ふ
。

君
と
申
し
な
が
ら
も
、〈
恥
づ
か
し
げ
に
お
は
す
〉
と
は
見
た
て
ま
つ
ら
ず
や
。

た
だ
今
の
御
仲
は
、
人
放
ち
げ
に
も
あ
ら
ぬ
も
の
を
。
…
」

 

（
巻
之
二
―
一
九
一
）

乳
母
は
道
頼
に
、
か
つ
て
落
窪
の
間
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
た
落
窪
の
君
を
大
切
に

す
る
の
は
不
思
議
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
父
母
が
健
在
で
大
事
に
さ
れ
て
い
る

娘
と
結
婚
す
る
方
が
望
ま
し
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
落
窪
の
君
を
軽
ん
じ
る
よ

う
な
乳
母
の
発
言
に
、
道
頼
は
興
奮
の
あ
ま
り
顔
を
赤
く
し
な
が
ら
反
論
し
、
情
け

な
い
と
苦
言
を
呈
す
る
。
帯
刀
は
二
人
の
や
り
と
り
に
、
爪
弾
き
を
ぱ
ち
ぱ
ち
と
す

る
こ
と
で
、
母
へ
の
非
難
を
露
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。

 

帯
刀
は
爪
弾
き
を
し
た
後
、
母
の
意
見
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
。
そ
し
て
、
養

い
君
で
あ
る
道
頼
の
出
世
に
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
の
か
と
問
い
、
罪
深
く
情
け
な

い
旨
を
切
々
と
説
く
。
乳
母
と
し
て
は
、
全
て
は
道
頼
の
将
来
を
案
じ
る
が
ゆ
え
の

発
言
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
幼
い
頃
か
ら
馴
れ
親
し
む
乳
母
に
、
愛
す
る
女
君
の

存
在
を
認
め
て
も
ら
え
な
い
道
頼
の
辛
さ
は
計
り
知
れ
な
い
。
帯
刀
は
道
頼
の
心
の

傷
を
思
い
や
る
と
同
時
に
、
貶
め
ら
れ
た
落
窪
の
君
の
尊
厳
ま
で
を
も
守
ろ
う
と
す

る
か
の
よ
う
に
憤
る
。
帯
刀
の
「
爪
弾
き
」
は
道
頼
に
加
勢
し
、
目
先
の
利
益
を
重

視
し
よ
う
と
す
る
母
を
糾
弾
す
る
の
で
あ
る
。

帯
刀
は
道
頼
や
あ
こ
ぎ
を
通
し
て
、
決
し
て
温
か
な
心
を
失
う
こ
と
の
な
か
っ
た

落
窪
の
君
の
人
と
な
り
を
よ
く
聞
き
知
っ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
帯
刀

の
「
爪
弾
き
」
は
道
頼
の
内
面
を
代
弁
す
る
よ
う
に
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
し

ぐ
さ
に
端
を
発
し
た
歯
に
衣
着
せ
ぬ
発
言
は
、
道
頼
と
の
揺
る
ぎ
な
い
絆
を
よ
り
鮮

明
に
読
者
に
知
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
道
頼
と
の

厚
い
信
頼
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、忠
誠
を
貫
く
意
思
表
示
と
い
え
よ
う
。
結
果
と
し
て
、

道
頼
と
右
大
臣
の
姫
君
と
の
縁
談
は
中
止
と
な
る
。
帯
刀
の
「
爪
弾
き
」
は
、
道
頼

の
危
機
を
救
う
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
子
が
親
の
過
ち
を
指
摘
す
る
場
面
に
描
か
れ
る
「
爪
弾
き
」
に
は
、
中
納

言
家
の
継
母
腹
の
長
子
、
越
前
守
の
用
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
任
国
ば
か
り
に
い
た
越

前
守
は
、
継
子
い
じ
め
の
実
態
を
知
ら
ず
に
い
た
。
当
時
の
三
郎
君
は
、
継
母
が
落

窪
の
君
に
今
ま
で
い
か
に
過
酷
な
い
じ
め
を
し
て
き
た
か
、
越
前
守
に
語
る
の
で
あ

る
。「

い
か
ば
か
り
か
、
う
た
て
あ
り
し
こ
と
」
と
て
、
か
た
は
し
よ
り
つ
ぶ
つ
ぶ

と
語
り
て
、「
い
か
に
あ
こ
ぎ
な
ど
言
ひ
つ
ら
む
。
見
え
た
て
ま
つ
ら
む
に
つ

け
て
こ
そ
、
恥
づ
か
し
け
れ
」
と
言
へ
ば
、
越
前
守
、
爪
弾
を
し
て
、「
あ
な

い
み
じ
。
お
の
れ
は
国
に
の
み
侍
り
て
知
ら
ざ
り
け
り
。
あ
さ
ま
し
き
わ
ざ
を

こ
そ
は
し
た
ま
ひ
け
れ
。
こ
の
衛
門
督
は
、
思
ひ
置
き
た
ま
ひ
て
、
か
く
恥
を

見
す
る
や
う
に
は
し
た
ま
ふ
な
り
け
り
。
我
ら
を
い
か
に
見
た
ま
ふ
ら
む
。
す
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べ
て
交
じ
ら
ひ
も
せ
ず
や
あ
ら
ま
し
」
と
恥
ぢ
惑
へ
ば
、 （
巻
之
三
―
二
三
六
）

三
郎
君
は
幼
い
頃
、
継
母
に
虐
げ
ら
れ
る
落
窪
の
君
の
こ
と
を
気
の
毒
に
思
い
、
落

窪
の
君
を
助
け
よ
う
と
す
る
あ
こ
ぎ
の
依
頼
を
快
く
引
き
受
け
て
い
た
。
継
母
の

数
々
の
仕
打
ち
を
間
近
で
見
て
き
た
三
郎
君
は
、
い
わ
ば
い
じ
め
の
生
き
証
人
で
あ

る
。
弟
の
三
郎
君
か
ら
そ
れ
を
聞
か
さ
れ
た
越
前
守
は
、
衛
門
督
（
道
頼
）
と
い
う

権
力
者
の
恨
み
を
買
っ
て
も
仕
方
な
い
母
の
ふ
る
ま
い
へ
の
嫌
悪
を
露
わ
に
し
、
爪

弾
き
を
す
る
。

継
母
は
、
こ
う
し
て
身
内
か
ら
も
爪
弾
き
を
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
三
郎
君

の
話
を
通
し
て
母
へ
の
い
ら
だ
ち
を
募
ら
せ
る
越
前
守
は
、
か
つ
て
中
納
言
が
継
母

の
言
葉
に
落
窪
の
君
へ
の
違
和
感
を
募
ら
せ
て
い
た
こ
と
と
類
似
す
る
。
ま
た
、
乳

母
と
道
頼
の
言
葉
に
、
乳
母
で
あ
る
母
へ
の
い
ら
だ
ち
を
覚
え
た
帯
刀
の
あ
り
よ
う

と
も
似
通
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
爪
弾
き
」
は
他
者
に
見
せ
る
行
為
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
物
語
は
、
権
力
者
に
擦
り
寄
ろ
う
と
す
る
人
物
を
描
き
出
す
の
で
あ

る
。
ま
た
、
越
前
守
に
は
「
爪
弾
き
」
の
用
例
が
も
う
一
例
見
ら
れ
る
。

北
の
方
、
こ
の
家
は
い
と
惜
し
か
り
つ
る
に
、
い
と
う
れ
し
く
の
た
ま
へ
ど
、

な
ほ
〈
我
は
と
、
領
じ
か
へ
ら
る
る
と
見
る
〉
と
思
ふ
に
、
い
と
ね
た
け
れ
ば
、

「
落
窪
の
君
の
か
く
し
た
ま
ふ
か
。
い
で
あ
な
う
れ
し
の
こ
と
や
」
と
言
ふ
に
、

越
前
守
、た
だ
腹
立
ち
に
腹
立
ち
て
、爪
弾
を
し
て
、「
現
心
に
は
お
は
せ
ぬ
か
。

さ
き
ざ
き
い
と
ほ
し
く
恥
づ
か
し
き
こ
と
の
あ
り
け
る
に
、
面
痛
き
心
地
す
。

人
の
言
ふ
べ
き
こ
と
か
。
ま
ろ
ら
を〈
い
た
づ
ら
に
な
し
た
ま
は
む
〉と
や
。〈
も

の
し
〉
と
思
し
け
る
ほ
ど
は
、
い
か
ば
か
り
の
恥
を
か
見
、
懲
ぜ
ら
れ
た
ま
ひ

し
。
ひ
き
か
へ
て
、
か
く
ね
ん
ご
ろ
に
顧
み
た
ま
ふ
御
徳
を
だ
に
、
か
つ
見
で
、

か
く
の
た
ま
ふ
。 

（
巻
之
四
―
二
九
三
）

落
窪
の
君
か
ら
あ
り
余
る
ほ
ど
の
温
情
を
受
け
て
も
な
お
、
懲
り
る
こ
と
な
く
皮
肉

を
言
う
継
母
に
、
越
前
守
は
ひ
ど
く
立
腹
し
、
爪
弾
き
を
す
る
。
こ
の
場
面
で
の
越

前
守
の
「
爪
弾
き
」
は
、
継
母
と
直
接
話
し
を
す
る
中
で
生
じ
た
感
情
の
発
露
と
し

て
の
し
ぐ
さ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
改
心
の
見
ら
れ
な
い
継
母
の
強
情
な
さ
ま
に
、

実
の
子
か
ら
も
困
っ
た
も
の
と
扱
わ
れ
、
孤
立
し
て
い
く
姿
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。

権
力
者
に
身
を
寄
せ
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
越
前
守
は
、
継
母
の
一
貫
し
た
怒
り
の

態
度
に
、
い
ら
だ
ち
を
隠
せ
な
い
。
権
力
者
に
ど
の
よ
う
に
擦
り
寄
る
か
、
擦
り
寄

ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
中
納
言
家
の
今
後
を
左
右
す
る
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。

「
た
だ
腹
立
ち
に
腹
立
ち
て
」
と
の
記
述
か
ら
は
、
身
内
で
あ
る
が
ゆ
え
に
余
計
に

腹
を
立
て
る
越
前
守
の
よ
う
す
が
窺
え
る
。
自
分
自
身
に
も
被
害
が
及
ぶ
問
題
で
あ

り
、
継
母
の
現
状
を
過
敏
に
受
け
止
め
る
越
前
守
の
姿
勢
が
読
み
取
ら
れ
よ
う
。

権
力
者
に
追
従
す
る
子
ど
も
た
ち
に
対
し
、
継
母
の
貫
き
方
は
継
母
な
ら
で
は
の

感
情
で
一
貫
し
て
い
る
。
権
力
な
ど
関
係
な
い
と
す
る
感
情
的
な
継
母
は
、
決
し
て

ぶ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
外
側
の
男
た
ち
の
論
理
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
継
母
の

存
在
こ
そ
、
重
要
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
「
爪
弾
き
」
は
、
全
て
男
性
に
用
い

ら
れ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
継
母
が
落
窪
の
君
を
排
除
し
よ
う
と
も
く
ろ
み
、
中

納
言
に
嘘
を
吹
き
込
む
こ
と
か
ら
始
発
す
る
「
爪
弾
き
」
は
、
つ
い
に
継
母
の
も
と

に
帰
結
す
る
こ
と
と
な
る
。
物
語
は
、
最
後
に
「
爪
弾
き
」
の
対
象
と
な
る
人
物
が

継
母
と
な
る
よ
う
、
意
図
的
に
配
置
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
落
窪
の
君
を
陥
れ
よ
う
と
し
た
継
母
が
、
つ
い
に
は
実
の
子
ど
も
た

ち
か
ら
も
い
ら
だ
た
れ
、疎
ま
れ
て
い
く
あ
り
よ
う
が
描
か
れ
る
。『
落
窪
物
語
』
は
、

選
び
抜
か
れ
た
場
面
に
用
い
ら
れ
る
「
爪
弾
き
」
を
通
し
て
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な

い
家
族
、
夫
婦
の
関
係
を
照
ら
し
出
そ
う
と
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
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三
　『
う
つ
ほ
物
語
』
に
み
る
「
笑
い
」
と
「
爪
弾
き
」

次
に
、
同
時
代
の
作
品
で
あ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
総
数
で
五
例
見
ら
れ
る
「
爪

弾
き
」
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。「
爪
弾
き
」
が
用
い
ら
れ
る
人
物
の
内
わ
け
は
、
徳

町
、
三
春
高
基
、
藤
原
季
英
、
源
正
頼
、
民
部
卿
（
実
正
）
に
一
例
ず
つ
と
な
る
。

中
で
も
、
三
奇
人
の
一
人
で
あ
る
三
春
高
基
と
、
妻
の
徳
町
が
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
に
用

い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
興
味
深
い
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
描
か
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

三
春
高
基
の
吝
嗇
を
意
識
し
た
過
剰
な
生
活
ぶ
り
は
人
々
か
ら
陰
口
を
言
わ
れ
、

笑
い
の
対
象
と
さ
れ
る
始
末
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
高
基
は
世
間
の
悪
評
を
気
に
も
留

め
な
い
。
政
務
の
面
で
は
非
常
に
優
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
大
臣
に
ま
で
昇
進
し
、
裕

福
な
商
い
女
の
徳
町
を
妻
に
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

高
基
は
、
粗
末
な
車
や
装
束
で
出
歩
き
、
小
さ
な
女
の
童
ば
か
り
を
使
っ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
夫
に
対
し
、
常
識
の
あ
る
徳
町
は
、
新
た
に
使
用
人
を
雇
う
よ
う
進
言

す
る
。
そ
の
提
案
を
受
け
入
れ
雇
っ
て
み
た
も
の
の
、
使
用
人
か
ら
昼
食
に
お
か
ず

が
な
か
っ
た
と
の
不
満
を
告
げ
ら
れ
る
。
す
る
と
高
基
は
、出
費
が
か
さ
み
、か
え
っ

て
大
き
な
損
を
し
て
し
ま
っ
た
と
憂
い
、
放
心
す
る
の
で
あ
る
。
夫
の
愚
か
さ
に
呆

れ
た
徳
町
は
、
哀
れ
み
と
と
も
に
非
難
の
思
い
を
込
め
、
笑
い
な
が
ら
爪
弾
き
を
す

る
。「

く
ち
を
し
う
、物
の
費
え
あ
る
こ
と
を
数
ふ
れ
ば
、多
く
の
損
な
り
。
悔
し
く
、

人
の
言
を
聞
き
て
、わ
が
世
に
知
ら
ぬ
言
を
聞
く
こ
と
」
と
の
た
ま
ふ
。
徳
町
、

い
と
ほ
し
き
こ
と
限
り
な
し
。
お
と
ど
、「
男
ど
も
、酒
買
ひ
て
、肴
請
ふ
ぞ
や
。

か
け
て
聞
け
ば
、
心
地
こ
そ
惑
へ
」。
市
女
、
う
ち
笑
ひ
て
、
爪
弾
き
を
し
て

聞
こ
ゆ
。 

（
藤
原
の
君
―
八
七
）

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
女
性
に
用
い
ら
れ
る
唯
一
の
用
例
で
あ
る
と
同
時
に
、

最
初
に
登
場
す
る「
爪
弾
き
」で
あ
る
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、「
爪
弾
き
」が「
笑

い
」
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。

徳
町
は
商
人
で
、
は
る
か
に
下
層
な
人
物
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
富
裕
で
、

自
分
の
実
力
に
自
信
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
の
「
笑
い
」
は
、
冷
や
や
か
な

皮
肉
を
込
め
た
軽
蔑
の
表
情
と
も
い
え
る
、
憤
り
や
嘲
り
と
い
っ
た
感
情
を
抑
制
す

べ
く
辛
う
じ
て
作
り
出
さ
れ
た
型
と
し
て
の
「
笑
い
」
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
言
語
化
す
る
こ
と
を
放
棄
し
な
が
ら
も
完
全
に
は
抑
制
で
き
ず
に
燻
る
内

面
の
い
ら
だ
ち
が
、「
笑
い
」
の
直
後
に
描
か
れ
る
「
爪
弾
き
」
に
表
出
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。「
笑
い
」
と
化
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
忍
耐
の
限
度
を
越
え
た

夫
へ
の
い
ら
だ
ち
を
静
め
る
べ
く
「
爪
弾
き
」
は
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
高
基
が
身

内
で
あ
る
か
ら
こ
そ
の
い
ら
だ
ち
と
い
え
よ
う
。

人
々
の
「
笑
い
」
の
対
象
で
あ
る
高
基
は
、
妻
と
な
っ
た
徳
町
の
現
実
的
な
提
案

も
排
除
す
る
こ
と
で
愛
想
を
尽
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
笑
わ
れ
る
存
在
と
な

る
の
で
あ
る
。
過
剰
な
吝
嗇
の
道
を
究
め
る
高
基
は
、
か
く
し
て
源
正
頼
の
娘
の
あ

て
宮
と
の
結
婚
を
望
む
人
物
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
。

あ
て
宮
を
望
む
場
面
に
、
高
基
の
「
爪
弾
き
」
は
描
か
れ
る
。

あ
て
宮
は
、
た
だ
今
、
春
宮
に
、
切
に
聞
こ
え
給
ふ
を
、「
い
か
が
は
せ
ま
し
」

と
な
む
思
ほ
し
わ
づ
ら
ふ
』と
ぞ
の
た
ま
は
せ
し
」。
お
と
ど
、爪
弾
き
を
し
て
、

「
幸
ひ
な
き
君
に
も
い
ま
す
が
な
る
か
な
。
そ
の
坊
の
君
は
、
い
か
に
い
ま
す

な
る
君
ぞ
。
…
」 

（
祭
の
使
―
二
二
四
）

高
基
は
、
あ
て
宮
付
き
の
女
房
で
あ
る
宮
内
の
君
を
招
き
、
あ
て
宮
を
望
み
、
そ
こ

で
初
め
て
東
宮
が
あ
て
宮
に
求
婚
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
そ
し
て
爪
弾
き
を
し
た

後
で
、
東
宮
の
悪
口
を
言
う
の
で
あ
る
。
あ
て
宮
へ
の
思
い
か
ら
東
宮
に
競
争
心
を

抱
き
、
不
快
感
を
露
わ
に
す
る
そ
の
言
動
は
、
自
己
中
心
的
な
あ
り
よ
う
を
際
立
た

せ
る
。
身
分
の
低
い
妻
に
笑
わ
れ
、
爪
弾
き
さ
れ
た
高
基
が
分
不
相
応
に
も
、
あ
て
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宮
を
所
望
す
る
こ
と
の
滑
稽
さ
が
読
み
取
ら
れ
よ
う ）

9
（

。

こ
の
よ
う
に
あ
て
宮
に
関
連
し
た
「
爪
弾
き
」
は
、
こ
の
他
に
源
正
頼
と
民
部
卿

（
実
正
）の
用
例
に
見
ら
れ
る
。
二
例
と
も
、東
宮
の
寵
愛
を
一
身
に
受
け
る
藤
壺
（
あ

て
宮
）
に
嫉
妬
す
る
が
ゆ
え
の
東
宮
の
妃
の
発
言
を
、
身
内
の
男
性
が
苦
々
し
く
思

う
し
ぐ
さ
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る ）
10
（

。

次
に
、
徳
町
と
同
様
に
、
不
条
理
な
現
実
に
鬱
憤
を
募
ら
せ
る
「
爪
弾
き
」
を
考

察
し
て
い
き
た
い
。
藤
原
季
英
は
実
力
が
あ
り
な
が
ら
も
後
見
が
な
い
為
に
、
不
遇

な
日
々
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
時
、
季
英
は
学
者
た
ち
の
詩
作
に
加
わ
る

べ
く
、
破
れ
た
衣
に
冠
、
後
ろ
の
方
が
擦
り
き
れ
た
草
履
と
い
う
ひ
ど
い
身
な
り
の

ま
ま
、
皆
の
列
に
入
り
込
む
。
末
の
者
に
ま
で
大
笑
い
さ
れ
な
が
ら
も
、
忠
遠
の
諫

め
に
救
わ
れ
、
詩
作
に
臨
む
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
季
英
の
詩
は
読
ま
れ
ず
仕

舞
い
に
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
自
分
の
詩
を
声
を
振
り
立
て
読
誦
し
て
い
る
と
、
美

し
く
よ
く
通
る
声
が
正
頼
の
耳
に
留
ま
る
。
そ
し
て
つ
い
に
苦
学
が
報
わ
れ
、
見
出

だ
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

博
士
た
ち
は
、
高
い
能
力
を
備
え
な
が
ら
も
後
見
の
な
い
季
英
を
長
き
に
わ
た
り

意
図
的
に
蔑
ろ
に
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
正
頼
か
ら
季
英
を
登
用
し
な
か
っ
た
理

由
を
問
わ
れ
る
と
、
博
士
た
ち
は
季
英
の
実
力
は
認
め
て
い
た
と
し
た
上
で
、
性
格

に
要
因
が
あ
っ
た
と
す
る
趣
旨
の
偽
り
の
返
答
を
す
る
。
適
当
な
理
由
を
連
ね
る
博

士
た
ち
に
、
季
英
は
悔
し
さ
や
怒
り
を
込
め
、
爪
弾
き
を
す
る
の
で
あ
る
。

「
季
英
、
ま
こ
と
に
悟
り
侍
る
者
な
り
。
さ
れ
ど
、
し
が
魂
定
ま
ら
ず
し
て
、

朝
廷
に
仕
う
ま
つ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
こ
れ
ま
か
り
出
で
た
ら
ば
、
公
私
妨
げ

と
あ
る
べ
き
に
よ
り
て
、
え
せ
ず
侍
る
な
り
」
と
申
す
。
季
英
、
爪
を
弾
き
、

天
を
仰
ぎ
て
候
ふ
。 

（
祭
の
使
―
二
三
二
）

不
条
理
な
現
実
に
耐
え
抜
い
た
月
日
が
、季
英
の
渾
身
の
思
い
と
と
も
に
「
爪
弾
き
」

と
な
っ
て
表
出
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
季
英
の
言
い
尽
く
せ
ぬ
思

い
を
汲
ん
だ
忠
遠
が
、
正
頼
に
勧
学
院
の
内
部
の
腐
敗
（
任
官
登
用
の
実
態
）
を
進

言
す
る
の
で
あ
る
。

季
英
の
努
力
が
報
わ
れ
る
ま
で
に
は
長
い
時
間
を
要
し
た
。
権
力
の
中
枢
に
い
る

人
物
は
、
季
英
の
学
才
を
知
り
な
が
ら
も
笑
う
こ
と
で
疎
外
し
、
保
身
に
回
る
。
そ

れ
は
、
真
に
優
秀
な
人
物
の
登
用
に
よ
っ
て
今
あ
る
秩
序
を
解
体
さ
れ
ま
い
と
身
構

え
る
が
ゆ
え
の
行
為
で
あ
っ
た
。
周
囲
の
攻
撃
的
な
「
笑
い
」
や
偽
り
の
言
葉
に
屈

す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
季
英
は
、
反
論
す
る
代
わ
り
に
爪
弾
き
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
辛
う
じ
て
耐
え
忍
ん
だ
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

周
囲
に
迎
合
す
る
こ
と
の
な
い
季
英
は
、
不
遇
の
日
々
を
貫
く
辛
抱
強
さ
に
特
徴

づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
辛
抱
強
い
季
英
が
敢
え
て
し
た
「
爪
弾
き
」は
、声
を
振
り
立
て
、

自
作
の
詩
を
読
誦
し
抜
く
姿
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。そ
こ
に
は
、

己
の
閉
じ
た
世
界
を
、
話
し
言
葉
以
外
の
手
段
を
用
い
て
発
信
し
て
い
く
あ
り
よ
う

が
窺
え
る
の
だ
。
不
遇
の
中
に
描
か
れ
る
季
英
の
「
爪
弾
き
」
に
は
、
社
会
の
中
で

陽
の
目
を
見
な
い
人
物
の
あ
り
よ
う
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
社
会
の
矛
盾
に
押
し
潰

さ
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
頭
を
挙
げ
て
い
く
姿
勢
が
く
っ
き
り
と
刻
印
さ
れ
て
い

る
の
だ
と
い
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
爪
弾
き
」
は
、
身
分
が
低
い
人
や
奇
人

変
人
、
風
変
わ
り
な
学
者
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
共
通
し

て
社
会
に
認
め
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
な
が
ら
も
認
め
ら
れ
な
い
思
い
を
抱
え
た
、

個
性
的
な
人
物
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
極
端
な
存
在
を
笑
い
な
が
ら
共

感
を
こ
め
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
え
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
か
ら
政
治
の

あ
り
方
を
正
そ
う
と
す
る
そ
の
憤
懣
を
描
き
出
す
。
そ
し
て
、
不
遇
に
対
す
る
「
爪

弾
き
」
は
、
あ
て
宮
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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宮
を
所
望
す
る
こ
と
の
滑
稽
さ
が
読
み
取
ら
れ
よ
う ）

9
（

。

こ
の
よ
う
に
あ
て
宮
に
関
連
し
た
「
爪
弾
き
」
は
、
こ
の
他
に
源
正
頼
と
民
部
卿

（
実
正
）の
用
例
に
見
ら
れ
る
。
二
例
と
も
、東
宮
の
寵
愛
を
一
身
に
受
け
る
藤
壺
（
あ

て
宮
）
に
嫉
妬
す
る
が
ゆ
え
の
東
宮
の
妃
の
発
言
を
、
身
内
の
男
性
が
苦
々
し
く
思

う
し
ぐ
さ
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る ）
10
（

。

次
に
、
徳
町
と
同
様
に
、
不
条
理
な
現
実
に
鬱
憤
を
募
ら
せ
る
「
爪
弾
き
」
を
考

察
し
て
い
き
た
い
。
藤
原
季
英
は
実
力
が
あ
り
な
が
ら
も
後
見
が
な
い
為
に
、
不
遇

な
日
々
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
時
、
季
英
は
学
者
た
ち
の
詩
作
に
加
わ
る

べ
く
、
破
れ
た
衣
に
冠
、
後
ろ
の
方
が
擦
り
き
れ
た
草
履
と
い
う
ひ
ど
い
身
な
り
の

ま
ま
、
皆
の
列
に
入
り
込
む
。
末
の
者
に
ま
で
大
笑
い
さ
れ
な
が
ら
も
、
忠
遠
の
諫

め
に
救
わ
れ
、
詩
作
に
臨
む
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
季
英
の
詩
は
読
ま
れ
ず
仕

舞
い
に
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
自
分
の
詩
を
声
を
振
り
立
て
読
誦
し
て
い
る
と
、
美

し
く
よ
く
通
る
声
が
正
頼
の
耳
に
留
ま
る
。
そ
し
て
つ
い
に
苦
学
が
報
わ
れ
、
見
出

だ
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

博
士
た
ち
は
、
高
い
能
力
を
備
え
な
が
ら
も
後
見
の
な
い
季
英
を
長
き
に
わ
た
り

意
図
的
に
蔑
ろ
に
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
正
頼
か
ら
季
英
を
登
用
し
な
か
っ
た
理

由
を
問
わ
れ
る
と
、
博
士
た
ち
は
季
英
の
実
力
は
認
め
て
い
た
と
し
た
上
で
、
性
格

に
要
因
が
あ
っ
た
と
す
る
趣
旨
の
偽
り
の
返
答
を
す
る
。
適
当
な
理
由
を
連
ね
る
博

士
た
ち
に
、
季
英
は
悔
し
さ
や
怒
り
を
込
め
、
爪
弾
き
を
す
る
の
で
あ
る
。

「
季
英
、
ま
こ
と
に
悟
り
侍
る
者
な
り
。
さ
れ
ど
、
し
が
魂
定
ま
ら
ず
し
て
、

朝
廷
に
仕
う
ま
つ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
こ
れ
ま
か
り
出
で
た
ら
ば
、
公
私
妨
げ

と
あ
る
べ
き
に
よ
り
て
、
え
せ
ず
侍
る
な
り
」
と
申
す
。
季
英
、
爪
を
弾
き
、

天
を
仰
ぎ
て
候
ふ
。 

（
祭
の
使
―
二
三
二
）

不
条
理
な
現
実
に
耐
え
抜
い
た
月
日
が
、季
英
の
渾
身
の
思
い
と
と
も
に
「
爪
弾
き
」

と
な
っ
て
表
出
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
季
英
の
言
い
尽
く
せ
ぬ
思

い
を
汲
ん
だ
忠
遠
が
、
正
頼
に
勧
学
院
の
内
部
の
腐
敗
（
任
官
登
用
の
実
態
）
を
進

言
す
る
の
で
あ
る
。

季
英
の
努
力
が
報
わ
れ
る
ま
で
に
は
長
い
時
間
を
要
し
た
。
権
力
の
中
枢
に
い
る

人
物
は
、
季
英
の
学
才
を
知
り
な
が
ら
も
笑
う
こ
と
で
疎
外
し
、
保
身
に
回
る
。
そ

れ
は
、
真
に
優
秀
な
人
物
の
登
用
に
よ
っ
て
今
あ
る
秩
序
を
解
体
さ
れ
ま
い
と
身
構

え
る
が
ゆ
え
の
行
為
で
あ
っ
た
。
周
囲
の
攻
撃
的
な
「
笑
い
」
や
偽
り
の
言
葉
に
屈

す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
季
英
は
、
反
論
す
る
代
わ
り
に
爪
弾
き
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
辛
う
じ
て
耐
え
忍
ん
だ
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

周
囲
に
迎
合
す
る
こ
と
の
な
い
季
英
は
、
不
遇
の
日
々
を
貫
く
辛
抱
強
さ
に
特
徴

づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
辛
抱
強
い
季
英
が
敢
え
て
し
た
「
爪
弾
き
」は
、声
を
振
り
立
て
、

自
作
の
詩
を
読
誦
し
抜
く
姿
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。そ
こ
に
は
、

己
の
閉
じ
た
世
界
を
、
話
し
言
葉
以
外
の
手
段
を
用
い
て
発
信
し
て
い
く
あ
り
よ
う

が
窺
え
る
の
だ
。
不
遇
の
中
に
描
か
れ
る
季
英
の
「
爪
弾
き
」
に
は
、
社
会
の
中
で

陽
の
目
を
見
な
い
人
物
の
あ
り
よ
う
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
社
会
の
矛
盾
に
押
し
潰

さ
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
頭
を
挙
げ
て
い
く
姿
勢
が
く
っ
き
り
と
刻
印
さ
れ
て
い

る
の
だ
と
い
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
爪
弾
き
」
は
、
身
分
が
低
い
人
や
奇
人

変
人
、
風
変
わ
り
な
学
者
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
共
通
し

て
社
会
に
認
め
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
な
が
ら
も
認
め
ら
れ
な
い
思
い
を
抱
え
た
、

個
性
的
な
人
物
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
極
端
な
存
在
を
笑
い
な
が
ら
共

感
を
こ
め
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
え
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
か
ら
政
治
の

あ
り
方
を
正
そ
う
と
す
る
そ
の
憤
懣
を
描
き
出
す
。
そ
し
て
、
不
遇
に
対
す
る
「
爪

弾
き
」
は
、
あ
て
宮
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

（21）

平安前期物語の「爪弾き」―『落窪物語』を中心に―

四
　  『
源
氏
物
語
』
に
み
る
「
爪
弾
き
」

『
源
氏
物
語
』
に
総
数
で
四
例
見
ら
れ
る
「
爪
弾
き
」
は
、『
落
窪
物
語
』
と
同
様

に
全
て
男
性
に
描
か
れ
る
。
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
の
う
ち
、「
笑
い
」
の
後

に
描
か
れ
る
一
例
を
除
く
全
て
が
、
思
い
が
け
な
い
事
態
に
腹
立
た
し
さ
を
募
ら
せ

る
男
性
の
し
ぐ
さ
に
用
い
ら
れ
る
点
で
共
通
し
て
い
る ）
11
（

。
中
で
も
、
三
例
の
う
ち

の
二
例
が
光
源
氏
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
興
味
深
い
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
に

見
ら
れ
る
、
女
性
の
行
動
に
腹
を
立
て
る
男
性
の
「
爪
弾
き
」
を
、
具
体
例
を
挙
げ

な
が
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

空
蟬
と
の
逢
瀬
を
忘
れ
ら
れ
な
い
光
源
氏
は
、
空
蟬
の
弟
で
あ
る
小
君
を
介
し
、

再
び
空
蟬
の
も
と
へ
と
忍
び
入
る
。
だ
が
、
人
の
け
は
い
に
気
付
い
た
空
蟬
は
単
衣

だ
け
を
身
に
纏
い
、
す
べ
る
よ
う
に
そ
の
場
を
逃
れ
出
る
。
結
局
、
光
源
氏
は
心
な

ら
ず
も
そ
の
場
に
寝
て
い
た
軒
端
荻
と
一
夜
を
と
も
に
す
る
。
そ
し
て
翌
朝
、
空
蟬

が
残
し
て
い
っ
た
薄
衣
を
手
に
取
り
、
部
屋
を
出
る
の
で
あ
る
。

小
君
、
御
車
の
し
り
に
て
、
二
条
院
に
お
は
し
ま
し
ぬ
。
あ
り
さ
ま
の
た
ま
ひ

て
、「
幼
か
り
け
り
」
と
あ
は
め
た
ま
ひ
て
、
か
の
人
の
心
を
爪
は
じ
き
を
し

つ
つ
恨
み
た
ま
ふ
。 

　
（
空
蟬
一
―
一
二
八
）

二
条
院
に
到
着
し
た
光
源
氏
は
、
小
君
の
計
画
が
幼
稚
で
あ
っ
た
こ
と
を
責
め
、
素

早
く
逃
れ
出
た
空
蟬
の
心
を
恨
み
、
爪
弾
き
す
る
。
空
蟬
の
つ
れ
な
い
行
動
に
よ
る

想
定
外
の
事
態
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
君
に
苦
言
を
呈
し
責
任
転
嫁
し
て

い
く
、
大
人
げ
な
い
光
源
氏
の
よ
う
す
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

光
源
氏
の
「
爪
弾
き
」
に
は
、
自
分
を
拒
む
女
性
の
心
強
さ
が
引
き
起
こ
し
た
、

思
い
も
寄
ら
ぬ
結
果
を
受
け
止
め
き
れ
な
い
内
面
の
い
ら
だ
ち
が
表
出
さ
れ
て
い
る

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
空
蟬
の
存

在
と
引
き
換
え
に
、
彼
女
の
残
し
た
衣
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る ）
12
（

。

ま
た
、
も
う
一
例
見
ら
れ
る
光
源
氏
の
「
爪
弾
き
」
は
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密

通
を
知
る
と
い
う
、
物
語
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
場
面
に
描
か
れ
る
。

〈
女
御
、
更
衣
と
い
へ
ど
、
と
あ
る
筋
か
か
る
方
に
つ
け
て
か
た
ほ
な
る
人
も

あ
り
、
心
ば
せ
か
な
ら
ず
重
か
ら
ぬ
う
ち
ま
じ
り
て
、
思
は
ず
な
る
こ
と
も
あ

れ
ど
、
お
ぼ
ろ
け
の
定
か
な
る
過
ち
見
え
ぬ
ほ
ど
は
、
さ
て
も
ま
じ
ら
ふ
や
う

も
あ
ら
む
に
、
ふ
と
し
も
あ
ら
は
な
ら
ぬ
紛
れ
あ
り
ぬ
べ
し
、
か
く
ば
か
り
ま

た
な
き
さ
ま
に
も
て
な
し
き
こ
え
て
、
内
々
の
心
ざ
し
引
く
方
よ
り
も
、
い
つ

く
し
く
か
た
じ
け
な
き
も
の
に
思
ひ
は
ぐ
く
ま
む
人
を
お
き
て
、
か
か
る
こ
と

は
さ
ら
に
た
ぐ
ひ
あ
ら
じ
、〉
と
爪
は
じ
き
せ
ら
れ
た
ま
ふ
。

 

（
若
菜
下
四
―
二
五
四
）

柏
木
が
女
三
の
宮
に
送
っ
た
手
紙
を
発
見
し
た
光
源
氏
は
、
密
通
の
事
実
を
知
る ）
13
（

。

そ
し
て
、
人
目
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
何
度
も
手
紙
を
読
み
返
し
て
は
、
女
三
の
宮

に
寄
せ
る
柏
木
の
思
い
に
心
打
た
れ
な
が
ら
も
、
思
案
に
暮
れ
る
の
で
あ
る
。
柏
木

ほ
ど
の
人
物
が
思
慮
に
欠
け
た
、
あ
か
ら
さ
ま
な
手
紙
を
記
し
た
こ
と
を
蔑
む
と
同

時
に
、
光
源
氏
は
密
通
の
結
果
の
女
三
の
宮
の
懐
妊
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
一
人
や
り
場
の
な
い
思
い
に
駆
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〈　

〉
内
に
あ
る
よ
う
に
、
光
源
氏
の
極
め
て
長
い
心
内
語
が
記
述
さ
れ
た
直
後

に
、「
爪
弾
き
」
が
描
か
れ
て
い
る
点
も
示
唆
的
で
あ
る
。
光
源
氏
が
思
い
を
巡
ら
せ

た
後
の
し
ぐ
さ
で
あ
る
「
爪
弾
き
」
に
は
、
柏
木
と
女
三
の
宮
に
対
す
る
心
外
な
思

い
と
い
ら
だ
ち
が
巣
く
っ
て
い
る
。
濁
流
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
る
感
情
の
荒
波
に
、

じ
っ
と
耐
え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
光
源
氏
の
鬱
屈
と
し
た
思
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

だ
が
一
方
で
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
許
さ
れ
な
い
関
係
は
、
か
つ
て
の
自
分
を
彷

彿
と
さ
せ
る
因
果
応
報
と
も
い
え
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
藤
壺
と
の
密
通
の
末
に
、
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子
ま
で
な
し
た
罪
を
抱
え
な
が
ら
生
き
て
き
た
光
源
氏
は
、
二
人
の
密
通
の
証
拠
を

突
き
付
け
ら
れ
、
改
め
て
自
分
の
罪
深
さ
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
、
た
じ
ろ
ぐ
し
か
な
い
。

「
爪
弾
き
」
と
い
う
し
ぐ
さ
は
、
平
静
を
装
う
光
源
氏
に
と
っ
て
、
言
葉
に
な
ら
な

い
思
い
の
表
明
で
あ
り
自
ら
に
立
ち
戻
る
思
い
の
確
認
で
あ
っ
た
。
物
語
は
光
源
氏

の
長
い
心
内
語
を
締
め
く
く
る
べ
く
、
あ
え
て
「
爪
弾
き
」
を
描
き
出
す
。
そ
れ
は

同
時
に
、
黙
っ
て
い
る
こ
と
が
も
た
ら
し
た
険
し
い
人
生
の
始
ま
り
を
告
げ
る
も
の

と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
側
で
は
必
ず
、
爪
弾
き
を
す
る
人
物
を
見
て
い
る
人
が

描
か
れ
て
い
た
。
他
に
及
ぼ
す
効
果
が
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
源

氏
物
語
』
の
こ
の
場
面
で
は
誰
も
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
、
爪
弾
き
を
せ
ざ
る
を
得

な
い
光
源
氏
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
る
。
光
源
氏
は
柏
木
を
非
難
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
悔
し
い
思
い
が
「
爪
弾
き
」
と
い
う
し
ぐ
さ
と
な
っ
て
表
れ
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
傷
つ
け
ら
れ
た
体
面
を
一
人
で
受
け
止
め
る
光
源
氏
の

孤
独
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
光
源
氏
の
「
爪
弾
き
」
は 

想
定
外
の
出
来
事
に
際
し
登
場
し
、
密

通
と
関
わ
る
よ
う
に
描
か
れ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
分
の
も
と
か
ら
逃

れ
出
た
空
蟬
は
、
彼
女
の
残
し
た
衣
と
と
も
に
芯
の
強
い
女
性
と
し
て
光
源
氏
の
脳

裏
に
刻
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
の
事
実
は
、
光
源
氏
の
生
涯

に
陰
を
落
と
し
続
け
る
の
で
あ
る
。「
爪
弾
き
」
に
よ
っ
て
鬱
憤
が
晴
れ
る
ど
こ
ろ

か
、
む
し
ろ
そ
の
し
ぐ
さ
を
境
に
自
虐
的
な
鬱
屈
に
捉
え
続
け
ら
れ
て
い
く
光
源
氏

の
姿
が
読
み
取
ら
れ
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
男
性
に
描
か
れ
る
も
う
一
例
の
「
爪
弾
き
」
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
鬚

黒
は
玉
鬘
の
も
と
を
訪
れ
る
べ
く
用
意
を
調
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
鬚
黒
の
北
の

方
に
よ
っ
て
突
然
、
鬚
黒
は
火
取
の
灰
を
浴
び
せ
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
北
の
方

は
、
も
の
の
け
の
為
に
病
み
や
つ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
そ
の
常
軌

を
逸
し
た
行
動
に
鬚
黒
は
気
味
の
悪
さ
を
募
ら
せ
、
爪
弾
き
を
す
る
。

心
違
ひ
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
な
ほ
め
づ
ら
し
う
見
知
ら
ぬ
人
の
御
あ
り
さ
ま
な

り
や
と
爪
は
じ
き
せ
ら
れ
、
疎
ま
し
う
な
り
て
、
あ
は
れ
と
思
ひ
つ
る
心
も
残

ら
ね
ど
、　 

（
真
木
柱
三
―
三
六
六
）

火
取
の
灰
に
よ
っ
て
全
身
が
灰
だ
ら
け
と
な
り
、
玉
鬘
へ
の
は
や
る
思
い
を
く
じ
か

れ
た
鬚
黒
は
、
つ
い
先
ほ
ど
ま
で
感
じ
て
い
た
北
の
方
へ
の
い
じ
ら
し
さ
も
消
え
失

せ
る
心
地
が
す
る
。
鬚
黒
に
降
り
か
か
る
灰
は
北
の
方
の
未
練
や
執
念
を
の
せ
る
よ

う
に
目
や
鼻
に
も
入
り
込
み
、
鬚
黒
の
心
を
縛
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
鬚
黒
の
用
例
は
、
想
定
外
の
出
来
事
や
女
性
と
の
関
係
に
際
し
使
わ
れ
て
い

る
点
で
、
光
源
氏
の
「
爪
弾
き
」
と
同
様
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
思
い
通
り
に

物
事
が
運
ば
な
い
事
態
へ
の
い
ら
だ
ち
が
「
爪
弾
き
」
に
伴
い
、
衣
、
手
紙
、
灰
と

い
う
モ
ノ
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
特
徴
的
で
あ
る
。自
分
が
手
に
す
る
、

も
し
く
は
身
体
に
降
り
か
か
る
モ
ノ
の
存
在
は
、「
爪
弾
き
」
を
す
る
人
物
に
払
っ
て

も
払
い
切
れ
な
い
悶
々
と
し
た
思
い
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
の
「
爪
弾
き
」
は
、
男
女
の
関
係
を
軸
に
描
か

れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ
は
継
子
い
じ
め
を
主
題
と
し
た
『
落
窪
物

語
』の
親
子
関
係
に
起
因
す
る
「
爪
弾
き
」と
は
異
な
り
、よ
り
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
、

公
に
は
で
き
な
い
問
題
を
抱
え
持
つ
人
々
の
あ
り
よ
う
を
提
示
し
て
い
る
の
だ
と
い

え
よ
う
。

お
わ
り
に

稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、『
落
窪
物
語
』
に
描
か
れ
る
継
母
の
「
手
を
打
つ
」
し
ぐ

さ
に
関
し
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
中
納
言
は
落
窪
の
君
の
亡
き
母
が
所
有
し
て
い
た

三
条
邸
を
修
復
し
、
御
殿
を
造
営
し
た
。
そ
の
こ
と
を
耳
に
し
た
道
頼
は
、
中
納
言
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が
引
っ
越
し
を
す
る
前
に
急
遽
、
三
条
邸
へ
の
引
っ
越
し
を
行
う
。
と
い
う
の
も
、

肝
心
の
地
券
は
落
窪
の
君
が
所
持
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
為
、
地
券
の
な

い
中
納
言
は
な
す
術
も
な
い
。
中
納
言
は
、
せ
め
て
既
に
三
条
邸
に
運
び
込
ん
だ
荷

物
の
調
度
だ
け
で
も
戻
し
て
欲
し
い
と
の
使
い
を
遣
る
も
の
の
、
邸
に
す
ら
入
れ

て
も
ら
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
継
母
は
、「
手
を
打
ち
、

ね
た
が
る
」（
巻
之
三
―
二
二
八
）
と
手
を
打
っ
て
悔
し
が
る
の
で
あ
る ）
14
（

。

感
情
を
曝
け
出
す
継
母
の
あ
り
よ
う
は
、
絶
望
し
、
抜
け
殻
と
化
し
た
中
納
言
が
、

ぼ
ん
や
り
と
空
を
見
上
げ
る
よ
う
す
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
継
母
の
「
手
を
打
つ
」

し
ぐ
さ
に
は
、
怒
り
に
震
え
る
継
母
の
躍
動
感
溢
れ
る
身
体
が
体
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
後
に
、
道
頼
の
妻
が
落
窪
の
君
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
継
母
の
怒
り
が
頂
点
に
達
し
た
瞬
間
を
捉
え
た
し
ぐ
さ
と
い
え
よ
う
。

「
爪
弾
き
」
は
片
手
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
「
手
を
打
つ
」
し
ぐ
さ
は
、

両
手
に
込
め
ら
れ
た
渾
身
の
力
の
衝
突
に
よ
っ
て
生
じ
る
音
を
捉
え
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、よ
り
大
胆
な
身
体
表
現
が
一
例
の
み
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

継
母
の
最
大
級
の
怒
り
が
表
象
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

言
葉
と
沈
黙
の
あ
わ
い
に
突
如
と
し
て
出
現
す
る
「
爪
弾
き
」
は
、
リ
ズ
ミ
カ
ル

な
音
と
と
も
に
私
た
ち
読
者
の
想
像
力
に
働
き
か
け
、聴
覚
を
刺
激
す
る
。
同
時
に
、

人
物
の
苦
々
し
い
表
情
を
も
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
文
字
と
い
う
媒
体

を
越
え
た
、
臨
場
感
溢
れ
る
テ
キ
ス
ト
が
立
ち
現
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
物
語

は
、
感
情
の
高
揚
の
発
露
で
あ
る
「
爪
弾
き
」
と
い
う
瞬
時
の
動
作
を
捉
え
る
こ
と

で
、
場
面
を
よ
り
立
体
的
に
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
深
刻
な
中
に
も
ど
こ
か
コ
ミ
カ
ル
な
要
素
を
併
せ
持
つ

「
爪
弾
き
」
は
、
落
窪
の
君
を
疎
外
し
よ
う
と
企
ん
だ
継
母
本
人
が
、
最
終
的
に
孤

立
し
て
い
く
さ
ま
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
翻
っ
て
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
思
う
に
任

せ
ぬ
男
女
関
係
の
機
微
を
映
し
出
す
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る ）
15
（

 

。
こ
の
よ

う
に
、
物
語
は
選
び
抜
か
れ
た
場
面
に
「
爪
弾
き
」
の
し
ぐ
さ
を
効
果
的
に
配
置
す

る
こ
と
で
、
人
物
の
言
葉
に
な
ら
な
い
感
情
を
丁
寧
に
掬
い
取
ろ
う
と
し
た
の
だ
と

い
え
よ
う
。

＊
本
文
は
、新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
土
佐
日
記
』、『
蜻
蛉
日
記
』、『
落
窪
物
語
』、

『
枕
草
子
』、『
源
氏
物
語
』、『
夜
の
寝
覚
』、『
狭
衣
物
語
』、『
大
鏡
』、『
宇
治
拾

遺
物
語
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。

 
　

ま
た
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
は
、
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語

全
』（
お
う

ふ
う
一
九
九
五
年
初
版　

二
〇
〇
一
年
改
訂
）
に
よ
る
。

 

註

 （
1
） 　

感
情
を
露
わ
に
す
る
継
母
と
は
対
照
的
に
、
あ
こ
ぎ
は
気
持
ち
を
切
り
替
え
、
冷
静
に
対
処

し
よ
う
と
努
め
る
。
そ
の
さ
ま
は
、「
目
く
る
る
心
地
し
て
、
足
ず
り
し
て
泣
か
る
る
心
地
を
、

思
ひ
静
め
て
、
う
ち
散
ら
し
た
ま
へ
る
物
ど
も
、
取
り
し
た
た
む
」（
巻
之
一
―
一
〇
三
）
と

記
述
さ
れ
る
。
ま
た
、
あ
こ
ぎ
は
落
窪
の
君
が
幽
閉
さ
れ
た
部
屋
を
訪
れ
る
際
、
人
が
寝
静
ま
っ

た
頃
を
見
計
ら
っ
た
上
で
、
衣
な
ど
を
脱
ぎ
、
袴
を
引
き
上
げ
行
動
す
る
。
衣
ず
れ
の
音
な
ど
、

人
に
気
付
か
れ
ぬ
よ
う
細
心
の
注
意
を
払
い
、
行
動
す
る
あ
こ
ぎ
の
よ
う
す
が
窺
え
る
。 

 （
2
） 　

三
の
君
の
婿
で
あ
っ
た
蔵
人
の
少
将
が
、
道
頼
の
妹
の
中
の
君
と
結
婚
し
た
と
の
噂
を
聞
い

た
継
母
は
い
ら
だ
ち
、
死
ぬ
ほ
ど
に
思
い
悩
む
。
そ
し
て
、
今
ま
で
の
嫌
が
ら
せ
は
、
道
頼
が

妹
と
蔵
人
の
少
将
を
結
婚
さ
せ
る
為
の
も
の
で
あ
り
、
面
白
の
駒
も
わ
ざ
と
押
し
つ
け
た
の
だ

と
判
断
す
る
。
こ
の
場
面
に
、
生
き
霊
に
な
っ
て
取
り
憑
い
て
や
り
た
い
と
悔
し
が
り
、「
手

が
ら
み
」
を
す
る
継
母
が
描
か
れ
る
。 

 （
3
） 　

撥
で
は
な
く
、
音
を
立
て
ず
に
爪
で
弾
く
「
爪
弾
（
つ
ま
び
）
き
」
は
除
く
。 

 （
4
） 　
岩
波
『
古
語
辞
典
』。 

 （
5
） 　

し
ぐ
さ
に
よ
る
ま
じ
な
い
と
し
て
は
、「
指
切
り
げ
ん
ま
ん
」
と
唱
え
な
が
ら
互
い
に
小
指

と
小
指
を
絡
ま
せ
合
い
、
約
束
を
交
わ
す
「
指
切
り
」
が
あ
る
。
ま
た
、
自
ら
の
身
を
守
る
し

ぐ
さ
に
、
中
指
を
人
さ
し
指
に
絡
ま
せ
る
、「
エ
ン
ガ
チ
ョ
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
子
ど
も
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の
遊
び
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
現
状
維
持
の
為
に
予
め
災
厄
を
防
い
だ
り
、既
に
身
に
降
り
か
か
っ

て
し
ま
っ
た
災
厄
を
取
り
除
く
為
に
、
除
災
の
ま
じ
な
い
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
ま
じ
な
い
に
関

し
て
は
、『
図
解
案
内　

日
本
の
民
族
』
福
田
ア
ジ
オ
・
内
山
大
介
・
小
林
光
一
郎
・
鈴
木
英
恵
・

萩
谷
良
太
・
吉
村
風　

編
（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
二
年
一
月
）。

 
　

ま
た
、
爪
に
関
し
て
は
、「
夜
、
爪
を
切
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
禁
忌
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

も
し
夜
に
爪
を
切
れ
ば
、「
親
の
死
に
目
に
会
え
な
い
」
と
い
う
俗
信
で
あ
る
。
柳
田
国
男
は
、

俗
信
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
注
目
し
、
昔
の
人
が
何
を
も
っ
て
幸
福
と
感
じ
て
い
た
か

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

 
　

『
大
鏡
』
で
は
、
殺
生
戒
を
破
っ
た
出
来
事
に
感
銘
を
受
け
た
重
木
が
罪
を
得
る
こ
と
だ
と

言
い
、
爪
弾
き
を
す
る
場
面
が
「
弾
指
は
た
は
た
と
す
」（「
道
長
（
雑
々
物
語
）」
―
三
七
四
）

と
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
禍
を
除
く
為
の
ま
じ
な
い
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。『
大
鏡
』
の
「
爪

弾
き
」
に
関
す
る
考
察
は
、
鈴
木
貴
子
「『
大
鏡
』
の
鼻
を
か
む
語
り
手
た
ち
―
『
栄
花
物
語
』

の
涙
と
比
較
し
て
―
」（『
日
本
女
子
大
学　

紀
要
』
人
間
社
会
学
部　

第
二
九
号　

二
〇
一
九

年
三
月
）。 

 （
6
） 　

『
土
佐
日
記
』、『
蜻
蛉
日
記
』、『
枕
草
子
』、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
、
い
ず
れ
も
不
満
ゆ
え

の「
爪
弾
き
」が
描
か
れ
る
。『
土
佐
日
記
』に
は
、「
日
一
日
、風
や
ま
ず
。
爪
は
じ
き
し
て
寝
ぬ
」

（『
土
佐
日
記
』
―
三
九
）
と
、
一
日
中
風
が
や
ま
ず
、
爪
弾
き
を
し
て
寝
て
し
ま
っ
た
よ
う
す

が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
、養
女
と
逢
い
た
い
と
願
う
右
馬
頭
遠
度
（
兼
家
の
弟
）

が
、
沈
黙
す
る
作
者
に
い
ら
だ
ち
を
募
ら
せ
、
爪
弾
き
を
す
る
さ
ま
が
、「
爪
は
じ
き
う
ち
し
て
、

も
の
も
言
は
で
、し
ば
し
あ
り
て
立
ち
ぬ
」（
下
巻
（
天
延
二
年
四
月
）
―
三
三
六
）
と
描
か
れ
る
。

『
枕
草
子
』
に
は
、「
爪
は
じ
き
を
し
あ
り
く
が
、い
と
ほ
し
け
れ
ば
」（
第
八
六
段
―
一
七
二
）
と
、

返
歌
の
な
い
こ
と
に
気
を
も
み
、
ひ
そ
か
に
非
難
を
表
す
爪
弾
き
を
す
る
中
宮
職
の
役
人
が
見

ら
れ
る
。

 
　

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
い
て
「
爪
弾
き
」
は
、
高
貴
な
身
分
の
姫
君
の
も
と
に
通
い
始
め

た
大
蔵
丞
豊
蔭
と
名
の
る
色
好
み
の
男
の
話
に
描
か
れ
る
。
男
の
正
体
が
藤
原
大
臣
家
の
若
殿

で
あ
る
こ
と
を
、
姫
君
の
乳
母
と
母
は
承
知
し
て
い
た
も
の
の
、
父
に
は
知
ら
せ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
こ
に
、
女
と
の
噂
の
多
い
豊
蔭
な
る
男
を
通
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
聞
き
つ
け
た
父
が
娘

の
将
来
を
案
じ
、
母
を
責
め
立
て
爪
弾
き
を
し
、
憤
懣
を
口
に
す
る
。
そ
の
よ
う
す
が
、「
い

み
じ
く
腹
立
ち
て
、
母
を
せ
た
め
、
爪
弾
き
を
し
て
、
い
た
く
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
」（
巻
第
三

―
一
四
三
）
と
描
か
れ
る
。 

 （
7
） 　

日
向
一
雅
「
落
窪
物
語
論
―
現
実
主
義
の
文
学
意
識
―
」（『
源
氏
物
語
の
王
権
と
流
離
』
新

典
社
研
究
叢
書
三
一　

一
九
八
九
年
一
〇
月
）、
三
谷
邦
明
「
落
窪
物
語
の
方
法
―
読
者
と
享

受
あ
る
い
は
表
現
と
構
造
―
」（『
物
語
文
学
の
方
法
Ⅰ
』
有
精
堂　

一
九
八
九
年
三
月
）、
土

方
洋
一
「
い
じ
め
の
構
造
―
落
窪
物
語
論
―
」（『
青
山
語
文
』
第
二
〇
号　

一
九
九
〇
年
三
月
）、

畑
恵
里
子
『
王
朝
継
子
物
語
と
力
―
落
窪
物
語
か
ら
の
視
座
―
』（
新
典
社
研
究
叢
書
二
一
二　

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）、石
井
香
織
「『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
飲
酒
表
現
―
「
酔
ひ
」
の
力
学
―
」

（『
物
語
研
究
』
第
九
号　

二
〇
〇
九
年
三
月
）、
青
島
麻
子
「『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
婚
儀
―

道
頼
と
落
窪
の
君
の
結
婚
を
中
心
に
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
九
四
巻
第
九
号　

二
〇
一
七

年
九
月
）。『
落
窪
物
語
』
の
笑
い
と
涙
に
関
し
て
は
、鈴
木
貴
子
『
涙
か
ら
読
み
解
く
源
氏
物
語
』

（
笠
間
書
院　

二
〇
一
一
年
三
月
）。 

 （
8
） 　

糸
井
通
浩
・
神
尾
暢
子
編
『
王
朝
物
語
の
し
ぐ
さ
と
こ
と
ば
』（
清
文
堂　

二
〇
〇
八
年
四
月
）

に
、「
爪
弾
き
（
つ
ま
は
じ
き
す
）」
の
項
目
が
あ
る
。
し
ぐ
さ
か
ら
物
語
を
読
も
う
と
す
る
早

い
試
み
と
し
て
評
価
で
き
る
が
、
個
別
の
用
例
へ
の
詳
細
な
検
討
は
な
い
。 

 （
9
） 　

西
本
香
子
「〝
老
い
〞
と
対
象
喪
失
―
『
う
つ
ほ
物
語
』
三
春
高
基
の
場
合
―
」（『
日
本
文
学
』

第
六
八
巻
第
五
号　

二
〇
一
九
年
五
月
）
は
、
妻
に
逃
げ
ら
れ
、
あ
て
宮
も
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
ず
に
破
滅
す
る
三
春
高
基
の
「
老
い
」
の
生
き
が
た
さ
を
論
じ
て
い
る
。 

 （
10
） 　

源
正
頼
と
民
部
卿
（
実
正
）
の
「
爪
弾
き
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

お
と
ど
、
爪
弾
き
を
し
て
、「
女
子
持
ち
た
ら
む
人
は
、
よ
き
犬
・
乞
丐
な
り
け
り
。
中
に
、

『
ら
う
た
し
』
と
思
ひ
し
者
を
し
も
出
だ
し
立
て
て
、
か
か
る
耳
を
聞
く
こ
と
。
な
ほ
、
犬
・

烏
に
も
呉
れ
て
、
籠
め
据
ゑ
た
ら
ま
し
も
の
を
」
と
言
ひ
、
立
ち
給
ひ
つ
る
を
、
宮
は
、

い
と
よ
く
聞
こ
し
召
す
。 

（
蔵
開
・
下
―
五
九
三
）

 

源
正
頼
は
、
藤
壺
が
懐
妊
し
た
の
で
退
出
さ
せ
よ
う
と
思
い
、
一
族
を
連
れ
て
迎
え
に
参
内
し

た
。
し
か
し
、
正
頼
の
強
引
な
や
り
方
に
機
嫌
を
損
ね
た
東
宮
は
、
藤
壺
の
退
出
を
許
さ
な
い
。

嵯
峨
の
院
の
小
宮
の
下
仕
え
や
童
が
、
娘
で
あ
る
藤
壺
の
悪
口
を
言
い
合
っ
て
い
る
よ
う
す
を

耳
に
し
た
正
頼
は
爪
弾
き
を
し
、
い
っ
そ
の
こ
と
犬
や
烏
に
大
事
に
し
て
も
ら
っ
た
方
が
ま
し

だ
と
、
不
快
感
を
露
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。

 
　

東
宮
は
、
正
頼
の
発
言
を
耳
に
す
る
こ
と
と
な
る
。
愛
情
を
大
切
に
す
る
感
情
的
な
東
宮
の

行
為
に
、
政
治
的
な
正
頼
が
翻
弄
さ
れ
、
屈
辱
を
受
け
る
よ
う
す
が
、
正
頼
の
「
爪
弾
き
」
に
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の
遊
び
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
現
状
維
持
の
為
に
予
め
災
厄
を
防
い
だ
り
、既
に
身
に
降
り
か
か
っ

て
し
ま
っ
た
災
厄
を
取
り
除
く
為
に
、
除
災
の
ま
じ
な
い
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
ま
じ
な
い
に
関

し
て
は
、『
図
解
案
内　

日
本
の
民
族
』
福
田
ア
ジ
オ
・
内
山
大
介
・
小
林
光
一
郎
・
鈴
木
英
恵
・

萩
谷
良
太
・
吉
村
風　

編
（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
二
年
一
月
）。

 
　

ま
た
、
爪
に
関
し
て
は
、「
夜
、
爪
を
切
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
禁
忌
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

も
し
夜
に
爪
を
切
れ
ば
、「
親
の
死
に
目
に
会
え
な
い
」
と
い
う
俗
信
で
あ
る
。
柳
田
国
男
は
、

俗
信
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
注
目
し
、
昔
の
人
が
何
を
も
っ
て
幸
福
と
感
じ
て
い
た
か

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

 
　

『
大
鏡
』
で
は
、
殺
生
戒
を
破
っ
た
出
来
事
に
感
銘
を
受
け
た
重
木
が
罪
を
得
る
こ
と
だ
と

言
い
、
爪
弾
き
を
す
る
場
面
が
「
弾
指
は
た
は
た
と
す
」（「
道
長
（
雑
々
物
語
）」
―
三
七
四
）

と
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
禍
を
除
く
為
の
ま
じ
な
い
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。『
大
鏡
』
の
「
爪

弾
き
」
に
関
す
る
考
察
は
、
鈴
木
貴
子
「『
大
鏡
』
の
鼻
を
か
む
語
り
手
た
ち
―
『
栄
花
物
語
』

の
涙
と
比
較
し
て
―
」（『
日
本
女
子
大
学　

紀
要
』
人
間
社
会
学
部　

第
二
九
号　

二
〇
一
九

年
三
月
）。 

 （
6
） 　

『
土
佐
日
記
』、『
蜻
蛉
日
記
』、『
枕
草
子
』、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
、
い
ず
れ
も
不
満
ゆ
え

の「
爪
弾
き
」が
描
か
れ
る
。『
土
佐
日
記
』に
は
、「
日
一
日
、風
や
ま
ず
。
爪
は
じ
き
し
て
寝
ぬ
」

（『
土
佐
日
記
』
―
三
九
）
と
、
一
日
中
風
が
や
ま
ず
、
爪
弾
き
を
し
て
寝
て
し
ま
っ
た
よ
う
す

が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
、養
女
と
逢
い
た
い
と
願
う
右
馬
頭
遠
度
（
兼
家
の
弟
）

が
、
沈
黙
す
る
作
者
に
い
ら
だ
ち
を
募
ら
せ
、
爪
弾
き
を
す
る
さ
ま
が
、「
爪
は
じ
き
う
ち
し
て
、

も
の
も
言
は
で
、し
ば
し
あ
り
て
立
ち
ぬ
」（
下
巻
（
天
延
二
年
四
月
）
―
三
三
六
）
と
描
か
れ
る
。

『
枕
草
子
』
に
は
、「
爪
は
じ
き
を
し
あ
り
く
が
、い
と
ほ
し
け
れ
ば
」（
第
八
六
段
―
一
七
二
）
と
、

返
歌
の
な
い
こ
と
に
気
を
も
み
、
ひ
そ
か
に
非
難
を
表
す
爪
弾
き
を
す
る
中
宮
職
の
役
人
が
見

ら
れ
る
。

 
　

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
い
て
「
爪
弾
き
」
は
、
高
貴
な
身
分
の
姫
君
の
も
と
に
通
い
始
め

た
大
蔵
丞
豊
蔭
と
名
の
る
色
好
み
の
男
の
話
に
描
か
れ
る
。
男
の
正
体
が
藤
原
大
臣
家
の
若
殿

で
あ
る
こ
と
を
、
姫
君
の
乳
母
と
母
は
承
知
し
て
い
た
も
の
の
、
父
に
は
知
ら
せ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
こ
に
、
女
と
の
噂
の
多
い
豊
蔭
な
る
男
を
通
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
聞
き
つ
け
た
父
が
娘

の
将
来
を
案
じ
、
母
を
責
め
立
て
爪
弾
き
を
し
、
憤
懣
を
口
に
す
る
。
そ
の
よ
う
す
が
、「
い

み
じ
く
腹
立
ち
て
、
母
を
せ
た
め
、
爪
弾
き
を
し
て
、
い
た
く
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
」（
巻
第
三

―
一
四
三
）
と
描
か
れ
る
。 

 （
7
） 　

日
向
一
雅
「
落
窪
物
語
論
―
現
実
主
義
の
文
学
意
識
―
」（『
源
氏
物
語
の
王
権
と
流
離
』
新

典
社
研
究
叢
書
三
一　

一
九
八
九
年
一
〇
月
）、
三
谷
邦
明
「
落
窪
物
語
の
方
法
―
読
者
と
享

受
あ
る
い
は
表
現
と
構
造
―
」（『
物
語
文
学
の
方
法
Ⅰ
』
有
精
堂　

一
九
八
九
年
三
月
）、
土

方
洋
一
「
い
じ
め
の
構
造
―
落
窪
物
語
論
―
」（『
青
山
語
文
』
第
二
〇
号　

一
九
九
〇
年
三
月
）、

畑
恵
里
子
『
王
朝
継
子
物
語
と
力
―
落
窪
物
語
か
ら
の
視
座
―
』（
新
典
社
研
究
叢
書
二
一
二　

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）、石
井
香
織
「『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
飲
酒
表
現
―
「
酔
ひ
」
の
力
学
―
」

（『
物
語
研
究
』
第
九
号　

二
〇
〇
九
年
三
月
）、
青
島
麻
子
「『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
婚
儀
―

道
頼
と
落
窪
の
君
の
結
婚
を
中
心
に
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
九
四
巻
第
九
号　

二
〇
一
七

年
九
月
）。『
落
窪
物
語
』
の
笑
い
と
涙
に
関
し
て
は
、鈴
木
貴
子
『
涙
か
ら
読
み
解
く
源
氏
物
語
』

（
笠
間
書
院　

二
〇
一
一
年
三
月
）。 

 （
8
） 　

糸
井
通
浩
・
神
尾
暢
子
編
『
王
朝
物
語
の
し
ぐ
さ
と
こ
と
ば
』（
清
文
堂　

二
〇
〇
八
年
四
月
）

に
、「
爪
弾
き
（
つ
ま
は
じ
き
す
）」
の
項
目
が
あ
る
。
し
ぐ
さ
か
ら
物
語
を
読
も
う
と
す
る
早

い
試
み
と
し
て
評
価
で
き
る
が
、
個
別
の
用
例
へ
の
詳
細
な
検
討
は
な
い
。 

 （
9
） 　

西
本
香
子
「〝
老
い
〞
と
対
象
喪
失
―
『
う
つ
ほ
物
語
』
三
春
高
基
の
場
合
―
」（『
日
本
文
学
』

第
六
八
巻
第
五
号　

二
〇
一
九
年
五
月
）
は
、
妻
に
逃
げ
ら
れ
、
あ
て
宮
も
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
ず
に
破
滅
す
る
三
春
高
基
の
「
老
い
」
の
生
き
が
た
さ
を
論
じ
て
い
る
。 

 （
10
） 　

源
正
頼
と
民
部
卿
（
実
正
）
の
「
爪
弾
き
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

お
と
ど
、
爪
弾
き
を
し
て
、「
女
子
持
ち
た
ら
む
人
は
、
よ
き
犬
・
乞
丐
な
り
け
り
。
中
に
、

『
ら
う
た
し
』
と
思
ひ
し
者
を
し
も
出
だ
し
立
て
て
、
か
か
る
耳
を
聞
く
こ
と
。
な
ほ
、
犬
・

烏
に
も
呉
れ
て
、
籠
め
据
ゑ
た
ら
ま
し
も
の
を
」
と
言
ひ
、
立
ち
給
ひ
つ
る
を
、
宮
は
、

い
と
よ
く
聞
こ
し
召
す
。 

（
蔵
開
・
下
―
五
九
三
）

 

源
正
頼
は
、
藤
壺
が
懐
妊
し
た
の
で
退
出
さ
せ
よ
う
と
思
い
、
一
族
を
連
れ
て
迎
え
に
参
内
し

た
。
し
か
し
、
正
頼
の
強
引
な
や
り
方
に
機
嫌
を
損
ね
た
東
宮
は
、
藤
壺
の
退
出
を
許
さ
な
い
。

嵯
峨
の
院
の
小
宮
の
下
仕
え
や
童
が
、
娘
で
あ
る
藤
壺
の
悪
口
を
言
い
合
っ
て
い
る
よ
う
す
を

耳
に
し
た
正
頼
は
爪
弾
き
を
し
、
い
っ
そ
の
こ
と
犬
や
烏
に
大
事
に
し
て
も
ら
っ
た
方
が
ま
し

だ
と
、
不
快
感
を
露
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。

 
　

東
宮
は
、
正
頼
の
発
言
を
耳
に
す
る
こ
と
と
な
る
。
愛
情
を
大
切
に
す
る
感
情
的
な
東
宮
の

行
為
に
、
政
治
的
な
正
頼
が
翻
弄
さ
れ
、
屈
辱
を
受
け
る
よ
う
す
が
、
正
頼
の
「
爪
弾
き
」
に

（25）

平安前期物語の「爪弾き」―『落窪物語』を中心に―

も
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。

「
さ
言
へ
ど
も
、
は
た
、
密
か
男
と
い
ふ
、
訪
は
れ
た
め
り
か
し
。
か
う
、
忍
び
人
設
け

給
ふ
め
る
人
を
も
、
二
つ
な
く
思
し
騒
ぐ
」
と
の
た
ま
ふ
を
、
民
部
卿
聞
き
給
ひ
て
、「
い

み
じ
う
は
。
こ
れ
聞
き
給
へ
」
と
て
、
つ
き
し
ろ
ひ
て
、
爪
弾
き
を
し
お
は
さ
う
ず
。

 

（
国
譲
・
上
―
六
四
五
）

 

藤
壺
か
ら
の
手
紙
に
感
涙
す
る
実
忠
の
姿
を
見
た
宮
の
君
は
、
東
宮
が
藤
壺
だ
け
を
寵
愛
し
て

い
る
こ
と
に
皮
肉
を
言
う
。
民
部
卿
（
実
正
）
は
宮
の
君
の
心
な
い
発
言
を
耳
に
し
、
他
の
人

物
と
つ
つ
き
合
い
を
し
、
爪
弾
き
を
す
る
の
で
あ
る
。 

 （
11
） 　

雨
夜
の
品
定
め
に
お
い
て
式
部
丞
が
、
風
病
の
為
に
に
ん
に
く
を
服
用
し
て
い
た
女
の
話
を

し
た
と
こ
ろ
、
君
た
ち
は
作
り
ご
と
だ
と
言
っ
て
笑
い
、
爪
弾
き
を
す
る
。

「
そ
ら
ご
と
」
と
て
笑
ひ
た
ま
ふ
。「
い
づ
こ
の
さ
る
女
か
あ
る
べ
き
。
お
い
ら
か
に
鬼
と

こ
そ
向
か
ひ
ゐ
た
ら
め
。
む
く
つ
け
き
こ
と
」
と
爪
は
じ
き
を
し
て
、
言
は
む
方
な
し
と

式
部
を
あ
は
め
憎
み
て
、 

（
帚
木
一
―
八
八
）

 

こ
の
場
面
で
は
、「
爪
弾
き
」
が
攻
撃
的
な
「
笑
い
」
と
と
も
に
描
か
れ
る
。 

 （
12
） 　

空
蟬
の
衣
が
「
形
見
の
衣
」
と
し
て
光
源
氏
の
身
辺
に
置
か
れ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
倉
田

実
『
王
朝
の
恋
と
別
れ
―
言
葉
と
物
の
情
愛
表
現
―
』（
森
話
社　
二
〇
一
四
年
一
一
月
）
に

詳
し
い
。 

 （
13
）　

女
三
の
宮
が
柏
木
や
朱
雀
院
か
ら
受
け
取
っ
た
手
紙
は
、
す
べ
て
光
源
氏
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の

原
因
に
な
っ
て
い
た
。
神
田
龍
身
「
女
三
の
宮
と
い
う
不
気
味
な
る
も
の
」（『
平
安
朝
物
語
文

学
と
は
何
か
―
『
竹
取
』『
源
氏
』『
狭
衣
』
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
―
』M

IN
ERV

A
歴
史
・
文
化

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
36　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
二
〇
年
二
月
）
は
、
女
三
の
宮
の
文
字
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
に
関
し
て
指
摘
し
て
い
る
。 

 （
14
） 　

他
に
も
、
落
窪
の
君
を
助
け
よ
う
と
す
る
あ
こ
ぎ
に
三
郎
君
が
協
力
し
た
こ
と
を
知
っ
た
継

母
が
、
三
郎
君
に
走
り
寄
り
「
う
つ
」
さ
ま
が
、「
走
り
う
ち
た
ま
ふ
」（
巻
之
一
―
一
一
二
）

と
描
か
れ
る
。
こ
こ
に
、
継
母
の
容
赦
な
い
あ
り
よ
う
が
窺
え
る
。

 
　

ま
た
、
怒
り
を
込
め
た
し
ぐ
さ
で
は
な
い
が
、
道
頼
と
帯
刀
が
中
納
言
邸
を
訪
れ
る
際
、
道

頼
が
親
し
み
を
込
め
て
帯
刀
の
背
を
軽
く
打
つ
場
面
が
、「
し
と
と
打
ち
た
ま
へ
ば
」（
巻
之
一

―
三
五
）
と
描
か
れ
る
。
仲
の
良
い
二
人
の
関
係
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

 
　

「
う
つ
」
に
関
連
し
た
表
現
に
、露
顕
で
四
の
君
の
婿
を
面
白
の
駒
と
知
っ
た
蔵
人
の
少
将
が
、

「
扇
を
叩
き
て
」（
巻
之
二
―
一
六
〇
）
と
扇
を
叩
い
て
笑
い
な
が
ら
座
を
立
つ
場
面
が
あ
る
。

 
 

ま
た
、「
手
を
打
つ
」
し
ぐ
さ
と
し
て
は
、『
伊
勢
物
語
』、『
枕
草
子
』、『
源
氏
物
語
』、『
大
鏡
』

に
も
一
例
ず
つ
見
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
亡
き
夕
顔
の
乳
母
子
で
あ
る
右
近
が
、
長
谷

寺
で
三
条
と
再
会
す
る
場
面
に
描
か
れ
る
。
三
条
は
手
を
打
ち
、
嬉
し
泣
き
を
す
る
の
で
あ
り
、

身
分
の
低
い
女
性
の
あ
か
ら
さ
ま
な
喜
び
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。 

 （
15
） 　

『
夜
の
寝
覚
』、『
狭
衣
物
語
』
で
は
、「
爪
弾
き
」
の
用
例
が
一
例
ず
つ
見
ら
れ
る
。『
夜
の

寝
覚
』
で
は
、
大
納
言
が
中
の
君
と
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
大
君
か
ら
聞
い
た
左
衛
門
督
が
爪

弾
き
を
す
る
よ
う
す
が
、「
目
も
口
も
一
つ
に
な
る
心
地
し
て
、
爪
弾
き
を
は
た
は
た
と
し
て
」

（
巻
二
―
一
七
五
）
と
描
か
れ
る
。「
は
た
は
た
」
と
、擬
態
語
を
用
い
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

妹
の
裏
切
り
に
い
ら
だ
つ
左
衛
門
督
の
よ
う
す
が
窺
え
る
。
ま
た
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
今

姫
君
の
も
と
に
忍
び
入
っ
た
宰
相
中
将
が
、
母
代
に
見
つ
か
り
大
騒
動
と
な
る
場
面
に
「
爪
は

じ
き
を
し
か
く
る
さ
ま
の
、い
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
げ
な
る
に
」（
巻
三
―
七
一
）
と
描
か
れ
る
。

今
姫
君
が
自
分
か
ら
男
を
通
わ
せ
た
と
思
う
母
代
は
、
今
姫
君
を
叱
責
し
、
爪
弾
き
す
る
の
で

あ
る
。

 
　

と
も
に
、
誤
解
と
関
わ
る
「
爪
弾
き
」
の
用
例
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
誤
解
ゆ
え
に

攻
撃
性
が
強
い
分
、
誤
解
さ
れ
る
女
君
の
心
の
痛
み
も
浮
き
彫
り
と
な
る
。 
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‘Filliping’ in the early tales of the Heian period:

centring on The Tale of Ochikubo

SUZUKI Takako

[Abstract] The Tale of Ochikubo, widely known as ill-treating of stepchild, shows stepmother’s harsh and 

neglectful nature in her hand gesture. Two expressions such as ‘momite’ and ‘tegarami’ have in fact no 

other parallels than The Tale of Ochikubo. This has to do with the hand gesture of Lady Ochikubo in sewing 

delineated in the story.

What is often used expression with reference to the hand gesture is ‘Filliping “tsumahajiki”’. ‘Filliping ’ is 

de� ned as ‘a movement made by bending the last joint of the � nger against the thumb and suddenly releasing 

it’(COD), expressing such emotions as dissatisfaction, hatred, exclusion, etc. It is sometimes described as an 

amulet.

In the literature of the Heian period, The Tale of Ochikubo has 7 such examples as ‘Filliping’; The Tale of 

the Hollow Tree 5; The Tale of Genji 4; The Tosa Diary 1; The Gossamer Years Diary 1; The Pillow Book of 

Seishonagon 1; Wakefulness of Night 1; The Tale of Sagoromo 1; The Great Mirror 1; and A Collection of 

Tales from Uji 1. This illustrates that ‘Filliping’ is more often used in The Tale of Ochikubo than the other 

works in the literature of the Heian period.

Preceding studies in The Tale of Ochikubo include such varied discussions as the one that has pointed out a 

penetrating realism; that has dealt with the structural study of bullying; that has focused on the importance 

of sewing by Lady Ochikubo; and that has turned attention to the expression of food and drink or the state of 

marriage. ‘Filliping’ among these discussions has been closely associated with the terminology of physical 

language. It is indeed an implicitly stated swearing and behind it lies aggression and insult directed towards 

one’s target. Such subdued as well as subtle expression of character’s inner voice has not been fully covered 

yet, although it needs to be treated with care.

My discussion in this paper centres on ‘Filliping’ in The Tale of Ochikubo. By way of comparing it with the 

early tales of the Heian period and The Tale of Genji, I hope to throw light on its own meaning characteristic 

of ‘Filliping’ in The Tale of Ochikubo.




