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1　『鉄輪』について

『
鉄
輪
』
に
つ
い
て

鈴　

木　
　
　
　

靖

愛
す
る
男
が
心
変
わ
り
し
た
時
、
恨
む
べ
き
は
男
か
、
そ
れ
と
も
男
の
心
を
奪
っ
た
女
か
。

能
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ド
ラ
マ
が
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
取
材
し
た
『
葵
上
』
で
は
、
六
条
御
息
所
は
光
源
氏
の
正
妻
で
あ
る
葵
上
を
恨
み
、
生
き
霊
と
な
っ
て
と
り
殺
そ
う

と
す
る
。『
平
家
物
語
』
剣
巻
に
取
材
し
た
『
鉄
輪
』
で
は
、
女
は
自
分
を
捨
て
て
後
妻
を
娶
っ
た
男
を
恨
み
、
鬼
と
な
っ
て
恨
み
を
晴

ら
そ
う
と
す
る
。

六
条
御
息
所
が
光
源
氏
で
は
な
く
、
葵
上
を
取
り
殺
そ
う
と
し
た
の
は
、
王
朝
的
な
恋
愛
の
ル
ー
ル
に
従
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
王
朝
時

代
に
お
い
て
は
、
男
女
の
心
を
縛
る
倫
理
的
規
範
は
な
く
、
恋
愛
は
ま
さ
に
奪
い
合
い
で
あ
っ
た
。
奪
わ
れ
た
者
は
、
奪
っ
た
者
を
恨
む
。

ま
し
て
六
条
御
息
所
は
、
光
源
氏
の
姿
を
一
目
見
よ
う
と
訪
れ
た
賀
茂
斎
院
の
御
禊
の
場
で
も
、
葵
上
の
従
者
に
恥
ず
か
し
め
を
受
け
て

い
た
。『
葵
上
』
で
は
、
生
き
霊
と
な
っ
た
六
条
御
息
所（
シ
テ
）の
恨
み
が
、
こ
う
謡
わ
れ
て
い
る
。

　
（
地
）　

わ
れ
人
の
た
め
辛
け
れ
ば　

わ
れ
人
の
た
め
辛
け
れ
ば

　
　
　
　

必
ず
身
に
も
報
ふ
な
り

　
　
　
　

な
に
を
歎
く
ぞ
葛
の
葉
の
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う
ら
み
は
さ
ら
に
尽
き
す
ま
じ

　
　
　
　

う
ら
み
は
さ
ら
に
尽
き
す
ま
じ

こ
の
女
の
た
め
に
、
私
は
こ
ん
な
辛
い
思
い
を
し
て
い
る
。
こ
の
恨
み
け
っ
し
て
つ
き
る
こ
と
は
な
い
。
六
条
御
息
所
の
恨
み
の
矛
先

は
、
つ
れ
な
い
光
源
氏
に
で
は
な
く
、
葵
上
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、『
鉄
輪
』
で
は
、
鬼
と
化
し
た
の
女（
シ
テ
）の
恨
み
は
こ
う
謡
わ
れ
て
い
る
。

　
（
シ
テ
）捨
て
ら
れ
て

　
（
地
）　

捨
て
ら
れ
て

　
　
　
　

思
ふ
思
ひ
の　

涙
に
沈
み

　
　
　
　

人
を
恨
み

　
（
シ
テ
）夫
を
託
ち

　
（
地
）　

あ
る
時
は
恋
し
く

　
（
シ
テ
）ま
た
は
恨
め
し
く

　
（
地
）　

起
き
て
も
寝
て
も　

忘
れ
ぬ
思
ひ
の 

　
　
　
　
　

因
果
は
今
ぞ　

し
ら
ゆ
き
の
消
え
な
ん 

　
　
　
　
　

命
は
今
宵
ぞ　

痛
は
し
や

あ
る
と
き
は
恋
し
く
、
あ
る
と
き
は
恨
め
し
く
、
忘
れ
よ
う
と
し
て
忘
れ
ら
な
い
。
そ
ん
な
あ
な
た
の
命
も
今
宵
ま
で
。
鬼
と
化
し
た

女
は
、
そ
の
恨
み
の
矛
先
を
後う
わ
な
り妻
で
は
な
く
、
心
変
わ
り
し
た
男
に
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
葵
上
』
は
、
世
阿
弥
の
『
申
楽
談
儀
』
に
近
江
猿
楽
の
犬
王
所
演
の
記
事
が
見
え
る
か
ら
、
遅
く
と
も
犬
王
の
没
年
で
あ
る
応
永
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二
十
年（
一
四
一
三
）以
前
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、『
鉄
輪
』
が
記
録
に
登
場
す
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
七
十
年
以
上

も
後
、『
親
長
卿
記
』
長
享
二
年（
一
四
八
八
）二
月
二
十
三
日
に
見
え
る
内
裏
で
の
「
手
猿
楽
」（
素
人
に
よ
る
演
能
）が
初
見
で
あ
る
。

王
朝
的
な
『
葵
上
』
と
好
対
照
を
な
す
『
鉄
輪
』
は
、
な
ぜ
誕
生
し
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
中
国
演
劇
の
草
創
期
に
登
場
し
た

「
負
心
」
演
劇
と
、
内
裏
で
の
「
手
猿
楽
」
を
行
っ
た
町
衆
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

 

一
、
中
国
伝
統
演
劇
の
誕
生
と
「
負
心
」
演
劇

中
国
の
伝
統
演
劇
は
、
宋
代
に
急
速
な
発
展
を
遂
げ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
最
初
の
ヒ
ッ
ト
作
と
な
っ
た
の
が
、「
負
心
」
を
テ
ー
マ
と

す
る
一
連
の
作
品
で
あ
る
。

「
負
心
」
と
は
、
人
の
恩
義
に
背
く
こ
と
を
い
う
。
と
こ
ろ
が
宋
代
以
降
に
な
る
と
、
こ
の
言
葉
は
も
っ
ぱ
ら
「
痴
心
女
子
負
心
漢（
ひ

た
む
き
な
愛
情
を
捧
げ
る
女
と
、
そ
れ
を
裏
切
る
男
）」
と
い
う
テ
ー
マ
の
中
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
男
尊
女
卑
と
評
さ
れ
る
中
国
社
会
に
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
裏
切
り
が
肯
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、『
後
漢

書
』
に
は
こ
ん
な
話
が
あ
る
。

 　

 　

後
漢
の
光
武
帝
に
は
、
幼
い
頃
苦
労
を
と
も
に
し
た
湖
陽
公
主
と
い
う
姉
が
い
た
。
光
武
帝
は
寡
婦
で
あ
っ
た
姉
に
新
た
な
伴
侶

を
迎
え
よ
う
と
、
姉
と
臣
下
た
ち
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
意
中
の
人
を
探
っ
た
。
姉
が
「
宋
弘
は
容
貌
人
徳
と
も
に
優
れ
、
臣
下

の
中
で
並
ぶ
も
の
が
い
ま
せ
ん
」
と
言
う
と
、
光
武
帝
は
姉
を
屏
風
の
陰
に
隠
し
、
宋
弘
を
呼
ん
で
言
っ
た
。「
諺
に
『
身
分
が
高

く
な
れ
ば
友
を
換
え
、
富
を
得
れ
ば
妻
を
換
え
る（
貴
易
交
、
富
易
妻
）』
と
い
う
が
、
こ
れ
は
人
情
の
常
で
は
な
い
か
」
す
る
と
宋

弘
は
言
っ
た
「
私
は
『
貧
し
い
と
き
の
友
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
、
苦
労
を
と
も
に
し
た
妻
を
捨
て
て
は
い
け
な
い（
貧
賤
之
知
不
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可
忘
，
糟
糠
之
妻
不
下
堂
）』
と
聞
い
て
お
り
ま
す
」
そ
れ
を
聞
い
た
光
武
帝
は
、
姉
に
向
か
っ
た
言
っ
た
。「
ど
う
も
ダ
メ
な
よ
う

で
す
ね1
」

 

日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
「
糟
糠
の
妻
」
の
故
事
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
誰
も
が
宋
弘
の
よ
う
な
誠
実
な
心
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
後
世
、
と
く
に
科
挙
制
度
が
広
く
普
及
し
た
宋
代
に
な
る
と
、「
富
を
得
れ
ば
妻
を
換
え
る
」
が
ま
さ
に
「
人
情
の
常
」
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

科
挙
制
度
は
、
栄
達
へ
の
門
戸
を
万
人
に
開
い
た
と
い
う
意
味
で
画
期
的
な
制
度
で
あ
っ
た
が
、
一
つ
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
受
験
資
格
が
事
実
上
、
男
性
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

女
性
の
受
験
を
禁
じ
る
規
則
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
宋
代
に
は
科
挙
を
受
験
し
た
女
性
も
い
た
。
南
宋
の
淳
熙
元
年

（
一
一
七
四
）に
は
、
数
え
歳
九
歳
の
林
幼
玉
と
い
う
少
女
が
童
子
科
を
受
験
し
、
み
ご
と
に
合
格
し
て
い
る
。
嘉
定
五
年（
一
二
一
二
）に

も
、
数
え
歳
八
歳
の
吳
志
端
と
い
う
少
女
が
童
子
科
で
優
秀
な
成
績
を
収
め
て
い
る
。
し
か
し
林
幼
玉
に
は
孺
人
と
い
う
形
ば
か
り
の
封

号
が
与
え
ら
れ
た
だ
け
だ
っ
た2
。
吳
志
端
も
合
格
者
を
決
め
る
覆
試
の
前
に
、
役
人
の
反
対
に
よ
っ
て
受
験
資
格
を
奪
わ
れ
て
い
る3
。
科

挙
に
も
男
尊
女
卑
と
い
う
ガ
ラ
ス
の
天
井
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

男
女
の
不
平
等
は
、
科
挙
だ
け
で
は
な
い
。
女
性
は
経
済
的
に
も
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
。
宋
代
の
法
に
よ
れ
ば
、
父
母
が
亡

く
な
っ
た
時
、
女
子
の
相
続
分
は
男
子
の
半
分
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
相
続
権
を
有
す
る
の
は
、
未
婚
ま
た
は
離
婚
し
て
実
家
に

い
る
女
子
だ
け
。
こ
れ
で
は
よ
ほ
ど
の
資
産
家
の
娘
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
独
り
立
ち
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
中
、
女
性
の
中
に
は
自
ら
の
夢
を
一
人
の
男
に
託
す
者
も
い
た
。
男
が
科
挙
に
合
格
で
き
る
よ
う
物
心
両
面
か
ら
支
え
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
男
の
中
に
は
、
ひ
と
た
び
科
挙
に
合
格
す
る
や
、
そ
れ
ま
で
自
分
を
支
え
て
く
れ
た
女
性
を
捨
て
、
良
家
の
婿
に
収
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ま
っ
て
し
ま
う
不
届
き
者
も
い
た
。
な
か
に
は
後
腐
れ
の
な
い
よ
う
、
女
性
を
騙
し
て
殺
し
て
し
ま
う
者
ま
で
い
た
と
い
う4
。
こ
う
し
た

恩
を
仇
で
還
す
男
を
「
負
心
漢
」
と
呼
ぶ
が
、
宋
代
、
そ
の
代
表
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
が
王
魁
で
あ
る
。

王
魁
は
実
在
の
人
物
で
、
本
名
は
王
俊
民
、
莱
州
掖
県（
現
山
東
省
莱
州
市
）の
人
で
あ
る
。「
魁
」
と
い
う
の
は
名
前
で
は
な
く
、
科

挙
の
状
元（
首
席
合
格
者
）を
指
す
言
葉
で
、
こ
の
言
葉
の
と
お
り
、
彼
は
嘉
祐
六
年（
一
〇
六
一
）、
二
十
五
歳
の
若
さ
で
状
元
と
な
っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
二
年
後
、
南
京
で
試
験
官
を
し
て
い
た
と
き
突
如
発
狂
し
、
そ
の
後
ま
も
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
若
き
エ
リ
ー
ト
の
死
は
、
人
々
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
を
呼
ん
だ
。
そ
の
一
つ
に
こ
ん
な
噂
が
あ
っ
た
と
い
う
。

 　

 　

王
魁
は
郷
里
で
一
人
の
妓
女
と
深
い
関
係
に
な
り
、
科
挙
に
合
格
し
た
ら
結
婚
す
る
と
約
束
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
い
ざ
科
挙
に

合
格
し
、
状
元
に
な
る
と
、
他
家
の
娘
と
結
婚
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
妓
女
は
、
怒
り
恨
ん
で
自
殺
し
た
。
王
魁
は
こ
の

妓
女
の
悪
霊
に
苦
し
め
ら
れ
、
若
く
し
て
こ
の
世
を
去
っ
た5
。

 

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
た
だ
の
噂
に
過
ぎ
な
い
。
王
の
死
か
ら
三
十
年
余
り
過
ぎ
た
紹
聖
元
年（
一
〇
九
四
）、
医
官
の
初
虞
世
は
「
王
状

元
任
先
生
文
大
夫
服
碧
霞
丹
致
死
状6
」
と
い
う
一
文
を
著
し
、
王
の
死
因
が
妓
女
の
祟
り
な
ど
で
は
な
く
、
金
虎
碧
霞
丹
と
い
う
薬
の
薬

害
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
一
文
は
元
来
、
金
虎
碧
霞
丹
の
濫
用
を
戒
め
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
初
虞
世
は
王
の

不
名
誉
な
噂
を
打
ち
消
す
た
め
に
、
王
が
亡
く
な
る
前
後
の
よ
う
す
を
詳
し
く
記
し
て
い
る
。

発
端
は
、
南
京
の
貢
院（
科
挙
の
試
験
会
場
）で
の
王
の
異
様
な
行
動
に
あ
っ
た
と
い
う
。

 　

 　

状
元
王
俊
民
、
字
は
康
侯
、
南
京
応
天
府
へ
発
解
官（
科
挙
の
臨
時
試
験
官
）と
し
て
派
遣
さ
れ
た
と
き
、
貢
院
で
精
神
病
を
発
症
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し
た
。
侍
史（
書
記
官
）に
よ
れ
ば
、
王
は
一
つ
の
石
碑
に
向
か
っ
て
叫
び
続
け
、
ま
る
で
石
碑
の
中
で
誰
か
が
答
え
て
い
る
か
、
王

を
怒
ら
せ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
症
状
が
酷
く
な
る
と
、
文
書
の
間
か
ら
鋏
を
取
り
出
し
、
自
ら
を
一
寸
ば
か
り
も
傷
つ
け
た
。

し
か
し
左
右
の
者
が
止
め
た
た
め
、
大
事
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
貢
院
を
出
る
と
、
ま
も
な
く
症
状
も
治
ま
り
、
回
復
し
た
。

 

初
虞
世
は
王
と
同
郷
で
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
机
を
並
べ
、
嘉
祐
年
間
に
は
と
も
に
科
挙
を
受
験
し
た
仲
で
あ
っ
た
と
い
う
。
知
ら
せ
を
聞

い
た
初
虞
世
は
、
急
い
で
王
の
も
と
に
駆
け
付
け
、
ふ
さ
い
で
い
る
王
を
元
気
づ
け
よ
う
と
、
八
方
手
を
尽
く
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
歳

の
暮
れ
、
初
虞
世
が
家
に
戻
っ
て
い
る
間
に
、
地
元
の
医
者
が
王
に
金
虎
碧
霞
丹
を
処
方
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
病
状
は
悪
化
し
、

つ
い
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。

　

舒
州
に
赴
任
し
て
い
た
王
の
父
親
は
、
息
子
の
不
慮
の
死
の
原
因
を
探
ろ
う
と
、
任
地
か
ら
一
人
の
道
士
と
王
の
弟
を
家
に
送
っ
た
。

 　

 　

舒
州
太
湖
県
の
知
事
で
あ
っ
た
康
侯
の
父
は
、「
こ
の
道
士
は
天
に
上
奏
し
て
、
鬼
神
冥
界
の
こ
と
を
訊
ね
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
、
舒
州
か
ら
一
人
の
道
士
と
弟
の
覚
民
を
送
っ
た
。
道
士
は
祈
祷
を
行
い
、
御
符
を
書
く
と
、
冥
界
の
言
葉
を
伝
え
て
い
っ
た
。

「
五
十
年
前
に
謝
、
呉
、
劉
を
殺
し
た
。
そ
れ
が
い
ま
も
未
解
決
の
ま
ま
な
の
だ
」

 

道
士
が
冥
界
か
ら
伝
え
た
言
葉
に
よ
れ
ば
、
王
の
不
慮
の
死
は
、
彼
が
五
十
年
前
に
謝
、
呉
、
劉
の
三
氏
を
殺
害
し
た
こ
と
の
報
い
だ

と
い
う
。
初
虞
世
は
「
王
は
二
十
七
歳
で
亡
く
な
っ
た
の
に
、
五
十
年
前
の
報
い
と
は
何
な
の
か
」
と
抗
議
し
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は

王
の
死
に
良
か
ら
ぬ
噂
を
生
む
発
端
と
な
っ
た
。

同
じ
年
、
長
州
県
の
知
事
夏か
が
く噩

が
罷
免
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
官
職
に
あ
り
な
が
ら
、
民
へ
の
高
利
貸
し
を
行
っ
た
と
い
う
の
が



7　『鉄輪』について

理
由
で
あ
る7
。
夏
噩
は
嘉
祐
二
年（
一
〇
五
七
）の
制
科（
皇
帝
が
臨
時
に
実
施
す
る
官
吏
登
用
試
験
）に
合
格
し
、
光
祿
寺
丞
を
授
け
ら
れ

た
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
あ
っ
た
。
そ
の
罷
免
は
そ
れ
自
体
が
大
事
件
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
失
脚
す
る
と
、
そ
の
名
を
騙
っ
て
『
王
魁
傳
』
と

い
う
本
を
売
り
出
す
者
が
現
れ
た
。
初
虞
世
に
よ
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
ま
っ
た
く
の
で
た
ら
め
だ
っ
た
と
い
う
が
、
エ
リ
ー
ト
官
僚
の
名

を
か
た
っ
て
書
か
れ
た
こ
の
本
は
、
王
の
死
の
噂
を
さ
ら
に
広
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
百
年
後
、
永
嘉（
現
在
の
浙
江
省
温
州
市
）で
南
戯
と
呼
ば
れ
る
演
劇
が
誕
生
し
た
。
こ
の
中
国
草
創
期
の
演
劇
で
一
大
ヒ
ッ

ト
作
と
な
っ
た
の
が
、
南
戯
『
王
魁
』
で
あ
る8
。

残
念
な
が
ら
、『
王
魁
伝
』
も
南
戯
『
王
魁
』
も
い
ま
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
宋
末
元
初
の
羅
燁
が
著
し
た
『
酔
翁
談
録
』
に
「
王

魁
負
心
桂
英
死
報
」
と
い
う
一
篇
が
あ
る
。
こ
れ
は
宋
代
の
講
釈
の
種
本
だ
っ
た
ら
し
く
、
当
時
語
ら
れ
て
い
た
『
王
魁
』
の
物
語
が
詳

し
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

 　

 　

王
魁
の
魁
は
本
名
で
は
な
い
。
名
の
あ
る
官
員
の
子
息
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
名
は
書
か
な
い
。
魁
は
そ
の
学
問
・
品
行
で
知
ら

れ
て
い
た
が
、
科
挙
の
試
験
で
忌
諱
に
触
れ
、
落
第
し
て
し
ま
っ
た
。
失
意
の
中
、
魁
は
山
東
の
莱
州
に
旅
し
、
そ
こ
で
桂
英
と
い

う
二
十
歳
す
ぎ
の
美
し
い
女
性
に
出
会
っ
た
。
桂
英
は
妓
女
で
あ
っ
た
。
魁
は
、
桂
英
の
支
援
の
下
、
学
業
に
励
ん
だ
。
翌
年
、
都

で
試
験
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
魁
が
都
へ
の
旅
費
を
無
心
す
る
と
、
桂
英
は
蓄
え
の
半
分
を
魁
に
与
え
た
。
魁
は
「
た
と
え

富
貴
の
身
に
な
っ
て
も
、
け
っ
し
て
あ
な
た
を
裏
切
り
は
し
な
い
」
と
誓
っ
た
。
出
発
の
日
が
近
づ
い
た
と
き
、
魁
は
桂
英
に
誘
わ

れ
、
海
神
祠
に
行
っ
た
。
魁
は
海
神
に
誓
っ
て
い
っ
た
。「
私
と
桂
英
は
互
い
に
愛
し
合
い
、
け
っ
し
て
裏
切
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
も
し
生
き
て
別
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
天
罰
を
お
下
し
く
だ
さ
い
。
天
罰
が
下
ら
ぬ
な
ら
、
海
神
様
は
霊
験
あ
る
神
で

は
な
く
、
愚
か
な
幽
鬼
で
す
」
桂
英
は
「
あ
な
た
の
お
心
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
」
と
喜
び
、
髪
を
解
く
と
、
乙
女
の
髷
に
結
い
直
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し
た
。
さ
ら
に
二
人
は
小
刀
で
腕
か
ら
血
を
出
す
と
、
御
神
酒
に
混
ぜ
て
飲
み
交
わ
し
た
。

　
 　

翌
日
、
魁
は
都
へ
向
か
っ
た
。
都
に
着
く
と
、
試
験
を
受
け
、
み
ご
と
状
元
と
な
っ
た
。
す
る
と
魁
は
心
の
中
で
思
っ
た
。
科
挙

で
こ
れ
ほ
ど
の
成
績
を
収
め
、
立
身
出
世
が
目
の
前
だ
と
い
う
の
に
、
妓
女
な
ど
と
関
係
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
。
家
に
は
厳
し
い
父

が
い
る
か
ら
、
彼
女
を
受
け
入
れ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
こ
で
試
験
の
後
、
桂
英
と
の
連
絡
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

 　

一
方
、
合
格
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
桂
英
は
、
使
用
人
に
祝
い
の
手
紙
を
届
け
さ
せ
た
。
手
紙
に
は
詩
が
添
え
ら
れ
、
魁
を
待
つ
思

い
が
切
々
と
謳
わ
れ
て
い
た
。
魁
は
桂
英
の
手
紙
に
涙
し
た
が
、
父
が
決
め
た
崔
家
と
の
縁
談
を
断
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

 　

そ
の
後
、
魁
は
徐
州
の
判
官
に
任
命
さ
れ
た
。
魁
が
徐
州
に
赴
任
す
る
こ
と
を
知
っ
た
桂
英
は
「
徐
州
は
こ
こ
か
ら
遠
く
な
い
。

き
っ
と
迎
え
の
人
を
寄
越
し
て
く
れ
る
は
ず
」
と
喜
び
、
再
び
使
用
人
に
手
紙
を
届
け
さ
せ
た
。
使
用
人
が
徐
州
の
役
所
を
訪
ね
、

魁
に
桂
英
の
言
葉
を
伝
え
る
と
、
魁
は
激
怒
し
、
使
用
人
を
殴
っ
て
手
紙
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
桂
英
は
そ
れ
を
聞
く
と
、
地
に
伏

し
て
泣
き
、
侍
女
と
と
も
に
海
神
祠
に
行
く
と
、
神
に
祈
っ
て
い
っ
た
。「
初
め
て
お
参
り
に
来
た
と
き
、
私
は
魁
と
誓
い
を
立
て

ま
し
た
。
し
か
し
、
魁
が
誓
い
を
破
っ
た
こ
と
は
、
神
様
も
ご
存
知
で
し
ょ
う
。
霊
験
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
か
天
の
裁
き
を
お
下
し

く
だ
さ
い
。
私
も
死
ん
で
神
様
を
お
助
け
致
し
ま
す
」
こ
う
し
て
家
に
帰
る
と
、
剃
刀
で
首
を
斬
っ
て
死
ん
だ
。

　

 　

数
日
後
、
屏
風
の
陰
か
ら
突
然
、
桂
英
が
姿
を
現
し
た
。
桂
英
は
侍
女
に
い
っ
た
。「
い
ま
よ
う
や
く
魁
へ
の
恨
み
を
晴
ら
す
こ

と
が
で
き
る
。
神
様
が
兵
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
」。
侍
女
が
見
る
と
、
桂
英
は
大
き
な
馬
に
跨
り
、
手
に
は
剣
を
持
ち
、
数

十
人
の
兵
を
従
え
て
、
西
に
向
か
っ
て
行
っ
た
。

　

 　

侍
女
が
魁
の
家
を
訪
ね
る
と
、
家
の
人
は
、
桂
英
が
剣
を
手
に
、
全
身
血
だ
ら
け
の
姿
で
天
か
ら
降
り
て
き
た
と
い
う
。
そ
し
て

「
他
の
者
に
恨
み
は
な
い
。
私
が
欲
し
い
の
は
裏
切
り
者
の
王
魁
だ
け
だ
」
と
い
う
の
で
、
あ
る
者
が
「
魁
さ
ま
は
い
ま
南
京
で
試

験
官
を
し
て
お
り
ま
す
」
と
答
え
る
と
、
姿
を
消
し
た
と
い
う
。
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魁
が
深
夜
、
貢
院
の
中
で
試
験
の
採
点
を
し
て
い
る
と
、
一
人
の
人
が
空
か
ら
降
り
て
き
た
。
見
る
と
桂
英
で
あ
る
。
桂
英
は
髪

を
振
り
乱
し
、
剣
を
手
に
叫
ん
だ
。「
王
魁
、
こ
の
裏
切
り
者
！
探
し
に
さ
が
し
た
ぞ
。
見
つ
か
ら
ぬ
と
思
っ
た
ら
、
こ
ん
な
と
こ

ろ
に
い
た
か
」
魁
は
言
い
訳
の
し
よ
う
も
な
く
、「
私
が
悪
か
っ
た
。
坊
さ
ん
を
呼
ん
で
読
経
を
さ
せ
、
紙
銭
も
た
く
さ
ん
焼
く
か

ら
、
ど
う
か
許
し
て
く
れ
」
と
い
う
と
、
桂
英
は
「
私
が
欲
し
い
の
は
お
前
の
命
だ
け
。
読
経
も
紙
銭
も
無
用
だ
」
と
い
っ
た
。
周

囲
の
者
に
は
、
声
は
聞
こ
え
る
が
姿
は
見
え
な
い
。
す
る
と
魁
は
突
然
鋏
で
自
ら
を
刺
し
た
。
周
囲
の
者
が
止
め
た
の
で
、
大
事
に

は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
徐
州
に
送
り
返
さ
れ
る
と
、
ふ
た
た
び
刀
で
自
ら
を
刺
し
た
。
母
の
お
か
げ
で
一
命
は
取
り
止
め
た
も
の
の
、

魁
は
生
き
る
意
欲
を
す
っ
か
り
失
っ
て
い
た
。
徐
州
に
夢
占
い
を
す
る
馬
守
素
と
い
う
道
士
が
い
た
。
魁
の
母
が
こ
の
道
士
に
祈
祷

を
さ
せ
る
と
、
夢
で
魁
と
一
人
の
婦
人
が
髪
を
繋
い
で
役
所
の
中
に
い
る
の
が
見
え
た
。
道
士
は
魁
の
母
に
「
も
は
や
魁
殿
を
救
う

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
。
そ
の
数
日
後
、
魁
は
自
ら
を
刺
し
て
死
ん
だ
。

こ
れ
は
講
釈
の
種
本
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
南
戯
『
王
魁
』
も
恐
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
物
語
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
モ
デ
ル
と
な
っ
た
王
俊

民
に
し
て
み
れ
ば
、
と
ん
だ
冤
罪
を
か
け
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
当
時
は
こ
う
し
た
「
負
心
」
芝
居
が
大
ヒ
ッ
ト
し
た
ら
し
く
、
宋
代
の
南

戯
と
し
て
知
ら
れ
る
五
種
の
作
品
の
中
、
な
ん
と
三
種
が
「
負
心
漢
」
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た9
。

で
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
芝
居
が
ヒ
ッ
ト
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
中
国
の
伝
統
演
劇
の
主
要
な
舞
台
が
寺
廟
の
祭
礼

な
ど
で
上
演
さ
れ
る
村
芝
居
で
あ
り
、
そ
れ
を
最
も
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
が
女
性
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
時
代
は
下
る
が
、
清
代
の
台

湾
の
地
方
志
『
諸
羅
県
志
』
に
は
、
女
性
た
ち
が
村
芝
居
に
集
ま
る
よ
う
す
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

 　

 　

芝
居
は
昼
夜
を
問
わ
ず
行
わ
れ
、
付
近
の
村
か
ら
は
女
性
た
ち
が
三
々
五
々
車
に
乗
っ
て
や
っ
て
く
る
。
数
人
が
車
の
中
に
坐
っ
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て
舞
台
を
取
り
囲
む
。
数
十
里
も
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
来
る
者
も
い
る
。
着
飾
り
も
せ
ず
、
車
に
も
乗
ら
ず
、
夫
や
親
に
連
れ
ら
れ

て
や
っ
て
来
る
の
で
あ
る10
。

 

飲
む
、
打
つ
、
買
う
と
楽
し
み
の
多
い
男
性
と
は
異
な
り
、
女
性
た
ち
に
と
っ
て
村
芝
居
は
数
少
な
い
娯
楽
の
場
だ
っ
た
。
平
凡
な
日

常
か
ら
離
れ
、
空
想
の
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
村
芝
居
。
そ
れ
が
い
か
に
女
性
の
心
に
響
く
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
当
時
芝
居
が
引

き
起
こ
し
た
い
く
つ
か
の
事
件
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
南
宋
末
の
咸
淳
四
～
五
年（
一
二
六
八
～
六
九
）、
都
で
は
黄

可
道
が
書
い
た
南
戯
『
王
煥
』
が
大
流
行
し
た
。
こ
れ
は
王
煥
と
い
う
若
者
が
、
愛
す
る
名
妓
・
賀
憐
憐
と
結
ば
れ
る
た
め
、
軍
に
身
を

投
じ
、
戦
功
を
挙
げ
て
、
悪
徳
将
軍
の
妾
と
な
っ
て
い
た
賀
憐
憐
を
救
い
出
す
と
い
う
波
乱
万
丈
の
ロ
マ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
芝
居
は

同
じ
境
遇
に
あ
っ
た
女
性
た
ち
の
心
を
動
か
し
、
役
人
の
妾
た
ち
が
集
団
で
逃
げ
出
す
と
い
う
事
件
も
起
き
て
い
る11
。
一
方
、
不
実
な
男

の
末
路
に
留
飲
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
「
負
心
」
芝
居
だ
っ
た
。
南
戯
の
『
趙
貞
女
』
や
『
王
魁
』
が
永
嘉（
温
州
）で
誕
生
し
た

の
は
、
南
宋
の
光
宗
の
時
代（
在
位
一
一
九
〇
～
九
四
年
）だ
が12
、
光
宗
の
従
兄
弟
で
あ
る
趙
閎
夫
は
、
こ
れ
ら
の
芝
居
を
禁
じ
る
御
触
書

ま
で
出
し
た
と
い
う13
。「
負
心
漢
」
へ
の
復
讐
劇
が
宋
王
朝
の
宗
室
を
も
動
か
す
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

 

二
、『
鉄
輪
』
と
町
衆

話
を
『
鉄
輪
』
に
戻
そ
う
。
わ
が
国
の
「
負
心
」
芝
居
と
も
い
う
べ
き
『
鉄
輪
』
に
は
、
二
つ
の
興
味
深
い
特
徴
が
あ
る
。

一
つ
は
、
記
録
上
の
初
見
が
内
裏
で
の
「
手
猿
楽
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

室
町
時
代
、
内
裏
で
の
猿
楽
の
上
演
に
は
か
な
り
の
抵
抗
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
応
永
三
十
四
年（
一
四
二
七
）、
摂
津
の
榎
並
座
が

内
裏
で
猿
楽
を
行
っ
た
際
に
は
、「
昔
よ
り
禁
中
に
お
い
て
の
猿
楽
、
そ
の
例
、
更
に
以
て
あ
る
べ
か
ら
ず
。（
中
略
）諸
人
、
眉
を
顰
め
、
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閉
口
す
る
ば
か
り
な
り14
」
と
、
厳
し
い
非
難
の
声
が
上
が
っ
た
。
そ
こ
で
、
翌
正
長
元
年（
一
四
二
八
）、
内
侍
所
で
神み
く
じ籤

が
行
わ
れ
、
内

裏
で
の
猿
楽
は
禁
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

禁
止
さ
れ
た
と
は
い
え
、
天
皇
や
女
御
た
ち
も
猿
楽
は
見
た
い
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
口
実
と
な
っ
た
の
が
、
素
人
に
よ
る

「
手
猿
楽
」
で
あ
っ
た
。
内
裏
で
の
猿
楽
が
禁
止
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
賎
業
の
一
つ
と
見
做
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
素
人
が
や
る

分
に
は
問
題
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る15
。

文
明
十
三
年（
一
四
八
一
）、
内
裏
で
応
仁
の
乱
後
初
め
て
の
猿
楽
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
主
催
し
た
の
も
下
京
三
条
の
医
師
・
竹
田
法

印
昭
慶
ら
の
手
猿
楽
だ
っ
た16
。
当
時
、
京
都
は
二
条
大
路
を
境
と
し
て
、
上
京
と
下
京
の
二
つ
の
町
に
分
か
れ
て
い
た
。
内
裏
や
幕
府
の

あ
る
上
京
は
、
応
仁
の
乱
で
焼
け
野
原
と
な
っ
て
い
た
が
、
商
工
業
者
な
ど
の
町
衆
が
暮
ら
す
下
京
は
、
比
較
的
被
害
が
少
な
か
っ
た
。

こ
の
下
京
の
町
衆
が
、
内
裏
で
の
猿
楽
を
復
活
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

長
享
二
年（
一
四
八
八
）、
内
裏
で
『
鉄
輪
』
が
上
演
さ
れ
た
。『
鉄
輪
』
の
記
録
上
の
初
見
だ
が
、
こ
れ
を
行
っ
た
の
も
亀
大
夫
と
い

う
手
猿
楽
で
あ
っ
た
。
亀
大
夫
の
出
自
や
身
分
は
明
ら
か
で
な
い
が
、「
七
条
亀
大
夫
」
と
も
呼
ば
れ
お
り
、
下
京
七
条
の
住
人
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る17
。

『
鉄
輪
』
の
女
の
夫
、
す
な
わ
ち
「
本
妻
を
ば
離
別
仕
り
、
新
し
き
妻
を
語
ら
ひ
て
候
ふ
」
と
い
う
男
も
「
下
京
辺
に
住
居
仕
る
者
」

と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
鉄
輪
』
は
、
下
京
の
町
衆
に
よ
っ
て
い
ち
早
く
舞
台
に
か
け
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
容
も
、
皇
族
や
公
家
の
世

界
を
描
い
た
『
葵
上
』
と
は
対
照
的
に
、
京
都
の
下
町
で
起
こ
っ
た
世
話
物
的
な
事
件
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
興
味
深
い
点
は
、
町
衆
の
信
仰
と
さ
れ
る
法
華
信
仰
の
影
響
が
窺
え
る
こ
と
で
あ
る
。

『
鉄
輪
』
の
前
場
の
舞
台
は
、
法
華
経
の
守
護
神
で
あ
る
三
十
番
神
の
一
つ
の
貴
船
神
社
で
あ
り
、
後
場
で
鬼
と
化
し
た
女
を
退
散
さ
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せ
た
の
も
三
十
番
神
で
あ
る
。
女
が
御
幣
の
中
の
三
十
番
神
に
恐
れ
お
の
の
く
姿
を
、
地
謡
は
こ
う
謡
っ
て
い
る
。

　
（
地
）　

こ
と
さ
ら
恨
め
し
き

　
　
　
　

あ
だ
し
男
を
取
っ
て
行
か
ん
と　

臥
し
た
る
枕
に
立
ち
寄
り
見
れ
ば

　
　
　
　

恐
ろ
し
や
御
幣
に　

三
十
番
神
ま
し
ま
し
て

　
　
　
　

魍
魎
鬼
神
は
穢
ら
は
し
や　

出
で
よ
出
で
よ
と　

責
め
給
ふ
ぞ
や

　
　
　
　

腹
立
ち
や
思
ふ
夫
を
ば　

取
ら
で
剰
さ
へ
神
々
の

　
　
　
　

責
め
を
蒙
る
悪
鬼
の
神
通

三
十
番
神
と
は
、
一
ヶ
月
三
十
日
の
間
、
毎
日
輪
番
で
仏
法
を
守
る
日
本
の
神
々
を
い
う
。
も
と
は
天
台
宗
が
神
仏
習
合
思
想
に
基
づ

い
て
仏
教
の
守
護
神
と
し
た
も
の
だ
が
、
永
仁
二
年（
一
二
九
四
）、
日
蓮
の
弟
子
の
日
像
が
京
都
で
の
布
教
を
始
め
た
と
き
、
こ
れ
を
法

華
経
の
守
護
神
と
し
た
。
神
祇
信
仰
の
篤
い
京
都
の
人
々
に
、
日
蓮
の
教
え
を
広
め
る
た
め
で
あ
る
。
日
像
の
布
教
に
よ
っ
て
法
華
信
仰

が
広
ま
る
と
、
各
地
の
寺
に
は
三
十
番
神
を
祀
る
番
神
堂（
番
神
社
）が
建
立
さ
れ
、
現
世
利
益
を
求
め
る
町
衆
た
ち
の
信
仰
を
集
め
た18
。

前
述
の
竹
田
法
印
昭
慶
に
は
、
も
う
一
つ
の
名
前
が
あ
る
。『
善ぜ
が
い界

』
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
竹
田
法
印
定
盛
で
あ
る
。『
善
界
』
は
、

大
唐
の
天
狗
の
首
領
・
善
界
坊
が
、
日
本
の
仏
法
を
妨
げ
よ
う
と
、
愛
宕
山
の
天
狗
・
太
郎
坊
と
謀
っ
て
比
叡
山
を
狙
う
が
、
飯
室
の
僧

正（
ワ
キ
）の
祈
祷
に
よ
っ
て
現
れ
た
神
々
に
責
め
ら
れ
、
退
散
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
神
々
が
登
場
す
る
よ
う
す
を
、
善
界
坊（
シ
テ
）

と
地
謡
は
こ
う
謡
っ
て
い
る
。

　
（
地
）　

そ
の
時
御
声
の　

下
よ
り
も　

そ
の
時
御
声
の　

下
よ
り
も

　
　
　
　

明
王
現
は
れ　

出
で
給
へ
ば　

矜
迦
羅
制
多
迦　

十
二
天
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お
の
お
の
降
魔
の
力
を
合
は
せ
て　

御
先
を
払
つ
て　

お
は
し
ま
す

　
（
シ
テ
）明
王
諸
天
は　

さ
て
置
き
ぬ

　
（
地
）　

明
王
諸
天
は　

さ
て
置
き
ぬ　

東
風
吹
く
風
に　

東
を
見
れ
ば

　
（
シ
テ
）山
王
権
現

　
（
地
）　

南
に
男
山

　
（
シ
テ
）西
に
松
の
尾

　
（
地
）　

北
野
や
賀
茂
の　

山
風
神
風

「
明
王
」
と
は
「
不
動
明
王
」、「
矜こ
ん
が
ら

迦
羅
」「
制せ
い
た
か

多
迦
」
は
不
動
明
王
の
左
右
に
侍
す
る
二
童
子
、「
十
二
天
」
は
天
上
界
に
住
む
十
二

の
神
々
、
い
ず
れ
も
仏
法
の
守
護
神
と
し
て
知
ら
れ
る
イ
ン
ド
の
神
々
で
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
ら
異
国
の
神
々
を
「
さ
て
置
き
ぬ
」
と
し

て
、
日
本
の
神
々
が
颯
爽
と
登
場
す
る
。
京
都
の
東
に
あ
る
「
山
王
権
現
」（
日
吉
大
社
）、
南
に
あ
る
「
男
山
」（
石
清
水
八
幡
宮
）、
西

に
あ
る
「
松
の
尾
」（
松
尾
大
社
）、
北
に
あ
る
「
北
野
」「
賀
茂
」（
北
野
天
満
宮
と
上
賀
茂
・
下
賀
茂
神
社
）、
い
ず
れ
も
京
の
町
を
四

方
か
ら
守
る
三
十
番
神
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
下
京
の
町
衆
の
一
人
で
あ
っ
た
竹
田
法
印
定
盛
は
、『
善
界
』
の
詞
章
の
中
に
も
法
華
信
仰
の
守
護
神
を
忍
ば
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。

 

三
、『
鉄
輪
』
は
な
ぜ
誕
生
し
た
の
か

そ
れ
で
は
、『
鉄
輪
』
は
な
ぜ
誕
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
長
尾
一
雄
氏
は
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る19
。
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「
剣
の
巻
」
の
顕
著
な
説
話
の
ひ
と
つ
で
あ
る
鉄
輪
の
も
の
が
た
り
は
、
嫉
妬
の
激
し
さ
に
お
い
て
も
、
そ
の
あ
つ
か
わ
れ
方
に

お
い
て
も
、
ま
た
お
そ
ら
く
有
名
さ
の
程
度
に
お
い
て
も
「
葵
上
」
に
匹
適
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
著
し
く
非
王
朝
的
且
つ
行

動
的
な
る
こ
と
、
謡
曲
製
作
年
代
の
一
般
の
人
心
と
「
葵
上
」
に
比
し
て
よ
り
近
く
訴
え
得
る
要
素
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に

着
目
し
た
謡
曲
作
者
は
、「
葵
上
」
の
世
界
に
対
す
る
一
種
の
世
話
物
的
な
位
置
を
こ
の
説
話
に
発
見
し
て
、
そ
の
世
界
を
世
話
物

と
し
て
完
成
し
よ
う
と
志
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

 

長
尾
氏
に
よ
れ
ば
、『
鉄
輪
』
が
誕
生
し
た
の
は
、
こ
の
曲
の
素
材
と
な
っ
た
「
剣
の
巻
」
の
鉄
輪
の
物
語
に
「
一
般
の
人
心
」
に
訴

え
る
世
話
物
的
な
要
素
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
の
「
一
般
の
人
心
」
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
中
世
の
庶
民
女
性
た
ち
の
心
」

と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

女
性
が
社
会
の
弱
者
に
陥
り
や
す
い
こ
と
は
、
い
ま
も
む
か
し
も
変
わ
り
な
い
。
た
と
え
ば
、
九
世
紀
に
景
戒
が
著
し
た
『
日
本
霊
異

記
』
に
は
、
貧
し
さ
に
苦
し
む
者
の
話
が
九
話
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
八
話
が
女
性
の
話
で
あ
る20
。
男
女
の
格
差
が
比
較
的

少
な
か
っ
た
古
代
で
さ
え
こ
う
な
の
だ
か
ら
、
嫁
入
婚
・
夫
方
居
住
が
一
般
化
し
、
格
差
が
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た
中
世
と
も
な
れ
ば
、
男

の
心
変
わ
り
に
よ
る
離
婚
な
ど
到
底
容
認
で
き
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
中
世
の
法
は
不
平
等
で
、
既
婚
女
性
の
密
懐（
婚
外

性
関
係
）は
い
か
な
る
場
合
も
厳
罰
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
既
婚
男
性
は
人
妻
を
相
手
と
し
な
い
か
ぎ
り
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た21
。

こ
う
し
て
日
本
で
も
、
王
魁
の
よ
う
な
「
負
心
漢
」、『
鉄
輪
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
二
道
か
く
る
あ
だ
人
」
へ
の
復
讐
劇
が
誕
生
し
た
の

で
あ
る
。
中
世
の
女
性
、
と
く
に
庶
民
の
女
性
に
と
っ
て
は
、『
葵
上
』
の
よ
う
な
「
後う
わ
な
り妻
打
ち
」
よ
り
も
、『
鉄
輪
』
の
よ
う
な
復
讐
劇

の
ほ
う
が
、
よ
り
心
に
響
く
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
み
る
と
、『
鉄
輪
』
の
記
録
上
の
初
見
が
下
京
の
町
衆
に
よ
る
「
手
猿
楽
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
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が
「
下
京
辺
に
住
居
仕
る
者
」
で
あ
る
こ
と
、
鬼
と
化
し
た
女
を
退
散
さ
せ
た
の
が
町
衆
の
信
仰
す
る
「
三
十
番
神
」
で
あ
る
こ
と
、
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
偶
然
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
古
代
か
ら
中
世
へ
と
い
う
大
き
な
社
会
変
化
の
中
で
、
中
国
の
庶
民
女
性
た

ち
が
南
戯
『
王
魁
』
な
ど
の
「
負
心
」
芝
居
を
最
初
の
ヒ
ッ
ト
作
と
し
た
よ
う
に
、
日
本
で
も
京
都
の
下
町
に
暮
ら
す
庶
民
女
性
た
ち
が

『
鉄
輪
』
の
誕
生
を
後
押
し
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
鉄
輪
』
と
中
国
の
「
負
心
」
芝
居
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
興
味
深
い
の
は
内
裏
で
手
猿
楽
を
行
っ
た
者
の
中
に
も
、
中
国

に
ル
ー
ツ
を
持
つ
も
の
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。

『
善
界
』
の
作
者
・
竹
田
法
印
定
盛
の
祖
父
・
竹
田
昌
慶
は
、
応
安
二
年（
一
三
六
九
）、
建
国
し
た
ば
か
り
の
明
に
渡
り
、
金
翁
道
士

に
就
い
て
医
を
学
ん
だ
。
そ
の
間
、
道
士
の
娘
を
妻
に
迎
え
、
永
和
四
年（
一
三
七
八
）、
帰
国
し
た
。
昌
慶
夫
婦
の
間
に
は
、
直
慶
と
善

慶
と
い
う
二
人
の
子
が
生
ま
れ
、
定
盛
は
こ
の
善
慶
の
子
、
す
な
わ
ち
日
本
人
の
祖
父
と
中
国
人
の
祖
母
を
持
つ
ク
ウ
ォ
ー
タ
ー
で
あ
る22
。

ち
な
み
に
祖
父
の
昌
慶
は
、
在
明
中
、
太
祖
の
后
の
難
産
を
救
い
、
安
国
公
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
明
の
太
祖
と
い
え

ば
、『
琵
琶
記
』
が
大
の
お
気
に
入
り
で
、「
四
書
五
経
は
、
木
綿
や
豆
、
雑
穀
と
同
じ
で
、
ど
の
家
に
も
あ
る
も
の
だ
が
、
高
明
の
『
琵

琶
記
』
は
、
山
海
の
珍
味
と
同
じ
で
、
富
貴
の
家
に
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ23
」
と
、
毎
日
の
よ
う
に
上
演
さ
せ
て
い
た
と
い
う
。

『
琵
琶
記
』
は
、
宋
代
の
「
負
心
」
芝
居
の
一
つ
で
あ
る
南
戯
『
趙
貞
女
』
を
、
元
末
明
初
の
高
明
が
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
改
作
し
た
も

の
で
あ
る
。
も
し
昌
慶
の
話
が
本
当
だ
と
す
れ
ば
、『
琵
琶
記
』
を
見
る
機
会
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
定
盛
が
生
ま
れ
た
と
き（
応
永
二
十
八

年（
一
四
二
一
）生
）、
祖
父
の
昌
慶
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
が（
康
暦
二
年（
一
三
八
〇
）没
）、
父
・
善
慶
な
ど
か
ら
祖
父
の
話
を
聞

く
機
会
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
人
、
文
明
十
四
年（
一
四
八
二
）、
内
裏
で
手
猿
楽
を
上
演
し
た
饅
頭
屋
「
塩
瀬
」
の
一
族
も
中
国
人
の
末
裔
で
あ
る
。「
塩
瀬
」

の
祖
・
林
浄
因
は
浙
江
の
人
で
、
元
の
至
正
元
年（
一
三
四
一
）、
入
元
僧
・
龍
山
徳
見
禅
師
に
随
侍
し
て
日
本
に
渡
り
、
奈
良
で
饅
頭
屋
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を
開
い
た
。
禅
師
が
亡
く
な
る
と
、
浄
因
は
帰
国
し
た
が
、
日
本
人
の
妻
と
子
ど
も
た
ち
は
饅
頭
屋
の
家
業
を
続
け
た
。
長
禄
四
年

（
一
四
六
〇
）、
五
代
孫
の
惟
天
盛
祐
が
京
都
に
店
を
開
き
、
こ
の
京
都
の
店
は
後
に
北
家
と
南
家
に
分
か
れ
た
。
応
仁
の
乱
の
際
、
京
都

北
家
は
三
河
国
設
楽
郡
塩
瀬（
愛
知
県
新
城
市
）に
一
時
疎
開
し
、
そ
れ
以
降
「
塩
瀬
」
の
屋
号
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う24
。

『
鉄
輪
』
を
演
じ
た
下
京
の
町
衆
に
と
っ
て
、
中
国
は
意
外
に
身
近
な
存
在
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

〔
注
〕

１　
（
南
朝
宋
）范
曄
『
後
漢
書
』
宋
弘
傳

２　
（
清
）徐
松
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
舉
九
之
三
○
孝
宗
乾
道
九
年
六
月
二
十
七
日

３　
（
清
）徐
松
『
宋
會
要
輯
稿
』
選
舉
一
二
之
三
九
童
子
科
孝
宗
嘉
定
五
年
四
月
十
一
日

４　
（
宋
）江
少
虞
『
事
實
類
苑
』
巻
第
七
十 
楊
孜
。

５　
（
宋
）張
師
正
『
括
異
志
』
巻
三 

王
廷
評

６　
（
宋
）初
虞
世
「
王
状
元
任
先
生
碧
霞
丹
致
死
状
」（『
古
今
録
験
養
生
必
用
方
』
所
収
）。
こ
の
一
文
は
、（
宋
）周
密
『
斉
東
野
語
』
巻
六 

王
魁

伝
の
中
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
近
年
、
南
京
図
書
館
に
清
の
同
治
二
年（
一
八
六
三
）に
葉
廷
琯
が
抄
写
し
た
『
古
今
録
験
養
生
必
用
方
』

の
写
本
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
二
〇
一
九
年
、
影
印
本
が
中
医
古
籍
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
岡
本
不
二
明
「『
王
魁
』
関
係
資
料
」

（
岡
山
大
学
文
学
部
紀
要
第
三
四
号 

二
〇
〇
〇
年
）

７　
（
宋
）李
燾
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
九
四 

仁
宗 

嘉
祐
六
年

８　
（
明
）徐
渭
『
南
詞
叙
録
』
叙
文
「
南
戯
始
於
宋
光
宗
朝
、
永
嘉
人
所
作
『
趙
貞
女
』『
王
魁
』
二
種
実
首
之
。」（
明
）葉
子
奇
『
草
木
子
』
巻
四

之
下
「
俳
優
戯
文
始
於
『
王
魁
』、
永
嘉
人
作
之
。」

９　

宋
代
の
南
戯
と
し
て
は
、『
趙
貞
女
蔡
二
郎
』、『
王
魁
』、『
王
煥
』、『
楽
昌
分
鏡
』、『
張
恊
状
元
』
の
五
種
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
『
趙

貞
女
蔡
二
郎
』、『
王
魁
』、『
張
恊
状
元
』
の
三
種
が
「
負
心
漢
」
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
。



17　『鉄輪』について

10　
（
清
）陳
夢
林
『
諸
羅
県
志
』
巻
八 

風
俗
志

11　
（
元
）劉
一
清
『
銭
塘
遺
事
』
巻
六 

戯
文
誨
淫
「
至
戊
辰
己
巳
間
、『
王
煥
』
戯
文
盛
行
于
都
下
。
始
自
太
学
，
有
黃
可
道
者
為
之
。
一
倉
官
諸

妾
見
之
，
至
于
群
奔
，
遂
以
言
去
。」（「
戊
辰
己
巳
」
は
、
南
宋
度
宗
咸
淳
四
年（
一
二
六
八
）～
五
年（
一
二
六
九
））

12　
（
明
）徐
渭
『
南
詞
叙
録
』
叙
文
「
南
戯
始
於
宋
光
宗
朝
、
永
嘉
人
所
作
『
趙
貞
女
』『
王
魁
』
二
種
実
首
之
。」

13　
（
明
）祝
允
明
『
猥
談
』
歌
曲
「
南
戲
出
於
宣
和
之
後
、
南
渡
之
際
，
謂
之
温
州
雑
劇
。
予
見
旧
牒
，
其
時
有
趙
閎
夫
榜
禁
，
頗
述
名
目
，
如

『
趙
真
女
』、『
蔡
二
郎
』
等
，
亦
不
甚
多
。」

14　
『
満
済
准
后
日
記
』
応
永
三
十
四
年
正
月
十
二
日
条

15　

五
島
邦
治
「
文
明
年
間
の
内
裏
手
猿
楽
に
つ
い
て
」（『
藝
能
史
研
究
』
第
一
一
三
号
、
一
九
九
一
年
）

16　

小
林
静
雄
「
竹
田
法
印
定
盛
考
」（『
謡
曲
作
者
の
研
究
』
能
楽
書
林
、
一
九
四
二
年
）、
大
島
壽
子
『
医
師
と
文
芸
─
室
町
の
医
師
竹
田
定
盛
』

（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
年
）

17　

能
勢
朝
次
『
能
楽
源
流
考
』
第
八
章
手
猿
楽
考（
ロ
）非
声
聞
師
系
の
猿
楽 

一
亀
大
夫（
西
川
大
夫
）

18　

藤
井
学
「
町
衆
の
信
仰
」（『
講
座
日
蓮
』
第
三
巻
、
春
秋
社
、
一
九
七
二
年
）

19　

長
尾
一
雄
「
鉄
輪
考
」（『
藝
文
研
究
』
第
十
二
号 
一
九
六
一
年
）

20　

三
舟
隆
之
「
貧
窮
す
る
女
性
た
ち
─
『
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
か
ら
」（『
駒
沢
史
学
』
第
九
三
号
、
二
〇
一
九
年
）

21　

総
合
女
性
史
研
究
会
編
『
史
料
に
み
る
日
本
女
性
の
あ
ゆ
み
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）五
七
頁

22　

同
注
16

23　
（
明
）徐
渭
『
南
詞
叙
録
』
叙
文
「
時
有
以
『
琵
琶
記
』
進
呈
者
。
高
皇
笑
曰
『
五
經
・
四
書
、
布
帛
・
菽
粟
也
、
家
家
皆
有
。
高
明
『
琵
琶

記
』
如
山
珍
・
海
錯
、
貴
富
家
不
可
無
。』
既
而
曰
『
惜
哉
、
以
宮
錦
而
制
鞵
也
』
由
是
日
令
優
人
進
演
。」

24　

川
島
英
子
『
ま
ん
じ
ゅ
う
屋
繁
盛
記
─
塩
瀬
の
六
五
〇
年
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）


