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『小
夜

衣
』

の
親

子

中

島

正

二

1

 

い
わ
ゆ
る
擬
古
物
語

の

一
つ

『
小
夜
衣
』

は
、
文
永

八
年

(
一
二
七

一
)

に

成
立

し
た
物
語
歌
集

『
風
葉
和
歌
集
』

に
歌
が
採
ら
れ

て
い
な
い
た

め
、
そ

の

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
(1
)

後

の
成
立

と
考

え
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
『
小
夜
衣
』

の
伝
本

の

う

ち
、
前

半

部

分
だ
け
か
ら
な

る
い
わ
ゆ
る

『
異
本
堤
中
納
言
物
語
』

の
奥
書

に
貞
治
三
年

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

(2
)

(
=
二
六
四
)
に
校
合
し
た
由

の
見

え
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前

の
成
立
と
考

え
る

こ
と
が
で
き
る
。
『
小
夜
衣
』
の
伝
本

は
古

い
も

の
で
も
近
世
初
期

を

さ

か
の
ぼ
り
得

る
も
の
は
な

い
の
で
、
そ
の
奥
書
を
疑
お
う
と
思
え
ば
疑
わ
れ
る

が
、
文

体
や
語
彙
を
見
る

か
ぎ
り
鎌
倉
後
期

か
ら
室
町
初
期

の
作
品
と
し
て
不

自
然

で
は
な
く
、
積
極
的
に
そ
れ
を
否
定
す

る
証
拠

は
挙
が

っ
て
い
な

い
の
が

現
状
で
あ
る
。

 

以
下

、
論
点

を
明
確

に
す
る
都
合

上

『
小
夜
衣
』

の
概
略

を
述

べ
る
。

 

『
小
夜
衣
』

の
女
主
人
公
は
按
察
使

の
大
納
言

の
娘

で
、
幼

い
時

に
母
を
な

く
し
祖
母
で
あ
る
尼
上
と
と
も
に
雲
林
院

で
暮

ら
し

て
い
る
。

 

 
姫
君

の
父
は
按
察
使

の
大
納
言

と
聞

え
給

へ
る
が
、

こ
の
尼
上

の
女
な

べ

 

 

て
な
ら
ず
と
聞

え
し
を
、
忍
び
て
通

ひ
給

ひ
し
ほ
ど

に
、

こ
の
姫
君
う

み

 
 
お
き
給
ひ

て
、
五

つ
ば
か
り

の
程

に
う

せ
給

ひ
に
け
れ
ば
、
そ

の
思
ひ
に

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

(3
)

 
 
さ
ま
を

か

へ
て
こ

の
山
里

に
は
す

み
給

ふ
な

る
べ
し

傍
線
部

に

「
忍
び
て
通

ひ
給

ひ
し
」
と

あ
る
よ
う

に
、
女
主
人
公

の
母
は
正
妻

で
は
な
く
、
別

の
箇
所

に
、
北

の
方

か
ら
圧
迫
を
受

け
て

い
た
よ
う

に
書

か
れ

て
い
る
。
そ

の
点

は
、
『
源
氏
物
語
』

の
タ

顔
や
紫

の
上

の
母

に
似

て

い

る
。

大
納
言
は
、
北

の
方

に
遠
慮
し

て
女
主
人
公
を
引
き
取

ら
ず
に

い

る

の

で

あ

る
。
彼

女

の
こ
と
を
伝

え
聞

い
た

こ
の
物
語

の
男
主
人
公
兵
部
卿

宮

は
、
宰
相

の
君
と

い
う
女
性

を
介

し
、
彼
女

の
も
と

に
通
う
よ
う

に
な
る
。
し

か
し
、
兵

部
卿

宮

の
遠
出

を
心
配
す
る
親
心
か
ら
、
彼

の
両
親
冷
泉
院

と
大

宮

は
、
関
白

の
中
君
と

の
結
婚
を
決

め
る
。
彼

が
女
主
人
公
を
思
う
気
持

ち
は
変
わ
ら
な

い

の
だ
が
、
こ
の
話
を
聞

い
て
雲
林

院

の
人

々
は
落

胆
し
、
尼

上
は
姫
君

の
将
来

を
心
配
す
る
。

一
方
、
按
察
使

の
大
納
言

は
、
北

の
方

の
実

の
娘

の
入
内
が
決

ま
り
、
そ

の
準
備

の
忙
し
さ

の
た
め
、
長

い
間
女

主
人

公
に
会

い

に
来

る
機
会

が
な
か

っ
た
が
、
あ
る
事

の
つ
い
で
に
雲
林
院

を
訪

れ
た
時
、
尼

上
か
ら
、
彼

女
を
迎

え
て
く
れ
と
頼
ま
れ
、
早
速

、
北
の
方

に
打

ち
明

け
る
。

北

の
方
は
娘

の
入
内

の
際

の
母
代
を
さ
が
し
て

い
た
と
こ
ろ
な

の
で
、
こ
の
申

し
出

に
賛
成

す
る
。
こ
う
し
て
大
納
言
邸

に
迎

え
ら
れ
た
女
主
人

公
は
、
北

の
方

の
娘

(梅
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壺

女
御
)

に
付
き
添
い
宮
中

に
入

る
。
と

こ
ろ
が
、
帝

は
、
梅
壺
女
御

よ
り
も

女
主
人
公

の
方
に
好
意
を
持
ち
、
や
が
て
帝

は
ひ
そ
か
に
思

い
を
女
主
人

公
に

打

ち
明

け
る
よ
う
に
な
り
、
彼
女

は
う
と
ま
し
く
思

う
。
あ
る
日
、
御
前

に
参

上

し
な
い
女
主
人

公
を
呼
び

に
帝
自
ら
彼
女

の
局

を
訪

れ
る
の
だ
が

、
そ

こ
を

運
悪

く
梅
壺
女
御

の
乳
母
子
小
弁

に
見
ら
れ
て
し
ま
う
。
事
情

を
知

っ
た
北

の

方

は
、
自
分

の
乳

母
子
民
部
丞

に
命

じ
て
、
誘
拐

さ
せ
監
禁

さ
せ
る
。
民
部
丞

の
妻

は
女
主
人
公
に
同
情
す
る

の
だ
が
、
民
部
丞

は
女
主
人

公
の
美

し
さ
に
魅

せ
ら
れ
て
、
邪
心

を
抱
く
よ
う

に
な
る
。

 

一
方
、
関
白
の
中
君
と
結
婚
し
た
も

の
の
、
兵
部
卿
宮

は
心

ひ
か
れ
ず
、
絶

え
間
が
ち
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
を
嘆
く
あ
ま
り
か
、
中
君

は
病
気

に
な
り
死

ん

で
し
ま
う
。

 

さ
て
、
民
部
丞

の
妻

は
、
彼
女

の
お
ば
が
宰
相

の
君

に
仕

え
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
女
主
人
公
を
救
出
す
る
計
画
を
た
て
る
。
宰
相

の
君

を
通

じ
て
計
画

を

打

ち
明
け
ら
れ
た
按
察
使

の
大
納
言

は
、
民
部
丞

の
家

を
訪

れ
、
そ

こ

へ
女
主

人

公
が
民
部

丞
の
子
供
を
介
し

て
手
紙
を
送

り
、
大
納
言

は
そ

こ
で
初

め
て
事

情
を
知

っ
た
ふ
り

を
し

て
、
民
部

丞
を
案
内

さ
せ
女
主
人

公
を
助
け
出
す
。
大

納
言

は
ま
ず
彼
女

を
雲
林
院

の
尼
上

の
も
と
に
連

れ
て
行

く
。
大
納
言

の
北

の

方

は
居
づ
ら
く
な

っ
て
四
条

に
移

り
、
そ

の
娘
梅
壺
女
御

は
帝

に
か
ま
わ
れ
な

く
な
り
寂
し
い
思

い
を
す
る
。
兵
部
卿
宮

は
宰
相

の
君

か
ら
事

の
な
り
ゆ
き
を

聞
き
、
雲
林
院

に
行
き
女
主
人
公
を
院

に
迎

え
る
。
女
主
人
公

を
忘

れ
ら

れ
な

い
帝

は
病
気

に
な

り
、
譲

位
し
、
兵
部
卿
宮

は
春
宮

に
な

る
。
そ

の
後

は
、
継

子
課

の
類
型
通
り
、
兵
部

卿
宮
は
帝

に
、
女
主
人

公
は
后

に
な

り
、
子
を
多
く

も
う
け
、
娘

が
春
宮
女
御

に
な
る
、
と

い

っ
た
幸
福

を
手

に
入

れ
、 
一
方
、
継

母
の
北

の
方

は
人

に
う
と
ま
れ
零
落
し
、
民
部
丞

は
法
師

に
な

る
。

ま
た
、
按

察
使

の
大
納
言

は
大
将
、
大
臣
、
関
白

と
出
世

し
、
女
主
人
公

の
支
援
者
た
ち

も
そ
れ
ぞ
れ
幸
福
を
手

に
入
れ
る

、
梅
壺

女
御

は
女
主
人
公
の
は
か
ら

い
で
、

も
と

の
よ
う
に
梅
壺

に
住
む
こ
と
に
な
る
。

 
以
上
を
ご
く
大
ま

か
に
ま
と
め
る
と
、
『
小
夜
衣
』
は
兵
部
卿
宮

と
女

主

人

公
と
の
恋
愛
潭
、
継
子
鎮

の
物

語
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

 
と
こ
ろ
で
、
継
子
揮

の
物
語
と

い

え

ば

『落
窪

物
語
』
『
住
古
物

語
』
な
ど

が
あ
る
が
、
そ
れ

ら
と
く
ら

べ
て

『
小
夜
衣

』

の
特
異
な
点

は
、
継

子

(
11
女

主
人
公
)
の
救
出

に
男
主
人
公

(
H
兵
部
卿
宮

)
が
積
極

的
な
役
割

を
果

た
さ

ず
、
む
し
ろ
実
父

の
按
察
使

の
大
納
言

が
活
躍

す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
だ

い
た
い
継

子
諄

に
お
け
る
実
父
と

い
う

の
は
少

し
間
抜

け
な
役

回
り
で
あ
り
、

例
え
ば
、
『
落
窪
物
語
』
で
は
、
北

の
方

の
策
略

に
は
ま
り
落
窪

の
君

の

幽

閉

を
自

ら
命

じ
て
し
ま
う
し
、
『住

吉
物

語
』
で
も
、
北

の
方

に
だ
ま

さ

れ
、
姫

君

の
入
内

を
思

い
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
男
主
人
公
が
女

主
人

公
を
救
出
す

る
こ

と
は
男
主
人

公
の
愛
情

の
深
さ

の
強
調

に
も
な
る
は
ず

で
あ

る
。

そ

う

す

る

と
、
『
小
夜
衣
』

の
、
実
父
が
継

子
を
救
出

す
る
と
い
う
特
異
さ

は
何

を

意

味

す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

こ
れ
を
問
題
点

の

一
つ
目
と
す
る
。

 
女

主
人

公
は
母
親

の
死
後
、
祖
母
で
あ
る
尼

上
に
育

て
ら
れ

た
と
先

に
述

べ

た
が
、
そ
の
説
明

の
箇
所
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

 
 
こ

の
尼

上
は
三
条
院

の
御

時
、
中
将

の
命
婦

と
て
み
め
か
た
ち
人

に
す
ぐ

 
 
れ
て
お
は
し
ま

し
し
を
、

二
条
わ
た
り
に
住

み
給

ひ
し
左
衛
門
督

と
聞
え

 
 
し
人

の
ぬ
す

み
と
り
給
ひ
て
、
か

の
姫

君

(
女
主
人

公
)

の
母
を
ば
ま
う

 
 
け
給

ひ
て
、

ほ
ど
な
く
う

せ
給

ひ
に
け
り
。

こ
こ
で
は
、
尼
上
が
誰

の
子
で
あ
る

の
か
と
い

っ
た
血
筋
l
I
と
り

も
な
お

さ

ず
、
そ
れ
は
女
主
人
公

の
血
筋
で
も
あ
る
ー

は
示
さ
れ
ず
、
尼

上
が
誘
拐

さ

れ
た
女
性

で
あ
り
、
女
主
人
公

の
母

は
誘
拐

さ
れ
た
女
性

と
誘
拐

し
た
男
性

と

の
子
で
あ
り
、
女
主
人
公
は
そ

の
孫
で
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
け

が
書

か
れ
て
い

一27一



る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
物
語
文
学

に
お
い

て
主
人
公

の
血
筋

は
極

め
て
重
要

な

の
で
あ

っ
て
、
継

子
潭

で
あ

っ
て
も
同
様

の
は
ず
で
あ
る
。
例

え

ば
、
・
『
落

窪
物
語
』
で
は
女
主
人
公

は

「
わ

か
う
ど
を
り
腹

の
君
と
て
母
も
な
き
御

む
す

め
」
、
『
住
吉
物

語
』
で
は
諸
本
間

に
異
同
が
あ
る
が
、
だ

い
た
い

「
占

き
宮
腹

の
御
娘

(
の
娘

)
」
ま
た
は

「
古
き
帝

の
御
娘

(
の
娘

)
」
と
な

っ
て
い
て
、

い

ず

れ
も
、
女
主
人
公
の
母
方

の
血
筋
が
も
と
も
と
高
貴

な
も

の
で

あ

る

こ

と

が
、

は

っ
き
り
と
示

さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
『
小
夜
衣
』

の
、
女
主
人

公

の

祖
母
が
盗
ま
れ
た
女
性

で
あ

る
と

い
う
設
定

は
ど
ん
な
意
味

を
持

っ
て
い
る
の

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(4
)

か
。

こ
れ
を
問
題
点

の
二

つ
目
と
す
る
。

 
小
論

は
、
今

あ
げ

た
二
つ
の
問
題
点

の
解
明
を
足
が
か

り

に
、
『
小
夜
衣
』

に
お
け

る
人
物
関
係

と
物
語
と

の
関
わ
り
を
考

察
す
る
も

の
で
あ
る
。

2

 

ま
ず
、

二
番

目
の
問
題
点
、
女
主
人
公

の
祖

母
が
盗
ま
れ
た
女
性

で
あ
る
の

は
ど
う

い
う
こ
と
な

の
か
に

つ
い
て
考
え

て
み
た

い
。
結
論
を
先

に
述

べ
れ
ば

盗
ま

れ
た
女
性

と
い
う
こ
と
は
、
自
分
本
来

の
庇
護
者
イc
あ
る
親

(
特

に
こ
こ

で
は
父
親
)
か
ら
引

き
離
さ

れ
た
女
性
と

い
う
意
味
が
あ
る
と
思
う
。

 
女
主
人
公

の
家
系

を
考

え
る
と
、
彼
女

の
祖
母
は
盗
ま
れ
て
親

か
ら
切
り
離

さ
れ
、
盗
ん
だ
男
ー

一
応

は
夫
ー

に
先
立
た
れ
た
女
性
で
あ
り
、
そ

の
娘

つ
ま
り
女
主
人
公

の
母
は
父
を
持

た
な

か

っ
た
女
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

 
 

母
に
て
侍
り
し
人

の
時

(
女

主
人
公

の
母
が
生
き

て
い
る
時

)
よ
り
、
北

 
 

の
方

の
お
そ
ろ
し
さ
は
思

ひ
知
り
侍
り

し
か
ば
、
年
ご
ろ
近
づ
く
事

も
侍

 
 

ら
ず
…
…

(大

納
言
邸

に
女

主
人

公
を
)
わ
た

し
聞
え
し

に
、
今

思
ひ
侍

 
 

る
に
は
、
何
し
に
よ
か
ら
ぬ
あ
た
り
に
ゆ

る
し
侍
り

け
ん
と
、
今
は
是

さ

 
 

へ
な
げ

か
れ
て

と
い
う

、
女
主
人

公
が
行
方
不
明

に
な

っ
た
際

の
尼
上
の
悲
嘆

の
言
葉

か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
女
主
人
公

の
母

は
、
北

の
方

か
ら
圧
迫

さ
れ
て
い
て
、
按
察
使

の
大
納
言

の
愛
情
を
受
け

ら
れ
な

い
状
況
に
あ

っ
た
。

っ
ま
り
、
女
主
人

公
の

祖

母
、

母
は
夫

に
恵
ま

れ
ず
、
父
親

の
庇
護
を
受
け
ら
れ
な
か

っ
た
女
性

な
の

〆.」
あ
り
、
女
主

公
に
至
る
三
代

の
女
系
は
夫

、
父
親

と
い
う
男
性
不
在

の
た
め

に
不
幸

な
状
態

に
あ

る
.
女
主
人
公

の
祖

母

の
特
異
な
経
歴

は
こ
う

い

っ
た
物

語

の
設
定

を
形
作

る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

 

次

に
、
第

一
の
問
題
点
、
幽
閉
さ
れ
た
女
主
人
公
を
助
け
る

の
が
、
な
ぜ
男

主
人
公
兵
部
卿
宮

で
は
な

く
実
父

の
按
察
使

の
大
納
言
な

の
か
、
に

つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

こ
れ
は
女
主
人
公
が
、
今
述

べ
た
不
幸
な
状
態

か
ら
幸
福

を
獲

得
し
て
い
く
物

語
の
論
理

に
関

わ

っ
て
い
る
。
前
述

の
よ
う
な
不

幸
な
女
性

の

系
図
上
に
位
置

す
る
女
主
人
公
が
幸
福

に
な
る
条
件
と
し
て
、
父
親

の
庇
護

と

埋
想
的
な
夫

が
考

え
ら
れ
る
が
、
大
納
言
が
女
主
人
公
に
た
い
し
て
父
性
を
示

す
と
す
れ
ば
、
彼
女

が
兵
部
卿
宮

と
結
婚
す

る
前

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
兵
部
卿
宮

は
後

に
、
何

の
障
害

も
な
く
春

宮
、
帝

と
な

っ
て

い
く
人
物

で
あ
り
、
女
主
人
公

も
彼

の
寵
愛
を

一
身

に
受

け

る

の

で

あ

り
、
女
主
人
公
の
幸
福

の
進
展

に
大
納
言

の
父
性
が
入
り
込
む
余
地

は
な
く
な

る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
女
主
人

公
を
救
う
役
を
大
納
言
が
果
た
し
、
そ

の
後
、
兵
部
卿
宮

が
迎

え
る
と
い
う
展
開

に
な

っ
た
の
だ
と
思
う
。

 

と

こ
ろ
で
、
こ

の
展
開

の
た
め
に
は
、
兵
部
卿
宮
が
女
主
人
公

の
救
出

に
加

わ
ら
な

い
必
然
性
が
必
要

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
兵
部
卿
宮

の
人
物
造
型
及
び

彼
と
彼

の
両
親
と

の
関
係

に
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
兵
部
卿
宮
1
1

概

し
て

、
擬
古
物
語

の
男
主
人
公

に
あ
て
は
ま
る
ー

は
、
同
源
氏
物
語
』

の
薫

あ

る

い
は

『
狭
衣
物
語
』

の
狭
衣

の
よ
う
な
、
世

を

は
か
な
み
出
家
遁
世

に
あ
こ
が

 

 
 
 
 
 
 

(5
)

れ
る
人
物

な
の
で
あ
り
、

一28一



 
 

こ
の
世
を
ば
か
り
そ
め
に
の
み
思

し
召

し
て
、

さ
ら
に
心
も

と

ど

ま

ら

 
 
ず
、
菩
提

の
種

の
み
ね
が
は
ま
ほ
し
く
、

山
深
き
住
居

の
み

い
そ
が
れ
給

 
 

へ
れ
ば

と
い
う

よ
う

に
描
か
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、

 
 

こ
の
世

に
は
、
御

心
と
ど
ま
る
種

も
が
な
、

と

(
院
、
大
宮
が
)
仏
神

に

 
 

も
申

し
給

ふ
し
る
し

に
や
、
け
ふ
ま
で
な
が
ら

へ
給

へ
ど
も
、
只
あ
や
ふ

 
 
き
事

の
み
思
し
召
す

に
、
こ

の
山
里
の
こ
と

(
女
主
人
公
)
を

か
く
心

に

 
 

か
け
給

へ
る
も
、
さ
る
べ
き
事

に
や

つ
ま
り
、
兵
部
卿
宮

が
女
主
人

公
に
思

い
を
寄

せ
る

よ
う

に
な

っ
た
の
も

、
親

が
仏
神

に
祈

っ
た
結
果

で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
関
白

の

中
君
と
彼
と
が
結
婚

す
る

の
も
、
親

が
彼

の
都

の
外

へ
の
遠
出

を
心
配
し

た
た

め
で
あ
り
、
ま
た
、
結
婚

し
た
も
の
の
、
中
君

に
合
う
気

の
し
な
い
彼
を
親

が

責

め
る
の
で
、
仕
方

な
く
関
白
邸

に
出

か
け
る
の
で
あ

る
。
先

に
兵
部
卿
宮

は

薫
型

の
人
物
だ
と
述

べ
た
が
、

む
し
ろ
薫

や
狭
衣
以
上

に
消
極

的
で
主
体
性

の

な

い
人
物

と
し

て
描

か
れ
て

い
る
。
尻
上
が
按
察
使

の
大
納
言

に
女

主
人

公
を

迎

え
る

よ
う

に
頼

ん
だ

の
も
、
こ
こ
に
原
因
が
あ

っ
た
。

 

以
上
、
問
題
点
と
し

て
あ
げ
た
、
女
主
人
公

の
系
図
の
設
定

及
び
継

子
を
実

父
が
幽
閉
か
ら
助
け
出
す
特

異
さ
は
、
結
局
、
親

(大
納
言
)

と
子

(
女
主
人

公
)

の
関
係
を
描
く
と

い
う
点

に
収
敏

し
て
い
く
こ
と
を
述

べ
て
き
た
が
、
こ

の
こ
と

は
、
女
主
人
公
と
尼
上
と
の
、
境
遇

の
対

比

に
よ

っ
て
明
確

に
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
(
上
図
参
照
)

 
尼
上
と
女
主
人
公
と
は
、
事
情

は
異

な
る
も

の
の
、
宮
仕
え
を

し
誘
拐

さ
れ

る
点
で

一
致

し
、

二
人

の
違

い
は
、
「
父

に
よ
る
救
助
」

の
有
無

と
そ
の

後

の

な
り
ゆ
き
で
あ
る
。
「
父
に
よ
る
救
助
」
自
体
は
、
豊
島
秀
範
氏

の
言
う

よ

う

に

「
恋
愛
物
語
が
親
子
の
く
愛
情

V
の
そ

れ

へ
と
移

り

つ
つ
あ

る
こ
と
を
示
唆

 

(6
)

し

て
い
」
る
と
も

い
え
よ
う
が
、
物
語

の
登
場
人
物

の
諸
相

か
ら
考

え
る
と
、

別

の
見
方

も
可
能
で
あ
る
と
思
う
。
次
章

で
は

こ
の
こ
と
を
述

べ
た

い
。
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3

尼
上

一
宮
仕
へ

(中
将
の
命
婦
二

誘
拐

不
幸

(
夫

の
死

・
娘

の
死

)

女
主
人
公

可

仕
へ
(斎

の
母
代
)

冨
坦

一
父
に
よ
る
救
里

幸
福

(夫

の
即
位

・
娘

の
春

宮
入
内

)

 
前
章
で

は
親

(
按
察
使

の
大
納
言

)
と
子

(
女
主
入
公
)
の
か
か
わ
り
が
物

語

の
軸

に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
た
が
、
脇
役
た
ち
の
説
明

に
お

い
て
も
執

拗

に
そ

の
親
子
関
係
が
注
意

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い

っ
た
い
、

こ

の
女
主

人

公
の
周
囲

に
は
、
両
親

の
い
な
い
、
ま
た
は
片
親

の
欠

け
た
人
物

が
配
置

さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
女
主
人

公
と
男
主
人
公

の
仲
介

を
す
る
宰
相

の
君
は
、

 
 

(
尼
上

の
)
姉
な
る
人

の
む
す
め
な
り
け
る
が
、
母
な
く
な

り

て

の

ち

 
 

は
、

か
た

み
と
思
ふ

に
や
、
か
く
む
す
び

に
け
れ
ば
、
た
が
ひ

に
浅
か
ら

 
 

す
思

ひ
か
は
し
た
り
。

と
あ
る
。
ま

た
、
女
主
人
公
を
幽
閉

か
ら
助
け
出
す
民
部

丞

の
妻

は
、

 
 
幼

く
て
父
母
に
も
別

れ
侍
り
し

か
ば
、
お
ば
に
て
侍
る
人

の
、
冷
泉
院

の



 

 
御
内

に
宰
相

の
君
と
申
し
侍
る
人

の
も
と

に
、
中
務

と
申
し

て
侍
る
、
そ

 

 
れ
に
や
し
な

は
れ

て
侍
り
し
を

そ

れ
か
ら
、
女
主
人
公

の
幽
閉

か
ら
の
脱

出

に
手
を
貸

す
民
部
丞

の
子

は

 

 
我

(
民
部
丞

の
妻
)

よ
り

さ
き
に
侍
り

け
る
も

の
の
子
に
て
こ
そ
侍
れ

と
あ

っ
て
、
民
部
丞

の
妻

に
と

っ
て
は
継
子

に
な
る
。

 

こ
う
し
て
見

る
と
、
前
述

の
問
題
点

と
あ
わ

せ
て
、
こ

の
物
語

の
趣
向
と
し

て
の
親

子
関
係

と
い
う
新

た
な
問
題
が
浮

か
び
あ
が

っ
て
く
る
。
以
下
、
具
体

的
に
見

て
い
く
。

(
イ

)

関
白

〈
実
父
>
1

〈
実

子
〉
中
君

(
↓
死
)

大
納
言

〈
実
父
〉
ー

〈
実
子
〉
女
主
人
公

(↓
幸
福
)

 
兵
部
卿
宮

の
正
妻

は
関
白

の
中
君

で
あ

っ
た
が
、
彼
女

は
病
死
す
る
。
そ
れ

は
ち

ょ
う
ど
、
女
主
人
公
が
継
母

の
た

め
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
間

の
出
来
事

で

あ
る
。
関
白
は
僧
を
呼
ん
だ
り
馬
を
奉
納
し

た
り
し
て
中

君
を
救

お
う
と
す
る

が
、
結

局
は
夫
敗
す

る
の
で
あ
り
、
要
す
る

に
、
関
白
は
娘

を
救
え
な

か

っ
た

父
親
で
あ
る
。
女
主
人
公

の
父
大
納
言

は
娘
を
救
え
た
父
親

で
あ
る
か
ら
、
物

語
は
対
照

的
な
親
子
を

二
組
並

べ
て
描

い
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

(
ロ
)

前
妻

民
部
丞

 
後
妻

〈
継
母
〉

子

A
継
子
〉

 
先

に
述

べ
た

よ
う

に
、
大
納
言
北

の
方
と
女

主
人
公
だ
け

で
は
な
く
、
民
部

丞

の
妻

と
彼

の
子
、

つ
ま
り
、
女
主
人
公

の
救
出

に
大
き
く
貢

献
す

る
こ
の
母

子
も
継
母
継
子

で
あ

る
。
そ
し

て
、
大
納
言
北

の
方

が
継
子

い
じ
め
の
結
果
、

.零
落

し
て
い

っ
た

の
に
対

し
て
、
民
部
丞

の
妻
と
子
は
二
人

と
も
、
女

主
人

公

あ
る

い
は
大
納
言

に
と
り
た
て
ら
れ
て
幸
福
を
手

に
入
れ
る
。
女

主
人

公

へ
の

関
与
性

の
違

い
が
明
暗
を
分

け
た
わ
け
だ
が
、
見
方

を
変

え
れ
ば
、
対
照
的

な

二
組

の
継

母
継

子
が
描

か
れ
て
い
る
と
い
え

る
。

 

ま
た
、
民
部

丞

の
妻

と
子

の
継

母
継

子
の
関
係

は
、
民
部
丞

と
そ

の
子
と
の

実

の
親

子
関
係

を
浮

か
び

あ
が
ら
せ
る
。
民
部
丞

の
妻
は
、
女
主
人

公
を
幽
閉

か
ら
救

い
出

す

に
あ
た

っ
て
、
自
分

が
手
引

し
た
こ
と
を
民
部

丞
に
知
ら
れ
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

民
部
丞

の
子
を
仲
介

に
使

う

の
だ
が
、
そ
れ
は
、

 
 
男

に
て
侍

る
も

の

(
夫

・
民
部
丞

)
も
、
お

の
が
子
の
申

し
出

で
た
ら
ん

 
 
事

は
い
か
に
し
て
侍

ら
ん
と
こ
そ
思

ひ
侍
れ

と
あ
る
よ
う
に
、
実

の
子

に
は
ひ
ど
い
仕
打
ち

は
し
な

い
だ
ろ
う
と
思
う
か
ら

で
あ

っ
た
。
実
際

、
民
部
丞

は
大
納
言

に
よ

っ
て
女
主
人

公
が
救

出

さ

れ

た

後

、
そ
れ
を
手

伝

っ
た
我

が
子
を
、

 
 

子
に
て
は
侍

ら
ず
、
敵

に
て
こ
そ
侍

れ

と
僧

ら
し
く
思

う

の
だ
が
、

 
 

こ
の
子

の
に
く
さ
、

い
ふ
ば
か
り
な
け
れ
ど
、
さ
り
と
て
我

が

子

な

れ

 
 

ば
、
殺

す

に
及
ぼ
ず
、
た
だ

に
く
み
ゐ
た
り

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
上

の
こ
と
は
し
な
い
。

こ
こ

に
は
、
継

子

で
あ

っ
た

な
ら
殺

し
か
ね
な

い
と

い
う
含

み
が
あ
り
、
民
部
丞

・
妻

・
子

の
三
人

の
、
継

母
継
子
が
協
力

し
、
実

の
親

が
子
を
憎

む
と
い
う
倒
錯
し
た
構

図
を
強

調
し
て

い
る
。
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(
ハ
)

大
納
言
北

の
方

(↓
零
落
)

〈実
母
>
i
〈実
子
V
梅
壺
女
御
(↓
幸
福
)

民
部

丞
 
 
 

(↓
零
落

)
〈実

父
〉
ー
〈実

子
V

子

(
↓
幸
福
)

 
大
納
言
北

の
方

と
民
部
丞

は
、
継

子
い
じ
め

の
結
果
、
零
落
し
て

い
く
。
北

の
方

は
、
大
納
言

の
も
と
を
去

り
孤
立

し
、
実

子
梅
壺
女
御

は
、
中
宮
と
な

っ

た
女
主
人
公

の
好
意

で
宮
中

に
迎

え
ら
れ
、
も
と

の
よ
う
に
梅
壷

に
住
む
よ
う

に
な
る
。

】
方
、
民
部

丞
は
、
法

師
に
な
り
、
実

子
は
大
納
言

に
と
り
た
て
ら

れ
る
。
ま
た
、
大
納
言
は
や
が
て
大
将

、
大
臣
、
関
自
と
出
世

し
て

い
き
、
民

部
丞

の
妻
も
命
婦

に
な
る
。

つ
ま
り
、
北

の
方
と
民
部
丞

は
、
自
分

は
孤
立
し

零
落

し
て
、
そ
れ
と
対
照

的

に
配
偶
者

と
実

子

は
幸
福

に
な
る
と
い
う
点
で

一

致

し
て
い
る
。
女
主
人
公
に
邪

心
を
抱

く
民
部

丞

は
、
『落
窪
物
語
』

の

典
薬

助

や

『
住
吉
物
語
』

の
主
計

助
と
同
様

の
僧

ま
れ
役
だ
と
い
え
る
が
、
親
子
関

係
を

と
も
な

っ
て
登
場
す
る

こ
と
で
、

こ
の
物
語

の
独
自

の
趣
向
を

よ
く
示
し

て
い
る
。

(
二
)

故
母

一

 

大
納
言

宰
相

の
君

〈
継
母
〉

女
主
人
公

〈
継
子
〉

 
大
納
言

の
北

の
方

は
、
継
子

い
じ
め
を
し

て
い
た
こ
と
が
発
覚

し
た
後
、
大

納
言
邸

を
去

り
、
そ

の
後
、
女
主
人
公

と
男
主
人
公

と
の
仲
介

を
し
た
宰
相

の

君

が
新
し

い
大
納
言
北

の
方

に
な
る
。

 
 
大
納
言
も
さ

の
み
ひ
と
り
お
は
し
ま
す

べ
き
な
ら
ね
ば
、
宰
相

の
君
に
住

 
 

み
わ
た
り
給
ひ

に
け
り
。
あ
ら
ま
ほ
し
き
な
ら
ひ
な
れ
ば
、
ま
し
て
御
息

 
 
所

(
女
主
人
公
)

の
御
た

め
に
は
ま

こ
と

の
御
母

上
の
や
う

に
ぞ
思

さ
る

 
 

る

女
主
人
公

に
と

っ
て
は
宰
相

の
君

は
新
し

い
継

母
に
あ

た
る
が
、
「
ま

こ

と

の

御
母
上

の
や
う
」
な
継
母
な

の
で
あ
り
、
前

北
の
方

と
は
対
照
的

で
あ
る
。
仲

介
役

の
女
房

が
、
特

に
容
貌
や
教
養
な
ど
が
優

れ
て
い
る
と
描

か
れ

て
い
た
わ

け
で
も
な

い
の
に
、
関
白

に
ま

で
出
世
す

る
人
物

の
北

の
方

に
な
る
と
い
う

の

は
、
唐
突

で
あ
り
奇
妙

で
あ

る
。
そ
れ

だ
け
に
、
女
主
人
公

の
二
人

の
継
母

の

対
照
性
、
あ
る

い
は
二
組

の
継

母
継
子

の
関
係

の
対
照
性
を
描

く
と

い
う
物
語

の
趣
向

が
は

っ
き
り

と
見

て
と
れ
る
。

4

 
以

上
述

べ
た
こ
と
を

ま
と
め
る
と
、
『
小
夜
衣
』

は
、
継

子
諌

と
い
う

類

型

化

さ
れ
た
枠

の
中

で
、
作
品

の
存
在
意
義
を
主
張
す
る
た
め
に
、
親

子
関
係
を

描

く
と
い
う
趣
向
を
取
り
入
れ
た
作
品

で
あ
る
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
そ
れ

は
、
物
語

の
展
開

に
よ

っ
て
、
作
中
人
物

た
ち

の
そ
れ
ぞ
れ
の
親

子

(
継

母
継

子

・
実

父
母
実

子
)
関
係

の
類
同
性

あ
る
い
は
差
異
性

が
表
面
化
す

る
と

い
う

構
造

に
な

っ
て
い
る
。

 

た
だ
、
逆

の
見
方
を
す

れ
ば
、
親

子
関
係
を
軸
に
物
語

が
簡
素
化

し
て
い
る

と
も

い
え
る

の
で
あ
り
、
も
と
も
と
女
房

で
あ

っ
た
宰
相

の
君

が
、
後

に
関
自

に
な
る
大
納
言
と
結
婚

す
る
こ
と
、
中
宮

に
ま

で
な
る
女
主
人

公
の
血
筋

が
は

っ
き
り
し
な
い
こ
と

(
彼
女

の
祖

母
が
も
と
は
命
婦
だ

っ
た
こ
と
か
ら
考

え
る

と
、
中
宮

に
な
る
に
は
不
自
然

な
低

い
血
筋

だ
と
い
え
る
)
な
ど

と

あ

わ

せ

て
、
平
安
王
朝
期

の
物

語
か
ら

の
距
離

を
感

じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
詳
述

は
避

け

る
が
、
擬
古
物
語

に
は
、
登
場
人
物

の
出
自
が
ス
ト
ー
リ
ー

の
進

行

に
つ
れ
て

明

ら
か
に
さ
れ
る
、
あ
る

い
は
、
他

の
人
物
た
ち
に
知
ら
さ
れ
て

い
く
、
と

い

一31一



う
趣
向
、

つ
ま
り

血
筋
そ

の
も

の
を
中
心

と
し
た
趣
向

が
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ

と
が
よ
く
あ
る
が
、
『
小
夜
衣
』

は
、
そ
う

い

っ
た
展
開
を
採

っ
て
は
お
ら
ず
、

擬
古
物
語

の
中

に
お
け
る
独
自

の
点

と
も
な

っ
て
い
る
。

『
小
夜
衣
』
は
、
研
究
史

の
初
期

に
お
い
て
、
先

行
作
品

か
ら

の
影
響

の
指
摘

主
要
登
場
人
物
系
図

故
左
衛
門
督

一

北
の
方

一
按
察
天
の
大
納
言

梅
壺
女
御

故
母
E

女
主
人
公

!
三
条
院

1
1
尼

上

1
姉
i

宰
相
の
君

大
宮

-

姫
宮

兵
部
卿
宮

1
冷
泉
院

一
帝

春
宮

i
関
白i

中
務

 t
◎〒◎

前
妻一

子

君

民
部
丞

後
妻

な
ど
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
作
品
自
体

が
分
析
さ
れ
論
ぜ
ら
れ
る

こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
か

っ
た
。
近
年
、
豊
島
秀
範
氏

が
、
表
現

の
特
色
や
主
題

を

論

じ

て

『
小
夜
衣

』
の
内
容

の
研
究

へ
と
導

い
て
い
る
。
小
論
は
、
人
物
関
係

に
焦
点

を
あ
て
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
『
小
夜
衣
』
と

い
う
擬
古
物
語
が
先
行
作
品

の

影

響
を
受

け

つ
つ
も
、

い
か
な
る
方
法

で
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え

よ
う

と
し
た
か
、

独
自

性
を
.小
そ
う
と
し
た
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

注1
 

た
だ
し
、
『
小
夜
衣
』

の
成

立
を

『
風
葉
和
歌
集
』
以
前

と
す
る
本
位

田
重

美

氏

 

の
説

も
あ
る
。
(「
小
夜

衣
」

の
作
者

は
承
明
院
小
宰
相

か
L
『
古
典
と
民

俗
』
第

一

 

号
 

」
九
七
五
年

一
}
月
)

2
 

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
、
無
窮
会
神
習
文

庫
蔵
本
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
等

、
六
本

の

 

伝
本

の
奥
書

に

「
此

一
冊
大
納
言
為
明
以
本
令
校
合
畢
 
貞
治

三
甲
辰

二
月
日
」

と

 

あ
る

(桑

原
博
史

氏

『中
世
物
語

の
基
礎
的
研
究
』

一
九

六

九

年

 
風
間
書
房
)。

 

『
小
夜

衣
』

と

『
異
本
堤
中
納
言
物
語
』
と
の
前
後
関
係

に
つ
い
て
は
、

ほ
ぼ
通
説

 

と
な

っ
て

い
る

『
小
夜

衣
』
先
行
説

に
従
う
。

3
 

引
用
は

『
小
夜
衣

〔校
本
〕
』
(古
典
文
庫
)

に
よ
る
。
但

し
、
表
記

を
私
に
改

め

 

た
所
が
あ
る
。

4
 

単

に
女
性
が
盗
ま
れ
る
と

い
う
の
で
あ

れ
ば
、
物
語
に
は
、
特

に
擬

古
物
語
に
は

 

珍
し

い
こ
と

で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
小
夜
衣
』

の
場
合
、
祖
母

の
経
歴
以
上

に

女

 

主
人
公

の
血
筋
が
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、

こ
こ
に
こ
の
物
語

の
特
色

が
あ
る
と
思
う
訳

 

で
あ

る
。

5
 

『
小
夜

衣
』
に
お
け
る

『
源
氏
物
語
』
お
よ
び

『狭
衣
物
語
』

の
影
響

に

つ

い

て

 

は
、
後
藤
丹
治
氏

「
異
本
堤

中
納
言

と
小
夜
ご
ろ
も
」
(『国
語

と
国
文
学

』

一
九
二

 

八
年
五
月
)、
星
野
喬
氏

「
小
夜
衣
雑
考
」
(『
立
命
館

文

学

』
第

一
巻

第
十

一
号
)

 

等

に
詳
し

い
。

6
 

「物
語

の
行
方
-i

『
小
夜
衣
』
を
中
心
に
ー

」
(
『弘
学
大
語
文
』

一
九

八

八

 
年
三
月
)。
な
お
、
長
谷
川
信
好
氏

「
小
夜
衣
続
放
」
(
『国
語
国
文
』

一
九
三
六

年

 

二
月
)
も
、
親
子
の
愛
情
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。

〔付
記
U
小
稿
は
、
慶
應
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会

(
一
九
九
〇
年
六
月
九
日
)
の
口

頭
発
表
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
席
上
御
教
示
を
賜

っ
た
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
な
か
し
ま
 
し
ょ
う
じ
)
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