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岡
本
か
の
子
「
老
妓
抄
」
に
お
け
る
恋
愛
と
〈
母
〉

─
「
渾
沌
未
分
」「
花
は
勁
し
」「
金
魚
撩
乱
」
と
の
比
較
か
ら
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は
じ
め
に

岡
本
か
の
子
の
「
老
妓
抄
」
（
『
中
央
公
論
』
一
九
三
八
年
十
一
月
）
は
、
こ
れ
ま

で
も
「
渾
沌
未
分
」
（
『
文
芸
』
一
九
三
六
年
九
月
）
、
「
花
は
勁
し
」
（
『
文
藝
春
秋
』

一
九
三
七
年
六
月
）
、
「
金
魚
撩
乱
」
（
『
中
央
公
論
』
一
九
三
七
年
十
月
）
な
ど
の
作

品
と
設
定
が
似
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

拙
稿
「
岡
本
か
の
子
「
鮨
」
・
「
川
」

─
母
か
ら
〈
母
〉
へ
」

で
は
、
か
の
子
作

(1)

品
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
母
／
母
性
に
注
目
し
つ
つ
も
、
新
た
に
〈
母
〉
／
〈
母
性
〉

と
い
う
視
座
か
ら
「
鮨
」
・
「
川
」
の
二
作
品
を
論
じ
た
が
、
本
稿
で
は
さ
ら
に
右
の

四
作
品
に
つ
い
て
も
〈
母
〉
と
い
う
観
点
か
ら
再
読
し
た
い
。
こ
こ
で
〈
母
〉
と
は
、

血
の
つ
な
が
り
は
な
い
も
の
の
作
中
で
母
と
し
て
機
能
し
て
い
る
人
物
の
こ
と
で
あ

る
。
〈
母
〉
に
対
し
て
（
擬
似
的
な
も
の
も
含
め
て
）
関
係
と
し
て
子
に
あ
た
る
人
物

を
〈
子
〉
、
〈
母
〉
が
〈
子
〉
に
抱
く
愛
情
を
〈
母
性
〉
と
呼
ん
で
字
義
的
な
意
味
と

は
区
別
す
る
。

本
稿
で
は
「
老
妓
抄
」
を
中
心
と
し
た
先
述
の
四
作
品
と
の
比
較
検
討
か
ら
、〈
母
〉

と
そ
の
恋
愛
感
情
の
様
相
に
焦
点
を
絞
り
考
察
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
も
、
老
妓
と
柚

木
の
関
係
を
め
ぐ
り
、
老
妓
が
柚
木
に
対
し
恋
愛
感
情
を
抱
い
て
い
る
か
否
か
が
論

点
と
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
作
中
で
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、
構
造
的
に
類
似
し
た
他

作
品
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
老
妓
と
柚
木
、
さ
ら
に
言
え
ば
〈
母
〉
と
〈
子
〉
の
関

係
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
老
妓
抄
」
に
お
け
る
人
物
の
関
係

老
妓
が
柚
木
の
母
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
度
々
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ

て
い
る

。
水
田
宗
子
氏

は

(2)

(3)

そ
れ
は
、
老
妓
が
生
き
て
き
た
花
柳
界
で
の
男
と
女
の
立
場
を
逆
転
し
た
や
り

方
と
も
言
え
る
し
、
夢
を
吸
い
取
っ
て
生
き
延
び
る
た
め
に
、
若
い
男
を
飼
う

老
女
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
発
明
の
夢
を
追
求
し
つ
づ
け
る

こ
と
以
外
に
青
年
に
何
も
求
め
な
い
、
老
妓
の
い
わ
ば
無
償
の
行
為
は
、
母
性

愛
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
母
性
愛
は
ま
た
、
子
を
呑
み
込
み
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
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側
面
を
も
備
え
て
い
る
。
『
老
妓
抄
』
に
お
け
る
こ
の
老
妓
と
青
年
の
関
係
は
、

母
子
関
係
で
も
あ
る
の
で
あ
り
、
か
の
子
の
小
説
の
世
界
に
は
馴
染
み
深
い
も

の
だ
。

（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
。
）

と
述
べ
て
い
る
。
血
縁
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
母
と
子
で
は
な
く
〈
母
〉

と
〈
子
〉
の
関
係
で
あ
る
。
ま
た
神
田
由
美
子
氏

は
、
老
妓
が
心
中
し
よ
う
と
し
た

(4)

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
ふ
れ
て
、
老
妓
が
「
男
」
に
対
し
て
「
惚
れ
る
」
と
い
う
の
は
単
に

恋
愛
感
情
を
抱
く
こ
と
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
、「
母
性
」
を
抱
く
こ
と
だ
と
指
摘
し

て
い
る
。

老
妓
の
援
助
に
よ
り
、
柚
木
は
研
究
に
打
ち
込
め
る
時
間
や
場
所
を
得
た
も
の
の
、

半
年
ほ
ど
経
つ
と
「
専
売
特
許
を
取
」
る
難
し
さ
を
実
感
し
、
金
銭
面
が
安
定
し
た

こ
と
で
「
金
を
儲
け
る
こ
と
」
に
魅
力
を
感
じ
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
中
で
、

柚
木
を
「
遊
び
相
手
」
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
み
ち
子
は
彼
へ
の
執
着
を
強
め
、
次

第
に
柚
木
も
み
ち
子
を
妻
に
し
た
ら
な
ど
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
悟
っ
た

老
妓
は
柚
木
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

本
当
に
性
が
合
っ
て
、
心
の
底
か
ら
惚
れ
合
う
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
は
自

分
も
大
賛
成
な
の
で
あ
る
。

「
け
れ
ど
も
、
も
し
、
お
互
い
が
切
れ
っ
ぱ
し
だ
け
の
惚
れ
合
い
方
で
、
た
だ

何
か
の
拍
子
で
出
来
合
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
な
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
世
間

に
は
い
く
ら
も
あ
る
し
、
つ
ま
ら
な
い
。
必
ず
し
も
み
ち
子
を
相
手
取
る
に
も

当
る
ま
い
。
私
自
身
も
永
い
一
生
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
で
苦
労
し
て
来
た
。
そ

れ
な
ら
何
度
や
っ
て
も
同
じ
こ
と
な
の
だ
」

傍
線
部
で
、
老
妓
が
こ
れ
ま
で
「
一
人
の
男
に
本
気
で
惚
れ
」
な
か
っ
た
こ
と
が
明

示
さ
れ
る
。
本
文
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

仕
事
で
あ
れ
、
男
女
の
間
柄
で
あ
れ
、
湿
り
気
の
な
い
没
頭
し
た
一
途
な
姿

を
見
た
い
と
思
う
。

私
は
そ
う
い
う
も
の
を
身
近
に
見
て
、
素
直
に
死
に
度
い
と
思
う
。

「
何
も
急
い
だ
り
、
焦
っ
た
り
す
る
こ
と
は
い
ら
な
い
か
ら
、
仕
事
な
り
恋
な

り
、
無
駄
を
せ
ず
、
一
揆
で
心
残
り
な
い
も
の
を
射
止
め
て
欲
し
い
」
と
云
っ

た
。

「
彼
女
に
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
自
分
に
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
感
じ
た
柚
木

は
、「
自
分
が
無
謀
な
そ
の
企
て
に
捲
き
込
ま
れ
る
嫌
な
気
持
ち
」
を
感
じ
て
度
々
出

奔
す
る
。
柚
木
が
、「
パ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
感
じ
て
い
た
は
ず
の
発
明
を
放
っ
て
逃
げ
出

す
結
末
で
あ
る
。

こ
う
し
た
展
開
を
う
け
て
、
「
老
妓
抄
」
は
老
妓
が
柚
木
の
生
命
力
を
吸
い
取
る
小

説
だ
と
い
う
読
み
方
が
な
さ
れ
て
き
た
。
「
何
で
一
人
前
の
男
を
こ
ん
な
放
胆
な
飼
い

方
を
す
る
の
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
柚
木
の
心
情
を
表
す
一
節
に
即
し
て
、「
男
を
飼
う
」

と
い
う
テ
ー
マ
が
描
か
れ
て
い
る
作
品
と
読
ま
れ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
れ
に
加
え
、「
柚

木
と
云
ふ
發
明
を
志
し
て
ゐ
る
靑
年
を
「
放
膽
な
飼
ひ
方
」
で
世
話
を
し
て
ゐ
る
老

妓
の
ス
ケ
ツ
チ
に
す
ぎ
な
い
」

、
「
『
老
妓
抄
』
は
男
を
飼
う
小
説
で
あ
る
」
・
「
若
い

(5)

男
の
い
の
ち
を
吸
う
小
説
で
あ
る
」

と
い
っ
た
同
時
代
評
も
「
男
を
飼
う
」
小
説
と

(6)

の
読
み
方
を
定
着
さ
せ
る
の
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

。
(7)
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四
作
品
比
較
の
観
点
か
ら

ま
た
、
「
老
妓
抄
」
は
「
渾
沌
未
分
」「
花
は
勁
し
」「
金
魚
撩
乱
」
と
の
類
似
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
先
行
研
究
で
は
四
作
品
を
一
挙
に
俯
瞰
し
た
考
察
は
な

く
、
「
老
妓
抄
」
と
「
花
は
勁
し
」
の
組
み
合
わ
せ
、
「
老
妓
抄
」
と
「
渾
沌
未
分
」

の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
き

た
。例

え
ば
「
老
妓
抄
」
と
「
花
は
勁
し
」
の
類
似
に
つ
い
て
、
田
中
保
隆
氏

は
「
「
花

(8)

は
勁
し
」
の
三
十
八
歳
の
新
興
活
花
の
師
匠
三
保
谷
桂
子
と
小
布
施
の
関
係
は
老
妓

と
柚
木
の
関
係
の
原
型
と
も
見
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
徐
蕾
氏

は
「
花
は
勁

(9)

し
」
と
「
老
妓
抄
」
の
本
文
を
用
い
た
比
較
を
行
っ
て
い
る
。
「
花
は
勁
し
」
に
つ
い

て
は
、
作
者
の
か
の
子
自
身
も
「
肯
定
の
母
胎
（
自
作
案
内
）
」

で
、「
二
人
の
間
の

(10)

恋
愛
は
、
男
が
女
を
愛
す
れ
ば
愛
す
る
ほ
ど
、
男
を
擾
し
衰
え
さ
せ
、
自
分
に
逞
し

さ
を
増
す
。
愛
憐
の
情
と
は
反
対
の
結
果
を
持
ち
来
す
。」
と
語
っ
て
い
る
。

一
方
で
漆
田
和
代
氏

は
、
こ
の
「
男
を
飼
う
小
説
、
若
い
男
の
い
の
ち
を
吸
う
小

(11)

説
、
強
い
生
命
が
弱
い
生
命
を
翻
弄
す
る
小
説
」
と
い
う
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
に
疑
問
を

呈
す
立
場
か
ら
、
丁
寧
な
本
文
読
解
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
へ
の

賛
否
は
問
わ
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
「
老
妓
抄
」
の
老
妓
を
は
じ
め
と
す
る
女
性
の
登

場
人
物
が
、
「
男
を
飼
う
」
「
い
の
ち
を
吸
う
」
存
在
だ
と
い
う
点
か
ら
か
の
子
作
品

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

人
物
配
置
と
関
係
の
類
似

「
老
妓
抄
」
は
確
か
に
、
「
渾
沌
未
分
」
「
花
は
勁
し
」
「
金
魚
撩
乱
」
と
類
似
し
て

い
る
。
し
か
し
、
女
性
の
登
場
人
物
が
「
男
を
飼
う
」
「
い
の
ち
を
吸
う
」
存
在
で
あ

る
と
い
う
共
通
点
か
ら
そ
の
よ
う
に
述
べ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
作
品
を
比

較
す
る
と
、
人
物
の
配
置
や
そ
の
関
係
に
類
似
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

こ
れ
ま
で
具
体
的
な
本
文
の
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
四
作
品
す
べ
て
を
包
括

的
に
検
討
し
、
共
通
す
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
ず
、
「
花
は
勁
し
」
に
つ
い
て
、
「
老
妓
抄
」
と
共
通
す
る
箇
所
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。
「
花
は
勁
し
」
の
桂
子
は
新
興
活
花
の
師
で
、
か
つ
て
「
恋
人
同
志
に
な
り

マ
マ

か
け
て
い
た
」
が
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
相
手
、
体
の
弱
い
小
布
施
に
物
質
的
補
助

を
し
て
い
る
。
こ
の
物
質
的
補
助
を
す
る
点
が
「
老
妓
抄
」
と
酷
似
す
る
設
定
で
あ

り
、
桂
子
が
老
妓
、
小
布
施
が
柚
木
と
同
じ
役
割
を
し
て
い
る
の
で
あ
る

。
さ
ら
に

(12)

は
、
小
布
施
と
肉
体
関
係
を
持
つ
せ
ん
子
は
、「
老
妓
抄
」
で
は
柚
木
に
迫
る
み
ち
子

に
対
応
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
花
は
勁
し
」
は
、
「
金
魚
撩
乱
」
と
類
似
し
て
い
る
と
多
く
指
摘
さ
れ
て

き
た

。
「
金
魚
撩
乱
」
に
は
崖
の
上
に
住
む
裕
福
な
家
庭
の
娘
・
真
佐
子
と
、
崖
の

(13)

下
に
住
む
金
魚
屋
の
息
子
・
復
一
が
登
場
す
る
の
だ
が
、
岡
村
淑
美
氏

は
具
体
的
な

(14)

「
花
は
勁
し
」
と
の
類
似
点
を
次
の
よ
う
に
挙
げ
て
い
る
。

「
花
は
勁
し
」
の
〈
桂
子
〉
と
「
金
魚
撩
乱
」
の
〈
真
佐
子
〉
は
ど
ち
ら
も
〈
大

柄
な
身
体
〉
で
〈
童
女
型
〉
の
か
の
子
自
身
を
彷
彿
さ
せ
る
容
貌
で
あ
る
し
、「
花

は
勁
し
」
の
〈
小
布
施
〉
と
「
金
魚
撩
乱
」
〈
復
一
〉
は
〈
神
経
質
〉
で
少
々
僻

ん
だ
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
異
な
男
女
関

係
に
類
似
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
女
性
側
が
援
助
す
る
側
で
あ
り
、
男
性

側
は
援
助
さ
れ
る
側
と
い
う
、
家
長
制
度
が
強
い
当
時
の
男
女
関
係
を
み
て
も

異
質
な
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
二
つ
目
は
、
男
の
生
命
力
を
削
り
取
る
程
強

い
女
の
生
命
力
で
あ
り
、
一
つ
目
の
類
似
点
と
あ
わ
せ
て
女
主
人
公
の
生
命
力
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の
逞
し
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
両
作
は
設
定
が
酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
老
妓
抄
」
と
「
花
は
勁

し
」
の
類
似
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
が
、
同
様
に
「
老
妓
抄
」
と
「
金
魚
撩
乱
」

も
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
援
助
さ
れ
る
側
」
の
復
一
に
は
憧
れ
の
女
性
・
真
佐

子
の
他
に
、
秀
江
と
い
う
肉
体
関
係
を
持
っ
た
女
性
が
る
こ
と
も
「
老
妓
抄
」
や
「
花

は
勁
し
」
と
共
通
す
る
点
で
あ
る
。

続
い
て
「
渾
沌
未
分
」
に
つ
い
て
も
「
老
妓
抄
」
と
の
関
わ
り
を
確
認
し
て
い
く
。

「
渾
沌
未
分
」
で
は
、
傾
き
つ
つ
あ
る
家
の
娘
・
小
初
を
、
貝
原
と
い
う
男
が
娶
り

た
い
と
持
ち
か
け
る
。
貝
原
に
は
妻
が
い
る
の
だ
が
、
水
泳
教
師
で
あ
る
小
初
の
血

を
貝
原
の
家
系
に
も
流
し
入
れ
た
い
と
い
う
目
論
見
が
あ
っ
た
。
一
方
、
小
初
に
は

薫
と
い
う
若
い
恋
人
が
い
た
が
、
家
を
立
て
直
す
た
め
に
も
貝
原
に
貰
わ
れ
て
い
く

し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
実
質
的
に
は
貝
原
は
小
初
の
家
の
家
計
を
助
け
る
存
在
で
あ

り
、
「
老
妓
抄
」
の
老
妓
、
「
花
は
勁
し
」
の
桂
子
、
「
金
魚
撩
乱
」
の
真
佐
子
に
あ
た

る
人
物
な
の
で
あ
る
。
援
助
を
受
け
る
小
初
に
、
薫
と
い
う
恋
愛
関
係
に
あ
る
異
性

が
い
る
こ
と
も
、
他
作
品
と
共
通
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

「
老
妓
抄
」
で
は
、
老
妓
が
〈
母
〉
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
設
定
の
酷
似
し

た
他
作
品
で
も
、
老
妓
と
同
じ
役
割
の
桂
子
、
真
佐
子
、
貝
原
は
〈
母
〉
と
し
て
機

能
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
貝
原
は
男
性
で
あ
る
が
、
男
性
で
も
〈
母
〉

に
は
な
り
得
る

。
(15)

〈
子
〉
の
生
み
の
母
は
と
い
う
と
、
「
老
妓
抄
」
「
金
魚
撩
乱
」
「
渾
沌
未
分
」
で
は

死
別
し
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
「
花
は
勁
し
」
で
は
、
体
調
の
す
ぐ
れ
な

い
と
き
に
女
中
が
暇
を
と
っ
た
た
め
、
お
湯
を
沸
か
す
の
も
億
劫
だ
と
小
布
施
が
述

べ
る
場
面
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
母
を
は
じ
め
誰
と
も
一
緒
に
は
住
ん
で
い
な
い
こ

と
が
分
か
る
。
い
ず
れ
の
作
品
で
も
、
生
み
の
母
は
不
在
な
の
で
あ
る

。
(16)

「
渾
沌
未
分
」
で
〈
子
〉
に
あ
た
る
小
初
に
関
し
て
は
、
人
物
配
置
が
「
鮨
」
と

「
川
」
に
通
ず
る
。
一
つ
目
は
小
初
の
父
が
「
旧
家
の
家
長
本
能
」
を
有
し
て
い
る

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
点
で
、
小
初
は
旧
家
に
生
ま
れ
た
湊
、
ま
た
か
の
女
と
共
通

点
が
あ
る
。
二
つ
目
は
小
初
が
「
子
供
の
う
ち
甘
い
も
の
を
嫌
っ
て
塩
せ
ん
べ
い
し

か
偏
愛
し
て
喰
べ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
」
こ
と
で
あ
る
。
甘
い
も
の
を
好
ま
な
か
っ

た
点
は
湊
と
同
じ
で
あ
る
し
、
「
塩
せ
ん
べ
い
」
を
好
ん
だ
点
で
は
湊
と
か
の
女
と
同

じ
で
あ
る
。
「
鮨
」
で
の
〈
子
〉
・
湊
、
「
川
」
で
の
〈
子
〉
・
か
の
女
と
小
初
に
は
以

上
の
共
通
点
が
見
ら
れ
た

。
(17)

〈
母
〉
と
〈
子
〉
の
距
離

①
「
老
妓
抄
」

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
老
妓
は
〈
母
〉
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
「
老
妓
抄
」
冒
頭
で
は
老
妓
と
柚
木
は
ま
だ
擬
似
的
な
母
子
関
係
で
は
な
い
。

当
初
は
、
電
機
器
具
商
と
そ
の
顧
客
と
い
う
関
係
で
、
後
に
〈
母
〉
と
〈
子
〉
へ
と

二
人
の
関
係
が
変
化
し
て
い
く
。

こ
こ
で
は
、
老
妓
の
も
と
か
ら
柚
木
が
逃
げ
出
し
距
離
が
生
ま
れ
る
た
め
に
、
関

係
が
変
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
「
花
は
勁
し
」
で
い
え
ば
、
小
布

施
の
死
に
よ
っ
て
彼
と
桂
子
と
の
間
に
生
死
の
隔
た
り
と
い
う
意
味
で
の
距
離
が
生

ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
個
別
具
体
的
に
は
異
な
る
事
情
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作

品
に
は
何
か
し
ら
の
〈
母
〉
と
〈
子
〉
の
距
離
が
描
か
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
こ

と
を
検
証
し
つ
つ
、
複
数
の
作
品
を
跨
い
で
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か

考
察
し
て
い
く
。

「
老
妓
抄
」
で
、
老
妓
と
柚
木
の
身
体
的
距
離
が
生
ま
れ
る
経
緯
は
確
認
済
み
で
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あ
る
が
、
老
妓
と
柚
木
の
心
情
に
つ
い
て
本
文
を
見
て
お
こ
う
。

出
来
る
こ
と
な
ら
老
女
が
自
分
を
乗
せ
か
け
て
い
る
果
し
も
知
ら
ぬ
エ
ス
カ
レ

ー
タ
ー
か
ら
免
れ
て
、
つ
ん
も
り
し
た
手
製
の
羽
根
蒲
団
の
よ
う
な
生
活
の
中

に
潜
り
込
み
度
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。
彼
は
そ
う
い
う
考
え
を
裁
く
た
め
に
、

東
京
か
ら
汽
車
で
二
時
間
ほ
ど
で
行
け
る
海
岸
の
旅
館
へ
来
た
。
そ
こ
は
蒔
田

の
兄
が
経
営
し
て
い
る
旅
館
で
、
蒔
田
に
頼
ま
れ
て
電
気
装
置
を
見
廻
り
に
来

て
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

傍
線
部
の
理
由
を
、
柚
木
は
自
身
で

柚
木
は
こ
こ
へ
来
て
も
老
妓
の
雰
囲
気
か
ら
脱
し
得
ら
れ
な
い
自
分
が
お
か
し

か
っ
た
。
そ
の
中
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
重
苦
し
く
退
屈
だ
が
、
離
れ
る

と
な
る
と
寂
し
く
な
る
。
そ
れ
故
に
、
自
然
と
探
し
出
し
て
貰
い
度
い
底
心
の

上
に
、
判
り
易
い
旅
先
を
選
ん
で
脱
走
の
形
式
を
採
っ
て
い
る
自
分
の
現
状
が

お
か
し
か
っ
た
。

と
分
析
し
て
い
る
。
意
識
的
に
、
老
妓
が
探
し
や
す
い
場
所
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
「
脱
走
」
を
何
度
も
繰
り
返
す
柚
木
に
対
し
、
老
妓
は
次
の
よ
う

に
感
じ
て
い
る
。

す
ぐ
そ
の
あ
と
で
老
妓
は
電
気
器
具
屋
に
電
話
を
か
け
、
い
つ
も
通
り
蒔
田
に

柚
木
の
探
索
を
依
頼
し
た
。
遠
慮
の
な
い
相
手
に
向
っ
て
放
つ
そ
の
声
に
は
自

分
が
世
話
を
し
て
い
る
青
年
の
手
前
勝
手
を
詰
る
激
し
い
鋭
さ
が
、
発
声
口
か

ら
聴
話
器
を
握
っ
て
い
る
自
分
の
手
に
伝
わ
る
ま
で
に
響
い
た
が
、
彼
女
の
心

の
中
は
不
安
な
脅
え
が
や
や
情
緒
的
に
醗
酵
し
て
寂
し
さ
の
微
醺
の
よ
う
な
も

の
に
な
っ
て
、
精
神
を
活
潑
に
し
て
い
た
。

老
妓
の
方
で
も
、
柚
木
と
同
様
に
「
寂
し
さ
」
を
感
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
老
妓
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
や
っ
ぱ
り
若
い
者
は
元
気
が
あ
る
ね
。
そ
う
な
く
ち
ゃ
」
呟
き
な
が
ら
眼
が

し
ら
に
ち
ょ
っ
と
袖
口
を
当
て
た
。
彼
女
は
柚
木
が
逃
げ
る
度
に
、
柚
木
に
尊

敬
の
念
を
持
っ
て
来
た
。

老
妓
は
柚
木
の
心
情
を
察
す
る
か
の
よ
う
に
、
柚
木
が
何
度
「
脱
走
」
し
て
も
必
ず

帰
っ
て
来
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
何
度
逃
げ
ら
れ
て
も
「
尊
敬
」

す
る
の
で
あ
り
、
「
も
し
帰
っ
て
来
な
く
な
っ
た
ら
」
「
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
気
が

す
る
」
の
だ
。

柚
木
が
老
妓
に
探
し
て
も
ら
う
こ
と
を
前
提
に
繰
り
返
し
出
奔
す
る
の
は
、
老
妓

と
の
適
切
な
距
離
を
調
整
す
る
試
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
引
用
し
た
、
老
妓
の

「
や
っ
ぱ
り
若
い
者
は
元
気
が
あ
る
ね
。
そ
う
な
く
ち
ゃ
」
と
い
う
言
葉
が
、
老
妓

に
と
っ
て
も
柚
木
の
出
奔
が
お
互
い
の
適
切
な
距
離
を
調
整
す
る
た
め
の
行
動
で
あ

る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
柚
木
に
と
っ
て
も
老
妓
に
と
っ
て
も
、
必
ず
帰
っ
て
来

る
こ
と
を
前
提
に
、
一
定
の
物
理
的
距
離
を
保
つ
必
要
が
あ
る
の
だ
。

と
は
い
え
、
二
人
の
間
で
約
束
が
取
り
交
わ
さ
れ
る
描
写
は
な
い
。
柚
木
に
は
、

老
妓
は
必
ず
探
し
に
来
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
老
妓
に
は
、
柚
木
は
必
ず
帰
っ
て
き
て

く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
期
待
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
物
理
的
距
離
を
前
提
と
し
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た
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
お
互
い
の
信
頼
の
上
に
成
り
立
つ
距
離
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
心
的
距
離
は
む
し
ろ
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

②
「
花
は
勁
し
」

で
は
次
に
、「
花
は
勁
し
」
の
結
末
部
で
の
距
離
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
こ
う
。

小
布
施
は
結
核
に
侵
さ
れ
て
お
り
、
桂
子
と
せ
ん
子
と
は
死
別
す
る
結
末
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
、
ま
ず
生
と
死
の
隔
た
り
と
い
う
意
味
で
距
離
が
生
ま
れ
る
。「
花
は
勁

し
」
で
も
、
冒
頭
と
結
末
部
で
〈
母
〉
と
〈
子
〉
の
距
離
の
変
化
が
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

高
良
留
美
子
氏

は
、
「
花
は
勁
し
」
の
モ
デ
ル
・
構
想
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

(18)

べ
て
い
る
。

か
の
子
二
十
五
歳
の
こ
ろ
か
ら
一
平
の
回
心
、
若
い
文
学
青
年
堀
切
重
夫
と
の

マ

マ

恋
愛
、
三
角
関
係
の
苦
悩
、
次
男
の
出
産
と
死
と
つ
づ
く
が
、
の
ち
に
書
か
れ

た
『
花
は
勁
し
』
の
状
況
設
定
は
、
こ
の
こ
ろ
岡
本
家
に
寄
寓
し
、
三
角
関
係

の
苦
し
み
か
ら
結
核
に
か
か
っ
て
や
が
て
郷
里
で
死
ん
だ
こ
の
堀
切
青
年
と
の

関
係
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
「
か
の
子
の
妹
、
錦
の
同
情
に
よ
る
二
人
の
接

近
が
か
の
子
の
怒
り
を
買
い
、
か
の
子
は
み
ず
か
ら
重
夫
へ
の
恋
情
を
絶
ち
切

っ
た
」
と
年
譜
（
渡
辺
正
彦
氏
製
作
）
に
あ
る
事
情
は
、
妹
が
姪
に
変
え
ら
れ

て
い
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
形
で
『
花
は
勁
し
』
の
人
物
設
定
に

使
わ
れ
て
い
る
。

小
布
施
は
死
の
前
に
せ
ん
子
と
の
子
供
を
も
う
け
て
い
る
。
か
つ
て
小
布
施
と
「
恋

人
同
志
に
な
り
か
け
て
い
た
」
こ
と
も
あ
る
桂
子
は
、
そ
の
こ
と
に
嫉
妬
心
を
覚
え

た
。
そ
の
桂
子
は
小
布
施
と
次
の
よ
う
な
会
話
を
し
て
い
る
。

「
訊
く
な
ら
云
っ
て
も
い
い
。
君
と
僕
は
昔
か
ら
本
当
は
愛
し
合
っ
て
た
の
だ
」

小
布
施
は
ま
る
で
他
人
事
の
よ
う
に
淡
々
と
い
っ
た
。

「
私
も
急
に
そ
れ
に
気
が
つ
い
た
の
。
で
も
、
ど
う
考
え
て
も
永
い
年
月
の
間

に
結
婚
す
る
気
が
起
ら
な
か
っ
た
の
」

桂
子
も
相
手
の
調
子
に
並
ん
で
声
だ
け
淡
々
と
さ
せ
て
い
っ
た
。

恋
人
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
も
の
の
、
お
互
い
に
昔
か
ら
恋
愛
感
情
を
抱
い
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
続
く
小
布
施
の
言
葉
は
以
下
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

「
不
思
議
な
同
志
さ
。
君
に
は
何
か
生
れ
な
い
前
か
ら
予
約
さ
れ
た
と
で
も
い

う
、
一
筋
徹
っ
て
い
る
川
の
本
流
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
来
る
も
の
を
何

で
も
流
し
込
ん
で
、
そ
の
一
筋
を
だ
ん
だ
ん
太
ら
し
て
行
く
。
そ
れ
に
引
き
代

え
、
僕
は
僅
か
に
持
っ
て
生
れ
た
池
の
水
ほ
ど
の
生
命
を
、
一
生
か
か
っ
て
撒

き
散
ら
し
て
し
ま
っ
た

─
」

「
生
命
／
い
の
ち
」「
川
／
河
」
と
い
う
か
の
子
の
作
品
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
挿
入
さ
れ
、

桂
子
の
「
強
い
生
命
」
に
対
し
、
小
布
施
の
「
弱
い
生
命
」
が
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
を
、
小
布
施
自
身
も
語
っ
て
い
る
。
桂
子
は
こ
の
発
言
を
否
定
す
る
が
、
小
布

施
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
嘘
じ
ゃ
な
い
本
当
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
擬
装
し
た
愛
な
の
だ
。
生
命
量
の
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違
う
も
の
の
間
に
起
る
愛
は
悲
惨
だ
」

今
は
桂
子
も
小
布
施
の
い
う
こ
と
が
或
い
は
尤
も
か
と
も
思
え
た
。
だ
が
、

そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
、
小
布
施
が
も
は
や
自
分
に
全
く
関
係
の
な
い
人
間
で

あ
る
の
に
気
付
い
て
、
俄
か
に
泣
き
崩
れ
て
仕
舞
っ
た
。

心
的
距
離
が
か
つ
て
は
近
か
っ
た
こ
と
を
今
に
な
っ
て
確
認
し
合
う
が
、
今
の
心
的

距
離
は
少
な
く
と
も
昔
と
比
べ
遠
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。
小
布
施
が
死
去
し
た
後
の

桂
子
の
心
情
か
ら
も
、
そ
れ
が
窺
え
る
。

小
布
施
さ
ん
…
…
桂
子
は
ハ
ン
カ
チ
を
眼
に
当
て
て
よ
よ
と
泣
い
た
…
…
小

、
、

布
施
さ
ん
…
…

だ
が
、
死
ん
だ
小
布
施
の
名
を
呼
び
な
が
ら
、
桂
子
の
涙
は
、
実
は
桂
子
自

身
の
異
常
な
運
命
や
悲
痛
な
忍
苦
、
は
げ
し
い
潜
情
に
向
け
て
送
ら
れ
て
い
る
。

小
布
施
の
死
に
よ
っ
て
、
桂
子
と
小
布
施
は
物
理
的
距
離
に
隔
て
ら
れ
て
し
ま
う
。

さ
ら
に
、
傍
線
部
か
ら
桂
子
の
涙
が
小
布
施
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か

り
、
心
的
距
離
も
開
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③
「
金
魚
撩
乱
」

続
い
て
「
金
魚
撩
乱
」
の
距
離
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

真
佐
子
の
父
は
実
業
家
で
、
復
一
が
金
魚
飼
育
の
勉
強
を
す
る
た
め
の
学
費
を
補

助
す
る
と
持
ち
か
け
る
。
新
種
の
美
し
い
金
魚
の
販
売
を
目
論
ん
で
の
申
し
出
だ
っ

た
。前

掲
岡
村
論
文
で
は
、
女
性
で
あ
る
真
佐
子
が
援
助
す
る
側
、
男
性
で
あ
る
復
一

が
援
助
さ
れ
る
側
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
実
際
に
は
真
佐
子
の
父
が
援
助
し
て

い
る
わ
け
だ
が
、
真
佐
子
に
と
っ
て
も
復
一
が
金
魚
飼
育
を
勉
強
す
る
の
は
望
ま
し

か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
箇
所
か
ら
分
か
る
。

そ
し
て
絵
だ
の
彫
刻
だ
の
建
築
だ
の
と
違
っ
て
、
兎
に
角
、
生
き
も
の
と
い

う
生
命
を
材
料
に
し
て
、
恍
惚
と
し
た
美
麗
な
創
造
を
水
の
中
へ
生
み
出
そ
う

と
す
る
事
は
如
何
に
素
晴
し
い
芸
術
的
な
神
技
で
あ
ろ
う
、
と
真
佐
子
は
口
を

極
め
て
復
一
の
こ
れ
か
ら
向
お
う
と
す
る
進
路
に
つ
い
て
推
賞
す
る
の
で
あ
っ

た
。

「
老
妓
抄
」
で
老
妓
が
柚
木
に
希
望
を
託
し
て
金
銭
的
援
助
を
し
た
の
と
同
じ
よ
う

に
、
真
佐
子
も
復
一
に
美
し
い
金
魚
を
作
っ
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
望
み
通
り

復
一
が
専
門
学
校
で
金
魚
飼
育
の
勉
強
を
始
め
て
か
ら
、
真
佐
子
は
手
紙
で

け
れ
ど
も
金
魚
は
一
生
懸
命
や
っ
て
よ
。
素
晴
ら
し
い
、
見
て
い
る
と
何
も
彼

も
忘
れ
て
う
っ
と
り
す
る
よ
う
な
新
種
を
作
っ
て
よ
。
わ
た
し
何
故
だ
か
わ
た

し
の
生
む
あ
か
ん
ぼ
よ
り
あ
な
た
の
研
究
か
ら
生
れ
る
新
種
の
金
魚
を
見
る
の

が
楽
し
み
な
く
ら
い
よ
。
わ
た
し
、
父
に
す
す
め
て
い
よ
い
よ
金
魚
に
力
を
入

れ
る
よ
う
決
心
さ
し
た
わ

と
書
い
て
い
る
。
真
佐
子
の
父
は
、
商
業
的
な
目
論
見
の
他
に
、
真
佐
子
の
勧
め
も

あ
っ
て
復
一
へ
の
援
助
を
行
っ
て
い
る
。
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
真
佐
子
が
復
一
に

援
助
を
行
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
だ
。
「
老
妓
抄
」
を
は
じ
め
と
す
る
他
作
品
と
の

重
な
り
か
ら
考
え
て
、
真
佐
子
は
老
妓
と
同
じ
役
割
を
担
う
〈
母
〉
と
し
て
登
場
し
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て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

先
に
引
用
し
た
、
専
門
学
校
で
熱
心
に
勉
強
し
て
い
る
復
一
の
も
と
に
届
く
真
佐

子
か
ら
の
手
紙
に
は
次
の
よ
う
に
も
書
か
れ
て
い
る
。

「
あ
な
た
は
い
ろ
い
ろ
打
ち
明
け
て
下
さ
る
の
に
私
だ
ま
っ
て
て
済
み
ま
せ
ん

で
し
た
。
私
も
う
直
き
あ
か
ん
ぼ
を
生
み
ま
す
。
そ
れ
か
ら
結
婚
し
ま
す
。
す

こ
し
、
前
後
の
順
序
は
狂
っ
た
よ
う
だ
け
れ
ど
。
ど
っ
ち
し
た
っ
て
、
そ
う
パ

ッ
シ
ョ
ネ
ー
ト
な
も
の
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
」

老
妓
が
「
パ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
感
じ
て
い
な
い
の
と
同
じ
く
真
佐
子
も
「
パ
ッ
シ
ョ
ネ

ー
ト
な
も
の
」
で
は
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
語
の
重
な
り
だ
け
で
考
え
る
な
ら

ば
、
こ
こ
で
も
「
老
妓
抄
」
と
「
金
魚
撩
乱
」
の
間
に
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。

復
一
は
、
真
佐
子
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
想
い
を
抱
い
て
い
る
。

何
で
あ
ろ
う
と
自
分
は
彼
女
を
愛
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
愛
は
あ
ま
り
に
惑
っ

て
宙
に
浮
い
て
し
ま
っ
て
る
の
だ
。
今
更
、
彼
女
に
向
け
て
露
骨
に
投
げ
か
け

ら
れ
る
も
の
で
も
な
し
、
さ
れ
ば
と
云
っ
て
胸
に
秘
め
籠
め
て
置
く
に
も
置
か

れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
や
っ
ぱ
り
手
慣
れ
た
生
き
も
の
の
金
魚
で
彼
女
を
作
る

よ
り
仕
方
が
な
い
。
復
一
は
そ
こ
か
ら
は
る
ば
る
眼
の
下
に
見
え
る
谷
窪
の
池

を
見
下
し
て
、
奇
矯
な
勇
気
を
奮
い
起
し
た
。

復
一
は
、
既
に
結
婚
し
子
供
も
い
る
真
佐
子
に
対
す
る
恋
愛
感
情
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
ず
、
真
佐
子
の
よ
う
に
美
し
い
金
魚
を
育
て
上
げ
自
分
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
る
。
こ
う
し
て
真
佐
子
が
託
し
た
金
魚
作
り
が
、
復
一
の
生
活
の
主
軸
に
な
っ

て
い
く
。
し
か
し
、
真
佐
子
の
夫
が
家
を
相
続
し
、
研
究
費
の
補
助
が
断
た
れ
る
。

真
佐
子
に
つ
い
て
、
復
一
は
次
の
よ
う
に
感
じ
る
。

復
一
は
遠
く
か
ら
で
も
近
頃
の
真
佐
子
の
け
は
い
を
感
じ
て
、
今
は
自
分
に
托

し
た
金
魚
の
事
さ
え
真
佐
子
は
忘
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
、
真
佐
子
は
ま
す

ま
す
非
現
実
的
な
美
女
に
気
化
し
て
行
く
よ
う
で
儚
な
い
哀
感
が
沁
々
と
湧
く

の
で
あ
っ
た
。

研
究
費
の
補
助
を
失
い
、
傍
線
部
の
よ
う
に
真
佐
子
か
ら
の
期
待
も
感
じ
ら
れ
な
く

な
っ
た
復
一
だ
が
、
結
末
部
で
は
「
十
余
年
間
苦
心
惨
憺
し
て
造
ろ
う
と
し
て
造
り

得
な
か
っ
た
理
想
の
至
魚
」
が
こ
れ
ま
で
放
っ
て
お
い
た
古
池
で
泳
い
で
い
る
の
を

発
見
す
る
。

「
あ
あ
、
真
佐
子
に
も
、
神
魚
華
鬘
之
図
に
も
似
て
な
い
…
…
そ
れ
よ
り
も
…

…
そ
れ
よ
り
も
…
…
も
っ
と
美
し
い
金
魚
だ
、
金
魚
だ
」

失
望
か
、
否
、
そ
れ
以
上
の
喜
び
か
、
感
極
ま
っ
た
復
一
の
体
は
池
の
畔
の

泥
濘
の
な
か
に
へ
た
へ
た
と
へ
た
ば
っ
た
。

真
佐
子
を
求
め
て
金
魚
を
作
り
続
け
て
い
た
が
、
出
来
あ
が
っ
た
の
は
真
佐
子
よ
り

も
美
し
い
金
魚
だ
っ
た
。
そ
れ
も
、
真
佐
子
の
補
助
が
な
く
、
そ
の
期
待
も
感
じ
ら

れ
な
い
中
で
出
来
あ
が
っ
た
の
だ
。
復
一
が
、
ず
っ
と
執
着
し
て
い
た
真
佐
子
か
ら

脱
し
得
た
瞬
間
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
真
佐
子
と
復
一
の
心
的
距
離
が
遠
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
老
妓
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抄
」
「
花
は
勁
し
」
と
同
じ
く
、
作
品
結
末
部
で
は
〈
母
〉
と
〈
子
〉
の
間
に
何
ら
か

の
距
離
の
変
化
が
読
み
取
れ
る
。

④
「
渾
沌
未
分
」

最
後
は
「
渾
沌
未
分
」
で
あ
る
。

「
渾
沌
未
分
」
の
結
末
部
は
遠
泳
会
の
場
面
で
あ
る
。
他
作
品
と
同
様
、
結
末
部

で
〈
母
〉
で
あ
る
貝
原
と
そ
の
〈
子
〉
で
あ
る
小
初
の
距
離
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。

貝
原
が
小
初
を
娶
り
た
い
と
申
し
出
た
と
き
に
、
小
初
は
「
で
も
貝
原
さ
ん
、
何

も
か
も
遠
泳
会
過
ぎ
に
し
て
下
さ
い
、
ね
。
私
、
あ
な
た
の
好
い
方
だ
っ
て
こ
と
は

よ
く
知
っ
て
る
の
よ
」
と
言
っ
て
い
る
。
小
初
に
は
薫
と
い
う
恋
人
が
い
た
た
め
、

貝
原
と
薫
の
ど
ち
ら
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
初
が
貝
原
に
好
意
的
で
あ

る
こ
と
は
分
か
る
が
、
貝
原
の
申
し
出
を
受
け
た
い
と
ま
で
思
っ
て
い
る
か
は
定
か

で
な
い
。
し
か
し
、
断
れ
ば
老
い
た
父
と
二
人
暮
ら
し
の
家
が
潰
れ
て
し
ま
う
の
は

明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
薫
に
「
ど
う
せ
貝
原
に
買
わ
れ
て
行
く
ん
で
し
ょ
う
」

と
言
わ
れ
た
小
初
は
、
「
薫
さ
ん
、
つ
い
て
お
出
で
よ
。
東
京
の
真
中
で
大
び
ら
に
恋

を
し
よ
う
、
ね
」
と
応
じ
る
が
、
薫
に
は
「
い
く
ら
、
僕
、
中
学
出
た
て
の
小
僧
だ

っ
て
、
僕
あ
そ
ん
な
意
気
地
無
し
に
あ
、
な
れ
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
。

薫
の
弱
い
消
極
的
な
諦
め
が
、
む
し
ろ
悲
壮
に
炎
天
下
で
薫
の
顔
を
蒼
く
白

ま
し
た
。

「
何
も
、
決
定
的
な
事
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
…
…
」
と
小
初
は
云
っ
た
が
語
尾
は

他
人
事
の
よ
う
に
声
が
遠
の
い
て
行
っ
た
。
小
初
は
今
日
ま
で
、
貝
原
と
の
約

束
を
ど
う
薫
に
打
ち
明
け
よ
う
か
、
と
思
い
な
や
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
自
分
だ
と
て
ま
だ
貝
原
と
の
約
束
を
全
然
決
定
し
切
れ
な
い
心
に
苦
し
め
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
、
薫
の
方
か
ら
、
云
い
出
さ
れ
て
却
っ
て
小
初
の

心
は
し
ん
と
静
ま
り
返
っ
て
ゆ
く
の
だ
っ
た
。

小
初
は
貝
原
と
薫
の
ど
ち
ら
か
一
人
を
選
べ
ず
に
い
る
も
の
の
、
「
薫
さ
ん
、
だ
け
ど

薫
さ
ん
、
遠
泳
会
に
は
き
っ
と
来
て
ね
。
精
一
ぱ
い
泳
ぎ
っ
こ
ね
。
そ
れ
で
お
訣
れ

な
ら
、
お
訣
れ
と
し
よ
う
よ
」
と
約
束
す
る
。
貝
原
か
薫
か
、
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
そ

の
期
限
が
遠
泳
会
な
の
だ
。

遠
泳
会
で
は
、
小
初
と
共
に
貝
原
と
薫
も
泳
い
で
い
る
が
、「
両
方
か
ら
同
時
に
受

け
る
感
じ
が
だ
ん
だ
ん
い
ま
わ
し
く
な
っ
て
来
た
」
、
「
反
感
の
よ
う
な
興
奮
が
だ
ん

だ
ん
小
初
の
心
身
を
疲
ら
せ
て
来
る
と
薫
の
肉
体
を
見
る
の
も
生
々
し
い
負
担
に
な

っ
た
。
貝
原
の
高
声
も
う
る
さ
く
な
っ
た
。」
と
小
初
の
心
情
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
小
初
は
「
無
闇
や
た
ら
に
泳
ぎ
出
し
た
。
生
徒
達
の
一
行
に
さ
え
頓
着
な
し

に
泳
ぎ
だ
し
た
」
。
さ
ら
に
次
の
描
写
が
続
く
。

小
初
が
ひ
た
す
ら
進
み
入
ろ
う
と
す
る
そ
の
世
界
は
、
果
て
し
も
知
ら
ぬ
白

濁
の
波
の
彼
方
の
渾
沌
未
分
の
世
界
で
あ
る
。

「
泳
ぎ
つ
く
処
ま
で
…
…
何
処
ま
で
も
…
…
何
処
ま
で
も
…
…
誰
も
決
し
て
つ

い
て
来
る
な
」

と
口
に
出
し
て
は
云
わ
な
か
っ
た
が
、
小
初
は
高
ま
る
波
間
に
首
を
上
げ
て
、

背
後
の
波
間
に
二
人
の
男
の
つ
い
て
来
る
の
を
認
め
た
。
薫
は
黙
っ
て
抜
き
手

を
切
る
ば
か
り
、
貝
原
は
懸
命
な
抜
き
手
の
間
か
ら
怒
鳴
り
立
て
た
。

小
初
は
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
選
ば
な
い
と
い
う
選
択
を
し
た
。
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「
渾
沌
未
分
の
世
界
」
へ
と
泳
い
で
い
く
こ
と
で
物
理
的
距
離
を
と
ろ
う
と
す
る
小

初
の
心
は
、
傍
線
部
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
貝
原
か
ら
も
薫
か
ら
も
離
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

〈
母
〉
で
あ
る
貝
原
は
、
物
理
的
距
離
を
縮
め
よ
う
と
小
初
を
追
い
か
け
て
い
る

状
況
で
作
品
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、「
老
妓
抄
」
と
同
様
、
距
離
を
調
整
し
て
い

る
状
態
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
四
作
品
に
お
け
る
〈
母
〉
と
〈
子
〉
の
、
冒
頭
と
結
末
部
で
の
距
離
の

変
化
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
お
こ
う
。

「
老
妓
抄
」
で
は
、
心
的
距
離
は
近
く
な
り
、
物
理
的
距
離
に
つ
い
て
は
調
整
し

て
い
る
。
「
花
は
勁
し
」
で
は
、
心
的
距
離
も
物
理
的
距
離
も
遠
く
な
っ
た
。
「
金
魚

撩
乱
」
で
は
、
心
的
距
離
は
遠
く
な
っ
た
が
、
物
理
的
距
離
に
変
化
は
な
い
。
「
渾
沌

未
分
」
で
は
、
心
的
距
離
が
遠
く
な
り
、
物
理
的
距
離
は
調
整
し
て
い
る
。

こ
こ
で
扱
っ
た
四
作
品
で
は
、〈
母
〉
と
〈
子
〉
が
登
場
す
る
と
、
そ
こ
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
距
離
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
「
老
妓
抄
」
の
よ
う
に
、
結
末
部

で
心
的
距
離
が
近
く
描
か
れ
る
場
合
も
、
物
理
的
距
離
は
近
く
な
い
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
こ
の
距
離
こ
そ
が
、〈
母
〉
と
〈
子
〉
が
描
か
れ
る
と
き
に
不
可
欠
な
要
素
と
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

恋
愛
と
〈
母
〉

老
妓
の
恋
愛
感
情
は
字
義
的
な
意
味
の
恋
愛
感
情
だ
け
で
な
く
、
母
と
し
て
の
愛

情
を
抱
く
こ
と
だ
と
の
指
摘
に
つ
い
て
、亀
井
勝
一
郎

が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(19)

氏
は
自
己
の
内
部
に
母
性
と
恋
人
と
を
激
し
く
共
存
せ
し
め
て
ゐ
る
の
だ
。
母

、
、

、
、

性
と
は
東
洋
の
叡
智
に
磨
か
れ
た
慈
愛
の
精
神
で
あ
り
、
恋
人
と
は
西
欧
の
情

熱
に
学
ん
だ
が
む
し
や
ら
の
行
為
だ
。

こ
こ
で
、〈
母
〉
と
〈
子
〉
の
間
の
恋
愛
感
情
の
有
無
を
検
討
し
た
い
。
こ
う
し
た

論
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
横
断
的
な
考
察
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
老
妓
抄
」
に

お
い
て
〈
母
〉
は
子
に
恋
愛
感
情
を
抱
く
存
在
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
れ
ば
、〈
母
〉

は
恋
愛
感
情
と
母
性
的
愛
情
の
双
方
を
〈
子
〉
に
対
し
抱
く
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
下
、
作
品
ご
と
に
比
較
・
検
討
す
る
が
、
そ
の
際
、
こ
こ
で
い
う
恋
愛
感
情
と
は

ど
の
よ
う
に
描
か
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
も
考
え
た
い
。

①
「
花
は
勁
し
」

最
初
に
「
花
は
勁
し
」
の
〈
母
〉・
桂
子
と
、〈
子
〉・
小
布
施
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

桂
子
と
小
布
施
は
、
お
互
い
に
愛
し
合
っ
て
い
た
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
、

小
布
施
は
桂
子
の
姪
で
弟
子
で
も
あ
る
せ
ん
子
と
肉
体
関
係
を
持
ち
、
子
供
を
授
か

る
。
桂
子
は
処
女
で
な
く
な
っ
た
せ
ん
子
を
一
目
見
て
そ
れ
と
気
取
る
の
だ
が
、
そ

の
理
由
は
「
十
六
年
間
花
に
捧
げ
た
つ
も
り
で
禁
慾
生
活
を
続
け
て
来
た
桂
子
に
は
、

人
並
以
上
性
的
鑑
識
感
覚
が
鋭
く
な
っ
て
い
た
」
か
ら
だ
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
三

十
八
歳
の
桂
子
は
、
小
布
施
だ
け
で
な
く
他
の
誰
と
も
肉
体
関
係
を
持
っ
た
こ
と
が

無
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
布
施
に
対
し
て
は
性
的
魅
力
を
感
じ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。い

ま
ま
で
恋
愛
で
は
な
い
と
云
っ
て
い
た
小
布
施
と
桂
子
の
交
情
に
、
桂
子
が

顧
み
て
い
く
ら
か
忸
怩
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
男
か
ら
の
体
臭
的
慰
安
だ
っ
た
。

小
布
施
の
普
通
よ
り
大
柄
の
体
格
が
、
ネ
ル
の
よ
う
に
柔
い
乾
草
の
よ
う
に
香

ば
し
い
体
臭
を
持
っ
て
い
た
。
彼
の
持
病
持
ち
の
体
質
の
弱
点
か
ら
薫
じ
出
る
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も
の
ら
し
い
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
傍
に
居
ず
と
も
頭
に
想
う
だ
け
で
、
桂
子

は
心
が
和
め
ら
れ
た
。

傍
線
部
に
対
し
、「
仕
方
が
な
い

─
何
も
直
接
に
皮
膚
に
触
れ
合
う
わ
け
で
は
な
し

─
。
」
と
、
「
花
に
ば
か
り
捧
げ
る
と
誓
っ
た
桂
子
の
貞
操
が
、
こ
ん
な
言
い
訳
を

時
々
自
分
に
向
け
て
し
て
い
た
」
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
明
ら
か
に
小
布
施
の
体
臭

か
ら
性
的
魅
力
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
結
婚
を
し
よ
う
と
ま
で
は
思
わ
な

か
っ
た
も
の
の
、
桂
子
に
と
っ
て
小
布
施
は
性
愛
の
対
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

桐
生
直
代
氏

も
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、

(20)

桂
子
は
小
布
施
の
体
臭
を
直
接
嗅
い
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
頭
に
想
う
だ
け

で
」
と
、
自
ら
の
感
覚
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
い
う
な
れ
ば
、
観
念
的

な
性
愛
の
中
に
自
ら
を
置
き
、
甘
美
な
思
い
を
享
受
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
仕
方
が
な
い

─
何
も
皮
膚
に
直
接
触
れ
合
う
わ
け
で
は
な
し
」
と
の

マ

マ

言
い
訳
に
、
逆
に
、
桂
子
の
執
着
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
桂
子
と
小
布
施
は
「
直
接
に
皮
膚
に
触
れ
合
」
い
肉
体
関
係
を
持

つ
こ
と
は
な
い
。
「
花
は
勁
し
」
で
は
、
〈
母
〉
と
〈
子
〉
は
恋
愛
に
発
展
す
る
可
能

性
を
持
ち
な
が
ら
も
恋
人
に
は
な
ら
ず
、
性
交
渉
も
行
わ
れ
な
い
。

②
「
金
魚
撩
乱
」

次
に
「
金
魚
撩
乱
」
の
真
佐
子
と
復
一
の
恋
愛
感
情
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

専
門
学
校
に
通
っ
て
い
た
頃
の
復
一
の
心
情
は
、
「
真
佐
子
を
考
え
る
と
き
、
哀
れ

さ
そ
の
も
の
に
な
っ
て
、
男
性
と
し
て
の
彼
は
、
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
気
が
し

た
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
復
一
は
こ
の
神
秘
性
を
帯
び
た
恋
愛
に
だ
ん
だ

ん
プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
来
た
」
と
さ
れ
て
お
り
、
復
一
が
真
佐
子
に
恋
愛
感
情
を
抱

い
て
い
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
真
佐
子
に
は
夫
が
い
る
が
、
そ
の
夫
に
つ
い

て
復
一
と
次
の
よ
う
な
会
話
を
し
て
い
る
。

「
い
ま
、
い
な
い
の
よ
。
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
が
好
き
で
、
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
へ
行
っ

て
、
お
夕
飯
ぎ
り
ぎ
り
で
な
き
ゃ
帰
っ
て
来
な
い
の
、
ほ
ほ
ほ
」

子
供
の
よ
う
に
夫
を
見
做
し
て
い
る
よ
う
な
彼
女
の
口
振
り
に
、
夫
を
愛
し

て
い
な
い
と
も
受
取
れ
な
い
判
断
を
下
す
こ
と
は
、
復
一
に
取
っ
て
と
て
も
苦

痛
だ
っ
た
。

そ
し
て
復
一
は
真
佐
子
の
夫
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

自
分
の
偶
像
で
あ
る
こ
の
女
を
欠
き
砕
か
な
い
夫
な
ら
そ
れ
で
充
分
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
程
度
の
夫
な
ら
、
む
し
ろ
持
っ
て
い
て
呉
れ
る
方
が
、

自
分
は
安
心
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

復
一
に
と
っ
て
は
、
真
佐
子
が
愛
し
て
も
い
な
い
夫
と
暮
ら
し
て
い
る
の
な
ら
苦
痛

で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
復
一
の
「
偶
像
」
で
あ
る
真
佐
子
に
何
の
影
響
も
与
え
ず
、

真
佐
子
が
「
偶
像
」
で
あ
り
続
け
て
く
れ
る
の
な
ら
ば
安
心
で
き
る
の
だ
と
い
う
。

復
一
は
真
佐
子
を
「
偶
像
」
視
し
て
お
り
、「
花
は
勁
し
」
の
よ
う
に
性
愛
の
対
象

と
し
て
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
で
は
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
共
通
す
る
点
も

あ
る
。
「
花
は
勁
し
」
の
桂
子
と
小
布
施
が
お
互
い
に
恋
愛
感
情
を
抱
き
な
が
ら
も
結

ば
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、「
金
魚
撩
乱
」
の
真
佐
子
と
復
一
も
結
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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「
金
魚
撩
乱
」
の
場
合
は
、
真
佐
子
と
復
一
が
お
互
い
に
恋
愛
感
情
を
抱
い
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、〈
子
〉
か
ら
〈
母
〉
へ
の
恋
愛
感
情
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
が
、「
花

は
勁
し
」
と
同
様
の
結
末
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

③
「
渾
沌
未
分
」

次
に
「
渾
沌
未
分
」
の
貝
原
と
小
初
の
恋
愛
感
情
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

小
初
は
貝
原
の
申
し
出
を
受
け
る
こ
と
も
断
る
こ
と
も
せ
ず
、
た
だ
距
離
を
と
る

結
末
が
描
か
れ
て
い
る
。
小
初
の
貝
原
へ
の
好
意
に
つ
い
て
、
先
の
引
用
の
他
に
も

次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

自
分
へ
の
興
味
の
た
め
に
、
父
の
旧
式
水
泳
場
を
こ
の
材
木
堀
に
無
償
で
置
い

て
呉
れ
、
生
徒
を
世
話
し
て
呉
れ
た
り
、
見
張
り
の
船
を
漕
い
で
呉
れ
た
り
し

て
遠
巻
き
に
自
分
に
絡
ま
っ
て
い
る
材
木
屋
の
五
十
男
貝
原
を
見
直
し
て
来
た
。

必
要
が
い
く
ら
か
で
も
好
み
に
変
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
初
は
自
分
の

切
な
い
功
利
心
に
眼
を
し
ば
だ
た
い
た
。

家
が
貧
し
く
な
っ
て
い
き
、
そ
れ
を
立
て
直
す
た
め
に
貝
原
を
「
必
要
」
と
し
て
い

る
小
初
の
「
功
利
心
」
に
着
眼
す
れ
ば
、
小
初
は
貝
原
に
恋
愛
感
情
は
抱
い
て
い
な

い
と
も
と
れ
る
。

し
か
し
傍
線
部
を
見
る
と
、
「
必
要
」
が
「
好
み
」
に
変
化
し
た
可
能
性
が
示
唆
さ

れ
て
お
り
、
小
初
は
貝
原
を
愛
し
は
じ
め
て
い
た
と
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
小
初

の
心
情
が
揺
れ
動
い
て
い
る
様
子
が
確
認
で
き
、
し
た
が
っ
て
恋
愛
感
情
の
有
無
が

断
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
申
し
出
を
受
け
よ
う
か
迷
っ
て
い
る
以
上
、
貝
原
が
恋

愛
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
。

ま
た
、
結
末
部
に
近
い
場
面
に
は
次
の
よ
う
に
も
書
か
れ
て
い
る
。

自
分
は
薫
を
さ
ま
で
心
で
愛
し
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
。
そ
れ
だ
の
に
何
故
こ

う
ま
で
薫
の
肉
体
に
訣
れ
る
こ
と
が
悲
し
い
の
か
、
単
純
な
何
の
取
柄
も
な
い

薫
よ
り
、
世
の
中
を
ず
っ
と
苦
労
し
て
来
た
貝
原
に
む
し
ろ
性
格
の
頼
み
甲
斐

を
感
じ
る
の
に
、
肉
体
ば
か
り
は
却
っ
て
強
く
離
反
し
て
行
こ
う
と
す
る
の
が
、

今
日
こ
の
ご
ろ
は
な
お
さ
ら
ま
ざ
ま
ざ
判
っ
て
来
た
。

薫
か
貝
原
か
ど
ち
ら
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
小
初
は
、
薫
に
は
「
肉
体
」
、
さ
ら
に
言

え
ば
性
的
な
魅
力
を
感
じ
、
貝
原
に
は
「
性
格
の
頼
み
甲
斐
」
を
感
じ
て
い
る
。
傍

線
部
か
ら
、
小
初
は
恋
人
の
薫
へ
の
深
い
愛
情
の
た
め
に
貝
原
を
選
べ
な
い
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
薫
の
肉
体
の
魅
力
か
ら
逃
れ
難
い
た
め
に
貝
原
の
申
し
出
を
す
ぐ

に
は
受
け
ら
れ
な
い
の
だ
と
読
み
取
れ
る
。

小
初
は
肉
体
関
係
の
あ
る

薫
に
だ
け
で
な
く
、
貝
原
に
も
異
性
と
し
て
ふ
る
ま
っ

(21)

て
い
る
。
貝
原
と
は
ま
だ
肉
体
関
係
が
な
い
も
の
の
、
小
初
は
貝
原
に
対
し
「
無
意

識
の
中
に
も
、
貝
原
に
対
し
て
異
性
の
罠
を
仕
込
ん
で
い
た
」。
薫
の
肉
体
的
魅
力
に

は
と
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
小
初
か
ら
は
薫
に
だ
け
異
性
と
し
て
接
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
貝
原
は
小
初
と
の
子
供
が
欲
し
い
と
い
う
理
由
か
ら
娶
り
た
い
と
言

っ
て
い
る
の
で
、
性
交
渉
を
前
提
と
し
て
い
る
。
程
度
に
差
は
あ
る
が
、
お
互
い
へ

の
好
意
は
性
的
欲
求
を
伴
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
初
は
貝
原
も
薫
も
選
ば
な
い
。〈
母
〉
と
〈
子
〉
は
「
花

は
勁
し
」
「
金
魚
撩
乱
」
と
同
じ
よ
う
に
結
ば
れ
な
い
結
末
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
ま

た
、
「
渾
沌
未
分
」
で
は
「
花
は
勁
し
」
と
同
様
に
、
〈
母
〉
と
〈
子
〉
の
間
に
性
愛

が
描
か
れ
て
い
る
。
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以
上
の
検
討
か
ら
、「
花
は
勁
し
」「
金
魚
撩
乱
」「
渾
沌
未
分
」
に
お
け
る
〈
母
性
〉

は
、
恋
愛
感
情
に
近
い
こ
と
が
分
か
る
。

「
花
は
勁
し
」
「
金
魚
撩
乱
」
「
渾
沌
未
分
」
で
は
全
て
〈
母
〉
と
〈
子
〉
の
結
ば

れ
な
い
恋
愛
が
描
か
れ
て
お
り
、
性
愛
が
描
か
れ
る
場
合
に
も
性
交
渉
は
し
な
い
結

末
と
な
っ
て
い
る
。
人
物
の
役
割
が
同
じ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

も
同
様
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四
作
品
の
構
造
的
類
似

こ
こ
ま
で
の
作
品
横
断
的
な
本
文
読
解
に
よ
っ
て
、
〈
母
〉
は
〈
子
〉
に
恋
愛
感
情

を
抱
く
存
在
で
あ
り
、
〈
母
〉
は
恋
愛
感
情
と
母
性
的
愛
情
の
双
方
を
〈
子
〉
に
対
し

抱
く
の
だ
と
言
え
る
。

こ
こ
か
ら
、「
老
妓
抄
」
で
の
〈
母
〉・
老
妓
と
〈
子
〉
・
柚
木
に
は
恋
愛
感
情
が
あ

っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
に
立
ち
返
り
、
「
花
は
勁
し
」
「
金
魚
撩
乱
」
「
渾
沌
未
分
」
と

の
比
較
を
通
し
て
、
作
品
の
仕
組
み
の
上
で
〈
母
〉
と
〈
子
〉
の
間
に
恋
愛
感
情
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。

他
の
三
作
品
と
は
異
な
り
、
老
妓
が
明
ら
か
に
柚
木
と
恋
愛
関
係
に
あ
る
こ
と
を

示
す
本
文
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
柚
木
と
み
ち
子
、
老
妓
と
み
ち
子
の
や
り
取
り

か
ら
、
柚
木
と
老
妓
が
恋
愛
に
近
い
関
係
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
具
体
的
に
は
、

次
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
描
か
れ
て
い
る
。

み
ち
子
は
柚
木
の
膝
の
上
へ
無
造
作
に
腰
を
か
け
た
。
様
式
だ
け
は
完
全
な

流
眄
を
し
て

「
ど
の
く
ら
い
目
方
が
あ
る
か
を
量
っ
て
み
て
よ
」

柚
木
は
二
三
度
膝
を
上
げ
下
げ
し
た
が

「
結
婚
適
齢
期
に
し
ち
ゃ
あ
、
情
操
の
カ
ン
カ
ン
が
足
り
な
い
ね
」

「
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
っ
て
よ
。
学
校
で
操
行
点
は
Ａ
だ
っ
た
わ
よ
」

み
ち
子
は
柚
木
の
い
う
情
操
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
わ
ざ
と
違
え
て
取
っ
た

の
か
、
本
当
に
取
り
違
え
た
も
の
か

─

み
ち
子
は
、
柚
木
に
対
し
艶
め
か
し
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
他
作
品
で
も
〈
子
〉

と
肉
体
関
係
を
結
ぶ
異
性
が
登
場
し
た
が
、「
老
妓
抄
」
で
は
み
ち
子
が
そ
の
役
割
を

担
っ
て
い
る
。
続
い
て

柚
木
は
衣
服
の
上
か
ら
娘
の
体
格
を
探
っ
て
行
っ
た
。
そ
れ
は
栄
養
不
良
の

子
供
が
一
人
前
の
女
の
嬌
態
を
す
る
正
体
を
発
見
し
た
よ
う
な
、
お
か
し
み
が

あ
っ
た
の
で
、
彼
は
つ
い
失
笑
し
た
。

「
ず
い
ぶ
ん
失
礼
ね
」

「
ど
う
せ
あ
な
た
は
偉
い
の
よ
」
み
ち
子
は
怒
っ
て
立
上
っ
た
。

「
ま
あ
、
せ
い
ぜ
い
運
動
で
も
し
て
、
お
っ
か
さ
ん
位
な
体
格
に
な
る
ん
だ
ね
」

と
描
か
れ
て
い
る
。
柚
木
は
み
ち
子
に
対
し
「
栄
養
不
良
の
子
供
」
と
い
う
評
価
を

し
、
失
笑
し
て
い
る
。
み
ち
子
は
柚
木
を
男
性
と
し
て
見
て
「
一
人
前
の
女
の
嬌
態
」

を
し
、
肉
体
的
に
結
ば
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
示
唆
す
る
が
、
柚
木
は
み
ち
子

に
性
的
な
魅
力
を
見
出
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
傍
線
部
は
「
お
っ
か
さ
ん
」
、
つ

ま
り
み
ち
子
の
養
母
で
あ
る
老
妓
を
、
柚
木
が
「
一
人
前
の
女
」
と
判
断
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。

そ
の
後
の
場
面
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
柚
木
は
み
ち
子
と
の
結
婚
を
想
像

し
て
い
る
。
老
妓
は
そ
れ
に
勘
付
い
て
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「
け
れ
ど
も
、
も
し
、
お
互
い
が
切
れ
っ
ぱ
し
だ
け
の
惚
れ
合
い
方
で
、
た
だ

何
か
の
拍
子
で
出
来
合
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
な
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
世
間

に
い
く
ら
も
あ
る
し
、
つ
ま
ら
な
い
。
必
ず
し
も
み
ち
子
を
相
手
取
る
に
も
当

る
ま
い
。
私
自
身
も
永
い
一
生
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
で
苦
労
し
て
来
た
。
そ
れ

な
ら
何
度
や
っ
て
も
同
じ
こ
と
な
の
だ
」

と
、
み
ち
子
と
柚
木
が
恋
愛
関
係
に
な
る
の
を
阻
む
よ
う
な
発
言
を
す
る
。

柚
木
が
度
々
出
奔
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
み
ち
子
と
老
妓
は
、
次
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
。

「
お
っ
か
さ
ん
ま
た
柚
木
さ
ん
が
逃
げ
出
し
て
よ
」

運
動
服
を
着
た
養
女
の
み
ち
子
が
、
蔵
の
入
口
に
立
っ
て
そ
う
云
っ
た
。
自

分
の
感
情
は
そ
っ
ち
の
け
に
、
養
母
が
動
揺
す
る
の
を
気
味
よ
し
と
す
る
皮
肉

な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
「
ゆ
ん
べ
も
お
と
と
い
の
晩
も
自
分
の
家
へ
帰
っ
て
来
ま

せ
ん
と
さ
」

み
ち
子
は
老
妓
に
皮
肉
な
態
度
を
と
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
老
妓
は

新
日
本
音
楽
の
先
生
の
帰
っ
た
あ
と
、
稽
古
場
に
し
て
い
る
土
蔵
の
中
の
畳

敷
の
小
ぢ
ん
ま
り
し
た
部
屋
に
な
お
ひ
と
り
残
っ
て
、
復
習
直
し
を
し
て
い
た

老
妓
は
、
三
味
線
を
す
ぐ
下
に
置
く
と
、
内
心
口
惜
し
さ
が
漲
り
か
け
る
の
を

気
に
も
見
せ
ず
、
け
ろ
り
と
し
た
顔
を
養
女
に
向
け
た
。

と
い
う
よ
う
に
動
揺
を
見
せ
ま
い
と
し
て
い
る
。
「
い
き
り
立
ち
で
も
す
る
か
と
思
っ

た
期
待
を
外
さ
れ
た
養
母
の
態
度
に
み
ち
子
は
詰
ら
な
い
と
い
う
顔
を
し
て
」
い
る

こ
と
か
ら
、
老
妓
は
み
ち
子
の
思
い
通
り
の
反
応
を
見
せ
ま
い
と
し
て
い
る
よ
う
に

読
み
取
れ
る
。
み
ち
子
と
老
妓
は
、
大
き
な
衝
突
は
見
せ
な
い
も
の
の
、
柚
木
を
め

ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

み
ち
子
が
柚
木
に
対
し
異
性
と
し
て
接
し
、
次
第
に
柚
木
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
て

い
く
。
老
妓
は
二
人
が
結
ば
れ
る
の
を
阻
む
よ
う
な
言
葉
を
柚
木
に
述
べ
て
、
そ
ん

な
老
妓
に
み
ち
子
は
皮
肉
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
老
妓
と
み
ち
子
が
柚
木
を
取
り

合
う
か
の
よ
う
な
こ
の
構
図
は
、
「
欲
望
の
三
角
形
」
（
ル
ネ
・
ジ
ラ
ー
ル
）
と
も
重

な
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
老
妓
が
柚
木
に
恋
愛
感
情
を
抱
い
て
い
た
と
も
見
ら
れ
る

の
だ
。

「
花
は
勁
し
」
「
金
魚
撩
乱
」
「
渾
沌
未
分
」
に
お
け
る
人
物
の
配
置
や
そ
の
関
係

が
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
老
妓
と
柚
木
、
〈
母
〉
と
〈
子
〉
の
間
に
は

恋
愛
感
情
が
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
老
妓
抄
」
に
お
い
て
、
〈
母
〉
と
〈
子
〉

が
最
終
的
に
は
結
ば
れ
な
い
と
い
う
結
末
も
、
他
作
品
と
同
じ
で
あ
る
。
な
お
、
柚

木
は
最
終
的
に
み
ち
子
と
も
結
ば
れ
る
わ
け
で
は
い
。

〈
母
〉
と
〈
子
〉
の
間
に
は
恋
愛
感
情
が
描
か
れ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
の
作
品
で

も
二
人
が
結
ば
れ
る
結
末
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
〈
子
〉
に
は
〈
母
〉
以
外
に
肉
体
関

係
を
持
つ
相
手
が
い
る
が

、
そ
の
相
手
と
も
何
ら
か
の
形
で
別
れ
た
り
、
距
離
を
と

っ
た
り
す
る
。
以
上
が
、
本
稿
の
読
解
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
四
作
品
の
共
通
す
る

点
で
あ
る
。

お
わ
り
に

構
造
的
に
類
似
し
た
か
の
子
作
品

─
「
花
は
勁
し
」「
金
魚
撩
乱
」「
渾
沌
未
分
」
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と
の
比
較
を
行
う
こ
と
で
、
「
老
妓
抄
」
の
老
妓
は
柚
木
に
と
っ
て
母
の
よ
う
な
存
在

で
あ
り
、
か
つ
恋
人
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。「
老
妓
抄
」

の
み
を
読
む
と
、
本
文
中
で
そ
の
根
拠
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
曖
昧
に
見
え
て
し
ま
う

が
、
他
作
品
と
の
重
な
り
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
そ
の
曖
昧
さ
を
払
拭
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
さ
ら
に
、
〈
母
性
〉
が
一
般
に
い
う
母
性
的
愛
情
だ
け
で
な
く
、
恋
愛
感
情

を
と
も
な
う
愛
情
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

前
出
拙
稿
で
も
ふ
れ
た
が
、
本
稿
で
論
じ
て
き
た
〈
母
〉
と
〈
子
〉
の
恋
愛
、
距

離
と
い
っ
た
要
素
は
、
「
母
子
叙
情
」（
『
文
学
界
』
一
九
三
七
年
三
月
）
に
も
描
か
れ

る
。
か
の
子
と
太
郎
と
い
う
実
在
の
母
子
を
投
影
し
た
と
み
ら
れ
や
す
い
作
品
で
さ

え
、
か
の
子
の
他
作
品
で
さ
ま
ざ
ま
に
描
か
れ
る
〈
母
〉
／
〈
母
性
〉
に
着
眼
す
る

こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
観
点
か
ら
捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

注（
１
）『
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
』（
二
〇
一
三
年
四
月
二
十
五
日
）

（
２
）
保
昌
正
夫
氏
は
「
老
妓
抄
〈
岡
本
か
の
子
〉
」
（
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九

六
八
年
四
月
）
で
「
小
そ
の
の
柚
木
へ
の
対
し
か
た
に
は
必
ず
し
も
「
母
性
」
と
恋
情
を

も
っ
て
し
て
は
律
し
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を

と
る
論
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
具
体
的
な
検
討
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

（
３
）
「
〈
老
い
〉
の
風
景

─
岡
本
か
の
子
『
老
妓
抄
』
と
林
芙
美
子
『
晩
菊
』
」
（
『
物
語
と
反

物
語
の
風
景
』
田
畑
書
店
、
一
九
九
三
年
十
二
月
）

（
４
）「
『
老
妓
抄
』（
岡
本
か
の
子
）
」
（
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
九
年
四
月
）

（
５
）
武
田
麟
太
郎
「
小
説
「
土
と
兵
隊
」

─
文
芸
時
評

─
」
（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
八

年
十
二
月
一
日
）

（
６
）

亀
井
勝
一
郎
「
解
説
」
（
『
老
妓
抄
』
新
潮
文
庫
、
一
九
五
〇
年
四
月
）

（
７
）
田
中
厚
一
氏
が
「
「
言
葉
仇
」
と
い
う
幻

─
岡
本
か
の
子
『
老
妓
抄
』
論
」
（
『
帯
広
大

谷
短
期
大
学
紀
要
』
二
〇
〇
〇
年
十
月
）
で
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。

（
８
）
「
岡
本
か
の
子
《
女
流
作
家
で
あ
る
こ
と
の
意
味
と
限
界
》
」
（
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
六
二
年
九
月
）

（
９
）「
岡
本
文
学
に
お
け
る
女
性
の
生
命
力

─
「
花
は
勁
し
」「
老
妓
抄
」
を
通
し
て
」（
『
宮

城
学
院
女
子
大
学
大
学
院
会
誌
』
二
〇
一
〇
年
三
月
）

（

）『
文
芸
』（
一
九
三
八
年
四
月)

10
（

）
「
「
渾
沌
未
分
」
（
岡
本
か
の
子
）
を
読
む
」
（
江
種
満
子
・
漆
田
和
代
編
『
女
が
読
む
日

11
本
近
代
文
学
』
新
曜
社
、
一
九
九
二
年
三
月
）
。
ま
た
、
近
藤
華
子
氏
が
「
『
渾
沌
未
分
』

─
小
初
の
希
求
し
た
も
の

─
」
（
『
岡
本
か
の
子

描
か
れ
た
女
た
ち
の
実
相
』
翰
林

書
房
、
二
〇
一
四
年
十
月
）
で
、
同
様
の
立
場
で
論
じ
て
い
る

（

）
徐
蕾
氏
が
前
掲
論
文
・
注
（
９
）
に
て
、
本
文
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
氏
は
桂
子
と

12
小
布
施
、
老
妓
と
柚
木
の
関
係
は
恋
愛
か
否
か
と
い
う
点
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
桂

子
と
老
妓
の
年
齢
に
よ
る
人
物
像
の
差
異
を
指
摘
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
金
銭
の
援
助

に
関
し
て
は
老
妓
と
桂
子
、
柚
木
と
小
布
施
が
同
じ
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

（

）
瀬
戸
内
晴
美
「
か
の
子
撩
乱
」
（
『
瀬
戸
内
寂
聴
全
集

第
二
巻
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
一

13
年
三
月
）
な
ど
。

（

）「
岡
本
か
の
子
「
金
魚
撩
乱
」

─
自
然
美
と
人
工
美
」
（
『
昭
和
女
子
大
学
大
学
院
日
本

14
文
学
紀
要
』
二
〇
〇
二
年
三
月
）

（

）
本
文
の
引
用
は
、『
岡
本
か
の
子
全
集

全
十
二
巻
』
（
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
三
～
一

15
九
九
四
年
）
に
よ
り
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
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（

）
小
椋
草
子
氏
が
「
岡
本
か
の
子
『
金
魚
撩
乱
』
論
」（
『
湘
南
文
学
』
二
〇
〇
一
年
三
月
）

16
で
「
鮨
」
に
ふ
れ
、
母
の
不
在
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
「
鮨
」
で
の
〈
母
〉
の
描

か
れ
方
に
つ
い
て
は
前
出
拙
稿
で
考
察
し
た
。

（

）
そ
の
他
、
作
品
へ
の
文
学
者
の
登
場
と
い
う
共
通
点
も
あ
る
。
「
老
妓
抄
」
で
は
老
妓
が

17
「
老
妓
抄
」
の
作
者
に
和
歌
の
添
削
を
依
頼
し
て
い
る
し
、
「
花
は
勁
し
」
で
は
女
流
文
学

者
の
Ｋ

─
女
史
、
「
金
魚
撩
乱
」
で
は
詩
人
の
藤
村
女
史
、
「
渾
沌
未
分
」
で
は
女
流
文

学
者
の
豊
村
女
史
が
登
場
す
る
。
ま
た
「
母
子
叙
情
」
の
か
の
女
も
文
学
者
で
あ
る
。

（

）
「
母
性
の
闇
を
視
る

─
先
端
生
殖
技
術
か
ら
岡
本
か
の
子
ま
で
」（
『
岡
本
か
の
子

い

18
の
ち
の
回
帰
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
四
年
十
一
月
）
。
か
の
子
は
「
母
子
叙
情
」
に
よ
り
「
母

性
礼
賛
の
作
家
と
見
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
」
が
、
「
花
は
勁
し
」
「
老
妓
抄
」「
河
明
り
」
な

ど
も
含
め
て
「
か
の
子
の
母
性
観
、
母
性
探
求
を
論
じ
た
議
論
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
」

こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

（

）「
か
の
子
と
葦
平
（
文
芸
時
評
）
」
（
『
文
芸
』
一
九
三
八
年
四
月
）

19
（

）「
岡
本
か
の
子
『
花
は
勁
し
』
に
お
け
る
〈
身
体
感
覚
〉
」（
『
解
釈
』
二
〇
一
一
年
七
月
）

20
（

）
瀬
戸
内
晴
美
「
か
の
子
撩
乱
」（
前
出
）
や
漆
谷
明
彦
「
岡
本
か
の
子

─
渾
沌
未
分
の

21
位
置

─
」
（
『
女
流
文
芸
研
究
』
一
九
七
三
年
八
月
）
で
は
、
小
初
と
薫
に
は
性
交
渉
が

な
い
、
小
初
は
処
女
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
本
文
に
は
「
去
年
の
夏
か
ら
互
に
許
し
合
っ

て
い
る
水
泳
場
近
く
の
薄
給
会
社
員
の
息
子
薫
少
年
と
の
小
鳥
の
よ
う
な
肉
体
の
戯
れ
」

「
薫
と
男
女
関
係
ま
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
な
ら
父
の
最
後
の
誇
り
も
希
望
も
毮
り
落
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

（

）
こ
の
点
は
、
前
出
拙
稿
で
取
り
上
げ
た
「
川
」
に
も
通
じ
る
。
〈
母
〉
で
あ
る
直
助
は
か

22
の
女
に
恋
愛
感
情
を
抱
い
て
い
た
が
、
か
の
女
は
他
の
男
と
結
婚
し
て
い
る
。


