
平
安
朝
の
女
性
の
愛
と
生
き
方

安

西

篤

子

今
日
は
、
物
書
き

と
し

て
、
わ
た
し
と
古
典
と

の
か
か
わ
り
み
た

い
な
も

の

を
お
話
し
し
た

い
と
母

い
ま
す

。

私
な
ど
本
を
読

み
ま
す
と
、
す
ぐ
感
情
移
入
し
て

い
き

ま
し
て
、

そ
こ
に
出

て
く

る
人
た
ち
と
か
、
あ
る

い
は
そ
の
本

の
著
者
と
話
し
て
み
た

い
と
思
う

の

で
す
。
私
は

一
体
古
典

の
中
で
何
が
好
き
か
、
ど
う

い
う

著
者
な
ら
会

っ
て

み

た

い
か
と

い
う

こ
と
を
丶
時

々
考
え

て
み
る
の
で
す
け
れ

ど
も
、
は

っ
き
り
申

し
上
げ
て
、
『蜻
蛉
日
記
ら
が

好
き
な
ん
で
す
。
私

が
、
『蜻
蛉
日
記
』
『蜻
蛉
日

記
』
と
言

っ
て
騒
ぎ
ま
す
と
、
自
己
顕
示
欲

が
強
く
て
、

や
き
も
ち
や
き

で
、

ヒ

ス
テ
リ
ー
で
虚

栄
心

が
強
く

て
あ
ん
な

い
や
な
著
者

は
い
な

い
の
で
は
な

い

で
し
ょ
う
か
、
と

い
う

ふ
う

に
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
男
性

か
ら
言
わ
れ

る
だ
け

で
な
く
、
も
の
を
書
く
女
性

で
も

そ
う

い
う
ふ
う

に
お

っ
し

ゃ
る
方
が

あ
り
ま
す
が
、
私

に
は
ど
テ
も
そ
う
思
え
な

い
の
で
す
。
な
ん
と
な
く
、
『蜻
蛉

日
記
』

の
筆
者

の
気
持
ち
が
伝
わ

っ
て
く

る
よ
う
な

気
が
す
る

の
で
す
。

『蜻
蛉
日
記

』
の
筆
者
は
、
本
朝
三
美
人

の

一
人
と
言
わ
れ
、
ま
た
和
歌
も

夫

に
代
わ

っ
て
詠
む
く
ら

い
上
手
な
人
で
し
た
。

い
わ
ゆ
る
才
色
兼
備
と

い
う

わ
け
で
素
晴
し

い
人
物
な
の
で
す

け
れ
ど
も
、
た
だ
そ
の
結
婚
生
活

は
ず

い
ぶ

ん
不
幸
で
し
た
。
ど
こ
が
不
幸
だ

っ
た

の
か
、
別

に
夫
が
酒
乱
だ

っ
た
わ

け
で

も
な

い
し
、
経
済
的
に
困
る
わ
け
で
も
な

い
し
、
当
時

の
こ
と
で
す

か
ら

一
夫

多
妻
と

吟
ゑ

の
は
当

た
り
前
で
、
特
に
彼
女

だ
け
が
夫
に
浮
気
さ
れ
て
悩
ん
で

ポ

バ
き

う　

レ

い
為
嘉

け
紹

も
あ

り
ま

せ
ん
。
人

間
の
幸

不
幸
と

い
う

の
は
ち

ょ

っ
と
決
め
ら

れ
な

い
で
、
、本
人
が
不
幸
と
思

っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
不
幸

せ
な
状
態
と

い
え

る
老
思

い
ま
す
。

'

こ

の
'『蜻
蛉
日
記
』

の
筆

者
と

い
う
の
は
、
平
安
時
代

の
多
く
の
才
女

の
中

で
、
た
だ

一
人
専
業
主
婦
だ

っ
た

の
で
す
。
当
時
は
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
言
葉

は
な

い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
女
は
宮
仕
え

の
経
験
が
な
く
、

一
生

一
人

の
夫

を
守

っ
て
自
分
の
家

に
い
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
、
も
う

一
つ
不
運
で
あ

っ
た
点

は
、
彼
女

に
娘

が
い
な
か

っ
た

こ
と

で
す
。
平
安
時
代
は

ご
承
知

の
よ
う
に
大

貴

族
達

は
、
自
分
の
娘
を
、
お
后
候
補
と
し

て
育
て
る
わ
け

で
す
。
当
時
は
公

家

社
会

で
、
京
都

に
朝
廷
が
あ

り
、
朝
廷
を
中
心
に
世

の
中
が
で
き
あ
が

っ
て

み
か
ど

い
ま
し
た
。
そ
し

て
自
分
の
娘
を
帝

あ
る

い
は
東
宮

に
さ
し
上
げ

て
、
そ
こ
に

子
供

が
生
ま
れ
る
と
、
こ
れ
が
次

の
東
宮
な
り
、
帝
な
り

の
位
に

つ
く

こ
と
を

望
ん
で
い
た
わ

け
で
す
。
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こ
の

『蜻
蛉

日
記
』
の
筆
者
の
夫
は
藤
原
兼
家
と

い
う
ひ
と
で
、
兼
家

の
お

父
さ
ん
は
師
輔
と
言
い
、
権
力

を
握
る
土
台
を
築

い
た
人

だ
と
思
う
の
で
す
。

し
か
し
、
師
輔
自

身
が
い
か
に
政
治
家
と
し
て
、
立
派
で
あ

っ
て
も
ち

や
ん
と

し
た
娘
を
も
ち
、

こ
の
娘
が
宮
中
に
上
が

っ
て
皇

」子
皇
女
を
生
む
乏

い
う

こ
と

に
な
ら
な

い
と
、
父
親

の
権
力

も
強
く
な
ら
な
い
p

:
・

一

そ
れ
で
は
ど
う
し
て
、
外
戚

が
そ
れ
ほ
ど
の
力
を
得
て
い
た
か
と

い
う
と
、

当
時
は
母
系
社
会
で
、
女
は
自

分
の
家
に
生
ま
れ
育

っ
て
、
ず

っ
と
そ
こ
で
暮

ら
す

。
子
供
も
母
方

で
育
て
ら
れ
る
、
そ
の
結
果
ま
ず

赤
ち

ゃ
ん
が
、
、最
初

に

触
れ
合
う
人
た
ち
と

い
う

の
は
、
母
方

の
祖
父
母
で
あ

り
、
お
じ
お
ば

で
あ
る

わ
け
で
す
。

そ
の
赤
ち

ゃ
ん
が
東
宮
に
な

り
、
帝
に
な

る
と
、
自

分
の
親
し

い
外
戚
、
外

祖
父
母
や
お
じ
お
ば

た
ち
を
、
重
ん
じ
る
と

い
う

の
は
当
然
だ

っ
た
と
思

い
ま

す
。「

『源
氏
物
語
』
を
例

に
と
る
之
、
紫
式
部
と

い
う
人
は
光
源
氏
を
当
代
最
高

の
男
性

と
い
う
風
に
考
え
た
わ
け
で
す
。
彼

は
遠
慮
し
て
帝

の
位
に
は

つ
か
な

か

っ
た

け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
準
ず

る
太
上
天
皇
と

い
う

形
を
と

っ
た
わ
け

で
す
。

源
氏

の
終
わ
り

の
方

の
六
条
院
、

こ
れ
は
考
え

て
み
る
と
宮
中
に
模
し

て
あ
る

わ
け
で

当
時

の
帝
も
や
は
り
他
の
貴
族
た
ち
と
同
じ
よ
う

に
、
結

婚
と

い
う

の
は
夫
婦
が

一
緒
に
住
む
と

い
う
形

で
は
な
く
て
、
男

が
女

の
家
に
通
う
、
通

い
所
を
も

つ
之

い
う
形
を
と

っ
て

い
た
わ
け
で
す
ゆ
帝
も
自
分

の
家

へ
入
を
迎

え
る

の
で
は
な
く
て
、
自
分
の
愛
す

る
お
后
た
ち

の
と
こ
ろ

へ
通
う
と

い
う
形

を
と
ら
な
廿
れ
ば

い
け
な
か

っ
た
の
で
す
。
乏

こ
ろ
が
、

日
本

の
帝

と
い
う

の

は
ま
ず
お
祭
が
大
事
な
仕
事

で
宀
宮
中
に
内
侍
所
が
あ

り
、
鏡
が
飾

っ
て
あ
り

ま
す
。
神
様
か
ら
戴

い
た
と

い
う
神
鏡
で
、
、
こ
の
鏡
を

お
守

り
す
る
と

い
う

の

が
、
当
時

の
帝

の
大
事
な
仕
事

と
で
あ

っ
た
わ
け
で
す

か
ら
、
夜
家
を
あ
け
た

り

す

る
の
は
、
不
穏
当

で
あ

っ
た
の
で
す
。

ご

、
昌

・

・

そ
こ
・で
清
涼
殿
か
ら
出
て
、
夜
よ
そ

へ
通
う
と

い
う

こ
と
が
出

来
な

い
の
で

仕
方

な
く
清
涼
殿

の
後
ろ

の
方

に
い
わ
ゆ
る
承
香
殿
と
か
、
藤
壷
、
桐
壺
と

い

う
御
殿
を
設
け
て
、
そ

こ

へ
お
后
た
ち
を
呼
ん
で
住
ま
わ

せ
て

い
た
わ
け
で
す
。

源
氏
の
最
後
に
住
ま

っ
た
御
殿
を
考
え

て
み
る
と
、
あ
す
ご
に
は
紫

の
上
、

そ
れ
か
ら
梅
壼
女
御
も
休

み
所
を

つ
く

っ
て
い
た
と
お
も

い
ま
す
、
ま
た
、
明

石

の
上
と
か

い
ろ

い
ろ
の
女
性
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
住

ん
で
い
て
、
光

源
氏
は
そ

こ
を

回
る
と

い
う
形
を
と

っ
て
い
ま
し
た
。

野
分
と

い
う
章
が
あ
り
ま
す

が
、
今
で
言
え
ば
台
風

で
、
台
風
見
舞

い
を
す

る
た
め

に
息

子
の
夕
霧
を
連
れ

回
っ
て

い
ま
す
。
あ
れ
な
ど
も
紫
式
部
は
わ
ざ

わ
ざ
そ
う
は
書

い
て
い
な

い
け
れ
ど
も
、
何
と
な
く
彼
が
帝
と
同
じ
よ
う
な
形

を
と

っ
て
妻
た
ち
と
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
、
そ
こ
に
い
か
に
紫
式
部
が
彼
を

最
高
の
位
に
ま
で
押
し
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
思

い
ま
す
。

・

㌧

・

話
が
そ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ

の

『蜻
蛉

日
記
』

の
筆
者

に
も

し

女

の
子
が
生
ま
れ
て

い
た
ら
、
お
か
あ
さ
ん
に
似
て
美
入
で
、
才
能
も
あ

っ

た
で
し

ぱ
う
し
、
き
・っ
と
宮
中

へ
上
が

っ
て
帝
に
愛
さ
れ
て
、
皇
子
か
皇

女
を

生
ん
で
い
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

『蜻
蛉

日
記
』
を
読
ん
で
み
ま
す
乏
、
当
時

の
夫
婦
関
係
ば
か
り
で
な
く
、

親
子
関
係
も
よ
く
わ

か
り
ま
す
。
現
代

は
、
父
親
不
在
と

い
う

こ
と
を
言
わ
れ

て
、
昔
は
ど
う
で
し
た
か
と
よ
く
聞
か
れ
ま
す
が
、

父
親
は
当
時
も
不
在
で
し

た
ゆ
そ
れ

こ
そ
通

い
所

の
時
代
に
は
、
父
親
は
子
供

の
養
育
に
は
、

ほ
と
ん
ど

関
係
し

て
い
な
い
の
で
す

。
言
わ
ば
生
ま
せ

っ
ぱ
な
し

で
あ

っ
た
わ
け

で
す
。

自
分

の
愛
す

る
女
性
が
子
供
を
生
ん
で
、
そ

の
女
性

に
対
す
る
愛
情
が
残

っ

て

い
る
場
合

に
は
、
子
供
に
対
し
て
も
愛
情
を
注

い
で
い
た
け
れ
ど
も
、

そ
の

女
性
に
飽
き
た
と
か
、
・い
ろ

い
ろ
な
事
情

で
も
う

通
え
な
く
な
る
と
、
そ
の
奥
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さ
ん
も
子
供
も
そ
の
ま
ま
に

さ
れ
て
し
ま
う

。
し
か
も
そ
れ
は
、
別
に
不
道
徳

と

い
う

こ
と
は
な
か

っ
た
わ
け
で
す
。

`

兼

家
と
、
『蜻
蛉
日
記
』
の
筆
者

の
間
に
生
ま

れ
た
道
綱
と

の
関
係
を

見
る
と
、

ま
ず
行

っ
た
の
は
就
職

の
世
話
で
す
コ
道
綱
が
あ

る
歳
頃
に
な
る
乏
、
殿
上
、

つ
ま
り
御

殿

へ
出
仕
を
す
る
。
そ
の
た
め
に
兼
家
は
服
装

と
か
、
礼
儀
作
法
と

い
う
も

の
を
教
え
込

ん
で
、
自
分

が
車

へ
乗
せ
て
連
れ
て

い
く
。
そ
れ
か
ら
彼

が
歳
頃

に
な

っ
て
、
結
婚
を
し
よ
う
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、

こ
の
筆
者
と
兼

家

の
中

に
は
夫
婦
関
係
は
消
え
て
お
り
、

い
ろ

い
ろ
相
談
を
す
る
に
も
蜻
蛉

の

筆
者
は
夫

で
あ
る
兼
家
に
手
紙
を
出
し
、
ま
た
兼
家

の
方
も
そ
れ
に
手
紙
で
答

え
た
り
し

て
い
ま
す
。

こ
う

い
う
話
を
す

る
と
、
男

の
人
は
昔
は
よ
か

っ
た
と
い

っ
て
、
に
こ
に
こ

す
る
け
れ
ど
も
、
『蜻
蛉
日
記
』
を
読
め

ば
、
ど
う

い
う
ふ
う

に
し
て
昔

の
結
婚

が
成
立
し
た
か
と

い
う

こ
と
は
、
分
か
る
か
と
思

い
ま
す
。

結
婚
は
、
ま
ず
男
性
が
女
性

に
ラ
ブ

レ
タ
ー
を
送
り
、
そ
れ
に
必
ず
歌
を

つ

け
ま
す
。
そ

の
ラ
ブ
レ
タ
ー
も
方

々
へ
送
り
、
数
も

多
い
の
で
受
け
取
る
方
も

最
初
は
真
剣
に
応
え
な

い
で
、
相
手

は
ど
の
く
ら

い
の
気
持
ち
か
を
、
見
る
と

い
う
感
じ
で

い
る
わ

け
で
す
。

そ
の
手
紙
が
再
三
来
ま
し
て
、
ど
う
も
本
気
ら

し

い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
と
、
ま
ず
自
分

に
仕
実
て
い
る
侍
女
や
女
房
た
ち

が
代

わ
り
に
返
事
を
出
す
。
最
初
は
一
「そ
う

い
う
者
は
お
り
ま
せ
ん
、
諮
か
ど

違

い
で
し

ょ
う
」
と
い

っ
て
断
り
、
そ
れ
で
も
な
お
熱

心
に
言

い
寄

っ
て
く
る

と
、
今
度
は
当
入
が
返
事
を
す
る
ρ
だ
ん
だ
ん
結
婚
に
近

づ
い
て

い
く
わ
け
で

す
。

こ
の
よ
う
な
、
自
由
恋
愛
も
多
か

っ
た
か
と
思

い
ま
す

け
れ
ど
も
、

一
応

は
親
同
士

の
決
め
た
縁
談
と

い
う

の
が
、

一
般
的
で
あ

っ
た
ら
ル
く
h

蜻
蛉
の

筆
者

の
場
合
も
ま
ず
父
親
に
、
兼
家
が
申
し
込
ん
で

い
ま
す
。

そ
し

て
い
よ

い
よ
結
婚
と

い
う

こ
と
に
な
喝
七
、
夜
行
く

の
で
す
尸

日
が
暮

れ
落
ち
て
か
ら
、
男
性
は
お
嫁
さ

ん
の
家

へ
行
く
。
も
ち

ろ
ん
正
式

の
結
婚
で

す
か
ら
、
決
し

て
忍
ん
で
い
く
わ

け
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
'昼
聞
は
結
婚
し
な

い
の
で
す
。

花
婿
さ
ん
が
家

の
中

に
入
り
ま
す
と
、
そ

こ
に
花
嫁
さ
ん

の
男
兄
弟
が
待

っ

て
い
て
、
花
嫁
さ
ん
の
部
屋
ま
で
案
内
す
る
。
昔

の
寝
殿
造
り
の
家
と

い
う
の

は
、
広
い
と

こ
ろ
で
が
ら
ん
と
し
て

い
て
、

畳
も
全
部

は
敷

い
て

い
な

い
。
置

き
畳
で
カ
ー

テ
ン
と

か
几
帳
と
か
屏
風
で
仕
切
り
を
す

る
わ
け
で
す
。
そ

こ
で

ふ
す
ま

お
お
い

そ

の
家

の
人
が
案
内
し
て
、
二
人

が
新
婚

の
ベ

ッ
ド
で
休
み
ま
す
。
衾
覆

い
と

い
う

の
で
す
が
、
布
団
を
母
親

が
か
け
て
あ
げ
る
。
何
し
ろ
非
常

に
早
婚
で
、

早

い
場
合
は
十
代
で
小
学
生
く
ら
い
、
遅
く
と
も
高
校
生
く
ら
い
の
若
夫
婦

で

す
か
ら
、

い
ろ

い
ろ
と
面
倒
を

み
る
わ
け
で
す
。
そ
し

て
花
嫁
さ

ん
の
両
親

は

花
婿

の
覆

い
て
き
た
沓
を
抱

い
て
寝
る
の
で
す
。
足
止
め
を
し
て
、
ど
う
か
家

に
ば
か
り
来
て
く
れ
る
よ
う
に
と

い
う

お
ま
じ
な

い
で
、
新
婚

の
部
屋
か
ら
少

し
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
果
た
し
て
う
ま
く
行
く
か
ど
う
か
と
心
配
し
な
が
ら
窺

っ

て

い
る
わ
け
で
す
。

花
嫁

の
家
に
男
性
を
迎
え

る
と

い
う

の
は
、
よ
く
で
き
た
制
度

で
、
自

分
の

家
な
ら
両
親
も
近
く
に

い
る
し
、
住
み
慣
れ
た
家

で
す
か
ら
、
何

の
不
安
も
な

い
。

そ
う

い
う
所

へ
男
の
人
を
迎
え
る
と

い
う

こ
と
は
、
当
時

の
女
性
と
し

て

は
都
合

が
良
か

っ
た
之
思

い
ま
す
。

そ
し

て
、
や
が
て
夜
が
明
け
ま
す
と
、
男
は
帰

っ
て
い
き
ま
す
。
夜
が
明
け

る
と
言

い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
本

当
に
明
る
く
な

っ
て
か
ら
で
は
い
け
な

い
の

で
す
ね
。

こ
れ
も
や
は
り
忍
ん
で
き
た
と

い
う
形
で
、
未
だ
暗

い
う
ち
に
帰
ら

な
け
れ
ば

い
け
な

い
。
光
源
氏
が
六
条

の
御
息

所
の
と

こ
ろ

へ
通

っ
て
き

て
、

朝
起

こ
さ
れ
て
か
え
る
場

面
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ

の
と
き
光
源
氏
は
ま
だ
十

七
歳
。
今
な
ら
高
校
生
で
、
野
球
な

ん
か
し
て
真

っ
黒
く

な

っ
て
、
走
り
回

っ
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て
い
る
く
ら

い
の
年
頃
が
、
も
う
す
で
に
年
う
え

の
、
し
か
も
未
亡
人
を
愛
人

に
し
て
、

}
人
前
に
通

っ
て
い
る

の
で
す
か
ら
、
本
当
に
早
熟
だ

っ
た
と
思

い

ま
す
。
し
か
し
、

い
く
ら
早
熟

で
も
ま
だ
若

い
か
ら
、
朝
早
く
起
き
る

の
は
つ

ら

い
。
そ
れ
で
ね
む

い
ね
む

い
と
言

っ
て
い
る
の
を
無
理
に
起

こ
し

て
帰
し

て

し
ま
う
と

い
う
よ
う
な
場

面
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
当
時
の
恋
人
た
ち
は
朝
ま
だ
情
熱

の
燃
え
て

い
る
相
手
と
、
惜

し

い
別
れ
を
し
て
家

へ
帰

っ
て
い
く
。
そ
う

い
う
時
は
、
人

間
の
感
情
は
と
ぎ

澄
ま
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
見

る
も

の
聞
く
も

の
全
て
心
に
深
く
し
み

い

っ
て
く

る
わ
け

で
す
ね
。
そ
う

い
う

こ
と
か
ら
、
当
時

の
人
た
ち
は
、
朝

の
少
し
ず

つ

明
け
て

い
く
状
態

に
対
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
言
葉
を
も

っ
て
い
た
よ
う

に

思
い
ま
す
。
曙
と
か
、
有

明
の
月
と
か
、
暁
と
か
細
か
く
分
け
て
い
く
言
葉
を

作
り
出
し
た
の
は
、
や
は
り
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
来

て
い
る

の
で
は
な

い
か
と

思
め
ま
す
。

き
ぬ
ぎ
ぬ

帰

っ
て
く

る
と
、
花
婿
さ
ん

の
方
は
す
ぐ
後
朝
の
文
を
書

く
わ

け
で
す

ね
。

後
朝

の
文
と

い
う

の
は
、
万
葉
時
代
に
恋
し

い
人
と
や
す
ん
だ
あ

と
、
記
念

に

着
物
を
取
り
か
え

る
。
男
も
女
も
だ

い
た

い
似
た
よ
う
な
着
物
を
来

て
い
ま

し

た
か
ら
、
そ
れ
を
記
念
に
取
り
か
え
て
別
れ
る
。
そ
れ
が
後
朝
の
別
れ
で
あ

っ

た
わ
け

で
す

が
、

こ
の
手
紙

は
な
る

べ
く
早
く
書

い
た
方
が

い
い
わ
け
で
す
。

帰
り
の
車

の
中

で
書

い
て
、
使

い
に
持
た
せ
た

の
で
は
な

い
か
と
思
う
く
ら

い

早
く
来
れ
ば
、
花
嫁
さ
ん
の
両
親
は
あ
あ
気
に
入

っ
て
も
ら
え
た
、

こ
れ
は
う

ま
く
行
き
そ
う
だ
と
喜
ぶ
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
中
に
は
花
婿
さ
ん
が
家
に
帰

っ

て
も
う

一
寝

入
り
し
て
、
日
が
高
く
土
が

っ
て
か
ら
、
や

っ
と
思

い
出
し
て
手

紙
を
書
く
場
合
も
あ
り
ま
し
て
、

こ
う

い
う
時
は
あ
ま
り

こ
の
夫
婦

の
前
途

は

明
る
く
な

い
と

い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し

て
、
次

の
晩
ま
た
来

て
、
さ
ら
に
も
う

一
晩
、
必
ず
三
晩
通
う
わ
け
で

す
。

こ
う
し

て
三
日
通
う
と
、
と
こ
ろ
あ
ら
は
し
と

い
っ
て
、

い
ま

の
披
露
宴

と
変
わ
ら
な

い
よ
う
な
祝
宴
を

張
る

の
が

一
般
的

で
あ

っ
た
よ
う

で
す
。

結
婚
は
そ
ん
な
ふ
う

で
す
が
宀

で
は
別
れ
る
方
は
ど
う

か
と

い
う
と
、

こ
れ

は
本
当
に
簡
単
な
ん
で
す
。
現
在
は
書

類
を
作

っ
て
、
市
役
所

へ
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
の
で
す
が
、
当
時
は
本
当
に
簡
単

で
、
通

っ
て
こ
な
く
な
れ
ば
そ

れ
で
い
い
わ
け

で
す
。

『蜻
蛉

日
記
』

の
筆
者
は
結
婚

に
つ
い
て
は
、
最
初
か
ら
非
常
に
不
安
感
を

持

っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
日
記
と

い
っ
て
も
、

そ
の
日
そ
の
日
を
書

い
て
い
た
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
半
生
を
終
え
て
か
ら
自
分

の
生
涯
を
振
り

返

っ
た
わ
け

で
す
。
も
う
結
婚

が
失
敗
だ

っ
た
と

い
う
こ
と

が
分
か

っ
て
か
ら

書

い
て
い
る
の
で
、
そ
の
不
安
感
も
当
然
と

い
う
言

い
方
も
出
来
ま
す
。
し
か

し
そ
れ
に
し

て
も
そ
の
と
き

の
作

っ
た
歌
と
か
、
夫
に
対
す

る
態
度

を
見
る
と
、

当
時

の
通

い
婚
と

い
う
も

の
が
、

い
か
に
女
性

に
と

っ
て
不
安
定
な
要
素
を
多

く
持

っ
て

い
た
か
と

い
う

こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

彼
女
は
、
最
初
は

一
条
と

い
う
わ
り
あ

い
内
裏

に
近

い
と
こ
ろ
で
暮
ら
し
て

ひ
ろ
は
た
な
か
が
わ

い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
父
親
の
世
話

で
広
幡
中
川
と

い
う
京
都
の
北

の
賀
茂

川
の
傍
、
郊
外

の
方

へ
引

っ
越
し
ま
す
。
こ
ん
な
遠

い
と
こ
ろ

へ
移

っ
て
し
ま

っ

た
ら
、
き

っ
と
夫

の
兼
家
は
ま
す
ま
す
来
て
く

れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
心
配
し

て

い
る
と
、
や
は
り
彼
は
遠
く
な

っ
た
忙
し

い
と
い
う
こ
と
を

口
実
に
し
て
、

全
然
寄
り

つ
か
な
く
な

っ
て
し
ま
う

の
で
す
。

彼
女
は
若

い
頃
ず

い
ぶ
ん
夫

の
心
を
自
分
に
引
き

つ
け
よ
う
と
し
て
、

い
ろ

い
ろ
な
策
略
を
弄
し
ま
す
。
夫
が
別
な
妻
を
持

っ
た
と
知
る
と
、
大
変
憎
ら
し

が
り
、
そ
の
女
性
が
夫

に
捨
て
ら
れ
た
と
分
か
る
と
、

い
ま
ぞ
胸
あ
く
、
あ
あ

さ

っ
ぱ
り
し
た
、

い
い
気
味
だ
と

い
う

こ
と
を
ち

ゃ
ん
と
日
記

に
書

い
て
い
ま

す
。
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小
倉

百
人
晶

首
の
中

に
、
「
嘆
き

つ
つ
ひ
と
り
ぬ
る
夜

の
あ
く
る
ま
は
い
か
に

久
し
き
も

の
と
か
は
知
る
」
と
あ

り
ま
す
が
、

こ
れ
は
夫

が
来
た
時
に
、
戸
を

明
け
て
や
ら
ず
、
わ
ざ
と

の
よ
う

に
す
が
れ
た
菊
に
そ

の
歌
を
付
け
て
、
ゼ
う

で
す
か
戸
の
開
く
の
を
待

っ
て

い
る
身
は

つ
ら
い
で
し

ょ
う
、
と

い
う
よ
う
な

こ
と
を

い
や
み
た
ら
し
く
言

っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
時
に
は
夫
に
冷
た
く
し
た

り
、
時

に
は
彼
が
病
気
を
し
た
時
な
ど
は
、
そ

こ
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
お
見
舞

い
に

行
く
と

か
、

い
う

い
う
な
才
知
と
あ
り

っ
た
け

の
手
管
を
傾
け
て
、
彼
の
心
を

自
分
の
方

へ
引
き
寄

せ
よ
う
と
し
た

の
で
す

が
、
失
敗
に
終
わ

っ
て
し
ま

い
ま

し
た
。
た
だ
夫
に
捨
て
ら
れ
た
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
、
彼
女
自
身

の
人
生

の

一
つ
の
大
き
な
挫
折
で
あ

っ
た
わ
け
で
す
。
彼
女

の
と
し
は
た
し
か
三
十
九

く
ら
い
で
す
。
今
と
違

っ
て
、

三
十
代

の
お
わ
り
と

い
え
ば
も
う
四
十

の
賀

と

い
っ
て
お
祝

い
を
す
る
、
人
生

ほ
と
ん
ど
終
わ

っ
た
く
ら

い
の
感
じ
で
、
息
子

も

そ
ろ
そ
ろ
お
嫁
さ
ん
を
探
す
と

い
う
年

配
で
し
た
が
、
彼
女
は
少
女

の
よ
う

に
泣
く

の
で
す
。

こ
う

い
う
と
こ
ろ
を
読
む
と
、
そ
れ
ま

で
ど
ん
な

に
鼻

に
つ
く
よ
う
な
嫌
な

面
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
彼
女
は
本
当
に
真
剣
だ

っ
た
、
本
当
に
精

一
杯
生
き

た
と
思
う

の
で
す
。

最
初

の
頃
は
、
誇
り
高

い
女
だ

っ
た
の
が
、
や
が
て
尼

に
な
る
と
言

っ
て
山

寺

へ
籠
も

っ
た
り
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
京
都

の
般
若

寺
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
山
の
う
え
に
あ
る
そ

の
寺
か
ら
見
る
と
、
京
都
の
街

の
灯
が
ち
ら

ち
ら
見
え
て
、
当
時
と
し
て
み
れ
ば
ず

い
ぶ
ん
寂

し
い
山

の
奥

で
あ

っ
た
と
思

う

の
で
す
。

そ
こ
で
尼
に
な
る
と
言

っ
て
、
夫
を
脅
し
た

の
で
す

が
、
夫

の
方
が

一
枚
上

で
さ

っ
さ
と
連
れ
帰

っ
て
し
ま

い
、」

そ
し

て
あ
ろ
う

こ
と
か
、
彼
は
彼
女
に
ア

マ
ガ

エ
ル
と

い
う
あ
だ
名
を
付
け
る
の
で
す
。
尼

に
な
り
損
ね
て
帰

っ
て
き
た

と

い
う
わ
け
で
す
ね
。
し
か
も
彼
女
自
身
も
、

そ
の
ア

マ
ガ

エ
ル
と

い
う
あ
だ

名
を
、
自
分

の
歌

の
中

に
詠
み
込
ん
だ
り
し
て

い
る
の
で
す
。
彼
女
の
誇
り
は
、

一
体
ど
こ

へ
行
,っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
く
ら

い
で
、
そ
れ
を
見
る
と

可
哀
そ

う
だ
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

監

お
正
月

に
女

の
姉
妹
、
親
戚

が
集
ま

っ
て
い
ろ

い
ろ
な
唱
え
ご
と
を
す
る
と

い
う
部
分

が
あ
り
ま
す
ゆ
た
く
さ

ん
の
着
物

が
欲
し

い
と
か
、
ど
こ
そ
こ
へ
物

見
に
行
き
た

い
と
か
h
そ
れ
ぞ
れ
言

い
合

い
、
お
姉
さ
ん
も
言

っ
て
ご
覧
な
さ

い
と
言
わ
れ
て
へ

こ
の
蜻
蛉
の
筆
者
は
,
「
三
十

日
三
十
夜
は
わ
が
も

と
に
」
と

言
う

の
で
す
ね
。

三
十
旦

二
十
夜
、
・ひ
と
月
ま
る
ま
る
夫
が
私
の
と
こ
ろ
に
来

て
く
れ
れ
ば

い
い
の
に
、
塾
と

い
う
こ
と
で
、
そ
れ
で
皆
わ

っ
と
笑

っ
て
お
開
き

に
し
た
と

い
う
感
じ

で
す
。
私
は
、
こ
れ
は
冗
談
と
し
て
言

っ
て
・い
る
と
こ
ろ

が
5

本
当

に
可
哀
そ
う
だ
な

と
思

っ
て
し
ま
う

の
で
す
。

だ
ん
な
さ
ま
は
、
黙

っ
て
い
て
も
家

へ
帰

っ
て
く

る
の
は
当
然
と
私
ど
も
は

考
え

て
し
ま

い
ま
す
が
"
当
時

の
女
性
た
ち
は
た
ま

に
来
て
く
れ
る
こ
と
だ

け

を
待

っ
て

一
生
を
送

っ
て

い
ま
し
た
。

し
か
し
、
女

の
本
音
と
し
て
は
、
夫

の

愛
を
よ
そ

の
女
性
と
分
け
な

い
で
、
自
分
だ
け
で
独
占
し
た

い
と
い
う
気
持
ち

が
そ
こ
に
あ

っ
た

の
だ
な
と
い
う
こ
と
が
、
『蜻
蛉
日
記
』
を
読

む
と
よ
く
わ
か

る
わ
け
で
す
。

蜻
蛉

の
筆
者

の
よ
う
な
専
業
主
婦

の
愛
情
と

い
う
も

の
が
あ

る

一
方
で
、
そ

う

で
は
な

い
宮
中
を
中
心
と
し
た
、

非
常
に
華
や
か
な
恋
愛
関
係
を
描

い
た

の

が
、
清
少
納
言

の

『枕
草
子
』
で
あ

っ
た
01
、
紫
式
部

の

『源
氏
物

語
』
で
あ

っ

た
り
す
る
わ

け
で
す
。
ど
う
し
て
平
安
時
代
に
、
た
く
さ
ん
の
才
女
た
ち
が
輩

出
し
た

の
か
と

い
い
ま
す
と
、
こ
れ

は
や
は
り
社
会
体
制
だ
と
思
う

の
で
す
。

紫
式
部

が
、
女
房
と
し

て
仕
え
た
中
宮
彰
子
と
い
う
人
は
、
堅
実
で
静
か
な

生
活
を
好
み
、
清
少
納
言
が
仕
え
た
中
宮
定

子
は
、
明
る

い
華
や
か
な
生
活
を
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好

む
、
そ
れ
ぞ
れ

に
合

っ
た
主
人
だ

っ
た
わ
け
で
す
。
も
し
、

こ
の
土

人
が
別

の
主
人
を
持
ち
ま
し
た
ち
、
あ
れ
ほ
ど
お
互

い
の
才
能

の
華
が
開

い
た
か
ど
う

か
判
り
ま
せ
ん
。
そ
の

へ
ん

に
巡
η
合
わ
せ

の
不
思
議
み
た

い
な
も

の
を
感
じ

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
女
性
で
も
、
も
の
を
書

い
た
り
読
ん
だ
り
で
き
ま
す
と
、

そ
れ
が
彼
女

の
箔

に
な

っ
て
、
日
の
当
た
る
場
所

へ
出
ら
れ
る
チ

ャ
ン
ス
が
あ

っ

た
わ
け
で
す
。

と

こ
ろ
が
、
公
家
社
会

が
だ
ん
だ
ん
衰
退
し
て
、
武
家
社
会

に
な
る
と
、

こ

れ
は
本
当
に
男

の
世
界
と
い

い
ま
す

か
、
男
が

}
切
を
取
り
仕

切

っ
て
い
て
、

女
性
は
そ
の
陰

で
、
そ
れ
を
支
え
る
と

い
う
よ
う
な
役
割
で
、
女
性
自
身

が
日

の
当
た
る
と

こ
ろ

へ
出
る
と

い
う
よ
う
な

こ
と
は
な
か

っ
た
時
代

で
あ

っ
た
と

思
う

の
で
す
。
で
す

か
ら
、
も
う
才
能

の
あ
る
女
性
が
仮
り
に
お
り
ま
し
て
も
、

も
う
そ
れ
を
示
す
よ
う
な
機
会
る
巡

っ
て
き
ま

せ
ん

で
し
た
し
、
そ

の
ま
ま
埋

も
れ
て
し
ま

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

千
年
も
前

の

『蜻
蛉

日
記
』
を
読

ん
で
、
当
時

の
夫
婦
の
あ
り
方
が
よ
く
分

か
る
と

い
う

の
は
、
考
え

て
み
る
と
不
思
議
な
気
が
す
る
の
で
す
が
、
後

の
鎌

倉
時
代
、
あ
る

い
は
室
町
戦
国
、
江
戸
時
代

の
夫
婦

の
あ

い
だ
柄
と

い
う
も

の

が
、
ど
う

で
あ

っ
た
か
私
ど
も
に
は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な

い
の
で
す
。
た
と
え

ば
、
豊
臣
秀
吉

の
愛
妾
で
あ

っ
た
淀
殿

の
、
『淀
ど
の
日
記
』
と

い
う

の
を
井
上

靖
さ
ん
が
書

い
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、も

ち
ろ
ん
井
上
さ
ん

の
創
作

で
あ

っ

て
、
本
当

の

『
淀
ど

の
日
記
』
と
い
う
も

の
が
残

っ
て

い
た
ら
、
面
白
か

っ
た

と
思
う

の
で
す
が
、
手
紙

の
断
片

が
あ
る
く
ら
い
で
、
日
記
と

い
う
も
の
は
残

っ

て

い
な

い
の
で
残
念

で
す
。

現
代

は
、
女
性
も
だ

い
ぶ
隅
も

の
を
言

つ
た
り
書

い
だ

り
出
来
る
よ
う

に
な

っ

た

の
で
、

こ
れ
か
ら
は
女
性

の
生
き
方
と

い
う
も

の
を
、
後
世
に
伝
え
る
こ
と

も
出
来

る
の
で
は
な

い
か
と
思

い
ま
す
。

古
典
億
こ
の
く
ら
那

に
し
て
、付
け
加
え
ま
す
と
、
江
戸
時
代

の
初
期

に
、
『
葉

隠
』
と

い
う
書
物
が
佐
賀

の
鍋
島
藩

で
書
か
れ

て
い
ま
す
。
山
本
神
右
衛
門
と

い
う
戦

国
生
き
残
り
み
た

い
な
剛
毅
な
武
士
が
、
自
分
の
身
辺
に
起
こ

っ
た
こ

と
を

い
ろ
い
ろ
話
し
て
、

口
述
筆
記
を
し
た
も

の
で
す

が
、

こ
の
中

に
い
ろ

い

ろ
な
話
が
出
て

い
て
、

こ
ん
な

こ
と
が
書

い
て
あ
る

の
で
す
。

山
本
神

右
衛
門
,の
父
親
と

い
う
人
が
、

か
ね

が
ね
言

っ
て
い
た
こ
と

で
、
女

性
は
読

み
書
き
を
し
な

い
ほ
う

が
よ
ろ
し
い
、
読
み
書
き
を
す
る
と
必
ず
姦

通

を
す
る
と
い
う

の
で
す
。
そ
し
て
、
女
は
た
だ
味
嗜
謂
い
文
く
ち

い
が
書
け
れ

ば

よ
ろ
し
い
コ

味
嗜
謂

い
文
と

い
う

の
は
、
当
時
は
自
家
製

の
お
昧
噌
を
作

っ

て
、
味
喉
蔵
な
ど
に
貯
え
て
あ

っ
た

の
で
す
。
し
か
し
、
お
嫁

に
行

っ
て
自
分

の
う
ち

の
お
味
噌
が
切
れ
て
し
ま

っ
た

の
で
、
実
家

へ
手
紙
を
書

い
て
使
い
の

も

の
に
持
た
せ
、
お
味
噌
を
少
し
分
け
て
く
だ
さ

い
と
い
う
文
章

で
す
ね
。

そ

れ
く
ら

い
書
け
れ
ば
、
そ
れ
で
も
う
た
く
さ
ん
だ
と
い
う

こ
と
を
言

っ
て
い
る

わ
け
で
す
。

こ
の

一
言
が
当
時

の
武
家
社
会

に
お
け
る
女
性
の
地
位
と

い
う
も

の
を
、
非
常
に
よ
く
表
し
て

い
る
と
思
う

の
で
す

。

そ
れ

が
い
い
、
悪

い
と

い
う

こ
と
は
別

に
し
て
、

そ
ん
な
時
代
が
長
く
続

い

て
、
そ
の
後
に
現
代
が
あ
る
と

い
う
に
と
を
、
時
々
皆
さ
ん
に
思

い
出
し
て
い

た
だ

い
て
、
大

い
に
勉
学
に
励
ん
で
、

現
代

の
清
少
納
言
な
り
、
紫
式
部
な
り

を
め
ざ
し
て
載
く

と
大
変
結
構
だ
と
思

い
ま
す
。

(昭
和
六
十
三
年
六
月
二
十
五
日
、
第

二
十
三
回
文
芸
学
会

の
講
演
か
ら
)
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