
三
島
由
紀
夫
「
班
女
」
論

―
能
楽
「
班
女
」
と
日
本
古
典
文
学
に
お
け
る

〈
花
子
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と
〈
実
子
〉
の
系
譜
―
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三
島
由
紀
夫
「
班
女
」
は
、『
近
代
能
楽
集
』
の
五
作
目
と
し
て
、
昭
和

三
十
年
一
月
「
新
潮
」
に
発
表
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
能
楽
「
班
女
」

の
特
徴
を
挙
げ
て
三
島
作
と
比
較
し
、
そ
の
特
質
や
三
島
の
観
能
体
験
が
、

本
作
に
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。
次
に
、〈
待
つ
〉

女
性
と
〈
待
た
な
い
〉
女
性
が
日
本
古
典
文
学
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き

た
か
と
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
対
す
る
三
島
の
評
価
を
示
す
。
最
後
に
、
主
人

公
・
花
子
の
恋
愛
に
対
す
る
評
価
を
発
表
前
後
の
新
聞
報
道
な
ど
か
ら
探
り
、

三
島
が
本
作
で
、
日
本
古
典
文
学
の
系
譜
に
立
ち
つ
つ
も
当
時
の
新
し
い
女

性
像
を
創
出
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
キ
ー
ワ
ー
ド

三
島
由
紀
夫
　
能
　
万
葉
集
　
日
本
古
典
文
学
　
メ
デ
ィ
ア

　
　
　
は
じ
め
に

　
三
島
由
紀
夫
「
班
女
」
は
、「
邯
鄲
」（「
人
間
」
昭
25
・
10
）、「
綾
の
鼓
」（「
中

央
公
論
」
昭
26
・
1
）、「
卒
塔
婆
小
町
」（「
群
像
」
昭
27
・
1
）、「
葵
上
」（「
新
潮
」

昭
29
・
1
）に
続
く『
近
代
能
楽
集
』の
五
作
目
と
し
て
、昭
和
三
十
年
一
月「
新

潮
」
に
発
表
さ
れ
た
。
初
収
は
翌
三
十
一
年
四
月
『
近
代
能
楽
集
』（
新
潮
社
）、

三
島
は
そ
の
「
あ
と
が
き
」
に 「
こ
の
五
篇
が
わ
づ
か
に
現
代
化
に
適
す
る
も

の
で
、
五
篇
で
以
て
種
子
は
尽
き
た
」
と
述
べ
、
以
後
、
四
年
間
『
近
代
能

楽
集
』
の
作
品
を
発
表
し
て
い
な
い
。
後
に
三
作
を
書
い
た
も
の
の
、「
班
女
」

は
、「
数
年
」
間
、「
暇
が
あ
れ
ば
」「
謡
曲
全
集
を
渉
猟
す
る
の
が
癖
」
に
な
っ

て
い
た
三
島
が
「
現
代
化
に
適
す
る
」（「
同
」）
と
捉
え
た
、ひ
と
ま
ず
の
『
近

代
能
楽
集
』〈
最
終
作
〉
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　「
班
女
」
は
、「
秋
。
午
後
か
ら
薄
暮
」
の
実
子
の
ア
ト
リ
エ
を
舞
台
に
し

て
い
る
。
か
な
り
「
い
ら
い
ら
」
し
た
実
子
が
読
み
上
げ
た
新
聞
で
は
、「
狂

女
の
悲
恋
、
井
ノ
頭
線
何
が
し
駅
の
古
風
な
ロ
マ
ン
ス
」
と
の
見
出
し
の
も

と
に
、美
し
い
狂
女
・
花
子
が
井
ノ
頭
線
の
あ
る
駅
で
「
扇
を
抱
き
か
か
へ
て
」、

「
照
る
日
も
降
る
日
も
」
男
性
を
待
ち
続
け
て
い
る
こ
と
、
花
子
が
実
子
の
家

に
同
居
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
実
子
は
、
花
子
の
探
す

男
性
、
吉
雄
が
新
聞
を
読
ん
で
駆
け
つ
け
て
来
る
の
を
恐
れ
て
旅
に
出
よ
う
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追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
直
後
、
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
少
将
が
花
子
を
野

上
へ
迎
え
に
来
る
。
少
将
は
花
子
が
既
に
い
な
い
こ
と
を
知
り
、
都
に
帰
っ

て
祈
願
の
た
め
に
糺
の
森
を
参
詣
、
一
方
の
花
子
も
、
往
く
当
て
も
な
く
糺

に
辿
り
着
く
。
従
者
に
「
な
に
と
て
け
ふ
は
狂
は
ぬ
ぞ
」
と
言
わ
れ
た
花
子

は
、
秋
の
訪
れ
と
と
も
に
捨
て
ら
れ
る
扇
に
自
ら
を
た
と
え
、
少
将
の
不
実

を
詰
り
、
少
将
へ
の
想
い
を
切
々
と
謡
い
舞
う
。
そ
の
時
、
少
将
が
輿
の
内

か
ら
花
子
の
扇
を
求
め
る
。
花
子
が
拒
ん
だ
た
め
少
将
が
自
分
の
扇
を
渡
す

と
、
花
子
も
見
せ
、
扇
に
よ
っ
て
お
互
い
を
探
す
相
手
と
知
っ
て
終
わ
る
。

　
原
曲
「
班
女
」
の
何
よ
り
も
の
特
徴
は
、
花
子
が
想
い
続
け
た
少
将
と
再

会
を
果
た
す
と
い
う
ハ
ッ
ピ
イ
エ
ン
ド
だ
ろ
う
。
佐
成
謙
太
郎
は
、謡
曲
で「
夫

を
恋
慕
」
す
の
は
本
曲
と
「
花
筺
」
の
二
曲
し
か
な
く
、
特
に
「
班
女
」
は

シ
テ
が
「
遊
女
」
で
あ
る
だ
け
に
、「
二
百
数
十
番
の
謡
曲
中
、
最
も
艶
麗
な

も
の
と
言
い
得
る
」7
作
品
と
す
る
。
作
者
と
さ
れ
る
世
阿
弥
も
「
恋
慕
音
曲

の
本
声
の
姿
」8
と
し
て
本
曲
を
挙
げ
た
。
一
方
、
三
島
作
「
班
女
」
は
、
花

子
が
想
う
〈
吉
雄
〉
と
再
会
で
き
な
い
、
原
曲
の
ハ
ッ
ピ
イ
エ
ン
ド
と
は
逆

の
結
末
で
あ
る
こ
と
は
一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
分
析
さ

れ
て
き
た
9
。
だ
か
ら
こ
そ
、「（
能
の
持
つ
│
引
用
者
注
）
象
徴
性
が
う
す
ら

い
で
い
る
」  10
と
、
能
の
世
界
か
ら
の
隔
絶
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
三
島
が
幼
少
の
頃
か
ら
能
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
は
改
め
て
述
べ

る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
班
女
」
に
つ
い
て
は
観
能
後
に
そ

の
評
論
を
「
観
世
」
に
寄
稿
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
  11
。
そ

こ
で
本
章
で
は
、
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
原
曲
「
班
女
」

の
能
楽
に
お
け
る
特
質
を
挙
げ
、
そ
れ
が
い
か
さ
れ
た
三
島
作
「
班
女
」
の

能
楽
的
演
出
や
、
三
島
自
身
の
観
能
体
験
の
影
響
に
つ
い
て
記
し
た
い
。

　
ま
ず
原
曲
「
班
女
」
の
演
出
的
特
徴
は
、
狂
言
方
が
シ
テ
花
子
の
来
歴
や

扇
の
由
来
を
語
る
〈
狂
言
口
開
〉
と
い
う
「
珍
し
い
形
」  12
で
始
ま
る
こ
と
だ
。

本
来
、
能
の
冒
頭
で
シ
テ
の
来
歴
を
語
る
の
は
ワ
キ
方
で
あ
る
た
め
、
狂
言

方
か
ら
始
ま
る
演
出
は
「
最
も
特
殊
な
形
」  13
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
狂

言
方
の
語
り
は
、
節
付
さ
れ
た
ワ
キ
方
の
謡
よ
り
も
聞
き
取
り
や
す
く
、
観

客
は
花
子
の
置
か
れ
た
状
況
や
扇
の
持
つ
意
味
を
理
解
し
や
す
い
と
言
え
る

だ
ろ
う
  14
。

　
次
な
る
特
徴
は
、「
班
女
」
の
よ
う
に
扇
や
そ
の
絵
が
特
別
な
意
味
を
持
つ

曲
は
、
現
行
で
は
他
に
存
在
し
な
い
こ
と
だ
。
能
楽
で
の
扇
は
、「
特
に
必
要

が
な
い
役
で
も
携
帯
す
る
の
が
本
来
」  15
で
あ
り
、
基
本
的
に
舞
台
上
の
人
物

の
全
員
が
扇
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
観
客
の
目
は
扇
に
向
け
ら
れ

に
く
い
。
能
楽
「
班
女
」
で
は
、
狂
言
口
開
と
そ
の
狂
言
方
の
「
扇
を
床
に

捨
て
、『
の
う
腹
立
ち
や
腹
立
ち
や
』」
と
扇
へ
の
憎
し
み
を
露
わ
に
す
る
演

技
で
、
作
品
に
お
け
る
〈
扇
〉
の
重
要
性
を
強
調
し
、
観
客
に
〈
扇
〉
へ
の

注
意
を
喚
起
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
三
島
作
「
班
女
」
の
冒
頭
も
、
他
の
『
近
代
能
楽
集
』
の
作
品
に
は
な
い

特
徴
が
あ
る
。
実
子
の
長
い
独
白
で
始
ま
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
中
で

「
ふ
る
さ
と
の
お
金
持
の
寛
大
な
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
」
に
聞
か
せ
る
よ
う

に
新
聞
を
読
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
能
に
は
、
い
く
つ
か
の
〈
読
む
〉
演
出
が

あ
り
、「
書
状
を
読
む
謡
」
を
〈
文
〉、「
漢
文
態
の
文
章
を
読
む
謡
」
を
〈
読

（3）
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と
す
る
が
、駅
か
ら
帰
宅
し
た
花
子
は
肯
ん
じ
な
い
。
押
し
問
答
を
繰
り
返
し
、

実
子
一
人
が
部
屋
に
残
さ
れ
た
そ
の
時
、
新
聞
を
持
っ
た
吉
雄
が
現
れ
る
。

実
子
は
写
生
旅
行
に
訪
れ
た
土
地
の
料
亭
で
、
吉
雄
を
待
つ
間
に
狂
っ
た
花

子
に
出
逢
い
落
籍
し
た
こ
と
、
共
同
生
活
は
既
に
一
年
半
に
な
る
こ
と
を
語

る
。
そ
し
て
実
子
の
制
止
も
叶
わ
ず
、
二
人
は
つ
い
に
三
年
ぶ
り
の
再
会
を

果
た
す
。
し
か
し
花
子
は
吉
雄
を
本
人
と
は
認
め
ず
、吉
雄
も
去
る
し
か
な
い
。

花
子
が
待
ち
続
け
、
実
子
は
何
も
待
た
な
い
「
運
命
を
確
認
し
合
い
1
」、
実

子
の
「
す
ば
ら
し
い
人
生
！
」
と
い
う
台
詞
で
幕
が
閉
じ
ら
れ
る
。

　「
班
女
」
は
、
三
島
の
生
前
「
評
判
の
香
ば
し
い
も
の
で
は
な
」（「
班
女
に

つ
い
て
」「
俳
優
座
ス
タ
ジ
オ
劇
団
･
同
人
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
昭
32
･
6
）
く
、

「
日
本
で
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
評
価
さ
れ
て
い
な
」2
か
っ
た
。
し
か
し
死
後
に「
傑

作
」3 

、「『
近
代
能
楽
』
の
最
高
傑
作
で
あ
り
、
近
代
文
藝
の
稀
有
な
る
名

作
」4
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
は
、
謡
曲
「
班
女
」
と
の
比
較
、

実
子
と
花
子
の
関
係
、
三
島
自
身
が
関
連
を
述
べ
た
「
班
女
」
と
同
じ
く
恋

人
を
待
ち
続
け
た
尼
僧
を
描
い
た
リ
ル
ケ
作
品
を
視
点
5
に
す
る
な
ど
し
て
、

進
め
ら
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
能
楽
と
し
て
の
「
班
女
」
の
特
質
や
、
三
島

自
身
が
そ
の
影
響
を
挙
げ
て
い
な
い
作
品
と
の
関
連
性
を
論
じ
た
研
究
は
管

見
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、「
同
題
の
謡
曲
の
枠
か
ら
解
放
し
、
三
島

の
ほ
ぼ
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
作
品
系
列
の
中
に
戻
し
て
検
討
し
て
み
る
」6

必
要
性
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
原
曲
や
能
の
世
界
か
ら
隔
絶
し
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
章
で
、
能
楽
と
し
て
の
「
班
女
」
の
特
徴

を
挙
げ
、
三
島
作
「
班
女
」
へ
の
影
響
を
分
析
す
る
。
第
二
章
で
は
、
主
人

公
の
〈
待
つ
〉
と
い
う
行
為
を
視
座
に
、
先
行
す
る
日
本
文
学
と
の
共
通
点

を
示
す
。
第
三
章
で
は
、
花
子
の
恋
愛
が
「
新
聞
」
と
い
う
〈
メ
デ
ィ
ア
〉

で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
発
表
当
時
の
〈
花
子
〉
の
行
為
が
ど
の
よ
う
に

評
価
さ
れ
た
か
を
探
る
。
そ
し
て
三
島
由
紀
夫
「
班
女
」
が
、
日
本
の
古
典

文
学
の
系
譜
に
立
ち
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
〈
新
し
い
ヒ

ロ
イ
ン
〉
像
を
創
出
し
た
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　
第
一
章
　
能
楽
「
班
女
」
の
特
質

　
謡
曲
「
班
女
」
は
世
阿
弥
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
三
島
が
「
班
女
」
を
、

「
詩
劇
と
し
て
ほ
と
ん
ど
完
璧
」（「『
班
女
』
拝
見
」「
観
世
」
昭
27
・
7
）
と

称
え
た
の
は
、
自
作
「
班
女
」
発
表
か
ら
二
年
半
も
前
に
遡
る
。「
韻
律
を
も

た
な
い
一
種
の
詩
劇
の
試
み
」
で
あ
る
『
近
代
能
楽
集
』
の
「
今
後
の
腹
案
」

と
し
て
「
葵
上
」
と
「
班
女
」
を
挙
げ
た
（「
卒
塔
婆
小
町
覚
書
」「
毎
日
マ

ン
ス
リ
ー
」
昭
27
･
11
）
の
は
そ
の
直
後
で
あ
り
、『
近
代
能
楽
集
』
の
候
補

と
し
て
、
三
島
が
長
い
間
「
班
女
」
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
謡
曲
「
班
女
」（
以
下
、
原
曲
と
す
る
）
の
梗
概
を
記
し
た
い
。
美
濃
の
国

野
上
の
宿
の
遊
女
花
子
は
、
東
下
り
の
際
に
立
ち
寄
っ
た
吉
田
少
将
と
契
り

を
結
び
、
扇
を
交
換
し
た
。
そ
の
後
、
花
子
は
扇
に
眺
め
入
る
ば
か
り
で
勤

め
さ
え
怠
る
よ
う
に
な
り
、
後
述
す
る
班
婕
妤
の
故
事
に
因
ん
で
「
班
女
」

と
あ
だ
名
さ
れ
る
。
そ
の
ま
ま
秋
を
迎
え
、
と
う
と
う
花
子
は
宿
の
長
か
ら

（2）
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追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
直
後
、
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
少
将
が
花
子
を
野

上
へ
迎
え
に
来
る
。
少
将
は
花
子
が
既
に
い
な
い
こ
と
を
知
り
、
都
に
帰
っ

て
祈
願
の
た
め
に
糺
の
森
を
参
詣
、
一
方
の
花
子
も
、
往
く
当
て
も
な
く
糺

に
辿
り
着
く
。
従
者
に
「
な
に
と
て
け
ふ
は
狂
は
ぬ
ぞ
」
と
言
わ
れ
た
花
子

は
、
秋
の
訪
れ
と
と
も
に
捨
て
ら
れ
る
扇
に
自
ら
を
た
と
え
、
少
将
の
不
実

を
詰
り
、
少
将
へ
の
想
い
を
切
々
と
謡
い
舞
う
。
そ
の
時
、
少
将
が
輿
の
内

か
ら
花
子
の
扇
を
求
め
る
。
花
子
が
拒
ん
だ
た
め
少
将
が
自
分
の
扇
を
渡
す

と
、
花
子
も
見
せ
、
扇
に
よ
っ
て
お
互
い
を
探
す
相
手
と
知
っ
て
終
わ
る
。

　
原
曲
「
班
女
」
の
何
よ
り
も
の
特
徴
は
、
花
子
が
想
い
続
け
た
少
将
と
再

会
を
果
た
す
と
い
う
ハ
ッ
ピ
イ
エ
ン
ド
だ
ろ
う
。
佐
成
謙
太
郎
は
、謡
曲
で「
夫

を
恋
慕
」
す
の
は
本
曲
と
「
花
筺
」
の
二
曲
し
か
な
く
、
特
に
「
班
女
」
は

シ
テ
が
「
遊
女
」
で
あ
る
だ
け
に
、「
二
百
数
十
番
の
謡
曲
中
、
最
も
艶
麗
な

も
の
と
言
い
得
る
」7
作
品
と
す
る
。
作
者
と
さ
れ
る
世
阿
弥
も
「
恋
慕
音
曲

の
本
声
の
姿
」8
と
し
て
本
曲
を
挙
げ
た
。
一
方
、
三
島
作
「
班
女
」
は
、
花

子
が
想
う
〈
吉
雄
〉
と
再
会
で
き
な
い
、
原
曲
の
ハ
ッ
ピ
イ
エ
ン
ド
と
は
逆

の
結
末
で
あ
る
こ
と
は
一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
分
析
さ

れ
て
き
た
9
。
だ
か
ら
こ
そ
、「（
能
の
持
つ
│
引
用
者
注
）
象
徴
性
が
う
す
ら

い
で
い
る
」  10
と
、
能
の
世
界
か
ら
の
隔
絶
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
三
島
が
幼
少
の
頃
か
ら
能
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
は
改
め
て
述
べ

る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
班
女
」
に
つ
い
て
は
観
能
後
に
そ

の
評
論
を
「
観
世
」
に
寄
稿
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
  11
。
そ

こ
で
本
章
で
は
、
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
原
曲
「
班
女
」

の
能
楽
に
お
け
る
特
質
を
挙
げ
、
そ
れ
が
い
か
さ
れ
た
三
島
作
「
班
女
」
の

能
楽
的
演
出
や
、
三
島
自
身
の
観
能
体
験
の
影
響
に
つ
い
て
記
し
た
い
。

　
ま
ず
原
曲
「
班
女
」
の
演
出
的
特
徴
は
、
狂
言
方
が
シ
テ
花
子
の
来
歴
や

扇
の
由
来
を
語
る
〈
狂
言
口
開
〉
と
い
う
「
珍
し
い
形
」  12
で
始
ま
る
こ
と
だ
。

本
来
、
能
の
冒
頭
で
シ
テ
の
来
歴
を
語
る
の
は
ワ
キ
方
で
あ
る
た
め
、
狂
言

方
か
ら
始
ま
る
演
出
は
「
最
も
特
殊
な
形
」  13
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
狂

言
方
の
語
り
は
、
節
付
さ
れ
た
ワ
キ
方
の
謡
よ
り
も
聞
き
取
り
や
す
く
、
観

客
は
花
子
の
置
か
れ
た
状
況
や
扇
の
持
つ
意
味
を
理
解
し
や
す
い
と
言
え
る

だ
ろ
う
  14
。

　
次
な
る
特
徴
は
、「
班
女
」
の
よ
う
に
扇
や
そ
の
絵
が
特
別
な
意
味
を
持
つ

曲
は
、
現
行
で
は
他
に
存
在
し
な
い
こ
と
だ
。
能
楽
で
の
扇
は
、「
特
に
必
要

が
な
い
役
で
も
携
帯
す
る
の
が
本
来
」  15
で
あ
り
、
基
本
的
に
舞
台
上
の
人
物

の
全
員
が
扇
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
観
客
の
目
は
扇
に
向
け
ら
れ

に
く
い
。
能
楽
「
班
女
」
で
は
、
狂
言
口
開
と
そ
の
狂
言
方
の
「
扇
を
床
に

捨
て
、『
の
う
腹
立
ち
や
腹
立
ち
や
』」
と
扇
へ
の
憎
し
み
を
露
わ
に
す
る
演

技
で
、
作
品
に
お
け
る
〈
扇
〉
の
重
要
性
を
強
調
し
、
観
客
に
〈
扇
〉
へ
の

注
意
を
喚
起
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
三
島
作
「
班
女
」
の
冒
頭
も
、
他
の
『
近
代
能
楽
集
』
の
作
品
に
は
な
い

特
徴
が
あ
る
。
実
子
の
長
い
独
白
で
始
ま
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
中
で

「
ふ
る
さ
と
の
お
金
持
の
寛
大
な
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
」
に
聞
か
せ
る
よ
う

に
新
聞
を
読
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
能
に
は
、
い
く
つ
か
の
〈
読
む
〉
演
出
が

あ
り
、「
書
状
を
読
む
謡
」
を
〈
文
〉、「
漢
文
態
の
文
章
を
読
む
謡
」
を
〈
読
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の
花
子
が
「
秋
」
を
期
限
に
し
て
待
つ
こ
と
が
で
き
た
の
と
は
対
照
的
に
、「
又

来
る
と
言
ひ
置
い
て
」「
雪
景
色
」
の
「
大
き
な
扇
」
を
渡
さ
れ
た
三
島
作
の

花
子
は
、
い
つ
と
も
知
れ
な
い
再
会
を
た
だ
ひ
た
す
ら
に
待
つ
し
か
な
い
の

で
あ
る
。

　
能
楽
「
班
女
」
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
中
軸
」
と
な
る
月
と
夕
顔
の
扇
は
、

「『
源
氏
物
語
』
の
「
花
宴
」
の
扇
と
「
夕
顔
」
の
扇
」
で
あ
り
、「
班
女
の
恋

慕
の
情
緒
を
筋
書
き
の
上
で
形
成
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
  24
。「
夕
顔
」
で
は
、

邸
の
女
童
が
「
夕
顔
の
一
房
を
」、「
こ
れ
に
置
き
て
参
ら
せ
よ
」
と
「
白
い

扇
を
随
身
に
渡
す
」  25
。
同
じ
く
「
花
宴
」
で
は
、
光
源
氏
が
契
り
を
結
ん
だ

女
性
と
扇
を
取
り
交
わ
し
、
約
一
ヶ
月
後
、
扇
に
よ
っ
て
そ
の
相
手
が
朧
月

夜
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
扇
の
絵
は
朧
月
夜
の
名
に
因
ん
だ
「
濃

き
か
た
に
霞
め
る
月
」
で
あ
り
、
能
楽
「
班
女
」
の
「
夕
暮
の
月
を
出
せ
る

扇
の
絵
」
と
「
図
柄
な
ど
で
重
な
」  26
る
。
季
語
と
し
て
も
、
夕
顔
が
晩
夏
、

月
が
秋
で
、
季
節
的
な
連
続
が
あ
る
。
少
将
曰
く
、
花
子
と
の
再
会
の
約
束

は
秋
だ
っ
た
の
で
、
秋
に
再
訪
し
て
見
せ
合
う
こ
と
を
考
え
て
も
、「
月
の
絵

の
扇
」
で
あ
る
意
味
は
大
き
い
。
こ
の
よ
う
に
、
世
阿
弥
が
『
源
氏
物
語
』

に
材
を
得
た
の
は
、
扇
が
二
人
の
「
会
っ
た
り
別
れ
た
り
す
る
契
機
」  27
と
な

る
内
容
が
、「
班
女
」
と
一
致
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
寶
生
英
雄
は
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
の「
観
能
講
座
」（「
寶
生
」）で
、

「
班
女
」
に
は
「
夕
顔
の
花
を
か
い
た
」「
同
じ
扇
が
二
本
い
」
る
と
述
べ
て

い
る
  28
。
観
世
流
で
は
、
既
に
「
近
代
に
な
る
と
」「
間
垣
に
菊
」
の
絵
の
扇

を
「
班
女
扇
」
と
呼
び
、
や
は
り
同
じ
絵
の
扇
を
二
本
も
っ
て
「
扇
合
わ
せ
」

と
し
て
い
た
よ
う
だ
  29
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
三
宅
晶
子
氏
が
「
演
者
も
観
客

も
『
源
氏
物
語
』
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
無
関
心
に
な
り
、
喜
ば
な
く

な
っ
た
」  30
と
述
べ
る
通
り
、『
源
氏
物
語
』
の
扇
の
知
識
を
持
た
な
い
観
客
に

と
っ
て
は
、
一
目
瞭
然
の
扇
合
わ
せ
の
方
が
理
解
し
や
す
い
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
三
島
が
観
世
流
の
「
班
女
」
を
見
た
際
も
、
謡
本
ど
お
り
の
そ
れ

ぞ
れ
月
と
夕
顔
を
描
い
た
二
本
の
扇
で
は
な
く
、
上
記
の
「
班
女
扇
」
が
使

わ
れ
て
た
可
能
性
が
高
い
。
だ
が
三
島
は
、
死
の
た
め
に
未
完
に
終
わ
っ
た

『
日
本
文
学
小
史
』
で
『
源
氏
物
語
』
を
論
じ
る
際
、
五
十
四
帖
か
ら
「
花
の

宴
」
を
選
ぶ
ほ
ど
愛
着
を
持
っ
て
い
た
  31
。「
班
女
」
の
扇
の
絵
が
『
源
氏
物
語
』

に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
、
能
に
精
通
し
た
三
島
が
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は

な
い
と
考
え
ら
れ
、
当
然
な
が
ら
、
観
能
の
際
に
、
扇
の
絵
が
夕
顔
と
月
で

は
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
だ
ろ
う
。
夕
顔
と
月
の
扇
で
な
け
れ
ば
、『
源
氏
物

語
』
と
は
断
絶
し
、そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
は
ず
の
物
語
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

班
婕
妤
の
故
事
に
近
づ
け
て
わ
ざ
わ
ざ
雪
の
扇
を
選
ん
だ
三
島
は
、
花
子
の

持
つ
雪
の
扇
が
そ
の
背
景
に
あ
る
物
語
を
失
わ
な
い
た
め
に
、
冒
頭
か
ら
十

回
も
扇
の
「
雪
」
の
絵
に
言
及
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
第
二
章
　〈
待
つ
女
〉
と
〈
待
た
な
い
女
〉
の
系
譜

　
次
に
一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
り
な
が
ら
、
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
原
曲
と
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
そ
れ
は
、
三
島
作
の
花
子
の

待
つ
期
間
が
、
原
曲
に
比
し
て
、
か
な
り
延
長
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

（5）
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物
〉
と
呼
ぶ
  16
。
特
に
「
安
宅
」
の
「
勧
進
帳
」、「
正
尊
」
の
「
起
請
文
」、「
木

曾
」
の
「
願
書
」
は
「
三
読
物
」
と
称
さ
れ
、「
漢
文
読
み
下
し
体
の
散
文
の

詞
章
」
が
、「
七
五
調
を
基
本
と
す
る
一
般
の
部
分
と
同
じ
拍
子
の
取
り
方
が

で
き
な
い
た
め
に
、む
ず
か
し
い
謡
と
し
て
伝
授
物
（
習
）
と
さ
れ
」  17
て
き
た
。

三
島
作
「
班
女
」
の
冒
頭
も
女
性
の
話
し
言
葉
に
新
聞
の
文
語
体
と
い
う
異

な
る
文
体
が
入
る
点
で
〈
読
物
〉
と
共
通
し
、
さ
ら
に
享
受
者
の
印
象
に
残

り
や
す
い
意
味
で
は
、〈
狂
言
口
開
〉
同
様
の
効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ま
た
記
事
に
よ
っ
て
、
既
に
舞
台
に
い
る
実
子
と
こ
れ
か
ら
登
場
す

る
花
子
の
来
歴
、
吉
雄
と
の
関
係
ま
で
示
さ
れ
る
こ
と
も
、
能
の
〈
名
ノ
リ
〉

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
実
子
が
読
ん
だ
記
事
で
は
、
狂
女
の
持
つ
不
実
な
男
の
扇
が
雪
景
色
、
男

が
持
つ
狂
女
の
扇
が
夕
顔
と
、扇
の
図
柄
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。
能
楽
「
班
女
」

で
は
、
二
人
が
再
会
し
、
扇
を
見
せ
合
う
末
尾
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
花
子

の
持
つ
扇
が
「
夕
暮
の
月
」、
少
将
の
持
つ
花
子
の
扇
が
「
夕
顔
の
花
」
と
い

う
、
図
柄
が
明
か
さ
れ
る
。
で
は
何
故
、
三
島
は
、
原
曲
の
花
子
が
持
つ
「
夕

暮
の
月
」
の
扇
を
「
雪
景
色
」
に
変
え
、
少
将
が
持
つ
「
夕
顔
」
の
扇
の
と

と
も
に
図
柄
を
冒
頭
で
示
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
原
曲
「
班
女
」
は
「
本
説
が
な
か
っ
た
」  18
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
曲
名

が
示
す
よ
う
に
「
班
女
の
扇
の
故
事
を
主
想
」  19
と
し
て
い
る
。「
前
漢
の
『
烈

女
伝
』『
漢
書
』
に
班
婕
妤
が
成
帝
の
寵
を
失
」
っ
た
こ
と
、『
文
選
』
に
は

秋
に
捨
て
ら
れ
る
扇
に
我
が
身
を
重
ね
た
班
婕
妤
の
作
と
さ
れ
る
詩
「
怨
歌

行
」
が
収
め
ら
れ
、こ
の
故
事
は
「
詩
歌
、或
い
は
六
朝
小
説
や
唐
代
の
小
説
・

教
訓
書
、
ま
た
中
国
の
巷
話
な
ど
に
よ
っ
て
、
教
え
継
が
れ
、
語
り
伝
え
ら

れ
て
、
有
識
者
の
周
知
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
」  20
。
や
が
て
「
こ
の
い
じ

ら
し
い
物
語
は
、
わ
が
国
上
代
の
教
養
あ
る
人
た
ち
に
異
常
な
共
鳴
を
呼
ん

だ
と
見
え
て
、『
和
漢
朗
詠
集
』
は
、
数
数
の
言
及
・
反
響
を
収
め
」  21
、「
広

く
わ
が
国
の
漢
詩
集
に
、そ
の
意
を
含
ん
だ
詩
が
載
せ
ら
れ
」  22
る
よ
う
に
な
っ

た
。
原
曲
に
関
し
て
は
「
世
阿
弥
は
、班
女
の
故
事
を
中
心
に
、『
五
明
徳
』（
五

明
は
扇
の
異
名
│
引
用
者
注
）
や
扇
と
縁
の
あ
る
『
風
』、班
女
ゆ
か
り
の
『
雪
』

な
ど
、
早
歌
の
諸
曲
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
の
能
を
つ
く
っ
た
」  23
と
早
歌
の
影

響
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
〈
雪
の
扇
〉
が
密
接
に
関
わ
り
、
班

婕
妤
と
い
え
ば〈
雪
〉と
認
知
さ
れ
て
い
た
の
が
分
か
る
。
花
子
が
想
う「
吉
雄
」

と
再
会
で
き
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

三
島
作
「
班
女
」
の
扇
は
、
成
帝
に
「
再
び
ま
み
え

0

0

0

0

0

よ
う
と
し
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

」  26
班
婕
妤
と
同
じ
「
雪
の
扇
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
班
婕
妤
の
扇
は
雪
に
喩
え
ら
れ
た
だ
け
で
、
雪
の
絵
が
描
か
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
三
島
作
「
班
女
」
の
発
表
当
時
の
〈
扇
〉
は
、
班
婕

妤
の
扇
と
同
じ
く
〈
あ
お
ぐ
〉
た
め
に
作
ら
れ
た
夏
の
扇
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ

た
。
し
か
し
吉
雄
が
花
子
に
渡
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
雪
景
色
を
ゑ
が

い
た
大
き
な
扇
」
で
あ
る
た
め
、
床
の
間
や
壁
に
飾
る
よ
う
な
装
飾
品
か
、

も
し
く
は
芸
者
で
あ
る
花
子
が
舞
に
使
う
扇
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

夏
に
〈
あ
お
ぐ
〉
た
め
の
実
用
的
な
扇
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
低
く
、
つ

ま
り
は
扇
を
使
わ
な
く
な
る
秋
の
訪
れ
が
意
味
を
持
た
な
い
と
言
え
る
。「
秋

に
戻
る
」
と
い
う
約
束
と
と
も
に
「
夕
暮
れ
の
月
」
の
扇
を
渡
さ
れ
た
原
曲

（4）
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の
花
子
が
「
秋
」
を
期
限
に
し
て
待
つ
こ
と
が
で
き
た
の
と
は
対
照
的
に
、「
又

来
る
と
言
ひ
置
い
て
」「
雪
景
色
」
の
「
大
き
な
扇
」
を
渡
さ
れ
た
三
島
作
の

花
子
は
、
い
つ
と
も
知
れ
な
い
再
会
を
た
だ
ひ
た
す
ら
に
待
つ
し
か
な
い
の

で
あ
る
。

　
能
楽
「
班
女
」
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
中
軸
」
と
な
る
月
と
夕
顔
の
扇
は
、

「『
源
氏
物
語
』
の
「
花
宴
」
の
扇
と
「
夕
顔
」
の
扇
」
で
あ
り
、「
班
女
の
恋

慕
の
情
緒
を
筋
書
き
の
上
で
形
成
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
  24
。「
夕
顔
」
で
は
、

邸
の
女
童
が
「
夕
顔
の
一
房
を
」、「
こ
れ
に
置
き
て
参
ら
せ
よ
」
と
「
白
い

扇
を
随
身
に
渡
す
」  25
。
同
じ
く
「
花
宴
」
で
は
、
光
源
氏
が
契
り
を
結
ん
だ

女
性
と
扇
を
取
り
交
わ
し
、
約
一
ヶ
月
後
、
扇
に
よ
っ
て
そ
の
相
手
が
朧
月

夜
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
扇
の
絵
は
朧
月
夜
の
名
に
因
ん
だ
「
濃

き
か
た
に
霞
め
る
月
」
で
あ
り
、
能
楽
「
班
女
」
の
「
夕
暮
の
月
を
出
せ
る

扇
の
絵
」
と
「
図
柄
な
ど
で
重
な
」  26
る
。
季
語
と
し
て
も
、
夕
顔
が
晩
夏
、

月
が
秋
で
、
季
節
的
な
連
続
が
あ
る
。
少
将
曰
く
、
花
子
と
の
再
会
の
約
束

は
秋
だ
っ
た
の
で
、
秋
に
再
訪
し
て
見
せ
合
う
こ
と
を
考
え
て
も
、「
月
の
絵

の
扇
」
で
あ
る
意
味
は
大
き
い
。
こ
の
よ
う
に
、
世
阿
弥
が
『
源
氏
物
語
』

に
材
を
得
た
の
は
、
扇
が
二
人
の
「
会
っ
た
り
別
れ
た
り
す
る
契
機
」  27
と
な

る
内
容
が
、「
班
女
」
と
一
致
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
寶
生
英
雄
は
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
の「
観
能
講
座
」（「
寶
生
」）で
、

「
班
女
」
に
は
「
夕
顔
の
花
を
か
い
た
」「
同
じ
扇
が
二
本
い
」
る
と
述
べ
て

い
る
  28
。
観
世
流
で
は
、
既
に
「
近
代
に
な
る
と
」「
間
垣
に
菊
」
の
絵
の
扇

を
「
班
女
扇
」
と
呼
び
、
や
は
り
同
じ
絵
の
扇
を
二
本
も
っ
て
「
扇
合
わ
せ
」

と
し
て
い
た
よ
う
だ
  29
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
三
宅
晶
子
氏
が
「
演
者
も
観
客

も
『
源
氏
物
語
』
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
無
関
心
に
な
り
、
喜
ば
な
く

な
っ
た
」  30
と
述
べ
る
通
り
、『
源
氏
物
語
』
の
扇
の
知
識
を
持
た
な
い
観
客
に

と
っ
て
は
、
一
目
瞭
然
の
扇
合
わ
せ
の
方
が
理
解
し
や
す
い
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
三
島
が
観
世
流
の
「
班
女
」
を
見
た
際
も
、
謡
本
ど
お
り
の
そ
れ

ぞ
れ
月
と
夕
顔
を
描
い
た
二
本
の
扇
で
は
な
く
、
上
記
の
「
班
女
扇
」
が
使

わ
れ
て
た
可
能
性
が
高
い
。
だ
が
三
島
は
、
死
の
た
め
に
未
完
に
終
わ
っ
た

『
日
本
文
学
小
史
』
で
『
源
氏
物
語
』
を
論
じ
る
際
、
五
十
四
帖
か
ら
「
花
の

宴
」
を
選
ぶ
ほ
ど
愛
着
を
持
っ
て
い
た
  31
。「
班
女
」
の
扇
の
絵
が
『
源
氏
物
語
』

に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
、
能
に
精
通
し
た
三
島
が
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は

な
い
と
考
え
ら
れ
、
当
然
な
が
ら
、
観
能
の
際
に
、
扇
の
絵
が
夕
顔
と
月
で

は
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
だ
ろ
う
。
夕
顔
と
月
の
扇
で
な
け
れ
ば
、『
源
氏
物

語
』
と
は
断
絶
し
、そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
は
ず
の
物
語
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

班
婕
妤
の
故
事
に
近
づ
け
て
わ
ざ
わ
ざ
雪
の
扇
を
選
ん
だ
三
島
は
、
花
子
の

持
つ
雪
の
扇
が
そ
の
背
景
に
あ
る
物
語
を
失
わ
な
い
た
め
に
、
冒
頭
か
ら
十

回
も
扇
の
「
雪
」
の
絵
に
言
及
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
第
二
章
　〈
待
つ
女
〉
と
〈
待
た
な
い
女
〉
の
系
譜

　
次
に
一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
り
な
が
ら
、
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
原
曲
と
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
そ
れ
は
、
三
島
作
の
花
子
の

待
つ
期
間
が
、
原
曲
に
比
し
て
、
か
な
り
延
長
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
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な
け
れ
ば
再
婚
が
許
さ
れ
る
、
つ
ま
り
離
婚
が
成
立
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い

た
た
め
  33
、
先
述
の
「
砧
」
や
『
伊
勢
物
語
』「
梓
弓
」
な
ど
三
年
間
待
ち
続

け
た
女
性
は
、
日
本
の
古
典
に
数
多
く
描
か
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
「
班
女
」

は
、
扇
を
必
要
と
し
な
く
な
る
秋
へ
の
季
節
の
移
り
変
わ
り
に
意
味
を
持
た

せ
る
班
婕
妤
の
故
事
に
因
ん
だ
こ
と
、
花
子
の
意
志
に
関
係
な
く
宿
の
長
か

ら
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
の
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
花
子
の

待
っ
た
期
間
は
、
日
本
の
古
典
文
学
の
世
界
で
は
極
め
て
短
期
間
だ
っ
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
冒
頭
で
、花
子
は
数
ヶ
月
待
っ
た
と
語
ら
れ
る
も
の
の
、

追
い
出
さ
れ
て
そ
の
ま
ま
旅
に
出
る
た
め
、
作
中
で
「
待
つ
」
姿
は
ほ
ぼ
描

か
れ
な
い
。
さ
ら
に
追
い
出
さ
れ
た
花
子
は
路
頭
に
迷
う
の
で
は
な
く
、
す

ぐ
に
少
将
が
い
る
と
考
え
ら
れ
る
都
に
向
か
い
、
そ
の
都
で
再
会
を
果
た
す

の
だ
。
つ
ま
り
古
典
の
他
作
品
と
比
較
す
る
と
、「
班
女
」花
子
は
、男
性
を〈
待

つ
〉
女
性
で
は
な
く
、
待
た
ず
に
〈
行
動
す
る
〉
こ
と
で
幸
福
を
つ
か
み
取
っ

た
女
性
な
の
で
あ
る
。
三
島
は
、こ
の
よ
う
に
数
ヶ
月
し
か
〈
待
た
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

〉

原
曲
の
花
子
を
、自
作
に
お
い
て
三
年
〈
待
つ
0

0

〉
花
子
と
し
て
創
成
し
た
の
だ
。

　
さ
ら
に
原
曲
の
吉
田
少
将
は
、
約
束
を
守
り
、
野
上
を
再
訪
し
て
い
る
。

か
つ
て
「
契
り
し
」「
班
女
と
い
ひ
し
女
」
が
、「
い
ま
だ
こ
の
所
に
あ
る
か
」

と
尋
ね
、
自
分
の
扇
を
差
し
出
す
時
も
「
契
り
の
秋
は
い
か
な
ら
ん
」「
な
に

か
恨
み
ん
契
り
置
く
」
と
、
秋
に
は
必
ず
訪
れ
る
と
い
う
約
束
を
守
っ
て
い

る
こ
と
を
強
調
す
る
。
要
す
る
に
、「
捨
て
ら
れ
た
」
と
い
う
の
は
、
花
子
の

思
い
込
み
で
あ
り
、「
こ
こ
に
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
捨
て
ら
れ
た
女
の
悲
嘆

で
は
な
く
て
、
捨
て
ら
れ
は
し
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
不
安
で
あ
る
」  34
と
の

指
摘
の
通
り
で
あ
る
。
見
物
も
読
者
も
、
花
子
が
追
い
出
さ
れ
た
直
後
に
、

吉
田
少
将
が
野
上
を
訪
れ
た
こ
と
も
、
二
人
が
想
い
合
っ
て
い
る
こ
と
も
理

解
し
て
い
る
。
要
す
る
に
能
楽
「
班
女
」
は
、〈
待
つ
女
〉
と
〈
待
た
せ
た
男
〉

の
物
語
で
は
な
く
、〈
想
い
合
い
な
が
ら
も
す
れ
違
っ
た
男
女
〉
が
〈
い
つ
、

ど
の
よ
う
に
再
会
を
果
た
す
か
〉
を
主
眼
に
し
て
鑑
賞
す
る
作
品
な
の
で
あ

る
。

　
三
島
作
「
班
女
」
の
冒
頭
で
実
子
は
、
新
聞
報
道
が
「
吉
雄
と
か
い
ふ
不

実
な
男
の
耳
に
」
入
り
、「
虚
栄
心
が
あ
の
男
を
呼
び
戻
」
す
こ
と
を
恐
れ
、「
旅

へ
出
て
し
ま
は
う
」
と
す
る
。
言
わ
ば
、
原
曲
で
は
最
も
観
客
が
留
意
し
て

い
た
鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
花
子
と
吉
雄
の
再
会
は
〈
前
提
〉
と
な
っ
て

お
り
、
そ
れ
を
実
子
が
い
か
に
し
て
回
避
す
る
か
、
つ
ま
り
再
会
さ
せ
な
い

た
め
に
二
人
は
旅
に
出
る
の
か
否
か
と
い
う
視
点
で
、
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ

と
に
な
る
。

　
そ
の
う
え
三
島
作
「
班
女
」
の
各
場
の
冒
頭
に
は
、
登
場
人
物
が
記
さ
れ

て
い
る
。
三
島
は
、「
感
動
し
た
戯
曲
」
の
「
第
一
」（「
戯
曲
を
書
き
た
が
る

小
説
書
き
の
ノ
ー
ト
」「
日
本
演
劇
」昭
25
・
10
）に
挙
げ
た
ラ
シ
ー
ヌ『
フ
ェ
ー

ド
ル
』（
一
六
七
七
）
に
つ
い
て
、

　
フ
ラ
ン
ス
戯
曲
に
お
け
る
登
場
人
物
本
位
の
節
の
分
け
方
、
た
と
え
ば

「
フ
ェ
ー
ド
ル
」
な
ら
ば
第
一
幕
第
一
場
（
イ
ポ
リ
イ
ト
、
テ
ラ
メ
ー
ヌ
）、

第
二
場
（
イ
ポ
リ
イ
ト
、
エ
ノ
ー
ヌ
、
テ
ラ
メ
ー
ヌ
）
と
い
ふ
分
け
方
は
、

カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
に
む
か
つ
て
傾
斜
し
て
ゆ
く
時
間
を
、
過
程
的
な
均
衡
に

お
い
て
切
断
し
、
そ
の
断
面
を
示
し
、
要
約
し
か
つ
暗
示
す
る
と
い
う
手
法

（7）
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三
島
由
紀
夫
は
、
謡
曲
「
班
女
」
翻
案
の
動
機
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。　

私
は
「
班
女
」
と
い
ふ
お
能
が
好
き
な
あ
ま
り
に
、
同
題
名
の
小
さ
な
詩

劇
に
翻
案
し
た
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
恋
人
を
い
つ
ま
で
も
待
つ
て
ゐ
る
。

と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
詩
的
で
は
あ
る
が
、
あ
ん
ま
り
演
劇
的
で
は
な
い
。

恋
人
が
あ
ら
は
れ
て
、
再
び
結
ば
れ
れ
ば
、
そ
こ
で
急
に
芝
居
は
お
し
ま
ひ

に
な
つ
て
し
ま
ふ
が
、
恋
人
が
あ
ら
は
れ
る
ま
で
は
、
劇
の
漸
層
的
な
高
ま

り
は
な
い
わ
け
で
、
堂
々
め
ぐ
り
の
内
心
独
白
に
終
始
す
る
ほ
か
は
な
い
。

私
は
そ
こ
に
ま
さ
に
翻
案
の
欲
望
を
そ
ゝ
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
と
き
思
つ

た
こ
と
は
、
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
詩
劇
の
や
う
な
か
う
い
ふ
詩
的
セ
リ
フ

に
よ
る
独
白
劇
を
、
い
か
に
能
は
、
豊
か
な
表
現
を
以
て
成
功
さ
せ
て
ゐ
る

か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。

（「
班
女
に
つ
い
て
」「
産
経
観
世
能
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
昭
31
・
2
）

　
三
島
が
「
演
劇
的
で
は
な
い
」
と
す
る
〈
待
つ
女
性
〉
は
、「
豊
か
な
表
現
」

（「
同
」）
を
持
つ
能
に
多
く
登
場
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
「
井
筒
」
に
は
、「
人

待
つ
女
」
と
呼
ば
れ
、
他
界
し
た
夫
の
形
見
の
装
束
を
着
て
舞
う
よ
う
な
、

生
涯
を
か
け
て
一
人
の
男
性
を
待
ち
続
け
た
女
性
が
描
か
れ
る
。
ま
た
「
砧
」

の
シ
テ
は
、
都
に
い
る
夫
に
三
年
待
た
さ
れ
た
挙
げ
句
、
さ
ら
に
帰
郷
が
遅

れ
る
と
の
知
ら
せ
を
う
け
、
心
を
慰
め
る
た
め
に
砧
を
打
つ
が
そ
の
ま
ま
亡

く
な
っ
た
女
性
で
あ
る
  32
。
三
島
は
習
作
時
代
の
未
完
の
小
説
「
梅
枝
」
に
、

「
無
慙
や
な
　
三
年
す
ぎ
ぬ
る
こ
と
を
う
ら
み
」
と
、
正
に
三
年
の
月
日
を
待

ち
わ
び
た
恨
み
を
述
べ
た
「
砧
」
の
詞
章
を
引
用
し
て
お
り
、
早
く
か
ら
〈
待

つ
女
性
〉
へ
の
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
が
分
か
る
。

　
三
島
は
、自
ら
の
作
品
に
も
、〈
待
つ
〉
人
物
を
多
く
描
い
て
き
た
。「
班
女
」

発
表
前
後
に
限
定
し
て
も
「
真
夏
の
死
」（「
新
潮
」
昭
27
・
10
）
で
は
、「
何

事
か
を
待
つ
て
ゐ
る
表
情
」を
し
て
い
る
主
人
公
・
朝
子
に
、夫
が「
お
前
は
今
、

一
体
何
を
待
つ
て
ゐ
る
の
だ
い
」
と
問
い
か
け
よ
う
と
す
る
場
面
で
幕
を
閉

じ
る
。「
班
女
」と
同
年
同
月「
群
像
」に
発
表
さ
れ
た「
海
と
夕
焼
」で
も
、「
地

中
海
の
水
が
二
つ
に
分
れ
」
る
と
い
う
奇
蹟
を
待
ち
続
け
た
過
去
を
、主
人
公
・

安
里
が
語
る
。「
班
女
」発
表
か
ら
一
年
後
、同
じ「
新
潮
」に
連
載
さ
れ
た『
金

閣
寺
』（
昭
31
・
1
〜
10
）
の
主
人
公
は
京
都
が
空
襲
に
遭
い
、
金
閣
が
焼
失

す
る
の
を
待
ち
続
け
て
い
た
。

　『
近
代
能
楽
集
』
に
も
「
待
つ
」
人
物
は
多
い
。「
邯
鄲
」
の
菊
は
去
っ
た

夫
を
待
ち
続
け
、「
綾
の
鼓
」
の
華
子
も
、
鼓
が
自
分
の
耳
に
聞
こ
え
る
の
を

待
つ
。「
卒
塔
婆
小
町
」
の
詩
人
は
、
老
婆
に
愛
を
打
ち
明
け
る
時
「
九
十
九

夜
、
九
十
九
年
、
僕
た
ち
が
待
つ
て
ゐ
た
」「
瞬
間
が
来
た
」
と
述
べ
る
。「
葵

上
」
の
康
子
も
生
霊
に
な
っ
て
な
お
、光
に
再
び
愛
さ
れ
る
の
を
待
ち
続
け
た
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
『
近
代
能
楽
集
』
諸
作
で
は
、〈
待
つ
〉
行
為
や
、〈
待
つ
〉

人
物
が
主
人
公
と
の
対
話
劇
の
中
に
存
在
し
、
全
面
的
に
描
か
れ
て
は
こ
な

か
っ
た
。
つ
ま
り
「
班
女
」
は
、能
の
「
豊
か
な
表
現
」
で
「
成
功
」
し
た
〈
待

つ
〉
と
い
う
行
為
を
『
近
代
能
楽
集
』
に
描
く
、と
い
う
三
島
の
「
欲
望
」（
前

掲
「
班
女
に
つ
い
て
」）
を
実
現
し
た
作
品
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
能
楽
「
班
女
」
の
花
子
が
待
っ
た
期
間
は
、
春
か
ら
晩
夏
も
し

く
は
初
秋
、
と
わ
ず
か
数
ヶ
月
の
み
で
あ
る
。
戸
令
で
は
、
夫
が
三
年
帰
ら

（6）
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な
け
れ
ば
再
婚
が
許
さ
れ
る
、
つ
ま
り
離
婚
が
成
立
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い

た
た
め
  33
、
先
述
の
「
砧
」
や
『
伊
勢
物
語
』「
梓
弓
」
な
ど
三
年
間
待
ち
続

け
た
女
性
は
、
日
本
の
古
典
に
数
多
く
描
か
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
「
班
女
」

は
、
扇
を
必
要
と
し
な
く
な
る
秋
へ
の
季
節
の
移
り
変
わ
り
に
意
味
を
持
た

せ
る
班
婕
妤
の
故
事
に
因
ん
だ
こ
と
、
花
子
の
意
志
に
関
係
な
く
宿
の
長
か

ら
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
の
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
花
子
の

待
っ
た
期
間
は
、
日
本
の
古
典
文
学
の
世
界
で
は
極
め
て
短
期
間
だ
っ
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
冒
頭
で
、花
子
は
数
ヶ
月
待
っ
た
と
語
ら
れ
る
も
の
の
、

追
い
出
さ
れ
て
そ
の
ま
ま
旅
に
出
る
た
め
、
作
中
で
「
待
つ
」
姿
は
ほ
ぼ
描

か
れ
な
い
。
さ
ら
に
追
い
出
さ
れ
た
花
子
は
路
頭
に
迷
う
の
で
は
な
く
、
す

ぐ
に
少
将
が
い
る
と
考
え
ら
れ
る
都
に
向
か
い
、
そ
の
都
で
再
会
を
果
た
す

の
だ
。
つ
ま
り
古
典
の
他
作
品
と
比
較
す
る
と
、「
班
女
」花
子
は
、男
性
を〈
待

つ
〉
女
性
で
は
な
く
、
待
た
ず
に
〈
行
動
す
る
〉
こ
と
で
幸
福
を
つ
か
み
取
っ

た
女
性
な
の
で
あ
る
。
三
島
は
、こ
の
よ
う
に
数
ヶ
月
し
か
〈
待
た
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

〉

原
曲
の
花
子
を
、自
作
に
お
い
て
三
年
〈
待
つ
0

0

〉
花
子
と
し
て
創
成
し
た
の
だ
。

　
さ
ら
に
原
曲
の
吉
田
少
将
は
、
約
束
を
守
り
、
野
上
を
再
訪
し
て
い
る
。

か
つ
て
「
契
り
し
」「
班
女
と
い
ひ
し
女
」
が
、「
い
ま
だ
こ
の
所
に
あ
る
か
」

と
尋
ね
、
自
分
の
扇
を
差
し
出
す
時
も
「
契
り
の
秋
は
い
か
な
ら
ん
」「
な
に

か
恨
み
ん
契
り
置
く
」
と
、
秋
に
は
必
ず
訪
れ
る
と
い
う
約
束
を
守
っ
て
い

る
こ
と
を
強
調
す
る
。
要
す
る
に
、「
捨
て
ら
れ
た
」
と
い
う
の
は
、
花
子
の

思
い
込
み
で
あ
り
、「
こ
こ
に
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
捨
て
ら
れ
た
女
の
悲
嘆

で
は
な
く
て
、
捨
て
ら
れ
は
し
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
不
安
で
あ
る
」  34
と
の

指
摘
の
通
り
で
あ
る
。
見
物
も
読
者
も
、
花
子
が
追
い
出
さ
れ
た
直
後
に
、

吉
田
少
将
が
野
上
を
訪
れ
た
こ
と
も
、
二
人
が
想
い
合
っ
て
い
る
こ
と
も
理

解
し
て
い
る
。
要
す
る
に
能
楽
「
班
女
」
は
、〈
待
つ
女
〉
と
〈
待
た
せ
た
男
〉

の
物
語
で
は
な
く
、〈
想
い
合
い
な
が
ら
も
す
れ
違
っ
た
男
女
〉
が
〈
い
つ
、

ど
の
よ
う
に
再
会
を
果
た
す
か
〉
を
主
眼
に
し
て
鑑
賞
す
る
作
品
な
の
で
あ

る
。

　
三
島
作
「
班
女
」
の
冒
頭
で
実
子
は
、
新
聞
報
道
が
「
吉
雄
と
か
い
ふ
不

実
な
男
の
耳
に
」
入
り
、「
虚
栄
心
が
あ
の
男
を
呼
び
戻
」
す
こ
と
を
恐
れ
、「
旅

へ
出
て
し
ま
は
う
」
と
す
る
。
言
わ
ば
、
原
曲
で
は
最
も
観
客
が
留
意
し
て

い
た
鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
花
子
と
吉
雄
の
再
会
は
〈
前
提
〉
と
な
っ
て

お
り
、
そ
れ
を
実
子
が
い
か
に
し
て
回
避
す
る
か
、
つ
ま
り
再
会
さ
せ
な
い

た
め
に
二
人
は
旅
に
出
る
の
か
否
か
と
い
う
視
点
で
、
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ

と
に
な
る
。

　
そ
の
う
え
三
島
作
「
班
女
」
の
各
場
の
冒
頭
に
は
、
登
場
人
物
が
記
さ
れ

て
い
る
。
三
島
は
、「
感
動
し
た
戯
曲
」
の
「
第
一
」（「
戯
曲
を
書
き
た
が
る

小
説
書
き
の
ノ
ー
ト
」「
日
本
演
劇
」昭
25
・
10
）に
挙
げ
た
ラ
シ
ー
ヌ『
フ
ェ
ー

ド
ル
』（
一
六
七
七
）
に
つ
い
て
、

　
フ
ラ
ン
ス
戯
曲
に
お
け
る
登
場
人
物
本
位
の
節
の
分
け
方
、
た
と
え
ば

「
フ
ェ
ー
ド
ル
」
な
ら
ば
第
一
幕
第
一
場
（
イ
ポ
リ
イ
ト
、
テ
ラ
メ
ー
ヌ
）、

第
二
場
（
イ
ポ
リ
イ
ト
、
エ
ノ
ー
ヌ
、
テ
ラ
メ
ー
ヌ
）
と
い
ふ
分
け
方
は
、

カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
に
む
か
つ
て
傾
斜
し
て
ゆ
く
時
間
を
、
過
程
的
な
均
衡
に

お
い
て
切
断
し
、
そ
の
断
面
を
示
し
、
要
約
し
か
つ
暗
示
す
る
と
い
う
手
法

（7）
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を
、「
古
今
集
の
先
蹤
で
あ
る
『
理
』
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
」（「
第
三
章
　
万

葉
集
」
初
出
タ
イ
ト
ル
「『
古
事
記
』
と
『
万
葉
集
』」「
群
像
」
昭
44
・
8
）
と
、

か
な
り
の
紙
幅
を
割
い
て
論
じ
て
い
る
。

あ
く
ま
で
女
性
的
論
理
に
よ
る
こ
の
説
得
の
技
術
は
、
女
た
ち
が
恋
愛
感
情

の
無
秩
序
と
非
論
理
性
の
中
か
ら
発
掘
し
た
最
初
の
知
的
な
技
術
で
あ
つ

た
。

　
鏡
王
女
は
、
心
の
無
風
状
態
を
愬
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
無
風
状

態
は
、
拘
束
に
よ
つ
て
起
り
、
拘
束
は
恋
に
よ
つ
て
与
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

風
は
す
な
は
ち
自
由
を
意
味
す
る
。
恋
に
縛
ら
れ
た
心
の
鬱
屈
が
も
た
ら
す

こ
の
や
う
な
無
風
状
態
は
（
略
）、
言
葉
に
よ
つ
て
振
起
す
る
ほ
か
は
な
い

の
で
あ
る
が
、
そ
の
言
葉
に
よ
る
振
起
自
体
が
、
理
に
よ
る
説
得
と
訴
へ
の

調
子
を
持
つ
て
ゐ
る
。（
略
）
相
聞
歌
に
お
け
る
理
知
的
要
素
は
、
こ
の
や

う
に
し
て
生
れ
た
の
で
あ
る
。（「
同
」）

　
三
島
が
、
こ
の
鏡
王
女
の
歌
を
『
万
葉
集
』
の
み
で
は
な
く
、
相
聞
歌
に

お
け
る
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
と
み
な
し
て
い
る
の
が
分
か
る
が
、
実
は
こ

の
歌
は
単
独
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
三
島
は
一
切
触
れ
て
は
い
な
い

も
の
の
、
鏡
王
女
の
歌
の
前
に
、
妹
で
あ
る
額
田
王
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い

る
の
だ
  37
。

（
四
八
八
）
君
待
つ
と
わ
が
恋
ひ
を
れ
ば
わ
が
屋
戸
の
す
だ
れ
動
か
し
秋
の

風
吹
く

　
簾
を
動
か
す
ほ
ど
の
風
は
夏
に
は
吹
か
な
い
。
額
田
王
は
待
っ
て
い
る
男

性
が
い
る
が
故
に
、
強
い
秋
の
風
も
男
性
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ

と
思
う
。
風
が
吹
く
と
い
う
秋
に
は
当
た
り
前
の
自
然
現
象
に
さ
え
特
別
な

意
味
を
感
じ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
単
な
る
風
で
し
か
な
か
っ
た
時
の
失
望

は
大
き
い
。
し
か
し
待
つ
相
手
が
い
な
け
れ
ば
、風
に
反
応
す
る
こ
と
も
な
い
。

鏡
王
女
は
、
待
つ
男
性
が
訪
れ
な
い
こ
と
を
嘆
く
妹
に
、〈
待
つ
〉
こ
と
が
で

き
る
幸
福
を
説
き
、〈
待
つ
こ
と
さ
え
で
き
な
い
〉
自
分
と
対
比
し
て
、「
羨

ま
し
」
い
気
持
ち
を
歌
に
詠
む
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、〈
待
た
な
い
〉
女
と
し

て
の
自
分
を
省
み
、〈
待
つ
〉
こ
と
を
分
析
し
説
明
し
た
「
理
」（
前
掲
「
第

三
章
　
万
葉
集
」）
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
鏡
王
女
は
〈
待
た
な
い
〉
こ
と
を
選
択
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
で
『
万

葉
集
』
の
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
に
は
、〈
待
た
な
い
〉
選
択
を
し
た
女
性
の
心

情
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

（
五
二
七
）
来
む
と
い
ふ
も
来
ぬ
時
あ
る
を
来
じ
と
い
ふ
を
来
む
と
は
待
た

じ
来
じ
と
い
ふ
も
の
を

　
三
島
が
学
習
院
時
代
に
『
万
葉
集
』
の
講
義
を
受
け
た
松
尾
聰
は
、
こ
の

歌
を
「
こ
ち
ら
に
訪
ね
て
来
よ
う
と
約
束
し
て
下
さ
っ
た
お
人
も
訪
ね
て
下

さ
ら
な
い
時
が
あ
る
の
に
、
今
日
は
こ
ち
ら
に
は
訪
ね
て
来
な
い
つ
も
り
だ

と
は
っ
き
り
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
も
の
を
、
お
い
で
下
さ
ろ
う
と
は
お
待
ち

い
た
す
ま
い
、
お
い
で
に
な
ら
ぬ
つ
も
り
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
ら
」

と
解
釈
し
、「
同
語
を
重
ね
た
歌
の
秀
作
」
に
挙
げ
た
  38
。
松
尾
は
『
万
葉
集
』

の
「
直
に
逢
ひ
て
見
て
ば
の
み
こ
そ
た
ま
き
は
る
命
に
向
ふ
わ
が
恋
止
ま
め
」

と
い
う
歌
を
例
に
し
、「
直
接
逢
っ
て
あ
な
た
を
見
て
し
ま
う
な
ら
こ
そ
命
を

賭
け
た
私
の
恋
も
止
む
で
し
ょ
う
」
と
、「
会
わ
な
い
」
か
ら
こ
そ
成
立
す
る

（9）
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で
、
私
の
気
に
入
つ
た
。
破
局
を
前
に
し
た
こ
ん
な
小
休
止
ほ
ど
、
つ
か
の

ま
の
均
衡
が
美
し
く
見
え
る
こ
と
は
な
い
。

（「
戯
曲
の
誘
惑
」「
東
京
新
聞
」
昭
30
・
9
・
6
、
7
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
登
場
人
物
本
位
の
節
の
分
け
方
」（「
同
」）
を
、
三

島
が
最
初
に
試
み
た
の
は
「
ニ
オ
ベ
」（「
群
像
」
昭
24
・
10
）
で
、「
班
女
」

は
四
作
目
で
あ
る
。
し
か
し
、「
班
女
」
に
お
い
て
こ
の
手
法
が
取
ら
れ
て
い

る
こ
と
こ
そ
、
花
子
と
吉
雄
の
再
会
と
い
う
原
曲
最
大
の
ド
ラ
マ
を
、
三
島

が
全
く
重
要
視
し
て
い
な
い
こ
と
が
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
実
子
、
吉
雄
」

と
書
か
れ
た
後
に
吉
雄
が
来
訪
し
て
も
、「
実
子
、
吉
雄
、
花
子
」
と
書
か
れ

た
後
に
花
子
が
吉
雄
と
再
会
し
て
も
、
劇
的
効
果
は
皆
無
に
等
し
い
。
換
言

す
れ
ば
本
作
で
の
「
再
会
」
が
意
味
を
持
た
な
い
か
ら
こ
そ
、
三
島
は
登
場

人
物
を
最
初
に
示
し
、
読
者
に
再
会
以
外
の
主
題
を
暗
示
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
に
、三
島
は
〈
行
動
す
る
〉
女
性
を
、三
年
間
〈
待
ち
続
け
る
〉

女
性
へ
と
書
き
換
え
、
主
題
を
変
え
、〈
待
つ
〉
花
子
と
は
対
照
的
な
〈
待
た

な
い
〉
実
子
を
描
い
て
い
る
。
三
島
は
「『
班
女
』
の
シ
テ
に
は
、
リ
ル
ケ
の

『
マ
ル
テ
・
ラ
ウ
リ
ツ
・
ブ
リ
ツ
ゲ
の
手
記
』
の
中
に
描
か
れ
て
ゐ
る
ポ
ル
ト

ガ
ル
の
一
尼
僧
マ
リ
ア
ン
ナ
・
ア
ル
コ
フ
ォ
ラ
ド
そ
の
他
の
『
愛
す
る
女
性
』

の
面
影
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
前
掲
「
班
女
に
つ
い
て
」）
と
し
て
い
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
同
作
に
も
愛
す
る
男
性
を
待
ち
続
け
た
尼
僧
が
描
か
れ

て
い
る
が
、
先
田
進
氏
は
、
リ
ル
ケ
作
品
と
「
班
女
」
を
比
較
し
、

　「
花
子
」
や
「
実
子
」
の
性
格
は
原
曲
の
投
影
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
の

で
は
な
く
、『
ポ
ル
ト
ガ
ル
文
』
の
マ
リ
ア
ナ
を
そ
の
「
狂
気
の
宝
石
」
の

よ
う
な
至
純
の
愛
を
貫
く
心
性
と
あ
く
ま
で
反
語
的
で
理
知
的
な
批
評
精
神

と
に
二
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
二
人
の
女
性
に
分
割
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
  35
。

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
川
原
真
由
美
氏
は
、「
三
島
が
『
能
』
の
上
に
加
え
よ

う
と
し
た
『
近
代
』
と
は
、
西
欧
の
論
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
し
、「『
待

つ
』
ヒ
ロ
イ
ン
の
か
た
わ
ら
に
、
そ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
『
待
た
な
い

女
』
を
な
ら
べ
た
た
め
に
、
劇
は
必
然
的
に
対
話
劇
の
形
式
を
と
ら
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
」  36
と
述
べ
る
。
両
者
の
指
摘
は
〈
花
子
〉
と
〈
実
子
〉
の
性

格
や
関
係
性
を
端
的
に
言
い
表
し
て
い
る
。
し
か
し
〈
三
島
由
紀
夫
〉
の
作

品
で
あ
る
以
上
、〈
待
つ
〉
女
性
と
〈
待
た
な
い
〉
女
性
の
対
比
を
、
西
洋
文

学
、
芸
術
か
ら
の
み
の
影
響
と
す
る
の
は
一
面
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と

い
う
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
日
本
の
古
典
文
学
に
は
、〈
待
つ
〉
女
性
が
多

く
描
か
れ
、さ
ら
に
は
『
万
葉
集
』
の
昔
か
ら
、〈
待
つ
〉
女
性
と
〈
待
た
な
い
〉

女
性
の
対
比
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　
三
島
は
、
そ
れ
ら
日
本
の
古
典
の
〈
待
つ
〉
人
物
に
つ
い
て
の
評
論
を
多

く
残
し
て
い
る
。
十
代
の
「
古
今
の
季
節
」（「
文
芸
文
化
」
昭
17
・
7
）
で
は
、

「
古
今
の
歌
人
た
ち
が
季
節
に
む
か
ふ
そ
の
姿
勢
」
を
「
待
つ
姿
勢
」
と
表
現

し
て
着
目
し
た
。
さ
ら
に
、
死
の
直
前
の
『
日
本
文
学
小
史
』
の
『
万
葉
集
』

の
章
で
は
、
鏡
王
女
の
歌

（
四
八
九
）
風
を
だ
に
恋
ふ
る
は
羨
し
風
を
だ
に
来
む
と
し
待
た
ば
何
か
嘆

か
む

（8）
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を
、「
古
今
集
の
先
蹤
で
あ
る
『
理
』
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
」（「
第
三
章
　
万

葉
集
」
初
出
タ
イ
ト
ル
「『
古
事
記
』
と
『
万
葉
集
』」「
群
像
」
昭
44
・
8
）
と
、

か
な
り
の
紙
幅
を
割
い
て
論
じ
て
い
る
。

あ
く
ま
で
女
性
的
論
理
に
よ
る
こ
の
説
得
の
技
術
は
、
女
た
ち
が
恋
愛
感
情

の
無
秩
序
と
非
論
理
性
の
中
か
ら
発
掘
し
た
最
初
の
知
的
な
技
術
で
あ
つ

た
。

　
鏡
王
女
は
、
心
の
無
風
状
態
を
愬
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
無
風
状

態
は
、
拘
束
に
よ
つ
て
起
り
、
拘
束
は
恋
に
よ
つ
て
与
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

風
は
す
な
は
ち
自
由
を
意
味
す
る
。
恋
に
縛
ら
れ
た
心
の
鬱
屈
が
も
た
ら
す

こ
の
や
う
な
無
風
状
態
は
（
略
）、
言
葉
に
よ
つ
て
振
起
す
る
ほ
か
は
な
い

の
で
あ
る
が
、
そ
の
言
葉
に
よ
る
振
起
自
体
が
、
理
に
よ
る
説
得
と
訴
へ
の

調
子
を
持
つ
て
ゐ
る
。（
略
）
相
聞
歌
に
お
け
る
理
知
的
要
素
は
、
こ
の
や

う
に
し
て
生
れ
た
の
で
あ
る
。（「
同
」）

　
三
島
が
、
こ
の
鏡
王
女
の
歌
を
『
万
葉
集
』
の
み
で
は
な
く
、
相
聞
歌
に

お
け
る
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
と
み
な
し
て
い
る
の
が
分
か
る
が
、
実
は
こ

の
歌
は
単
独
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
三
島
は
一
切
触
れ
て
は
い
な
い

も
の
の
、
鏡
王
女
の
歌
の
前
に
、
妹
で
あ
る
額
田
王
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い

る
の
だ
  37
。

（
四
八
八
）
君
待
つ
と
わ
が
恋
ひ
を
れ
ば
わ
が
屋
戸
の
す
だ
れ
動
か
し
秋
の

風
吹
く

　
簾
を
動
か
す
ほ
ど
の
風
は
夏
に
は
吹
か
な
い
。
額
田
王
は
待
っ
て
い
る
男

性
が
い
る
が
故
に
、
強
い
秋
の
風
も
男
性
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ

と
思
う
。
風
が
吹
く
と
い
う
秋
に
は
当
た
り
前
の
自
然
現
象
に
さ
え
特
別
な

意
味
を
感
じ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
単
な
る
風
で
し
か
な
か
っ
た
時
の
失
望

は
大
き
い
。
し
か
し
待
つ
相
手
が
い
な
け
れ
ば
、風
に
反
応
す
る
こ
と
も
な
い
。

鏡
王
女
は
、
待
つ
男
性
が
訪
れ
な
い
こ
と
を
嘆
く
妹
に
、〈
待
つ
〉
こ
と
が
で

き
る
幸
福
を
説
き
、〈
待
つ
こ
と
さ
え
で
き
な
い
〉
自
分
と
対
比
し
て
、「
羨

ま
し
」
い
気
持
ち
を
歌
に
詠
む
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、〈
待
た
な
い
〉
女
と
し

て
の
自
分
を
省
み
、〈
待
つ
〉
こ
と
を
分
析
し
説
明
し
た
「
理
」（
前
掲
「
第

三
章
　
万
葉
集
」）
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
鏡
王
女
は
〈
待
た
な
い
〉
こ
と
を
選
択
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
で
『
万

葉
集
』
の
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
に
は
、〈
待
た
な
い
〉
選
択
を
し
た
女
性
の
心

情
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

（
五
二
七
）
来
む
と
い
ふ
も
来
ぬ
時
あ
る
を
来
じ
と
い
ふ
を
来
む
と
は
待
た

じ
来
じ
と
い
ふ
も
の
を

　
三
島
が
学
習
院
時
代
に
『
万
葉
集
』
の
講
義
を
受
け
た
松
尾
聰
は
、
こ
の

歌
を
「
こ
ち
ら
に
訪
ね
て
来
よ
う
と
約
束
し
て
下
さ
っ
た
お
人
も
訪
ね
て
下

さ
ら
な
い
時
が
あ
る
の
に
、
今
日
は
こ
ち
ら
に
は
訪
ね
て
来
な
い
つ
も
り
だ

と
は
っ
き
り
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
も
の
を
、
お
い
で
下
さ
ろ
う
と
は
お
待
ち

い
た
す
ま
い
、
お
い
で
に
な
ら
ぬ
つ
も
り
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
ら
」

と
解
釈
し
、「
同
語
を
重
ね
た
歌
の
秀
作
」
に
挙
げ
た
  38
。
松
尾
は
『
万
葉
集
』

の
「
直
に
逢
ひ
て
見
て
ば
の
み
こ
そ
た
ま
き
は
る
命
に
向
ふ
わ
が
恋
止
ま
め
」

と
い
う
歌
を
例
に
し
、「
直
接
逢
っ
て
あ
な
た
を
見
て
し
ま
う
な
ら
こ
そ
命
を

賭
け
た
私
の
恋
も
止
む
で
し
ょ
う
」
と
、「
会
わ
な
い
」
か
ら
こ
そ
成
立
す
る

（9）
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と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
の
だ
。

　「
班
女
」
の
翌
月
、
三
島
は
「
女
の
人
が
男
に
よ
つ
て
自
分
の
人
生
を
変
へ

ら
れ
、
自
分
の
持
つ
て
ゐ
た
世
界
が
す
べ
て
変
つ
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
や
う
な

結
婚
は
少
な
く
な
つ
て
ゐ
る
」（「
欲
望
の
充
足
に
つ
い
て
│
幸
福
の
心
理
学
」

「
新
女
苑
」
昭
30
・
2
）
と
述
べ
、
そ
れ
を
「
ロ
ー
マ
の
休
日
」
の
ヒ
ッ
ト
や
、

「
皇
太
子
さ
ん
へ
の
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
の
熱
狂
」（「
同
」）
の
理
由
と
し

た
。
狂
う
ほ
ど
に
一
人
の
男
性
を
愛
し
、
待
ち
続
け
る
花
子
の
よ
う
な
恋
愛

は
、
戦
後
十
年
を
経
た
当
時
の
視
点
で
は
、
見
出
し
が
示
す
よ
う
に
「
古
風
」

で
、
謡
曲
の
中
に
だ
け
残
る
よ
う
な
遠
い
存
在
に
な
っ
て
い
た
。「
蟻
の
町
」

の
男
性
、「
床
屋
の
せ
が
れ
」
の
「
無
名
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
」  45
と
の
結
婚
が
〈
記

事
〉
に
な
っ
た
の
は
、
人
生
を
賭
す
る
よ
う
な
恋
に
対
し
て
〈
驚
き
〉
だ
け

で
は
な
く〈
憧
れ
〉に
似
た
感
情
を
持
つ
層
が
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、一
人
の
男
性
を
狂
う
ま
で
愛
し
た
〈
花
子
〉
は
、当
時
減
り
つ
つ
あ
っ

た
「
女
の
人
が
男
に
よ
つ
て
自
分
の
人
生
を
変
へ
ら
れ
、
自
分
の
持
つ
て
ゐ

た
世
界
が
す
べ
て
変
つ
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
や
う
」（「
同
」）
よ
う
な
恋
愛
の
実

行
者
、
す
な
わ
ち
当
時
の
新
聞
に
お
け
る
〈
ロ
マ
ン
ス
〉
の
持
ち
主
と
し
て
、

記
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　〈
待
た
な
い
〉、
す
な
わ
ち
恋
を
し
な
い
と
決
め
て
、〈
待
つ
〉
花
子
に
仮
託

す
る
〈
実
子
〉
を
吉
雄
は
、「
狂
人
」
と
評
す
。
し
か
し
、文
学
の
み
で
は
な
く
、

漫
画
や
ド
ラ
マ
、
映
画
、
演
劇
は
も
ち
ろ
ん
、
最
近
は
ゲ
ー
ム
で
も
そ
こ
に

描
か
れ
た
恋
愛
、
ま
た
恋
愛
す
る
登
場
人
物
に
〈
仮
託
〉
す
る
受
容
者
が
一

大
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
創
り
出
し
て
い
る
の
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。

〈
実
子
〉
は
、〈
描
か
れ
た
〉
恋
愛
に
、
自
ら
を
仮
託
す
る
人
々
の
代
表
で
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　　
　
　
お
わ
り
に

　
実
子
が
画
家
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
先
行
研
究
は
多
い
が
、
彼
女
が
ど

の
よ
う
な
画
家
で
あ
っ
た
か
は
あ
ま
り
考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
文
に

は
そ
れ
を
示
す
部
分
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
「
花
子
さ
ん
を
描
い
た
絵
だ
け

は
人
の
目
に
触
れ
さ
せ
ま
い
と
し
て
、
展
覧
会
へ
出
さ
な
か
つ
た
（
略
）。
あ

れ
を
次
々
と
出
し
て
ゐ
れ
ば
、
当
選
ど
こ
ろ
か
特
賞
を
も
ら
つ
て
ゐ
た
か
も

し
れ
な
い
の
に
、
花
子
さ
ん
と
知
り
合
つ
て
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

、
力
を
入
れ
な
い
他
の
絵

ば
か
り
を
出
し
て
ゐ
た
た
め
に
、
い
つ
も
落
選
の
憂
目

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
て
ゐ
た
」、
次
に

花
子
と
の
出
逢
い
を
「
あ
の
町
へ
写
生
旅
行
に
行
き
ま
し
た
。
人
に
よ
ば
れ

て
行
つ
た
料
亭
で
、
芸
者
の
あ
ひ
だ
に
あ
の
人
の
噂
が
出
ま
し
た
。」
で
あ

る
。
恐
ら
く
実
子
は
「
写
生
旅
行
」
が
必
要
な
風
景
画
を
得
意
と
し
て
お
り
、

花
子
に
出
逢
う
前
、
力
を
入
れ
た
絵
を
展
覧
会
に
出
し
て
い
た
頃
は
「
当
選
」

は
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
写
生
旅
行
に
訪
れ
た
土
地
で
、
芸
者
の
い
る
よ
う

な
料
亭
で
接
待
さ
れ
た
の
も
、
画
家
と
し
て
あ
る
程
度
は
評
価
さ
れ
て
い
た

表
れ
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
が
画
家
と
し
て
の
実
子
の
限
界
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
〈
待

つ
〉
経
験
を
持
た
な
い
実
子
は
、〈
待
つ
〉
こ
と
に
ま
つ
わ
る
全
て
の
感
情
を

放
棄
し
た
た
め
、〈
人
物
〉
を
描
け
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
子

（11）
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古
典
に
お
け
る
「
恋
」
を
定
義
し
、
そ
も
そ
も
、「
古
語
の
『
恋
ふ
』
は
、
現

在
自
分
の
い
る
と
こ
ろ
か
ら
離
れ
た
所
に
い
る
対
象
に
心
が
ひ
か
れ
る
こ
と
」

と
し
て
い
る
  39
。

　
こ
の
よ
う
に
「
恋
」
そ
の
も
の
に
、〈
待
つ
〉
意
が
含
ま
れ
る
た
め
、
日
本

の
古
典
文
学
で
は『
万
葉
集
』の
時
代
か
ら
、花
子
と
実
子
と
同
じ
様
に〈
待
つ
〉

女
性
と
〈
待
た
な
い
〉
女
性
が
対
比
さ
れ
て
い
た
。
三
島
は
、「
班
女
」
に
お

い
て
、
待
つ
期
間
を
日
本
の
古
典
で
一
般
的
な
〈
三
年
〉
に
延
長
し
、〈
待
た

な
い
〉
実
子
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、徹
底
的
に
〈
待
つ
〉
花
子
を
造
型
す
る
。

さ
ら
に
は
豊
か
な
観
能
経
験
を
い
か
し
て
、
能
楽
「
班
女
」
の
特
質
と
同
じ

舞
台
効
果
を
狙
っ
た
演
出
を
施
し
、〈
待
つ
〉
と
い
う
演
劇
性
の
な
い
行
為
を

『
近
代
能
楽
集
』
に
創
出
し
た
。
西
洋
文
学
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
三
島

由
紀
夫
「
班
女
」
は
、
日
本
文
学
に
お
け
る
〈
待
つ
〉
女
性
や
、〈
待
つ
〉
こ

と
と
〈
待
た
な
い
〉
こ
と
の
相
克
、
さ
ら
に
は
古
語
の
〈
恋
〉
の
定
義
を
ふ

ま
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、『
万
葉
集
』
か
ら
続
い
て
き
た
そ
の
系
譜
に
立

つ
作
品
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
三
章
　「
班
女
」
に
お
け
る
同
時
代
性

　
こ
こ
で
、
花
子
の
恋
愛
が
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
で
〈
報
道
〉
さ
れ
た
こ

と
に
本
作
が
端
を
発
す
る
の
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　「
狂
女
の
悲
恋
、
井
ノ
頭
線
何
が
し
駅
の
古
風
な
ロ
マ
ン
ス
」
と
い
う
見
出

し
の
記
事
で
は
、
美
し
い
女
性
が
、
不
実
な
男
に
恋
を
し
て
裏
切
ら
れ
て
狂
っ

て
し
ま
い
、
扇
を
開
け
て
毎
日
駅
で
待
ち
続
け
、
今
は
実
子
の
家
に
同
居
し

て
い
る
と
い
う
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。「
悲
恋
」
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余

地
も
な
い
が
、
記
者
は
こ
の
恋
を
「
ロ
マ
ン
ス
」
と
表
現
し
て
い
る
。
花
子

の
恋
愛
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
彼
女
の
行
動
が
既
に
噂
に
な
っ
て
い
た
か
ら

だ
ろ
う
が
  40
、
当
時
は
、
ど
の
よ
う
な
「
ロ
マ
ン
ス
」
を
報
じ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
昭
和
二
十
〜
三
十
年
ま
で
の
新
聞
で
は
、
固
有
名
詞
以
外
の
「
ロ
マ

ン
ス
」
の
使
用
例
は
非
常
に
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
ず
米
国
大
統
領
ア
イ
ゼ
ン

ハ
ウ
ア
ー
、
英
国
の
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
王
女
な
ど
、
海
外
の
著
名
人
の
恋
愛
が

挙
げ
ら
れ
る
  41
。「
班
女
」
の
花
子
の
よ
う
な
国
内
の
一
般
人
の
〈
ロ
マ
ン
ス
〉

は
ほ
ぼ
一
例
の
み
で
、「
蟻
の
町
に
咲
い
た
ロ
マ
ン
ス
　
伝
道
に
ふ
れ
あ
う

心
　
日
銀
や
め
て
花
嫁
さ
ん
も
こ
の
町
へ
」
の
見
出
し
で
、「
浅
草
隅
田
公
園

の
バ
タ
屋
部
落
『
蟻
の
町
』」
に
暮
ら
す
男
性
と
、
聖
心
高
女
出
身
で
日
本
銀

行
に
勤
め
る
女
性
と
の
結
婚
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
  42
。
女
性
は
敬
虔
な
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
で
、「
蟻
の
町
」
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
し
て
男
性
と
出
会
い
、

結
婚
を
決
め
た
。
結
婚
式
を
報
じ
る
続
報
で
も
「
日
銀
勤
め
の
お
嬢
さ
ん
が

〝
蟻
の
町
〞
部
落
へ
お
輿
入
れ
す
る
美
し
い
ロ
マ
ン
ス
」  43
と
冒
頭
に
記
さ
れ

た
。
ま
た
海
外
著
名
人
の
系
統
で
は
あ
る
が
、
故
ル
ー
ズ
ウ
ェ
ル
ト
米
国
大

統
領
の
孫
娘
が
「
床
屋
の
せ
が
れ
」
の
「
無
名
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
」
と
結
婚
し

た
こ
と
も
、「
も
の
お
じ
し
な
い
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
若
者
達
も
こ
の
ロ
マ
ン
ス

に
は
ビ
ッ
ク
リ
」  44
し
た
と
の
記
事
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
高
学
歴
、
高
収

入
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
家
に
生
ま
れ
た
〈
令
嬢
〉
が
そ
れ
ら
を
な
げ
う
っ

て
、あ
ら
ゆ
る
面
で
〈
下
〉
に
見
え
る
男
性
と
結
婚
す
る
こ
と
に
「
ロ
マ
ン
ス
」

（10）
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と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
の
だ
。

　「
班
女
」
の
翌
月
、
三
島
は
「
女
の
人
が
男
に
よ
つ
て
自
分
の
人
生
を
変
へ

ら
れ
、
自
分
の
持
つ
て
ゐ
た
世
界
が
す
べ
て
変
つ
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
や
う
な

結
婚
は
少
な
く
な
つ
て
ゐ
る
」（「
欲
望
の
充
足
に
つ
い
て
│
幸
福
の
心
理
学
」

「
新
女
苑
」
昭
30
・
2
）
と
述
べ
、
そ
れ
を
「
ロ
ー
マ
の
休
日
」
の
ヒ
ッ
ト
や
、

「
皇
太
子
さ
ん
へ
の
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
の
熱
狂
」（「
同
」）
の
理
由
と
し

た
。
狂
う
ほ
ど
に
一
人
の
男
性
を
愛
し
、
待
ち
続
け
る
花
子
の
よ
う
な
恋
愛

は
、
戦
後
十
年
を
経
た
当
時
の
視
点
で
は
、
見
出
し
が
示
す
よ
う
に
「
古
風
」

で
、
謡
曲
の
中
に
だ
け
残
る
よ
う
な
遠
い
存
在
に
な
っ
て
い
た
。「
蟻
の
町
」

の
男
性
、「
床
屋
の
せ
が
れ
」
の
「
無
名
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
」  45
と
の
結
婚
が
〈
記

事
〉
に
な
っ
た
の
は
、
人
生
を
賭
す
る
よ
う
な
恋
に
対
し
て
〈
驚
き
〉
だ
け

で
は
な
く〈
憧
れ
〉に
似
た
感
情
を
持
つ
層
が
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、一
人
の
男
性
を
狂
う
ま
で
愛
し
た
〈
花
子
〉
は
、当
時
減
り
つ
つ
あ
っ

た
「
女
の
人
が
男
に
よ
つ
て
自
分
の
人
生
を
変
へ
ら
れ
、
自
分
の
持
つ
て
ゐ

た
世
界
が
す
べ
て
変
つ
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
や
う
」（「
同
」）
よ
う
な
恋
愛
の
実

行
者
、
す
な
わ
ち
当
時
の
新
聞
に
お
け
る
〈
ロ
マ
ン
ス
〉
の
持
ち
主
と
し
て
、

記
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　〈
待
た
な
い
〉、
す
な
わ
ち
恋
を
し
な
い
と
決
め
て
、〈
待
つ
〉
花
子
に
仮
託

す
る
〈
実
子
〉
を
吉
雄
は
、「
狂
人
」
と
評
す
。
し
か
し
、文
学
の
み
で
は
な
く
、

漫
画
や
ド
ラ
マ
、
映
画
、
演
劇
は
も
ち
ろ
ん
、
最
近
は
ゲ
ー
ム
で
も
そ
こ
に

描
か
れ
た
恋
愛
、
ま
た
恋
愛
す
る
登
場
人
物
に
〈
仮
託
〉
す
る
受
容
者
が
一

大
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
創
り
出
し
て
い
る
の
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。

〈
実
子
〉
は
、〈
描
か
れ
た
〉
恋
愛
に
、
自
ら
を
仮
託
す
る
人
々
の
代
表
で
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　　
　
　
お
わ
り
に

　
実
子
が
画
家
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
先
行
研
究
は
多
い
が
、
彼
女
が
ど

の
よ
う
な
画
家
で
あ
っ
た
か
は
あ
ま
り
考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
文
に

は
そ
れ
を
示
す
部
分
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
「
花
子
さ
ん
を
描
い
た
絵
だ
け

は
人
の
目
に
触
れ
さ
せ
ま
い
と
し
て
、
展
覧
会
へ
出
さ
な
か
つ
た
（
略
）。
あ

れ
を
次
々
と
出
し
て
ゐ
れ
ば
、
当
選
ど
こ
ろ
か
特
賞
を
も
ら
つ
て
ゐ
た
か
も

し
れ
な
い
の
に
、
花
子
さ
ん
と
知
り
合
つ
て
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

、
力
を
入
れ
な
い
他
の
絵

ば
か
り
を
出
し
て
ゐ
た
た
め
に
、
い
つ
も
落
選
の
憂
目

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
て
ゐ
た
」、
次
に

花
子
と
の
出
逢
い
を
「
あ
の
町
へ
写
生
旅
行
に
行
き
ま
し
た
。
人
に
よ
ば
れ

て
行
つ
た
料
亭
で
、
芸
者
の
あ
ひ
だ
に
あ
の
人
の
噂
が
出
ま
し
た
。」
で
あ

る
。
恐
ら
く
実
子
は
「
写
生
旅
行
」
が
必
要
な
風
景
画
を
得
意
と
し
て
お
り
、

花
子
に
出
逢
う
前
、
力
を
入
れ
た
絵
を
展
覧
会
に
出
し
て
い
た
頃
は
「
当
選
」

は
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
写
生
旅
行
に
訪
れ
た
土
地
で
、
芸
者
の
い
る
よ
う

な
料
亭
で
接
待
さ
れ
た
の
も
、
画
家
と
し
て
あ
る
程
度
は
評
価
さ
れ
て
い
た

表
れ
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
が
画
家
と
し
て
の
実
子
の
限
界
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
〈
待

つ
〉
経
験
を
持
た
な
い
実
子
は
、〈
待
つ
〉
こ
と
に
ま
つ
わ
る
全
て
の
感
情
を

放
棄
し
た
た
め
、〈
人
物
〉
を
描
け
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
子

（11）
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れ
な
い
。
ま
た
花
子
も
、
彼
女
の
恋
愛
に
憧
れ
仮
託
し
、〈
ロ
マ
ン
ス
〉
と
表

現
す
る
人
の
想
い
を
背
負
い
な
が
ら
、
二
度
と
裏
切
ら
れ
る
こ
と
も
傷
つ
け

ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
恋
を
す
る
日
常
、〈
待
つ
〉
日
常
に
没
頭
で
き
る
。
そ

し
て
そ
れ
こ
そ
は
花
子
が
、〈
花
子
〉
と
し
て
生
き
続
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
先
行
研
究
で
は
「
幕
切
れ
の
『
す
ば
ら
し
い
人
生
！
』
の
言
は
、
全
く
実

子
一
人
の
『
す
ば
ら
し
い
人
生
』
で
あ
る
」  48
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
実

子
だ
け
で
な
く
花
子
も
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
つ
た
め
の
選

択
を
し
つ
つ
、〈
待
つ
〉〈
待
た
な
い
〉
と
い
う
生
き
方
を
遂
行
し
て
い
る
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
両
者
に
と
っ
て
の
「
す
ば
ら
し
い
人
生
！
」
で
あ
る

と
し
て
本
稿
を
終
わ
り
た
い
。

注

 

1 

柴
田
勝
二
「
班
女
」（
松
本
徹
、佐
藤
秀
明
、井
上
隆
史
編
『
三
島
由
紀
夫
事
典
』

平
12
・
11
・
25
、
勉
誠
出
版
）
2
9
8
頁
。

 

2 

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
「
解
説
」（『
近
代
能
楽
集
』
昭
43
・
3
・
25
、
新
潮
社
）

2
2
9
頁
。

 

3 

堂
本
正
樹
「『
班
女
』
の
愛
」（『
劇
人
三
島
由
紀
夫
』
平
6
･
4
･
1
5
、

劇
書
房
）
2
1
7
頁
。

 

4 

吉
澤
慎
吾
「
三
島
由
紀
夫
『
班
女
』
論
」（「
二
松
」
16
、
平
14
・
3
）

 

5 

先
田
進「『
班
女
』試
論
―
三
島
由
紀
夫
の『
ポ
ル
ト
ガ
ル
文
』受
容
を
め
ぐ
っ

て
―
」（「
新
潟
大
学
　
国
語
国
文
学
会
誌
」
31
、
昭
63
・
3
）

 

6 

注
5
に
同
じ
。

 

7 

佐
成
謙
太
郎
「
概
評
」（「
班
女
」『
謡
曲
大
観
　
第
四
巻
』
昭
39
・
3
・
10
、

明
治
書
院
）
2
5
9
8
頁
。

 

8 

世
阿
弥
「
五
音
曲
条
々
」（
表
章
、
加
藤
周
一
校
注
『
日
本
思
想
大
系
24
　

世
阿
彌
、
禪
竹
』
昭
49
・
4
・
12
、
岩
波
書
店
）
4
9
2
頁
。

 

9 

小
平
淑
恵
「『
近
代
能
楽
集
』「
班
女
」
に
つ
い
て
」（「
二
松
学
舎
大
学
　
人

文
論
叢
」
46
、
平
3
・
3
）
で
は
、
扇
の
絵
と
役
割
、
実
子
の
介
在
、
結
末

部
と
い
う
原
曲
と
の
三
点
の
違
い
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ほ
か
に
前
掲
注

5
先
田
氏
、
注
10
川
原
氏
な
ど
も
指
摘
し
て
い
る
。

 

10 

川
原
真
由
美
「
三
島
由
紀
夫
『
班
女
』
に
み
る
能
の
再
生
」（「
比
較
文
学
」

29
、
昭
61
）

 

11 

堂
本
正
樹
は
、
三
島
が
「
観
世
」（
昭
27
・
7
）
に
寄
稿
し
た
「『
班
女
』
拝

見
」
に
つ
い
て
、「
既
に
『
近
代
能
楽
集
』
を
始
め
て
お
り
、
そ
れ
は
知
っ

て
い
て
も
読
み
も
見
も
し
な
か
っ
た
能
界
が
、
当
時
海
外
渡
航
が
自
由
で
無

か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
諸
外
国
巡
歴
で
話
題
に
な
っ
た
三
島
に
、
瀬
踏
み

の
文
章
を
求
め
た
こ
と
へ
の
、
日
本
文
化
総
括
の
、
皮
肉
で
真
摯
な
エ
ッ
セ

イ
」
と
述
べ
て
い
る
。（
前
掲
『
三
島
由
紀
夫
事
典
』）
2
9
9
頁
。

 

12 

寶
生
英
雄
「
観
能
講
座
　
班
女
」（「
寶
生
」
1
│
12
、
昭
27
・
12
）
で
の
記

者
の
確
認
の
語
。

 

13 

古
川
久
「
狂
言
口
開
」（
演
劇
博
物
館
編
『
演
劇
百
科
事
典
　
第
二
巻
』
昭

35
・
3
・
30
、
平
凡
社
）
2
4
9
頁
。

 

14 

池
上
康
夫
「
夏
は
つ
る
扇
―
謡
曲
《
班
女
》
に
照
ら
し
て
│
」（「
明
治
学
院

論
叢
」
5
5
9
、
平
7
・
3
）
な
ど
、
能
楽
「
班
女
」
の
狂
言
口
開
は
既
に

（13）
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は
花
子
を
描
く
こ
と
で
、「
特
賞
」
を
確
信
す
る
よ
う
な
作
品
を
生
み
出
す
こ

と
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
特
賞
を
得
ら
れ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、

以
前
は
〈
当
選
〉
の
作
品
を
発
表
し
、
一
定
の
評
価
を
得
て
き
た
と
す
れ
ば
、

自
己
作
品
へ
の
評
価
も
あ
る
程
度
正
確
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

で
、〈
実
子
〉
と
〈
花
子
〉
の
関
係
は
「
芸
術
家
と
芸
術
作
品
」  46
と
さ
れ
て
き

た
が
、
花
子
は
、
実
子
を
〈
風
景
し
か
描
け
な
い
画
家
〉
か
ら
〈
人
物
を
描

く
画
家
〉
に
脱
皮
さ
せ
た
ミ
ュ
ー
ズ
と
言
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
三
島
が
待
つ
時
間
を
古
典
文
学
で
は
一
般
的
な
三
年
に
延
長

し
、
待
た
な
い
女
性
と
対
比
さ
せ
、
花
子
を
徹
底
し
て
待
つ
人
物
と
し
て
描

い
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
で
は
、〈
花
子
〉
に
と
っ
て
の
〈
実
子
〉
は
ど
の

よ
う
な
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、〈
花
子
〉
は
先
行
文
学
の
系
譜
か
ら
の

み
解
読
で
き
る
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
作
品
に
は〈
待
つ
〉と
い
う
こ
と
ば
が
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
使
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
新
聞
か
ら
は
、
花
子
自
身
が
記
者
の
質
問
に
自
分
の
扇
を
「
班
女
の

扇
で
あ
る
」
と
説
明
し
た
の
が
分
か
る
。
三
島
作
の
花
子
が
自
ら
を
「
班
女

の
扇
」
と
説
明
す
る
の
は
、
待
ち
続
け
、
そ
の
先
に
捨
て
ら
れ
る
自
分
を
認

識
し
、〈
待
つ
〉
こ
と
自
体
が
既
に
花
子
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
な
っ
て
い

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
で
き
る
の
は
何
故

だ
ろ
う
か
。
三
島
作
の
花
子
は
料
亭
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

座
敷
牢
に
押
し
込
ま
れ
て
い
た
。
自
分
を
落
籍
し
た
実
子
は
、花
子
を
「
縛
る
」

こ
と
を
し
な
い
。〈
待
つ
〉
こ
と
を
思
う
存
分
実
現
で
き
る
日
常
を
与
え
て
い

る
の
は
、
つ
ま
り
〈
花
子
〉
に
「
班
女
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確

立
さ
せ
た
の
は
、
実
子
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

　
さ
ら
に
、
花
子
は
〈
吉
雄
〉
を
認
識
で
き
ず
「
あ
な
た
」、「
こ
ん
な
知
ら

な
い
人
」
と
表
現
す
る
が
、
実
子
の
こ
と
は
認
識
し
「
実
子
さ
ん
」
と
名
前

で
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、実
子
が
、花
子
の
定
義
す
る
と
こ
ろ
の
「
生

き
て
い
る
」
人
間
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
吉
雄
が
行
っ
た
あ
と
、「
ね
え
」

「
こ
こ
に
い
て
」
と
実
子
に
甘
え
る
花
子
の
態
度
は
、
こ
れ
ま
で
の
実
子
へ
の

態
度
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
花
子
が
吉
雄
を
〈
吉
雄
〉
と
し
て
本

当
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
実
子
へ
の
態

度
が
変
化
し
た
の
は
、
や
は
り
花
子
が
「
こ
ん
な
知
ら
な
い
人
」
を
実
は
吉

雄
と
認
識
し
、
そ
の
う
え
で
〈
吉
雄
〉
に
は
し
な
い
、
と
い
う
選
択
を
し
た

可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
先
も
永
遠

に〈
待
ち
続
け
る
〉と
い
う
選
択
を
し
た
こ
と
で
あ
り
、す
な
わ
ち
実
子
に
よ
っ

て
生
活
基
盤
を
与
え
ら
れ
る
安
定
し
た
日
常
の
も
と
に
、〈
待
つ
〉
と
い
う
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
す
な
わ
ち
〈
花
子
〉
の
人
生
を
保
つ
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
こ
に
〈
花
子
〉
の
新
し
さ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
古
典
で
は
、
恋
を

す
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
〈
待
つ
〉
こ
と
で
あ
り
、〈
待
た
な
い
〉
の
は
恋
を
し

て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
意
志
を
持
っ
て〈
待
た
な
い
〉女
性
は
い
た
が
、〈
意

志
〉
を
も
っ
て
〈
待
つ
〉
こ
と
選
ん
だ
女
性
は
描
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
。

　
実
子
は
、
今
後
、
花
子
の
絵
を
出
展
す
る
だ
ろ
う
か
  47
。
花
子
が
吉
雄
を
拒

ん
だ
以
上
、
隠
す
必
要
は
な
い
。
新
聞
で
有
名
に
な
っ
た
〈
狂
女
〉
の
絵
は

話
題
を
呼
び
、花
子
を
通
し
て
〈
待
つ
〉
心
情
を
与
え
ら
れ
た
実
子
の
作
品
は
、

彼
女
の
風
景
画
を
評
価
し
て
い
た
人
々
に
も
鮮
烈
な
印
象
を
与
え
る
か
も
し

（12）
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れ
な
い
。
ま
た
花
子
も
、
彼
女
の
恋
愛
に
憧
れ
仮
託
し
、〈
ロ
マ
ン
ス
〉
と
表

現
す
る
人
の
想
い
を
背
負
い
な
が
ら
、
二
度
と
裏
切
ら
れ
る
こ
と
も
傷
つ
け

ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
恋
を
す
る
日
常
、〈
待
つ
〉
日
常
に
没
頭
で
き
る
。
そ

し
て
そ
れ
こ
そ
は
花
子
が
、〈
花
子
〉
と
し
て
生
き
続
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
先
行
研
究
で
は
「
幕
切
れ
の
『
す
ば
ら
し
い
人
生
！
』
の
言
は
、
全
く
実

子
一
人
の
『
す
ば
ら
し
い
人
生
』
で
あ
る
」  48
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
実

子
だ
け
で
な
く
花
子
も
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
つ
た
め
の
選

択
を
し
つ
つ
、〈
待
つ
〉〈
待
た
な
い
〉
と
い
う
生
き
方
を
遂
行
し
て
い
る
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
両
者
に
と
っ
て
の
「
す
ば
ら
し
い
人
生
！
」
で
あ
る

と
し
て
本
稿
を
終
わ
り
た
い
。

注
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。
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「『
班
女
』
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に
つ
い
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、「
既
に
『
近
代
能
楽
集
』
を
始
め
て
お
り
、
そ
れ
は
知
っ

て
い
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も
読
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も
見
も
し
な
か
っ
た
能
界
が
、
当
時
海
外
渡
航
が
自
由
で
無

か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
諸
外
国
巡
歴
で
話
題
に
な
っ
た
三
島
に
、
瀬
踏
み

の
文
章
を
求
め
た
こ
と
へ
の
、
日
本
文
化
総
括
の
、
皮
肉
で
真
摯
な
エ
ッ
セ

イ
」
と
述
べ
て
い
る
。（
前
掲
『
三
島
由
紀
夫
事
典
』）
2
9
9
頁
。

 

12 

寶
生
英
雄
「
観
能
講
座
　
班
女
」（「
寶
生
」
1
│
12
、
昭
27
・
12
）
で
の
記

者
の
確
認
の
語
。

 
13 

古
川
久
「
狂
言
口
開
」（
演
劇
博
物
館
編
『
演
劇
百
科
事
典
　
第
二
巻
』
昭

35
・
3
・
30
、
平
凡
社
）
2
4
9
頁
。

 

14 
池
上
康
夫
「
夏
は
つ
る
扇
―
謡
曲
《
班
女
》
に
照
ら
し
て
│
」（「
明
治
学
院

論
叢
」
5
5
9
、
平
7
・
3
）
な
ど
、
能
楽
「
班
女
」
の
狂
言
口
開
は
既
に
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こ
な
い
場
合
に
再
婚
を
許
す
と
い
う
令
巻
第
十
、
戸
令
が
記
さ
れ
て
い
る
。

1
9
3
頁
。

 

34 

川
合
康
三
「
訳
」（
興
膳
宏
、
川
合
康
三
『
鑑
賞
中
国
の
古
典
12
　
文
選
』

昭
63
・
12
・
25
、
角
川
書
店
）
1
3
3
頁
。

 

35 

注
5
に
同
じ
。

 

36 

注
10
に
同
じ
。

 

37 

こ
の
二
首
は
、早
く
か
ら
後
世
の
仮
託
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、

エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
と
す
る
論
考
は
三
島
の
生
前
に
は
見
受
け
ら
れ
な

か
っ
た
。し
か
し
後
に
、「
天
平
時
代
」の「
片
恋
文
化
圏
が
創
り
出
し
た
虚
構
」

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
の
相
聞
歌
か
ら
の
傾
向
と
は
異
な
っ
た
作
品

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
伊
藤
博
『
万
葉
集
釈
注
二
』（
平
8
・

11
・
25
、
秀
英
社
）

 

38 

松
尾
聰
「
思
ふ
・
し
た
ふ
・
愛
す
る
」（
初
出
タ
イ
ト
ル
「
こ
と
ば
の
休
憩
室
」

「
礫
」
平
1
・
7
〜
9
・
12
↓
、『
松
尾
聰
遺
稿
集
Ⅲ
　
日
本
語
遊
覧
〔
語
義

百
題
〕』
平
12
・
1
・
19
、
笠
間
書
院
）
13
頁
。

 

39 

松
尾
聰
「
恋
人
」、
注
38
に
同
じ
、
13
頁
。
以
上
、
松
尾
聰
氏
の
論
考
は
す

べ
て
三
島
の
死
後
の
も
の
で
あ
り
、
三
島
の
解
釈
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
三
島
の
死
の
直
前
に
開
催
さ
れ
て
い
た
「
三
島
由

紀
夫
展
」（
東
武
百
貨
店
）
で
は
、
松
尾
氏
の
「『
万
葉
集
』
購
読
に
つ
い
て

の
聞
き
書
き
メ
モ
と
が
堂
々
と
展
示
さ
れ
て
い
」
た
（「
随
想
│
教
室
で
の

三
島
由
紀
夫
」「
二
松
学
舎
大
学
新
聞
」
1
9
2
、
昭
56
・
7
・
1
↓
、『
松

尾
聰
遺
稿
集
Ⅱ
　『
源
氏
物
語
│
不
幸
な
女
性
た
ち
』
平
13
・
3
・
15
、
笠

間
書
院
、
2
0
5
〜
2
0
6
頁
）。
三
島
の
万
葉
観
は
、
松
尾
氏
の
影
響
を

受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

40 

松
本
和
也
「
待
つ
こ
と
と
待
た
な
い
こ
と
の
永
遠
│
三
島
由
紀
夫
「
班
女
」

と
い
う
戯
曲
│
」（「
芸
術
至
上
主
義
文
芸
」
30
、
平
17
・
11
）
も
、
新
聞
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
に
注
目
し
「
そ
も
そ
も
新
聞
の
取
材
対
象
に
な
っ
た
時
点
で

『
狂
女
』
＝
花
子
を
め
ぐ
る
噂
は
流
通
し
て
い
た
は
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。

 

41 

昭
和
25
年
か
ら
発
表
の
30
年
ま
で
の
、「
朝
日
」、「
読
売
」、「
毎
日
」
の
三

紙
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索
ポ
ー
タ
ル
で
検
索
。
固
有
名
詞
以
外
の
「
ロ
マ
ン

ス
」
使
用
例
は
そ
れ
ぞ
れ
「
朝
日
」
が
6
件
、「
毎
日
」
が
2
件
、「
読
売
」

が
12
件
で
あ
っ
た
。
他
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
後
任
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
の
紹
介
記

事
で
も
、彼
を
「
情
味
溢
れ
る
ロ
マ
ン
ス
の
持
ち
主
」（「
読
売
新
聞
　
朝
刊
」

昭
26
・
4
・
12
）
と
し
て
い
る
。

 

42 

無
署
名
「
蟻
の
町
に
咲
い
た
ロ
マ
ン
ス
」（「
毎
日
新
聞
」
昭
27
・
11
・
3
）。

記
事
に
は
、
こ
の
女
性
が
「
蟻
の
街
の
マ
リ
ア
」
と
呼
ば
れ
た
北
原
怜
子
が

闘
病
で
蟻
の
町
を
離
れ
た
時
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
開
始
し
た
と
あ
る
。
報
道

の
理
由
は
、
北
原
の
活
動
が
既
に
話
題
を
呼
ん
で
い
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ

る
。

 

43 

無
署
名
「
祝
福
さ
れ
て
結
婚
式
　
実
を
結
ぶ
蟻
の
町
の
ロ
マ
ン
ス
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毎
日

新
聞
」
昭
27
・
11
・
7
）

 

44 

無
署
名
「
い
ず
み
」（「
読
売
新
聞
」
昭
28
・
5
・
19
）

 

45 

注
44
に
同
じ
。

 

46 

注
4
の
吉
澤
論
、
注
5
の
先
田
論
、
注
9
の
小
平
論
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い

（15）
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指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
扇
の
重
要
性
と
併
せ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
研
究
は
管

見
に
入
ら
な
か
っ
た
。
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横
道
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雄
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頁
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同
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。

 

20 

石
田
博
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能
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班
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學
院
雑
誌
」
84
│
5
、
昭
58
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5
）

 

21 

注
18
に
同
じ
。

 

22 

大
槻
修
「『
源
氏
物
語
』
夕
顔
像
と
班
女
」（「
古
代
文
化
」
45
、
平
5
・
1
）

 

23 

外
村
南
都
子
「
早
歌
か
ら
能
の
継
承
し
た
も
の
│
『
班
女
』
の
場
合
│
」（「
国

文
白
百
合
」
13
、
昭
57
・
3
）

 

24 

秋
本
守
英
「
班
女
の
扇
と
源
語
の
扇
」（「
む
ら
さ
き
」
38
、
平
13
・
12
）

 

25 

注
24
に
同
じ

 

26 

注
18
に
同
じ
。

 

27 

注
24
に
同
じ
。

 

28 

注
12
に
同
じ
。
寶
生
英
雄
自
身
の
発
言
。

 

29 

「
能
を
支
え
る
人
び
と
　
福
井
芳
秀
さ
ん
エ
ピ
ソ
ー
ド
１
　『
班
女
』に
見
る
、

粋
な
小
道
具
と
し
て
の
扇
」（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
t
h
e
能
.
c
o
m
」
よ
り
）

平
31
・
12
・
13
閲
覧
。
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30 

三
宅
晶
子
「
世
阿
弥
は
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
い
た
か
│
〈
浮
舟
〉〈
頼
政
〉

〈
班
女
〉
を
検
討
す
る
│
」（「
観
世
」
75
│
6
、
平
20
・
6
）。
氏
は
、
本
稿

中
に
挙
げ
た
宝
生
流
、
観
世
流
の
扇
の
ほ
か
、
観
世
流
で
月
と
夕
顔
が
同
じ

扇
面
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
用
い
る
時
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

 

31 

「
第
六
章
　
源
氏
物
語
」（
初
出
タ
イ
ト
ル「『
懐
風
藻
』と『
古
今
和
歌
集
』」「
群

像
」
昭
45
・
6
）
で
、
三
島
は
「
人
が
あ
ま
り
喜
ば
ず
、
ま
た
敬
重
も
し
な

い
二
つ
の
巻
、『
花
の
宴
』
と
『
胡
蝶
』
が
、私
の
心
に
泛
ん
だ
」
と
し
て
い
る
。

「
花
の
宴
」
に
つ
い
て
は
「
二
十
歳
の
源
氏
の
社
交
生
活
の
絶
頂
」
を
描
き
、

「
源
氏
物
語
に
於
て
、
お
そ
ら
く
有
名
な
『
も
の
の
あ
は
れ
』
の
片
鱗
も
な

い
快
楽
が
、
花
や
か
に
、
さ
か
り
の
花
の
や
う
に
し
ん
と
し
て
咲
き
誇
つ
て

ゐ
る
」
と
し
、両
帖
が
「
つ
か
の
ま
の
制
止
の
頂
点
」
を
与
え
た
か
ら
こ
そ
、

「
源
氏
物
語
と
い
ふ
長
大
な
物
語
」
が
成
立
し
た
、
と
し
て
い
る
。

 

32 

「
砧
」
の
「
素
材
」
に
は
、、
既
に
「
多
く
あ
っ
た
」「
遠
国
の
妻
が
在
京
の

夫
を
想
慕
い
つ
つ
死
ん
だ
話
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。（『
日
本
古
典
文
学
大

系
40
　
謡
曲
集
上
』（
昭
35
・
12
・
5
、
岩
波
書
店
）
3
3
1
頁
。

 

33 
「
伊
勢
物
語
　
補
注
三
二
」（『
日
本
古
典
文
学
大
系
９
　
竹
取
物
語
　
伊
勢

物
語
　
大
和
物
語
』
昭
32
・
10
・
5
、
岩
波
書
店
）
に
、
子
が
な
く
夫
が

没
落
し
て
三
年
帰
ら
な
い
場
合
と
、
子
が
あ
り
夫
が
逃
亡
し
て
三
年
出
て

（14）
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こ
な
い
場
合
に
再
婚
を
許
す
と
い
う
令
巻
第
十
、
戸
令
が
記
さ
れ
て
い
る
。

1
9
3
頁
。

 

34 
川
合
康
三
「
訳
」（
興
膳
宏
、
川
合
康
三
『
鑑
賞
中
国
の
古
典
12
　
文
選
』

昭
63
・
12
・
25
、
角
川
書
店
）
1
3
3
頁
。

 

35 

注
5
に
同
じ
。

 

36 

注
10
に
同
じ
。

 

37 

こ
の
二
首
は
、早
く
か
ら
後
世
の
仮
託
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、

エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
と
す
る
論
考
は
三
島
の
生
前
に
は
見
受
け
ら
れ
な

か
っ
た
。し
か
し
後
に
、「
天
平
時
代
」の「
片
恋
文
化
圏
が
創
り
出
し
た
虚
構
」

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
の
相
聞
歌
か
ら
の
傾
向
と
は
異
な
っ
た
作
品

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
伊
藤
博
『
万
葉
集
釈
注
二
』（
平
8
・

11
・
25
、
秀
英
社
）

 

38 

松
尾
聰
「
思
ふ
・
し
た
ふ
・
愛
す
る
」（
初
出
タ
イ
ト
ル
「
こ
と
ば
の
休
憩
室
」

「
礫
」
平
1
・
7
〜
9
・
12
↓
、『
松
尾
聰
遺
稿
集
Ⅲ
　
日
本
語
遊
覧
〔
語
義

百
題
〕』
平
12
・
1
・
19
、
笠
間
書
院
）
13
頁
。

 

39 

松
尾
聰
「
恋
人
」、
注
38
に
同
じ
、
13
頁
。
以
上
、
松
尾
聰
氏
の
論
考
は
す

べ
て
三
島
の
死
後
の
も
の
で
あ
り
、
三
島
の
解
釈
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
三
島
の
死
の
直
前
に
開
催
さ
れ
て
い
た
「
三
島
由

紀
夫
展
」（
東
武
百
貨
店
）
で
は
、
松
尾
氏
の
「『
万
葉
集
』
購
読
に
つ
い
て

の
聞
き
書
き
メ
モ
と
が
堂
々
と
展
示
さ
れ
て
い
」
た
（「
随
想
│
教
室
で
の

三
島
由
紀
夫
」「
二
松
学
舎
大
学
新
聞
」
1
9
2
、
昭
56
・
7
・
1
↓
、『
松

尾
聰
遺
稿
集
Ⅱ
　『
源
氏
物
語
│
不
幸
な
女
性
た
ち
』
平
13
・
3
・
15
、
笠

間
書
院
、
2
0
5
〜
2
0
6
頁
）。
三
島
の
万
葉
観
は
、
松
尾
氏
の
影
響
を

受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

40 

松
本
和
也
「
待
つ
こ
と
と
待
た
な
い
こ
と
の
永
遠
│
三
島
由
紀
夫
「
班
女
」

と
い
う
戯
曲
│
」（「
芸
術
至
上
主
義
文
芸
」
30
、
平
17
・
11
）
も
、
新
聞
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
に
注
目
し
「
そ
も
そ
も
新
聞
の
取
材
対
象
に
な
っ
た
時
点
で

『
狂
女
』
＝
花
子
を
め
ぐ
る
噂
は
流
通
し
て
い
た
は
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。

 

41 

昭
和
25
年
か
ら
発
表
の
30
年
ま
で
の
、「
朝
日
」、「
読
売
」、「
毎
日
」
の
三

紙
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索
ポ
ー
タ
ル
で
検
索
。
固
有
名
詞
以
外
の
「
ロ
マ
ン

ス
」
使
用
例
は
そ
れ
ぞ
れ
「
朝
日
」
が
6
件
、「
毎
日
」
が
2
件
、「
読
売
」

が
12
件
で
あ
っ
た
。
他
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
後
任
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
の
紹
介
記

事
で
も
、彼
を
「
情
味
溢
れ
る
ロ
マ
ン
ス
の
持
ち
主
」（「
読
売
新
聞
　
朝
刊
」

昭
26
・
4
・
12
）
と
し
て
い
る
。

 

42 

無
署
名
「
蟻
の
町
に
咲
い
た
ロ
マ
ン
ス
」（「
毎
日
新
聞
」
昭
27
・
11
・
3
）。

記
事
に
は
、
こ
の
女
性
が
「
蟻
の
街
の
マ
リ
ア
」
と
呼
ば
れ
た
北
原
怜
子
が

闘
病
で
蟻
の
町
を
離
れ
た
時
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
開
始
し
た
と
あ
る
。
報
道

の
理
由
は
、
北
原
の
活
動
が
既
に
話
題
を
呼
ん
で
い
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ

る
。

 

43 

無
署
名
「
祝
福
さ
れ
て
結
婚
式
　
実
を
結
ぶ
蟻
の
町
の
ロ
マ
ン
ス
」（「
毎
日

新
聞
」
昭
27
・
11
・
7
）

 

44 
無
署
名
「
い
ず
み
」（「
読
売
新
聞
」
昭
28
・
5
・
19
）

 

45 
注
44
に
同
じ
。

 

46 

注
4
の
吉
澤
論
、
注
5
の
先
田
論
、
注
9
の
小
平
論
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
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る
。

 
47 
注
4
の
吉
澤
論
で
も
、
花
子
の
絵
を
出
展
す
る
可
能
性
を
述
べ
て
い
る
。

 

48 
注
9
小
平
論
で
は
「
こ
こ
に
人
格
と
し
て
は
、
一
人
が
在
る
の
み
で
あ
る
。

幕
切
れ
の
『
す
ば
ら
し
い
人
生
！
』
の
言
は
、
全
く
実
子
一
人
の
す
ば
ら
し

い
人
生
で
あ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

付
記

　
本
文
に
引
用
し
た
三
島
由
紀
夫
の
文
章
は
『
決
定
版
　
三
島
由
紀
夫
全
集
　
全

42
巻
　
補
巻
　
別
巻
』（
平
12 

・
11
・
25 

〜 

平
18
・
3 

・
25
、
新
潮
社
）
を
、
古

文
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
全
1
0
2
巻
』（
昭
32
・
3
・
5
〜
昭
44
・
3
・

5
、
岩
波
書
店
）
を
底
本
と
し
た
。
引
用
の
際
、
ル
ビ
は
簡
略
化
し
、
旧
漢
字
は

新
漢
字
に
改
め
た
。
な
お
、
文
中
の
傍
点
は
全
て
筆
者
自
身
が
付
し
た
も
の
で
あ

る
。

　
ま
た
「
班
女
」
を
同
志
社
大
学
日
本
語
・
日
本
文
化
教
育
セ
ン
タ
ー
の
「
読
解
」

の
講
義
で
扱
っ
た
際
、
受
講
者
の
意
見
か
ら
多
く
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
。
記
し

て
深
謝
し
た
い
。
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