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｢
な
ま
女
｣
　
の
解
読
を
め
ぐ
る
問
題

-

　

写

　

本

　

表

　

記

　

の

　

批

　

判

　

的

　

処

　

理

一
を
ん
な
･
お
ん
な
･
女

『
万
葉
集
』
で
は
'
｢
女
｣
の
意
に
は
万
葉
仮
名
で
｢
乎
美
奈
｣
と
書
か

れ
'
｢
平
等
古
｣
と
対
義
語
に
な
っ
て
い
る
｡
｢
姫
｣
の
意
の
｢
お
む
な
｣
は

ま
だ
見
え
な
い
｡
中
古
に
入
っ
て
『
和
名
類
衆
抄
』
に
は
じ
め
て
｢
姫
'
和
名

於
克
奈
｣
と
見
え
て
い
る
の
で
'
｢
お
む
な
｣
は
文
献
の
上
で
は
中
古
語
と
見

な
さ
れ
る
｡
一
方
｢
を
み
な
｣
も
中
古
に
入
る
と
主
と
し
て
｢
を
む
な
｣
と
な

っ
て
'
音
が
変
化
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

か
-
て
'
中
古
語
で
は
'
｢
女
｣
の
意
の
｢
を
む
な
｣
と
｢
姫
｣
の
意
の

｢
お
む
な
｣
と
が
'
音
韻
的
に
も
表
記
的
に
も
区
別
さ
れ
て
い
た
｡
後
者
の

｢
お
む
な
｣
が
｢
お
う
な
｣
と
変
化
し
た
時
期
が
は
た
し
て
い
つ
頃
の
こ
と
に

な
る
の
か
が
問
題
だ
が
'
後
世
の
書
写
に
さ
ま
ざ
ま
な
混
態
が
生
じ
た
こ
と
が

推
測
き
れ
る
の
で
'
判
断
が
困
難
で
あ
る
｡

中
古
の
か
な
で
は
｢
む
｣
　
｢
ん
｣
と
は
通
用
し
て
い
た
の
で
'
｢
を
ん
な
｣

｢
お
ん
な
｣
と
書
か
れ
て
い
て
も
'
そ
れ
は
｢
を
む
な
｣
　
｢
お
む
な
｣
と
の
間

に
'
音
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
た
だ
｢
を
｣
　
｢
お
｣

だ
け
が
語
の
差
異
を
示
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
'
中
古
の
表
記
を
そ
の
ま
ま
伝
え
た
写
本
が
き
わ
め
て
少
な
い
｡

『
源
氏
物
語
』
に
し
ろ
'
『
枕
冊
子
』
に
し
ろ
'
中
世
の
書
写
に
よ
る
変
貌
を

経
て
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
中
世
の
書
写
で
混
乱
の
顕
著
な
現
象
の

一
つ
に
'
｢
を
｣
　
｢
お
｣
の
混
同
が
あ
る
｡
こ
れ
は
'
い
わ
ゆ
る
定
家
か
な
づ

か
い
の
奇
異
な
性
格
に
強
-
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
平
安
時
代
の
後
期

に
'
｢
を
｣
　
｢
お
｣
の
音
韻
上
の
区
別
が
な
-
な
-
'
同
じ
よ
う
に
＼
w
o
J
に

な
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
-
ア
行
の
｢
お
｣
が
り
行
の
｢
を
｣
に
併

合
さ
れ
た
と
見
ら
れ
ろ
｡
し
か
る
に
'
い
ろ
は
歌
に
よ
っ
て
固
定
し
た
字
母
に

は
'
｢
を
｣
　
｢
お
｣
が
あ
る
｡
定
家
か
な
づ
か
い
で
は
こ
れ
を
ア
ク
セ
ン
ト
の
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高
下
を
示
す
の
に
用
い
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
｢
を
の
こ
｣
と
も

｢
お
の
こ
｣
と
も
書
-
と
い
う
よ
う
に
両
様
を
認
め
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の

は
'
同
一
語
で
ア
ク
セ
ン
ト
に
動
揺
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
の
よ
う
で
あ

る
｡

前
時
代
の
中
古
に
お
い
て
'
｢
を
む
な
｣
　
｢
お
む
な
｣
が
別
語
と
し
て
対
立

し
て
い
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
'
｢
を
｣
　
｢
お
｣
の
差
異
で
語
を
区
別
し
ょ
う

と
し
な
い
中
世
の
か
な
づ
か
い
観
で
は
'
別
語
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
不
可
能

で
あ
る
｡
『
土
佐
日
記
』
で
定
家
筆
の
本
は
貫
之
自
筆
の
本
を
写
し
た
紅
の
で

あ
る
の
に
,
原
本
の
｢
お
ん
な
お
き
な
｣
を
｢
お
ん
な
を
き
な
｣
と
か
な
を
変

え
て
い
る
｡
定
家
か
な
づ
か
い
を
敷
術
し
た
と
い
う
『
仮
名
文
字
遣
』
で
は

｢
お
き
な
｣
と
あ
る
の
に
'
定
家
筆
の
『
土
佐
日
記
』
に
｢
を
き
な
｣
と
あ
る

の
は
,
｢
お
ん
な
お
き
な
｣
と
続
け
た
た
め
に
｢
お
｣
が
上
声
に
な
っ
た
が
た

め
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
同
じ
く
貫
之
自
筆
本
に
｢
わ
ら
は
も
お
む
な

も
｣
を
定
家
は
本
文
の
字
を
修
正
し
て
｢
わ
ら
は
も
お
き
な
も
｣
と
し
て
い

る
｡
な
ぜ
そ
ん
な
語
を
変
更
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
た
か
｡
推
測
は
容
易
で
は

な
い
が
,
定
家
は
『
土
佐
日
記
』
に
｢
お
む
な
｣
を
｢
女
｣
と
解
し
て
'
｢
わ

ら
は
も
女
も
｣
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
と
判
断
し
て
改
め
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
｡

こ
れ
と
類
似
し
た
現
象
と
し
て
'
中
古
に
は
｢
お
ば
｣
　
｢
を
ば
｣
の
｢
お
｣

｢
を
｣
の
ち
が
い
が
語
の
ち
が
い
を
示
し
た
｡
『
和
名
類
衆
抄
』
に
は
'
｢
祖

母
｣
を
｢
於
波
｣
と
L
t
　
｢
伯
母
｣
　
｢
叔
母
｣
を
｢
乎
波
｣
i
)
し
.
て
い
る
｡
こ

の
二
語
が
並
ん
で
用
い
ら
れ
た
時
期
に
は
'
当
然
表
記
の
区
別
は
保
た
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
る
に
'
定
家
か
な
づ
か
い
と
し
て
見
ら
れ
る
前
記
『
仮

名
文
字
遥
』
で
は
､
｢
祖
母
｣
は
｢
お
う
ば
｣
で
あ
る
｡
そ
う
な
る
と
､
中
古

の
作
品
の
中
の
｢
お
ば
｣
　
｢
を
ば
｣
を
語
形
の
上
で
識
別
す
る
こ
と
が
困
難
に

な
っ
た
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
『
拾
遺
和
歌
集
』
の
巻
九
雑
下
五
四
五
番

の
歌
の
詞
書
に
あ
る
｢
祖
母
｣
を
意
味
す
る
｢
お
ば
｣
を
'
定
家
の
書
写
を
祖

と
す
る
天
福
本
系
の
写
本
で
は
す
べ
て
｢
を
は
｣
と
書
い
て
い
る
｡

源
重
之
の
母
の
近
江
の
こ
ふ
に
侍
労
る
に
　
む
ま
こ
の
あ
つ
ま
よ
り
の
は

り
て
　
い
そ
く
事
侍
て
　
え
こ
の
た
ひ
あ
は
て
の
ほ
-
ぬ
る
こ
と
ゝ
い
ひ

て
侍
け
れ
は
　
を
は
の
女
の
よ
み
侍
け
る

お
や
の
お
や
と
お
も
は
ま
し
か
は
と
ひ
て
ま
し
わ
か
こ
の
こ
に
は
あ
ら
ぬ

な
る
へ
し

『
拾
遺
集
』
の
も
と
の
か
な
は
｢
お
は
｣
と
あ
っ
た
と
信
じ
ら
れ
る
｡
そ
れ

が
定
家
の
書
写
を
通
過
す
る
際
に
｢
を
は
｣
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

『
宇
津
保
物
語
』
で
も
同
様
の
事
例
が
見
ら
れ
る
｡
｢
楼
の
上
の
上
｣
に
お

い
て
'
右
大
臣
兼
雅
の
妻
の
一
人
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
源
宰
相
の

娘
は
､
兼
雅
に
忘
ら
れ
て
一
児
(
小
君
)
を
連
れ
て
西
の
大
宮
に
住
ん
で
い

た
｡
そ
の
家
に
小
君
の
祖
母
'
つ
ま
-
源
宰
相
の
君
の
母
君
が
い
る
｡
写
本
で

は
ど
の
本
も
｢
を
は
｣
と
の
み
あ
る
が
'
叔
母
と
は
思
え
な
い
｡
三
条
殿
に
一

所
に
迎
え
取
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
'
そ
の
言
動
か
ら
も
'
こ
の
人
が
改
源
宰
相

夫
人
で
あ
り
'
女
君
の
母
で
あ
-
'
小
君
の
祖
母
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
｡
そ
の
｢
お
ば
｣
が
現
存
す
る
写
本
で
は
｢
を
ば
｣
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
の

点
'
｢
拾
遺
集
｣
の
定
家
本
に
見
ら
れ
る
所
と
方
向
を
同
じ
-
す
る
｡
こ
こ
に

定
家
か
な
づ
か
い
の
影
を
感
じ
る
｡

本
題
に
帰
っ
て
'
｢
お
む
な
｣
　
｢
を
む
な
｣
の
対
立
が
'
中
世
の
書
写
に
よ
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っ
て
'
ど
の
程
度
乱
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
'
か
な
り
入
り

組
ん
だ
事
態
が
あ
っ
て
'
簡
明
に
ま
と
め
に
く
い
の
で
あ
る
が
'
｢
お
む
な
｣

｢
お
ん
な
｣
と
表
記
き
れ
た
｢
姫
-
老
女
｣
の
意
の
語
が
'
｢
を
む
な
｣
　
｢
を

ん
な
｣
に
混
同
'
ひ
と
し
く
｢
女
｣
と
書
写
し
た
例
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
'

ほ
ぼ
断
言
し
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
｡

な
ぜ
か
､
中
世
の
写
本
'
そ
し
て
そ
れ
を
転
写
し
た
近
世
の
写
本
に
見
ら
れ

る
用
字
の
く
せ
と
し
て
'
｢
を
ん
な
｣
と
い
う
語
は
'
大
多
数
｢
女
｣
と
漢
字

′

＼

化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
対
義
語
の
｢
を
と
こ
｣
は
逆

に
か
な
表
記
が
大
多
数
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
へ
　
『
竹
取
物
語
』
で
田
中
大
秀
旧

蔵
本
(
竹
取
物
語
の
研
究
･
本
文
篇
に
よ
る
)
を
例
に
し
て
み
る
に
､

を
と
こ
は
女
に
あ
ふ
事
を
す
'
女
は
を
と
こ
に
あ
ふ
事
を
す
'

の
よ
う
に
へ
明
ら
か
に
一
つ
の
偏
向
を
示
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
用
字
意
識
が
あ
っ
て
'
し
か
も
｢
を
ん
な
｣
と
｢
お
ん
な
｣
と

を
別
語
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
'

お
む
な
･
お
ん
な

/

を
む
な
･
を
ん
な
し
女

の
よ
う
な
文
字
の
移
動
が
生
じ
や
す
い
情
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

二
　
女
･
を
ん
な
･
お
ん
な

/

逆
に
'
中
世
の
書
写
を
経
過
し
た
写
本
の
字
面
に
見
ら
れ
る
｢
女
｣
　
｢
を
ん

な
｣
が
'
は
た
し
て
そ
の
ま
ま
｢
女
｣
の
意
な
の
か
'
ま
た
は
｢
姫
-
老
女
｣

の
意
な
の
か
'
と
い
う
方
向
で
'
具
体
例
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
｡

｢
お
む
な
｣
即
ち
後
の
｢
お
う
な
｣
で
あ
る
べ
-
思
わ
れ
る
語
で
'
｢
女
｣

｢
を
ん
な
｣
と
書
か
れ
て
い
る
例
が
最
も
多
-
見
ら
れ
る
の
は
'
『
宇
津
保
物

語
』
の
写
本
で
あ
る
.
写
本
の
用
字
面
の
代
表
と
し
て
'
前
田
家
本
を
研
字
し

た
古
典
文
庫
を
観
察
の
対
象
と
し
て
み
る
｡
ま
ず
'
｢
俊
蔭
｣
の
巻
'
阿
修
羅

ど
も
の
集
う
て
い
る
さ
ま
を
描
い
た
く
だ
り
'

い
み
じ
き
を
ん
な
お
き
な
こ
ど
も
む
ま
ご
な
ど
ゐ
て
'
か
う
べ
を
つ
ど
へ

て
木
を
き
り
こ
な
す

で
あ
る
が
'
｢
女
･
翁
･
子
ど
も
･
孫
｣
で
は
語
の
並
べ
方
が
お
か
し
い
こ
と

は
'
す
ぐ
気
づ
-
所
で
あ
る
｡
こ
れ
が
坂
本
で
は
｢
女
お
き
な
㍉
-
｣
と
な

-
'
『
玉
琴
』
で
は
｢
姫
翁
-
-
｣
と
改
め
た
｡
『
玉
琴
』
の
修
正
は
意
味
酌

に
は
正
し
い
｡
板
本
の
｢
女
｣
で
は
'
ど
う
に
も
か
な
づ
か
い
の
ず
れ
と
し
て

扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
'
｢
姫
｣
の
意
に
取
-
た
け
れ
ば
修
正
せ
ざ
る
を

お
う
な

え
な
い
｡
こ
れ
に
対
す
る
近
代
の
校
注
は
'
『
玉
琴
』
に
従
っ
て
｢
姫
翁
-
-
｣

と
す
る
も
の
と
'
板
本
に
従
っ
て
｢
女
お
き
な
｣
と
す
る
も
の
と
'
坂
本
以
前

の
写
本
の
｢
を
ん
な
お
き
な
-
-
｣
の
か
な
づ
か
い
を
正
し
て
｢
お
ん
な
お
き

な
-
-
｣
と
す
る
も
の
と
'
三
様
に
わ
か
れ
て
い
る
｡
｢
姫
翁
-
-
｣
と
す
る

の
は
正
し
い
が
'
｢
姫
｣
を
中
世
の
形
態
の
｢
お
う
な
｣
と
す
る
こ
と
に
は
'

国
語
史
的
見
地
か
ら
難
点
が
あ
る
｡
最
後
の
｢
お
ん
な
｣
と
か
な
を
改
め
て

｢
姫
｣
の
意
と
取
る
処
理
が
や
は
-
一
番
妥
当
で
あ
る
｡
こ
れ
に
該
当
す
る
の

は
'
校
註
国
文
叢
書
の
本
と
'
近
-
は
校
注
古
典
叢
書
(
野
口
元
大
氏
)
と
が

あ
る
｡｢

お
む
な
｣
と
｢
お
ん
な
｣
と
は
'
中
古
の
文
字
の
体
系
で
は
別
種
の
も
の

で
は
な
い
｡
＼
o
m
n
a
＼
を
表
わ
す
用
字
法
で
あ
っ
た
の
で
'
｢
ん
｣
は
＼
m
＼
で

あ
っ
て
＼
N
J
で
は
な
か
っ
た
.
｢
む
｣
も
＼
m
u
J
で
は
な
く
て
＼
m
J
で
あ
っ
た
｡
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後
代
の
｢
お
ん
な
｣
よ
-
も
｢
お
う
な
｣
に
近
い
聞
こ
え
を
与
え
た
で
あ
ろ
う

と
も
思
わ
れ
る
｡

｢
お
ん
な
お
き
な
｣
が
正
し
い
と
い
う
断
定
を
支
持
し
て
-
れ
る
の
は
'

｢
お
ん
な
お
き
な
｣
と
連
ね
る
表
現
が
『
土
佐
日
記
』
　
『
宇
津
保
物
語
』
　
『
栄

花
物
語
』
等
に
傍
例
が
多
い
こ
と
で
あ
る
｡
｢
女
｣
と
｢
翁
｣
で
は
対
を
な
さ

ず
'
並
べ
て
連
語
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
『
土
佐
日
記
』
の
例
は
す
で
に

触
れ
た
｡
『
宇
津
保
物
語
』
の
他
の
例
は
'
｢
蔵
閲
の
上
｣
の
巻
'
仲
忠
が
京

極
の
旧
邸
に
来
て
見
て
'
文
庫
ら
し
い
蔵
が
破
壊
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
の
を

見
つ
け
て
'
こ
れ
を
開
け
よ
う
と
し
て
い
る
所
に
'
九
十
歳
に
も
な
り
そ
う
な

老
人
夫
婦
が
あ
わ
て
ふ
た
め
い
て
走
っ
て
-
る
と
い
う
く
だ
牡

か
は
ら
の
ほ
ど
よ
-
'
と
し
九
十
ば
か
-
に
て
'
ゆ
き
を
い
た
ゞ
き
た
る

や
う
な
る
女
お
き
な
'
｢
ま
づ
こ
～
さ
ら
せ
給
へ
-
～
｣
と
な
-
0
(
古

典
文
庫
九
二
二
貢
)

と
あ
る
,
｢
女
お
き
な
｣
が
｢
お
む
な
お
き
な
｣
を
中
世
の
書
写
の
習
慣
で
書

き
ひ
が
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
｡
『
二
阿
抄
』
に
'

女
お
き
な
　
明
阿
日
'
女
は
お
う
な
に
て
'
姫
を
和
名
抄
に
も
お
む
な
と

よ
め
り
｡
老
女
の
こ
と
を
い
へ
-
0

と
あ
る
の
は
正
し
い
｡
た
だ
し
｢
お
う
な
｣
と
攻
め
る
の
は
問
題
を
残
す
｡
中

世
の
書
写
に
お
い
て

お
む
な
　
ー
　
女

の
写
し
ひ
が
め
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
､
逆
に
｢
お
む
な
｣
に
返

す
べ
き
で
あ
る
｡

同
じ
巻
に
'
同
じ
老
夫
婦
が
仲
忠
に
対
し
て
申
す
こ
と
ば
に
'

か
-
お
そ
ろ
し
き
所
に
'
百
さ
い
に
な
-
侍
ま
で
こ
の
女
お
き
な
の
み
た

(
に
)

て
ま
つ
り
侍
に
'
わ
が
-
に
～
み
え
た
ま
は
ぬ
す
が
た
か
お
は
す
る
た
ま

(
が
)

の
お
と
こ
の
み
え
た
ま
へ
る
は
い
み
じ
う
か
な
し
さ
に
(
九
二
五
貢
)

と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
る
｡
さ
ら
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
'
こ
の
例
で

は
'
老
人
夫
婦
が
自
称
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢
を
と
こ
｣
や

｢
を
ん
な
｣
は
自
称
に
用
い
る
こ
と
が
な
い
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
｢
お
き
な
｣

も
｢
お
む
な
｣
も
自
称
に
用
い
る
例
が
多
い
L
t
ま
た
呼
び
か
け
や
呼
び
名
と

し
て
用
い
る
例
も
あ
る
｡
そ
れ
が
自
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
所
に
'
｢
お
き

な
｣
　
｢
お
む
な
｣
の
語
性
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

同
じ
巻
'
同
じ
老
夫
婦
を
さ
す
表
現
に
'

女
お
き
な
'
お
い
の
世
に
み
し
ら
ぬ
か
う
ば
し
く
う
る
は
し
き
あ
や
か
い

ね
り
の
御
ぞ
ど
も
を
え
て
　
(
九
二
六
貢
)

･
　
か
の
い
で
き
た
-
し
女
お
き
な
は
ま
ど
こ
ろ
に
め
し
て
'
ぬ
の
き
ぬ
な
ど

い
と
お
ぼ
く
た
ま
ふ
｡
(
九
三
〇
貢
)

な
ど
と
重
ね
て
見
え
る
｡
す
べ
て
の
例
が
｢
お
き
な
｣
は
か
な
で
書
い
て
い
る

の
に
'
｢
お
む
な
｣
は
す
べ
て
｢
女
｣
と
漢
字
に
し
て
い
る
｡
前
に
述
べ
た
中

世
の
古
典
書
写
の
習
慣
が
顕
著
で
あ
名
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
｡
｢
を
ん

な
｣
を
｢
女
｣
に
漢
字
化
す
る
慣
性
が
'
｢
お
む
な
｣
を
も
｢
女
｣
に
書
い
て

し
ま
う
傾
向
が
確
認
さ
れ
る
｡

お
う
な

右
に
列
挙
し
た
｢
蔵
開
｣
の
諸
例
は
'
近
代
の
校
注
の
諸
本
は
､
大
抵
｢
姫

オ
ン
ナ

翁
｣
と
し
て
い
る
｡
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
｢
<
姫
>
翁
｣
と
し
て
お
-
'

校
註
国
文
叢
書
で
は
｢
女
翁
｣
　
｢
女
'
翁
｣
な
ど
と
し
た
上
で
前
掲
明
阿
説
を

引
い
て
い
る
｡
『
玉
松
』
　
『
玉
琴
』
が
｢
姫
お
き
な
｣
と
改
訂
し
た
こ
と
が
強
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い
影
響
を
与
え
て
い
る
｡

か
よ
う
に
見
て
-
る
と
､
『
字
津
保
物
語
』
な
ど
の
現
存
写
本
に
｢
女
｣
ま

た
は
｢
を
ん
な
｣
と
書
か
れ
て
い
る
語
の
中
に
は
､
｢
お
む
な
｣
　
(
堰
)
　
の
混

入
が
案
外
に
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
｢
俊
蔭
｣
の
巻
で
'
俊
蔭
の
娘
が
父
母

に
死
な
れ
'
乳
母
に
も
死
な
れ
て
'
全
-
の
孤
独
の
境
界
に
沈
ん
だ
時
'
こ
れ

に
仕
え
て
よ
ろ
ず
の
面
倒
を
見
て
-
れ
た
の
は
'
乳
母
の
従
者
の
老
女
で
あ
っ

た
.
こ
跡
老
女
を
さ
す
称
呼
に
'
前
田
家
本
等
の
現
存
写
本
で
は
'
｢
女
｣
と

書
い
た
-
'
｢
を
ん
な
｣
と
書
い
た
-
'
｢
お
う
な
｣
　
｢
を
う
な
｣
と
書
い
た

-
し
て
い
る
｡
こ
の
事
は
'
こ
れ
ら
の
写
本
の
用
字
法
で
は
'
｢
女
｣
　
｢
を
ん

な
｣
　
｢
を
う
な
｣
　
｢
お
う
な
｣
が
等
価
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
こ
の
老

女
(
｢
楼
の
上
｣
で
｢
さ
が
の
｣
と
い
う
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
)
　
の

呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
限
-
で
'
使
用
回
教
(
古
典
文
庫
に
よ
る
｣
を
数
え

て
み
る
｡

女
-
1
六
回

お
う
な
-
一
回

を
ん
な
-
二
回

を
う
な
-
五
回

地
の
文
の
中
で
も
｢
女
｣
　
｢
を
ん
な
｣
　
｢
を
う
な
｣
が
同
様
に
現
わ
れ
る

L
t
対
話
の
中
で
老
女
の
自
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
'
｢
女
｣
　
｢
を
ん

な
｣
　
｢
を
う
な
｣
　
｢
お
う
な
｣
が
現
れ
る
｡
全
-
混
同
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
｡

日
射
｢
あ
な
さ
が
な
｡
た
は
ぶ
れ
に
も
の
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
'
封

に
は
な
か
-
し
給
そ
.
団
引
宙
は
は
や
う
よ
り
さ
は
見
た
て
ま
へ
り
つ
れ

ど
'
さ
は
き
こ
え
ざ
り
つ
る
な
り
｡
-
-
｣
　
(
五
二
貢
)

佃
剖
叫
倒
｢
故
お
と
ゞ
お
は
し
ま
き
ま
し
か
ば
,
あ
や
に
し
き
に
ま
つ
は
れ

一
.
t
t
l
P
L
ナ
ト
ー
(
I
U
,
カ
群
山

て
お
ひ
い
で
た
ま
は
ま
し
｣
と
い
へ
ば
(
五
六
貢
)

佃
女
｢
い
で
'
あ
な
さ
が
な
や
.
-
-
こ
の
む
し
み
つ
は
'
を
ん
な
ゆ
め
に

_

　

　

　

　

の

み
た
て
ま
つ
-
た
-
0
-
-
を
う
な
は
丹
波
に
侍
め
の
わ
ら
は
む
ま
ん
と

て
見
た
ま
へ
し
や
う
は
'
い
と
つ
か
ひ
よ
き
て
づ
-
-
の
は
り
の
'
み
ゝ

い
と
あ
き
ら
か
な
る
に
'
し
な
の
ゝ
は
つ
り
を
'
い
と
よ
き
ほ
ど
に
す
げ

て
'
剖
封
切
の
き
ぬ
に
ぬ
ひ
つ
く
と
見
給
へ
し
,
-
-
｣
　
(
五
八
貢
)

用
こ
の
子
五
に
な
る
年
'
秋
つ
方
'
引
矧
し
ぬ
｡
(
六
〇
貢
)

ま
ず
'
｢
を
う
な
｣
　
｢
お
う
な
｣
の
か
な
の
ち
が
い
が
語
の
区
別
を
示
す
も

の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
､
川
相
川
の
文
例
を
比
較
す
れ
ば
明
ら

か
で
あ
る
｡
｢
女
｣
　
｢
を
ん
な
｣
は
書
写
す
る
人
に
と
っ
て
は
　
｢
お
う
な
｣

｢
を
う
な
｣
と
は
別
語
と
意
識
さ
れ
た
に
ら
が
い
な
い
が
'
転
写
の
あ
る
時
期

に
｢
お
む
な
｣
　
｢
お
人
な
｣
か
ら
｢
を
ん
な
｣
へ
の
写
し
ひ
が
め
が
生
じ
'
混

同
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
右
に
挙
げ
た
文
例
で
は
'
原
作
品
で

は
必
ず
や
｢
お
む
な
｣
　
｢
お
ん
な
｣
　
(
二
者
は
音
韻
的
に
同
じ
)
　
で
あ
っ
た
の

で
あ
-
'
｢
お
う
な
｣
も
転
写
の
段
階
で
後
の
発
音
に
移
さ
れ
た
も
の
'
｢
を

ん
な
｣
は
中
世
の
か
な
づ
か
い
意
識
か
ら
｢
を
｣
を
選
ん
た
も
の
､
｢
を
ん

な
｣
　
｢
女
｣
は
語
形
か
ら
誤
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
｡

右
に
観
察
し
た
｢
俊
蔭
｣
の
巻
の
諸
例
は
'
近
代
の
校
注
に
も
'
大
体
正
し

く
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
｢
藤
原
の
君
｣
の
巻
の
'
滋
野
兵
曹
物
語

に
登
場
す
る
老
女
を
さ
す
呼
称
で
は
'
近
代
の
注
解
が
分
か
れ
て
い
る
｡
こ
こ

で
は
全
部
の
例
が
｢
女
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
を
本
の
ま
ま
に
｢
女
｣
で

通
し
て
い
る
も
の
に
は
'
校
注
国
文
叢
書
･
日
本
古
典
文
学
大
系
が
あ
-
'

｢
姫
｣
に
改
め
る
も
の
に
は
'
有
朋
堂
文
庫
･
校
註
日
本
文
学
大
系
･
日
本
古
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典
全
書
が
あ
る
｡
古
い
所
で
は
『
玉
琴
』
が
｢
姫
｣
に
攻
め
て
い
る
｡
校
注
古

典
叢
書
で
は
'
す
べ
て
｢
お
ん
な
｣
に
改
め
て
あ
る
｡
こ
の
｢
お
ん
な
｣
に
改

め
る
の
が
条
理
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
所
に
照
ら
し
て
明
ら
か

で
あ
る
｡

す
こ
心
こ
ま
か
に
吟
味
を
加
え
て
み
る
と
'

川
そ
の
わ
た
り
に
す
む
女
か
～
る
こ
と
を
き
～
て
-
-
(
一
八
〇
貞
)

の
よ
う
な
地
の
文
で
は
'
本
の
ま
ま
｢
女
｣
と
し
て
も
'
大
き
な
不
都
合
は
感

じ
ら
れ
な
い
が
'
こ
の
一
連
の
文
章
の
中
に
は
､
老
女
が
自
称
と
し
て
'

R

u
2
n
H
r
u

J

～
3
′

1

1
　
"
　
u

■
1
M
H

I
H
J
H
U

こ
と
は
私
闘
女
た
ば
か
り
き
こ
え
ん
｡
･
･
･
･
･
･
｣
(
一
八
云
)

女
の
や
ど
り
に
み
さ
い
給
は
ら
ん
｡
-
-
｣
　
(
一
八
二
貢
)

(

杏

)

(

う

)

女
は
お
と
こ
君
に
な
ん
つ
か
ふ
ま
つ
-
て
樺
o
-
-
｣
　
(
一
八
四

貢
)｢

-
-
わ
が
お
と
ど
の
君
'
も
の
な
お
も
は
し
そ
｡
あ
が
物
と
を
お
ぼ
し

た
れ
.
女
し
侍
ら
ば
｣
と
か
き
て
と
ら
す
.
(
1
八
七
貢
)

な
ど
と
あ
る
の
は
'
謙
称
と
し
て
'
俗
の
表
現
で
い
う
な
ら
ば
'
｢
ば
ば
め

が
-
-
｣
な
ど
と
言
ふ
の
に
相
当
す
る
｡
ま
た
対
称
と
し
て
の
呼
び
名
'

桐
｢
お
ぼ
か
た
は
'
女
の
な
ど
か
-
は
申
.
-
や
つ
'
い
ま
ま
た
し
ぼ
り
か

け
よ
-
-
｣
　
(
一
八
九
貢
)

な
ど
は
'
憎
し
み
を
含
ん
だ
｢
ば
ば
あ
｣
に
相
当
L
t

の
｢
わ
が
女
ど
も
や
'
あ
や
ま
ち
つ
か
ま
つ
-
て
け
-
0
-
-
｣
　
(
一
八
八

貢
)

㈲
｢
-
-
女
ど
も
'
み
よ
の
中
は
い
か
に
ぞ
｣
　
(
一
八
一
貢
)

な
ど
は
'
好
意
と
尊
敬
を
こ
め
た
も
の
で
'
｢
お
ば
ば
ど
の
｣
に
あ
た
る
も
の

で
あ
る
｡
｢
女
｣
で
は
な
-
て
｢
姫
｣
で
あ
る
｡

行
阿
の
『
仮
名
文
字
遣
』
に
'

お
う
な
　
姫
名
也
　
老
女
名
也

と
あ
る
'
特
に
｢
名
｣
文
字
が
加
え
て
あ
る
の
は
'
姫
を
'
老
女
を
呼
ぶ
名
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
対
義
語
の
｢
お
き
な
｣
に
｢
竹
取
の

お
き
な
｣
の
よ
う
な
呼
び
名
的
用
法
が
あ
る
が
'
こ
の
｢
お
う
な
｣
に
も
｢
桧

垣
の
お
う
な
｣
の
よ
う
な
呼
び
名
の
慣
用
が
あ
る
｡
｢
女
｣
　
｢
を
ん
な
｣
に
は

こ
の
人
物
称
呼
と
し
て
の
用
法
は
な
い
｡

例
文
申
'
佃
佃
は
滋
野
兵
曹
邸
の
近
-
に
住
む
老
女
の
自
称
'
印
刷
は
三
条

の
正
頼
邸
に
仕
へ
る
老
女
な
が
と
の
自
称
t
 
m
は
兵
曹
が
老
女
に
対
し
て
言
う

｢
お
ば
ば
ど
の
｣
で
あ
り
'
佃
は
真
菅
邸
の
近
-
に
住
む
老
女
が
正
頼
邸
の
老

女
を
あ
が
め
て
言
う
｢
お
ば
ば
さ
ま
｣
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
か
ら
推
し
て
'
こ
れ

を
包
む
地
の
文
の
中
の
｢
女
｣
も
'
｢
お
む
な
｣
に
返
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

確
か
め
ら
れ
よ
う
｡

三
　
｢
な
ま
女
｣
に
対
す
る
諸
説

｢
な
ま
女
｣
と
い
う
表
記
で
残
さ
れ
た
語
が
『
字
津
保
物
語
』
　
『
婿
輪
日

記
』
　
『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
散
見
す
る
｡
｢
未
熟
な
女
｣
　
｢
身
分
低
い
女
｣
な

ど
と
思
い
思
い
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
語
で
あ
る
｡

『
大
言
海
』
に
は
'

な
ま
を
ん
な
(
名
)
[
四
困
叩
ナ
マ
心
ア
ル
女
.
又
'
未
熟
ナ
ル
女
.
身

分
低
キ
女
｡

と
し
て
'
『
宇
津
保
物
語
』
の
例
文
二
つ
を
引
い
て
い
る
｡
引
例
に
｢
蔵
開
､
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下
｣
と
あ
る
の
は
旧
坂
本
の
巻
名
の
誤
-
を
承
け
た
も
の
で
'
｢
嵯
峨
院
｣
と

攻
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
.
.

･
『
大
日
本
国
語
辞
典
』
も
ほ
ぼ
同
様
で
'
｢
な
ま
心
あ
る
女
｡
な
ま
女
房
な

る
女
｡
身
分
低
き
女
｡
未
熟
な
る
女
｣
と
し
て
い
る
｡
例
文
は
『
宇
津
保
』
と

『
埼
輪
日
記
』
｡
『
宇
津
保
』
の
｢
嵯
峨
院
｣
を
｢
蔵
開
下
｣
の
誤
っ
た
点
も

同
じ
で
あ
る
｡

こ
の
｢
な
ま
女
｣
と
い
う
語
に
対
す
る
理
解
は
'
実
際
に
は
『
源
氏
物
語
』

の
｢
末
摘
花
｣
に
見
え
る
一
例
の
解
釈
を
中
心
と
し
て
成
-
立
っ
て
き
た
よ
う

で
あ
る
｡
本
文
を
『
源
氏
物
語
大
成
｣
に
よ
っ
て
示
す
と
'
(
濁
点
と
句
読
を

加
え
る
)

(
わ
く
る
)

ま
し
て
い
ま
は
あ
さ
ぢ
は
く
人
も
あ
と
た
え
た
る
に
'
か
-
よ
に
め
づ
ら

し
き
御
げ
は
ひ
の
'
も
-
に
は
ひ
-
る
を
ば
'
な
ま
女
ば
ら
な
ど
も
'
ゑ

み
ま
げ
て
'
｢
な
を
き
こ
え
給
へ
｣
と
そ
ゝ
の
か
し
た
て
ま
つ
れ
ど
'

と
な
る
｡
こ
の
｢
な
ま
女
は
ら
｣
に
対
す
る
『
大
成
』
の
校
異
を
見
る
と
'
背

表
紙
本
河
内
本
に
は
何
も
あ
げ
て
な
-
'
別
本
系
に
'

な
ま
お
ん
な
と
も
御
物
本

な
ま
を
ん
な
は
ら
陽
明
家
本

が
あ
る
だ
け
で
あ
る
.
『
湖
月
抄
』
の
活
字
に
嗣
刻
し
た
も
の
の
中
に
｢
な
ま

女
ば
う
｣
と
し
た
の
が
あ
る
が
'
版
本
は
｢
な
ま
女
ば
ら
｣
で
あ
る
｡
大
阪

の
図
書
出
版
会
社
刊
の
猪
熊
夏
樹
増
註
訂
正
本
(
活
版
)
は
ま
だ
｢
な
ま
女
ば

ら
｣
で
あ
る
｡
有
川
武
彦
訂
と
あ
る
本
で
は
｢
な
ま
女
ば
う
｣
と
あ
-
'
『
湖

月
抄
』
の
本
文
を
も
改
訂
し
て
い
る
｡

萩
原
広
道
の
『
源
氏
物
語
評
釈
』
は
'
本
文
を

は
ら
イ

な
ま
女
ば
う
な
ど
も

と
し
て
'
頭
注
に
'

な
ま
女
ば
う
な
ど
も
よ
き
女
房
鴻
め
し
使
ひ
給
は
ぬ
故
に
'
な
ま
女
房
と

い
へ
り
｡

と
し
て
い
る
｡
本
文
と
し
て
｢
な
ま
女
ば
ら
｣
が
正
し
い
の
か
'
｢
な
ま
女
ば

う
｣
が
正
し
い
の
か
は
t
 
L
ば
ら
-
預
か
る
こ
と
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
'

｢
な
ま
女
房
｣
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
巻
五
の
七
話
に
用
例
が
あ
る
L
t

｢
な
ま
女
房
｣
の
注
と
し
て
な
ら
ば
広
道
の
解
釈
は
ま
ち
が
っ
て
は
い
な
い
｡

接
頭
語
｢
な
ま
｣
の
用
法
か
ら
推
し
て
'
｢
女
房
で
は
あ
る
が
'
十
分
に
女
房

と
呼
ば
れ
る
だ
け
の
価
値
を
持
た
な
い
女
房
｣
が
.
｢
な
ま
女
房
｣
で
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
｡
広
道
は
｢
よ
き
女
房
と
は
い
え
な
い
女
房
｣
で
あ
る
と
解
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

だ
が
｢
末
摘
花
｣
の
文
の
中
で
は
'
常
陸
の
宮
の
姫
が
貧
し
い
か
ら
よ
い
女

房
を
召
し
使
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
'
ど
の
女
房
も
十
分
に
よ
き
女
房
で
な
い
こ

と
に
な
る
'
そ
れ
で
は
｢
な
ま
女
房
な
ど
も
｣
と
と
-
わ
け
る
の
は
お
か
し

ヽ

　

0

ヽ
l
V

そ
れ
も
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
'
｢
な
ま
女
ば
ら
｣
を
採
用
し
た
場
合
の
注

釈
の
方
向
を
大
き
-
見
わ
た
し
て
見
る
と
'
ほ
ぼ
二
つ
に
わ
か
れ
て
い
る
｡
一

つ
は
｢
年
若
い
女
た
ち
｣
　
｢
若
い
女
房
た
ち
｣
と
解
す
る
類
で
'
｢
な
ま
｣
に

｢
未
熟
｣
の
意
を
汲
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
｡
他
の
一
つ
は
｢
つ
ま
ら
な
い
女

た
ち
｣
　
｢
い
い
加
減
な
女
房
た
ち
｣
と
解
す
る
類
で
あ
る
｡
こ
れ
も
｢
な
ま
｣

に
｢
未
熟
｣
　
｢
不
十
分
｣
の
意
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
こ
れ
ら

の
解
釈
に
つ
い
て
も
'
や
は
-
｢
な
ど
も
｣
が
何
と
な
く
気
が
か
-
で
あ
る
｡
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ど
こ
か
に
す
き
ま
風
が
吹
き
こ
ん
で
-
る
よ
う
な
気
が
す
る
｡

『
晴
玲
日
記
』
の
例
を
見
て
み
よ
う
｡

れ
い
の
人
は
'
案
内
す
る
た
よ
-
'
も
し
は
'
な
ま
女
な
ど
し
て
い
は
す

る
こ
と
こ
そ
あ
れ
'
こ
れ
は
-
･
｣
(
上
巻
)

｢
相
木
の
こ
だ
か
き
わ
た
-
｣
か
ら
の
求
婚
の
あ
や
し
さ
を
記
し
た
-
だ
-

で
あ
る
｡
こ
の
文
中
の
｢
な
ま
女
｣
を
日
本
古
典
大
学
大
系
に
は
｢
青
女
房
｣

と
訳
し
'
『
全
注
釈
』
に
は
｢
い
い
加
減
な
女
房
｣
と
訳
し
'
｢
身
分
が
は
か

ば
か
し
-
な
-
'
年
若
で
未
熟
な
侍
女
｣
と
注
し
て
あ
る
｡

『
宇
津
保
物
語
』
の
用
例
は
'
｢
嵯
峨
院
｣
　
｢
菊
の
宴
｣
　
｢
初
秋
｣
　
｢
国
議

の
下
｣
と
都
合
四
回
あ
る
｡
そ
の
例
文
と
'
こ
れ
ま
で
の
扱
い
を
見
る
｡

み
や
す
ど
こ
ろ
｢
げ
に
か
や
う
の
な
ま
女
こ
そ
物
た
ば
か
-
は
す
れ
｡
た

ば
か
り
き
こ
え
む
や
｣
な
ど
て
わ
ら
ひ
た
ま
ふ
｡
(
嵯
峨
院
)
　
(
三
三
四

貢
)

あ
て
宮
の
結
婚
問
題
に
つ
い
て
'
そ
の
母
の
大
宮
と
姉
の
女
御
と
が
話
し
合

っ
て
い
る
く
だ
-
で
あ
る
｡
こ
の
女
御
が
自
称
す
る
｢
な
ま
女
｣
の
意
味
に
言

及
し
た
注
に
は
'

生
中
な
る
女
(
校
註
国
文
叢
書
)

生
心
あ
る
女
(
校
註
日
本
文
学
大
系
)

ろ
-
で
も
な
い
女
(
日
本
古
典
全
書
)

い
い
加
減
な
女
(
校
注
古
典
叢
書
)

第
二
例
'

女
御
の
君
｢
な
ま
を
う
な
こ
そ
さ
や
う
の
事
は
す
れ
｡
た
ば
か
-
き
こ
え

ん
か
し
｡
お
と
ゞ
は
い
か
ゞ
き
こ
え
給
ら
ん
｣
(
菊
の
宴
)
(
五
七
九
貢
)

こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
-
'

記
が
か
な
で
｢
な
ま
を
う
な
｣

｢
女
｣
の
意
の
｢
を
ん
な
｣
に

｢
嵯
峨
院
｣
と
重
複
す
る
部
分
で
あ
る
が
'
表

と
あ
る
点
に
重
要
な
問
題
が
感
じ
ら
れ
る
｡

｢
を
う
な
｣
と
い
う
語
形
が
は
た
し
て
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
だ
か
ら
､
諸
注
ー
の
本
文
の
形
と
注
を
抄
記

す
る
｡
-な

ま

お
う
な
-
生
中
の
姫
'
卑
下
し
て
言
へ
-
0
(
校
註
国
文
叢
書
)

(
有
朋
堂
文
庫
)

女

-

ら

で

心
あ
る
女
(
校
註
日
本
文
学
大
系
)

な
い
女
(
首
本
古
典
全
書
)

女
-
未
熟
な
女
(
日
本
古
典
文
学
大
系
)

第
三
例
'

お
と
ゞ
　
｢
あ
な
見
ぐ
る
し
や
'
か
た
す
み
に
こ
も
-
ゐ
た
る
な
ま
を
ん
な

の
き
る
べ
き
物
か
は
｣
な
ど
の
た
ま
ひ
て
'
(
蔵
開
-
下
)
　
(
一
一
七
〇

貢
)

こ
こ
に
｢
お
と
ど
｣
と
あ
る
の
は
仲
忠
を
さ
す
｡
仲
忠
が
女
一
の
宮
に
'
源

中
納
言
か
ら
の
贈
-
物
の
お
す
そ
わ
け
に
つ
い
て
話
を
し
て
い
る
の
だ
が
'

｢
な
ま
を
ん
な
｣
と
あ
る
の
は
'
母
の
内
侍
の
か
み
を
さ
し
て
い
る
｡
諸
家
の

注
は
前
の
二
例
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
｡
第
二
例
で
異
色
あ
る
扱
い
を
見
せ
た
校

註
国
文
叢
書
に
は
'
本
文
を
｢
な
ま
を
ん
な
｣
と
し
て
あ
る
だ
け
で
注
が
な
い

こ
と
だ
け
特
記
し
て
お
-
0

第
四
例
'

(
む
)

く
ぼ
て
の
ふ
た
に
､
な
ま
女
の
手
に
て
｢
け
ふ
な
ら
ん
'
か
ら
う
じ
て
一

(
い
　
の
　
り
　
つ
　
る
)
　
(
ひ
ら
て
)
　
　
か

つ
い
ゝ
の
り
つ
か
ひ
し
て
'
く
ず
に
は
な
ど
か
｡
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ね
ぎ
ご
と
も
き
か
ず
な
り
に
し
か
さ
ま
に
は
神
の
お
は
か
る
-
ぼ
て
そ
て

と
ぞ
｣

と
透
る
を
'
(
国
譲
･
･
申
)
　
(
三
六
六
貢
)

難
解
な
文
で
あ
る
が
'
贈
-
物
に
添
え
た
文
を
わ
ざ
と
｢
な
ま
女
｣
の
筆
蹟

に
し
て
贈
り
主
を
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
し
た
と
い
う
点
は
明
白
で
あ
る
｡
こ
の

｢
な
ま
女
｣
に
対
す
る
注
'

初
々
し
き
女
(
校
註
国
文
叢
書
)

未
熟
な
女
(
日
本
古
典
文
学
大
系
)

な
ど
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
｡

四
　
｢
な
ま
女
｣
の
正
体
を
考
え
る

｢
な
ま
女
｣
の
｢
女
｣
と
い
う
写
本
表
記
は
へ
こ
の
稿
の
一
･
二
で
考
え
た

よ
う
に
'
中
古
の
｢
お
む
な
｣
　
(
堰
)
の
写
し
ひ
が
め
で
あ
る
可
能
性
も
半
分

は
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
三
で
考
え
た
諸
例

は
'
｢
な
ま
お
む
な
｣
即
ち
｢
老
女
に
な
-
か
け
た
女
｣
の
意
で
あ
っ
た
と
し

て
､
説
明
が
つ
か
な
-
は
な
い
も
の
ば
か
-
で
あ
る
｡
そ
の
中
で
'
『
字
津

保
』
の
第
二
例
は
｢
な
ま
を
う
な
｣
と
あ
-
'
定
家
か
な
づ
か
い
の
あ
-
か
た

か
ら
考
え
る
と
'
写
し
手
も
｢
姫
｣
を
意
図
し
て
の
表
記
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思

ゝ
つ
｡

一
方
'
接
頭
語
的
用
法
の
｢
な
ま
｣
の
意
味
機
能
を
考
え
る
と
'
｢
な
ま

姫
｣
は
自
然
に
了
解
で
き
る
が
'
｢
な
ま
女
｣
と
い
う
語
構
成
に
は
'
と
こ
か

不
自
然
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
ふ
し
が
あ
る
｡
こ
の
接
頭
語
｢
な
ま
｣
に
は
､

名
詞
に
冠
し
て
複
合
名
詞
を
作
る
も
の
と
'
形
容
詞
類
に
冠
し
て
複
合
形
容
詞

類
を
作
る
も
の
と
に
わ
け
ら
れ
る
が
'
前
者
'
複
合
名
詞
を
構
成
す
る
場
合

も
'
下
接
す
る
名
詞
の
持
っ
て
い
る
形
状
を
限
定
す
る
の
で
あ
っ
て
'
形
容
詞

一

類
に
冠
す
る
｢
な
ま
｣
の
意
味
機
能
と
全
く
異
な
る
所
が
な
い
の
で
あ
る
｡
た

が
く
し
や
う

と
え
ば
'
｢
な
ま
学
生
｣
の
場
合
'
｢
な
ま
｣
は
｢
学
生
｣
の
あ
る
べ
き
状

態
が
十
分
で
な
-
半
端
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
｢
な
ま
わ
か
ん
ど
ほ
-
｣

は
'
｢
わ
か
ん
ど
は
り
｣
で
は
あ
る
が
'
あ
る
い
は
母
方
が
卑
嬢
で
あ
る
と

か
'
家
が
貧
困
で
あ
る
と
か
'
あ
ま
-
-
っ
ぱ
な
｢
わ
か
ん
ど
ほ
-
｣
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
示
す
｡

な
ま
お
き
な
　
(
伊
勢
物
語
一
一
四
段
)

な
ま
わ
か
ん
ど
ほ
-
(
源
氏
物
語
-
夢
浮
橋
)

な
ま
き
ん
だ
ち
(
源
氏
物
語
-
東
屋
)

そ
ん
わ
う

な
ま
孫
王
　
(
源
氏
物
語
‥
椎
が
本
)

し
ぞ
く

な
ま
親
族
(
蟻
蛤
日
記
･
狭
衣
･
桧
垣
姫
集
)

が
く
し
や
う

な
ま
学
生
(
大
鏡
)

な
ま
宮
仕
へ
　
(
伊
勢
物
語
八
七
段
)

な
ま
宮
腹
(
狭
衣
)

ず
り
や
う

な
ま
受
領
　
(
源
氏
物
語
-
蓬
生
)

な
ま
女
房
(
宇
治
拾
遺
-
五
-
七
)

中
古
の
文
学
に
用
例
の
あ
る
も
の
を
右
の
よ
う
に
並
べ
て
見
る
と
'
｢
な

ま
｣
に
下
接
し
て
い
る
名
詞
は
､
高
下
の
段
階
の
あ
る
も
の
'
言
う
な
ら
ば
ピ

ン
か
ら
キ
リ
ま
で
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
『
源
氏
物
語
』
に
は
､
｢
な
ま
な
ま
の

か
ん
だ
ち
め
｣
　
｢
な
ま
な
ま
の
は
か
せ
｣
　
(
肩
木
)
　
の
よ
う
な
連
語
形
態
の
も

の
が
あ
る
｡
そ
の
ま
ま
｢
な
ま
か
ん
だ
ち
め
｣
　
｢
な
ま
は
か
せ
｣
と
な
-
得
よ
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う
｡
つ
ま
り
｢
な
ま
･
何
｣
は
意
味
的
に
は
｢
な
ま
な
ま
の
･
何
｣
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
よ
う
｡
そ
し
て
そ
の
｢
な
ま
な
ま
｣
は
'
十
分
そ
れ
に
な
-
き
れ
な

い
'
半
端
な
き
ま
を
表
わ
し
'
形
容
動
詞
と
し
て
の
活
用
も
持
つ
｡
｢
な
ま
な

ま
の
男
｣
と
言
わ
な
か
っ
た
よ
う
に
､
｢
な
ま
な
ま
の
女
｣
と
は
言
え
そ
う
に

な
い
｡
女
で
は
あ
る
が
き
わ
め
て
不
完
全
に
し
か
女
で
な
い
と
い
う
考
え
か
た

は
'
お
そ
ら
-
成
立
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

｢
な
ま
｣
が
｢
未
熟
な
｣
と
置
き
換
え
て
7
0
通
-
そ
う
な
の
は
'
｢
な
ま
学

生
｣
や
｢
な
ま
女
房
｣
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
｡
｢
な
ま
孫
王
｣
や
｢
な
ま

受
領
｣
の
類
に
は
適
用
で
き
な
い
｡
全
体
を
通
じ
て
統
一
的
な
意
味
づ
け
を
試

み
れ
ば
'
｢
な
ま
-
何
｣
の
｢
な
ま
｣
は
'
そ
の
｢
何
｣
と
し
て
半
端
で
あ
る

こ
と
を
表
わ
す
と
見
ら
れ
る
｡
男
で
あ
-
女
で
あ
る
こ
と
に
は
身
分
や
年
齢
や

賢
愚
の
差
は
条
件
に
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
'
｢
な
ま
女
｣
が
'
身
分
の
低
い

女
と
か
'
年
齢
の
若
い
女
と
か
'
知
的
に
未
熟
な
女
と
か
を
意
味
さ
せ
る
こ
と

は
'
｢
な
ま
-
何
｣
の
意
味
的
構
造
か
ら
こ
れ
だ
け
が
除
外
例
と
な
っ
て
し
ま

^
つ
.

中
世
以
後
の
写
本
に
｢
な
ま
女
｣
　
｢
な
ま
を
ん
な
｣
　
｢
な
ま
を
う
な
｣
と
香

い
て
あ
る
語
は
'
｢
な
ま
お
む
な
｣
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
｡
『
伊

勢
物
語
』
に
見
え
る
｢
な
ま
お
き
な
｣
と
並
べ
る
こ
と
の
で
き
る
語
だ
と
見
る

べ
き
で
は
な
い
か
｡

｢
な
ま
お
き
な
｣
　
と
い
う
語
は
'
『
伊
勢
物
語
』
　
の
一
一
四
段
に
見
ら
れ

る
｡

む
か
し
仁
和
の
み
か
ど
芹
川
に
行
幸
し
た
ま
ひ
け
る
時
'
な
ま
お
き
な

の
'
今
は
き
る
こ
と
に
げ
な
-
思
ひ
け
れ
ど
も

｢
な
ま
お
き
な
の
｣
の
一
句
を
欠
-
本
(
天
福
本
)
も
あ
る
が
'
中
古
語
嚢

の
中
に
入
れ
る
べ
き
語
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
も
は
や
若
者
で
は

な
い
｡
一
応
老
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
'
き
-
と
て
全
-
の
老
人
と
い
う
程
で

は
な
い
｡
そ
れ
を
｢
な
ま
お
き
な
の
｣
と
言
っ
た
の
で
あ
る
｡
芹
川
の
行
幸
に

き
ぶ
ろ

こ
の
男
が
鷹
飼
と
し
て
侯
う
た
と
い
う
の
だ
か
ら
'
鷹
狩
を
催
さ
れ
た
の
で

あ
る
｡
そ
う
し
た
若
者
に
ふ
さ
わ
し
い
役
に
奉
仕
す
る
の
に
は
気
が
と
が
め
た

と
い
う
の
で
あ
る
｡

こ
の
｢
な
ま
お
き
な
｣
と
対
を
な
す
語
と
し
て
'
｢
な
ま
お
む
な
｣
を
置
い

て
み
る
｡
そ
れ
は
若
い
女
で
は
も
は
や
な
-
な
っ
て
'
｢
お
む
な
｣
即
ち
老
女

の
な
か
ま
に
入
る
の
で
あ
る
が
'
｢
お
む
な
｣
と
し
て
十
分
な
人
生
経
験
を
積

み
'
世
の
中
を
見
尽
-
し
知
-
尽
-
し
た
女
人
と
い
う
に
は
'
ま
だ
ま
だ
足
-

な
い
｡
年
寄
と
し
て
は
ま
だ
若
い
'
若
人
と
し
て
は
年
を
取
-
す
ぎ
て
い
る
｡

そ
う
し
た
女
性
が
自
分
白
身
を
さ
す
謙
称
と
し
て
も
用
い
'
一
他
か
ら
の
卑
称
と

し
て
も
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
『
字
津
保
物
語
』
　
『
蟻
輪
日
記
』
　
『
蘇

氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
『
な
ま
女
』
は
'
実
は
中
世
の
書
写
の
間
に
正
体
を
見

失
わ
れ
た
も
の
で
'
｢
な
ま
姫
｣
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡

こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
は
'
『
源
氏
物
語
』
の
一
例
の
解
釈
か
ら
得
ら
れ
た

も
の
を
尺
度
と
し
て
､
他
の
作
品
の
例
を
処
理
し
て
き
た
｡
そ
の
『
源
氏
物

語
』
の
一
例
に
つ
い
て
'
最
初
に
見
ら
れ
る
注
解
は
'
前
に
触
れ
た
よ
う
に
萩

原
広
道
の
『
評
釈
』
で
あ
っ
た
が
'
そ
れ
は
本
文
を
｢
な
ま
女
ば
う
｣
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
｢
な
ま
女
房
｣
に
対
す
る
解
釈
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
｢
な

ま
女
｣
の
解
釈
に
引
き
継
い
で
き
た
か
に
思
わ
れ
る
｡
｢
年
若
い
未
熟
な
女
｣

｢
身
分
の
低
い
女
房
｣
と
い
う
'
方
向
を
異
に
し
た
解
釈
は
'
と
も
に
｢
な
ま
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女
房
｣
　
へ
の
解
釈
を
移
し
た
も
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
'
順
序
を
変
え
て
'
初
出
の
『
宇
津
保
物
語
』
の
四
例
の
考
察
か
ら

出
発
し
て
み
る
｡
ま
ず
'
｢
嵯
峨
院
｣
　
｢
菊
の
宴
｣
の
例
文
は
'
重
複
箇
所
で

あ
る
の
で
､
一
括
し
て
観
察
し
た
方
が
便
利
で
あ
ろ
う
｡
ま
ず
'
表
記
を
見
る

と
､

げ
に
か
や
う
の
な
ま
女
こ
そ
物
た
ば
か
-
は
す
れ
｡
(
嵯
峨
院
)

な
ま
を
う
な
こ
そ
さ
や
う
の
事
は
す
れ
｡
.
(
菊
の
宴
)

と
な
っ
て
お
り
'
こ
の
文
字
の
面
か
ら
も
'
｢
な
ま
お
む
な
｣
が
原
形
で
あ
る

こ
と
は
察
せ
ら
れ
よ
う
｡

文
の
内
容
か
ら
考
察
し
て
み
て
も
'
｢
な
ま
姫
｣
の
方
が
適
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
｡
｢
心
や
う
の
な
ま
お
む
な
｣
は
仁
寿
殿
の
女
御
自
身
を
多
少
謙
退
し

て
称
し
て
い
る
｡
女
御
は
こ
の
時
三
十
三
歳
ぐ
ら
い
か
'
も
は
や
若
い
人
で
は

な
い
｡
そ
ろ
そ
ろ
老
人
の
な
か
ま
に
入
る
年
頃
と
'
当
時
の
女
性
の
年
齢
感
情

で
は
見
ら
れ
た
ろ
う
L
t
特
に
謙
退
し
て
な
ら
ば
'
言
っ
て
不
自
然
で
な
い
｡

さ
ら
に
重
要
な
の
は
'
女
御
自
身
だ
け
を
さ
す
の
で
な
く
､
私
の
よ
う
な
す
こ

し
年
寄
に
な
っ
た
女
が
'
こ
の
よ
う
な
縁
談
の
よ
し
あ
し
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
だ
'
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
物
た
ば
か
-
｣
と
言
っ
た
の

は
,
結
婚
を
取
-
ま
と
め
る
た
め
の
は
か
-
ご
と
を
意
味
す
る
｡
｢
菊
の
宴
｣

に
｢
さ
や
う
の
事
｣
と
言
っ
た
の
も
同
じ
事
で
あ
る
｡
婚
姻
の
仲
媒
と
か
'
相

談
役
と
か
は
'
相
当
に
世
の
中
を
知
っ
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
若
い

未
熟
な
女
の
適
役
で
は
あ
-
え
な
い
｡
｢
菊
の
宴
｣
で
は
｢
な
ま
を
う
な
こ

そ
｣
と
あ
る
の
で
'
世
間
一
般
の
実
情
と
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'

女
御
の
謙
称
と
い
う
意
味
は
表
面
に
は
出
て
い
な
い
｡

『
字
津
保
物
語
』
､
｢
蔵
閲
の
下
｣
の
第
三
例
は
'
中
納
言
仲
忠
が
母
の
内

侍
の
か
み
を
女
一
の
宮
に
対
し
て
謙
過
し
て
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
時

仲
忠
二
十
七
歳
ば
か
-
'
母
君
は
四
十
二
か
三
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
｡
若
い
と
は

言
う
は
ず
も
な
く
'
身
分
低
き
と
も
言
い
そ
う
も
な
い
｡
母
は
三
条
の
家
に
引

き
こ
も
っ
て
い
る
初
老
の
女
'
こ
ん
な
華
麗
な
着
物
を
着
ら
れ
る
者
で
は
な
い

と
言
っ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
｡
表
記
も
｢
な
ま
を
ん
な
｣
と
あ
-
'
｢
な
ま

一

お

ん

な

｣

　

へ

の

距

離

も

よ

-

近

い

｡

　

　

　

　

　

､

｢
国
譲
の
申
｣
の
第
四
例
'
文
辞
の
続
き
を
辿
る
こ
と
も
容
易
で
な
い
程
本

文
が
乱
れ
て
い
る
が
'
推
定
で
き
る
範
囲
で
文
字
の
錯
誤
を
正
し
て
み
る
と
'

次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
｡

く
ぼ
て
の
ふ
た
に
な
ま
お
む
な
の
手
に
て
｢
け
ふ
な
む
か
ら
う
じ
て
一
つ

い
の
り
つ
る
ひ
ら
で
'
か
ず
に
は
な
ど
か
｡

ね
ぎ
ご
と
も
さ
か
ず
な
-
に
し
か
さ
ま
に
は
神
の
お
は
か
る
く
ぼ
て
そ
て

と
ぞ

こ
れ
で
も
歌
意
は
ま
だ
よ
-
わ
か
ら
な
い
｡
そ
れ
で
も
'
全
体
の
文
意
と
し

て
は
,
あ
て
宮
の
昔
の
懸
想
人
の
一
人
が
'
名
を
隠
し
て
'
里
邸
に
あ
る
あ
て

宮
(
藤
壷
の
御
方
)
に
物
を
贈
っ
て
き
た
の
で
あ
る
｡
贈
-
主
を
知
ら
せ
な
い

よ
う
に
｢
な
ま
お
む
な
｣
の
筆
蹟
で
書
か
せ
た
ふ
み
を
添
え
て
あ
る
｡
年
若
い

女
で
あ
る
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
な
く
　
す
こ
し
年
を
取
っ
た

｢
お
と
な
｣
の
女
房
の
と
考
え
た
方
が
､
ず
っ
と
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

次
に
『
埼
輪
日
記
』
の
例
は
'
『
字
津
保
』
の
第
一
例
第
二
例
と
似
て
い

る
｡
求
婚
の
仲
媒
役
に
初
老
の
女
性
が
は
た
ら
-
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
,
昔
も
今
と
似
た
所
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
｡
こ
と
に
中
古
の
よ
う
な
結

Osaka Shoin Women's University Repository



- 12-

婚
風
俗
に
お
い
て
は
､
姫
な
ど
い
う
若
い
娘
に
直
接
近
づ
-
機
会
は
男
性
側
に

は
ほ
と
ん
ど
な
い
し
'
求
婚
す
る
男
性
は
'
自
分
の
近
づ
-
こ
と
の
で
き
る
女

性
で
'
先
方
に
も
出
入
-
し
て
'
あ
る
程
度
信
頼
さ
れ
る
よ
う
な
人
物
を
仲
媒

と
す
る
こ
と
に
な
る
｡
年
少
の
女
房
や
童
女
を
も
っ
て
す
る
ふ
み
づ
か
い
と
は

ら
が
う
よ
う
に
思
う
｡
求
婚
の
申
し
入
れ
と
な
れ
ば
'
ふ
み
を
伝
え
る
女
が
,

男
の
側
の
こ
と
を
語
っ
て
'
あ
る
程
度
了
解
を
得
さ
せ
る
よ
う
な
役
も
す
る
で

あ
ろ
う
｡
｢
な
ま
お
む
な
し
て
言
は
す
る
こ
と
こ
そ
あ
れ
｣
で
あ
る
べ
く
'
求

婚
の
仲
介
役
に
'
年
若
い
女
房
だ
と
か
'
身
分
の
低
い
女
房
が
つ
と
め
る
の
が

通
例
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
-
の
で
は
あ
る
ま
い
｡

仲
介
者
と
し
て
懸
想
ぶ
み
を
伝
え
た
-
'
｢
物
た
ば
か
り
｣
を
し
た
り
す
る

人
物
の
具
体
例
を
'
物
語
の
中
か
ら
拾
っ
て
み
る
｡
『
宇
津
保
物
語
』
で
,
蘇

宰
相
芙
忠
は
あ
て
宮
づ
き
の
兵
衛
の
君
を
'
藤
侍
従
伸
忠
は
同
じ
く
孫
王
の
君

を
頼
む
｡
右
大
将
兼
雅
は
同
じ
つ
か
き
の
中
将
祐
濃
が
あ
て
宮
の
兄
で
あ
る
か

ら
そ
れ
を
頼
ん
だ
L
t
良
佐
行
正
は
学
問
の
弟
子
で
あ
る
あ
て
宮
の
弟
の
宮
あ

こ
を
責
め
て
ふ
み
づ
か
い
に
す
る
｡
こ
の
類
は
『
晴
輪
日
記
』
に
言
う
｢
案
内

す
る
た
よ
-
｣
に
あ
た
る
｡
三
春
高
基
は
あ
て
宮
の
御
方
に
仕
え
る
宮
内
の
君

を
呼
ん
で
相
談
し
'
滋
野
兵
曹
は
近
所
に
住
む
老
女
に
相
談
し
'
あ
て
宵
の
兄

忠
澄
の
め
ー
の
と
に
仲
媒
を
頼
む
.
こ
れ
は
｢
な
ま
姫
｣
が
｢
物
た
ば
か
-
｣
す

る
例
で
あ
-
'
｢
な
ま
堰
な
ど
し
て
言
は
す
る
｣
例
で
あ
る
｡

右
の
宮
内
の
君
が
'
高
基
の
相
談
に
答
え
た
所
な
ど
は
､
世
に
い
う
な
か
う

ど
ぐ
ち
で
あ
る
｡

げ
に
一
所
も
の
し
給
ふ
を
(
独
身
デ
イ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
ノ
ニ
)
'
殿
の
き
ん

だ
ち
の
あ
ま
た
お
は
し
ま
す
を
'
さ
て
も
の
し
給
は
ば
(
結
婚
ナ
サ
レ
タ

ラ
)
よ
か
ら
め
ど
'
さ
や
う
に
お
と
な
し
き
住
ま
ひ
し
給
ふ
べ
き
(
殿
ノ

北
ノ
方
ト
ナ
ラ
レ
ル
ヨ
ウ
ナ
オ
ト
ナ
ビ
夕
方
)
な
む
お
は
し
ま
さ
ぬ
｡
こ

こ
の
と
こ
ろ
に
あ
た
-
給
ふ
は
'
誰
も
誰
も
き
こ
え
給
へ
ど
'
お
ぼ
し
め

し
定
め
ず
な
む
｡
さ
は
あ
-
と
も
'
か
-
な
む
と
き
こ
え
て
御
返
り
事

は
｡
(
藤
原
の
君
)

兵
曹
の
近
所
に
住
む
老
女
は
'
依
頼
者
に
調
子
を
合
わ
せ
て
一
宇
つ
｡

し
か
な
り
｡
何
か
は
聞
こ
し
め
き
ざ
ら
む
｡
世
界
は
1
に
と
ぞ
.
事
は
な

お
む
な

は
姫
た
ば
か
-
き
こ
え
む
｡
父
お
と
ど
に
も
な
き
こ
え
給
ひ
そ
｡

｢
世
界
は
一
に
｣
と
は
､
｢
世
界
の
事
は
す
べ
て
財
宝
の
力
に
よ
っ
て
定
ま

る
｣
と
い
う
当
時
の
諺
だ
と
思
わ
れ
る
｡
兵
曹
を
お
だ
て
て
利
を
得
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
｡

｢
国
譲
の
中
｣
で
'
女
二
の
宮
に
よ
こ
し
ま
な
恋
慕
を
す
る
男
性
た
ち
の
暗

躍
を
描
い
て
い
る
が
､
そ
う
い
う
男
性
か
ら
物
を
も
ら
っ
て
手
引
き
を
し
ょ
う

と
す
る
女
房
と
い
う
の
は
'
比
較
的
年
を
取
っ
た
一
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
'

そ
の
中
で
宰
相
中
将
祐
澄
の
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
の
は
'
女
二
の
宮
の
乳
母

で
あ
っ
た
｡
二
の
宮
た
ち
が
桂
の
別
荘
に
避
暑
に
来
て
い
る
機
会
を
ね
ら
っ
て

忍
び
入
ろ
う
と
'
乳
母
に
連
絡
を
取
る
｡
乳
母
は
伸
忠
ら
が
動
き
を
察
知
し

て
'
断
念
さ
せ
る
｡
そ
の
返
事
は
'

か
し
こ
ま
り
て
う
け
た
ま
は
-
ぬ
｡
-
-
の
た
ま
は
せ
た
る
事
は
'
あ
な

恐
ろ
し
や
｡
宮
に
お
は
し
ま
す
略
よ
り
も
'
宮
た
ち
垣
の
ご
と
お
は
し
ま

さ
ひ
て
､
夜
は
御
め
ぐ
-
に
お
は
し
ま
き
ふ
め
れ
ば
'
こ
れ
か
れ
だ
に
'

え
近
-
も
参
ら
ず
な
む
｡
い
と
か
た
じ
け
な
く
旅
に
お
は
し
ま
さ
す
な

る
を
'
早
帰
ら
せ
給
ひ
ね
｡
人
に
け
し
き
見
え
さ
せ
給
ふ
な
｡
さ
て
,
た
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み
く
し
げ
ど
の

ま
は
せ
た
る
は
'
あ
な
か
た
じ
け
な
や
｡
か
-
御
匝
殿
を
せ
さ
せ
給
ふ

を
な
む
｡
い
か
で
こ
の
功
に
女
ま
う
け
さ
せ
た
て
ま
つ
-
て
し
が
な
と
ぞ

人
知
れ
ず
｡
ま
め
や
か
に
は
'
宵
に
渡
ら
せ
給
ひ
な
む
｡
(
国
譲
の
中
)

と
い
う
の
で
あ
っ
た
｡
｢
国
譲
の
下
｣
に
も
'
女
一
の
宮
の
乳
母
の
左
近
が
'

右
の
二
の
宮
の
乳
母
の
陰
謀
に
つ
い
て
仲
忠
に
告
げ
る
話
が
書
か
れ
て
い
る
｡

『
源
氏
物
語
』
の
｢
若
菜
の
下
｣
'
女
三
の
宮
の
降
嫁
に
つ
い
て
'
｢
お
と

な
し
き
御
め
の
と
た
ち
｣
を
召
し
て
意
見
を
申
さ
せ
ら
れ
る
-
ど
-
が
あ
る
｡

こ
の
時
'
乳
母
た
ち
が
申
し
た
所
は
'

中
納
言
(
薫
)
は
T
も
と
よ
-
い
と
ま
め
人
に
て
､
年
ご
ろ
も
か
の
わ
た

り
(
雲
居
の
雁
)
に
心
を
か
け
て
は
か
ざ
ま
に
思
ひ
移
ろ
ふ
べ
-
も
侍
ら

ざ
り
け
る
に
'
そ
の
思
ひ
か
な
ひ
て
は
'
い
と
ど
ゆ
る
ぐ
か
た
侍
ら
じ
｡

か
の
院
(
源
氏
)
　
こ
そ
'
な
か
な
か
'
な
は
い
か
な
る
に
つ
け
て
も
'
人

を
ゆ
か
し
く
お
ぼ
し
た
る
心
は
絶
え
ず
も
の
せ
さ
せ
給
ふ
な
れ
｡
そ
の
中

に
も
､
や
む
ご
と
な
き
御
願
ひ
深
-
て
'
前
斎
院
な
ど
を
も
今
に
忘
れ
が

た
く
き
こ
え
給
ふ
な
れ
｡
(
若
菜
の
下
)

と
い
う
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
こ
そ
｢
物
た
ば
か
り
｣
す
る
｢
な
ま
姫
｣
の
典
型

的
な
例
で
あ
る
｡
律
気
者
よ
り
も
好
色
な
男
性
の
方
が
'
女
と
し
て
見
れ
ば
頼

も
し
い
と
い
う
'
か
な
り
主
観
的
な
男
性
観
で
あ
る
が
､
適
度
に
愛
を
か
け
て

く
れ
る
人
で
あ
れ
ば
'
女
と
し
て
は
幸
福
で
あ
る
'
一
夫
多
妻
が
避
け
が
た
い

も
の
な
ら
ば
'
色
を
好
む
男
性
の
万
が
'
愛
す
る
心
が
ゆ
た
か
だ
と
い
う
好
色

論
が
そ
こ
に
は
見
ら
れ
る
｡
女
房
と
い
う
階
層
の
女
性
た
ち
に
は
'
こ
う
し
た

感
じ
方
が
強
か
っ
た
ろ
う
と
思
う
｡

こ
の
乳
母
た
ち
の
一
人
が
'
そ
の
兄
の
左
中
弁
に
話
し
て
朱
雀
院
の
意
向
を

源
氏
に
そ
れ
と
な
-
伝
え
る
こ
と
を
頼
む
｡
左
申
弁
は
か
な
-
あ
ぶ
な
-
思
っ

て
､
｢
い
か
が
'
慣
ら
る
る
事
あ
-
て
な
む
覚
ゆ
る
｣
と
言
っ
た
の
を
､
乳
母

は
朱
雀
院
に
対
し
て
は
'
｢
六
条
の
院
は
悦
ん
で
承
諾
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
左
申

弁
が
申
し
ま
し
た
｣
と
申
し
て
､
腕
曲
に
お
勧
め
申
し
た
の
で
あ
る
が
'
そ
の

折
の
乳
母
の
意
見
の
要
は
こ
う
で
あ
っ
た
｡

い
か
な
る
べ
き
事
に
か
は
侍
ら
む
｡
程
々
に
つ
け
て
人
の
き
は
ぎ
は
お
ぼ

し
わ
き
ま
へ
つ
つ
'
あ
-
が
た
き
御
心
ざ
ま
に
も
の
心
給
ふ
な
れ
ど
'
た

だ
人
だ
に
'
ま
た
か
か
づ
ら
ひ
思
ふ
人
立
ち
並
び
た
る
こ
と
は
'
人
の
飽

は
べ

か
ぬ
事
に
し
侍
め
る
を
､
め
ざ
ま
し
き
事
も
や
侍
ら
む
｡
御
後
見
望
み
給

ふ
人
々
は
あ
ま
た
も
の
し
給
ふ
め
-
｡
よ
く
お
ぼ
し
定
め
て
こ
そ
よ
-
侍

や
う

ら
め
'
限
-
な
き
人
と
き
こ
ゆ
れ
ど
'
今
の
世
の
様
と
て
は
'
皆
は
が
ら

か
に
あ
る
べ
か
し
-
て
世
の
中
を
御
心
と
過
ぐ
し
給
ひ
っ
べ
き
も
お
は
し

ま
す
べ
か
め
る
を
'
姫
宮
は
'
あ
さ
ま
し
-
お
ぼ
つ
か
な
-
心
も
と
な
-

さ
ぶ
ら

の
み
見
え
さ
せ
給
ふ
に
'
侯
ふ
人
々
は
仕
う
ま
つ
る
限
-
こ
そ
侍
ら
め
'

大
方
の
御
心
錠
に
従
ひ
き
こ
え
て
さ
か
し
き
下
人
も
磨
き
さ
ぶ
ら
ふ
こ

そ
'
た
よ
り
あ
る
こ
と
に
侍
ら
め
｡
取
-
た
て
た
る
御
後
見
も
の
し
給
は

ざ
ら
む
は
'
な
は
心
細
き
わ
ざ
に
な
む
侍
る
べ
き
｡

こ
の
よ
う
な
思
い
は
か
り
を
す
る
に
は
'
今
の
世
の
さ
ま
も
知
-
'
客
観
的

な
判
断
も
下
し
得
る
種
類
の
人
物
と
し
て
'
若
-
も
な
-
'
さ
-
と
て
ひ
た
ぶ

る
に
老
い
こ
み
も
し
て
い
な
い
'
｢
お
と
な
し
き
｣
　
｢
め
の
と
｣
ク
ラ
ス
の
女

性
が
'
一
番
適
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡

『
宇
津
保
』
の
仁
寿
殿
の
女
御
が
'
｢
か
や
う
の
な
ま
お
む
な
こ
そ
｣
と
言

っ
た
自
信
に
は
'
そ
の
辺
の
消
息
が
察
せ
ら
れ
る
｡
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写
本
の
｢
な
ま
女
｣
の
文
字
通
-
に
受
け
取
-
が
た
い
こ
と
を
示
す
最
も
顕

著
な
例
は
'
右
に
あ
げ
た
『
宇
津
保
物
語
』
の
諸
例
で
あ
る
が
'
当
然
そ
れ
を

推
し
て
『
蛸
輪
日
記
』
　
『
源
氏
物
語
』
の
｢
な
ま
女
｣
に
も
及
ぼ
き
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡
『
崎
輪
日
記
』
の
例
に
つ
い
て
は
'
『
宇
津
保
』
の
類
似
例
と

あ
わ
せ
て
'
原
態
は
｢
な
ま
お
む
な
｣
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
｡

『
源
氏
物
語
』
の
一
例
に
つ
い
て
は
'
三
の
項
で
｢
な
ま
女
｣
に
対
す
る
注

釈
の
諸
説
を
記
し
た
｡
文
字
通
-
｢
な
ま
女
｣
と
し
て
の
解
釈
に
不
安
が
あ
る

こ
と
は
そ
こ
に
記
し
た
｡
｢
な
ま
女
｣
で
は
複
合
語
の
構
成
上
に
難
点
が
あ
る

こ
と
に
す
で
に
触
れ
て
き
た
｡
そ
こ
で
'
こ
こ
の
｢
な
ま
女
｣
は
'
も
と
｢
な

ま
お
む
な
｣
で
あ
っ
た
も
の
で
'
中
世
に
写
し
ひ
が
め
た
も
の
で
あ
る
と
し

て
'
文
意
を
考
え
て
み
る
｡

な
ま
お
む
な
ば
ら
な
ど
も
ゑ
み
ま
け
て
｢
な
は
き
こ
え
給
へ
｣
と
て
そ
そ

の
か
し
奉
れ
ど
'
あ
さ
ま
し
う
物
づ
つ
み
し
給
ふ
心
に
て
'
ひ
た
ぶ
る
に

兄
も
入
れ
給
は
ぬ
な
-
け
-
0

名
高
い
源
氏
の
君
が
姫
君
に
言
い
寄
っ
て
来
ら
れ
た
と
あ
っ
て
'
予
想
し
た

だ
け
で
も
う
大
に
こ
に
こ
に
な
っ
て
姫
に
男
君
に
会
う
こ
と
を
観
め
る
､
そ
れ

は
｢
め
の
と
だ
つ
老
い
人
な
ど
｣
と
あ
と
の
節
に
見
え
る
よ
う
な
女
房
で
あ
ろ

う
｡
す
こ
し
年
の
寄
っ
た
女
の
意
で
｢
な
ま
お
む
な
｣
と
言
っ
た
と
す
れ
ば
'

無
理
の
な
い
文
意
に
な
る
と
思
う
｡

｢
な
ま
お
き
な
｣
が
初
老
の
男
性
を
さ
し
た
ご
と
-
'
｢
な
ま
お
む
な
｣
は

初
老
の
女
性
を
さ
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
｡
こ
れ
は
年
齢
的
な
も
切
が

主
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
｡
身
分
の
高
下
と
は
関
係
は
あ
る
ま
い
｡
接
頭
語

｢
な
ま
｣
の
意
味
の
特
殊
性
は
上
に
考
え
た
ご
と
-
'
｢
な
ま
｣
自
体
に
未
熟

だ
と
か
つ
ま
ら
な
い
と
か
の
評
価
的
概
念
を
含
ま
ず
'
下
に
接
す
る
形
容
の
語

や
'
名
詞
の
包
含
す
る
状
態
性
の
'
程
度
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
を
表

わ
す
の
が
常
で
あ
る
｡

｢
お
き
な
｣
と
か
｢
お
む
な
｣
と
か
は
'
そ
れ
が
自
称
に
用
い
ら
れ
た
り
'

身
内
の
者
に
関
す
る
謙
称
と
用
い
ら
れ
た
-
す
る
時
は
'
世
間
的
通
念
と
し
て

の
翁
姫
と
は
か
な
-
離
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
｡
年
齢
的
に
は
壮
年
で
あ
る
男

性
が
'
身
ず
か
ら
を
｢
お
き
な
｣
と
称
す
る
類
の
こ
と
は
'
現
代
に
で
も
あ

る
こ
と
で
あ
る
｡
｢
な
ま
お
き
な
｣
　
｢
な
ま
ね
む
な
｣
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
｡
三
十
を
す
こ
し
過
ぎ
た
女
御
が
｢
か
や
う
の
な
ま
お
む
な
こ
そ
｣
と
言
っ

た
の
は
そ
れ
で
あ
る
｡
そ
の
点
で
不
審
と
す
べ
き
で
は
な
い
｡

(
昭
和
4
 
7
年
8
月
稿
)

追

　

　

記

校
了
の
頃
に
な
っ
て
'
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
十
六
話
の
訓
釈
に
､
｢
姫

於
宇
部
｣
と
あ
る
の
に
気
づ
い
た
｡
｢
於
子
都
｣
と
い
う
語
形
が
'
右
の
訓

釈
の
記
さ
れ
た
時
期
に
は
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
真
仮
名
を
用
い
て

い
る
か
ら
'
お
そ
-
と
も
平
安
上
期
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
『
和
名
抄
』
の

｢
於
売
却
十
が
原
形
'
｢
於
子
都
｣
は
転
化
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
｡
か
な

ぶ
み
で
｢
お
む
な
｣
が
主
流
を
な
し
て
'
そ
れ
が
中
世
の
書
写
で
｢
を
ん

な
｣
'
更
に
｢
女
｣
と
誤
ら
れ
た
と
い
う
'
本
論
の
推
測
は
動
く
ま
い
｡
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