
平
家
物
語
巻
九
に
み
え
る
小
宰
相
の
身
投
げ
に
つ
い
て
は、
建
礼
門
院
右
京

大
夫
集
に、
彼
女
が
上
西
門
院
に
仕
え
た
女
房
で
美
人
で
あ
っ
た
こ
と、
さ
る

人
が
思
い
を
懸
け
て
い
た
が
通
盛
に
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と、
一
谷
合
戦
で

討
ち
死
に
し
た
通
盛
の
後
を
追
っ
て
底
の
藻
屑
に
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る。
こ
の
「
小
宰
相
身
投」
の
章
は、
源
氏
物
語
の
浮
舟
の
入
水
や
狭
衣
物
語

の
飛
鳥
井
姫
の
身
投
げ
の
よ
う
に、

単
に
平
安
朝
的
な
哀
愁
の
物
語
と
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
も
な
く、
ま
た
十
訓
抄

や留
我
物
語
の
よ
う
に、
彼
女
の

入
水
を
二
夫
に
ま
み
え
な
い
貞
女
諏
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
も
な
い。
そ
こ

に
は
戦
乱
の
中
世
を
生
き
た
一
人
の
女
性
の
冥
実
が
語
ら
れ
て
い
る。
こ
こ
で

は、
小
宰
相
の
身
投
げ
の
意
味
を
知
る
上
で
必
要
な、
彼
女
の
通
盛
に
対
す
る

返
歌
の
解
釈
に
つ
い
て

考察
し
よ
う
と
思
う。

な
お、
平
家
物
語
の
本
文
は、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
平
家
物
語
に
よ
っ
た。

二、
本
論ヽノ一（

 

平家
物
語
巻
九
「
小
宰
相
身
投」
の
章
の
通
盛
か
ら
贈
ら
れ
た
歌

一
、
序
詮 平

家
物
語
巻
九
の
小
宰
相
の

返
歌
の
解
釈
に
つ
い
て

瀬

我
こ
ひ
は
ほ
そ
谷
河
の
ま
ろ
木
ば
し
ふ
み
か
へ
さ
れ
て
ぬ
る
4
袖
か
な

に
対
す
る
小
宰
相
の
返
歌
（
実
際
は
上
西
門
院
の
代
作
で
あ
る
が）、

た
だ
た
の
め
ほ
そ
谷
河
の
ま
ろ
木
柄
ふ
み
か
へ
し
て
は
お
ち
ざ
ら
め
や
は

の
解
釈
に
つ
い
て
は、
古
来
異
説
が
あ
る。

平
家
物
語
考
証
は、
「
細
谷
河
ノ
和
歌
ハ
納
幣
ノ
贈
答
ノ
ミ
実
二
此
ノ
如
キ

事
ア
ル
ニ
ア
ラ
ス」（
牲
之
九

小
さ
い
し
ゃ
う
の
事）
と
言
っ
て、
こ
の
歌
を

二
人
が
恋
の
成
就
を
瀬
っ
て
幣
に
添
え
て
神
に
奉
っ
た
も
の
と
し
て
い
る。

日
本
古
典
文
学
大
系
本
平
家
物
語
は、
こ
の
歌
の
第
四、
五
句
の
主
語
を
相

と
し、
そ
の
楢
を
小
宰
相
の
恋
の
比
喩
と
考
え、
「
や
は」
を
詠
嘆
の
助
詞
に

と
っ
て、
「
ど
う
ぞ
細
谷
川
の
丸
木
橋
を
信
頼
し
て
下
さ
い。
た
と
え、
か
弱

い
橋
で
あ
ろ
う
と
も、
人
に
踏
ま
れ
た
と
て
落
ち
る
よ
う
な
気
の
弱
い
こ
と
は

決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
か
ら。」
と
解
釈
す
る。

一
方、
佐
々
木
八
郎
氏
「
平
家
物
語
評
講」
に
よ
る
と、
「
お
ち」
は
橋
か

ら
下
に
落
ち
る
こ
と
に
諷
し
て、
遥
盛
の
思
う
つ
ぼ
に
落
ち
て
そ
の
心
に
な
び

く
意
と
し、
「
や
は」
は
反
語
の
助
詞
に
と
る。
そ
の
意
味
は、
「
絶
望
せ
ず

に
た
だ
一
筋
に
希
望
を
持
て。
細
谷
川
に
か
け
た
丸
木
栂
は
踏
み
も
ど
れ
ば
落

ち
る
道
迎
で、
手
紙
を
返
却
し
て、
そ
れ
で
そ
の
ま
ま
落
ち
な
い
わ
け
が
あ
ろ

良

甚

樹

ー



う
か。」
と
す
る。

宮
倉
徳
次
郎
氏「
平
家
物
語
全
注
釈」
に
よ
る
と、
「
ふ
み
か
へ
し」
は
「
文

返
し」
と
「
踏
み
返
し」
の
意
味
を
か
け、
「
落
ち
ざ
ら
め
や
は」
は、
楢
か

ら落
ち
る
意
と
申
し
出
に
な
ぴ
く
意
を
か
け
て
い
る
と
と
り、
「
ひ
た
す
ら
あ

て
に
な
さ
っ
て
下
さ
い。
細
い
谷
川
に
か
か
っ
て
い
る
丸
木
相
を
踏
み
返
す
よ

う
に、
あ
な
た
に
返
事
を
さ
し
あ
げ
ま
す
か
ら
に
は
お
首
葉
に
従
わ
ず
に
は
い

ら
れ
ま
せ
ん。」
と
解
釈
す
る。

と
こ
ろ
で、
こ
の
「
落
つ
」
を
「
な
び
く」
と
訳
す
と、
小
宰
相
の
や
さ
し

さ
が
強
ま
る
の
で
あ
る
が、
古
典
に
見
ら
れ
る、
男
女
の
閻
柄
に
用
い
ら
れ
て

い
る
「
落
つ」
は、

・

法
師
の
扇
を
お
と
し
て
侍
り
け
る
を
か
へ
す
と
て

和
泉
式
部

俊
く
も
忘
ら
れ
に
け
る
扉
哉

ti
た
り
け
り
と
ひ
と
も
こ
そ
見
れ

（
後
拾
逍
和
歌
集
巻
二
十
誹
諧
歌）

．
の
よ
う
に、
「
五
戒
の
中
の
邪
淫
戒
を
破
る」
意
を
表
わ
し
た
り、

寄レ
滝
と
言
ふ
事
を
詠
ま
せ
給
う
け
る

後
小
松
院
御
製

何
時
よ
り
か
妹
背
の
中
に
落
ち
初
め
て
吉
野
の
滝
を
袖
に
せ
く
ら
ん

••
 

（
新
続
古
今
和
歌
集
迭
十一
恋
歌）

の
よ
う
に、
「（
恋
に）
陥
る」
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る。
し
か
し、
後
者
の

歌
は
「

妹背
の
中」
と
結
び
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る。
ま
た
平
家
物
語
を
調

・
ペ
て
み
て
も、
「
落
つ」
が
単
独
で
「
な
び
く」
の
意
を
表
わ
し
て
い
る
用
例

は
見
当
た
ら
な
い。

こ
の
小
宰
相
の
返
歌
は、「
ま
ろ
木
栢」
の
緑
で
「
落
ち」
と
言
っ
て
い
る
の

だ
か
ら、
単
純
に
「
な
び
く」
の
意
に
と
ら
な
い
ほ
う
が
よ
い。
そ
こ
で、
こ

の
「
落
つ」
の
語
意
を
明
ら
か
に
し、
こ
の
歌
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
小
宰
相
の

真
意
を
つ
か
む
た
め
に、
次
に

彼女
の
身
投
げ
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ

う
と
思
う。

．

）
 
二（
 

万
葉
集
巻
九
及
び
大
和
物
語
百
四
十
七
段
に
み
え
る、
茸
屋
の
菟
原
処
女
が

血
沼
壮
士
と
蒐
原
壮
士
の
二
人
に
求
婚
さ
れ
て
思
い
悩
ん
で
生
田
川
に
投
身
し、

二
人
の
男
も
後
を
追
っ
て
果
て
た
と
い
う
話
の
よ
う
な

処女
塚
式
要
争
い
伝
説

は、
万
菓
集
巻
九
の
勝
鹿
の
真
間
の
手
児
奈
の
話
（
多
く
の
男
に
言
い
寄
ら
れ

た
手
児
奈
は
港
に
投
身
自
殺
す
る）、

万
葉
集
巻
十
六
の
桜
子
の
話
（
二
人
の

男
に
求
婚
さ
れ、
桜
子
は
絵
死
す
る）
や
綬
児
の
話
（
三
人
の
男
に
求
婚
さ
れ

た
綬
児
は
耳
無
の
池
に
入
水
す
る）
に
も
み
ら
れ
る。
い
ず
れ
も、
一
人
の
純

情
な
処
女
が

複数
の
男
に
求
婚
さ
れ
て
進
退
に
窮
し、
死
を
選
ぶ
に
至
る
と
い

う
処
女
の
深
い
思
い
が
語
ら
れ
て
い
る。

ま
た、
大
和
物
語
百
五
十
段
に
は、

奈良
の
帝
に
仕
え
て
い
た
采
女
が、
一

度
帝
の
寵
愛
を
受
け
て
以
来
帝
恋
瓶
の
気
持
ち
が
つ
の
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、

そ
の
後
は
帝
か
ら
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
悲
観
し、
あ
る
夜
猿
沢
池
に
投

身
し
た
話
が
戟
っ
て
い
る。
身
を
観
じ
て
自
分
か
ら
言
い
出
す
こ
と
の
で
き
な

い
恋
に
落
ち
た
釆
女
は、
死
を
賭
し
て
も
そ
の
純
愛
を
貧
こ
う
と
し
て
い
る。

．
一
方、
源
氏
物
語
の
浮
舟
は、
戟
極
的
で
消
熱
的
な
匂
宮
と、
哀
而
目
で
義

理
固
い
照
と
の
板
挟
み
に
な
り、
ど
ち
ら
と
も
決
め
か
ね
て、
「
昔
は、
懸
想

す
る
人
の
有
様
の、
い
づ
れ
と
な
き
に、
思
ひ
煩
ひ
て
だ
に
こ
そ、
身
を
投
ぐ

る
例
も
あ
り
け
れ。
長
ら
へ
ば、
必
ず、
憂
き
事
見
え
ぬ
べ
き
身
の、
亡
く
な

2
 



ら
●
は 、

何
か
惜
し
か
る
ぺ
き」
（
源
氏
物
語
「
浮
舟」）
と
考
え 、
つ
い
に
宇

治
川
に
投
身
自
殺
を
計
る。
横
川
の
僧
都
は 、
宇
治
の
院
の
木
の
下
に
倒
れ
て

い
た

浮舟
を
救
い 、
物
の
怪
を
閲
伏
す
る。
こ
こ
で
作
者
は 、
浮
舟
の
入
水
は

実
は
彼
女
の
意
志
か
ら
し
た
も
の
で
は
な
く

物
の
怪
の
し
わ
ざ
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を 、
物
の
怪
の
口
を
通
し
て
語
ら
せ
て
い
る
（
同
「
手
習」）。
し
か
し 、

た
と
え
物
の
怪
に
取
り
付
か
れ
前
後
不
党
の
状
態
で
投
身
し
た
に
せ
よ 、

右
近

や
侍
従
が
絶
え
ず
浮
舟
か
ら
聞
い
て
い
た
よ
う
に 、

彼
女
に
死
ぬ
窯
志
が
あ
っ
、

た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た。
彼
女
が
身
投
げ
の
例
と
し
て
あ
げ
た
「
（
昔
の）

注
ー

懸
想
す
る
人」
は 、
玉
上
琢
弥
氏
も
指
摘
さ
れ
る
と
お
り 、

苑
原
処
女
を
さ
し

て
い
る。
し
か
し 、

彼
女
は 、
二
人
の
男
に
代
わ
ろ
う
と
し
て
自
分
の
卦
を
餓

牲
に
し
て
い
っ
た 、
あ
の
恋
に
生
命
を
燃
焼
さ
せ
て
い
る
菟
原
処
女
と
は
迩
っ

て 、
二
人
の
男
の
閥
を
さ
ま
よ
い 、

襖悩
の
采
て
に
死
を
選
ん
だ
は
か
な
い
女

性
で
あ
っ
たり

そ
し
て 、
狭
衣
物
語
に
よ
る
と 、
飛
鳥
井
姫
の
入
水
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ

て
い
る。
狭
衣
中
将
は 、
仁
和
寺
の
威
儀
師
に
か
ど
わ
か
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

た
飛
鳥
井
姫
の
危
機
を
救
い 、
彼
女
の
許
に
通
う
よ
う
に
な
る。
姫
は
身
分
を

隠
す
中
将
に
う
す

l＼
と
は
感
づ
く
が 、
は
き

l＼
と
は
問
い
詰
め
た
り
し
な

い
や
さ
し
く
可
憐
な
人
柄
で
あ
る。
姫
は
恢
妊
す
る
が 、
彼
女
は
身
分
の
途
い

を
気
に
し
て
そ
れ
を
中
将
に
告
げ
る
こ
と
も
し
な
い。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に 、

生
活
の
不
如
意
を
感
じ
た
乳
母
は 、
太
秦
の
寺
で
見
染
め
て
い
た
式
部
太
輔
に

姫
を
盗
ま
せ 、

舟
に
乗
せ
て
筑
紫
に
下
ら
せ
る。
姫
は
中
将
を
恋
い
媒
う
あ
ま

り 、
虫
明
の
瀬
戸
で
入

水自
殺
を
計
る
が 、
兄
に
当
た
る
僧
に
救
わ
れ
る。
世

慣
れ
ぬ
な
よ

l＼
と
し
た
姫
は 、
彼
女
の
意
志
に
反
し
て 、
中
将
と
引
き
離
さ

れ
て
筑
紫
に
連
れ
て
行
か
れ
よ
う
と
し
て
も 、
敢
え
て
反
対
せ
ず 、

海
に
沈
ん

と
こ
ろ
で 、

中世
の
軍
記
物
語
に
も
し
ば

l＼
女
性
の
入
水
の
場
面
が
描
か

（三）

で
中
将
と

来世
で
会
お
う
と
望
む
頼
り
な
い
存
在
で
し
か
な
い。
中
将
は 、
姫

を
大
和
物
語
の
猿
沢
の
池
に
潜
い
た

釆女
に
も
比
し
て

愛怨
を
党
え 、
そ
の
死

を
悼
む
と
い
う
は
か
な
い
恋
が
語
ら
れ
て
い
る。

さ
ら
に 、
「
朝
倉
の
物
語」

の
朝
倉
姫
の
失
踪 、
投
身
の
原
因
は 、

松
尾
聡

博
士
の
「

平安
時
代
物
語
の
研
究」
に
よ
る
と 、

次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る 。

姫
は
三
位
中
将
と
熱
烈
に
愛
し
合
っ

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

式
部
卿
宮
と

の
一
夜
の
契
り
に
よ
り
恢
妊
し
た
上
に 、
三
位
中
将
（
今
で
は
関
白）
の
正
要

掘
河
殿
が 、

夫
と
姫（
今
で
は
朝
倉
君）
と
の
雌
間
を
計
っ
た
こ
と
も
あ
っ

て 、

二
人
の
間
が
夜
離
れ
に
な
り 、
心
細
く
な
っ
た
彼
女
は 、
陸
奥
の
父
が
恋
し
く

な
り
訪
ね
て
行
こ
う
と
す
る
が 、
か
弱
い
女
の
身
で
は
到
底
行
き
珀
く
こ
と
が

で
き
そ
う
に
な
く 、

生
き
る
望
み
を
失
な
っ

て
淡
海
の
湖
に
飛
び
込
ん
で
し
ま

注
2

う 。
し
か
し
彼
女
は
巡
よ
く

助
け
ら
れ
て
石
山
寺
に
参
籠
す
る 。
松
尾
博
士
の

言
わ
れ
る
よ
う
に、
こ
こ
に
も
源
氏
物
語
浮
舟
入
水
の
影
響
が
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
が 、

水中
に
揺
れ
る
藻
の
よ
う
に
は
か
な
く

迎
命
に
翻
弄
さ
れ
る
姫
君
の

様
子
が
哀
謁
も
深
く

語
ら
れ
て
い
る。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に 、

克
原
処
女
は
二
人
の
男
を
硲
う
あ
ま
り
深
渕
に
入

り 、
浮
舟
も
二
人
の
男
の
間
に
あ
っ

て
恋
の
思
い
が
つ
の
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

ど
ち
ら
と
も
決
め
か
ね
て
入
水
し
て
い
る。
一
方 、

釆女
や

飛鳥
井
姫
や
朝
倉

君
は 、
恋
人
と
引
き
離
さ
れ
て
現
世
の
無
常
に
思
い
至
り 、
底
の
水
届
と
な
っ

注
3

て
い
る。
そ
の
中
で
も
飛
烏
井
姫
や
朝
倉
君
は 、
三
途
の
川
の
傍
で
恋
人
と
逢

瀬
を
持
つ
こ
と
を
待
ち
望
ん
で
来
世
に
憔
れ
て
い
る。
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れ
て
い
る。

陸
奥
話
記
を
見
る
と、

安
倍
頼
時
及
び
そ
の
子
貞
任・
宗
任
が、

源頼
義·

義
家
親
子
に
降
っ
た
時、
貞
任
の
弟
則
任
の
要
の
壮
烈
な
最
期
を、
「
但、
柵

破ル；
之
時、

則
任ガ
要
獨
，
抱
令

Uーニ
歳ー
男，ー
語
り

？芝
言ク
、
君
将
ザ

没セン
ト。
妾
不レ

役
獨
，
生ク→
ヲ°
請7
君ー
前ー

ご花、
死
ナン。
則チ
乍り

抱

キ品吟
自，
投，ー
ご深
淵ニー
死ス
。
可＞レ
謂
立
一
烈
女
ト一
夫。」
と
伝
え
て、

夫
を
磁
う
あ
ま
り
覚
悟
の
死
を
遂
げ
た
彼
女
を
称
賛
し
て
い
る。
こ
の
話
は、

今

昔物
語
集
巻
二
十
五
「
源
頼
義
朝
臣
爵ーー
安
陪
貞
任
等ー
語」
に
も、
貞
任

の
妻
の
話
と
し
て
述
べ
ら
れ、
ま
た
十
訓
抄
第
六
「
可
存
忠
直
事」
に
は
則
任

．
の
要
の
話
と
し
て
戦
せ
ら
れ
て
い
る
が、
い
ず
れ
も
要
が
夫
を
思
う
殊
勝
な
心

情
に
感
勁
し
て
い
る。

．

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は、

陸
奥
話
記
に
は、

他
の
二
世
に
見
ら
れ
な
い

パ

「
可

、品硝
ご
烈
女ー一
央。」

と
い
う
作
者
の
賛
辞
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る。「
烈
女」
と
い
う
語
は、
史
記

刺客列
伝「
摂
政
伝」
に、
摂
政
の

姉
栄
が、

政
が
韓
の
大
臣
を
殺
し
た
と
い
う
人
々
の
非
難
を
物
と
も
せ
ず、
死

を
賭
け
て
弟
を
弁
設
し、
そ
の
恥
を
雪
ど
う
と
し
た
時、
人
々
が
彼
女
を

・

「非3f
獨
，
政，
能ア
ル一、．`ぷ一
也。
乃
チ
其ノ
姉そ
亦ク

細如也」
と
言
っ
て
称

え
た
所
に
出
て
い
る。
ま
た
文
華
秀
脱
築
に
は、
白
貶
に
な
る
ま
で
嵯
峨
天
皇

注
ヽ

の
後
宮
に
貞
淑
に
侍
っ
た
小
野
石
子
を、
藤
原
冬
嗣
が●
「
列
女、
偲

文賊．、ニ

倹
良
コ
」

と
詠
ん
で、
「
列
女」
と
し
て
称
賛
し
て
い
る。
こ
の
陸
奥
話
記
の

「
烈
女」
も、
気
象
の
し
っ
か
り
し
た
操
の
正
し
い
女
性
の
意
味
で
用
い
ら
れ

．
て
い
る。

ヽ｀9‘
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保
元
物
語
に
は、
為
義
北
の
方
の
入
水
の
後
日
談
と
し
て、
人
々
が、
「
賢・

臣
二
君
に
仕
ず、
貞
女
両
夫
に
ま
み
え
ず
と
云
文
有」
と
唸
し
合
っ
て、
北
の

方
の
夫
を
思
う
気
持
ち
に
打
た
れ
た
こ
と
が
賊
っ
て
い
る。
こ
れ
は、
盛
ん
に

中
国
の
故
事
を
引
い
て
情
赳
を
深
め
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
の
表
わ
れ
で、

史
記
田
単
伝
の
文
句
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
て
い
る。

こ
の
「
貞
女」
と
い
う
語
は、

文華
秀

肱集
に
小
野
石
子
の
こ
と
を、
桑
原

注
6

腹
赤
が、
「
孤
墳
対．

‘ら生

貞女
狭」
と
称
え
て
詠
ん
だ
所
に
も
出
て
く
る。

ま
た
十
訓
抄
第
六
「
可
存
忠
直
事」
に
も、
「
唐
土

貞女
事」
と
し
て、
「
虞
舜

帝

固
后
蛾
皇

図
英
二
人
な
が
ら
湘
水
の
底
に
お
ほ
れ」
と
述
ぺ
ら
れ
て
い

る。
従
っ
て、
「
貞
女」
と
い
う
漢
語
は
「
烈
女」
と
語
窓
が
同
じ
で
あ
り、

共
に
平
安
朝
の
淡
詩
文
に
お
い
て
節
採
の
固
い
女
性
を
賛
め
る
場
合
に、
し
ば

l＼
用
い
ら
れ、
ま
た
軍
記
物
語
で
も
夫
の
後
を
追
っ
て
入
水
し
た
女
性
を
称

え
る

場合
に
恨
用
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る。
こ
の
「小

宰相身
投」
の
場
合
も、

保

元物
語
と
同
じ
く
史
記
の
語
句
を
作
者
の
感
想
と
し
て
最
後
に
引
用
し
て、

小
宰
相
を
た
ぐ
い
稀
な
深
い
心
の
持
ち
主
と
し
て
質
揚
し
て
い
る。

‘‘、五（
 

平
家
物
語
の
小
宰
相
身
投
げ
の
物
梧
は、
保
元
物
語
の
為
義
北
の
方
入
水
の

注
5

話
を
受
け
継
い
で
由
か
れ
て
い
る
こ
と
は、
す
で
に
後
藤
丹
治
氏
が
述
ぺ
て
お

ら
れ
る。
後
藤
氏
は
両
者
を
比
較
し
て、

趣向
や
詞
句
が一
致
す
る
点
が
多
く

存
在
す
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
て
い
る。
し
か
し、
小
宰
相
身
投
げ
の
物
語
は
為

義
北
の
方
の
物
語
と
語
句
は一
致
す
る
箇
所
が
あ
る
も
の
の、
そ
の
構
想
は
史

4
 



実
を
基
に
し
て
創
作
し
た
も
の
で
あ
り、
そ
こ
に
は
平
家
物
語
独
自
の、

中世

を
生
き
た
女
性
の
―
つ
の
典
型
が
語
ら
れ
て
い
る。

保
元
物
語
に
よ
る
と、
為
義
の
北
の
方
は、・
「
男
に
を
く
れ、
子
に
別」
れ

た
こ
と
を
嘆
き
悲
し
ん
で
入
水
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る。
小
宰
相
の
話
に
も
懐

妊
の
事
が
出
て
く
る
が、
彼
女
は
そ
れ
を、
や
が
て
生
ま
れ
る
子
を
見
る
に
つ

け
て
も
通
盛
の
こ
と
が
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
言
っ
て、
通
盛
と
の
別

れ
を
惜
し
む
こ
と
に
結
び
つ
け
て
お
り、
夫
婦
の
深
い
繋
が
り
を
印
象
づ
け
て

い
る。
ま
た
保
元
物
語
で
は、
乳
母
の
女
房
を
初
め
と
し
て
人
々
が、
身
投
げ

し
よ
う
と
決
意
し
た
為
義
の
北
の
方
を
諌
め
る
時
に、
「
昔
は
胡
塞
滴
里
の
笙

路
に
鏡
の
彩
を
か
こ
ち
わ
び、
燕
子
楼
の
霜
月
に
夜
々
心
を
傷
し
む」
と
中
国

の
例
を
引
い
て、

入
水
の
罪
深
さ
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
い
る。
平
家
物
語
で
は、

乳
母
の
女
房
は、
一
谷
合
戦
の
戦
死
者
の
要
の
心
も
思
い
や
り
軽
卒
を
警
め
よ

と
現
実
に
立
っ
て
訴
え
て
お
り、
よ
り
印
象
が
深
く
な
っ
て
い
る。

小
宰
相
は、
通
盛
の
侍
君
太
瀧
口
時
員
か
ら
夫
の
討
ち
死
に
を
聞
か
さ
れ
る。

彼
女
は、

コ
ぢ
や
う
う
た
れ
ぬ
と
き
A
た
ま
へ

ri、
も
し
ひ
が
事
に
て
も

や
あ
る
ら
ん、
い
き
て
か
へ
ら
る
A

事も
ゃ」
と、
日
を
待
ち
暮
ら
す
が、
夫

は
帰
っ
て
来
ず、
八
島
へ
沿
こ
う
と
す
る
日
の
宵
も
過
ぎ
る
頃
に
な
っ
て、
始

め
て、
「
こ
の
ほ
ど
は、
三
位
う
た
れ
ぬ
と
き
A·つ
れ

ti、
ま
こ
と
と
も
お

も
は
で
あ
り
つ
る
が、
こ
の
く
れ
ほ
ど
よ
り、
さ
も
あ
る
ら
ん
と
お
も
ひ
さ
だ

め
て
あ
る
ぞ
と
よ。
人
ご
と
に
み
な
と
河
と
か
や
の
し
も
に
て
う
た
れ
に
し
と

は
い
へ

切糾、
そ
の
の
ち
い
き
て
あ
ひ
た
り
と
い
ふ
も
の
は
一
人
も
な
し。
あ

す
う
ち
い
で
ん
と
て
の
夜、
あ
か
ら
さ
ま
な
る
と
こ
ろ
に
て
ゆ
き
あ
ひ
た
り
し

か
ば、＇
い
つ
よ
り
も
心
ぼ
そ
げ
に
う
ち
な
げ
き
て、

E笞I
の
い
く
さ
に
は、
一

ぢ
や
う
う
た
れ
な
ん
ず
と
お
ぽ
ゆ
る
は
と
よ。
我
い
か
に
も
な
り
な
ん
の
ち、

人
は
い
か
ゞ
し
給
ふ
ぺ
き」
な
ん
ど
い
ひ
し
か

ti、
い
く
さ
は
い
つ
も
の
事

な
れ
ば、
一
ぢ
や
う
さ
る
ぺ
し
と
お
も
は
ざ
り
け
る
事
の
く
や
し
さ
よ」
と、

米
世
で
共
に
会
お
う
と
約
束
し
な
か
っ
た
こ
と
を
辛
く
思
う。
「
た
ゞ
な
ら
ず

成
た
る
事
を
も、
日
ご
ろ
は
か
く
し
て
い
は
ざ
り
し
か

ti、
心
づ
よ
ふ
お
も

は
れ
じ
と
て、
い
ひ
い
だ
し
た
り
し
か
ば、
な
の
め
な
ら
ず
う
れ
し
げ」
で
あ

っ
た。
そ
れ
に
つ
け
て
も、
「
し
づ
か
に
み
み
と
な
っ
て
の
ち、
お
さ
な
き
も

の
を
も
そ
だ
て
て、
な
き
人
の
か
た
み
に
も
み
ば
や
と
は
お
も
へ
ど
も、
お
さ

な
き
も
の
を
み
ん
た
び
ご
と
に
は、
む
か
し
の
人
の
み
こ
ひ
し
く
て、
お
も
ひ

の
数
は
つ
も
る

ti、
な
ぐ
さ
む
こ
と
は
よ
も
あ
ら
じ」
と、
逆
接
助
詞
「
ど

も」
や
「
と
も」
を
多
用
し
て、
過
去
や

未来
の
出
来
事
に
対
し
て、．
そ
れ
は

自
分
が
予
想
も
し
て
い
な
か
っ
た
（
し
て
い
な
い）
不
本
意
な
事
だ
と
思
い
返

す。
こ
の
よ
う
に
「
心
に
ま
か
せ
ぬ
世
の
な
ら
ひ」
は、
思
い
が
け
な
い
再
婚

と
い
っ
た
事
態
も
予
想
さ
れ
る。
こ
こ
に
至
っ
て、
小
宰
相
は、
「
い
き
て
ゐ

て
と
に
か
く
に
人
を
こ
ひ
し
と
お
も
は
ん
よ
り、
た
ゞ
水
の
底
へ
い
ら
ば
や」

と
決
心
し、
乳
母
の
女
房
が
寝
入
っ
た
隙
に、
月
の
入
る
西
に
向
か
っ
て
手
を

合
わ
せ、
「
沖
の
し
ら
洲
に
嗚
千
烏、
あ
ま
の
と
わ
た
る
梶
の
音」
を
聞
い
て

い
っ
そ
う
感
慨
を
深
く
し、
阿
弥
陀
如
来
に
「
必
ず
ひ
と
つ
は
ち
す
に
む
か
へ

た
ま
へ
」
と
祈
っ
て、
つ
い
に
悔
に
沈
ん
で
し
ま
う。
こ
の
「
沖
の
し
ら
洲
に

鳴
千
鳥」
は
「
有
明
の
月
彩
さ
む
み
難
波
が
た
お
き
の
し
ら
洲
に
千
鳥
な
く
な

り」
（
新
千
賊
和
歌
集
巻
六
俊
恵
法
師）

の
歌
に
見
え、
ま
た
「
あ
ま
の
と
わ

た
る
梶
の
音」
は、
「
水
ま
さ
り
浅
き
瀬
し
ら
ず
な
り
ぬ
と
も
天
の
と
渡
る
舟

は
な
し
や
は」
（
後
撰
和
歌
集
巻
五
読
人
し
ら
ず）
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る。

こ
の
よ
う
な

平安
歌
語
の
使
用
に
よ
っ
て、
そ
れ
ら
が
通
盛
に
引
か
れ
る
小
宰

相
の
述
瀬
な
い
思
い
と
融
け
合
っ
て、

入
水
の
瞬
間
の
あ
は
れ
さ
が
余

情も
深



三、
結
詰

6

＜
捉
え
ら
れ
て
い
る。

し
か
し、
こ
こ
で
は
小
宰
相
身
投
げ
の
悲
哀
を
中
心
に
語
ろ
う
と
す
る
の
で

は
な
い。
男
を
傷
つ
け
な
い
た
め
に
は
入
水
を
も
辞
さ
な
い
菟
原
処
女
の
恋
の

情
熱、
恋
人
と
の
仲
を
速
命
に
よ
っ
て
無
惨
に
引
き
裂
か
れ、
世
を
は
か
な
ん

で
底
の
藻
屑
と
な
っ
た

飛烏井
姫
や

朝倉
君
達。

奈良
や
平
安
の
物
語
で
は
入

水
す
る
の
は
女
性
で
あ
り、
男
は
脇
役
と
し
て
悲
劇
を
栴
成
す
る。
一
方、
小

宰相
の
入
水
の
契
機
は、
通
盛
の
討
ち
死
で
あ
り、
彼
女
の
人
生
は
通
盛
と
深

＜
係
わ
っ
て
お
り、
彼
女
は
通
盛
と―
つ
に
融
け
合
う
こ
と
を
願
っ
て
入
水
し

，
て
い
く。
こ
こ
に
は、

本食
や

平安
の
女
性
達
の
よ
う
な
離
別
の
悲
哀
は
あ
ら

わ
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い。
小
宰
相
は
来
世
で
再
び
通
盛
と
結
び
つ
き、
二
人

の
絆
は

永遠
に
絶
え
な
い
強
い
も
の
と
し
て
述
ぺ
ら
れ
て
い
る。

羹
ゃ

委
の
女
性
述
の
入

水と
小
宰
相
の
身
投
げ
の
描
写
の
こ
の
よ
う
な

迩
い
の
一
っ
に
は、
当
時
の
婚
姻
形
娘
の
相
述
（
現
に
同
じ
軍
記
物
語
で
も、

陸
奥
話
記
で
は
妻
が
夫
の
死
ぬ
前
に
渕
に
投
身
し
て
い
る）
か
ら
来
る
も
の
で

あ
ろ
う
が、
し
か
し
平
家
物
語
の
作
者
は、
そ
の
よ
う
な
制
度
の
違
い
を
越
え

て、
一
人
の

中世
女
性
が
夫
の
戦
死
の
悲
し
み
を
乗
り
越
え
て
い
く
昇
華
さ
れ

た
愛
の
姿
を
描
い
て、
香
り
高
い
ロ
マ
ン
の
世
界
を
現
出
し
て
い
る。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に、

党一
本
平
家
物
語
「
小
宰
相
身
投」
の
章
は、

単

な
る
貞
女
の
話
で
は
な
く、
こ
こ
に
は
小
宰
相
の
通
盛
に
対
す
る
い
ち
ず
な
思

い
が
語
ら
れ
て
い
る。
そ
の
構
成
も、
延
脱
本
平
家
物
諾
や
長
門
本
平
家
物
語

と
は
順
序

を逆
に
し
て、
先
ず
小
宰
相
が
心
な
ら
ず
も
別
れ
た
通
盛
と
の

妹背

の
仲
を
悲
し
ん
で
入
水
し
た
こ
と
を
述
ぺ、
つ
い
で
通
盛
と
の
出
会
い
が
語
ら

れ
て
い
る。
二
人
の
ほ
ほ
え
ま
し
い
恋
の
経
緯
が
後
で
記
さ
れ
て
い
る
た
め
に、

か
え
っ
て
別
れ
の
悲
痛
さ
と
再
会
へ
の
願
い
は
強
ま
る
の
で
あ
る。

平
家
物
語
を
絣
く
と、
夫
重
衡
の
死
を
知
っ
て
憂
い
に
沈
む
北
の
方
が、「
ま

こ
と
に
別
れ
た
て
ま
っ
り
し
後
は、
越
前
三
位
の
う
へ
の
様
に
水
の
底
に
も
し

づ
む
ぺ
か
り
し
が」
（
巻
十一
重

衡被
斬）

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に、
戦
争
に

よ
る
離
別
の
喋
き
が
屈
々
描
か
れ
て
い
る。
し
か
し、
そ
の
中
で
も
小
宰
相
は、

戦
い
に
よ
り
通
盛
と
引
き
裂
か
れ
た
事
実
を
主
体
的
に
受
け
止
め、
再
び
来
世

で
遥
盛
と
会
え
る
こ
と
を
願
っ
て
投
身
す
る
の
で
あ
り、
そ
の
け
な
げ
さ
は
世

に
も
稀
な
も
の
で
あ
っ
た。
そ
し
て、
小
宰
相
の
通
盛
に
対
す
る
思
い
の
深
さ

は、
人
間
の
理
知
を
越
え
た
迎
命
と
し
て
の
別
れ
に
よ
っ
て
も、

少
し
も
弱
ま

る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
っ
た。

従
っ
て、
小
宰
相
の
通
盛
に
対
す
る
返
歌
は
す
で
に
彼
女
の
い
ち
ず
な
思
い

が
よ
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て、
解
釈
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う。

上
の
句
は、
「
ま
ろ
木
相」
を
小
宰
相
と
通
盛
の
恋
に
た
と
え
て
お
り、
ニ

人
の
恋
が
い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と
を
ひ
た
す
ら
に
信
穎
せ
よ
と
言
っ
て
い
る。

下
の
句
の
「
ふ
み
か
へ
し」
は、
「
文
返
し」
と
「
踏
み
返
し」
の
掛
詞
で
あ

り、
「
文
返
し」

は
蜻
蛉
日
記
に
「
心
あ
る
と
ふ
み
か
へ
す
と
ん
（
も）
浜
千

鳥
う
ら
に
の
み
こ
そ
あ
と
は
と
ゞ
め
め」
と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に、
小
宰
相

が
通
盛
に
手
紙
を
返
却
す
る
意
を
表
わ
し
て
い
る。

「落
ち」
は
「
な
び
く」

の
意
は
含
ん
で
お
ら
ず、

単
に
「（
小
宰
相
が）
落
つ」
の
窓
に
用
い
ら
れ
て
お

り、
「
や
は」
は
反
語
の
助
詞
で
あ
る。
「
ふ
み
か
へ
し
て
は
お
ち
ざ
ら
め
や

は」
は、
丸
木
橋
を
渡
り
か
け
て
強
く
ま
た
踏
み
返
し
て
川
に
落
ち
る
こ
と
を

比
喩
と
し
て
表
現
し
て、
通
盛
の
手
紙
を
受
け
取
ら
ず
に
返
し
て
二
人
の
仲
が

疎
遠
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る。
そ
し
て
こ
の
歌
は、
言
外
に
こ
う
し
て



ご
返
事

を差
し
上
げ
て
い
ま
す
よ
う
に
私
は
一
筋
に
あ
な
た
を
お
恥
い
申
し
て

い
ま
す
と
い
う
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る。

よ
っ
て
こ
の
歌
の
意
味
は、

ひ
た
す
ら
に
私
達
の
恋
を
信
頼
し
て
下
さ
い。
丸
木
栢
を
渡
り
か
け
て
踏
返

．

し
し
て
は
楢
か

ら落
ち
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に、
私
が
あ
な
た
の
お
手
紙
を
お
返

．
し
し
て
は
私
達
の
恋
は
と
絶
え
る
で
し
ょ
う。
（
し
か
し
私
は、

あ
な
た
の
ご

好
意
を
そ
っ
け
な
く
す
る
よ
う
な
危
う
い
心
の
持
ち
主
で
は
あ
り
ま
せ
ん。）

と
な
る。

関
守
次
男
氏
は、
「
歌
こ
と
ば
r
ふ
み
か
へ
さ
れ
て』
の
解
釈」

（コ翌叫
国

文」
三
八
·
-
0
ー

S
44
.
10)
の
中
で、
こ
の

小宰
相
の
返
歌
の
「
ふ
み
か

へ
さ
れ
て」
の
意
味
を
検
討
さ
れ
て、
「
か
へ
す」
に
反
覆・
逆
も
ど
り・

順倒

の
三
義
が
認
め
ら
れ
る
中
で
逆
も
ど
り
の
意
を
表
わ
し
て
い
る
と
説
か
れ
て
い

る。
ま
た
佐
藤
喜
代
治
氏
は、

コ凶
印
学
の
展
fll•
新

集念
抹
（
史
的
研
究）」

第
八
一
号
1
s
45
.
6)
に
於
い
て、

岩

手方
苔
の
「
フ
ソ
ゲ
T
ス
」
及
び
全

国
方
百

辞典
に
採
ら
れ
て
い
る
「
ふ
ん
ぐ
ら
が
え
す」
が
「
ふ
み
か
へ
す」
の

元
の
形
で
あ
ろ
う
と
さ
れ、

足
首
を
ね
じ
る
と
訳
さ
れ
て
い
る。

．

と
こ
ろ
で、
「
ふ
み
か
へ
す」
の
用
例
を
網
べ
て
み
る
と、

舟
は
ち
ゐ
さ
し、
く
る

りと
ふ
み
か
へ
し
て
ン
げ
り（
平
家
物
語
巻
九
「落
足」）

は
踏
ま
れ
て
顧
覆
す
る
意
を
表
わ
す。
ま
た、

中
人
迩
約
恋

．

い
は
せ
川
中
の
と
だ
え
の
丸
は
し
は
道
よ
り
ふ
み
も
かへ
す
な
り
け
り

（林

葉和
歌
集
”
五

恋歌）

は
同
じ
道
を
引
き
返
す
窯
を
示
す。
ま
た

前述
し
た
蜆
蛉
日
記
の
兼
家
の
歌
の

「
ふ
み
か
へ
す」
は、

誓物
を
返

却す
る
意
の

「

文返
す」

に、

千
凡
が
自

分
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
踏
み
戻
る
意
の
「
踏
み
返
す」
を
掛
け
る
こ
と
に
よ
っ

て、

兼
家
の
心
を
踏
み
に
じ
る
意
を
表
わ
し
て
い
る。

従
っ
て

小宰
相
の
歌
の
「
ふ
み
か
へ
す」
も、
「
か
へ
す」
に
強
関
の
意
味

が
う
か
が
え
る
こ
と
か
ら、
反
復
継
続
し
て
踏
む
意
に
使
わ
れ
て
お
り、
通
盛

の
心
を
冷
淡
に
取
り
扱
う
こ
と
で
あ
っ
た。

な
お
「
落
ち
ざ
ら
め
や
は」
の
「
落
つ」
の
な
味
は、
「
お
そ
ろ
し
や
木
薗

の
懸
路
の

丸木
栢
ふ
み
見
る
度
に
落
ち
ぬ
ぺ
き
か
な」
（
千
戟
和
歌
集
巻
十
八

喜
歌）
と
あ
る
よ
う
に、
佃
が
女
の
た
め
に
凶
落
す
る
点
に
用
い、

クれ
た
例

も
あ
る
が、
こ
こ
で
は「
に
く
ひ

若衆
を
お
ち
い
ら
せ
う
と
て、
竹
へ
げ
の
l
\

丸は
し
を
わ
た
い
た。」
（
閑
吟
集）
に
見

られ
る
よ
う
に、

不安定
な
丸
柏
を

路
み
返
し
て
落
る
意

を汲
わ
し
て
お
り、
通
盛
と
小
宰
相
の
恋
が
駄
目
に
な
る

こ
と
を
併
え
て
い
る。
そ
し
て
危
う
＜
断
た
れ
そ
う
に
な
っ
た
二
人
の
恋
は、

上西

門院
の

機転
に
よ
り
め
で
た
く
成
就
す
る
の
で
あ
る。

注
1

「
OO
氏
物
栢
評
釈」
第
十
二
泡

Bけ
舟」
一
六
五
頁

注
2

ヲェ森収、
物
語
の

研究」
一
六

「朝
公
の
物
栢」
二
七
九
頁

注
3

源
氏
物
語

お典
上
を
「
み
つ
せ
が
は」

．

注
4

哀
似°
奉ル
レ
和
シ
「
傷ムニニ
野
女
侍
中9-
」

注
5

「
国
文

学論
叢」
第
二
輯

「中
世
文
学」
ニ
―
頁

注
6

哀
慟。
奉ル
＞
和
シ

「傷ム
豆
野
女
侍
中ヲ―
」

な
お、

文中
に
引
用
し
た
密
物
は、

後
拾
辺
和
歌
集
•
新
椋
古
今
和

歌集
•
新

千賊
和
歌
集
・

後撰
和
歌
集
（
国
歌
大
観）、

陸
奥
話
記
・
林

葉和
歌
渠（

群杏

類
従
本）、

閑
吟
集

（続

群杏
類

従本）

十
訓
抄
（
国

史大
系
本）、

史
記

（中

国古
典
選、

史
記）
の
他
は
日

本古典

文学大

系本
に
拠
っ
た。

（本
学
第一

0回
卒
業

岡
山
瓜
立

総社
高

校教
諭）




