
『
源
氏
物
語
』
で
は
内
大
臣
の
「
孝
」
を
批
判
し
、
光
源
氏
の
「
孝
」
を
称

賛
す
る
様
子
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一
見
、
光
源
氏
の
理
想
性
を
語

る
文
脈
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
し
か
し
、
物
語
に
お
け
る
「
孝
」
の
例
と
い

う
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
異
な
っ
た
位
置
づ
け
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
本
稿
は
光
源
氏
と
孝
の
関
係
を
起
点
と
し
、
物
語
の
中
で
果
た
す
意
義
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

光
源
氏
の
「
孝
」
を
考
え
る
際
に
、
継
母
的
立
場
で
あ
る
藤
壺
と
の
関
係
は

見
過
ご
せ
な
い
。
律
令
の
規
定
や
孝
子
説
話
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
例
を
見
る

と
、
継
母
と
継
子
の
恋
愛
関
係
は
「
不
孝
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ

は
天
が
許
さ
な
い
「
不
孝
」
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
て
い
た
。
天
が
「
孝
」
を
判

断
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
と
加
え
て
、
人
々
は
知
識
を
共
有
し
て
い
た
と
想
定

さ
れ
る
。
物
語
に
お
い
て
も
「
薄
雲
」
の
天
変
は
、
光
源
氏
と
藤
壺
の
関
係
に

お
け
る
「
さ
と
し
」
で
あ
る
と
明
確
に
示
さ
れ
、
光
源
氏
の
内
面
に
あ
る
不
孝

は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
え
た
時
、
称
賛
さ
れ
て
い

る
光
源
氏
の
「
孝
」
か
ら
皮
肉
的
な
機
能
を
見
出
せ
る
。「
孝
」
は
光
源
氏
の

不
孝
を
照
射
し
、
矛
盾
を
示
す
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
孝
」
は
、
孝
子
説
話
や
経
典
で
理
想
性
を
説
く
「
孝
」
と
は

異
な
っ
て
い
る
。
物
語
独
自
の
方
法
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
本
来
的
な

「
孝
」
思
想
か
ら
離
れ
た
物
語
の
「
孝
」
と
言
え
よ
う
。

一

は
じ
め
に

（
�
）

「
善
く
父
母
に
事
ふ
る
者
」
を
意
味
す
る
「
孝
」
は
儒
教
の
基
本
徳
目

の
思
想
で
、
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
広
い
地
域
に
お
い
て
享
受
さ
れ
た
。
日

本
に
お
い
て
も
散
文
・
韻
文
に
よ
っ
て
そ
の
広
ま
り
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
孝
は
や
が
て
本
来
の
思
想
と
し
て
の
あ
り
方
か
ら
離
れ
た
位

相
も
表
す
。
平
安
期
に
お
い
て
は
、『
落
窪
物
語
』
や
『
う
つ
ほ
物
語
』

と
い
っ
た
物
語
の
中
で
「
孝
」
の
語
が
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
物
語
は

『
孝
経
』
や
孝
子
説
話
の
よ
う
に
儒
教
の
教
え
を
主
眼
に
語
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、「
孝
」
本
来
の
思
想
要
素
と
の
結
び
つ
き
は
希
薄
で
あ
る
。

物
語
展
開
に
引
き
付
け
る
方
法
の
も
と
に
「
孝
」
の
語
は
組
み
込
ま
れ
、

（
�
）

い
わ
ば
、
物
語
の
「
孝
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

従
来
、
孝
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
本
来
的
な
思
想
性
に
重
き
が

置
か
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
物
語
等
の
文
学
作
品
に
お
い
て
も
、
思
想
と

関
連
づ
け
て
本
文
を
読
み
解
く
、
典
拠
的
分
析
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

光
源
氏
の
「
孝
」
に
対
す
る
ま
な
ざ
し

森

あ
か
ね

一



本
来
の
思
想
や
典
拠
元
と
は
異
な
る
使
用
例
や
文
脈
に
つ
い
て
も
、
孝
の

一
側
面
と
し
て
評
価
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
思
想
面
か
ら
零
れ
落
ち
て

い
た
も
の
も
孝
文
化
の
一
端
と
し
て
見
る
こ
と
で
、
新
た
な
位
相
を
見
出

す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
十
例
の
「
孝
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
本
来
の
思
想
を
直
接
語
る
も
の
で
は
な
い
。「
孝
」
と
い
う
言

葉
や
思
想
に
潜
む
権
威
性
・
強
制
力
を
根
底
に
据
え
、
親
子
の
心
の
距
離

を
皮
肉
的
に
演
出
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
、
物
語
の
「
孝
」
と
し
て
の

（
�
）

様
相
を
示
し
て
い
る
。
用
例
は
内
大
臣
、
光
源
氏
に
集
中
し
て
い
る
。
そ

の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
内
大
臣
の
「
孝
」
を
批
判
し
、
光
源
氏
の

「
孝
」
を
称
賛
す
る
様
子
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
一
見
、
孝

子
説
話
の
よ
う
に
光
源
氏
の
理
想
性
を
語
る
文
脈
と
も
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
よ
う
が
、
物
語
の
「
孝
」
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
ま
た
異
な
る

見
方
が
提
示
で
き
る
。
こ
の
例
に
お
い
て
も
、
本
来
の
「
孝
」
思
想
に
直

接
ひ
き
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
物
語
の
「
孝
」
と
し
て
新
た
に
位
置
づ
け

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
は
光
源
氏
と
孝
の
関
係
を
起
点
と
し
、
物
語
の
中
で
果
た

す
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
「
孝
」
の
方
法
に
お
け
る
新
た
な
側
面
を
見
出
し
、

物
語
の
孝
と
し
て
位
置
付
け
て
い
き
た
い
。

二

光
源
氏
に
繋
が
る
「
孝
」
の
用
例

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
孝
」
の
用
例
（「
孝
」「
不
孝
」「
孝
養
」

「
孝
ず
」）
全
十
例
の
う
ち
、
光
源
氏
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
五
例
で

あ
る
。
こ
の
数
は
内
大
臣
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
六
例
に
続
く
数
と
な
っ
て

お
り
、「
孝
」
の
語
が
二
人
に
集
中
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

（
�
）

る
。
以
下
、
光
源
氏
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
「
孝
」
の
例
を
挙
げ
る
。

①
中
宮
、
大
将
殿
な
ど
は
、
ま
し
て
す
ぐ
れ
て
も
の
も
思
し
わ
か
れ

ず
。
後
々
の
御
わ
ざ
な
ど
、
孝
じ
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
さ
ま
も
、

そ
こ
ら
の
親
王
た
ち
の
御
中
に
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
を
、
こ
と
わ
り

な
が
ら
、
い
と
あ
は
れ
に
世
人
も
見
た
て
ま
つ
る
。
藤
の
御
衣
に

や
つ
れ
た
ま
へ
る
に
つ
け
て
も
、
限
り
な
く
き
よ
ら
に
心
苦
し
げ

（
�
）

な
り
。（「
賢
木
」
九
八
頁
）

桐
壺
院
死
後
の
葬
儀
の
様
を
描
く
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
が
儀
礼
を
中
心

と
な
っ
て
執
り
行
い
、
そ
の
様
子
が
他
の
子
ど
も
た
ち
と
比
較
さ
れ
て
い

る
。
悲
し
み
で
や
つ
れ
た
光
源
氏
の
姿
が
人
々
の
胸
を
打
つ
。
ま
さ
に
孝

子
と
し
て
世
の
人
々
か
ら
称
賛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
光
源

氏
が
父
を
思
う
姿
を
理
想
化
し
、
強
調
す
る
よ
う
な
例
で
あ
る
。

二
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②

思
ひ
あ
ま
り
昔
の
あ
と
を
た
づ
ぬ
れ
ど
親
に
そ
む
け
る
子
ぞ

た
ぐ
ひ
な
き

不
孝
な
る
は
、
仏
の
道
に
も
い
み
じ
く
こ
そ
言
ひ
た
れ
」
と
の
た

ま
へ
ど
、（「
蛍
」
二
一
四
頁
）

玉
鬘
に
対
し
て
言
い
寄
る
光
源
氏
の
言
葉
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
親

の
思
い
に
背
く
子
は
い
な
い
、
と
し
て
懸
想
す
る
自
身
の
心
を
、「
孝
」

の
た
め
に
受
け
入
れ
る
べ
き
と
い
う
強
引
な
論
理
を
展
開
し
て
い
る
。
親

子
間
で
は
あ
り
え
な
い
懸
想
を
、「
孝
」
と
い
う
親
子
間
で
力
の
あ
る
言

葉
で
語
る
と
い
う
皮
肉
的
な
語
ら
れ
方
と
な
り
、
二
人
の
奇
妙
な
関
係
性

を
引
き
立
て
る
と
い
う
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

③
ま
め
や
か
に
仕
う
ま
つ
り
見
え
た
て
ま
つ
れ
。
内
大
臣
は
こ
ま
か

に
し
も
あ
る
ま
じ
う
こ
そ
、
愁
へ
た
ま
ひ
し
か
。
人
柄
あ
や
し
う

は
な
や
か
に
、
男
々
し
き
方
に
よ
り
て
、
親
な
ど
の
御
孝
を
も
、

い
か
め
し
き
さ
ま
を
ば
た
て
て
、
人
に
も
見
お
ど
ろ
か
さ
む
の
心

あ
り
、
ま
こ
と
に
し
み
て
深
き
と
こ
ろ
は
な
き
人
に
な
む
も
の
せ

ら
れ
け
る
。（「
野
分
」
二
七
二
頁
）

大
宮
へ
の
見
舞
い
を
報
告
す
る
夕
霧
に
対
す
る
、
光
源
氏
の
言
葉
で
あ

る
。「
少
女
」
で
の
雲
井
雁
と
夕
霧
の
一
件
以
来
、
内
大
臣
と
大
宮
の
間

に
は
す
れ
違
い
が
起
き
て
い
る
。
光
源
氏
は
内
大
臣
の
母
親
へ
の
応
対
に

不
満
を
示
し
、「
孝
」
の
あ
り
方
を
非
難
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
心
を

尽
く
し
た
世
話
を
す
る
よ
う
に
と
夕
霧
に
申
し
付
け
る
。

④
「
思
ふ
や
う
あ
り
て
も
の
し
た
ま
へ
る
に
や
あ
ら
む
。
さ
も
進
み

も
の
し
た
ま
は
ば
こ
そ
は
、
過
ぎ
に
し
方
の
孝
な
か
り
し
恨
み
も

解
け
め
」
と
の
た
ま
ふ
、
御
心
お
ご
り
、
こ
よ
な
う
ね
た
げ
な

り
。（「
藤
裏
葉
」
四
三
五
頁
）

内
大
臣
の
宴
に
招
か
れ
た
夕
霧
は
、
光
源
氏
に
相
談
を
も
ち
か
け
る
。
そ

の
際
の
光
源
氏
の
言
葉
で
あ
る
。
③
の
例
と
同
様
に
内
大
臣
の
大
宮
に
対

す
る
応
対
の
批
判
を
含
ん
だ
言
葉
で
あ
る
。
特
に
こ
の
箇
所
で
は
、「
過

ぎ
に
し
方
の
孝
な
か
り
し
恨
み
」
と
し
て
、
内
大
臣
の
行
動
を
不
孝
と
し

て
認
定
す
る
語
り
に
注
目
さ
れ
る
。

⑤
大
宮
の
亡
せ
た
ま
へ
り
し
を
い
と
悲
し
と
思
ひ
し
に
、
致
仕
の
大

臣
の
さ
し
も
思
ひ
た
ま
へ
ら
ず
、
こ
と
わ
り
の
世
の
別
れ
に
、
お

ほ
や
け
お
ほ
や
け
し
き
作
法
ば
か
り
の
こ
と
を
孝
じ
た
ま
ひ
し

に
、
つ
ら
く
心
づ
き
な
か
り
し
に
、
六
条
院
の
な
か
な
か
ね
む
ご

ろ
に
後
の
御
事
を
も
営
み
た
ま
う
し
が
、
わ
が
方
ざ
ま
と
い
ふ
中

に
も
、
う
れ
し
う
見
た
て
ま
つ
り
し
、（「
夕
霧
」
四
四
五
頁
）

光源氏の「孝」に対するまなざし
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母
親
の
死
を
悲
し
む
落
葉
の
宮
に
対
し
て
、
夕
霧
の
心
情
が
描
か
れ
る
場

面
で
あ
る
。
こ
こ
で
夕
霧
に
思
い
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
大
宮
の
死
後

に
お
け
る
供
養
で
あ
る
。
実
子
で
あ
る
内
大
臣
が
外
聞
ば
か
り
を
意
識
し

た
供
養
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、
光
源
氏
は
心
の
こ
も
っ
た
丁
重
な
供
養

を
し
た
と
語
る
。
夕
霧
の
目
線
か
ら
「
孝
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
内
大
臣

は
批
判
さ
れ
、
光
源
氏
は
理
想
化
さ
れ
て
い
る
。

②
の
例
以
外
は
、
人
物
の
「
孝
」
の
姿
勢
を
評
価
す
る
と
い
う
内
容
に

な
っ
て
い
る
。
光
源
氏
と
内
大
臣
の
二
人
を
比
較
す
る
形
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
の
が
特
徴
で
、
内
大
臣
に
お
け
る
「
孝
」
の
批
判
・
光
源
氏
に
お

け
る
「
孝
」
へ
の
称
賛
と
い
う
構
図
が
見
え
て
く
る
。
光
源
氏
の
「
孝
」

の
理
想
が
提
示
さ
れ
、
内
大
臣
は
「
孝
」
が
な
い
、
つ
ま
り
不
孝
の
人
物

と
し
て
語
ら
れ
る
。

し
か
し
、
本
来
的
な
「
孝
」
の
思
想
の
中
に
は
、
祖
先
か
ら
自
分
に
続

く
縦
の
連
な
り
が
あ
る
。
根
底
に
存
在
す
る
の
は
祖
先
を
尊
び
、
子
孫
を

（
�
）

絶
や
さ
な
い
と
い
う
家
の
繁
栄
意
識
で
あ
る
。
内
大
臣
と
大
宮
の
対
立

は
、
雲
井
雁
を
政
治
利
用
す
る
た
め
の
当
て
が
は
ず
れ
た
こ
と
に
起
因
す

る
。
つ
ま
り
、
内
大
臣
の
行
動
は
一
家
の
繁
栄
を
追
求
す
る
精
神
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
、
本
来
的
な
「
孝
」
の
論
理
か
ら
は
外
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
物
語
で
は
内
大
臣
の
あ
り
方
を
「
孝
」
と
し
て
語
ら
な
い
。
本
来

的
な
意
味
・
思
想
と
直
接
的
に
は
結
び
付
け
ず
、
物
語
の
中
で
の
「
孝
」

の
中
で
規
定
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
光
源
氏
の
理
想
化
さ
れ
る
「
孝
」
の
文
脈
に
つ

い
て
も
、
同
様
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
本
来
の
思

想
と
結
び
つ
け
て
、
光
源
氏
の
理
想
性
と
し
て
単
純
に
解
釈
す
る
の
は
早

計
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
光
源
氏
の
場
合
に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問

題
と
し
て
、
藤
壺
と
の
密
通
が
あ
る
。
父
の
后
で
あ
る
藤
壺
と
人
知
れ
ず

関
係
を
結
び
、
子
を
為
す
と
い
う
物
語
を
大
き
く
動
か
す
秘
密
を
抱
え
て

い
る
光
源
氏
を
、
は
た
し
て
理
想
的
な
孝
子
と
し
て
認
識
し
て
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。

藤
壺
と
光
源
氏
の
関
係
に
つ
い
て
、『
河
海
抄
』『
紫
明
抄
』
で
は
始
皇

（
�
）

帝
の
実
父
と
さ
れ
る
呂
不
韋
と
太
后
の
密
通
関
係
故
事
を
ひ
く
。
な
お
、

今
井
源
衛
氏
が
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
、「
宮
廷
の
淫
蕩
な
密
通
事
件
は
、

古
今
東
西
ど
こ
の
国
で
も
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
、
紫
式
部
が
呂
不
韋
の
こ

（
�
）

と
だ
け
を
思
い
浮
か
べ
た
と
は
考
え
に
く
い
」
と
様
々
な
典
拠
の
想
定
を

示
唆
し
て
お
り
、
現
在
ま
で
の
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
る
典
拠
指
摘
に
繋

が
っ
て
い
る
。
郭
潔
梅
氏
は
光
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
に
関
し
て
、『
旧
唐

書
』
に
見
ら
れ
る
晋
王
と
父
の
妃
で
あ
る
武
則
天
の
関
係
と
の
重
な
り
を

（
�
）

指
摘
す
る
。
こ
れ
を
基
に
趙
秀
全
氏
は
、
晋
王
と
光
源
氏
の
密
通
は
「
不

孝
」
に
あ
た
る
も
の
の
、
理
想
者
と
し
て
孝
子
の
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い

る
と
述
べ
る
。

光
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
は
、
晋
王
の
史
実
の
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け
で

四
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は
完
結
せ
ず
、
柏
木
と
女
三
宮
密
通
へ
と
相
似
的
に
転
生
し
、
唐
の

史
実
を
超
え
た
新
た
な
物
語
へ
と
創
造
的
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。

（
中
略
）
光
源
氏
の
犯
し
た
密
通
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
父
に
対
す

る
「
不
孝
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
語
ら
れ
な
い
ま
ま
、
し
か

し
一
方
で
は
、
光
源
氏
は
「
孝
」
的
要
素
を
備
え
た
人
物
と
し
て
描

か
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
ま
た
一
見
不
条
理
な
よ
う
で
あ
り
な
が

（

）

ら
、
そ
こ
を
超
越
し
た
物
語
の
展
開
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
不
孝
」
が
語
ら
れ
な
い
こ
と
で
、「
不
孝
」
を
際
立
た
せ
る
物
語
の
構
図

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
光
源
氏
が
内
包
す
る
「
不
孝
」
を
物
語
の
方
法
と

見
る
示
唆
的
な
指
摘
で
あ
り
、
本
稿
も
大
筋
と
し
て
は
趙
氏
の
論
を
支
持

す
る
立
場
で
あ
る
。
た
だ
し
、
光
源
氏
の
「
不
孝
」
を
際
立
た
せ
る
構
図

が
物
語
に
与
え
る
機
能
に
つ
い
て
具
体
的
に
補
完
し
、
位
置
づ
け
て
い
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
光
源
氏
の
物
語
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
で
、
こ

の
構
図
は
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
趙
氏
が
指
摘
す

る
典
拠
や
準
拠
と
は
別
の
方
面
か
ら
密
通
と
孝
の
関
係
を
検
証
し
、
物
語

に
お
け
る
「
孝
」
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

実
際
に
、
前
述
の
武
則
天
の
準
拠
か
ら
「
孝
」
を
捉
え
て
い
く
と
、
藤

壺
と
完
全
に
重
な
り
合
わ
な
い
こ
と
が
障
害
と
な
る
。
武
則
天
の
場
合

は
、
周
囲
の
反
発
に
あ
う
も
、
後
宮
入
り
を
果
た
し
晋
王
の
皇
后
に
な

る
。
つ
ま
り
、
正
式
な
手
続
き
を
踏
ま
え
ら
れ
た
婚
姻
で
あ
り
、
公
的
な

関
係
で
あ
る
。
一
方
で
光
源
氏
と
藤
壺
の
関
係
の
場
合
は
私
的
な
関
係
に

過
ぎ
ず
、
そ
の
関
係
は
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
日
本
の
イ
エ
制
度
の
発
達
段
階
、
家
族
や
婚
姻
制
度
、
人
々
の

生
活
へ
の
儒
教
の
浸
透
レ
ベ
ル
と
い
っ
た
事
項
が
中
国
と
異
な
っ
て
い
る

点
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
際
に
日
本
の
後
宮
に
お
い
て
は
、
用
明

天
皇
の
皇
后
で
あ
っ
た
も
の
の
、
崩
御
後
に
用
明
天
皇
の
第
一
皇
子
・
田

目
皇
子
に
嫁
し
、
佐
富
女
王
を
産
ん
だ
穴
穂
部
間
人
皇
女
の
例
が
記
録
と

（

）

し
て
残
っ
て
お
り
、
父
の
后
と
結
婚
す
る
皇
子
の
例
が
あ
る
。
一
つ
の
歴

史
事
項
だ
け
を
そ
の
ま
ま
『
源
氏
物
語
』
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
、
そ
こ
に
と

り
ま
く
思
想
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

つ
ま
り
、
光
源
氏
の
密
通
と
「
孝
」
の
関
係
性
を
典
拠
や
準
拠
の
方
面

の
み
か
ら
論
じ
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
原
典
に
描
か
れ
て
い
る
思
想

や
関
係
認
識
を
、
そ
の
ま
ま
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
に
適
用
で
き
る
と
は

限
ら
な
い
。
今
一
度
、
光
源
氏
と
藤
壺
関
係
を
「
不
孝
」
と
す
る
認
識
を

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、『
源
氏
物
語
』
の
内
部
の
問
題
と

し
て
光
源
氏
の
「
孝
」
を
規
定
し
、「
不
孝
」
が
語
ら
れ
な
い
構
図
を
具

体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

三

継
母
・
継
子
の
恋
愛
関
係
と
不
孝
意
識

光
源
氏
と
藤
壺
の
密
通
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
け

光源氏の「孝」に対するまなざし
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止
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
臣
下
で
あ
る
光
源
氏
と
、
后
で
あ
る
藤
壺

の
関
係
と
い
う
時
点
で
大
き
な
タ
ブ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
問
題
に

し
た
い
の
は
、
物
語
の
読
者
が
こ
の
二
人
を
継
母
と
継
子
の
関
係
に
当
て

は
め
て
捉
え
、
そ
の
関
係
か
ら
「
不
孝
」
を
想
起
で
き
て
い
た
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
物
語
の
中
で
藤
壺
が
「
継
母
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
継
母
と
い
う
関
係
性
に
お
い
て
は
、
胡
潔
氏
の
次
の
指
摘
が
参
考
と

な
る
。中

国
の
親
族
用
語
と
し
て
、「
嫡
母
」
と
は
妾
の
子
供
か
ら
見
た
父

の
妻
の
こ
と
で
、「
継
母
」
と
は
前
妻
の
子
供
か
ら
見
た
父
の
継
妻

の
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）「
ま
ま
は
は
」
は
本
来
嫡
妻
の
関
係
な
し

（

）

に
、
父
の
婚
姻
配
偶
者
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。

藤
壺
は
光
源
氏
の
母
で
あ
る
桐
壺
更
衣
の
死
後
に
入
内
し
、
後
に
中
宮
と

し
て
桐
壺
帝
の
正
式
な
妻
と
し
て
公
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
社
会
的
に
桐

壺
帝
の
配
偶
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
言
え
、
そ
の
桐
壺
帝
の
子
で
あ

る
光
源
氏
と
の
関
係
に
お
い
て
は
「
継
母
」
に
あ
た
る
と
認
め
て
よ
い
だ

ろ
う
。
加
え
て
、
後
宮
の
関
係
と
は
い
え
、
光
源
氏
と
藤
壺
が
母
子
関
係

の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
桐
壺
帝
は
藤
壺
に
対
し

て
、

「
な
疎
み
た
ま
ひ
そ
。
あ
や
し
く
よ
そ
へ
き
こ
え
つ
べ
き
心
地
な
ん

す
る
。
な
め
し
と
思
さ
で
、
ら
う
た
く
し
た
ま
へ
。
つ
ら
つ
き
、
ま

み
な
ど
は
い
と
よ
う
似
た
り
し
ゆ
ゑ
、
か
よ
ひ
て
見
え
た
ま
ふ
も
似

げ
な
か
ら
ず
な
む
」
な
ど
聞
こ
え
つ
け
た
ま
へ
れ
ば
、（「
桐
壺
」
四

四
頁
）

と
、
藤
壺
に
対
し
て
、
光
源
氏
の
母
代
わ
り
と
し
て
見
立
て
た
い
思
い
を

伝
え
て
い
る
。
こ
の
直
接
的
な
依
頼
は
単
な
る
口
約
束
で
は
な
く
、
藤
壺

（

）

の
御
簾
の
中
に
光
源
氏
を
入
れ
る
態
度
に
も
表
れ
て
い
よ
う
。
御
簾
内
に

入
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
親
族
を
始
め
と
す
る
限
ら
れ
た
人
間
で
あ
る
。

「
御
簾
の
内
に
も
例
入
り
た
ま
ふ
人
」（「
蜻
蛉
」
二
一
八
頁
）
と
い
う
表

現
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
は
御
簾
に
出
入
り
す
る
人
を
特
別
な
家
族

や
血
縁
関
係
を
表
す
も
の
と
し
て
示
す
。
つ
ま
り
、
藤
壺
の
御
簾
の
中
の

出
入
り
を
許
し
た
こ
と
は
、
周
囲
に
も
母
子
の
関
係
性
を
知
ら
し
め
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
物
語
は
読
み
手
に
、
后
と
臣
下
の
関
係
と
同
時
に
、
父
の

妻
と
子
（
継
母
と
継
子
）
の
関
係
と
す
る
見
方
を
意
識
さ
せ
て
い
る
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。

継
母
と
継
子
の
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
は
名
例
律
に
て
、

不
孝
。
謂
。
告
│二

言
詛
―
三

詈
祖
父
母
父
母
一

。
及
祖
父
母
父
母
在
ル
ト
キ

。

シ

別
籍
異
財
。
居
二

父
母
喪
一

。
身
自
嫁
娶
。
若
作
レ

楽
。
釈
服
従
吉
。
聞
二

六
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祖
父
母
父
母
喪
一

。
匿
不
二

挙
哀
一

。
詐
称
二

祖
父
母
父
母
死
一

。
姦
二

父

（

）

祖
妾
一

。

と
明
確
に
「
不
孝
」
の
項
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
具
体
的
に
雑
律
「
姦
父

祖
妻
条
」
に
て
「
凡
補

姦
二

父
祖
妻
一

者
。
徒
三
年
。
妾
減
二

一
等
一

。」
と
そ

の
罪
の
重
さ
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
唐
律
の
場
合
は
「
絞
」
の
刑
で
あ

り
、
日
本
の
方
が
罪
の
程
度
は
軽
く
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ

る
。
ま
た
、『
史
記
』「
匈
奴
伝
」
の
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。
継
母
と
の
婚

姻
は
、
蒙
古
系
の
遊
牧
民
族
で
あ
る
匈
奴
や
烏
丸
の
風
習
と
し
て
存
在
し

た
。
こ
れ
ら
の
民
族
で
は
父
や
兄
が
死
ぬ
と
、
子
は
そ
の
配
偶
者
を
妻
に

迎
え
る
。
こ
の
風
習
は
儒
教
社
会
か
ら
の
厳
し
い
目
が
向
け
ら
れ
、『
史

（

）

記
』「
匈
奴
伝
」
に
お
い
て
「
匈
奴
の
俗
は
老
を
賤
し
む
」
例
と
し
て
批

判
さ
れ
て
い
た
。
孝
思
想
か
ら
捉
え
る
と
、
継
母
・
継
子
の
婚
姻
関
係
は

許
さ
れ
ざ
る
「
不
孝
」
認
識
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
律
令
の
規
定
は
次
第
に
形
骸
化
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
こ

と
か
ら
、
物
語
に
お
い
て
も
同
様
の
罪
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
は
言
い

難
い
。
更
に
、
平
安
時
代
に
お
い
て
「
孝
」
は
、
儒
教
と
仏
教
の
融
合
し

（

）

た
概
念
と
し
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
思
想
と
は
別
の
方
面
か

ら
、
当
時
の
罪
認
識
に
つ
い
て
補
完
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
参
照
し
た
い
の
が
、
文
学
知
識
と
し
て
の
「
不
孝
」
で
あ
る
。

律
令
規
定
・
経
典
と
い
っ
た
実
態
的
な
「
不
孝
」
の
知
識
と
は
別
に
、
文

学
世
界
の
中
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
「
孝
」
の
知
識
が
あ
る
。「
孝
」
や

「
不
孝
」
の
例
を
記
す
大
陸
伝
来
の
孝
子
説
話
は
、
日
本
で
多
く
記
録
さ

れ
た
。
こ
れ
ら
の
話
は
日
本
の
説
話
集
の
中
に
も
所
収
さ
れ
、
ま
た
『
令

義
解
』
と
い
っ
た
注
釈
書
や
漢
詩
や
和
歌
等
の
中
に
も
取
り
入
れ
ら
れ

た
。
こ
の
「
孝
」
の
説
話
か
ら
、
人
々
が
共
有
し
て
い
た
「
不
孝
」
へ
の

認
識
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
伯
奇
譚
に
注
目
し
た
い
。「
伯
奇
」
は
継
母
が
継
子
で
あ
る
伯

奇
を
迫
害
す
る
、
孝
子
説
話
型
の
継
子
譚
で
あ
る
。
こ
の
『
孝
子
伝
』

「
伯
奇
」
に
代
表
さ
れ
る
伯
奇
譚
は
、『
漢
書
』
や
『
後
漢
書
』
の
史
書
に

も
記
載
さ
れ
、『
白
氏
文
集
』
等
の
漢
詩
お
い
て
も
素
材
と
し
て
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の
『
注
好
選
』『
今
昔
物
語
集
』
と
い
っ

た
説
話
集
に
も
所
収
さ
れ
、
人
々
の
間
で
広
く
共
有
さ
れ
た
孝
の
知
識
と

言
え
よ
う
。
伯
奇
譚
で
継
母
は
伯
奇
を
貶
め
る
た
め
に
、
自
分
が
生
ん
だ

子
供
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
と
讒
言
す
る
。
が
、
父
は
こ
れ
を
信
じ
な
か

っ
た
の
で
、
伯
奇
が
自
分
と
の
関
係
を
迫
っ
て
く
る
と
二
度
目
の
讒
言
に

及
ぶ
。又

讒
言
す
ら
く
、
伯
奇
乃
ち
我
に
非
法
を
せ
ん
と
欲
す
と
。
父
云
わ

く
、
吾
が
子
、
人
と
為
り
慈
孝
、
豈
此
く
の
如
き
事
有
ら
む
や
と
。

母
曰
わ
く
、
君
若
し
信
ぜ
ざ
れ
ば
、
伯
奇
を
し
て
後
園
に
向
か
い
菜

を
取
ら
し
め
、
君
密
か
に
之
を
窺
う
べ
し
と
。
母
先
ず
蜂
を

ち
て

光源氏の「孝」に対するまなざし
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衣
の
袖
の
中
に
置
く
。
母
、
伯
奇
の
辺
り
に
至
り
て
白
さ
く
、
蜂
我

を
螫
す
と
。
即
ち
地
に
倒
れ
、
伯
奇
を
し
て
除
く
こ
と
を
為
さ
し

む
。
奇
即
ち
頭
を
低
く
し
て
之
を
捨
つ
。
母
即
ち
還
り
て
吉
甫
に
白

さ
く
、
君
伺
い
見
る
や
否
や
と
。
父
因
り
て
之
を
信
じ
、
乃
ち
伯
奇

を
呼
び
て
曰
わ
く
、
汝
の
父
の
為
め
、
上
天
に
慙
じ
ず
、
後
母
を
娶

る
こ
と
此
く
の
如
し
と
。
伯
奇
之
を
聞
き
、
嘿
然
と
し
て
気
無
し
。

（

）

（
陽
明
文
庫
本
「
伯
奇
」）

父
は
伯
奇
を
「
慈
孝
」
の
人
間
で
あ
る
と
信
じ
て
継
母
の
言
葉
を
退
け
よ

う
と
す
る
が
、
蜂
を
取
り
除
く
た
め
に
伯
奇
が
継
母
に
密
着
す
る
姿
を
誤

解
し
、
讒
言
を
信
じ
て
し
ま
う
。
伯
奇
は
孝
子
で
あ
る
と
い
う
父
の
評
価

が
、
こ
の
誤
解
さ
れ
た
恋
愛
関
係
に
よ
り
一
気
に
覆
さ
れ
て
し
ま
う
。
伯

奇
を
呼
び
出
し
叱
責
す
る
際
に
、
父
は
「
天
」
の
語
を
持
ち
出
し
、
継
母

と
の
関
係
を
強
く
糾
弾
す
る
。
継
母
と
の
恋
愛
関
係
は
、
天
に
対
し
て
恥

ず
べ
き
行
為
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

同
様
の
例
は
『
注
好
選
』「
胡
楊
は
鏑
を
免
る

第
九
十
八
」
に
も
見

ら
れ
る
。
こ
の
説
話
の
原
拠
は
不
明
で
、
他
に
同
話
が
見
つ
か
っ
て
い
な

い
も
の
で
あ
る
が
、
儒
教
関
連
の
話
で
構
成
さ
れ
る
上
巻
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。父

他
行
の
間
に
、
屏
の
中
に
招
き
取
り
て
語
り
て
云
は
く
、「
吾
汝

と
思
ふ
事
有
り
。
相
叶
へ
ん
や
否
や
」
と
。
胡
楊
が
云
は
く
、「
父

の
為
に
失
有
ら
ば
、
豈
天
地
聴
さ
ざ
ら
む
や
」
と
。
□
相
眤
び
ず
。

母
大
き
に
恥
ぢ
て
、
刀
を
以
て
自
ら
が
髪
を
剪
り
、
手
足
を
損
じ
、

衣
装
を
破
る
。
而
し
て
父
に
語
り
て
云
は
く
、「
胡
楊
吾
が
為
め
に

思
ふ
事
有
り
。
今
日
の
所
為
此
の
如
し
」
と
。
時
に
父
大
き
に
忩
り

て
、
三
人
の
兵
を
相
副
へ
て
之
を
放
つ
。（「
胡
楊
は
鏑
を
免
る

第

（

）

九
十
八
」）

胡
楊
は
継
母
か
ら
懸
想
を
断
り
、
こ
れ
に
怒
っ
た
継
母
が
「
胡
楊
が
自
分

に
邪
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
。」
と
讒
言
す
る
。
父
は
こ
れ
に
怒
り
狂
い
、

子
の
殺
害
を
命
じ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
対
応
か
ら
も
、
如
何
に
継
子
と

継
母
の
恋
愛
関
係
が
父
を
裏
切
る
行
為
で
あ
っ
た
か
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
加
え
て
、
胡
楊
は
継
母
の
懸
想
を
断
る
言
葉
の
中
で
「
天
地
」

を
持
ち
出
し
て
い
る
。
伯
奇
譚
の
例
と
同
様
に
天
地
の
許
し
を
持
ち
出
す

語
り
で
あ
り
、
継
子
が
継
母
に
恋
愛
感
情
を
抱
く
こ
と
が
、
天
に
背
く
べ

き
罰
せ
ら
れ
る
不
孝
の
行
為
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

継
母
の
継
子
へ
の
懸
想
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』「
忠
こ
そ
」
に
お
い
て
も

見
ら
れ
る
。
一
条
北
の
方
は
橘
千
蔭
に
思
い
を
寄
せ
る
が
、
な
か
な
か
相

手
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
で
、
次
は
千
蔭
の
子
で
あ
る
忠
こ
そ
に

懸
想
し
歌
を
送
る
が
、
忠
こ
そ
は
そ
れ
に
対
し
、

八
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忠
君
見
て
、
い
と
あ
や
し
く
、
か
く
の
た
ま
ふ
は
、
お
と
ど
に
悪
し

と
思
は
せ
た
て
ま
つ
ら
む
と
に
や
あ
ら
む
、
と
思
ふ
に
、
ま
し
て
い

と
ほ
し
か
り
け
れ
ば
、
た
だ
か
く
な
む

「
寄
る
波
の
す
す
ぎ
わ
た
れ
ば
あ
や
め
草
な
ほ
思
ふ
こ
そ
苦
し

か
り
け
れ

か
し
こ
き
こ
と
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
う
れ
し
か
ら
ま
し
」
と
聞
こ

（

）

え
た
ま
へ
り
。（「
忠
こ
そ
」
二
二
二
頁
）

と
丁
重
に
退
け
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
迫
害
が
開
始
さ
れ
る
。「
忠
こ
そ
」

に
お
け
る
継
母
の
懸
想
の
パ
タ
ー
ン
は
イ
ン
ド
起
源
の
ク
ナ
ラ
太
子
譚
と

の
関
連
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
基
本
部
分
は
「
伯
奇
譚
」
に
よ
っ
て

（

）

構
成
さ
れ
た
と
三
木
雅
博
は
指
摘
す
る
。「
伯
奇
」
の
継
母
と
継
子
の
関

係
誤
解
の
場
面
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。「
忠
こ
そ
」
は
直
接
的

に
関
係
を
「
不
孝
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、「
か
し

こ
き
こ
と
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
」
と
、
忠
こ
そ
が
父
の
存
在
を
提
示
し
て

継
母
の
懸
想
を
退
け
る
点
か
ら
は
、
父
に
顔
向
け
が
で
き
な
い
関
係
で
あ

る
と
見
な
す
、
不
孝
認
識
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

更
に
、
北
の
方
は
迫
害
の
協
力
者
で
あ
る
甥
の
祐
宗
を
呼
び
出
し
、
忠

こ
そ
が
自
分
に
懸
想
し
て
い
る
と
吹
き
込
む
場
面
に
注
目
し
た
い
。
祐
宗

は
「
か
く
あ
や
し
き
人
の
、
い
か
で
時
め
き
た
ま
ふ
ら
む
。
な
ほ
見
た
ま

ふ
る
に
は
、
こ
と
も
な
き
人
と
こ
そ
見
た
ま
へ
つ
れ
。（「
忠
こ
そ
」
二
三

〇
頁
）」
と
し
て
、
理
想
者
と
し
て
見
て
い
た
忠
こ
そ
の
評
価
を
覆
し
、

激
し
く
批
判
す
る
。
自
身
の
虚
栄
心
を
刺
激
さ
れ
て
の
言
葉
で
は
あ
る

が
、
北
の
方
の
告
白
を
大
き
な
反
発
へ
と
繋
げ
、「
か
く
あ
や
し
き
」
と

評
す
る
点
は
見
逃
せ
な
い
。
継
母
・
継
子
の
恋
愛
関
係
は
大
き
く
信
頼
を

失
わ
せ
る
関
係
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
例
は
特
に
伯
奇
譚
の
広
ま
り
を
伝
え
る
も
の
と
し

て
も
注
目
さ
れ
る
。
継
母
子
は
危
う
き
道
へ
と
繋
が
る
も
の
と
し
て
、
緊

張
の
伴
う
関
係
と
し
て
の
認
識
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
積

み
上
げ
て
き
た
信
頼
を
一
気
に
な
く
す
よ
う
な
、
大
き
な
裏
切
り
、「
不

孝
」
と
し
て
見
ら
れ
、
共
有
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
。

四
「
天
」
と
「
孝
」

継
母
と
継
子
の
関
係
に
関
し
て
、「
天
」
が
許
さ
な
い
も
の
と
い
う
語

ら
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
「
天
」
と
孝
の
関
係
に
つ
い
て
注

目
し
た
い
。
孝
が
評
価
さ
れ
る
と
天
に
よ
っ
て
奇
瑞
が
起
こ
さ
れ
る
こ
と

は
、
孝
子
説
話
の
一
種
の
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
。
二
つ
の
関
わ
り
に

つ
い
て
は
、『
孝
経
』
に
お
い
て
「
夫
れ
孝
は
天
の
経
な
り
。
地
の
誼
な

（

）

り
。
民
の
行
ひ
な
り
。」（「
三
才
章

第
八
」）」
と
示
さ
れ
、「
孝
」
は
天

が
与
え
た
法
則
や
筋
道
の
こ
と
を
指
し
、
地
で
適
切
と
さ
れ
る
道
義
と
し

光源氏の「孝」に対するまなざし
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て
説
か
れ
た
。
つ
ま
り
、
人
間
は
天
の
道
筋
に
従
っ
て
、
孝
を
実
行
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
の
法
則
・
筋
道
に
従
っ
た
優
れ
た
も
の
と
し
て
天

が
評
価
し
た
結
果
、
孝
子
説
話
に
お
い
て
奇
瑞
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ

る
。そ

れ
で
は
「
不
孝
」
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
今
昔
物
語
集
』
の

例
を
参
照
し
た
い
。「
古
京
女
為
依
不
孝
感
現
報
語

第
三
十
二
」
で
は

餓
え
た
母
が
食
事
を
求
め
る
が
、
不
孝
の
娘
が
こ
れ
を
拒
否
す
る
。
そ
の

結
果
、
娘
が
罰
に
よ
り
急
死
し
て
し
ま
う
。
話
末
評
語
に
て
、

此
レ
ハ
極
テ
益
無
キ
事
也
。
母
ニ
不
孝
養
ズ
シ
テ
死
ヌ
レ
バ
、
後
世

ニ
又
悪
道
ニ
堕
ム
事
疑
ヒ
無
シ
。
飯
無
ク
ハ
、
我
ガ
分
ヲ
譲
テ
、
母

ニ
可
令
食
キ
ニ
、
我
レ
夫
ト
二
人
食
テ
母
ニ
不
令
食
ズ
シ
テ
死
ヌ
ル

（

）

事
、
此
レ
、
天
ノ
責
ヲ
蒙
レ
ル
也
。（
巻
二
十
、
一
一
六
頁
）

と
、
娘
の
死
は
「
天
ノ
責
」
に
よ
る
も
の
で
不
孝
に
対
し
て
の
報
い
を
受

け
た
の
だ
と
説
明
す
る
。
加
え
て
孝
を
な
さ
ず
に
死
ん
だ
た
め
に
、
来
世

に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
不
孝
の
罪
を
厳
し
く
評
し
て
い
る
。
こ
の
話
は

『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
の
第
二
四
話
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、「
天
ノ
責
」

と
い
う
表
現
は
存
在
し
な
い
。『
日
本
霊
異
記
』
で
も
「
凶
女
の
生
め
る

母
に
孝
養
せ
ず
し
て
、
以
て
現
に
悪
死
の
報
を
得
し
縁
」
の
題
が
付
さ

れ
、
不
孝
に
対
し
て
の
報
い
と
い
う
理
解
は
な
さ
れ
て
い
た
。『
今
昔
物

語
集
』
の
場
合
は
、
そ
こ
に
「
天
ノ
責
」
と
い
う
言
葉
で
娘
の
行
為
と
天

の
評
価
を
引
き
付
け
て
、
も
た
ら
さ
れ
た
死
へ
の
必
然
性
を
強
調
す
る
語

ら
れ
方
と
な
っ
て
い
る
。

不
孝
者
の
話
は
、
次
の
「
吉
志
火
麿
擬
殺
母
得
現
報
語

第
三
十
三
」

に
も
続
く
。
筑
前
国
に
て
母
を
養
っ
て
い
た
火
丸
は
、
故
郷
に
残
っ
た
妻

と
の
再
会
を
望
み
、
母
の
殺
害
を
計
画
す
る
。
火
丸
が
母
の
首
を
切
ろ
う

と
し
た
際
に
突
如
地
面
が
割
け
、
火
丸
は
裂
け
目
に
落
ち
て
い
く
。
こ
こ

で
母
は
子
の
救
い
を
求
め
、

母
此
レ
ヲ
見
、
火
丸
ガ
髪
ヲ
捕
テ
、
天
ニ
仰
テ
泣
々
ク
云
ク
、「
我

ガ
子
ハ
鬼
ノ
託
タ
ル
也
。
此
ヲ
実
ノ
心
ニ
非
ズ
、
願
ハ
天
道
、
此
ノ

罪
ヲ
免
シ
給
へ
」
ト
叫
ブ
ト
云
ヘ
ド
モ
、（
巻
二
十
、
一
一
八
頁
）

と
、「
天
道
」
に
語
り
掛
け
る
。
孝
の
対
象
で
あ
る
母
が
許
し
を
訴
え
る

が
、
子
は
救
済
さ
れ
な
い
。
話
末
評
語
に
は
「
不
孝
ノ
罪
ヲ
天
道
新
タ
ニ

憎
給
フ
事
ヲ
。」
と
明
記
さ
れ
、
孝
を
判
断
す
る
天
、
と
い
う
認
識
が
表

れ
た
一
節
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
話
も
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
の
第
三
話

に
収
録
さ
れ
、
同
様
に
天
を
仰
ぎ
見
て
許
し
を
請
う
も
の
の
、「
天
道
」

の
語
は
な
い
。
天
と
孝
の
関
係
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に

は
、『
孝
経
』
や
孝
子
説
話
の
広
ま
り
が
想
定
さ
れ
よ
う
。「
孝
」
の
評
価

を
天
が
下
す
と
し
て
、
二
つ
を
結
び
つ
け
る
認
識
は
人
々
の
中
で
共
有
さ

一
〇
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れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
優
れ
た
孝
に
天
が
奇
瑞
を
与
え
る
と
同
様

に
、
不
孝
に
は
天
よ
り
罰
が
下
さ
れ
る
と
い
う
認
識
が
な
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、『
源
氏
物
語
』「
薄
雲
」
を
考
え
る
。
要
人
た
ち
の
死

が
続
き
、
天
変
地
異
が
起
き
る
様
子
が
描
か
れ
、
そ
れ
が
「
物
の
さ
と

し
」
と
し
て
政
治
的
な
警
告
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
光
源
氏
は
藤

壺
と
の
関
係
、
冷
泉
帝
の
出
生
の
秘
密
に
思
い
当
た
っ
て
い
る
も
の
の
、

何
か
し
ら
の
手
を
う
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
後
、
夜
居
の
僧
都
よ
り

冷
泉
帝
に
秘
密
が
打
ち
明
け
ら
れ
る
。

「
い
と
奏
し
が
た
く
、
か
へ
り
て
は
罪
に
も
や
ま
か
り
当
た
ら
む
と

思
ひ
た
ま
へ
憚
る
方
多
か
れ
ど
、
知
ろ
し
め
さ
ぬ
に
罪
重
く
て
、
天

の
眼
恐
ろ
し
く
思
ひ
た
ま
へ
ら
る
る
こ
と
を
、
心
に
む
せ
び
は
べ
り

つ
つ
命
終
は
り
は
べ
り
な
ば
、
何
の
益
か
は
は
べ
ら
む
。
仏
も
心
ぎ

た
な
し
と
や
思
し
め
さ
む
」（「
薄
雲
」
四
四
九
頁
）

夜
居
の
僧
都
が
憚
り
な
が
ら
も
「
天
の
眼
」
の
存
在
を
口
に
し
て
、
隠
さ

れ
て
き
た
光
源
氏
と
藤
壺
の
関
係
に
つ
い
て
打
ち
明
け
る
。「
天
の
眼
」

と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
現
状
が
天
に
よ
る
警
告
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
強

調
し
、
冷
泉
帝
に
告
げ
ら
れ
た
罪
と
の
関
連
性
を
示
し
て
い
る
。

「
さ
ら
に
。
な
に
が
し
と
王
命
婦
と
よ
り
外
の
人
、
こ
の
こ
と
の
け

し
き
見
た
る
は
べ
ら
ず
。
さ
る
に
よ
り
な
む
、
い
と
恐
ろ
し
う
は
べ

る
。
天
変
頻
り
に
さ
と
し
、
世
の
中
静
か
な
ら
ぬ
は
こ
の
け
な
り
。

い
と
き
な
く
も
の
の
心
知
ろ
し
め
す
ま
じ
か
り
つ
る
ほ
ど
こ
そ
は
べ

り
つ
れ
。
や
う
や
う
御
齢
足
り
お
は
し
ま
し
て
、
何
ご
と
も
わ
き
ま

へ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
時
に
い
た
り
て
咎
を
も
示
す
な
り
。
よ
ろ
づ
の

こ
と
、
親
の
御
世
よ
り
は
じ
ま
る
に
こ
そ
は
べ
る
な
れ
。
何
の
罪
と

も
知
ろ
し
め
さ
ぬ
が
恐
ろ
し
き
に
よ
り
、
思
ひ
た
ま
へ
消
ち
て
し
こ

と
を
、
さ
ら
に
心
よ
り
出
だ
し
は
べ
り
ぬ
る
こ
と
」
と
、
泣
く
泣
く

聞
こ
ゆ
る
ほ
ど
に
明
け
は
て
ぬ
れ
ば
、
ま
か
で
ぬ
。

上
は
夢
の
や
う
に
い
み
じ
き
こ
と
を
聞
か
せ
た
ま
ひ
て
、
い
ろ
い

ろ
に
思
し
乱
れ
さ
せ
た
ま
ふ
。
故
院
の
御
た
め
も
う
し
ろ
め
た
く
、

大
臣
の
か
く
た
だ
人
に
て
世
に
仕
へ
た
ま
ふ
も
あ
は
れ
に
か
た
じ
け

な
か
り
け
る
こ
と
、
か
た
が
た
思
し
悩
み
て
、（「
薄
雲
」
四
五
三

頁
）

更
に
僧
都
は
冷
泉
帝
の
出
生
の
秘
密
が
天
変
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
明

言
し
、
そ
れ
は
天
に
よ
る
警
告
で
あ
る
と
示
す
。
咎
め
は
「
親
の
御
世
よ

り
は
じ
ま
る
」
と
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
天
変
は
冷
泉
帝
の
治
世
そ
の

も
の
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
は
じ
ま
り
は
光
源
氏
に
あ

り
、
密
通
の
結
果
が
冷
泉
帝
の
誕
生
で
あ
る
。
本
人
の
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で

光源氏の「孝」に対するまなざし
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罪
は
引
き
継
が
れ
、
そ
の
警
告
が
形
と
し
て
表
れ
た
こ
と
を
自
覚
さ
せ
ら

れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
父
で
あ
る
光
源
氏
を
臣
下
と
し
て
扱
う
こ
と
に
冷
泉

帝
が
苦
悩
す
る
展
開
へ
と
続
く
の
だ
が
、
加
え
て
桐
壺
院
に
思
い
が
は
せ

ら
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
桐
壺
院
に
対
し
て
の
後
ろ
め
た
さ
が
取

り
上
げ
ら
れ
、
裏
切
り
と
い
う
罪
が
冷
泉
帝
の
中
で
自
覚
さ
れ
て
い
る
。

桐
壺
院
、
光
源
氏
、
冷
泉
帝
と
い
う
三
代
の
関
係
性
が
強
調
さ
れ
、
親
か

ら
子
へ
引
き
継
が
れ
て
い
く
罪
と
い
う
形
で
縦
の
流
れ
が
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
祖
先
か
ら
自
分
に
至
る
縦
の
繋
が
り
を
基
本
と
す
る
孝
の
思

想
と
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
こ
で
「
不
孝
」
と
い
う
語
は
提
示
さ
れ

は
し
な
い
が
、
親
子
間
の
罪
、
父
に
対
す
る
扱
い
が
自
覚
さ
れ
て
い
く
と

い
う
物
語
の
流
れ
に
、
前
述
の
天
と
「
孝
」
の
関
係
性
を
合
わ
せ
て
考
え

た
時
、
根
底
に
あ
る
不
孝
の
意
識
を
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

前
節
か
ら
今
節
に
か
け
て
、
律
令
の
規
定
、
継
母
と
継
子
の
恋
愛
関
係

に
よ
っ
て
「
不
孝
」
と
し
て
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
孝
子
説
話
の
パ
タ
ー

ン
、
天
が
孝
を
評
価
す
る
思
想
の
例
を
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
照
ら
し
合

わ
せ
る
と
、「
薄
雲
」
で
の
一
連
の
乱
れ
は
天
に
よ
る
警
告
で
あ
り
、
光

源
氏
の
抱
え
る
不
孝
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
よ

う
。
光
源
氏
と
藤
壺
の
関
係
に
対
し
て
天
が
警
告
す
る
罪
と
し
て
設
定
さ

れ
、
一
つ
の
転
機
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
物
語
の
読
者
は
改
め
て
光
源

氏
と
藤
壺
の
関
係
を
見
つ
め
な
お
し
、
桐
壺
院
へ
の
裏
切
り
と
い
う
点
に

意
識
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
。
物
語
の
中
で
、
光
源
氏
は
内
面
に
不
孝
を

抱
え
、
そ
れ
に
連
な
る
冷
泉
帝
も
罪
を
引
き
継
ぐ
人
物
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

五

不
孝
の
人
、
光
源
氏

光
源
氏
が
藤
壺
と
関
係
を
持
っ
た
こ
と
を
不
孝
と
し
て
位
置
付
け
る
の

な
ら
ば
、
や
は
り
繰
り
返
さ
れ
る
光
源
氏
の
「
孝
」
を
理
想
的
孝
子
の
性

質
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
桐
壺
院
の
葬
送
の
様
子
を
優
れ

た
「
孝
」
と
し
て
世
の
人
々
か
ら
評
価
さ
れ
、
内
大
臣
と
の
比
較
を
通
し

て
「
孝
」
が
理
想
化
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
内
実
に
は
大
き
な
不
孝
の
罪

を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
は
皮
肉
的
な
語
ら
れ
方
で
あ
る
と
言
え
、
経
典
や

孝
子
説
話
で
語
ら
れ
る
「
孝
」
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
、
物
語
独
自
の

「
孝
」
の
語
ら
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

光
源
氏
自
身
は
藤
壺
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
「
罪
」
の
意
識
の
欠
如
は
既

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
野
村
精
一
氏
は
物
語
本
文
に
お
け
る
「
つ
み
」
の

（

）

語
彙
を
検
討
し
、
密
通
事
件
と
罪
の
関
係
は
極
め
て
薄
い
と
し
、
山
田
清

市
氏
も
物
語
の
中
で
「
密
通
を
自
覚
的
に
罪
と
い
う
語
で
受
け
止
め
た
例

（

）

は
殆
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。
密
通
そ
の
も
の
を
重
い
罪
と
し

て
結
び
つ
け
る
意
識
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
光
源
氏
自
身
が
「
罪
」
と
し

て
語
る
の
は
藤
壺
へ
の
執
着
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

一
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わ
が
罪
の
ほ
ど
恐
ろ
し
う
、
あ
ぢ
き
な
き
こ
と
に
心
を
し
め
て
、
生

け
る
か
ぎ
り
こ
れ
を
思
ひ
な
や
む
べ
き
な
め
り
、
ま
し
て
後
の
世
の

い
み
じ
か
る
べ
き
思
し
つ
づ
け
て
、（「
若
紫
」
二
一
一
頁
）

や
が
て
失
せ
は
べ
り
な
ん
も
、
ま
た
こ
の
世
な
ら
ぬ
罪
と
な
り
は
べ

り
ぬ
べ
き
こ
と
（「
賢
木
」
一
一
二
頁
）

藤
壺
と
の
関
係
で
「
罪
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二
例
の
み
で
い
ず

れ
も
藤
壺
へ
の
執
心
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
光
源
氏
は
そ
れ
を
「
恐
ろ

し
」
い
も
の
と
し
て
、
事
の
重
大
さ
は
受
け
止
め
て
い
る
。
そ
の
上
で

「
生
け
る
か
ぎ
り
」
悩
み
続
け
る
と
、
こ
の
先
も
続
い
て
い
く
こ
と
を
想

定
し
て
い
る
。
藤
壺
の
関
係
を
受
け
止
め
、
向
か
う
覚
悟
を
読
み
取
れ
よ

う
。「
賢
木
」
の
例
で
は
藤
壺
に
迫
る
光
源
氏
は
、
執
心
を
残
し
た
ま
ま

死
ぬ
こ
と
こ
そ
が
罪
だ
と
述
べ
、
切
実
な
思
い
を
訴
え
る
。
積
極
的
に
藤

壺
と
の
関
係
に
向
き
合
っ
て
い
く
思
い
を
表
し
て
お
り
、
結
果
的
に
藤
壺

の
出
家
の
決
定
打
と
な
っ
て
し
ま
う
。
確
か
に
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
藤
壺

と
の
関
係
を
暗
い
も
の
と
し
て
、
過
去
を
悔
い
改
め
よ
う
と
す
る
意
識
は

読
み
取
れ
な
い
。

一
方
で
、
今
西
裕
一
郎
氏
は
密
通
に
関
す
る
反
省
認
識
は
存
在
し
て
い

（

）

た
と
す
る
。
密
通
の
叙
述
の
中
で
「
お
ほ
け
な
し
」
の
表
現
が
頻
出
し
、

そ
の
表
現
の
中
に
裏
切
り
に
対
す
る
畏
怖
の
意
識
を
認
め
る
。「
お
ほ
け

な
し
」
は
総
数
二
九
例
の
う
ち
、
四
例
が
光
源
氏
と
藤
壺
、
一
二
例
が
柏

木
と
女
三
宮
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
密
通
場
面
に
対
し
て
意

図
的
な
使
用
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
光
源
氏
の
「
お
ほ
け
な

し
」
が
語
ら
れ
る
場
に
、
桐
壺
院
が
関
与
し
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
、
そ

こ
に
付
随
す
る
感
情
に
つ
い
て
は
認
め
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
桐
壺

院
に
向
か
っ
て
の
感
情
と
い
う
よ
り
、
裏
切
り
に
対
す
る
後
ろ
め
た
さ
と

い
う
自
身
に
向
か
う
感
情
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
が
桐
壺
院
の
心
情
を
慮

り
、
そ
こ
か
ら
罪
を
自
覚
し
て
懺
悔
し
よ
う
と
す
る
思
い
で
は
な
い
。
光

源
氏
が
自
身
の
行
為
を
過
ち
で
あ
っ
た
と
否
定
す
る
認
識
は
描
か
れ
て
い

な
い
と
読
み
取
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

密
通
に
対
す
る
光
源
氏
の
心
情
が
最
も
表
れ
て
い
る
の
は
、
誕
生
し
た

冷
泉
帝
が
参
内
す
る
場
面
で
あ
る
。
桐
壺
帝
に
顔
立
ち
の
類
似
を
指
摘
さ

れ
た
光
源
氏
は
、

中
将
の
君
、
面
の
色
か
は
る
心
地
し
て
、
恐
ろ
し
う
も
、
か
た
じ
け

な
く
も
、
う
れ
し
く
も
、
あ
は
れ
に
も
、
か
た
が
た
う
つ
ろ
ふ
心
地

し
て
、
涙
落
ち
ぬ
べ
し
。
物
語
な
ど
し
て
、
う
ち
笑
み
た
ま
へ
る
が

い
と
ゆ
ゆ
し
う
う
つ
く
し
き
に
、
わ
が
身
な
が
ら
こ
れ
に
似
た
ら
む

は
、
い
み
じ
う
い
た
は
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
ぞ
あ
な
が
ち
な
る
や
。

宮
は
、
わ
り
な
く
か
た
は
ら
い
た
き
に
、
汗
も
流
れ
て
ぞ
お
は
し
け

る
。（「
紅
葉
賀
」
三
二
九
頁
）

光源氏の「孝」に対するまなざし
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と
、
恐
怖
、
畏
慎
、
歓
喜
と
い
っ
た
様
々
な
心
情
で
心
乱
れ
る
。
恐
怖
は

裏
切
り
へ
の
後
ろ
め
た
さ
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
喜
び

と
い
う
正
反
対
の
感
情
も
か
み
し
め
て
い
る
。
喜
び
の
感
情
を
抱
く
余
裕

を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
光
源
氏
の
抱
く
恐
怖
は
後
悔
や
絶
望
が
伴

う
よ
う
な
深
い
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
身
が
子
を
守
ら
な
け
れ
ば
、

と
い
う
前
向
き
さ
も
見
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
光
源
氏
は
あ
く
ま
で
も
藤
壺

と
の
関
係
を
受
け
止
め
、
前
に
進
ん
で
い
こ
う
と
す
る
覚
悟
を
み
せ
る
。

立
ち
止
ま
る
様
子
を
見
せ
ず
、
自
身
の
使
命
と
解
釈
す
る
。
そ
の
様
子
を

語
り
手
は
「
あ
な
が
ち
」
と
批
判
す
る
。
身
勝
手
さ
が
伴
う
も
の
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
や
は
り
、
父
に
対
し
て
罪
を
懺

悔
す
る
よ
う
な
思
い
で
は
な
く
、
桐
壺
院
の
心
情
に
光
源
氏
が
寄
り
添
う

こ
と
は
な
い
。「
薄
雲
」
で
藤
壺
と
光
源
氏
の
関
係
に
つ
い
て
知
っ
た
冷

泉
帝
が
桐
壺
院
の
心
中
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
光
源
氏
は
自

身
の
心
と
し
か
対
話
が
で
き
て
い
な
い
異
様
さ
が
あ
る
。

光
源
氏
が
父
の
心
情
に
つ
い
て
思
い
や
る
の
は
、
女
三
の
宮
の
密
通
を

把
握
し
て
し
ま
っ
た
時
で
あ
る
。

故
院
の
上
も
、
か
く
、
御
心
に
は
知
ろ
し
め
し
て
や
、
知
ら
ず
顔
を

つ
く
ら
せ
た
ま
ひ
け
む
、
思
へ
ば
、
そ
の
世
の
こ
と
こ
そ
は
、
い
と

恐
ろ
し
く
あ
る
ま
じ
き
過
ち
な
り
け
れ
、
と
近
き
例
を
思
す
に
ぞ
、

恋
の
山
路
は
え
も
ど
く
ま
じ
き
御
心
ま
じ
り
け
る
。（「
若
菜
下
」
二

五
五
頁
）

こ
の
時
に
初
め
て
、
父
が
全
て
を
把
握
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
桐

壺
院
の
心
情
に
思
い
を
は
せ
る
。
そ
の
上
で
「
あ
る
ま
じ
き
過
ち
」
と
し

て
、
自
身
の
行
動
を
振
り
返
り
認
識
す
る
。
こ
こ
で
光
源
氏
は
よ
う
や
く

立
ち
止
ま
り
、
父
の
心
と
向
き
合
う
。
そ
れ
は
関
係
を
悔
い
る
心
情
を
見

せ
な
か
っ
た
前
述
の
場
面
と
は
一
変
し
た
態
度
で
あ
っ
た
。
同
じ
立
場
と

な
り
、
初
め
て
自
身
の
行
動
を
思
考
し
、
密
通
を
非
難
で
き
な
い
こ
と
に

気
づ
く
。
父
の
心
情
を
置
き
去
り
に
し
、
自
身
の
感
情
の
ま
ま
に
突
き
進

ん
だ
光
源
氏
の
身
勝
手
さ
を
突
き
つ
け
る
よ
う
な
物
語
の
運
び
と
な
っ
て

い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
光
源
氏
は
父
の
葬
送
、「
澪
標
」
の
法
華
八
講
の
儀

礼
と
、
世
間
か
ら
は
父
に
孝
を
尽
く
す
人
物
と
し
て
称
賛
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
光
源
氏
が
内
大
臣
の
不
孝
を
批
判
す
る
様
を
振
り
返
り
た
い
。

ま
め
や
か
に
仕
う
ま
つ
り
見
え
た
て
ま
つ
れ
。
内
大
臣
は
こ
ま
か
に

し
も
あ
る
ま
じ
う
こ
そ
、
愁
へ
た
ま
ひ
し
か
。
人
柄
あ
や
し
う
は
な

や
か
に
、
男
々
し
き
方
に
よ
り
て
、
親
な
ど
の
御
孝
を
も
、
い
か
め

し
き
さ
ま
を
ば
た
て
て
、
人
に
も
見
お
ど
ろ
か
さ
む
の
心
あ
り
、
ま

こ
と
に
し
み
て
深
き
と
こ
ろ
は
な
き
人
に
な
む
も
の
せ
ら
れ
け
る
。

（「
野
分
」
二
七
二
頁
）
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内
大
臣
の
親
に
対
す
る
態
度
は
外
面
的
な
も
の
ば
か
り
で
、
儀
礼
面
は
華

や
か
に
力
を
い
れ
る
と
い
う
。
一
方
で
親
に
対
す
る
内
実
の
寄
り
添
い
は

な
い
と
し
て
、「
過
ぎ
に
し
方
の
孝
な
か
り
し
」（「
藤
裏
葉
」
四
三
五
頁
）

と
そ
れ
は
「
孝
」
で
は
な
い
と
光
源
氏
は
評
す
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く

光
源
氏
の
桐
壺
院
へ
の
対
応
に
返
っ
て
く
る
言
葉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

儀
礼
面
に
力
を
入
れ
外
に
発
信
す
る
こ
と
で
、
世
の
中
の
人
々
は
光
源
氏

を
孝
子
と
し
て
理
想
化
す
る
。
だ
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
光
源
氏
は
、
藤
壺

と
の
関
係
と
い
う
不
孝
を
内
に
抱
え
な
が
ら
も
、
立
ち
止
ま
る
こ
と
な
く

自
身
の
道
を
突
き
進
む
。
裏
切
り
へ
の
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
つ
つ
も
、
父

の
心
情
に
寄
り
添
い
思
い
を
交
わ
す
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
双
方
向
的
に

繋
が
っ
た
親
子
関
係
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
光
源
氏
の
内
大
臣
評
価

は
、
ま
さ
に
自
分
を
映
し
出
す
鏡
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

物
語
が
光
源
氏
の
「
孝
」
を
称
賛
す
る
様
を
描
く
こ
と
は
、
内
実
の
空

虚
さ
、
抱
え
て
い
る
不
孝
を
照
射
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。「
孝
」
の
語
は
、

光
源
氏
の
桐
壺
院
と
の
関
係
に
お
け
る
ズ
レ
、
外
面
と
内
面
の
ズ
レ
に
対

す
る
読
者
の
ま
な
ざ
し
を
誘
導
さ
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

六

お
わ
り
に

律
令
の
規
定
・
説
話
や
物
語
の
記
述
か
ら
、
継
母
と
継
子
の
恋
愛
関
係

は
「
不
孝
」
を
連
想
さ
せ
、
人
々
が
共
有
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
光
源
氏
は
「
孝
」
の
人
物
と
し

て
称
賛
さ
れ
、
内
大
臣
の
「
不
孝
」
を
批
判
す
る
側
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
し
か
し
、「
薄
雲
」
の
天
変
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
物
語
に
お
い
て

は
内
面
に
不
孝
を
抱
え
る
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
理
想
的

に
語
ら
れ
て
い
る
「
孝
」
は
、
そ
の
よ
う
な
内
面
に
抱
え
る
不
孝
を
照
射

し
、
光
源
氏
の
ズ
レ
へ
と
意
識
を
向
け
さ
せ
る
。

そ
れ
は
孝
子
説
話
や
経
典
で
の
「
孝
」
の
提
示
と
は
異
な
っ
て
い
る
、

物
語
独
自
の
方
法
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
来
の
思
想
的
な

「
孝
」
の
語
に
付
随
し
た
権
威
性
・
強
制
力
を
根
底
に
据
え
て
、『
源
氏
物

語
』
で
は
親
子
の
心
の
距
離
を
皮
肉
的
に
演
出
す
る
方
法
の
も
と
に

「
孝
」
を
機
能
さ
せ
て
い
た
。
一
見
す
る
と
光
源
氏
を
理
想
化
す
る
よ
う

な
「
孝
」
の
語
に
お
い
て
も
、
こ
の
延
長
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
思
想
を
離
れ
た
独
自
の
「
孝
」
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
、
物
語
の

「
孝
」
の
あ
り
方
の
一
つ
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

【
付
記
】
本
稿
は
二
〇
一
九
年
八
月
二
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
、
同
志
社
大
学

人
文
科
学
研
究
所
第
二
〇
期
第
三
研
究
会
（
代
表：

福
田
智
子
「
知
識
発
見

型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
ア
プ
リ
の
開
発
と
日
本
伝
統
文
化
の
分
野
横
断
的
研

究
」）「
夏
の
全
体
集
会
」
に
お
い
て
発
表
し
た
「
光
源
氏
と
孝
│
提
示
さ
れ

な
い
「
不
孝
」
│
」
を
論
文
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

光源氏の「孝」に対するまなざし

一
五



注
（
１
）
白
川
静
『
白
川
静
著
作
集
別
巻

説
文
新
義

巻
四
』（
平
凡
社

二

〇
〇
二
年
）

（
２
）
物
語
の
「
孝
」
の
例
と
し
て
、『
落
窪
物
語
』
で
「
孝
」
は
女
君
の
居

場
所
を
取
り
戻
す
も
の
と
し
て
機
能
し
（
拙
稿
「『
落
窪
物
語
』
に
お

け
る
孝
養
│
継
子
い
じ
め
と
の
関
わ
り
か
ら
│
」『
国
語
と
国
文
学

九
三
巻
一
二
号
』
二
〇
一
六
年
一
二
月
）、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て

は
双
方
向
的
な
親
子
の
絆
で
あ
る
「
親
子
の
愛
し
さ
」
が
「
孝
」
と
結

び
つ
け
ら
れ
物
語
が
構
成
さ
れ
て
い
る
（
山
本
登
朗
「
親
と
子
│
宇
津

保
物
語
の
方
法
│
」『
森
重
先
生
喜
寿
記
念
こ
と
ば
と
こ
と
の
は
』
刊

行
会
編
『
こ
と
ば
と
こ
と
の
は
』
和
泉
書
院

一
九
九
九
年
）。

（
３
）
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
孝
」
の
方
法
│
「
孝
」
の
用
例
を

起
点
と
し
て
│
」（『
国
語
国
文

八
八
巻
七
号
』
二
〇
一
九
年
七
月
）

に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
で
「
孝
」
は
親
子
関
係
に
お
け
る
心
の
ズ
レ

を
印
象
づ
け
る
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

（
４
）
う
ち
、
内
大
臣
と
光
源
氏
の
両
方
に
関
わ
る
例
は
三
例
あ
る
。
な
お
、

『
源
氏
物
語
』
の
「
孝
」
の
全
用
例
の
検
討
は
、
注
三
の
拙
稿
に
お
い

て
行
っ
て
い
る
。

（
５
）
以
下
、『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
全
て
、
阿
部
秋
生
、
秋
山
虔
、
今
井

源
衛
、
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

源
氏
物

語
①
〜
⑥
』（
小
学
館

一
九
九
四
〜
一
九
九
八
年
）
に
よ
る
。

（
６
）『
孝
経
』「
第
一

開
宗
明
義
章
」
で
は
、「
身
体
髪
膚
、
之
を
父
母
に

受
く
。
敢
て
毀
傷
せ
ざ
る
は
、
孝
の
始
め
な
り
。
身
を
立
て
道
を
行

ひ
、
名
を
後
世
に
揚
げ
、
以
て
父
母
を
顕
は
す
は
、
孝
の
終
り
な
り
。

夫
れ
孝
は
親
に
事
ふ
る
に
始
ま
り
、
君
に
事
ふ
る
に
中
し
、
身
を
立
つ

る
に
終
る
。
大
雅
に
云
ふ
、
爾
の
祖
を
念
ふ
こ
と
亡
か
ら
ん
や
。
そ
の

徳
を
聿
べ
修
む
、
と
。」（
栗
原
圭
介
『
新
釈
漢
文
大
系

孝
経
』
明
治

書
院

一
九
八
六
年
）
と
、
自
身
と
父
母
、
そ
し
て
祖
先
と
の
繋
が
り

を
示
し
、
宗
族
の
繁
栄
を
志
す
こ
と
を
「
孝
」
と
し
て
の
最
終
目
標
と

し
て
説
く
。

（
７
）『
河
海
抄
』「
秦
始
皇
は
荘
襄
王
の
子
と
し
て
位
に
即
と
い
へ
と
も
実

は
始
皇
の
母
太
后

毐
呂
不
韋
と
い
ふ
臣
下
に
密
通
し
て
所

生
云
々
見
史
記
伝
」、『
紫
明
抄
』「
秦
始
皇
は
、
荘
襄
王
の
子
と
し
て
位
に

つ
き
給
へ
り
し
か
と
、
実
は
始
皇
の
母
夏
后
に
呂
不
韋
と
い
ひ
し
臣
下

ほ
の
か
に
ま
い
り
て
う
ま
せ
た
て
ま
つ
り
し
子
也
史
記
伝
」（
玉
上
琢
彌

編
『
紫
明
抄

河
海
抄
』
角
川
書
店

一
九
六
八
年
）。『
紫
明
抄
』
で

は
始
皇
帝
の
母
は
夏
太
后
と
な
っ
て
い
る
が
、
夏
太
后
は
祖
母
で
あ

り
、
密
通
が
記
録
さ
れ
て
い
る
太
后
（
通
称
は
趙
姫
）
と
は
別
人
で
あ

る
。

（
８
）
今
井
源
衛
「
漢
籍
・
史
書
・
仏
典
引
用
一
覧
」（『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集

源
氏
物
語
②
』
小
学
館

一
九
九
五
年
）

（
９
）
郭
潔
梅
「『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
と
唐
の
歴
史
│
桐
壺
巻
の
後
半
に
み

え
る
「
父
帝
の
寵
愛
」
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
和
漢
比
較
文
学

第
二
九

号
』
二
〇
〇
二
年
八
月
）

（
１０
）
趙
秀
全
「
光
源
氏
に
お
け
る
「
孝
」
と
密
通
」（
河
添
房
江
編
『
古
代

文
学
の
時
空
』
翰
林
書
房

二
〇
一
三
年
）

（
１１
）『
聖
徳
太
子
平
氏
伝
雑
勘
文
』
下
ノ
三
「
大
宮
太
子
御
子
孫
並
妃
等

事
」
所
引
に
あ
る
『
上
宮
記
』
逸
文
に
「
多
米
王

父
ハ
用
明

母
ハ

蘇
我
女
也
。
父
天
皇
崩
後
。
娶
二

庶
母
間
人
孔
部
王
一

生
兒
。
佐
富
女

王
。
一
也
。」（
仏
書
刊
行
会
編
『
大
日
本
仏
教
全
書
一
一
二

聖
徳
太

一
六
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子
伝
叢
書
』
名
著
普
及
会

一
九
七
九
年
）
と
あ
る
。

（
１２
）
胡
潔
『
律
令
制
度
と
日
本
古
代
の
婚
姻
・
家
族
に
関
す
る
研
究
』（
風

間
書
房

二
〇
一
六
年
）

（
１３
）「
大
人
に
な
り
た
ま
ひ
て
後
は
、
あ
り
し
や
う
に
御
簾
の
内
に
も
入
れ

た
ま
は
ず
、」（「
桐
壺
」
四
九
頁
）
か
ら
、
元
服
前
は
藤
壺
の
御
簾
内

に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

（
１４
）
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
普
及
版

国
史
大
系

律
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
七
四
年
）

（
１５
）
青
木
五
郎
『
新
釈
漢
文
大
系

史
記
十
一
』（
明
治
書
院

二
〇
〇
四

年
）

（
１６
）
拙
稿
「『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
孝
養
│
継
子
い
じ
め
と
の
関
わ
り
か

ら
│
」（『
国
語
と
国
文
学
九
三
巻
一
二
号
』
二
〇
一
六
年
一
二
月
）
に

て
も
言
及
し
て
い
る
。

（
１７
）
幼
学
の
会
『
孝
子
伝
注
解
』（
汲
古
書
院

二
〇
〇
三
年
）

（
１８
）
馬
淵
和
夫
、
小
泉
弘
、
今
野
達
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

三

宝
絵

注
好
選
』（
岩
波
書
店

一
九
九
七
年
）

（
１９
）『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
は
中
野
幸
一
編
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

う
つ
ほ
物
語
①
』（
小
学
館

一
九
九
九
年
）
に
よ
る
。

（
２０
）
三
木
雅
博
「『
う
つ
ほ
物
語
』
忠
こ
そ
の
〈
継
子
い
じ
め
譚
〉
の
位
相

│
『
孝
子
伝
』
の
伯
奇
譚
・
ク
ナ
ラ
太
子
譚
と
の
比
較
考
察
か
ら
│
」

（『
国
語
国
文

七
三
巻
一
号
』
二
〇
〇
四
年
一
月
）

（
２１
）
栗
原
圭
介
『
新
釈
漢
文
大
系

孝
経
』（
明
治
書
院

一
九
八
六
年
）

（
２２
）『
今
昔
物
語
集
』
の
引
用
は
馬
淵
和
夫
、
国
東
文
麿
、
稲
垣
秦
一
校

注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

今
昔
物
語
集
③
』（
小
学
館

二
〇
〇
一
年
）
に
よ
る
。

（
２３
）
野
村
精
一
「
藤
壺
の
「
つ
み
」
に
つ
い
て
」（『
源
氏
物
語
の
創
造
』

桜
楓
社

一
九
六
九
年
）

（
２４
）
山
田
清
市
「
源
氏
物
語
に
表
わ
れ
た
罪
の
意
識
」（『
国
文
学
│
解
釈

と
教
材
の
研
究
│

三
巻
五
号
』
一
九
五
八
年
四
月
）

（
２５
）
今
西
祐
一
郎
「
罪
意
識
の
基
底
│
源
氏
物
語
の
密
通
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
国
語
と
国
文
学

五
〇
巻
五
号
』
一
九
七
三
年
五
月
）

光源氏の「孝」に対するまなざし

一
七


