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一　

明
治
期
の
朝
顔
た
ち

―
「
「
闇
桜
」
論
（
そ
の
一
）
」
補
遺

―

　
「
月
に
村
く
も
花
に
風 

物
に
は
総
て
障
り
の
あ
り
が
ち
な
れ
ば
」

―
『
読
売
新
聞
』
は
、
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
十
月
三
十
一
日

か
ら
、
転
々
堂
主
人
（
高
畠
藍
泉
）
の
筆
に
な
る
「
新
朝
顔
物
語
」
と
題
す
る
記
事
を
全
六
回
に
亘
っ
て
連
載
し
た

）
1
（

。
長
崎
県
の
豪
家
の

一
人
娘
お
仙
の
、
思
い
を
寄
せ
た
男
と
結
婚
す
る
迄
の
苦
難
の
物
語
を
「
朝
顔
日
記
」
の
深
雪
に
こ
と
よ
せ
て
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
冒

頭
に
引
い
た
の
は
、
連
載
第
二
回
（
十
一
月
二
日
、
朝
刊
三
面
）
に
あ
る
文
言
で
あ
る
。

　
「
闇
桜
」
（
『
武
蔵
野　

第
一
編
』
〔
明
治
二
五･

三･

二
三　

今
古
堂
〕
）（
上
）
の
末
尾
で
引
か
れ
る
「
朝
顔
日
記
」
の
物
語
展
開
は
、
「
「
闇
桜
」

論
（
そ
の
一

）
2
（

）
」
（
以
下
、
前
論
と
略
記
す
る
）
で
詳
し
く
見
た
よ
う
に
、
思
い
を
通
わ
せ
た
男
と
の
恋
を
一
筋
に
貫
こ
う
と
す
る
女
主
人
公
が
、

次
々
出
来
す
る
事
件
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
変
節
し
な
い
心
の
強
さ
を
持
っ
て
家
を
出
奔
す
る
な
ど
の
行
動
を
起
こ
し
、
数
々
降
り
掛

女
子
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か
る
苦
難
の
中
、
諸
国
流
浪
の
果
て
に
恋
し
い
男
と
結
ば
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
引
用
し
た
一
節
で
「
花
に
風
」
が
付
き

物
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
新
朝
顔
物
語
」
で
も
、
お
仙
の
恋
路
に
は
障
害
が
立
ち
は
だ
か
る
。
下
女
の
手
引
き
に
促
さ
れ
な
が

ら
、
心
惹
か
れ
た
相
手
に
対
し
て
積
極
的
に
行
動
す
る
お
仙
は
、
自
分
の
方
か
ら
恋
文
を
送
り
、
祭
の
日
に
或
る
休
息
所
で
恋
慕
う
男
と

契
り
を
結
ぶ
。
し
か
し
、
浮
き
名
が
立
っ
た
こ
と
で
両
家
の
親
の
怒
り
を
買
い
、
男
は
勘
当
、
お
仙
は
親
類
に
預
け
ら
れ
、
手
引
き
し
た

下
女
は
暇
を
出
さ
れ
る
。
お
仙
は
下
女
と
二
人
、
家
出
を
し
て
上
京
、
働
き
な
が
ら
男
を
捜
す
。
下
女
が
病
に
罹
り
、
金
銭
を
得
る
た
め

に
お
仙
が
三
味
線
を
弾
く
と
い
っ
た
い
か
に
も
「
朝
顔
日
記
」
を
思
わ
せ
る
展
開
な
ど
も
経
て
、
最
終
的
に
男
は
父
親
の
病
を
き
っ
か
け

に
勘
当
を
許
さ
れ
、
お
仙
を
郷
里
に
呼
び
戻
し
て
祝
言
を
あ
げ
る
。

　
「
朝
顔
日
記
」
と
「
新
朝
顔
物
語
」
に
は
明
ら
か
な
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
女
主
人
公
の
方
か
ら
の
働
き
か
け
も
あ
っ
て
思
い
は
早
い
段

階
で
通
じ
合
い
恋
仲
に
な
る
こ
と
、
そ
の
後
外
か
ら
加
わ
る
苦
難
の
中
で
男
女
の
心
が
変
節
し
な
い
こ
と
、
最
終
的
に
は
結
婚
と
い
う
大

団
円
で
幕
と
な
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
に
、
物
語
の
重
要
な
要
素
が
両
者
は
ぴ
っ
た
り
と
符
合
す
る
。
こ
れ
は
、
「
朝
顔
日
記
」
と
言
え
ば
こ

う
し
た
物
語
の
型
、
と
い
う
の
が
流
通
・
浸
透
し
て
い
た
故
で
あ
ろ
う
。

　
「
闇
桜
」
（
上
）
末
尾
で
「
朝
顔
日
記
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
代
に
於
い
て
同
作
品
が
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
前
論
で
は
、
明
治
十
年
代
か
ら
「
闇
桜
」
発
表
の
明
治
二
十
五
年
三
月
迄
に
出
版
さ
れ
た
各
種
の
「
朝
顔
日
記
」
（
浄
瑠
璃

台
本
・
草
双
紙
・
読
本
な
ど
）
を
挙
げ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
当
時
の
新
聞
を
見
て
い
く
と

）
3
（

、
「
朝
顔
日
記
」
の
上
演
（
歌
舞
伎
・
人
形
浄

瑠
璃
・
素
浄
瑠
璃
）
に
つ
い
て
も
多
く
の
記
事
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る

）
4
（

。
広
告
欄
に
も
「
朝
顔
日
記
」
に
関
わ
る
物
が
見
ら
れ
る

）
5
（

ほ
か
、

本
章
冒
頭
に
引
い
た
「
新
朝
顔
物
語
」
以
外
に
も
、
当
世
の
人
物
の
記
事
を
「
朝
顔
日
記
」
に
擬
え
て
語
る
も
の
も
あ
る

）
6
（

。
注
（
6
）
に

引
い
た
も
の
の
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
記
事
も
あ
る
。
『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十
一
年
二
月
十
四
日
朝
刊
二
面
に
は
、
「
今
朝
顔
」
の
見
出
し

で
、
山
形
県
米
沢
の
豪
家
の
娘
お
さ
ん
（
十
七
歳
）
が
、
米
沢
興
業
中
の
或
る
歌
舞
伎
俳
優
に
懸
想
し
、
後
を
追
っ
て
単
身
上
京
す
る
が
、
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ど
こ
を
ど
う
探
し
て
よ
い
か
途
方
に
暮
れ
、
身
投
げ
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
救
わ
れ
る
、
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
同
二
月
二
十
八
日
朝

刊
二
面
に
は
「
今
朝
顔
の
後
談
」
と
し
て
、
恋
心
や
み
が
た
い
お
さ
ん
が
人
力
車
で
諸
方
を
尋
ね
回
る
さ
ま
と
警
察
よ
り
説
諭
の
上
姉
に

引
き
渡
さ
れ
る
と
い
う
顛
末
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
「
闇
桜
」
発
表
の
時
代
に
於
い
て
、
「
朝
顔
日
記
」
と
は
、
一
筋
に
思
い
込
み
、
そ
れ
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
、

一
途
な
女
性
の
恋
物
語
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
注
（
3
）
に
挙
げ
た
共
同
研
究
報
告
書
に
於
い
て
、
内
山
美
樹
子
氏
は
、

「
深
窓
の
令
嬢
が
、
恋
故
に
盲
目
の
袖
乞
い
と
な
り
、
し
か
も
優
雅
な
琴
を
弾
じ
て
「
夫
を
慕し

た

ふ
音を

ん

律り
つ

」
に
、
恋
人
は
も
と
よ
り
敵
役
ま
で

心
酔
さ
せ
、
さ
ま
ざ
ま
の
辛
苦
の
末
に
、
周
囲
の
献
身
も
あ
っ
て
、
つ
い
に
理
想
の
恋
人
と
の
恋
を
成
就
さ
せ
る

―
メ
ロ
ド
ラ
マ
で

あ
っ
て
も
、
じ
め
じ
め
し
た
卑
小
な
と
こ
ろ
が
な
く
、
可
憐
で
新
鮮
な
浄
瑠
璃
「
朝
顔
日
記
」
は
、
」
「
読
本
以
上
に
、
女
主
人
公
深
雪
に

焦
点
を
合
わ
せ
た
、
波
乱
万
丈
の
、
理
想
の
恋
物
語
で
あ
り
、
こ
こ
ま
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
構
想
は
、
十
八
世
紀
以
来
の
浄
瑠
璃
に
は

な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る

）
7
（

。
以
上
、
「
朝
顔
日
記
」
は
女
主
人
公
の
恋
に
焦
点
を
当
て
た
特
徴
的
な
作
品
で
あ
り
、
「
闇
桜
」
発
表
時
に

も
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
女
主
人
公
の
恋
の
妄
執
を
描
く
本
作
に
於
い
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
に
妥
当
な
作
品
で
あ
る
こ

と
が
、
前
論
以
上
に
明
確
に
提
示
で
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
前
論
で
は
当
時
刊
行
さ
れ
て
い
た
浄
瑠
璃
正
本
を
用
い
て
比
較
し
た
が
、

読
本
や
歌
舞
伎
と
比
較
し
て
も
、
浄
瑠
璃
が
最
も
女
主
人
公
の
恋
物
語
と
し
て
の
要
素
が
濃
い
こ
と
、
「
宿
屋
」
の
段
で
深
雪
が
弾
く
の
が

読
本
で
は
三
味
線
だ
が
浄
瑠
璃
で
は
琴
で
あ
る
こ
と
な
ど
（
注
（
7
）
及
び
前
論
注
（
16
）
参
照
）
か
ら
、
「
闇
桜
」
の
内
容
や
（
上
）
末
尾
で

「
朝
顔
日
記
」
が
引
用
さ
れ
る
際
に
「
琴
」
が
出
て
く
る
こ
と
な
ど
と
併
せ
見
る
と
、
一
葉
も
浄
瑠
璃
に
拠
っ
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る

）
8
（

。

　

朝
顔
（
深
雪
）
及
び
そ
れ
に
擬
せ
ら
れ
る
女
性
た
ち
は
、
自
ら
の
思
い
を
遂
げ
よ
う
と
積
極
的
に
、
闇
雲
に
激
し
い
行
動
に
出
る

）
9
（

。
「
闇

桜
」
（
上
）
末
尾
、
物
語
が
核
心
に
向
け
て
動
き
出
す
直
前
で
「
朝
顔
日
記
」
が
引
か
れ
る
た
め
、
読
者
は
一
旦
、
そ
う
い
う
女
性
た
ち
の
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系
譜
に
千
代
を
位
置
づ
け
て
読
も
う
と
意
識
す
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
「
闇
桜
」
は
、
千
代
の
良
之
助
に
対
す
る
一
途
な
恋
心
を
描
い
た

作
品
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
女
は
、
朝
顔
（
深
雪
）
た
ち
の
よ
う
に
は
、
そ
れ
を
行
動
に
表
さ
な
い
。
（
上
）
の
末
尾
で
良
之
助
へ
の
恋
心

を
意
識
す
る
に
至
っ
た
千
代
は
、
続
く
（
中
）
で
何
も
表
だ
っ
た
行
動
を
起
こ
す
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
心
の
中
で
妄
想
を
繰
り
広
げ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　

二　

朝
顔
か
ら
の
逸
脱

―
「
闇
桜
」
（
中
）
・
（
下
）
を
読
む

―

　

屋
木
瑞
穂
氏
は
、
「
闇
桜
」
は
千
代
の
心
に
焦
点
を
絞
り
、
「
生
身
の
他
者
と
の
対
話
を
欠
い
た
ま
ま
に
、
少
女
の
中
で
一
方
的
に
増
幅

し
て
い
っ
た
「
思
ひ
の
数
々
」
を
、
そ
の
主
観
的
意
識
に
即
し
て
描
き
出
す
こ
と
」
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た

）
10
（

。
こ
の
見
解

は
前
論
で
も
紹
介
し
て
お
り
、
同
意
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
よ
り
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
千
代
の
物
思
い
が
根
拠
を
欠
く

妄
想
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
妄
想
が
現
実
を
支
配
す
る
力
を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
妄
想
を
紡
ぐ
女
主
人
公
の
心
の
あ
り
よ
う
を
、
先
行

作
品
と
の
差
異
を
見
せ
な
が
ら
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
本
章
で
そ
の
点
を
見
て
い
き
た
い
。

　
　
　

①　

恋
路
の
闇
、
空
転
す
る
妄
想
、
成
就
へ
の
努
力
の
欠
落

　
「
は
か
な
く
動
き
初
め
て
は
中
々
に
え
も
止
ま
ら
ず
あ
や
し
や
迷
ふ
ぬ
ば
玉
の
闇

）
11
（

」
（
五
頁
）

―
「
闇
桜
」
（
中
）
で
は
、
恋
の
闇
に
迷

う
千
代
の
心
が
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
ゆ
く
。

　

千
代
は
、
「
其
人
恋
し
く
な
る
と
共
に
耻
か
し
く
つ
ゝ
ま
し
く
恐
ろ
し
く
か
く
云
は
ゞ
笑
は
れ
ん
か
く
振
舞
は
ゞ
厭
は
れ
ん
と
仮
初
の

返い
ら
へ答

さ
へ
は
か
〴
〵
し
く
は
云
ひ
も
得
せ
ず
」
、
「
逢
ひ
た
し
見
た
し
な
ど
陽あ

ら

は
に
云
ひ
し
昨
日
の
心
は
浅
か
り
け
る
我
が
心
我
と
咎
む
れ

ば
お
隣
と
も
云
は
ず
良
様
と
も
云
は
ず
云
は
ね
ば
こ
そ
く
る
し
け
れ
」
（
以
上
五
～
六
頁
、
論
述
の
便
宜
上
、
右
の
箇
所
を
引
用
部
Ａ
と
す
る
）
な

ど
と
、
破
線
部
の
よ
う
に
根
拠
の
な
い
思
い
込
み
を
重
ね
て
ゆ
く
。
そ
も
そ
も
（
上
）
で
、
千
代
と
良
之
助
の
関
係
は
「
此こ

な
た方

に
隔
て
な
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け
れ
ば
彼あ

ち
ら方

に
遠
慮
も
な
く
く
れ
竹
の
よ
の
う
き
と
云
ふ
事
二
人
が
中
に
は
葉
末
に
お
く
露
ほ
ど
も
知
ら
ず
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
し
（
三

頁
）
、
（
中
）
の
末
尾
で
も
、
「
良
之
助
が
目
に
映
る
も
の
何
の
色
も
あ
ら
ず
愛
ら
し
と
思
ふ
外
一
点
の
に
ご
り
な
け
れ
ば
」
と
語
ら
れ
て
い

て
（
八
頁
）
、
良
之
助
の
心
持
ち
に
は
こ
の
時
点
で
一
向
に
変
化
は
見
ら
れ
ず
、
千
代
の
こ
と
を
相
変
わ
ら
ず
可
愛
く
思
っ
て
い
る
の
で
、

破
線
部
の
よ
う
な
判
断
は
、
千
代
の
一
方
的
な
妄
想
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
実
体
の
な
い
妄
想
は
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら

ず
、
引
用
の
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
、
千
代
の
実
際
の
行
動
を
制
限
し
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
は
、
妄
想
が
現
実
を
動
か
し
て
ゆ
く
、
と
い
う

事
態
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
、
前
論
で
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
千
代
が
自
分
と
良
之
助
の
結
婚
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
思
い
悩
む
述
懐
が
あ
る

）
12
（

。
「
云
ひ
出

し
て
爪
は
じ
き
さ
れ
な
ん
恥
か
し
さ
に
は
再
び
合
す
顔
も
あ
ら
じ
」
（
七
頁
）
と
決
め
つ
け
、
自
分
の
よ
う
な
人
間
は
良
之
助
の
結
婚
相
手

に
相
応
し
く
な
く
、
良
之
助
に
は
も
っ
と
優
れ
た
人
が
似
合
う
し
、
良
之
助
自
身
も
そ
う
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
恋
の
成
就
は
あ
り
得
な

い
の
だ
か
ら
現
在
の
関
係
を
保
つ
た
め
に
も
恋
心
を
打
ち
明
け
て
は
い
け
な
い
、
と
畳
み
か
け
る
よ
う
に
思
い
が
巡
ら
さ
れ
る
が
、
し
か

し
、
こ
の
よ
う
に
悩
む
の
も
、
作
品
全
体
を
通
し
て
見
た
場
合
に
違
和
感
を
拭
え
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

詳
し
く
は
前
論
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
「
闇
桜
」
で
は
、
千
代
の
恋
に
於
け
る
外
的
障
害
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
随
所

に
見
ら
れ
る
。
前
論
で
は
、
従
来
の
定
説
で
あ
っ
た
、
当
時
の
法
に
照
ら
し
て
二
人
の
結
婚
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
、
当
時
の

法
や
判
例
の
検
討
に
よ
っ
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
（
即
ち
彼
ら
の
結
婚
が
可
能
な
状
態
に
あ
る
こ
と
）
を
論
じ
た
。
ま
た
、
作
品
内

で
の
描
か
れ
方
（
作
品
冒
頭
に
両
家
の
親
密
さ
と
一
体
化
を
示
す
表
現
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
（
下
）
で
語
ら
れ
る
良
之
助
の
意
識
が
、

二
人
の
結
婚
を
可
能
な
も
の
と
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
こ
と
、
そ
れ
に
加
え
、
千
代
と
良
之
助
の
仲
睦
ま
じ
い
交
際
に
対
し
て
の

両
家
の
親
た
ち
の
反
対
が
一
切
見
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
）
も
、
二
人
の
結
婚
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
、
と
い
う

こ
と
も
指
摘
し
た
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
見
る
と
、
先
の
述
懐
も
ま
た
千
代
の
勝
手
な
思
い
込
み
な
の
で
あ
り
、
千
代
が
積
極
的
に
意
思
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表
示
す
れ
ば
、
「
朝
顔
日
記
」
の
二
人
の
よ
う
に
す
ぐ
に
思
い
が
成
就
し
、
さ
ら
に
は
結
婚
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
と
言
え
る

）
13
（

。
し
か
し
千

代
は
、
勝
手
な
思
い
込
み
に
よ
っ
て
「
今
は
何
事
も
思
は
じ
」
（
七
頁
）「
よ
そ
な
が
ら
も
優
し
き
お
詞
き
く
ば
か
り
が
せ
め
て
も
ぞ
と
い
さ

ぎ
よ
く
断あ

き
ら念

め
な
が
ら
」
（
七
～
八
頁
）
な
ど
と
断
じ
て
し
ま
う
。
ま
た
そ
れ
が
実
体
あ
る
根
拠
を
伴
わ
な
い
臆
断
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
納

得
で
き
る
解
決
に
は
至
り
よ
う
が
な
く
、
「
聞
か
ず
顔
の
涙
頬
に
つ
た
ひ
て
思
案
の
よ
り
糸
あ
と
に
戻
ど
り
ぬ
」
（
八
頁
）
と
物
思
い
は
繰
り

返
さ
れ
る
し
か
な
い
。

　

こ
う
し
て
千
代
の
物
思
い
は
遂
に
「
さ
り
と
て
は
其
の
お
や
さ
し
き
が
恨
み
ぞ
か
し
一ひ

た

向す
ら

に
つ
ら
か
ら
ば
さ
て
も
や
ま
ん
を
忘
ら
れ
ぬ

は
我
身
の
罪
か
人
の
咎
か
思
へ
ば
憎
き
は
君
様
な
り
お
声
聞
く
も
い
や
御
姿
見
る
も
い
や
（
中
略
）
願
ふ
も
つ
ら
け
れ
ど
火
水
ほ
ど
中
わ
ろ

く
な
ら
ば
な
か
〳
〵
に
心
安
か
る
べ
し
」
と
い
っ
た
極
端
な
発
想
に
行
き
着
く
。
そ
れ
を
基
に
「
よ
し
今
日
よ
り
は
お
目
に
も
か
ゝ
ら
じ

も
の
も
い
は
じ
お
気
に
障
ら
ば
そ
れ
が
本
望
ぞ
」
と
究
極
の
断
案
を
下
す
の
だ
が
、
そ
の
そ
ば
か
ら
「
隣
の
声
を
其
の
人
と
聞
け
ば
決
心

ゆ
ら
〳
〵
と
し
て
今
ま
で
は
何
を
思
ひ
つ
る
身
ぞ
逢
ひ
た
し
の
心
一
途
に
な
り
ぬ
」
と
揺
ら
い
で
し
ま
う
の
で
あ
る
（
以
上
八
頁
）
。

　

こ
の
よ
う
に
、
「
闇
桜
」
（
中
）
す
べ
て
を
費
や
し
て
、
千
代
の
逡
巡
す
る
物
思
い
が
綴
ら
れ
る
。
三
章
構
成
の
短
編
に
於
い
て
、
丸
々

一
章
分
が
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
千
代
の
妄
想
を
描
く
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

例
え
ば
従
来
「
闇
桜
」
と
比
較
さ
れ
て
き
た

）
14
（

同
時
代
小
説
、
饗
庭
篁
村
の
「
窓
の
月
」
（
『
む
ら
竹
』
第
一
巻
〔
明
治
二
二
・
七
・
五　

春
陽
堂
〕

所
載
、
一
葉
日
記
「
わ
か
艸
」
〔
明
治
二
四
・
八
・
一
〕
よ
り
、
一
葉
が
読
ん
で
い
る
可
能
性
が
高
い
）
は
、
幼
い
頃
か
ら
親
し
ん
で
き
た
隣
家
の
梅
二
郎

を
恋
慕
う
お
仲
の
結
婚
に
至
る
ま
で
の
話
だ
が
、
お
仲
が
梅
二
郎
へ
の
思
い
を
な
か
な
か
口
に
出
せ
ず
に
い
る
と
こ
ろ
は
「
闇
桜
」
と
共

通
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
心
中
が
分
量
を
割
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
本
作
は
、
結
婚
相
手
が
学
校
教
育
を
受
け
て
い
る
こ

と
を
重
要
視
す
る
梅
二
郎
の
結
婚
観
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
全
六
回
中
、
第
三
～
四
回
、
六
回
の
三
章
分
を
割
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る

）
15
（

。

一
方
お
仲
は
、
煩
悶
に
の
み
日
を
暮
ら
す
こ
と
な
く
、
梅
二
郎
の
両
親
に
嫁
と
し
て
気
に
入
ら
れ
る
べ
く
、
日
々
家
に
出
入
り
し
て
様
々
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な
孝
行
を
尽
く
す
（
第
二
回
、
四
～
五
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
極
め
て
現
実
的
な
努
力
を
怠
ら
な
い
。
千
代
に
よ
る
成
就
に
向
け
て
の
現
実
的

な
努
力
が
一
切
見
ら
れ
な
い
「
闇
桜
」
と
の
差
異
は
明
白
で
あ
る
。

　

ま
た
、
同
じ
く
「
闇
桜
」
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
き
た

）
16
（

幸
田
露
伴
の
「
対
髑
髏
」
（
『
日
本
之
文
華
』
第
一
号
～
第
三
号
〔
明
治
二
三
・
一
～

二　

博
文
館
〕
、
初
出
時
の
タ
イ
ト
ル
は
「
縁
外
縁
」
）
は
、
女
主
人
公
お
妙
を
見
初
め
、
求
婚
し
て
拒
否
さ
れ
た
若
殿
が
、
片
恋
に
苦
し
ん
だ
末

肺
病
に
罹
っ
て
死
ぬ
と
い
う
展
開
で
あ
る
が
、
そ
の
恋
に
苦
悩
す
る
心
の
あ
り
よ
う
が
詳
し
く
綴
ら
れ
る
こ
と
は
な
い

）
17
（

。
そ
し
て
、
こ
こ

で
も
若
殿
は
結
婚
に
向
け
て
使
者
を
立
て
て
求
婚
す
る
と
い
っ
た
現
実
的
な
試
み
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
う
ま
く
運
ば
な
か
っ

た
結
果
、
病
に
倒
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
〈
恋
い
死
に
〉
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
現
実
的
根
拠
が
あ
る
と
言
え
る
。

　
「
闇
桜
」
（
中
）
で
は
、
最
終
的
に
は
「
心
は
心
の
外ほ

か

に
友
も
な
く
て
」
（
八
頁
）
と
、
孤
立
す
る
千
代
の
心
が
示
さ
れ
、
そ
れ
が
、
良
之

助
の
「
我わ

が

恋
ふ
人

）
18
（

世
に
あ
り
と
も
知
ら
ず
知
ら
ね
ば
憂
き
を
分わ

か

ち
も
せ
ず
」
と
い
っ
た
「
淡
泊
な
る
」
心
と
対
比
さ
れ
（
八
～
九
頁
）
、
千
代

の
心
が
周
囲
の
現
実
か
ら
隔
絶
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
（
下
）
に
於
い
て
、
千
代
の
妄
想
は
身
体
の
病
と
い
う
目

に
見
え
る
か
た
ち
を
と
っ
て
現
実
を
侵
蝕
し
て
い
く
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
闇
桜
」
で
は
、
こ
れ
以
外
に
何
も
特
別
な
事
件
は
出
来

し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
中
）
に
入
る
直
前
に
思
わ
せ
ぶ
り
に
「
朝
顔
日
記
」
が
引
か
れ
る
が
、
外
か
ら
降
り
掛
か
る
苦
難
の
中
、

一
定
不
変
の
心
が
強
調
さ
れ
る
「
朝
顔
日
記
」
と
、
千
代
が
心
中
で
繰
り
広
げ
る
妄
想
以
外
に
何
も
事
件
が
起
こ
ら
な
い
「
闇
桜
」
と
は
、

実
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
の
で
あ
る

）
19
（

。
こ
う
し
て
見
る
と
、
（
上
）
の
末
尾
で
「
朝
顔
日
記
」
を
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
出
し
た
の
は
、
そ
れ
と

の
距
離
を
示
す
た
め
だ
っ
た
の
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
前
論
で
は
、
「
朝
顔
日
記
」
の
、
〈
風
〉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
偶
然
出
来
す

る
事
件
に
よ
っ
て
主
人
公
た
ち
が
翻
弄
さ
れ
る
物
語
内
容
を
見
る
と
と
も
に
、
「
闇
桜
」
に
於
け
る
冒
頭
部
と
結
末
部
で
の
「
風
」
と
い
う

語
を
用
い
て
の
対
照
的
な
表
現
に
着
目
し
た
。
作
品
末
尾
で
〈
風
も
な
く
散
る
桜
〉
に
千
代
を
擬
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
（
上
）
冒
頭
部

で
〈
風
〉
に
よ
っ
て
散
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
周
囲
の
心
配
を
よ
そ
に
、
彼
女
が
外
か
ら
加
わ
る
力
に
よ
っ
て
散
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
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強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
千
代
の
内
面
を
前
景
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
て
取
れ
た
が
、
そ
れ
が
明
確
に
描
か
れ
る
の
が
（
中
）
の

役
割
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
成
就
に
向
け
て
の
行
動
を
何
も
起
こ
さ
な
い
ま
ま
、
む
し
ろ
行
動
を
起
こ
し
さ
え
す
れ
ば
成
就
は
可
能
で
あ
る

に
も
拘
わ
ら
ず
、
つ
ま
り
は
そ
こ
に
至
る
べ
き
明
確
な
根
拠
も
な
い
ま
ま
に
、
千
代
は
自
ら
の
心
一
つ
に
身
を
委
ね
、
〈
恋
い
死
に
〉
に
向

か
う
の
で
あ
る
。

　
　
　

②　

独
自
性
の
主
張

―
「
闇
桜
」
（
中
）
で
引
か
れ
る
古
歌
の
効
果

―

　

前
節
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
（
中
）
で
は
恋
の
闇
に
迷
う
女
主
人
公
の
心
を
語
り
手
が
語
っ
て
い
る
と
一
応
は
捉
え
ら
れ
る
（
た
だ
し

（
中
）
で
は
、
千
代
の
身
体
感
覚
や
千
代
の
見
る
夢
ま
で
を
も
詳
細
に
語
る
た
め
、
千
代
と
語
り
手
が
極
め
て
密
着
し
て
い
る
感
が
強
い
）
。

（
中
）
冒
頭
の
「
あ
や
し
や
迷
ふ
ぬ
ば
玉
の
闇4

色
な
き

0

0

0

声
さ
へ
身
に
し
み
て
」
と
い
う
箇
所
を
見
て
も
、
枕
詞
（
傍
線
部
）
や
縁
語
（
圏
点
部
）

な
ど
、
伝
統
的
修
辞
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
迷
っ
て
い
る
本
人
の
冷
静
さ
を
欠
い
た
意
識
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ
て
い
る
言
葉
と
は
考
え
に

く
い
た
め
、
千
代
の
内
面
を
語
り
手
が
再
構
成
し
て
語
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
後
も
、
（
中
）
で
は
千
代
の

心
を
語
る
際
に
、
複
数
の
古
歌
が
引
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
古
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
内
容
と
千
代
の
状
況
を
た
だ
重
ね
合
わ
せ
る
の
で
は

な
く
、
古
歌
に
擬
え
た
だ
け
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い
千
代
の
心
の
動
き
が
語
ら
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

順
番
に
見
て
い
く
と
、
前
節
冒
頭
近
く
で
引
い
た
引
用
部
Ａ
の
後
で
、
「
涙
し
な
く
ば
と
云
ひ
け
ん
か
ら
衣
胸
の
あ
た
り
の
燃
ゆ
べ
く
覚

え
て
」
（
六
頁
）
と
、
『
古
今
和
歌
集
』
恋
二
所
収
の
紀
貫
之
の
和
歌
「
君
こ
ふ
る
涙
し
な
く
ば
唐
衣
む
ね
の
あ
た
り
は
い
ろ
燃
え
な
ま
し

）
20
（

」

が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
自
体
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
21
（

。
し
か
し
、
踏
ま
え
て
い
る
和
歌
を
単
に
挙
げ
る
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
踏
ま
え
方
を
少
し
詳
し
く
見
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
な
た
が
恋
し
く
て
流
す
こ
の
涙
が
な
け
れ
ば
、

衣
の
胸
の
辺
り
は
「
思
ひ
」
の
火
で
赤
く
燃
え
あ
が
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
、
と
い
う
意
味
の
こ
の
歌
は
、
〈
涙
の
水
〉
が
〈
思
い
の
火
〉

を
消
す
と
い
う
趣
向
で
あ
り
、
助
動
詞
「
ま
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
に
胸
の
あ
た
り
が
燃
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
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「
闇
桜
」
は
、
こ
の
古
歌
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
若
干
の
ひ
ね
り
を
加
え
て
い
る
。
千
代
も
「
闇
桜
」
（
中
）
で
涙
を
流
す
箇
所
が
あ
る
が
、

涙
の
水
を
も
っ
て
し
て
も
思
い
の
火
は
消
せ
ず
、
先
の
引
用
の
波
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
ほ
ん
と
う
に
胸
の
辺
り
が
燃
え
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
傍
線
部
で
は
、
過
去
の
推
量
・
伝
聞
の
助
動
詞
「
け
ん
（
け
む
）
」
を
用
い
て
古
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を

明
示
し
つ
つ
、
そ
こ
で
は
反
実
仮
想
で
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
千
代
が
現
実
に
体
感
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
内
容
に
変
化
を
加
え
て

い
る
と
言
え
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
古
歌
に
詠
ま
れ
た
以
上
の
強
い
思
い
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
闇
桜
」
で
は
、
先
の
引
用
部
の
後
、
「
夜よ

る

は
す
が
ら
に
眠
ら
れ
ず
思

お
も
ひ

に
疲
れ
て
と
ろ
〳
〵
と
す
れ
ば
夢
に
も
見
ゆ
る
其
人
の
面
影
」
（
六

頁
）
と
続
く
。
先
の
部
分
ほ
ど
明
確
に
特
定
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
例
え
ば
岩
波
新
大
系
脚
注
（
七
頁

一
三
）
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
恋
死
ね
と
す
る
業
な
ら
し
ぬ
ば
玉
の
夜
は
す
が
ら
に
夢
に
見
え
つ
ゝ
」
（
『
古
今
集
』
恋
一
、
読
人
知
ら
ず
）
は
、

「
闇
桜
」
と
内
容
が
重
な
る
部
分
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
歌
は
、
恋
し
い
人
が
一
晩
中
夢
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

そ
の
人
が
自
分
に
〈
恋
い
死
ね
〉
と
思
っ
て
い
る
か
ら
な
の
か
、
と
推
量
し
て
い
る
の
で
、
恋
し
い
相
手
が
歌
の
詠
み
手
の
思
い
を
知
っ

て
い
る
、
と
い
う
意
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
の
発
想
で
あ
る
と
言
え
、
良
之
助
が
千
代
の
思
い
に
無
頓
着
で
あ
る
「
闇
桜
」
と
は
設
定
に
違

い
が
見
ら
れ
る
。
「
闇
桜
」
で
は
一
方
的
に
燃
え
あ
が
る
千
代
の
思
い
が
強
調
さ
れ
、
一
方
通
行
の
恋
で
あ
る
が
、
古
歌
の
中
で
仮
想
さ
れ

て
い
た
〈
恋
い
死
に
〉
と
い
う
こ
と
が
、
作
品
内
世
界
で
現
実
の
も
の
と
な
る
。

　

右
の
箇
所
の
後
、
「
闇
桜
」
で
は
、
千
代
の
夢
の
中
で
の
良
之
助
と
の
応
酬
が
生
々
し
く
描
か
れ
る

）
22
（

。

隠
し
給
ふ
は
隔
て
が
ま
し
大
方
は
見
て
知
り
ぬ
誰
れ
ゆ
ゑ
の
恋
ぞ
う
ら
山
し
と
憎
く
や
知
ら
ず
顔
の
か
こ
ち
言ご

と

余よ

の
人
恋
ふ
る
ほ
ど

な
ら
ば
思
ひ
に
身
の
痩
せ
も
せ
じ
御
覧
ぜ
よ
や
と
さ
し
出
す
手
を
軽か

ろ

く
押
へ
て
に
こ
や
か
に
さ
ら
ば
誰
を
と
問
は
る
ゝ
に
答
へ
ん
と

す
れ
ば
暁
の
鐘
枕
に
ひ
び
き
て
覚
む
る
外
な
き
思
ひ
寐
の
夢
鳥
が
ね
つ
ら
き
は
き
ぬ
〴
〵
の
空
の
み
か
は 

（
六
～
七
頁
）

こ
こ
で
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
五
、
閑
院
の
大
臣
の
「
恋
々
て
稀
に
あ
ふ
夜
の
暁
は
鳥
の
音
つ
ら
き
物
に
ざ
り
け
る
」
を
踏
ま
え
て
い
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る
（
新
大
系
八
頁
脚
注
二
三
参
照
）
。
恋
し
く
て
た
ま
ら
な
く
て
、
稀
に
あ
な
た
に
逢
う
夜
の
明
け
方
は
、
鳥
の
声
が
辛
い
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
な
あ
と
、
「
に
ざ
り
け
る
」
（
「
に
ぞ
あ
り
け
る
」
）
に
初
め
て
の
気
づ
き
に
よ
る
詠
嘆
が
込
め
ら
れ
、
後
朝
の
別
れ
の
実
感
が
歌
わ
れ
て

い
る
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
「
闇
桜
」
は
古
歌
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
ひ
ね
り
を
加
え
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
傍
線
部

は
鳥
の
鳴
き
声
（
夜
明
け
）
が
辛
い
の
は
後
朝
だ
け
で
は
な
い
、
の
意
で
、
こ
れ
は
新
大
系
脚
注
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
千
代
の
場
合

は
、
思
い
は
成
就
し
て
お
ら
ず
、
後
朝
の
夜
明
け
な
ど
体
験
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
せ
め
て
夢
の
中
で
思
い
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
に
、

そ
れ
す
ら
許
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
、
古
歌
よ
り
遙
か
に
辛
い
状
況
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
読
め
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
箇
所
に
は
、
妄
想
に
よ
っ
て
現
実
の
行
動
を
制
限
し
て
し
ま
っ
て
い
る
千
代
に
と
っ
て
は
夢
の
方
が
リ
ア
ル
で
、
自
ら
の
思
い
を

放
出
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
。
夢
の
中
で
は
引
用
の
波
線
部
の
よ
う
に
自
分
の
思
い
を
良
之
助
に
対

し
て
打
ち
明
け
よ
う
と
し
て
い
る
し
、
夢
の
中
の
良
之
助
も
、
「
優
し
き
手
に
背

そ
び
ら

を
撫
で
つ
ゝ
何
を
思
ひ
給
ふ
ぞ
」
と
千
代
の
顔
を
「
さ
し

の
ぞ
」
く
（
六
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
千
代
の
物
思
い
に
気
付
い
て
、
破
線
部
の
よ
う
に
思
わ
せ
ぶ
り
な
言
動
を
見
せ
、
千
代
か
ら
の
告
白

を
引
き
出
そ
う
と
働
き
か
け
る

）
23
（

。
前
論
で
は
、
千
代
が
、
良
之
助
の
結
婚
相
手
と
し
て
自
分
が
釣
り
合
う
か
否
か
を
考
え
る
と
い
う
こ
と

自
体
が
、
裏
を
返
す
と
、
千
代
の
中
で
二
人
の
結
婚
が
、
状
況
が
許
せ
ば
あ
り
得
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と

論
じ
た
が
、
こ
の
夢
の
内
容
も
、
も
し
自
分
が
告
白
し
た
ら
良
之
助
も
そ
れ
に
応
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
千
代
が
深
層
で
は
知
っ
て
い

る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
よ
う
な
描
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
暁
の
鐘
に
夢
を
破
ら
れ
た
後
の
千
代
が
、
「
惜
し
か
り
し
名
残
に
心
地
常
な
ら
ず
」

（
七
頁
）
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
夢
で
の
自
己
解
放
は
、
現
実
（
千
代
の
体
調
）
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
後
朝
の
実
感
が
歌
わ
れ
て
い
る

歌
を
引
き
な
が
ら
、
現
実
よ
り
も
夢
の
方
が
リ
ア
ル
で
、
現
実
が
夢
の
影
響
下
に
あ
る
と
い
っ
た
、
よ
り
複
雑
で
皮
肉
な
状
況
が
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
「
闇
桜
」
（
中
）
で
は
有
名
な
古
歌
が
複
数
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
が
、
古
歌
の
内
容
と
千
代
と
を
完
全
に
重
ね
合
わ
せ
よ
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う
と
は
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
古
歌
を
踏
ま
え
た
だ
け
で
は
語
り
尽
く
せ
な
い
、
古
歌
の
内
容
に
収
ま
り
き
ら
な
い
独
自
の
感
覚
が
語
ら

れ
て
い
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
古
歌
の
中
で
仮
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
現
実
に
体
感
さ
れ
た
り
、
よ
り
過
酷
な
状
況
や
複
雑
な
状
況
が
提

示
さ
れ
た
り
、
と
い
う
よ
う
に
、
古
歌
を
引
き
、
そ
れ
と
の
差
異
を
演
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
千
代
の
心
を

語
ろ
う
と
す
る
意
図
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
論
に
於
い
て
、
山
田
有
策
氏
の
「
古
歌
を
下
敷
き
に
し
た
表
現
を
前
面
に
押
し
出
し

て
い
る
た
め
、
王
朝
文
学
の
単
純
な
模
倣
に
終
わ
っ
て
い
る
」
「
空
疎
な
作
品

）
24
（

」
と
の
評
言
を
引
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
和

歌
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
文
学
の
素
養
に
た
だ
徒
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
「
単
純
な
模
倣
」
と
ば
か
り
も
言
え
な
い
、
作
品
の
中
で
の
必

要
な
効
果
を
狙
っ
た
一
葉
な
り
の
工
夫
の
跡
が
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
先
に
検
討
し
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
所
載

の
歌
に
つ
い
て
は
、
一
葉
の
『
恋
百
首
』
（
明
治
二
一
年
四
月
）
歌
番
号
六
番
に
、
「
恨
短
夜
恋
」
の
題
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
「
こ
と
更
に

鳥
が
音
は
や
き
心
地
し
て
ま
れ
に
逢
よ
の
あ
け
安
き
か
な
」
と
い
う
歌
が
あ
る

）
25
（

。
古
歌
を
そ
の
ま
ま
踏
ま
え
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
一
葉
に

は
も
と
も
と
小
説
以
前
に
和
歌
と
い
う
媒
体
が
あ
っ
た
。
和
歌
に
盛
り
込
み
き
れ
な
い
内
容
を
描
く
た
め
に
小
説
が
必
要
と
さ
れ
た
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
26
（

。

　
　
　

③　

自
ら
散
る
桜

―
女
主
人
公
の
心
に
潜
む
エ
ネ
ル
ギ
ー

―

　

妄
想
に
よ
っ
て
暴
走
す
る
千
代
の
心
に
焦
点
を
当
て
た
（
中
）
は
、
「
春
は
い
づ
こ
ぞ
花
と
も
云
は
で
垣
根
の
若
草
お
も
ひ
に
も
え
ぬ
」

（
九
頁
）
と
い
う
、
萌
え
い
づ
る
若
草
と
思
い
に
燃
え
る
千
代
を
重
ね
る
文
言
で
結
ば
れ
て
い
る
。
千
代
が
良
之
助
へ
の
恋
心
に
気
付
く
き
っ

か
け
と
な
っ
た
摩
利
支
天
の
縁
日
は
「
春
の
日
も
ま
だ
風
寒
き
二
月
半
ば
」
（
（
上
）
三
頁
）
で
あ
り
、
作
品
内
現
在
は
、
爛
漫
た
る
春
を
待

つ
時
節
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
「
春
は
い
づ
こ
ぞ
花
と
も
云
は
で
」
と
あ
る
の
で
、
未
だ
そ
う
し
た
〈
春
た
け
な
わ
〉
の
時
節

は
訪
れ
て
い
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
「
闇
桜
」
は
、
そ
も
そ
も
（
上
）
の
冒
頭
部
で
「
ほ
こ
ろ
び
初
め
し
つ
ぼ
み
に
眺
め
そ
は
り
て
盛
り

は
い
つ
と
ま
つ
…
」
（
一
頁
）
と
、
千
代
と
い
う
「
花
」
（
桜
）
の
盛
り
を
待
つ
、
と
い
う
こ
と
が
基
調
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
。
（
中
）
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の
千
代
は
、
未
だ
咲
き
誇
る
花
に
は
擬
え
ら
れ
て
い
な
い
。
千
代
と
い
う
花
は
、
い
つ
盛
り
を
迎
え
る
の
か
。
花
は
、
恋
の
物
思
い
が
高

じ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
千
代
が
衰
弱
死
す
る
、
（
下
）
に
於
い
て
咲
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
下
）
で
は
、
そ
の
冒
頭
か
ら
物
思
い
に
よ
っ
て
衰
弱
し
た
千
代
と
、
そ
れ
を
見
舞
う
良
之
助
の
や
り
取
り
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
時

点
で
は
既
に
千
代
の
思
い
は
良
之
助
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
（
前
論
七
九
頁
引
用
部
参
照
）
。
千
代
は
、
「
今
度
は
所
詮
癒な

ほ

る
ま
い
と
思

ひ
ま
す
」
「
で
も
癒よ

く
な
る
筈
が
あ
り
ま
せ
ん
も
の
と
果
敢
な
げ
に
云
ひ
て
打
ち
ま
も
る
睫

ま
ぶ
た

に
涙
は
溢
れ
た
り
」
（
一
〇
頁
）
な
ど
と
、
恋
の

物
思
い
に
よ
っ
て
身
体
を
蝕
ま
れ
た
こ
の
状
態
に
身
を
委
ね
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
む
づ
か
し
か
る
べ
し
と
は
十
指
の
さ
す
処
」
（
同
右
）
と

い
う
ほ
ど
衰
弱
し
て
し
ま
っ
た
千
代
に
対
し
、
「
我
な
ら
ぬ
人
見
る
と
て
も
誰
か
は

膓
は
ら
わ
た

断
え
ざ
ら
ん
」
（
同
右
）
と
述
懐
す
る
良
之
助
を
は

じ
め
、
両
親
や
使
用
人
な
ど
、
な
す
す
べ
な
い
周
囲
の
者
た
ち
は
狼
狽
す
る
ば
か
り
で
あ
る
（
一
一
～
一
三
頁
）
。
千
代
と
良
之
助
の
恋
愛
の

成
就
を
阻
む
外
的
要
因
を
排
除
し
て
女
主
人
公
の
心
一
つ
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
の
が
「
闇
桜
」
の
眼
目
で
あ
る
と
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
が
、
暴
走
す
る
恋
の
妄
想
は
千
代
の
身
を
蝕
み
死
に
至
ら
し
め
る
ほ
ど
の
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
周
囲
の
人
々
が
翻
弄
さ
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
る
本
作
で
は
、
女
主
人
公
の
心
に
物
語
を
動
か
し
て
ゆ
く
強
い
力
が

与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
「
朝
顔
日
記
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
外
か
ら
加
わ
る
障
害
や
事
件
に
よ
っ
て
女
性
が
翻
弄
さ
れ

る
作
品
と
は
、
異
な
る
と
こ
ろ
を
目
指
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
下
）
は
、
作
品
の
タ
イ
ト
ル
の
通
り
に
〈
闇
の
中
で
風
も
な
く
散
る
桜
〉
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
。
前
田
愛
氏
は
こ
の
結
末
を
「
忍
ぶ

恋
の
苦
し
さ
に
悩
む
こ
の
少
女
が
軒
端
に
こ
ぼ
れ
る
夕
桜
に
あ
わ
せ
て
は
か
な
く
命
を
終
る
」
と
要
約
し
て
お
り

）
27
（

、
山
田
有
策
氏
に
よ
る

小
学
館
版
全
集
（
注
（
27
）
参
照
）「
闇
桜
」
扉
裏
解
説
に
於
い
て
も
、
恋
路
の
「
闇
」
に
自
作
の
和
歌
「
風
も
な
き
軒
ば
の
桜
ほ
ろ
〳
〵
と

散
か
と
見
れ
ば
暮
そ
め
に
け
り

）
28
（

」
の
「
は
か
な
い
イ
メ
ー
ジ
が
結
び
つ
い
た
時
、
「
闇
桜
」
と
い
う
題
名
が
決
定
さ
れ
た
」
と
、
落
花
か
ら

儚
い
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
小
説
「
闇
桜
」
に
於
い
て
は
、
女
主
人
公
と
桜
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
風
も
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な
く
散
る
桜
は
、
風
に
よ
っ
て
散
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
身
の
内
に
あ
る
力
に
よ
っ
て
自
力
で
散
る
（
自
ら
の
心
に
身
を
任
せ
、
そ

れ
に
殉
じ
て
死
ぬ
）
と
い
う
意
味
が
付
与
さ
れ
て
、
〈
儚
さ
〉
と
い
う
類
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
一
線
を
画
し
、
一
見
儚
い
美
し
さ
の
中
に

あ
る
熱
量
を
表
現
し
う
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
、
一
葉
が
、
恋
の
妄
執
の
中
で
、
常
識
で
は
捉
え
難
い
自
ら
の
心
の
動
き
に
殉
じ
て
命
を
散
ら
す
千
代
を
〈
花
〉
（
桜
）
と
い
う

美
し
い
も
の
に
喩
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
う
い
う
女
主
人
公
を
賛
美
す
る
作
者
の
意
識
が
看
取
さ
れ
る
が
、
こ
の
描
き
方
の
意
味
に
つ

い
て
は
、
章
を
改
め
て
考
察
す
る
。

　
　

三　

恋
と
は
我
心
に
咲
出
し
花

―
「
随
感
録
一
」
に
見
ら
れ
る
恋
愛
観

―

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
闇
桜
」
に
於
い
て
千
代
の
恋
愛
の
成
就
を
阻
む
外
的
要
素
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
彼
女
が
強
く

望
め
ば
成
就
は
十
分
可
能
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
千
代
は
、
成
就
を
強
く
望
ん
で
働
き
か
け
る
こ

と
を
せ
ず
、
恋
の
闇
＝
物
思
い
の
中
に
閉
じ
こ
も
り
、
そ
れ
に
身
を
委
ね
て
死
に
至
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
千
代
を
、
一
葉
は
闇
の
中
で

散
る
桜
に
喩
え
て
描
い
た
の
だ
っ
た
。

　
（
下
）
で
の
千
代
は
、
良
之
助
を
見
つ
め
て
涙
を
流
し
、
自
分
の
は
め
て
い
た
指
輪
を
形
見
と
称
し
て
良
之
助
に
渡
し
、
「
良
さ
ん
今
朝

の
指
輪
は
め
て
下
さ
い
ま
し
た
か
」
と
問
い
か
け
、
「
答
へ
は
胸
に
せ
ま
り
て
口
に
の
ぼ
ら
ず
無
言
に
さ
し
出
す
左
の
手
を
引
き
寄
せ
て
じ

つ
と
ば
か
り
眺
め
し
が
。
妾
と
思
つ
て
下
さ
い
と
云
ひ
も
あ
へ
ず
ほ
ろ
〳
〵
と
こ
ぼ
す
涙
其
ま
ゝ
枕
に
俯う

つ

伏ぶ

し
ぬ
」
（
一
一
頁
）
な
ど
と
、

先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
自
ら
の
思
い
を
良
之
助
に
対
し
て
目
に
見
え
る
行
為
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が

で
き
て
い
る
と
言
え
る

）
29
（

。
「
闇
桜
」
の
（
中
）
か
ら
（
下
）
に
か
け
て
、
千
代
が
恋
の
成
就
に
向
け
て
現
実
的
な
努
力
を
す
る
様
子
は
一
切

描
か
れ
て
い
な
い
が
、
自
分
の
命
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
＝
現
実
的
な
恋
の
成
就
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
状
況
に
至
っ
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て
初
め
て
、
自
ら
の
思
い
を
露
わ
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
様
子
が
描
か
れ
る
の
は
何
故
な
の
か
。
一
葉
が
恋
愛
の
問
題
を

〈
対
人
間
〉
或
い
は
〈
対
社
会
〉
と
の
関
係
の
中
で
追
究
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
女
主
人
公
の
心
一
つ
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
一
人
で
恋
愛

と
対
峙
さ
せ
る
よ
う
に
描
く
、
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
「
闇
桜
」
と
同
時
期
の
一
葉
自
身
の
恋
愛
観
を

見
て
み
る
。

　
「
闇
桜
」
と
同
年
に
書
か
れ
た
日
記
「
随
感
録
一
」
（
表
書
よ
り
明
治
二
十
五
年
八
月
起
筆
と
知
ら
れ
る
）
の
次
の
一
節
は
、
半
井
桃
水
と
の
恋

愛
（
桃
水
へ
の
一
葉
の
一
方
向
的
な
思
い
）
を
背
景
に
持
つ
文
章
で
あ
り
、
早
く
に
鈴
木
二
三
雄
氏
に
よ
っ
て
「
闇
桜
」
と
の
関
連
が
示

唆
さ
れ
て
い
る

）
30
（

。

恋
と
は
我
心
に
咲
出
し
花
の
お
の
づ
か
ら
う
る
は
し
く
た
の
し
く
清
ら
け
き
も
の
な
る
を
物
に
う
つ
し
て
み
れ
ば
そ
の
一
ひ
ら
の
色

も
香
も
な
く
成
ぬ 

是
を
あ
や
し
と
見
て
其
も
と
を
窮
め
ん
と
す
る
に
茫
と
し
て
し
る
べ
か
ら
ず 

夢
魂
身
を
く
る
し
め
て
心
緒
と
く
る

の
時
な
し 

こ
れ
を
迷
ひ
と
い
ふ 

さ
れ
ば
こ
そ
つ
れ
な
き
人
に
身
を
か
こ
ち
し
の
ぶ
思
ひ
に
世
を
う
ら
む
め
り 

詮
ず
る
処
我
が
う
つ

し
出
た
る
も
と
の
形
を
お
も
は
ざ
れ
ば
な
り 
恋
は
も
と
一
ッ
の
み
何
ん
ぞ
我
と
人
と
あ
ら
ん
や 

二
ッ
な
し
と
し
れ
ば
な
ど
我
思
ふ

ま
ゝ
な
ら
ぬ 

さ
る
を
猶
ま
ゝ
な
ら
ず
と
す
る
は
我
心
よ
り
憂
ふ
る
也 

我
な
く
人
な
く
一
道
に
帰
し
て
思
へ
ば
恋
は
た
の
し
く
う
る
は

し
く
の
ど
か
に
清
ら
か
に
ま
こ
と
円
満
完
了
の
も
の
な
ら
ず
や

）
31
（

右
の
傍
線
部
か
ら
は
、
我
対
人
（
相
手
）
と
い
う
関
係
の
中
で
恋
愛
を
追
求
し
て
ゆ
く
こ
と
を
拒
否
す
る
、
逃
避
と
も
言
え
る
消
極
的
な

姿
勢
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
れ
が
小
説
執
筆
に
反
映
さ
れ
た
時
、
一
葉
の
初
期
小
説
の
中
で
も
「
闇
桜
」
「
た
ま
襷
」
（
『
武
蔵
野
』
第
二
編
〔
明

治
二
五
・
四
・
一
七
〕
）「
経
つ
く
え
」
（
『
甲
陽
新
報
』
明
治
二
五
・
一
〇
・
一
八
～
二
二
、 
二
四
、 

二
五
）
等
に
特
に
顕
著
な
、
恋
愛
の
成
就
へ
の
模
索
を

欠
落
さ
せ
、
相
手
を
思
う
気
持
ち
の
み
を
重
ん
じ
て
女
主
人
公
が
そ
れ
と
孤
独
に
対
峙
す
る
と
い
っ
た
、
女
主
人
公
の
心
一
つ
に
焦
点
を

絞
ら
せ
る
と
い
う
特
徴
を
生
ん
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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思
い
を
成
就
さ
せ
、
我
と
人
と
の
関
係
の
中
で
恋
愛
を
育
む
、
と
い
っ
た
こ
と
を
排
除
し
て
、
我
が
心
に
生
ま
れ
た
恋
の
思
い
そ
れ
だ

け
を
取
っ
て
み
れ
ば
、
波
線
部
に
見
ら
れ
る
如
く
そ
れ
は
「
円
満
完
了
」
の
も
の
と
な
る
。
「
闇
桜
」
や
「
た
ま
襷
」
に
於
い
て
は
、
右
の

引
用
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
考
え
方
、
即
ち
〈
恋
愛
の
相
手
や
周
囲
の
人
々
の
思
惑
な
ど
を
考
え
、
成
就
を
望
め
ば
こ
そ
苦
悩
が
生
ず
る
〉
、

〈
恋
の
思
い
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
美
し
く
清
く
、
円
満
完
了
の
も
の
〉
と
い
っ
た
考
え
方
に
則
ろ
う
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え

る
。
こ
の
一
葉
の
恋
愛
観
が
、
こ
れ
ら
の
小
説
に
見
ら
れ
る
〈
成
就
に
向
け
て
の
女
主
人
公
の
努
力
の
欠
如
〉
、
〈
恋
愛
の
非
成
就
〉
、
〈
女

主
人
公
が
一
人
で
恋
の
思
い
と
向
き
合
い
、
そ
れ
に
殉
じ
る
展
開
〉
な
ど
と
い
っ
た
共
通
項
を
生
む
土
壌
と
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　
「
随
感
録
一
」
の
執
筆
は
、
「
闇
桜
」
「
た
ま
襷
」
よ
り
も
五
、六
ヵ
月
後
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
「
闇
桜
」
の
先
行
研
究
の
中
で
、
こ
の
文
章

と
の
結
び
つ
き
に
言
及
し
て
い
る
も
の
が
注
（
30
）
に
挙
げ
た
鈴
木
氏
の
論
以
外
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
理
由
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る

）
32
（

。

し
か
し
、
日
記
に
記
さ
れ
る
以
前
に
そ
こ
に
見
ら
れ
る
考
え
方
が
一
葉
の
中
に
生
じ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
保
証
は
な
い
。
内
容
を
見
比

べ
る
と
、
「
闇
桜
」
の
執
筆
時
に
も
、
「
随
感
録
一
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
恋
愛
観
が
既
に
一
葉
の
中
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

し
か
し
、
小
説
は
、
す
べ
て
「
随
感
録
一
」
の
主
張
通
り
に
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
鈴
木
氏
の
論
で
は
「
随
感
録
」
と
「
闇

桜
」
の
違
い
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
日
記
に
見
ら
れ
な
い
要
素
も
小
説
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
恋
の
思
い
に
女
主
人
公
が
殉
じ
て

命
を
も
抛
つ
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
「
た
ま
襷
」
に
於
い
て
、
糸
子
が
松
野
の
自
分
へ
の
思
い
を
知
っ
た
時
、
竹
村
を
含
む
三
角
関
係
の
中
で
自
身
の
竹
村
へ
の
恋

を
叶
え
よ
う
と
努
め
る
の
で
は
な
く
、
面
倒
が
起
き
な
い
よ
う
身
を
引
き
つ
つ
自
ら
の
身
の
潔
白
を
証
し
、
竹
村
へ
の
思
い
を
貫
く
た
め

に
自
決
に
向
か
う
、
と
い
う
彼
女
の
清
々
し
い
心
の
有
り
様
は
、
「
随
感
録
」
に
限
り
な
く
近
い
と
は
言
え
る
。
一
葉
が
桃
水
と
の
関
わ
り

の
中
で
何
と
か
捻
り
出
し
た
の
は
、
〈
恋
は
自
ら
の
思
う
心
だ
け
で
円
満
完
了
の
も
の
〉
と
悟
る
こ
と
が
で
き
る
自
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に

向
か
う
過
程
に
於
い
て
、
一
葉
に
と
っ
て
の
あ
る
べ
き
自
分
、
あ
り
た
き
自
分
が
、
「
た
ま
襷
」
の
女
主
人
公
の
造
形
に
於
い
て
は
、
恋
心
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に
殉
じ
て
死
を
選
ぶ
究
極
の
形
を
取
っ
て
表
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

だ
が
「
闇
桜
」
の
方
で
は
、
千
代
は
恋
の
物
思
い
に
よ
っ
て
心
身
が
衰
弱
し
て
い
く
よ
う
に
、
自
分
一
人
の
思
う
心
だ
け
で
「
円
満
完

了
」
と
悟
る
境
地
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
良
之
助
に
向
か
っ
て
自
ら
の
病
を
「
癒よ

く
な
る
筈
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
う
時
、
「
形
見
」
と
し

て
渡
し
た
指
輪
を
は
め
て
い
る
良
之
助
の
手
を
見
た
時
、
千
代
は
涙
を
溢
れ
さ
せ
た
り
「
其
ま
ゝ
枕
に
俯
伏
し
」
た
り
し
て
い
る
。
「
我
な

く
人
な
く
一
道
に
帰
し
て
思
へ
ば
恋
は
た
の
し
く
う
る
は
し
く
の
ど
か
に
清
ら
か
に
」
と
い
っ
た
境
地
に
至
っ
て
い
な
い
の
は
明
ら
か
で

あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
夢
の
中
や
、
病
に
よ
っ
て
現
実
的
な
成
就
の
道
が
断
た
れ
た
時
に
自
分
の
思
い
を
解
放
し
て
良
之
助
に
伝
え
よ
う

と
す
る
千
代
が
描
か
れ
る
の
だ
ろ
う
。
「
闇
桜
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
も
、
恋
の
闇
の
中
で
（
そ
こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
ま
ま
）
散
る
千
代
を

象
徴
し
て
い
る
。
「
闇
桜
」
に
於
い
て
は
、
後
に
「
随
感
録
」
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
一
葉
の
〈
あ
り
た
き
姿
〉
に
反
し
た
千
代
の
あ
り
方
が

描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
恋
の
迷
い
に
蝕
ま
れ
て
、
恋
の
闇
の
中
で
散
る
女
主
人
公
を
桜
と
い
う
美
し
い
も
の
と
し

て
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
日
記
に
書
き
尽
く
さ
れ
な
か
っ
た
、
日
記
の
表
に
は
表
れ
ず
に
深
層
に
押
し
込
め
ら
れ
た
一
葉
の
秘
め
ら
れ

た
願
望
、
憧
れ
が
表
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

自
分
一
人
の
思
い
を
貫
い
て
潔
く
死
ぬ
こ
と
（
「
た
ま
襷
」
）
、
恋
の
闇
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
ま
ま
、
そ
れ
に
身
を
任
せ
て
死
に
至
る
こ
と

（
「
闇
桜
」
）
、
い
ず
れ
に
せ
よ
自
ら
の
恋
心
に
身
を
委
ね
る
女
主
人
公
の
生
き
方
を
繰
り
返
し
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
樋
口
夏
子
そ
の
人

と
し
て
日
記
に
記
せ
ず
現
実
に
は
選
べ
な
か
っ
た
生
き
方
（
死
に
方
）
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
日
記
に
記
す
の
は
〈
私
自
身
の

こ
と
〉
で
あ
り
、
そ
れ
が
心
の
枷
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
千
代
が
夢
の
中
や
病
で
死
を
目
前
に
し
た
時
に
初
め
て

正
直
に
な
れ
る
よ
う
に
、
自
ら
を
捕
ら
え
て
い
る
、
こ
う
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
制
約
か
ら
解
き
放
た
れ
る
に
は
、
虚
構
の
設
定
・

登
場
人
物
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
描
き
に
く
い
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
「
随
感
録
一
」
で
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
悟
り
の
境
地
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
心
の
動
き
は
、
「
た
ま
襷
」
の
松
野
雪
三
の
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よ
う
な
、
女
主
人
公
に
対
置
さ
れ
る
男
性
を
通
し
て
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
主
家
の
娘
糸
子
に
思
い
を
寄
せ
る
松
野
は
、
「
道
に
背
か
ば
背

け
世
の
嗤

も
の
わ
ら
ひ

笑
に
な
ら
ば
な
れ
、
君
故
捨
つ
る
名
真
ぞ
惜
し
か
ら
ず
、
今
日
は
思
ふ
心
も
ら
さ
ん
か
明
日
は
胸
の
中う

ち

う
ち
明
け
ん
か
」
（
（
中

の
二
）
一
九
～
二
〇
頁
）
と
成
就
を
願
い
、
「
此
心
更
に
追
へ
ど
も
去
ら
ず
、
澄
ま
さ
ん
と
思
ふ
ほ
ど
搔
き
に
ご
り
て
、
真
如
の
月
の
影
は

何い
づ
く処

」
（
同
右
、
一
八
頁
）
と
い
う
よ
う
に
迷
い
の
中
に
取
り
残
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
男
性
の
描
き
方
が
、
後
期
の
「
に
ご
り
え
」
の
よ
う
な

作
品
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
恋
の
闇
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
主
人
公
を
描
い
た
「
闇
桜
」
は
、
桃
水
へ
の
恋
心
に
悩

む
そ
の
当
時
の
一
葉
を
反
映
し
た
一
時
の
徒
花
に
終
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
長
く
一
葉
の
中
に
留
ま
り
続
け
る
も
の
に
な
っ
た
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
登
場
人
物
の
心
の
動
き
方
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
、
女
主
人
公
の
心
に
端
を
発
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
周
囲

の
人
々
を
翻
弄
す
る
と
い
う
展
開
、
こ
れ
ら
は
「
や
み
夜
」
以
降
の
後
期
の
諸
作
に
も
顕
著
な
特
色
で
あ
る

）
33
（

。
一
葉
の
作
家
人
生
の
中
で

特
に
明
治
二
十
八
年
初
頭
か
ら
の
一
年
あ
ま
り
は
、
研
究
史
に
於
い
て
〈
奇
蹟
の
期
間
〉
と
称
さ
れ
る
が
、
奇
蹟
は
一
日
に
し
て
成
ら
ず
、

一
葉
後
期
の
作
品
に
繫
が
る
よ
う
な
要
素
が
、
先
行
作
を
踏
ま
え
な
が
ら
そ
れ
と
の
距
離
を
見
せ
て
ゆ
く
手
法
な
ど
も
含
め
、
デ
ビ
ュ
ー

作
「
闇
桜
」
の
時
点
で
既
に
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
闇
桜
」
に
は
『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
な
ど
平
安
朝
の
物
語
と
の
関
係
を
指
摘
し
た
鈴
木
氏
の
論
（
注
（
30
）
）
や
後
藤
幸
良
氏
の
論

）
34
（

も

あ
る
。
ま
た
、
一
葉
の
恋
愛
観
と
透
谷
や
露
伴
の
そ
れ
を
比
較
し
た
、
鈴
木
氏
（
同
右
）
や
塚
本
氏
の
論
（
注
（
13
）
）
も
あ
る
。
が
、
今
回

検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
本
論
文
に
於
い
て
見
た
古
典
和
歌
を
小
説
に
取
り
込
む
際
の
手
法
の
他
作
品
で
の
様
相
も
含
め
、
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
以
降
の
京
都
女
子
大
学
で
の
「
講
読
近
代
」
の
授
業
内
容
の
一
部
を
基
に
し
て
い
る
。
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注（
1
） 『
読
売
新
聞
』
朝
刊
、
明
治
十
三
年
十
月
三
十
一
日
、
十
一
月
二
日
、
同
六
日
、
七
日
、
九
日
、
十
日
。
本
論
文
で
は
、
引
用
全
般
に
亘
り
、
漢
字
の

旧
字
体
や
変
体
仮
名
を
通
行
の
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
を
適
宜
省
略
し
た
。
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
濁
点
を
補
い
、
空
白
を
設
け
た
箇
所
が
あ
る
。

ま
た
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
傍
線･

傍
点
等
は
論
者
に
よ
る
。

（
2
） 

拙
稿
「
心
に
吹
く
風

―
樋
口
一
葉
「
闇
桜
」
論
（
そ
の
一
）

―
」
『
女
子
大
国
文
』
第
一
六
四
号
（
二
〇
一
九
・
一
・
三
一　

京
都
女
子
大
学
国

文
学
会
）
。

（
3
） 

文
部
科
学
省
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
事
業
「
ア
ジ
ア
地
域
文
化
に
関
す
る
共
同
研
究
」
『
「
朝
顔
日
記
」
の
演
劇
史
的
研
究

―
「
桃
花
扇
」
か
ら
「
生

写
朝
顔
話
」
ま
で

―
』
（
二
〇
〇
三
・
一
・
九　
「
朝
顔
日
記
」
の
会
）
第
五
章
「
演
博
蔵
歌
舞
伎
台
帳
『
け
い
せ
い
筑
紫

』
小
考
」
冒
頭
で
、

児
玉
竜
一
氏
に
よ
る
、
明
治
期
の
『
読
売
新
聞
』
に
「
「
朝
顔
日
記
」
を
想
起
さ
せ
る
数
奇
な
女
性
の
体
験
を
め
ぐ
る
」
「
三
面
記
事
」
が
見
ら
れ
る

と
の
指
摘
が
あ
り
（
六
六
頁
）
、
示
唆
を
得
た
。
児
玉
氏
は
、
「
近
代
に
ま
で
至
る
「
朝
顔
日
記
」
の
強
靱
な
浸
透
力
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
知
ら
せ
る

事
例
」
（
同
右
）
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
共
同
研
究
に
つ
い
て
は
、
正
木
ゆ
み
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
4
） 『
読
売
新
聞
』
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。
明
治
八
年
九
月
二
十
五
日
朝
刊
一
面
（
歌
舞
伎
役
者
の
河
原
崎
国
太
郎
の
眼
病
に
つ
い
て
の

記
事
、
日
本
橋
の
中
島
座
で
「
朝
顔
日
記
」
を
上
演
し
た
際
、
朝
顔
を
演
じ
た
国
太
郎
が
、
そ
の
後
眼
が
悪
く
な
っ
た
逸
話
を
載
せ
る
）
、
同
十
年
四

月
二
十
三
日
朝
刊
三
面
（
四
ッ
谷
の
桐
座
で
の
中
村
寿
三
郎
ら
に
よ
る
「
朝
顔
日
記
」
上
演
予
告
）
、
同
十
四
年
七
月
三
十
一
日
朝
刊
二
面
（
久
松
座

の
次
回
演
目
予
告
に
「
中
幕
は
増
補
朝
顔
日
記
」
、
朝
顔
を
尾
上
多
賀
之
丞
が
、
阿
曽
次
郎
を
片
岡
我
童
が
演
じ
る
と
あ
る
）
、
同
十
七
年
八
月
三
日

朝
刊
三
面
（
市
村
座
の
夜
芝
居
で
の
「
朝
顔
日
記
」
上
演
予
告
、
朝
顔
役
は
中
村
福
助
）
、
同
十
八
年
九
月
二
十
二
日
朝
刊
三
面
（
猿
若
町
の
文
楽
座

の
落
成
記
事
、
上
演
演
目
の
一
つ
に
「
朝
顔
日
記
の
通
し
」
と
あ
る
）
。
『
朝
日
新
聞
』
（
東
京
）
で
は
以
下
の
通
り
。
明
治
二
十
三
年
四
月
六
日
朝
刊

四
面
（
浅
草
「
東
橋
亭
の
語
り
物
」
の
七
日
の
予
告
演
目
と
し
て
「
朝
顔
日
記
笑
茸
の
段
」
「
同
宿
屋
よ
り
大
井
川
迄
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
、
同

年
五
月
十
一
日
朝
刊
四
面
（
本
郷
「
若
竹
の
語
り
物
」
、
「
朝
顔
日
記
笑
薬
の
段
」
「
同
宿
屋
よ
り
大
井
川
ま
で
」
）
、
同
年
七
月
十
三
日
朝
刊
四
面

（
十
五
・
十
六
日
の
日
本
橋
友
楽
館
で
の
演
芸
改
良
会
の
演
目
の
一
つ
に
「
朝
顔
日
記
宿
屋
の
段
」
）
、
明
治
二
十
四
年
六
月
二
十
三
日
朝
刊
四
面
（
開



恋
と
は
我
心
に
咲
出
し
花

111

盛
座
の
七
月
狂
言
予
告
、
「
「
朝
顔
日
記
」
の
宿
屋
よ
り
大
井
川
ま
で
」
）
。

（
5
） 『
読
売
新
聞
』
明
治
十
七
年
四
月
二
十
日
朝
刊
四
面
、
春
陽
堂
の
広
告
に
「
義
太
夫

丸　

本
生
写
朝
顔
日
記 

全
一
冊
三
十
銭
」
と
あ
る
。
『
朝
日
新
聞
』
明
治

二
十
四
年
十
二
月
八
日
の
東
京
朝
刊
五
面
に
は
、
金
子
春
夢
著
『
今
深
雪
』
（
春
陽
堂
）
の
広
告
が
あ
り
、
「
盲
目
の
恋
」
「
狂
女
の
朝
顔
」
「
月
琴
を

弾
く
」
な
ど
の
煽
り
文
句
が
見
え
る
。
参
考
ま
で
に
、
『
今
深
雪
』
（
『
文
学
世
界
』
第
九
巻
と
し
て
発
行
、
明
治
二
四
・
一
一
・
三
〇
）
の
梗
概
は
以

下
の
通
り
。
眼
病
に
よ
り
盲
目
と
な
っ
た
お
清
は
、
両
親
の
尽
力
に
よ
っ
て
婿
養
子
を
迎
え
る
が
、
唱
歌
を
彼
女
に
教
え
る
た
め
に
家
に
出
入
り
し

て
い
た
別
の
男
を
恋
す
る
あ
ま
り
夫
と
睦
ま
ず
、
怒
っ
た
夫
は
家
を
出
る
。
そ
の
後
、
こ
の
一
件
が
噂
と
な
り
再
び
婿
に
来
る
者
も
な
く
、
恋
慕
っ

て
い
た
男
も
別
の
娘
と
結
婚
し
た
こ
と
を
知
っ
て
「
半
狂
乱
」
の
状
態
と
な
っ
た
お
清
を
、
世
の
人
は
「
恋
に
身
を
窶
す
今
深
雪
の
果
」
（
十
三
丁
裏
）

と
噂
す
る
。
こ
の
時
代
に
、
恋
に
執
着
す
る
人
の
代
名
詞
と
し
て
「
朝
顔
日
記
」
の
「
深
雪
」
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
例
で
あ
る
。

（
6
） 『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十
四
年
六
月
二
十
二
日
朝
刊
三
面
に
は
「
新
編
朝
顔
日
記
」
と
題
す
る
記
事
が
あ
り
、
蛍
狩
に
毎
夜
出
掛
け
る
美
し
い
女
を
深

雪
に
、
そ
れ
を
聞
き
伝
え
て
そ
の
女
の
後
を
つ
け
る
男
た
ち
を
阿
曽
次
郎
に
擬
え
て
い
る
。
こ
の
記
事
で
は
「
朝
顔
日
記
」
の
物
語
展
開
は
全
く
説

明
さ
れ
な
い
し
、
記
事
の
内
容
に
も
「
朝
顔
日
記
」
と
の
共
通
点
は
殆
ど
見
出
せ
な
い
。
深
雪
に
擬
さ
れ
る
こ
の
女
の
正
体
は
実
は
「
白
鬼
」
（
私
娼
）

で
、
団
扇
で
蛍
を
打
つ
拍
子
に
わ
ざ
と
転
ん
で
肩
に
つ
か
ま
る
と
い
っ
た
手
管
で
若
い
男
を
取
り
込
も
う
と
物
色
し
て
い
る
、
と
い
う
落
ち
で
あ
る
。

「
蛍
狩
」
（
「
袂
涼
し
き
宇
治
な
ら
で
江
戸
川
の
夕
暮
に
は
」
と
い
っ
た
文
言
も
出
て
く
る
）
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
深
雪
と
阿
曽
次
郎
が
宇
治
川

の
蛍
狩
で
出
会
う
「
朝
顔
日
記
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
お
き
な
が
ら
、
相
手
を
一
途
に
思
う
恋
物
語
で
あ
る
同
作
品
と
は
著
し
い
落
差
を
見
せ
る
記

事
を
提
示
す
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
「
宇
治
」
「
蛍
狩
」
と
い
う
文
言
と
「
深
雪
」
「
阿
曽
次
郎
」
と
い
う
登
場
人
物
名
の
み
で
、
読
者
に
「
朝
顔
日
記
」

の
内
容
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
踏
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
し
、
こ
の
記
事
の
内
容
と
は
対
極
に
あ
る
誠
実
な
恋
物
語
の
象
徴

と
し
て
「
朝
顔
日
記
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

（
7
） 

第
一
章
「
中
国
戯
曲
か
ら
「
生
写
朝
顔
話
」
へ
の
流
れ
と
周
縁
」
二
〇
頁
。
内
山
氏
は
、
同
論
文
に
於
い
て
、
「
そ
も
そ
も
浄
瑠
璃
の
時
代
物
は
、
天

下
国
家
の
安
危
に
関
わ
る
壮
大
な
物
語
の
展
開
に
、
恋
愛
が
織
り
込
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
恋
愛
を
中
心
に
物
語
が
成
り
立
つ
訳
で
は
な
い
」
が
、

「
「
生
写
朝
顔
話
」
は
「
大
内
物
」
（
近
石
泰
秋
氏
）
で
、
刊
行
正
本
で
は
一
応
時
代
物
五
段
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
全
段
を
貫
流
す
る
の
は
、
女
主
人
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公
深
雪
の
恋
の
情
熱
で
あ
り
、
正
本
に
掲
げ
る
場
割
全
十
四
場
中
、
十
場
に
深
雪
は
登
場
す
る
」
、
「
浄
瑠
璃
に
先
行
す
る
歌
舞
伎
の
「
け
い
せ
い
筑

紫

」
で
は
、
「
生
写
朝
顔
話
」
ほ
ど
深
雪
の
出
番
が
な
」
く
、
浄
瑠
璃
は
「
量
質
と
も
に
、
女
主
人
公
深
雪
の
恋
物
語
と
し
て
作
ら
れ
、
」
対
す
る

阿
曽
次
郎
（
駒
沢
）
も
、
例
え
ば
「
妹
背
山
」
の
久
我
之
助
と
比
較
し
て
、
「
天
下
国
家
の
大
事
に
関
わ
る
浄
瑠
璃
の
男
子
と
し
て
は
異
例
な
、
恋
へ

の
真
剣
さ
を
見
せ
る
」
な
ど
と
、
恋
を
主
軸
に
置
い
た
特
徴
あ
る
浄
瑠
璃
と
し
て
、
本
作
を
捉
え
て
い
る
（
一
九
頁
）
。
さ
ら
に
、
読
本
や
歌
舞
伎
と

比
較
し
て
の
浄
瑠
璃
作
品
の
特
徴
と
し
て
、「
読
本
『
朝
顔
日
記
』
は
宮
城
阿
蘇
次
郎
を
、
誕
生
か
ら
退
身
ま
で
、
一
代
記
的
に
丁
寧
に
描
き
、
当
然
、

恋
以
外
の
話
に
多
く
の
紙
数
が
充
て
ら
れ
る
」
「
一
方
浄
瑠
璃
で
は
、
十
四
場
中
駒
沢
が
登
場
す
る
の
は
七
場
、
深
雪
の
十
場
に
対
し
、
や
や
薄
い
扱

い
で
あ
る
」
こ
と
、
ま
た
、
「
「
宿
屋
」
で
深
雪
が
駒
沢
の
前
で
弾
く
の
が
、
読
本
は
三
味
線
で
あ
る
が
、
浄
瑠
璃
は
琴
で
、
哀
れ
に
美
し
い
女
主
人

公
の
貴
種
流
離
譚
に
、
一
層
の
演
出
効
果
を
挙
げ
て
い
る
」
こ
と
、
同
場
で
「
深
雪
が
駒
沢
の
前
と
は
知
ら
ず
に
、
恋
人
へ
の
思
い
の
丈
を
述
べ
る

く
ど
き
も
、
読
本
に
は
な
く
、
歌
舞
伎
に
原
型
が
あ
る
と
は
い
え
、
抒
情
味
豊
か
な
詞
章
は
浄
瑠
璃
の
独
擅
場
で
あ
る
」
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
以
上
、
二
〇
頁
）
。

（
8
） 

な
お
、
「
浄
瑠
璃
は
読
本
の
大
筋
に
添
い
つ
つ
、
事
実
上
の
劇
的
な
最
後
の
場
面
で
あ
る
「
大
井
川
」
に
、
悲
劇
的
幕
切
れ
を
用
意
す
べ
く
、
強
引
に

徳
右
衛
門
の
忠
死
を
挿
入
し
た
」
と
さ
れ
る
（
注
（
3
）
に
挙
げ
た
共
同
研
究
第
八
章
、
内
山
美
樹
子
氏
「
二
十
世
紀
中
・
後
期
（
一
九
五
七
～

九
五
）
の
文
楽
「
生
写
朝
顔
話
」
」
二
一
八
頁
）
。
前
論
で
「
闇
桜
」
と
比
較
し
た
、
浄
瑠
璃
『
増補
生
写
朝
顔
日
記
』
（
明
治
二
四
・
一
・
二
一　

金
桜

堂
）
の
当
該
箇
所
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
前
論
注
（
27
）
参
照
。
た
し
か
に
前
論
注
（
16
）
に
紹
介
し
た
明
治
二
十
三
年
発
行
の
読
本
『
人
情

美
談
朝
顔
日

記
』
の
本
文
で
は
、
深
雪
の
目
の
回
復
は
、
「
産
神
を
祈
り
朝
々
冷ひ

や

け
き
水
に
て
こ
り
を
と
り
し
故
に

自
お
の
づ
か

ら
送の

ぼ

せ上
も
下さ

が

り
し
か
心
地
爽

さ
は
や
か

に
御
神
の

恵
め
ぐ
み

に
て
両
眼
明
き
侍
り
ぬ
」
（
八
〇
頁
）
と
い
う
よ
う
に
描
か
れ
る
。
だ
が
、
明
治
期
に
於
い
て
明
ら
か
に
浄
瑠
璃
の
本
文
に
依
拠
し
た
「
朝
顔
日

記
」
を
踏
ま
え
て
の
発
言
が
見
ら
れ
る
。
注
（
4
）
に
挙
げ
た
『
読
売
新
聞
』
明
治
八
年
九
月
二
十
五
日
の
国
太
郎
の
眼
病
に
つ
い
て
の
記
事
で
は
、

「
甲
子
ど
し
の
男
の
子
の
生
血
で
も
取
ツ
て
や
り
た
い
ね
エ
と
浮
気
娘
な
ど
が
心
配
し
て
居
り
ま
す
が
」
と
あ
り
、
注
（
5
）
に
挙
げ
た
明
治
二
十
四

年
発
行
の
小
説
『
今
深
雪
』
で
は
、
女
主
人
公
の
眼
病
に
つ
い
て
「
大
明
渡
来
の
目
薬
に
、

甲
き
の
え

子ね

男
子
の
生
血
を
濺
ぐ
や
う
な
即
座
の
平
癒
も
覚
束

な
し
」
（
七
丁
表
）
と
い
っ
た
文
言
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
明
治
期
、
「
闇
桜
」
発
表
時
ま
で
の
期
間
に
於
い
て
、
浄
瑠
璃
の
詞
章
が
一
般
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に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

（
9
） 
こ
れ
は
必
ず
し
も
「
朝
顔
日
記
」
に
限
定
さ
れ
な
い
。
か
つ
て
拙
稿
「
一
葉
小
説
と
同
時
代
環
境
」
（
『
論
集
樋
口
一
葉
Ⅱ
』
〔
平
成
一
〇
・
一
一
・

二
五　

お
う
ふ
う
〕
注
（
21
）
一
四
九
～
一
五
〇
頁
）
に
於
い
て
、
「
闇
桜
」
（
下
）
末
尾
の
部
分
の
出
典
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
『
新
古
今
和
歌

集
』
所
載
の
能
因
法
師
の
歌
に
つ
い
て
、
恋
の
妄
執
を
う
た
う
道
成
寺
も
の
の
歌
謡
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
「
朝

顔
日
記
」
の
よ
う
に
「
闇
桜
」
で
直
接
作
品
の
文
言
が
引
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
大
団
円
で
幕
と
な
る
か
否
か
の
違
い
も
あ
る
が
、

こ
う
し
た
道
成
寺
も
の
や
「
闇
桜
」
（
上
）
で
良
之
助
が
千
代
を
か
ら
か
う
際
に
口
に
の
ぼ
せ
て
い
る
八
百
屋
お
七
な
ど
、
「
闇
桜
」
の
背
景
に
潜
ま

さ
れ
て
い
る
作
品
に
於
い
て
も
、
恋
に
執
着
す
る
女
性
の
積
極
性
が
見
て
取
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
10
） 

屋
木
瑞
穂
「
樋
口
一
葉
「
闇
桜
」
の
位
相
―
〈
筒
井
筒
〉
変
奏
―
」
『
近
代
文
学
試
論
』
第
三
八
号
（
二
〇
〇
〇
・
一
二
・
二
五　

広
島
大
学
近
代
文

学
研
究
会
）
六
頁
。

（
11
） 「
闇
桜
」
及
び
後
出
の
「
た
ま
襷
」
の
引
用
は
、
前
論
同
様
初
出
に
よ
り
、
以
下
頁
数
の
み
示
す
。
初
出
誌
『
武
蔵
野
』
は
、
『
複
刻
版 

武
蔵
野
』

（
二
〇
〇
四
・
九
・
一　

雄
松
堂
出
版
）
に
よ
っ
た
。

（
12
） 

注
（
2
）
の
拙
稿
、
七
七
頁
参
照
。

（
13
） 

塚
本
章
子
氏
は
、
千
代
が
、
自
分
が
良
之
助
に
相
応
し
く
な
い
と
思
い
悩
む
「
そ
の
意
識
の
背
後
に
は
、
互
い
に
尊
敬
し
合
い
、
相
談
相
手
に
な
る

「
学
識
」
の
あ
る
女
性
（
中
略
）
を
求
め
、
「
自
由
な
恋
愛
」
を
夢
見
る
、
知
識
人
男
性
た
ち
の
描
く
「
理
想
」
が
、
渦
巻
い
て
い
た
」
と
し
、
そ
れ

が
、
「
「
恋
」
を
阻
む
も
の
と
し
て
彼
女
を
脅
か
し
て
い
る
」
と
言
う
が
、
良
之
助
は
〈
先
進
的
知
識
人
〉
で
あ
る
と
強
調
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
彼
の
「
理
想
」
が
作
品
内
で
語
ら
れ
る
こ
と
も
一
切
無
い
。
塚
本
氏
は
、
「
「
学
問
」
の
匂
い
、
あ
る
い
は
「
英
語
」
の
匂
い
が
、
千
代

か
ら
は
全
く
感
じ
取
れ
な
い
」
こ
と
か
ら
、
千
代
の
通
う
学
校
が
「
当
時
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
の
高
等
女
学
校
と
は
思
え
な
い
」

と
言
う
が
、
作
品
内
で
は
「
今
の
世
の

0

0

0

0

教
育
う
け
た
身
」
（
三
頁
）
と
あ
っ
て
、
近
代
的
教
育
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
方
、

良
之
助
の
通
う
「
何
某
学
校
」
（
一
頁
）
も
帝
国
大
学
で
あ
る
と
い
う
明
記
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
を
そ
こ
ま
で
の
エ
リ
ー
ト
と
し
て
設
定
し
よ
う

と
し
て
い
な
い
作
者
の
意
図
が
見
え
る
し
、
英
語
の
匂
い
が
し
な
い
の
は
良
之
助
も
同
様
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
こ
は
千
代
の
妄
想
が
展
開
さ
れ
て
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い
る
箇
所
な
の
で
、
千
代
自
身
が
冷
静
で
も
な
い
。
平
常
時
に
彼
女
が
そ
う
い
っ
た
問
題
で
悩
ん
で
い
る
の
で
な
い
以
上
、
塚
本
氏
の
指
摘
の
よ
う

に
は
読
め
な
い
の
で
は
な
い
か
。
塚
本
氏
の
論
は
、
『
樋
口
一
葉
と
斎
藤
緑
雨

―
共
振
す
る
ふ
た
つ
の
世
界
』
（
二
〇
一
一
・
六
・
三
〇　

笠
間
書

院
）
第
二
章
第
一
節
「
「
闇
桜
」
考

―
同
時
代
の
「
恋
」
を
め
ぐ
る
言
説
の
中
で

―
」
一
一
九
～
一
二
一
頁
。
初
出
は
『
国
文
学
攷
』
第

一
六
二
号
（
一
九
九
九
・
六　

広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
）
。
以
下
、
塚
本
論
文
と
略
記
す
る
。

（
14
） 

藤
井
公
明
「
一
葉
小
説
の
文
章
」
『
一
葉
全
集
』
第
七
巻
（
一
九
五
六
・
六
・
二
〇　

筑
摩
書
房
）
八
〇
～
八
三
頁
、
山
根
賢
吉
「
一
葉
初
期
小
説
覚

え
書
」
『
学
大
国
文
』
（
一
九
六
八
・
一
二　

大
阪
教
育
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
）
初
出
、『
樋
口
一
葉
の
文
学
』
（
一
九
七
六
・
九
・
一
五　

桜
楓
社
）

所
収
、
九
七
～
九
九
頁
な
ど
。
た
だ
し
、
本
論
文
で
指
摘
す
る
よ
う
な
「
闇
桜
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
15
） 

塚
本
論
文
で
は
、
「
男
が
出
世
の
途
上
に
あ
る
こ
と
」
と
女
主
人
公
の
学
歴
の
落
差
を
「
闇
桜
」
と
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
一
一
六
～

一
二
一
頁
）
が
、
良
之
助
の
出
世
は
千
代
の
見
る
夢
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
梅
二
郎
の
よ
う
に
「
英
学
を
修
め
」
「
往ゆ

く

々
は
国
会
議
員
と

な
り
馬
車
で
国
会
議
事
堂
へ
出
か
け
や
う
と
い
ふ
下
心
」
（
第
一
回
、
一
頁
）
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
何
よ
り
良
之
助
は
毎
日
の
よ
う
に
千

代
と
親
し
く
遊
ん
で
お
り
、
塚
本
氏
が
指
摘
す
る
同
時
代
小
説
の
男
性
た
ち
（
梅
二
郎
や
逍
遙
の
「
可
憐
嬢
」
〔
明
治
二
〇
・
一
二　

吟
松
堂
〕
の
登

場
人
物
新
作
な
ど
）
の
よ
う
な
、
相
手
に
も
相
応
の
学
問
を
求
め
る
確
固
た
る
結
婚
観
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

（
16
） 

注
（
14
）
に
挙
げ
た
山
根
氏
の
論
文
（
九
九
頁
）
な
ど
。

（
17
） 

塚
本
論
文
に
、
「
対
髑
髏
」
に
は
「
恋
心
を
主
体
化
し
、
そ
の
心
の
変
化
を
つ
ぶ
さ
に
辿
ろ
う
と
す
る
言
葉
は
な
い
」
と
の
指
摘
が
あ
る
（
一
一
一

頁
）
。
塚
本
氏
は
、
「
対
髑
髏
」
を
「
さ
ら
に
膨
ら
ま
す
か
の
よ
う
に
、
恋
す
る
者
の
心
の
葛
藤
を
描
こ
う
と
し
た
「
闇
桜
」
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の

命
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
を
吹
き
込
ん
だ
」
作
品
と
し
て
、
露
伴
の
「
風
流
悟
」
（
『
国
民
之
友
』
第
一
二
七
号
付
録
「
藻
塩
草
」
〔
明
二
四
・
八
・

一
三　

民
友
社
〕
）
を
挙
げ
て
い
る
（
同
右
）
が
、
女
性
側
で
は
な
く
男
性
側
の
言
説
で
あ
る
こ
と
、
「
闇
桜
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
恋
に
よ
る
煩
悶

が
現
実
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
果
て
は
周
囲
を
翻
弄
す
る
、
と
い
っ
た
展
開
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
「
風
流
悟
」
に
於
い
て
男
女
の
間
に
設
定
さ
れ
て
い

る
ほ
ど
に
は
、
現
実
社
会
に
於
け
る
地
位
や
財
産
な
ど
の
懸
隔
が
千
代
と
良
之
助
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
な
ど
か
ら
、
単
純
に
比
較
す
る
の
が
難

し
い
作
品
で
あ
る
。
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（
18
） 

こ
の
箇
所
、
「
闇
桜
」
未
定
稿
Ｂ
（
注
（
2
）
の
拙
稿
参
照
）
で
は
、
「
我
れ
恋
ふ
人
」
と
あ
る
。
『
樋
口
一
葉
全
集　

第
一
巻
』
（
一
九
七
四
・
三
・

二
〇　

筑
摩
書
房
）
一
三
頁
。
以
下
、
同
全
集
を
『
全
集
一
』
と
い
う
よ
う
に
略
記
す
る
。

（
19
） 
同
様
に
、「
闇
桜
」
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
（
14
）
の
山
根
氏
論
文
〔
九
七
～
九
九
頁
〕
な
ど
）
紅
葉
の
「
恋
の
ぬ
け
が
ら
」
（
『
都
の
花
』

第
五
〇
～
五
八
号
〔
明
治
二
三
・
一
一
・
二
～
二
四
・
三
・
一　

金
港
堂
〕
）
と
の
差
異
も
明
確
と
言
え
る
。
同
作
品
は
、
隣
同
士
の
幼
馴
染
み
で
将

来
の
結
婚
も
想
定
さ
れ
て
い
た
恋
仲
の
主
人
公
た
ち
（
お
初
と
千
之
助
）
が
、
千
之
助
の
突
然
の
奉
公
、
そ
の
後
の
父
親
の
死
と
破
産
、
出
家
と
い
っ

た
次
々
降
り
掛
か
る
苦
難
の
中
、
手
紙
を
届
け
た
り
寺
に
会
い
に
行
っ
た
り
と
い
う
お
初
か
ら
の
働
き
か
け
も
あ
り
二
人
は
成
就
を
願
い
続
け
る
も

の
の
、
最
後
は
そ
う
し
た
交
際
が
寺
で
問
題
視
さ
れ
、
千
之
助
が
信
州
の
山
寺
に
学
問
修
業
に
出
さ
れ
る
こ
と
で
最
終
的
に
二
人
は
引
き
裂
か
れ
る
。

（
20
） 

本
論
文
に
於
け
る
『
古
今
集
』
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
国
歌
大
観
』
に
よ
り
（
恋
二
所
収
五
七
二
番
、
恋
一
所
収
五
二
六
番
）
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』

か
ら
の
引
用
は
、
『
続
国
歌
大
観
』
に
よ
る
（
第
五
、
七
六
番
。
『
新
編
国
歌
大
観
』
で
は
二
七
三
〇
番
）
。

（
21
） 

例
え
ば
菅
聡
子
氏
校
注
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
『
樋
口
一
葉
集
』
（
二
〇
〇
一
・
一
〇
・
一
五　

岩
波
書
店
）
で
は
、
七
頁
脚
注
一
二
。

（
22
） 

関
礼
子
氏
は
、
こ
の
夢
の
中
で
の
千
代
と
良
之
助
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
、
「
夢
の
な
か
の
出
来
事
と
は
い
え
、
十
六
歳
の
少
女
の
欲
望
の
な
ま
の
姿

を
率
直
に
表
出
し
て
い
る
」
「
当
時
に
お
い
て
は
か
な
り
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
描
写
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
「
縫
ひ
と
ゞ
め
」
る
心

―
『
闇
桜
』
」
『
語

る
女
た
ち
の
時
代　

一
葉
と
明
治
女
性
表
現
』
（
一
九
九
七
・
四
・
一　

新
曜
社
）
二
二
四
頁
。
右
引
用
箇
所
の
後
者
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
現
時
点

で
検
討
で
き
る
材
料
を
持
た
な
い
の
で
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
23
） 

満
谷
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
氏
は
、
千
代
の
夢
に
つ
い
て
「
何
も
気
づ
か
な
い
彼
は
依
然
と
し
て
千
代
を
妹
と
し
て
眺
め
て
」
お
り
、
誰
故
の
恋
か
と
「
問

う
良
之
助
は
千
代
の
愛
を
拒
否
し
て
、
〈
兄
〉
と
し
て
〈
妹
〉
の
彼
女
を
も
う
一
人
の
男
に
渡
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
言
う
が
、
背
を
撫
で
、
顔
を
の

ぞ
き
込
み
、
手
を
取
る
な
ど
の
身
体
の
接
触
を
良
之
助
の
方
か
ら
も
し
て
い
る
こ
と
、
千
代
の
様
子
を
見
て
い
れ
ば
恋
し
て
い
る
の
は
わ
か
る
と
い

う
発
言
か
ら
の
「
誰
れ
ゆ
ゑ
の
恋
ぞ
う
ら
山
し

0

0

0

0

」
と
い
う
言
葉
な
ど
を
見
る
と
、
千
代
の
物
思
い
に
一
切
気
づ
か
な
い
現
実
の
良
之
助
と
は
明
ら
か

に
異
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
千
代
も
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
本
心
を
打
ち
明
け
る
寸
前
に
ま
で
至
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
満
谷
氏
の
読
み
方
に

は
疑
問
が
残
る
。
「
〈
狂
気
〉
と
青
春
不
在

―
『
闇
桜
』
を
中
心
に
」
『
国
文
学
』
第
三
九
巻
一
一
号
（
一
九
九
四
・
一
〇
・
一
〇　

學
燈
社
）
八
〇
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頁
参
照
。

（
24
） 
山
田
有
策
「
日
記
と
小
説
の
は
ざ
ま

―
虚
構
と
し
て
の
一
葉
日
記
」
（
『
国
文
学
』
〔
一
九
八
〇
・
一
二　

學
燈
社
〕
初
出
、
『
深
層
の
近
代

―
鏡

花
と
一
葉
』
〔
二
〇
〇
一
・
一
・
二
五　

お
う
ふ
う
〕
所
収
、
二
一
八
～
二
一
九
頁
）
。

（
25
） 

一
葉
の
和
歌
の
引
用
は
『
全
集
四

（上）
』
（
一
九
八
一
・
一
二
・
一
〇
）
に
よ
る
。
一
六
七
頁
。

（
26
） 

島
内
裕
子
氏
は
、
「
一
葉
の
恋
愛
観
と
徒
然
草

―
初
期
の
作
品
を
中
心
に

―
」
『
放
送
大
学
研
究
年
報
』
第
一
〇
巻
（
一
九
九
三
・
三
・
三
〇　

放
送
大
学
）
に
於
い
て
、
「
恋
百
首
」
と
「
闇
桜
」
と
の
関
連
を
整
理
し
て
い
る
（
一
八
一
～
一
七
九
頁
参
照
）
。
確
か
に
指
摘
の
通
り
「
玉
す
だ
れ

ま
ぢ
か
き
ほ
ど
に
住
な
が
ら
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
を
い
ふ
よ
し
も
な
し
」
（
二
〇
番
「
一
所
恋
」
、
『
全
集
四

（上）
』
一
六
八
頁
）
や
「
あ
し
垣
の
ま
ぢ
か
き
か

ひ
も
な
か
り
け
り
へ
だ
て
ゝ
の
み
も
物
を
お
も
へ
ば
」
（
二
五
番
「
近
隣
恋
」
、
同
一
六
九
頁
）
と
、
「
闇
桜
」
（
中
）
の
千
代
の
良
之
助
を
意
識
し
て

の
煩
悶
や
、
「
逢
と
み
し
夢
は
跡
な
く
さ
め
は
て
ゝ
更
に
人
こ
そ
恋
し
か
り
け
れ
」
（
九
二
番
「
夜
中
思
出
恋
」
、
同
一
七
三
頁
）
と
、
同
じ
く
千
代
が

良
之
助
を
夢
に
見
る
シ
ー
ン
は
、
具
体
的
に
内
容
が
重
な
る
と
言
え
る
。
一
葉
は
こ
れ
ら
和
歌
で
詠
ん
で
き
た
断
片
的
な
モ
チ
ー
フ
を
各
所
で
利
用

し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
古
典
か
ら
同
時
代
ま
で
の
文
学
作
品
な
ど
も
意
識
し
変
化
を
加
え
な
が
ら
小
説
を
造
形
し
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

（
27
） 『
全
集
樋
口
一
葉
①　

小
説
編
一
』
（
一
九
七
九
・
一
一
・
一　

小
学
館
）
所
収
、
「
作
家
一
葉
の
誕
生
ま
で
」
二
八
一
頁
。
引
用
は
、
復
刻
版

（
一
九
九
六
・
一
一
・
一
〇
）
に
よ
る
。

（
28
） 

明
治
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日
、
田
中
み
の
子
宅
で
行
わ
れ
た
数
詠
み
会
で
一
葉
が
詠
ん
だ
歌
。
数
詠
6
「
か
ず
よ
み
詠
草
」
二
五
番
、
『
全
集
四

（上）
』
所
収
、
四
四
三
頁
。

（
29
） 

注
（
22
）
の
関
氏
論
文
で
は
、
千
代
の
、
「
病
身
と
ひ
き
か
え
に
獲
得
さ
れ
た
心
の
強
さ
」
「
積
極
性
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
二
二
七
～
二
二
九
頁

参
照
）
。

（
30
） 

鈴
木
二
三
雄
「
「
闇
桜
」
の
発
想
と
近
代
性
」
『
立
正
大
学
国
語
国
文
』
第
四
号
（
一
九
六
四
・
八
・
三
〇　

立
正
大
学
国
語
国
文
学
会
）
三
一
～
三
三

頁
。

（
31
） 『
全
集
三

（下）
』
（
一
九
七
八
・
一
一
・
一
〇
）
七
二
七
頁
。
全
集
に
付
さ
れ
て
い
る
校
訂
の
記
号
の
類
は
省
い
た
。
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（
32
） 

山
田
有
策
氏
は
、
「
「
闇
桜
」
を
例
に
と
っ
て
も
そ
の
世
界
は
一
葉
の
内
面
に
深
く
根
差
し
て
い
る
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
」
と
言
う
。
「
「
雪

の
日
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
第
二
部
門
人
文
科
学
』
（
一
九
七
六
・
一
〇
）
初
出
、
注
（
24
）
の
前
掲
書
所
収
、
二
三
〇
頁
。

ま
た
、
島
内
裕
子
氏
は
、
注
（
26
）
の
論
文
に
於
い
て
、
一
葉
初
期
の
恋
愛
小
説
は
、
「
半
井
桃
水
と
の
出
会
い
と
、
そ
れ
に
引
き
続
く
桃
水
自
身
へ

の
一
葉
の
恋
愛
感
情
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
は
な
く
、
一
葉
が
「
萩
の
舎
」
に
お
い
て
学
ん
で
き
た
古
典
文
学
や
和
歌
文
学
の
世
界
に
負
う
と
こ
ろ

が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
（
一
八
一
頁
）
が
、
本
論
で
見
て
き
た
よ
う
な
「
闇
桜
」
の
特
色
は
、
和
歌
の
素
養
だ
け
か
ら
は
出
て

こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
33
） 

拙
著
『
一
葉
文
学
の
研
究
』
（
二
〇
〇
六
・
三
・
二
四　

岩
波
書
店
）
、
拙
稿
「
〈
烈
女
幻
想
〉
の
揺
ら
ぎ

―
樋
口
一
葉
「
や
み
夜
」
再
考

―
」

（
『
国
語
国
文
』
第
七
六
巻
第
五
号
〔
二
〇
〇
七
・
五
・
二
五　

京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
〕
）
等
参
照
。

（
34
） 

後
藤
幸
良
「
『
闇
桜
』
と
平
安
朝
物
語

―
〈
女
の
物
語
〉
の
始
ま
り
」
『
相
模
国
文
』
第
四
一
号
（
二
〇
一
四
・
三
・
一
〇　

相
模
女
子
大
学
国
文

研
究
会
）
。
古
典
の
物
語
や
八
代
集
か
ら
近
代
に
至
る
迄
の
和
歌
と
の
関
連
を
論
じ
て
い
る
。

 

（
本
学
教
授
）


