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邁
遙
　
「
細
君
」
　
試
論

「
細
君
」
　
は
明
治
二
十
一
年
十
一
月
の
初
旬
に
起
稿
さ
れ
、
二
十

二
年
一
月
の
　
「
国
民
之
友
」
新
年
号
の
附
録
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
で

あ
る
。
内
容
は
、
新
し
い
教
育
を
受
け
、
自
我
に
目
覚
め
た
人
妻
が
、

離
縁
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
の
悲
劇
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

人
間
の
不
仕
合
せ
は
、
無
論
共
時
の
運
不
運
、
理
窟
を
言
へ
ば
、
馨
の
有

無
に
て
差
等
の
ぬ
ら
う
筈
は
な
け
れ
ど
、
さ
う
ば
か
り
に
も
言
へ
ぬ
が
浮
世
。

格
別
気
の
毒
な
る
は
翳
な
き
人
の
身
の
上
な
り
。
誰
か
束
髪
と
共
に
女
の
身

方
殖
え
し
と
ね
ふ
や
。
同
権
諭
を
書
く
主
人
も
原
稿
料
を
得
し
後
ま
で
も
境

に
持
論
を
行
は
ね
ば
、
細
君
は
い
つ
ま
で
も
頭
の
上
る
時
は
な
し
。
誠
に
唐

人
の
い
ひ
し
通
り
、
つ
ま
ら
ぬ
者
は
女
な
り
。
か
よ
わ
い
背
中
へ
行
路
難
を

負
さ
れ
て
、
五
十
年
が
異
聞
、
殿
さ
ま
の
言
ひ
附
け
通
り
、
右
へ
向
け
、
左

へ
向
け
、
束
髪
が
よ
い
、
丸
髭
に
限
る
、
洋
服
を
着
な
、
紋
附
に
せ
よ
、
斯

う
せ
い
、
あ
ゝ
せ
い
と
無
理
難
題
。
そ
れ
を
イ
ヤ
と
い
へ
ば
、
曲
事
也
、
と

大
等
特
著
し
た
七
去
の
定
め
、
三
従
の
掟
は
廃
れ
た
れ
ど
、
楽
屋
を
窺
へ
ば

奴
も
〈
な
り
。
（
遁
遙
選
集
　
別
冊
一
八
四
一
ペ
ー
ジ
）

こ
の
よ
う
な
記
載
に
よ
っ
て
み
る
と
、
こ
の
作
品
は
、
人
妻
の
置

和
　
田
　
繁
　
二
　
郎

か
れ
て
い
る
不
幸
な
位
置
に
注
目
し
、
そ
の
不
幸
に
義
憤
を
感
じ
な

が
ら
、
執
筆
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
、
進
遙
の
女
性
観
、

あ
る
い
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
も
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

作
品
が
、
そ
れ
を
ど
の
程
度
に
具
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
彼

の
小
説
神
髄
の
理
論
な
ど
と
、
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
つ
か
と
い
う

点
は
、
再
検
討
す
べ
き
余
地
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
い
ま
そ

の
た
め
に
、
そ
の
悲
劇
の
性
格
、
意
味
を
究
明
し
、
そ
の
人
物
形
象

を
通
じ
て
、
遁
遙
の
意
図
や
真
意
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
悲
劇
の
主
動
力
を
な
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
は
、
夫
、
下

河
辺
定
夫
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

夫
某
と
言
ふ
は
、
当
時
才
子
、
学
者
、
洋
行
済
、
日
の
出
の
官
吏
、
評
判

よ
き
著
述
家
な
ど
い
ふ
資
格
に
で
、
世
嗣
に
名
の
聞
え
し
紳
士
な
り
。
年
齢

は
ま
だ
三
十
一
二
。
（
八
四
二
ペ
ー
ジ
）

と
書
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
人
物
の
陰
の
部
分
は
、
痴
愚

と
頚
廃
に
色
ど
ら
れ
て
い
る
。
女
中
の
言
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

旦
那
は
浮
気
者
で
、
色
々
の
シ
ヨ
イ
コ
ミ
を
し
て
困
り
な
が
ら
、
其
癖
き

れ
い
に
手
を
切
る
と
い
ぶ
器
用
な
機
転
は
な
く
、
た
べ
ち
ら
か
し
て
歩
く
と

い
ぶ
事
、
先
達
て
も
茶
屋
女
を
ど
う
か
し
て
五
十
円
手
切
を
と
ら
れ
た
と
い

ふ
事
、
今
も
毛
色
の
変
っ
た
囲
ひ
も
の
が
有
る
と
の
事
（
八
二
六
ペ
ー
ジ
）

と
い
う
状
態
で
あ
り
、
性
格
的
に
放
縦
な
た
ち
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
ま
た
、
思
想
の
面
で
は
、
新
し
い
こ
と
を
言
う
の
で
あ

る
が
、
前
掲
の
通
り
、
「
同
権
諭
を
書
く
主
人
も
。
原
稿
料
を
得
て

後
ま
で
。
寛
に
持
論
を
行
は
ね
は
、
細
君
は
い
つ
ま
で
も
頭
の
上
る

時
は
な
し
。
」
　
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
進
歩
的
な
発

言
を
す
る
人
士
の
陥
り
や
す
い
一
般
的
傾
向
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で

も
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
主
人
公
の
言
動
に
つ
い
て
言
っ
て
い

る
も
の
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
主
人
公
は
思
想
と
行

動
の
一
致
し
な
い
不
徳
義
漠
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
夫
の
放

埼
な
生
活
か
ら
、
決
定
的
に
妻
の
不
幸
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

細
君
お
種
は
「
身
を
徒
ら
に
巣
守
と
な
し
、
空
閏
に
眠
る
こ
と
を
嬉

し
と
思
は
ず
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
最
後
に

は
、
お
種
は
家
名
を
汚
し
た
と
い
う
理
由
で
、
一
方
的
に
離
縁
さ
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

次
に
、
細
君
お
種
の
不
幸
を
ま
ね
き
よ
せ
た
も
の
は
、
里
の
母
親

で
あ
る
。
こ
の
母
親
は
継
母
で
、
実
子
（
お
種
の
異
母
弟
）
　
の
放
蕩

の
尻
ぬ
ぐ
い
の
た
汝
に
、
し
ば
し
ば
お
種
に
無
心
を
言
い
に
く
る
。

進
達
「
細
君
」
試
論

一
つ
に
は
父
親
の
お
人
よ
し
が
、
そ
れ
を
兄
の
が
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
、
結
局
こ
の
無
心
が
儀
理
に
か
ら
ん
で
、
お
種
を
窮
地
に
陥

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
お
種
の
不
幸
の
原
因
は
、
夫
の
こ
と
と
関
聯
す
る
こ
と

で
あ
る
が
、
下
河
辺
家
の
家
計
不
如
意
に
も
あ
る
。

又
、
昔
か
ら
の
借
金
が
嵩
み
、
内
輪
は
立
派
な
火
の
車
（
八
二
六
ペ
ー

ジ）

羽
織
袴
一
組
に
て
社
会
に
出
で
し
若
武
者
の
習
ひ
と
て
、
今
尚
種
々
の
負

債
多
く
、
其
催
促
、
絶
間
無
げ
れ
ば
、
夫
に
代
る
細
君
の
身
は
、
間
の
わ
る

さ
車
も
多
か
る
べ
し
（
八
四
二
ペ
ー
ジ
）

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ま
ま
な
ら
ぬ
家
計
ゆ
え
に
、
母
の
無
心
の
た

め
に
、
ひ
そ
か
に
自
分
の
霜
物
を
入
質
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
夫

を
怒
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
。
遁
遙
は

「
さ
れ
ど
当
世
の
紳
士
に
連
添
ふ
も
の
は
、
誰
れ
か
さ
る
筋
を
細
君

の
義
務
と
観
じ
、
浮
世
の
習
ひ
と
諦
め
ざ
ら
ん
や
」
と
言
っ
て
、
こ

の
貧
し
さ
や
、
金
の
や
り
く
り
は
、
別
に
細
君
の
不
幸
と
し
て
は
取

上
げ
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
問
題

は
人
的
関
係
に
あ
っ
て
、
つ
ま
り
こ
の
場
合
は
、
た
と
え
貧
し
く
て

も
、
夫
が
実
画
で
親
切
で
あ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
悲
劇
は
生
じ
得
な
い

と
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
こ
の
貧
し
さ

は
、
遁
遙
の
理
解
に
か
か
わ
ら
ず
、
明
か
に
お
種
の
不
幸
の
一
要
因

を
な
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
は
な
い
。
つ
ま
り
、
夫
は
お
種
の
申

二
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出
で
を
承
知
で
き
ぬ
程
度
の
、
財
政
状
態
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
か
ら
、

お
種
は
夫
に
無
理
が
言
え
ず
、
自
分
で
自
分
の
着
物
を
入
質
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
お
種
の
不
幸
の
原
因
は
、
夫
定
夫
の

人
間
的
、
経
済
的
条
件
と
、
母
親
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と

く
に
夫
の
不
行
跡
横
暴
が
決
定
条
件
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
口

で
は
新
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
な
が
ら
、
実
際
の
行
動
は
そ
れ
に
伴

わ
な
い
エ
セ
近
代
知
識
人
の
実
態
を
衝
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
そ
う
い
う
新
し
い
は
ず
の
知
識
人
が
依
然
と
し
て
封
建
的
な

横
暴
を
こ
と
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
造
遙
が
批
判
し
、
抗
議
を
し

て
い
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
う
一
つ
母
親
の
存
在
は
、
こ
れ
も
封
建
的
な
圧
力
で
あ
っ
て
、

家
の
制
度
の
中
で
の
母
親
の
権
力
の
不
当
な
行
使
が
不
幸
を
将
来
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
継
母
と
い
う
条
件
を
附
与
し
て
い

る
と
こ
ろ
は
、
い
さ
さ
か
義
理
人
情
的
な
葛
藤
を
設
定
し
た
こ
と
に

な
り
、
戯
作
的
な
結
構
を
匂
わ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
条
件
は
一

応
家
の
制
度
の
中
で
の
親
の
権
威
を
純
粋
な
形
で
拡
大
し
得
て
い
る

の
で
、
こ
の
場
合
、
必
ず
し
も
必
然
性
の
な
い
も
の
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
お
種
は
、
夫
と
母
親
と
の
両
面
か
ら
い
た
め
つ
け

ら
れ
、
直
接
に
は
夫
か
ら
悲
痛
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
一
方
こ
の
女
主
人
公
で
あ
る
お
種
が
ど
の
よ
う
な

一
四

人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
き
に
は
こ
の
よ
う
な
夫
の
仕
打
を
受
け
て
も
仕

方
の
な
い
よ
う
な
女
性
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

に
遁
遙
の
描
こ
う
と
し
た
悲
劇
の
様
相
も
、
意
味
も
、
変
っ
て
く
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

小
間
使
の
お
園
や
、
女
中
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

お
経
の
風
貌
・
性
格
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

年
は
二
十
五
六
、
中
背
に
て
姿
は
よ
け
れ
ど
、
疫
が
た
と
い
ふ
よ
り
は
痩

す
ぎ
と
い
ぶ
爪
は
ず
れ
、
貌
は
や
つ
れ
、
色
は
青
白
く
、
額
高
く
見
え
て
、

目
は
少
し
凹
み
、
眉
も
生
際
も
い
と
薄
く
、
不
人
相
と
い
ぶ
で
な
け
れ
ど
、

愛
嬢
は
微
塵
も
な
い
、
何
処
か
に
あ
り
き
う
な
と
探
し
で
も
帳
尻
は
少
し
釣

上
り
、
小
さ
い
口
も
と
は
緊
く
し
ま
り
、
額
の
上
の
青
筋
の
み
只
あ
り
あ
り

と
目
に
つ
い
て
、
ど
う
見
甫
し
て
も
、
意
地
の
悪
さ
う
な
無
気
味
な
陰
気
な
、

勢
の
な
い

こ
れ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
、
い
や
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
取
り

柄
の
な
い
女
で
、
随
分
無
慈
悲
な
描
き
方
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
学
校
時
代
の
評
判
に
し
て
も
、
「
負
惜
し
み
の
強
い
の
と
愛
婿

の
乏
し
い
の
で
人
に
知
ら
れ
（
中
略
）
何
を
言
つ
て
も
、
学
問
の
外

に
取
所
の
な
い
人
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
女
と
し
て
の
潤
い
を
全
く
と
い
っ
て
よ
い
位
に
持

た
な
い
お
種
が
、
更
に
学
問
を
し
て
、
一
層
女
と
し
て
の
愛
情
の
美

し
き
を
発
揮
で
き
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
書
ぶ
り
が
見

え
る
。
前
に
引
属
し
た
「
身
を
徒
ら
に
巣
守
と
な
し
云
々
」
の
述
懐

の
と
こ
ろ
に
も
「
学
校
に
在
り
し
時
と
は
運
び
同
権
又
は
愛
情
と
い

ふ
こ
と
を
雛
形
通
り
に
は
思
は
ね
ど
も
」
と
あ
り
、
そ
こ
に
は
学
問

・
新
知
識
の
面
か
ら
く
る
無
意
識
の
抵
抗
ら
し
い
も
の
も
見
え
る
。

ま
た
里
の
近
所
の
細
君
の
言
葉
や
、
夫
の
言
葉
な
ど
に
も
、
そ
の
学

問
の
生
半
可
の
害
を
語
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

教
育
の
学
問
の
と
申
し
て
も
、
女
の
学
問
は
知
れ
た
も
の
、
学
問
で
台
所

は
出
来
ま
せ
ぬ
。
生
中
チ
ッ
ト
ぼ
か
し
見
識
が
あ
る
と
、
高
く
と
ま
る
の
が
、

女
の
持
前
、
権
利
だ
の
同
権
だ
の
と
歯
の
浮
く
事
を
言
ほ
れ
る
と
、
余
ッ
程

の
美
人
で
も
二
度
と
見
る
気
は
出
ぬ
も
の
と
、
此
間
も
宿
の
が
言
は
れ
ま
し

た
。
と
意
気
な
細
君
の
聞
え
よ
が
し
。
（
八
四
五
ペ
ー
ジ
）

生
意
気
に
少
し
ば
か
り
権
利
だ
と
か
財
産
た
と
か
、
間
違
っ
た
こ
と
を
聴

き
か
ぢ
つ
て
自
分
の
財
産
だ
と
思
ふ
た
ら
う
が
（
八
五
九
ペ
ー
ジ
）

前
者
は
里
の
近
所
の
細
君
の
言
葉
で
あ
り
後
者
は
夫
の
言
葉
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
遁
遙
に
よ
っ
て
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で

な
く
、
ま
た
直
接
、
細
君
お
種
の
持
っ
て
い
る
鋏
陥
と
は
称
し
難
い

が
、
こ
れ
ら
の
一
殻
的
な
見
解
を
か
な
り
傍
観
的
に
肯
定
的
に
描
い

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

結
局
、
進
遙
は
、
あ
ま
り
お
種
に
好
感
を
持
っ
て
描
い
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
遁
遙
が
、
新
し
い
女
性
と
し
て
の
お
種

に
好
意
を
も
ち
、
肯
定
的
で
あ
る
の
な
ら
ー
ば
、
周
囲
か
ら
こ
の
よ
う

に
見
ら
れ
て
は
い
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
と
こ

遁
遙
「
細
君
」
試
論

ろ
を
、
描
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
い
さ
さ
か
、

小
間
使
お
園
の
気
特
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
「
比
や
う
な
情
ぶ
か
い

お
人
」
と
か
「
家
中
の
人
々
一
人
と
し
て
情
深
く
な
い
人
は
な
し
」

と
か
「
人
情
の
深
い
内
…
‥
阿
園
は
是
よ
り
又
一
層
夫
人
を
慕
ひ
敬

ひ
ぬ
」
と
か
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
も
、

学
問
の
及
ぼ
す
美
点
に
つ
い
て
は
何
ら
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
避
遙
は
、
お
種
を
不
美
人
に
作
り
上

げ
、
そ
の
思
想
や
学
問
を
も
、
お
種
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
も

の
と
し
て
し
か
描
い
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
不
幸
、
こ
の
悲

劇
の
原
因
の
一
つ
を
、
他
な
ら
ぬ
お
種
自
身
に
も
負
わ
せ
て
い
る
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
地
悪
い
読
者
な
ら
ば
、
こ
ん
な
女
な
ら
、

夫
が
家
を
あ
げ
て
も
仕
方
は
あ
る
ま
い
と
い
う
よ
う
に
言
う
か
も
し

れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
と
、
片
岡
良
一
氏
の
「
半
ば
目
ざ

め
た
自
我
が
不
当
に
凌
虐
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
期
一
殻
の
悲
劇
的
主

題
」
　
と
い
う
言
い
方
が
、
も
う
一
つ
ぴ
っ
た
り
来
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、
お
種
の
思
想
以
外
に
、
容
貌
や
性
格

に
ま
で
言
及
し
て
、
し
か
も
そ
れ
を
愛
さ
れ
な
い
よ
う
な
も
の
に
仕

立
て
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
思
想
と
か

自
我
と
か
寮
、
少
し
も
肯
定
的
に
“
描
か
れ
ず
に
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を

支
え
る
人
間
を
愛
さ
れ
な
い
よ
う
な
人
間
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
は
何
か
意
味
が
あ
っ
た
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

一
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片
岡
氏
の
言
う
「
不
当
に
凌
虐
さ
れ
る
」
と
い
う
見
方
、
そ
れ
は
つ

ま
り
と
の
作
品
の
テ
ー
マ
に
な
る
も
で
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
は
ず

だ
が
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
そ
の
テ
ー
マ
が
お
よ
そ
は
っ
き

り
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

こ
れ
が
テ
ー
マ
と
す
る
な
ら
ば
、
時
代
の
本
質
と
結
び
つ
き
、
悲

劇
を
か
も
し
た
す
要
素
は
、
や
は
り
こ
の
場
合
、
お
種
の
新
し
い
思

想
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
た
だ
如
上
の
よ
う
に
、
近
所

の
評
判
や
噂
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
お
種
の
行
為
の
上
で

は
、
別
に
具
体
的
に
は
何
に
も
描
か
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

ま
ず
言
え
ば
先
渇
の
意
気
な
細
君
の
聞
え
よ
が
し
の
言
葉
を
聞
い
て
、

「
そ
れ
や
此
れ
や
を
聞
く
た
び
に
、
見
事
、
立
派
に
片
附
い
て
鼻
を

あ
か
し
て
み
せ
よ
う
と
十
六
七
ま
で
は
我
を
張
り
ぬ
。
」
　
と
い
う
と

こ
ろ
や
、
「
一
層
の
こ
と
こ
ち
ら
か
ら
離
縁
を
言
ひ
出
し
て
、
教
員

で
も
し
て
食
っ
て
ゆ
か
う
」
と
思
う
く
ら
い
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

に
、
た
と
え
仕
え
や
す
い
人
で
あ
る
に
し
て
も
、
姑
に
は
よ
く
仕
え

て
い
る
し
、
実
家
の
父
を
安
心
さ
せ
る
た
め
に
、
涙
を
の
ん
で
、
離

婚
を
思
い
と
ど
ま
つ
て
も
い
る
。
「
女
気
の
洋
学
も
遂
に
儒
学
に
勝

た
れ
し
か
、
此
身
は
ど
の
や
う
に
な
ら
う
と
も
、
父
上
に
安
心
さ
せ

た
し
、
我
慢
し
よ
う
と
心
を
定
め
、
夫
人
は
其
晩
打
萎
れ
、
冠
り
し

頭
巾
の
裏
を
濡
ら
し
て
夫
の
家
へ
帰
り
た
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
新
し
い
思
想
に
立
脚
し
て
の
行
為
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て

い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
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あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
我
を
屈
し
た
態
度
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
お
種
は
悲
劇
に
お
い
こ
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
夫
と
、
継

母
と
の
悪
玉
ぶ
り
は
、
生
き
て
く
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

や
は
り
お
種
の
人
間
的
な
冷
た
さ
や
、
醜
さ
は
必
然
性
の
な
い
も
の

と
言
わ
ね
は
な
る
ま
い
。

こ
の
あ
た
り
で
、
一
つ
の
解
釈
を
下
す
な
ら
ば
、
進
遙
の
意
図
は
、

ま
ず
一
応
は
、
新
し
い
知
識
人
の
裏
面
の
醜
さ
を
否
定
し
、
批
判
す

る
こ
と
に
あ
り
、
同
時
に
、
新
し
い
女
性
の
半
可
通
の
学
問
が
も
た

ら
す
も
の
を
も
否
定
し
、
批
判
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
、
新
し
い
女
性
が
「
不
当
に
凌
虐
さ
れ
」

る
こ
と
に
重
点
を
お
き
、
そ
こ
に
義
憤
を
表
わ
し
た
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
圧
迫
さ
れ
た
り
、
凌
虐
さ
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
女
性
と

し
て
、
お
種
の
よ
う
な
新
し
い
女
性
を
登
場
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
お
種
の
お
か
れ
た
状
態
を
あ
っ
て
ほ
な
ら
な
い

と
し
て
撒
い
て
い
る
よ
り
も
、
あ
り
得
る
状
態
と
し
て
描
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
テ
ー
マ
は
何
ら
か
の
理
想
を

設
定
し
て
、
そ
の
上
に
組
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
風

俗
的
現
象
と
し
て
発
見
さ
れ
た
一
つ
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
対
象
は
風
俗
的
に
つ
き
は
な
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
夫
定
夫
の
醜
聞
も
、
横
暴

も
、
と
も
に
、
否
定
的
形
象
な
が
ら
、
風
俗
的
傍
観
の
態
度
を
濃
厚

（　》　シー党

に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
が
も
た
た
れ
る
。
こ
こ
に
、

テ
ー
マ
あ
る
い
は
問
題
意
識
が
ぼ
や
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る。

こ
こ
で
、
こ
の
「
細
君
」
と
い
う
作
品
が
、
彼
進
遙
の
理
論
　
－

「
小
説
神
髄
」
の
写
実
主
義
の
理
論
の
忠
実
な
実
践
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
と
思
う
。
「
小
説
神
髄
」
　
の
写

実
主
義
が
、
結
局
は
、
文
学
主
体
の
稀
薄
な
、
即
物
的
風
俗
的
な
、

写
実
の
た
め
の
写
実
の
理
論
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
理
論
が
、
い
わ
ば
、
心
理
描
写
、
性
格
描
写
に
い
さ
さ
か
の
深

ま
り
を
見
せ
て
あ
ら
あ
れ
た
の
が
こ
の
　
「
細
君
」
　
で
あ
っ
た
の
で
あ

る。

「
妹
と
背
か
が
み
」
や
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
後
の
「
此
処
や
か
し

こ
」
　
「
松
の
う
ち
」
等
の
な
か
に
、
い
さ
さ
か
な
が
ら
、
青
年
の
生

活
に
取
材
し
て
、
そ
の
生
き
方
を
追
求
し
た
主
体
的
な
も
の
が
、
こ

の
　
「
細
君
」
　
に
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
、
い
わ

ば
、
「
書
生
気
質
」
　
へ
逆
行
し
た
と
い
う
べ
き
要
素
が
、
そ
の
根
底

に
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
遇
遙
の
無
目
的
的
な
、
ま
た
没

主
観
の
写
実
主
義
が
こ
こ
に
具
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
「
細
君
」
は
、
つ
き
は
な
し
た

悲
劇
の
傍
観
で
あ
っ
て
、
最
後
に
お
園
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
も
、

う
な
づ
け
る
よ
う
に
思
う
。
お
園
を
殺
す
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
疑
問
は
、
先
述
の
よ
う
な
、
自
我
に
目
覚
め
た
人
妻
の

進
遙
「
細
君
」
試
論

悲
劇
と
し
て
テ
ー
マ
を
仮
定
し
て
み
た
と
こ
ろ
か
ら
お
と
る
も
の
で
、

没
主
観
の
風
俗
描
写
と
見
る
な
ら
ば
、
お
園
が
井
戸
に
投
身
す
る
と

い
う
こ
と
も
、
悲
劇
に
輪
を
か
け
る
こ
と
で
全
体
の
風
俗
的
な
暗
さ

を
一
層
深
め
る
も
の
と
し
て
、
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
と
田
い
う
。

こ
の
作
品
が
、
造
遙
に
し
て
は
、
珍
し
く
長
時
間
を
費
し
て
書
か

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
苦
労
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
作
品
が
、
彼
の
持
前
と
見
ら
れ
る
啓
蒙
家
の

情
熱
に
支
え
ら
れ
た
作
品
で
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
「
小
説
神
髄
」
そ
の
も
の
も
、
警
世
、
啓
蒙
の
情
熱
に
よ
っ
て

綴
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
妹
と
背
か
が
み
」
以
後
の
諸
作
は
、

比
較
的
こ
の
情
熱
の
ま
ま
に
、
描
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
「
小
説
神
髄
」
の
主
張
は
、
彼
が
学
び
と
つ
た
、
強
引
な
ま
で

の
人
情
世
態
風
俗
の
写
実
主
義
で
あ
っ
た
。
こ
の
警
世
・
啓
蒙
の
情

熱
と
、
写
実
至
上
主
義
的
な
写
実
と
は
、
一
致
し
難
い
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
と
に
、
「
妹
と
背
か
が
み
」
以
後
の
「
此
処
や
か
し
こ
」
「
松

の
う
ち
」
な
ど
の
書
生
風
俗
の
よ
う
に
、
彼
の
体
験
に
よ
っ
て
語
り

得
る
性
質
の
も
の
で
な
く
、
中
流
家
庭
の
内
部
の
風
俗
と
な
る
と
、

多
く
の
経
験
を
持
た
ず
、
素
材
自
体
に
も
写
実
し
難
い
も
の
を
存
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
別
し
て
、
遁
遙
の
細
君
は
、
遊
女
で
あ
っ
て
、

女
主
人
公
お
種
と
は
全
く
裏
は
ら
の
女
性
で
あ
っ
た
。
造
遙
は
、
自

分
の
妻
が
教
養
は
な
か
つ
た
が
、
愛
く
る
し
く
、
明
る
い
暖
い
心
の

一
七



持
主
で
あ
る
こ
と
に
、
あ
る
程
度
満
た
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
う

い
う
彼
の
好
み
か
ら
し
て
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
こ
と
は
、
お
種
の

よ
う
な
女
性
を
忌
み
嫌
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

い
う
、
彼
の
私
的
な
好
悪
が
、
は
か
ら
す
も
、
新
し
い
時
代
の
女
性

を
批
判
す
る
下
地
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
悲
劇
に
ま
で
お
と
し
て
み
せ

る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
「
妹
と
背
か
が
み
」
の
女
主
人

公
お
辻
が
無
教
養
の
故
に
、
悲
劇
的
な
結
末
を
み
せ
た
の
と
、
全
く

反
対
の
結
果
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
点
に
も
、
人
生
探
求
の

作
品
と
、
風
俗
描
写
の
作
品
と
の
相
違
を
発
見
で
き
る
と
思
う
。

以
上
の
よ
う
に
「
細
君
」
は
、
当
時
の
風
俗
の
悲
劇
的
な
面
を
写

実
し
た
も
の
で
、
時
代
の
新
し
い
問
題
で
あ
っ
た
婦
人
問
題
に
取
材

し
な
が
ら
、
積
極
的
に
そ
の
間
題
に
解
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、

た
だ
男
の
側
の
醜
さ
を
描
く
に
止
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
を
、
女
性
の
立
場
の
弱
き
に
、
集
中
す
る

こ
と
が
で
き
ず
に
、
逆
に
こ
の
よ
う
な
悲
劇
を
あ
ら
し
め
得
る
も
の

と
し
て
、
半
可
通
の
新
女
性
を
冷
酷
に
指
さ
ず
す
め
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
作
品
の
よ
さ
は
、
や
は
り
当
時
の
時
代
の
新

し
い
タ
イ
プ
の
男
女
を
か
な
り
真
実
に
近
く
表
現
し
得
て
い
る
こ
と

に
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
彼
の
写
実
主
義
理
論
を
実
践
に
移
し
た

も
の
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
点
は
依
然
と
し
て
失
わ
れ
て
い
な

い
。
も
っ
と
も
、
第
三
回
で
、
不
幸
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た

一
八

と
こ
ろ
の
直
鎖
形
式
な
ど
は
、
写
実
の
立
場
か
ら
み
て
、
完
壁
と
は

言
え
な
い
が
、
第
二
回
の
、
実
家
で
の
会
話
、
第
四
回
の
、
お
園
が

質
屋
へ
行
く
あ
た
り
の
、
お
種
の
心
理
な
ど
は
、
か
な
り
よ
く
書
け

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
風
俗
描
写
の
点
で
、
い
さ
さ
か
時
代
と

の
つ
な
が
り
を
持
ち
、
当
時
の
作
品
と
し
て
は
、
ま
た
優
れ
た
も
の

認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
と
の
作
品
は
、
二
葉
亭
の
「
浮
雲
」
に
刺
戟
さ
れ
て
書
か
れ

た
と
も
言
わ
れ
、
ま
た
彼
自
身
、
発
表
ま
で
に
、
二
葉
亭
に
読
ん
で

聞
か
せ
た
り
し
て
い
る
が
、
二
葉
亭
が
、
文
三
の
な
か
に
自
己
を
発

見
し
た
文
学
主
体
を
、
結
局
、
遁
遙
は
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
う
ち
た
て
た
写
実

主
義
理
論
に
し
ぼ
ら
れ
、
風
俗
描
写
の
枠
に
自
ら
を
閉
じ
こ
め
て
、

そ
の
限
界
に
見
切
り
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
作
品
以
後
本

格
的
な
小
説
の
筆
を
と
る
こ
と
を
や
め
て
い
る
。

（
五
八
・
二
・
六
）

（註）

①
　
河
出
董
屍
「
現
代
日
本
小
説
大
系
」
第
一
巻
解
説
。

②
　
拙
稿
「
邁
遙
『
妹
と
背
か
が
み
』
試
論
」
立
命
館
文
学
、
昭
和
三
十
三
年

一
月
号
。

⑤
　
進
遙
の
日
記
。

④
　
坪
内
土
行
「
坪
内
遁
遙
研
究
」
他
。

⑤
　
遇
遙
の
日
記
。
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心
敬
に
お
け
る
思
索
的
特
質
に
つ
い
て

日
本
の
文
芸
論
に
お
い
て
、
近
世
以
前
の
そ
れ
は
い
ち
じ
る
し
く

随
筆
的
で
あ
る
。
こ
と
に
中
世
に
お
け
る
そ
れ
は
秘
伝
口
伝
的
で
あ

る
。
少
く
と
も
そ
こ
に
は
、
文
芸
の
何
た
る
か
を
論
じ
て
あ
る
わ
け

だ
か
ら
、
そ
の
文
に
論
理
性
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は
か
な
わ
ぬ
わ

け
で
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
が
ま
こ
と
に
稀
薄
で
あ
っ
て
、
論
と
い
う

体
を
な
し
て
お
ら
ぬ
も
の
が
多
い
。
歌
論
に
例
を
と
れ
ば
、
歌
病
の

説
明
で
あ
り
、
軟
体
の
説
明
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
例
示
で
あ
り
、
さ

も
な
け
れ
ば
、
歌
こ
と
ば
の
説
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
歌
や
歌
人
に

ま
つ
お
る
お
話
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
も
の
か
ら
次
第
に
歌
の
み
ち

を
伝
え
よ
う
と
し
て
来
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
書
簡
の
形
式
に
よ
る

伝
授
で
あ
り
、
ま
た
は
秘
伝
を
き
ず
け
る
て
い
の
も
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
秘
伝
に
論
理
的
な
も
の
が
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
非
理
論
的
、

飛
躍
的
、
神
秘
的
で
あ
る
が
故
に
秘
伝
で
あ
る
。
こ
れ
は
兵
法
の
お

話
で
あ
る
が
、
さ
る
武
芸
者
が
、
自
分
に
は
と
う
て
い
秘
伝
は
伝
授

さ
れ
ぬ
と
見
ざ
わ
め
て
、
ひ
そ
か
に
秘
伝
一
巻
を
盗
ん
だ
と
こ
ろ
が
、

心
敬
に
お
け
る
思
索
的
特
質
に
つ
い
て

岡

　

　

本

　

　

彦

　

一

こ
れ
が
白
紙
で
あ
っ
た
と
い
う
話
。
話
で
あ
る
と
し
て
も
、
秘
伝
の

性
格
を
語
っ
て
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
い
よ
い
よ
の
伝
授
は
白
紙

で
あ
っ
て
よ
い
。
論
理
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

和
歌
に
お
い
て
は
作
家
と
評
論
家
と
は
現
代
に
お
い
て
も
末
分
で

あ
る
。
い
や
鑑
賞
者
ま
で
が
一
体
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
短
詩
型
文

芸
の
い
ち
じ
る
し
い
特
質
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
和
歌
と
い
う
も

の
の
、
そ
の
歴
史
に
徴
し
て
み
て
も
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
連
歌

俳
譜
な
ど
は
、
そ
の
創
作
様
式
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
顕
著
に
表

明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
座
に
お
い
て
興
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
鑑
賞
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
の
み
創
作
と
い
こ
と
が
お
こ

る
の
で
あ
る
。
宗
匠
は
指
導
者
で
あ
り
、
作
家
で
あ
り
、
理
論
家
で

あ
ら
ね
は
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
す
ぐ
れ
た
理
論
家
か
な
ら
ず
し
も
ず

ぐ
れ
た
作
家
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
そ
の
反
対
も
ま
た
そ
う
で

あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
理
論
に
熱
中
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
理
論
だ
あ

れ
に
な
っ
て
、
そ
の
作
品
は
も
う
一
つ
は
え
な
い
場
合
が
多
い
。
あ

一
九


