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﹂
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を
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序｢薔
薇
の
家
﹂
は
︑
川
端
康
成
が
愛
の
﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
の
実
現
を
描
い
た

作
品
で
あ
る
︒
川
端
文
学
で
は
﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
と
い
う
語
が
度
々
登
場
す
る

が
︑
そ
の
一
つ
と
し
て
本
作
品
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
優
し
い
愛
の
永
続
＝
﹁
美
し
い

お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
の
完
成
を
表
現
し
て
い
る
の
が
︑
本
作
﹁
薔
薇
の
家
﹂
で
あ

る
︒川

端
は
昭
和
七
年
一
二
月
か
ら
昭
和
一
一
年
一
〇
月
の
間
︑﹃
少
女
倶
楽
部
﹄

に
小
説
を
九
作
発
表
し
て
い
る
︒﹁
薔
薇
の
家
﹂
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
︒
同
誌
の

第
一
二
巻
第
二
号
︵
昭
和
九
年
二
月
︶
に
掲
載
さ
れ
た
︒
他
の
﹃
少
女
倶
楽
部
﹄

掲
載
作
品
は
す
べ
て
﹃
級
長
の
探
偵
﹄
︵
中
央
公
論
社
︑
昭
和
一
二
年
一
二
月
︶
に

収
録
さ
れ
た
の
に
対
し
︑﹁
薔
薇
の
家
﹂
の
み
︑﹃
少
女
の
友
﹄
で
連
載
さ
れ
た

﹁
乙
女
の
港
﹂
︵
昭
和
一
二
年
六
月
号
～
昭
和
一
三
年
三
月
号
︶
と
と
も
に
︑﹃
乙
女
の

港
﹄
︵
実
業
之
日
本
社
︑
昭
和
一
三
年
四
月
︶(

)

へ
収
録
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た(

)

︒
ま

1

2

た
︑﹁
薔
薇
の
家
﹂
発
表
の
七
年
前
︑
同
じ
く
少
女
誌
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
と
し

て
﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
︵﹃
少
女
世
界
﹄
昭
和
二
年
一
〇
月
号
︶(

)

が
あ
る
︒
両
作
品
は
︑

3

美
し
い
女
教
師
が
山
奥
に
あ
る
花
の
村
へ
や
っ
て
く
る
こ
と
や
︑
巴
里
か
ら
の
帰

国
子
女
で
あ
る
︿
お
嬢
さ
ん
﹀
が
薔
薇
の
家
で
亡
く
な
っ
た
点
が
共
通
し
て
お

り
︑﹁
薔
薇
の
家
﹂
は
﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
の
改
作
と
考
え
ら
れ
る
︒

｢薔
薇
の
幽
霊
﹂
及
び
﹁
薔
薇
の
家
﹂
の
先
行
論
者
と
し
て
︑
中
嶋
展
子
が
挙

げ
ら
れ
る
︒
中
嶋
は
﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
か
ら
﹁
薔
薇
の
家
﹂
へ
の
異
同
を
明
ら
か

に
し
︑﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
よ
り
﹁
薔
薇
の
家
﹂
の
ほ
う
が
さ
ら
に
︑
﹁
女
同
志
の

愛
﹂
の
テ
ー
マ
が
深
め
ら
れ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る(

)

︒
ま
た
中
嶋
は
別
稿
に
お
い

4

て
︑﹁﹁
薔
薇
の
家
﹂
で
は
︑
先
生
と
薔
薇
の
少
女
と
呼
ば
れ
る
お
嬢
さ
ん
と
そ
の

お
嬢
さ
ん
を
慕
う
芳
子
の
関
係
が
︑
永
久
的
に
続
く
こ
と
を
暗
示
﹂
し
て
い
る
と

指
摘
し
て
い
る(

)

︒
他
に
本
作
を
単
体
で
扱
う
先
行
論
は
な
い
が
︑
こ
の
作
品
は
川

5

端
康
成
の
﹁
児
童
文
学
﹂﹁
少
女
小
説
﹂
の
一
つ
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
︑
川

端
の
﹁
少
女
小
説
﹂
論
で
は
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る(

)

︒
6

と
こ
ろ
で
︑
川
端
康
成
の
文
学
に
は
︑
し
ば
し
ば
﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
と
い
う

語
が
登
場
す
る(

)

︒﹁
薔
薇
の
家
﹂
も
そ
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
れ
ら
の

7

小
説
の
中
で
︑﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
の
実
現
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
﹁
薔
薇
の
家
﹂

の
特
徴
で
あ
る
︒

｢美
し
い
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
は
︑﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
に
は
登
場
し
な
か
っ
た
言
葉

で
あ
り
︑
本
作
の
主
題
を
読
み
取
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
︒
﹁
美
し
い
お

と
ぎ
ば
な
し
﹂
の
実
現
と
は
︑
亡
く
な
っ
た
お
嬢
さ
ん
の
言
葉
か
ら
生
ま
れ
た
薔

薇
の
精
が
︑
い
つ
ま
で
も
益
田
先
生
と
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
世
界
の
誕
生
で
あ

り
︑
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
優
し
い
愛
の
永
続
を
意
味
し
て
い
る
︒

本
稿
で
は
︑
主
題
の
考
察
と
と
も
に
︑
﹁
薔
薇
の
家
﹂
が
﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂

の
実
現
を
描
く
と
い
う
川
端
の
意
図
の
成
功
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
論

じ
て
い
き
た
い
︒
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
第
一
節
で
は
人
物
形
象
及
び

川
端
康
成
﹁
薔
薇
の
家
﹂
論
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﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
か
ら
の
異
同
を
分
析
し
︑
そ
れ
を
も
と
に
︿
薔
薇
の
精
﹀
の
正

体
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒
第
二
節
で
は
︑
本
作
で
描
か
れ
た
﹁
愛
﹂
と
は
何
か
︑

そ
の
多
義
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
中
嶋
の
指
摘
の
通
り
︑
本
作
で
は
﹁
女
同

志
の
愛
﹂
が
描
か
れ
て
い
る
︒
し
か
し
﹁
美
し
い
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
に
お
け
る
愛

と
は
︑
果
た
し
て
お
嬢
さ
ん
と
芳
子
と
の
一
対
一
の
関
係
の
み
と
い
え
る
の
か
︑

人
物
関
係
に
基
づ
い
て
分
析
し
て
い
る
︒
第
三
節
で
は
︑
薔
薇
と
椿
と
を
比
較

し
︑﹁
薔
薇
の
家
﹂
の
創
作
性
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
明
ら
か
に
し
た
︒
第
四
節
で

は
︑
本
作
に
は
﹁
美
し
い
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
を
実
現
さ
せ
る
川
端
の
意
図
が
表
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
結
で
は
︑﹁
少
女
の
た
め
の
小
説
﹂
と
い

う
観
点
か
ら
︑﹁
薔
薇
の
家
﹂
に
お
い
て
﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
の
永
続
を
描
け
た

所
以
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒

一
︑
薔
薇
の
精
の
正
体

｢薔
薇
の
幽
霊
﹂
と
﹁
薔
薇
の
家
﹂︑
こ
の
二
作
の
違
い
の
一
つ
は
︿
薔
薇
の

精
﹀
の
正
体
で
あ
る
︒
こ
の
節
で
は
︑﹁
薔
薇
の
家
﹂
に
お
け
る
薔
薇
の
精
の
正

体
を
︑
人
物
形
象
に
着
目
す
る
こ
と
で
考
察
し
た
い
︒

改
作
に
よ
り
︑
芳
子
が
登
場
人
物
と
し
て
加
わ
っ
た
こ
と
は
︑
薔
薇
の
精
の
正

体
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
︒﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
に
お

い
て
は
︑
薔
薇
の
精
の
正
体
は
薔
薇
の
家
で
亡
く
な
っ
た
お
嬢
さ
ん
の
幽
霊
で

あ
っ
た
︒
し
か
し
︑﹁
薔
薇
の
家
﹂
で
は
芳
子
の
登
場
に
よ
り
︑
薔
薇
の
精
の
女

教
師
に
対
す
る
献
身
が
心
霊
現
象
で
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

作
品
を
シ
ン
プ
ル
に
読
む
な
ら
ば
︑
益
田
先
生
に
気
配
り
を
し
て
い
た
の
は
芳

子
で
あ
り
︑
薔
薇
の
精
は
芳
子
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
読
み

を
深
め
て
い
く
と
︑
簡
単
に
そ
う
と
い
え
な
い
こ
と
が
分
か
る
︒

そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
︑
鹿
が
薔
薇
の
家
の
薔
薇
を
踏
み
に
じ
ろ

う
と
し
た
事
件
の
顛
末
で
あ
る
︒
益
田
先
生
の
勤
め
る
小
学
校
で
飼
っ
て
い
る
鹿

は
︑
初
め
こ
そ
野
性
で
あ
っ
た
が
︑
事
件
が
起
こ
っ
た
時
に
は
も
う
す
っ
か
り

﹁
児
童
の
お
友
達
﹂
で
あ
っ
た
︒
益
田
先
生
の
荷
物
を
角
に
ひ
っ
か
け
て
薔
薇
の

家
ま
で
お
伴
を
し
て
い
た
︒
鹿
は
児
童
た
ち
や
益
田
先
生
に
馴
染
ん
で
い
る
様
子

で
あ
り
︑
村
の
人
々
に
対
し
て
も
同
じ
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
︒

し
か
し
そ
の
日
︑
鹿
は
薔
薇
の
茂
み
を
見
る
と
急
に
い
き
り
出
し
︑
山
の
獣
に

戻
っ
た
か
の
よ
う
に
花
を
踏
み
に
じ
ろ
う
と
す
る
︒

と
こ
ろ
が
今
日
は
ど
う
し
た
の
で
せ
う
︒
う
ひ
う
ひ
し
い
花
が
咲
き
は
じ

め
た
︑
薔
薇
の
茂
み
を
見
ま
す
と
︑
鹿
は
急
に
い
き
り
出
し
て
︑
山
の
獣
に

戻
つ
た
か
の
や
う
に
荒
つ
ぽ
く
︑
角
で
枝
を
掻
き
分
け
な
が
ら
︑
薔
薇
畑
を

突
き
進
ん
で
︑
薔
薇
を
踏
み
に
じ
り
さ
う
な
勢
ひ
を
見
せ
ま
し
た
︒

｢あ
つ
！
﹂
／
と
益
田
先
生
は
思
は
ず
胸
を
押
へ
る
と
︑
青
ざ
め
て
倒
れ

さ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
／
先
生
は
自
分
の
心
臓
が
︑
鹿
の
角
で
突
か
れ
た

か
︑
蹄
で
蹴
ら
れ
た
か
の
や
う
に
痛
ん
だ
か
ら
で
あ
り
ま
し
た
︒
薔
薇
畑
の

な
か
に
︑
女
の
啜
泣
が
細
々
と
聞
え
た
や
う
な
気
が
し
た
か
ら
で
あ
り
ま
し

た
︒

こ
の
事
件
に
よ
り
︑
益
田
先
生
は
初
め
て
薔
薇
の
精
を
認
識
す
る
こ
と
と
な

る
︒
鹿
は
恐
ら
く
︑
薔
薇
の
茂
み
の
中
に
︑
薔
薇
の
精
と
い
う
︑
こ
の
鹿
に
と
っ

て
は
馴
染
み
の
な
い
存
在
の
気
配
を
感
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
に
い
た
の
が

芳
子
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
ず
っ
と
こ
の
村
に
住
ん
で
い
る
彼
女
の
気
配
で
鹿
が

暴
れ
だ
す
の
に
は
違
和
感
が
あ
る
︒
ま
た
︑
芳
子
は
益
田
先
生
の
留
守
中
に
薔
薇

の
家
を
整
え
て
お
り
︑
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
益
田
先
生
が
不
意
打
ち
で
お

昼
休
み
に
帰
宅
す
る
ま
で
︑
先
生
と
薔
薇
の
家
で
遭
遇
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
︒

益
田
先
生
の
帰
宅
時
間
ま
で
︑
芳
子
が
薔
薇
の
家
に
留
ま
っ
て
い
た
と
は
考
え
づ
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ら
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
に
い
た
の
は
芳
子
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
︑
こ
の

鹿
の
事
件
の
描
写
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
出
来
事
に

よ
っ
て
︑
薔
薇
の
精
=
芳
子
で
あ
る
︑
と
簡
単
に
片
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
分
か

る
︒薔

薇
の
精
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
続
い
て
芳
子
と
お
嬢
さ
ん
の
人

物
形
象
を
見
て
い
く
︒
芳
子
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
光
子
の
姉
で

あ
る
こ
と
︑﹁
四
年
も
︑
も
つ
と
前
﹂
に
薔
薇
の
家
に
住
ん
で
い
た
お
嬢
さ
ん
の

世
話
を
し
て
い
た
こ
と
︑
お
嬢
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
後
も
同
じ
よ
う
に
薔
薇
の
世

話
を
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
彼
女
は
﹁
私
の
こ
と
な
ん
か
忘
れ
て
︑
薔

薇
の
精
の
お
嬢
さ
ん
が
こ
の
家
に
住
ん
で
︑
先
生
の
お
世
話
を
い
ろ
い
ろ
す
る
の

だ
と
思
つ
て
あ
げ
て
下
さ
い
﹂
と
益
田
先
生
に
頼
ん
で
い
る
︒
芳
子
は
あ
く
ま
で

薔
薇
の
精
の
影
と
し
て
︑
益
田
先
生
に
献
身
し
て
い
る
︒

次
に
お
嬢
さ
ん
で
あ
る
が
︑
彼
女
の
父
は
巴
里
の
大
使
館
に
勤
め
て
い
て
︑
お

嬢
さ
ん
も
フ
ラ
ン
ス
に
住
ん
で
い
た
︒﹁
や
さ
し
い
娘
文
字
﹂
を
書
く
人
で
あ
る
︒

芳
子
は
益
田
先
生
の
女
学
校
三
年
生
の
時
の
写
真
を
見
て
涙
を
流
し
て
い
る
こ
と

か
ら
︑
お
嬢
さ
ん
の
亡
く
な
っ
た
年
齢
も
そ
の
く
ら
い
︑
一
五
歳
程
度
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
︒
お
嬢
さ
ん
に
つ
い
て
芳
子
は
﹁
益
田
先
生
の
や
う
に
美
し
い
方
﹂

と
言
っ
て
お
り
︑
女
学
生
時
代
の
益
田
先
生
と
同
じ
く
﹁
張
り
切
つ
た
高
い
頬
や

高
い
鼻
の
あ
た
り
が
︑
西
洋
の
少
女
め
い
た
美
し
さ
﹂
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き

る
︒
彼
女
は
身
体
を
悪
く
し
て
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ひ
と
り
日
本
に
帰
り
︑
芳
子
の
住

む
村
に
は
養
生
の
目
的
で
来
て
い
た
︒
フ
ラ
ン
ス
の
家
に
は
薔
薇
が
沢
山
咲
い
て

い
た
の
で
︑
村
で
住
む
家
に
も
薔
薇
を
い
っ
ぱ
い
植
え
た
︒
薔
薇
の
家
を
生
み
出

し
た
の
は
お
嬢
さ
ん
で
あ
る
︒
益
田
先
生
の
言
葉
を
借
り
る
と
﹁
芸
術
家
﹂
の
よ

う
な
セ
ン
ス
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
お
嬢
さ
ん
は
︑﹁
芳
子
︑
私
は
死

ぬ
ん
ぢ
や
な
い
の
︑
薔
薇
の
精
に
な
る
の
﹂
と
残
し
︑
薔
薇
の
花
の
咲
く
な
か
で

亡
く
な
っ
た
︒

お
嬢
さ
ん
の
人
物
像
に
つ
い
て
の
記
述
は
︑
芳
子
と
比
較
す
る
と
明
ら
か
に
多

い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
芳
子
は
影
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒
あ

く
ま
で
薔
薇
の
精
の
正
体
は
お
嬢
さ
ん
で
あ
る
︑
と
い
う
体
を
取
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
薔
薇
の
精
の
正
体
は
お
嬢
さ
ん
︑
と
結
論
付
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
︒
薔
薇
の
精
の
候
補
は
も
う
一
人
い
る
︒
益
田
先
生
で
あ
る
︒
彼
女
が
春
を
連

れ
て
花
の
村
に
引
越
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
︑
こ
の
物
語
は
始
ま
っ
て
い
る
︒
益

田
先
生
も
ま
た
﹁
美
し
い
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
の
完
成
に
必
要
な
存
在
で
あ
り
︑
も

う
一
人
の
薔
薇
の
精
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
︑
次

に
﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
の
主
人
公
で
あ
る
片
岡
千
代
子
先
生
と
︑
本
作
の
主
人
公
で

あ
る
益
田
先
生
の
人
物
形
象
と
を
比
較
し
た
い
︒

片
岡
先
生
と
益
田
先
生
と
を
比
較
す
る
と
︑
益
田
先
生
の
ほ
う
が
は
る
か
に
︑

薔
薇
に
喩
え
ら
れ
た
り
︑
薔
薇
の
精
と
し
て
扱
わ
れ
た
り
し
て
い
る
回
数
が
多

い
︒
片
岡
先
生
と
薔
薇
と
が
直
接
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
片
岡
先
生
の
言

葉
︑﹁
私
は
薔
薇
の
精
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
か
し
ら
﹂﹁
私
︑
薔
薇
の
精
に
な
つ

て
も
い
い
わ
﹂
の
み
で
あ
る
︒

益
田
先
生
は
物
語
冒
頭
で
︑
光
子
に
﹁
白
薔
薇
の
精
で
は
な
い
で
せ
う
か
﹂
と

思
わ
れ
て
い
る
︒

益
田
先
生
の
荷
物
だ
け
を
見
て
も
︑
花
や
か
な
春
の
使
が
山
へ
来
た
か
の

や
う
に
︑
村
の
子
供
は
目
を
見
張
つ
た
く
ら
ゐ
で
す
も
の
︑
先
生
は
学
校
へ

来
た
そ
の
日
か
ら
︑
も
う
少
女
達
の
あ
こ
が
れ
の
的
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し

た
︒
野
菊
の
花
の
群
の
な
か
に
︑
一
輪
の
薔
薇
の
花
が
咲
い
て
ゐ
る
や
う
で

あ
り
ま
し
た
︒
／
ほ
ん
た
う
に
益
田
先
生
ほ
ど
︑
薔
薇
の
家
に
似
つ
か
は
し

い
人
は
︑
二
人
と
あ
り
ま
す
ま
い
︒
白
薔
薇
の
や
う
に
気
高
い
人
で
し
た
け

れ
ど
︑
ま
だ
若
い
先
生
に
は
︑
赤
い
薔
薇
の
や
う
な
女
学
生
ら
し
さ
も
残
つ

て
ゐ
る
の
で
し
た
︒

川
端
康
成
﹁
薔
薇
の
家
﹂
論
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右
記
の
よ
う
に
︑
女
子
児
童
の
中
に
益
田
先
生
が
い
る
あ
り
さ
ま
は
︑﹁
野
菊

の
花
の
群
の
な
か
に
︑
一
輪
の
薔
薇
の
花
が
咲
い
て
い
る
や
う
﹂
と
喩
え
ら
れ
て

い
る
︒﹁
薔
薇
の
家
に
似
つ
か
は
し
い
人
﹂
で
あ
り
︑﹁
白
薔
薇
の
や
う
に
気
高
い

人
﹂
で
あ
る
が
︑﹁
ま
だ
若
い
先
生
に
は
︑
赤
い
薔
薇
の
や
う
な
女
学
生
ら
し
さ

も
残
つ
て
﹂
お
り
︑﹁
薔
薇
の
先
生
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
片
岡
先
生
と
同
様
︑

﹁
今
に
私
は
︑
薔
薇
の
精
に
な
つ
て
し
ま
ふ
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
述
懐
す
る
︒
益

田
先
生
の
場
合
は
︑
片
岡
先
生
の
そ
れ
に
加
え
て
︑﹁
私
は
美
し
い
お
と
ぎ
ば
な

し
の
主
人
に
な
つ
て
暮
し
ま
す
わ
﹂
と
校
長
先
生
に
伝
え
る
そ
の
姿
が
﹁
こ
れ
こ

そ
ま
こ
と
に
薔
薇
の
精
の
や
う
に
見
え
る
﹂
と
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
以
上
の
よ
う

に
︑
益
田
先
生
は
薔
薇
で
あ
る
こ
と
︑
薔
薇
の
精
で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
語
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
本
作
に
は
﹁
薔
薇
の
精
＝
お
嬢
さ
ん
﹂﹁
薔
薇
の
精
＝
益
田
先
生
﹂

と
い
う
二
つ
の
構
図
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
に
芳
子
の
献
身
が
加
わ
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
二
人
の
薔
薇
の
精
が
交
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
芳
子
は
︑
益
田
先
生
を
お
嬢
さ
ん
と
同
一
視
し
て
い
る
︒
芳
子
は
お
嬢

さ
ん
に
つ
い
て
﹁
益
田
先
生
の
や
う
に
美
し
い
方
で
し
た
わ
﹂︑
益
田
先
生
に
つ

い
て
﹁
私
も
先
生
を
見
て
を
り
ま
す
と
︑
お
嬢
さ
ん
が
生
き
返
つ
て
ら
し
た
と
し

か
思
へ
ま
せ
ん
わ
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒
お
嬢
さ
ん
と
益
田
先
生
と
の
同
一
視
は
︑

二
人
と
も
村
の
外
か
ら
や
っ
て
き
た
美
し
い
異
邦
人
で
あ
る
と
い
う
点
が
共
通
し

て
い
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
︒
薔
薇
の
家
に
つ
い
て
︑
益
田
先
生
は
﹁
こ
の
村
へ

私
が
来
る
の
を
︑
何
年
も
前
か
ら
ち
や
ん
と
知
つ
て
ゐ
て
︑
私
の
た
め
に
こ
し
ら

へ
て
お
い
て
く
れ
た
や
う
な
お
家
ね
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒
何
年
も
前
に
村
の
貸
家

を
薔
薇
の
家
に
し
た
の
は
お
嬢
さ
ん
で
あ
り
︑
お
嬢
さ
ん
=
益
田
先
生
と
い
う
宿

命
的
な
繋
が
り
は
︑
益
田
先
生
に
よ
る
こ
の
言
葉
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
︒薔

薇
の
精
の
正
体
は
誰
な
の
か
︒
薔
薇
の
精
は
︑
特
定
の
誰
か
一
人
を
正
体
と

し
て
決
め
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
と
違
い
︑﹁
薔
薇
の
家
﹂

の
薔
薇
の
精
は
特
定
の
人
物
を
指
す
幽
霊
で
は
な
い
︒
お
嬢
さ
ん
・
益
田
先
生
・

芳
子
の
三
人
が
揃
っ
て
こ
そ
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
︒

薔
薇
の
家
で
起
き
る
不
思
議
な
出
来
事
を
﹁
薔
薇
の
精
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
の
﹂

と
言
う
益
田
先
生
に
対
し
︑
芳
子
は
﹁
美
し
い
お
方
︑
や
さ
し
い
お
方
﹂
と
喜
び

を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
︒﹁
薔
薇
の
精
﹂﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
を
信
じ
る
こ
と
は
優

し
さ
と
さ
れ
て
い
る(

)

︒
芳
子
の
愛
と
︑
お
嬢
さ
ん
の
存
在
︑
益
田
先
生
の
美
し
さ

8

や
優
し
さ
︑
す
べ
て
が
揃
っ
て
薔
薇
の
精
は
生
命
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
︒
薔
薇
の
精
の
正
体
と
は
つ
ま
り
︑
美
し
く
優
し
い
愛
の
象
徴
で
あ
る
と
い
え

よ
う
︒

二
︑﹁
薔
薇
の
家
﹂
で
描
か
れ
た
愛
の
多
義
性

前
節
の
考
察
に
よ
り
︑
薔
薇
の
精
の
正
体
は
複
合
的
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
優

し
い
愛
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
こ
の
節
で
は
︑

﹁
薔
薇
の
家
﹂
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
﹁
愛
﹂
は
ど
の
よ
う
な
愛
情
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
の
か
︑
人
物
関
係
に
着
目
す
る
こ
と
で
検
討
し
た
い
︒

薔
薇
は
大
正
期
に
お
い
て
既
に
︑
恋
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
持
つ
花
で
あ
っ
た
こ
と

が
張
競
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る(

)

︒
し
か
し
薔
薇
の
花
は
恋
愛
の
み
な
ら
ず
︑

9

聖
母
マ
リ
ア
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
と
し
て
︑
清
純
な
愛
の
象
徴
の
側
面
も
あ
り(

)

︑
10

﹃
少
女
倶
楽
部
﹄﹃
少
女
の
友
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
や
随
想
に
お
い
て
は
︑
抒
情

的
な
悲
し
み
を
伴
う
愛
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
薔
薇
が
語
ら
れ
て
い
た(

)

︒
薔
薇
の

11

花
が
持
つ
愛
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
多
義
性
が
あ
る
︒

薔
薇
の
多
義
性
を
反
映
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
︑
本
作
で
描
か
れ
る
愛
情
は
︑

芳
子
と
お
嬢
さ
ん
と
の
﹁
女
同
志
の
愛
﹂
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
益
田
先
生
が

薔
薇
の
精
に
対
し
て
抱
く
い
た
わ
り
や
︑
先
生
を
慕
う
女
子
児
童
た
ち
の
憧
れ
も

九
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描
き
こ
ま
れ
て
い
る
︒﹁
薔
薇
の
家
﹂
に
お
け
る
﹁
愛
﹂
は
一
義
に
絞
ら
れ
る
こ

と
な
く
︑
そ
の
重
層
性
が
作
品
の
豊
か
さ
に
繋
が
っ
て
い
る
︒

本
節
で
分
析
の
対
象
と
す
る
の
は
︑
益
田
先
生
と
薔
薇
の
精
︑
益
田
先
生
と
児

童
た
ち
︑
芳
子
と
お
嬢
さ
ん
と
の
関
係
で
あ
る
︒

益
田
先
生
の
薔
薇
に
対
す
る
︑﹁
薔
薇
の
花
を
こ
ん
な
に
愛
し
て
ゐ
る
の
だ
も

の
﹂﹁
薔
薇
だ
わ
︒
薔
薇
の
精
だ
つ
た
の
だ
わ
︒
︵
中
略
︶
そ
の
子
と
二
人
で
住
ん

で
︑
私
は
ち
つ
と
も
寂
し
い
こ
と
な
ん
か
あ
り
や
し
な
い
﹂﹁
薔
薇
の
少
女
と
二

人
で
︑
仲
よ
く
︑
い
つ
ま
で
も
薔
薇
の
家
で
暮
す
こ
と
よ
﹂
と
い
っ
た
言
葉
か
ら

は
︑
彼
女
の
薔
薇
の
精
へ
の
愛
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
た
︑
益
田
先
生
は
鹿
に
乱
さ
れ
た
薔
薇
に
対
し
て
︑﹁
怪
我
を
し
た
妹
で
も
︑

撫
で
さ
す
る
か
の
や
う
﹂
な
気
遣
い
を
見
せ
て
い
る
︒
春
休
み
の
帰
省
か
ら
薔
薇

の
家
へ
戻
っ
た
時
に
は
︑﹁
よ
く
一
人
で
待
つ
て
ゐ
て
く
れ
た
わ
ね
︒
寂
し
か
つ

た
で
せ
う
﹂
と
︑
な
つ
か
し
げ
に
語
り
か
け
︑
優
し
く
接
し
て
い
る
︒
校
長
先
生

に
薔
薇
の
家
で
の
怪
奇
現
象
を
︑﹁
た
い
へ
ん
よ
く
気
の
つ
く
︑
お
母
さ
ん
か
妹

が
︑
陰
で
そ
つ
と
身
の
ま
は
り
の
世
話
を
し
て
く
れ
て
ゐ
る
と
い
つ
た
風
な
こ
と

ば
か
り
な
ん
で
す
け
ど
﹂
と
説
明
し
て
い
る
︒
益
田
先
生
か
ら
薔
薇
の
精
に
抱
く

感
情
は
︑
家
族
に
対
す
る
気
持
ち
で
あ
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
︒
益
田
先
生
は
薔

薇
の
精
の
こ
と
を
﹁
薔
薇
の
少
女
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒
恐
ら
く
薔
薇
の
精
の
こ
と

は
自
身
よ
り
年
少
と
捉
え
て
い
る
と
推
察
で
き
︑
妹
に
対
す
る
か
の
よ
う
な
愛
情

を
抱
い
て
い
る
と
い
え
る
︒

次
に
︑
益
田
先
生
と
児
童
た
ち
と
の
関
係
を
見
て
い
く
︒
益
田
先
生
が
引
っ
越

し
て
き
た
日
︑
花
合
戦
を
し
て
い
た
村
の
少
年
少
女
達
は
︑
や
っ
て
き
た
麗
人
が

小
学
校
の
新
任
の
先
生
で
あ
る
と
気
付
く
と
︑
手
を
取
っ
て
小
躍
り
し
︑
後
ろ
姿

に
思
わ
ず
ぴ
ょ
こ
り
と
お
辞
儀
し
て
︑
顔
が
赤
く
な
る
ほ
ど
喜
ぶ
︒
益
田
先
生
は

学
校
へ
来
た
そ
の
日
か
ら
﹁
少
女
た
ち
の
あ
こ
が
れ
の
的
﹂
と
な
っ
た
︒
気
高
く

且
つ
若
々
し
い
益
田
先
生
に
対
し
て
︑
女
子
児
童
た
ち
は
憧
れ
を
抱
き
な
が
ら
懐

い
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
と
﹁
薔
薇
の
家
﹂
と
で
は
登
場
す
る
児
童

に
も
違
い
が
見
ら
れ
︑
本
作
で
は
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
る
児
童
と
し
て
︑
雪
子

が
加
わ
っ
て
い
る
︒
雪
子
を
増
や
す
事
で
︑
少
女
た
ち
に
愛
さ
れ
る
益
田
先
生
の

姿
︑
児
童
た
ち
の
先
生
へ
の
親
し
み
が
よ
り
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
児

童
た
ち
の
益
田
先
生
へ
の
憧
れ
が
︑﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
よ
り
も
強
調
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒

最
後
に
︑
芳
子
と
お
嬢
さ
ん
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
芳
子
は
︑
病
気
療

養
の
た
め
村
に
住
ん
で
い
た
お
嬢
さ
ん
の
身
の
ま
わ
り
の
世
話
を
し
て
い
た
こ

と
︑
そ
し
て
そ
の
頃
の
よ
う
に
︑
正
体
を
隠
し
て
益
田
先
生
に
対
し
て
も
尽
く
し

て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
︒
お
嬢
さ
ん
と
は
﹁
ほ
ん
た
う
の
お
友
達
﹂
で
あ
っ

た
︒
お
嬢
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
今
︑
芳
子
は
薔
薇
の
精
を
お
嬢
さ
ん
そ
の
も
の
と

し
て
捉
え
て
い
る
︒
お
嬢
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
と
き
︑
芳
子
に
残
し
た
﹁
私
は
死

ぬ
ん
ぢ
や
な
い
の
︑
薔
薇
の
精
に
な
る
の
﹂
と
い
う
言
葉
を
信
じ
て
い
る
が
ゆ
え

で
あ
る
︒

二
人
の
関
係
を
暗
示
す
る
詩
の
文
句
が
あ
る
︒
益
田
先
生
は
︑
薔
薇
の
家
に
掛

け
て
あ
っ
た
絵
と
し
て
︑
光
子
を
通
し
て
芳
子
か
ら
色
刷
り
の
絵
を
貰
う
が
︑
そ

の
裏
に
は
﹁
女
同
志
の
愛
を
思
は
せ
る
目
付
の
薔
薇
の
花
よ
／
百
合
の
花
よ
り
も

白
く
て
︑
女
同
志
の
愛
を
思
は
せ
る
目
付
の
薔
薇
の
花
よ
﹂(

)

と
優
し
い
娘
文
字
で

12

書
か
れ
て
い
た
︒
こ
れ
は
前
の
住
人
で
あ
る
お
嬢
さ
ん
が
書
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

芳
子
と
お
嬢
さ
ん
と
の
間
に
は
﹁
女
同
志
の
愛
﹂
が
あ
っ
た
と
暗
示
さ
れ
て
い

る
︒
恐
ら
く
そ
の
愛
と
は
恋
愛
か
︑
或
い
は
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る(

)

︒
芳
子
が
︑
お
嬢
さ
ん
と
益
田
先
生
と
を
同
一
視
し
て
い
た
こ
と
も
先
述

13

の
通
り
で
あ
る
︒

以
上
の
こ
と
よ
り
︑
益
田
先
生
か
ら
薔
薇
の
精
へ
の
家
族
︵
妹
︶
に
対
す
る
か

の
よ
う
な
優
し
さ
︑
児
童
達
の
先
生
に
対
す
る
憧
れ
や
親
し
み
︑
芳
子
の
お
嬢
さ

ん
に
対
す
る
恋
の
よ
う
な
﹁
女
同
志
の
愛
﹂
と
︑
多
様
な
愛
情
が
﹁
美
し
い
お
と
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ぎ
ば
な
し
﹂
の
空
間
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

本
作
の
描
く
愛
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
︑
作
品
結
末
部
を
飾
る
駒
鳥
に
も
表
れ

て
い
る
︒
益
田
先
生
は
芳
子
に
貰
っ
た
駒
鳥
を
飼
う
こ
と
に
な
り
︑
そ
の
餌
の
世

話
や
水
浴
び
は
芳
子
が
行
っ
て
い
た
︒
戦
後
の
川
端
は
小
鳥
と
少
女
と
の
愛
に
つ

い
て
︑
少
女
誌
﹃
ひ
ま
わ
り
﹄
︵
昭
和
二
四
年
六
月
︶
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
︒

︱
︱
少
女
も
小
鳥
を
飼
う
と
い
い
で
す
ね
︒
汲
ん
で
や
つ
た
水
を
︑
小
さ
な

の
ど
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
可
愛
く
飲
ん
だ
り
︑
ひ
ろ
げ
た
羽
を
ふ
る
わ
せ
な
が

ら
自
分
の
掌
の
中
の
餌
を
甘
え
る
よ
う
に
赤
い
嘴
で
食
べ
る
小
鳥
の
様
子

は
︑
き
つ
と
少
女
に
も
可
愛
く
思
え
る
や
う
に
な
る
で
せ
う
か
ら
ね
︒
な
ん

と
言
つ
て
も
愛
情
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
少
女
を
一
等
美
し
く
さ
せ
る
の
で

す
か
ら
ね
︒(

)
14

こ
こ
で
の
﹁
愛
情
を
持
つ
﹂
と
い
う
の
は
小
鳥
に
対
す
る
慈
愛
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
︒
可
愛
い
と
思
う
対
象
に
尽
く
す
愛
情
も
︑
駒
鳥
を
通
し
て
匂
わ
せ
て
い

る
の
で
あ
る
︒

以
上
の
考
察
の
通
り
︑﹁
薔
薇
の
家
﹂
に
お
け
る
﹁
愛
﹂
は
特
定
の
愛
情
関
係

を
指
す
も
の
で
は
な
い
︒
お
嬢
さ
ん
と
芳
子
と
の
﹁
女
同
志
の
愛
﹂
を
中
心
と
し

な
が
ら
も
︑
本
作
で
は
い
く
つ
か
の
種
類
の
愛
情
を
描
い
て
い
る
と
い
え
る
︒
こ

の
こ
と
は
︑﹁
薔
薇
の
家
﹂
を
特
定
の
恋
愛
物
語
と
せ
ず
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
美
し

い
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
と
す
る
要
素
と
言
え
る
︒
さ
ま
ざ
ま
な
愛
の
︑
肯
定
的
な
側

面
の
み
を
描
い
て
い
る
の
が
﹁
薔
薇
の
家
﹂
で
あ
る
︒

三
︑
薔
薇
と
椿
と
の
比
較

｢薔
薇
の
家
﹂
の
主
題
を
担
う
花
が
薔
薇
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で

あ
ろ
う
︒
一
方
︑
作
品
の
冒
頭
を
飾
る
の
は
椿
の
林
で
あ
る
︒
椿
は
児
童
た
ち
の

花
合
戦
に
用
い
ら
れ
︑
村
に
と
っ
て
馴
染
み
深
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

異
邦
人
が
住
む
薔
薇
の
家
の
花
と
は
対
照
的
で
あ
る
︒

｢薔
薇
の
家
﹂
の
舞
台
︑﹁
椿
の
林
の
あ
る
南
国
の
半
島
﹂
に
あ
る
﹁
花
の
村
﹂

は
︑
先
行
論
で
伊
豆
湯
ヶ
島
と
推
測
さ
れ
て
い
る(

)

︒
川
端
の
﹁
伊
豆
温
泉
記
﹂

15

︵﹃
改
造
﹄
昭
和
四
年
二
月
号
︶(

)

を
読
む
と
︑
彼
が
伊
豆
を
特
徴
づ
け
る
花
は
椿
と
石

16

楠
花
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
︑
彼
が
伊
豆
の
こ
と
を
書
い
た
随
筆

に
は
︑
薔
薇
に
つ
い
て
は
特
に
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
お
そ
ら
く
﹁
薔
薇
の
家
﹂

に
お
け
る
薔
薇
の
家
は
川
端
の
創
作
で
あ
ろ
う
︒
川
端
の
他
作
品
を
参
照
し
薔
薇

と
椿
と
を
比
較
す
る
と
︑
薔
薇
は
山
の
村
に
は
馴
染
み
の
な
い
花
・
西
洋
的
で
ハ

イ
カ
ラ
な
花
・
美
人
を
表
す
花
で
あ
り
︑
伊
豆
の
象
徴
で
あ
る
椿
に
対
し
て
︑
異

質
な
花
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
こ
に
﹁
薔
薇
の
家
﹂
の
創
作
性
が
強

く
表
れ
て
い
る
︒

本
節
で
は
川
端
康
成
が
椿
を
描
い
た
作
品
と
し
て
︑
﹁
薔
薇
の
家
﹂
と
同
じ
く

﹃
少
女
倶
楽
部
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
駒
鳥
温
泉
﹂
︵
昭
和
一
〇
年
二
月
号
︶(

)

と
︑
﹃
創

17

作
時
代
﹄
の
﹁
椿
﹂
︵
昭
和
三
年
三
月
号
︶(

)

と
を
取
り
上
げ
る
︒

18

｢駒
鳥
温
泉
﹂
は
伊
豆
の
旅
館
︑
湯
本
館
の
娘
で
あ
る
朝
子
と
︑
東
京
の
友
達

で
毎
年
湯
治
に
や
っ
て
く
る
美
也
子
が
︑
二
人
で
女
学
校
の
試
験
に
挑
む
話
で
あ

る
︒
東
京
か
ら
や
っ
て
き
た
美
也
子
の
為
の
﹁
歓
迎
の
花
束
﹂
と
し
て
︑
紅
椿
の

小
枝
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
椿
は
正
月
の
花
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
︒

｢椿
﹂
は
初
出
時
に
﹁
南
国
の
娘
に
与
へ
る
手
紙
﹂
と
い
う
副
題
が
添
え
ら
れ

て
い
た(

)

︒
語
り
手
は
︑
正
月
の
慰
安
で
︑
熱
海
の
宿
に
泊
ま
っ
て
い
る
︒
そ
の
宿

19

か
ら
︑
伊
豆
の
さ
ら
に
山
の
ほ
う
の
温
泉
宿
の
女
中
︑
お
加
代
に
あ
て
た
書
簡
と
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い
う
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
︒
語
り
手
は
お
加
代
の
地
元
・
熱
海
で
の
葬
式
で
︑

供
花
と
し
て
の
椿
を
見
て
﹁
み
づ
み
づ
し
く
見
惚
れ
﹂︑
そ
の
椿
の
赤
い
花
を
見

て
い
る
と
︑﹁
ど
う
し
て
も
若
い
娘
と
し
か
思
へ
な
い
の
だ
︒
紺
の
木
綿
の
仕
事

着
を
着
た
頬
の
紅
い
南
の
漁
村
の
娘
と
し
か
﹂
と
し
た
た
め
て
い
る
︒

昭
和
初
期
の
川
端
作
品
で
は
︑
椿
の
花
は
伊
豆
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
う
か
が
え
る
︒
そ
し
て
そ
こ
に
は
南
国
と
い
う
あ
た
た
か
い
イ
メ
ー
ジ
が
伴
っ

て
い
た(

)

︒
20

一
方
で
︑
伊
豆
に
お
け
る
薔
薇
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
次
に
︑
川
端
が
薔
薇
を

描
い
た
作
品
で
あ
る
﹁
美
し
き
墓
﹂
︵﹃
新
潮
﹄
昭
和
四
年
三
月
号
︶(

)

と
︑﹁
東
京
の

21

人
﹂
︵﹃
北
海
道
新
聞
﹄﹃
中
部
日
本
新
聞
﹄﹃
西
日
本
新
聞
﹄
昭
和
二
九
年
五
月
～
三
〇
年

一
〇
月
︶(

)

と
に
着
目
し
︑
湯
ヶ
島
に
薔
薇
の
庭
を
描
い
た
こ
と
に
よ
る
﹁
お
と
ぎ

22

ば
な
し
﹂
の
虚
構
性
に
つ
い
て
分
析
し
た
い
︒

｢美
し
き
墓
﹂
は
︑
富
豪
で
あ
る
女
社
長
が
︑
生
ま
れ
も
っ
て
障
害
を
持
つ
息

子
の
た
め
に
︑
そ
の
富
を
使
っ
て
山
奥
の
村
に
安
住
の
王
国
を
作
ろ
う
と
す
る
話

で
あ
る
︒
し
か
し
息
子
は
﹁
奇
蹟
を
現
は
す
魂
を
持
つ
た
片
端
﹂
で
は
な
く
︑
ま

た
﹁
人
情
の
美
し
さ
は
山
深
く
尋
ね
て
も
︑
も
う
こ
の
世
に
は
な
い
﹂
よ
う
で
あ

り
︑
そ
の
夢
は
挫
折
す
る
︒
息
子
の
為
の
御
殿
の
ま
わ
り
に
は
薔
薇
垣
が
植
え
ら

れ
て
い
た
︒
そ
の
薔
薇
は
︑
山
の
住
民
た
ち
の
見
慣
れ
ぬ
︑
御
殿
の
温
室
の
西
洋

草
花
と
同
じ
く
︑
根
か
ら
切
り
取
ら
れ
て
若
い
領
主
の
棺
を
飾
る
こ
と
に
な
っ

た
︒
こ
の
作
品
か
ら
︑
川
端
文
学
に
お
い
て
︑
薔
薇
は
山
奥
の
温
泉
が
あ
る
村
に

は
馴
染
み
の
な
い
花
で
あ
っ
た
こ
と
︑
女
社
長
が
息
子
の
た
め
に
作
ろ
う
と
し
た

安
住
の
王
国
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒

｢東
京
の
人
﹂
の
主
人
公
平
井
敬
子
の
趣
味
は
薔
薇
の
栽
培
で
あ
る
︒
薔
薇
は

美
人
の
花
で
あ
り
︑
少
な
く
と
も
川
端
文
学
で
描
か
れ
た
﹁
伊
豆
﹂
に
は
異
質
で

あ
る
こ
と
が
︑
こ
の
作
品
を
読
む
と
分
か
る
︒﹁
東
京
の
人
﹂
に
お
い
て
薔
薇
は

美
人
を
象
徴
す
る
花
で
あ
り
︑
年
齢
よ
り
若
々
し
い
美
し
さ
を
持
つ
敬
子
と
︑
そ

の
娘
の
朝
子
・
弓
子
と
が
住
む
家
は
︑﹁
ば
ら
屋
敷
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
︒
子
供

の
頃
の
敬
子
に
と
っ
て
は
﹁
ば
ら
の
咲
い
た
︑
ハ
イ
カ
ラ
な
庭
﹂
は
憧
れ
で
あ
っ

た
︒
川
端
は
﹁
伊
豆
の
娘
﹂
︵﹃
婦
人
公
論
﹄
大
正
一
四
年
八
月
号
︶
で
︑
﹁
伊
豆
に

は
美
人
が
絶
対
い
ま
せ
ん
ね
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
あ
た
り
の
土
地
の
人
に

は
割
合
特
色
が
な
く
︑
娘
た
ち
の
風
俗
や
習
慣
も
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
︑
川
端
は

伊
豆
の
田
舎
で
﹁
動
か
な
い
境
遇
﹂
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
感
じ
た
と
書
い
て
い

る(

)

︒
23

｢美
し
き
墓
﹂
と
﹁
東
京
の
人
﹂
の
表
現
か
ら
︑
薔
薇
は
山
の
村
に
は
馴
染
み

が
な
い
花
で
あ
る
こ
と
︑
西
洋
的
で
ハ
イ
カ
ラ
な
花
で
あ
る
こ
と
︑
︵
伊
豆
に
は
い

な
い
と
川
端
が
い
う
︶
美
人
を
表
す
花
で
あ
り
︑
伊
豆
の
象
徴
で
あ
る
椿
と
比
較

し
て
み
る
と
︑
湯
ヶ
島
に
お
い
て
薔
薇
の
花
が
異
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か

る(

)

︒
24

益
田
先
生
及
び
お
嬢
さ
ん
は
︑
異
邦
の
地
か
ら
や
っ
て
き
た
美
し
い
女
性
で
あ

り
︑
川
端
が
描
く
﹁
湯
ヶ
島
﹂
に
は
本
来
い
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
分

か
っ
て
く
る
︒
椿
の
村
に
︑
薔
薇
の
﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
を
生
み
出
し
た
の
で
あ

る
︒
小
学
校
で
飼
っ
て
い
る
鹿
が
薔
薇
の
庭
で
急
に
暴
れ
出
し
︑
花
を
踏
み
に
じ

ろ
う
と
し
た
の
は
︑
薔
薇
の
家
と
そ
こ
に
い
る
薔
薇
の
精
と
い
う
︑
異
質
な
も
の

へ
の
抵
抗
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

四
︑﹁
美
し
い
お
と
ぎ
ば
な
し
｣は
実
現
し
た
と
い
え
る
の
か

白
薔
薇
と
赤
薔
薇

優
し
い
愛
の
象
徴
で
あ
る
薔
薇
の
精
が
生
き
る
﹁
美
し
い
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂

は
︑
実
現
し
た
と
い
え
る
の
か
︒
川
端
に
そ
の
意
図
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
本

節
で
は
︑
薔
薇
の
描
写
や
結
末
部
に
着
目
し
て
川
端
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
た

い
︒
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｢薔
薇
の
家
﹂
で
は
︑
薔
薇
の
花
の
表
現
は
視
覚
的
な
も
の
が
多
い
︒
特
に
重

要
と
さ
れ
て
い
る
の
が
薔
薇
の
色
で
あ
る
︒﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂﹁
薔
薇
の
家
﹂
と
も

に
︑
主
人
公
の
先
生
の
家
を
囲
う
薔
薇
の
色
に
つ
い
て
言
及
し
た
シ
ー
ン
が
あ

る
︒
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
先
生
が
児
童
光
子
に
花
の
色
を
聞
く
シ
ー
ン
で
あ
る
︒

﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
で
は
︑
片
岡
先
生
か
ら
の
問
い
か
け
に
光
子
は
﹁
南
の
庭
は
真

紅
な
花
で
︑
北
の
窓
の
花
は
真
白
で
し
た
わ
︒﹂
と
答
え
る
︒
片
岡
先
生
は
﹁
そ

ん
な
風
に
︑
薔
薇
を
植
ゑ
た
の
は
き
つ
と
芸
術
家
ね
﹂
と
応
え
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
薔
薇
の
家
﹂
で
は
家
の
周
り
の
薔
薇
の
色
に
つ
い
て
も
異

同
が
加
え
ら
れ
て
い
た
︒﹁
薔
薇
の
家
﹂
の
薔
薇
は
︑﹁
南
の
庭
は
真
白
な
花
で
︑

北
の
窓
は
真
赤
な
花
﹂
で
あ
る
︒﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
で
は
北
が
白
花
︑
南
が
赤
花

で
あ
っ
た
が
︑
本
作
で
は
北
が
赤
花
︑
南
が
白
花
と
反
対
に
な
っ
て
い
る
︒

益
田
先
生
は
北
に
赤
を
︑
南
に
白
を
配
置
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
︑﹁
ち
よ
つ

と
考
え
る
と
︑
南
は
赤
で
︑
北
は
白
の
や
う
だ
け
れ
ど
︑
も
つ
と
よ
く
考
え
る

と
︑
明
る
い
南
は
白
い
花
を
咲
か
せ
て
︑
日
蔭
の
北
窓
は
赤
い
花
で
飾
つ
た
方

が
︑
ど
れ
だ
け
い
い
か
し
れ
な
い
わ
︒
さ
う
ね
︑
そ
ん
な
風
に
薔
薇
を
植
ゑ
た
人

は
︑
き
つ
と
芸
術
家
ね
﹂
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
︒
こ
の
益
田
先
生
の
言
葉
か

ら
︑﹁
薔
薇
の
家
﹂
で
は
﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
の
時
よ
り
︑
改
作
に
あ
た
っ
て
川
端

が
花
の
色
の
配
置
に
︑
さ
ら
に
工
夫
を
加
え
た
こ
と
が
分
か
る(

)

︒
25

｢薔
薇
の
家
﹂
に
お
い
て
︑
赤
薔
薇
と
白
薔
薇
が
象
徴
す
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
何

か
︒
益
田
先
生
が
引
っ
越
し
て
き
た
日
︑
光
子
が
先
生
を
﹁
白
薔
薇
の
精
で
は
な

い
の
で
せ
う
か
﹂
と
疑
っ
た
の
は
︑
益
田
先
生
が
﹁
こ
の
世
の
も
の
と
も
思
へ
ぬ

清
ら
か
な
美
し
さ
﹂
だ
か
ら
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
そ
の
後
︑
益
田
先
生
は
﹁
白
薔

薇
の
や
う
に
気
高
い
人
﹂
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
白
薔
薇
は
清
ら
か
さ

と
気
高
さ
と
を
表
す
花
で
あ
る
︒
お
嬢
さ
ん
と
芳
子
と
の
愛
を
暗
示
す
る
詩
の
文

句
は
﹁
百
合
の
花
よ
り
も
白
く
て
︑
女
同
志
の
愛
を
思
は
せ
る
眼
付
の
薔
薇
の
花

よ
﹂
で
あ
り
︑
百
合
は
純
潔
を
表
す
花
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
白
薔
薇
の
清
ら
か
さ

は
こ
こ
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
て
い
る
︒

対
し
て
赤
薔
薇
は
ど
う
か
︒
益
田
先
生
は
先
述
し
た
よ
う
に
﹁
白
薔
薇
の
や
う

に
気
高
い
﹂
人
で
あ
る
と
と
も
に
︑﹁
赤
い
薔
薇
の
や
う
な
女
学
生
ら
し
さ
﹂
も

残
っ
て
い
る
と
描
か
れ
て
い
る
︒
益
田
先
生
が
薔
薇
の
精
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る

シ
ー
ン
で
は
︑﹁
白
薔
薇
の
着
物
を
着
て
︑
赤
薔
薇
の
頬
を
し
て
と
︑
少
女
の
姿

を
い
ろ
い
ろ
心
に
描
い
て
み
る
の
で
し
た
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
頬
と
い
え
ば
︑

益
田
先
生
が
校
長
先
生
に
﹁
あ
な
た
が
薔
薇
に
好
か
れ
た
ん
で
す
よ
﹂
と
言
わ
れ

た
時
︑
益
田
先
生
の
様
子
は
︑﹁
な
に
か
は
に
か
ん
で
︑
頬
を
ほ
ん
の
り
薔
薇
色

に
染
め
な
が
ら
﹂
と
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
先
述
の
通
り
︑
薔
薇
の
家
で
は
南

側
に
白
薔
薇
︑
北
側
に
赤
薔
薇
が
植
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
﹁
日
陰
の
北
窓
は
赤
い

花
で
飾
つ
た
方
が
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
明
る
さ
を
添
え
る
飾
り
と
し
て
も
赤

薔
薇
は
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
赤
薔
薇
は
少
女
ら
し
さ
や
可
愛
ら
し

さ
︑
花
や
か
さ
︑
さ
ら
に
加
え
る
な
ら
頬
に
血
が
通
う
生
気
を
表
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
︒

何
故
薔
薇
を
二
色
に
し
た
の
か
︑
川
端
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
最
も
表
れ
て
い

る
の
は
結
末
部
で
あ
る
︒
こ
の
物
語
は
﹁
益
田
先
生
と
芳
子
と
は
︑
こ
の
時
︑
申

し
合
は
せ
た
や
う
に
︑
涙
に
濡
れ
た
眼
で
薔
薇
の
絵
を
見
上
げ
ま
す
と
︑
北
窓
の

紅
薔
薇
の
な
か
で
駒
鳥
が
︑
美
し
い
夢
の
歌
を
歌
つ
て
を
り
ま
し
た
﹂
と
い
う
一

文
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
︒
美
し
い
夢
の
歌
と
は
︑
益
田
先
生
が
﹁
美
し
い
お

と
ぎ
ば
な
し
﹂
を
信
じ
て
︑
薔
薇
の
精
と
二
人
で
仲
よ
く
︑
い
つ
ま
で
も
薔
薇
の

家
に
暮
す
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
美
し
い
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
が

歌
わ
れ
る
の
は
︑
少
女
ら
し
く
花
や
か
で
︑
生
を
思
わ
せ
る
赤
薔
薇
の
中
が
ふ
さ

わ
し
い
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
安
住
の
王
国
を
作
ろ
う
と
し
て
失
敗
し
た
作
品
で
あ
る
﹁
美
し
き
墓
﹂

を
読
む
と
︑
白
薔
薇
は
死
の
イ
メ
ー
ジ
も
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
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華
々
し
い
葬
式
︱
︱
息
子
に
し
て
や
れ
る
こ
と
は
︑
も
う
そ
れ
し
か
残
つ

て
ゐ
な
い
︒
さ
う
も
考
え
る
程
︑
彼
女
は
片
端
の
子
の
母
で
あ
る
こ
と
に
疲

れ
た
︒
／
せ
め
て
母
の
望
み
通
り
︑
華
々
し
い
葬
式
を
さ
せ
る
た
め
か
の
や

う
に
︑
若
い
領
主
は
こ
と
り
と
死
ん
だ
︒

｢毒
を
飲
ん
だ
ん
だ
さ
う
だ
︒﹂
と
噂
し
な
が
ら
村
人
は
誘
ひ
合
せ
て
悔
み

に
行
つ
た
︒

｢あ
れ
ぢ
や
死
ん
だ
方
が
︑
若
様
も
し
あ
は
せ
だ
べ
︒﹂

そ
の
声
で
門
の
薔
薇
垣
か
ら
︑
女
が
刃
の
や
う
な
顔
を
振
り
上
げ
た
︒
女

社
長
で
あ
つ
た
︒
今
年
初
め
て
咲
い
た
白
薔
薇
で
あ
つ
た
︒
彼
女
は
人
民
共

を
睨
ん
だ
ま
ま
︑
は
ら
は
ら
と
涙
を
落
し
た
︒(

)
26

息
子
の
お
悔
や
み
に
や
っ
て
き
た
村
人
達
を
睨
む
女
社
長
と
共
に
登
場
す
る
の

は
﹁
白
薔
薇
﹂
で
あ
る(

)

︒
27

さ
ら
に
︑
川
端
が
﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
を
テ
ー
マ
と
し
た
他
の
作
品
と
し
て
︑

﹁
ナ
ア
シ
ツ
サ
ス
﹂
︵﹃
若
草
﹄
昭
和
二
年
一
一
月
号
︶(

)

が
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
こ
の
作

28

品
で
は
ギ
リ
シ
ヤ
神
話
に
お
け
る
赤
薔
薇
の
由
来
に
触
れ
て
お
り
︑﹁
ヴ
イ
ナ
ス

が
最
愛
の
美
少
年
ア
ド
ニ
ス
の
危
急
を
救
は
う
と
し
て
︑
夢
中
で
走
つ
た
時
に
︑

雪
白
な
足
を
薔
薇
の
棘
に
ひ
つ
か
け
て
流
し
た
血
の
滴
が
紅
薔
薇
﹂
と
あ
る
︒
赤

薔
薇
に
は
︑
愛
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
よ
り
強
く
表
れ
て
い
る
︒

益
田
先
生
の
こ
と
を
﹁
白
薔
薇
の
精
﹂
と
喩
え
︑
お
嬢
さ
ん
が
﹁
百
合
の
花
よ

り
も
白
く
て
︑
女
同
志
の
愛
を
思
わ
せ
る
薔
薇
の
花
よ
﹂
と
い
う
詩
を
書
き
残
し

た
描
写
を
い
れ
な
が
ら
︑
最
後
は
赤
薔
薇
で
締
め
く
く
っ
た
の
は
︑
白
薔
薇
か
ら

連
想
さ
せ
ら
れ
る
死
や
悲
し
み
の
イ
メ
ー
ジ
を
避
け
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
川
端
は
︑﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
の
清
ら
か
さ
を
描
く
為
に
白
薔
薇
を
用
い
︑

﹁
美
し
い
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
の
達
成
を
明
る
く
飾
る
た
め
に
︑
赤
薔
薇
の
中
で
物

語
を
終
わ
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

｢美
し
い
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
の
永
続
性

｢薔
薇
の
家
﹂
に
は
︑﹁
美
し
い
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
の
永
続
を
描
こ
う
と
し
た
川

端
の
意
図
が
見
ら
れ
る
︒
以
下
に
挙
げ
る
﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
と
の
異
同
が
そ
の
こ

と
の
証
左
と
な
っ
て
い
る
︒

｢薔
薇
の
幽
霊
﹂
結
末
で
は
︑
片
岡
千
代
子
先
生
が
母
親
の
亡
く
な
っ
た
こ
と

を
理
由
に
薔
薇
の
家
を
離
れ
︑
古
里
へ
帰
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
﹁
薔

薇
の
家
﹂
で
は
益
田
先
生
が
﹁
薔
薇
の
少
女
と
二
人
で
︑
仲
よ
く
︑
い
つ
ま
で
も

薔
薇
の
家
に
暮
す
こ
と
よ
﹂
と
宣
言
し
て
お
り
︑
美
し
き
女
教
師
が
薔
薇
の
家
を

離
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
︑
と
い
う
展
開
が
変
更
さ
れ
て
い
る
︒

季
節
を
春
に
設
定
し
て
い
る
点
は
両
作
に
共
通
し
て
い
る
が
︑﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂

に
お
い
て
は
︑
冒
頭
部
は
﹁
こ
の
山
峡
に
河
鹿
が
な
き
︑
石
楠
花
が
咲
け
ば
春
の

闌
で
す
︒
︵
中
略
︶
昔
な
が
ら
の
日
本
の
笛
を
吹
く
や
う
な
そ
の
声
は
︑
春
よ
り

も
秋
に
ふ
さ
は
し
い
気
が
し
ま
す
﹂︑
結
末
部
で
は
﹁
け
れ
ど
も
︑
薔
薇
が
散
つ

て
︑
夏
が
去
る
や
う
に
︑
秋
が
来
て
山
川
の
鮎
が
海
へ
下
つ
て
行
く
や
う
に
﹂

と
︑
秋
を
匂
わ
せ
る
表
現
が
描
か
れ
て
い
る
︒

対
し
て
︑﹁
薔
薇
の
家
﹂
に
は
﹁
秋
﹂
と
い
う
言
葉
が
登
場
せ
ず
︑
薔
薇
が
散

る
描
写
が
な
い
︒
女
子
児
童
光
子
と
雪
子
は
︑
第
一
節
で
は
尋
常
五
年
生
と
さ
れ

て
い
る
が
︑
第
三
節
で
は
六
年
生
に
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
作
中
で
は
一
年
の
時

間
が
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
本
作
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
﹁
一
年
中

で
一
番
楽
し
い
時
﹂
で
あ
る
春
の
季
節
の
み
な
の
で
あ
る
︒

益
田
先
生
が
薔
薇
の
精
と
い
つ
ま
で
も
暮
ら
し
続
け
る
と
芳
子
に
宣
言
す
る

点
︑
薔
薇
の
散
ら
な
い
春
の
季
節
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
点
か
ら
も
︑
こ
の
作
品

で
︑
愛
の
象
徴
で
あ
る
薔
薇
の
精
の
永
遠
の
生
︑﹁
美
し
い
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
の

永
続
を
描
こ
う
と
し
た
川
端
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
︒

川
端
康
成
﹁
薔
薇
の
家
﹂
論

一
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美
し
い
夢
の
歌
を
歌
う
駒
鳥

赤
薔
薇
の
中
で
物
語
が
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
作
品
を
明
る
さ
で
飾
る

た
め
で
あ
る
が
︑
そ
の
赤
薔
薇
の
中
で
駒
鳥
が
夢
の
歌
を
歌
っ
て
い
る
と
い
う
点

も
重
要
で
あ
る
︒
こ
の
結
末
部
を
︑
他
の
川
端
文
学
の
結
末
と
比
較
し
て
み
る

と
︑
こ
の
小
説
で
明
る
さ
を
描
こ
う
と
し
た
川
端
の
意
図
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
︒

先
ほ
ど
も
取
り
上
げ
た
﹁
東
京
の
人
﹂
で
は
︑
敬
子
の
夢
の
中
︑
白
い
ク
ラ
イ

ミ
ン
グ
・
ロ
オ
ズ
の
も
と
行
わ
れ
た
敬
子
と
昭
男
の
愛
の
交
歓
は
︑
鶯
の
死
に

よ
っ
て
悪
夢
へ
と
転
じ
て
い
る
︒
現
実
の
二
人
の
結
末
も
ま
た
別
離
で
あ
っ
た
︒

他
に
鳥
の
姿
が
結
末
を
暗
示
す
る
作
品
と
し
て
﹁
愛
﹂
︵
前
半
部
を
﹁
愛
﹃
オ
ー

ル
読
物
﹄
昭
和
一
三
年
七
月
号
︑
後
半
部
﹁
大
牡
丹
﹂﹃
新
女
苑
﹄
昭
和
一
四
年
一
月

号
︶(

)

が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
の
作
品
は
妹
と
姉
︑
姉
の
恋
人
を
巡
る
三
角
関
係
を
描

29
い
て
い
る
︒
妹
と
姉
は
心
中
し
よ
う
と
す
る
が
︑
姉
だ
け
が
生
き
延
び
る
︒
姉
の

前
で
︑
永
遠
の
処
女
の
肌
の
よ
う
に
き
れ
い
な
鳥
で
あ
る
大
牡
丹
が
︑
飼
い
主
に

促
さ
れ
て
も
鳴
か
な
か
っ
た
と
い
う
シ
ー
ン
が
結
末
で
描
か
れ
て
い
る
︒
妹
の

﹁
︵
愛
に
つ
い
て
の
︶
美
し
い
物
語
﹂
と
心
中
し
よ
う
と
し
た
が
︑
結
果
と
し
て
生

き
延
び
た
姉
の
図
々
し
さ
を
感
じ
と
っ
て
︑
大
牡
丹
は
鳴
か
な
い
の
で
あ
る
︒
そ

れ
ら
と
比
較
す
る
と
︑
駒
鳥
が
美
し
く
歌
っ
て
い
る
姿
で
終
わ
る
﹁
薔
薇
の
家
﹂

は
幸
福
の
印
象
を
与
え
る
︒

結川
端
が
﹁
薔
薇
の
家
﹂
よ
り
二
年
前
に
︑
同
じ
く
愛
の
﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
を

描
い
た
作
品
と
し
て
︑﹁
抒
情
歌
﹂
︵﹃
中
央
公
論
﹄
昭
和
七
年
二
月
号
︶(

)

が
挙
げ
ら
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れ
る
︒
語
り
手
の
龍
枝
は
︑
自
身
が
紡
ぎ
あ
げ
た
愛
の
﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
を

語
っ
て
い
る
が
︑
彼
女
自
身
が
そ
の
﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
を
全
面
的
に
肯
定
す
る

こ
と
が
出
来
て
い
な
い
姿
を
描
い
て
物
語
は
終
わ
っ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て

﹁
薔
薇
の
家
﹂
で
は
︑﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
を
信
じ
る
益
田
先
生
の
姿
を
描
き
︑
明

る
く
物
語
を
終
わ
ら
せ
て
い
る
︒

こ
の
二
作
品
の
違
い
の
一
つ
は
︑
悲
し
み
の
描
き
方
に
あ
る
︒﹁
抒
情
歌
﹂
で

は
︑
恋
人
を
失
っ
た
こ
と
の
悲
し
み
が
作
品
の
基
調
を
な
し
て
い
る
︒
し
か
し

﹁
薔
薇
の
家
﹂
で
は
︑
お
嬢
さ
ん
を
失
っ
た
芳
子
の
悲
し
み
は
︑
益
田
先
生
に
お

嬢
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
と
き
の
﹁
寂
し
そ
う
に
う
な
だ
れ
﹂

た
様
子
の
み
で
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
︒﹁
薔
薇
の
家
﹂
は
悲
し
み
を
強
調
せ
ず
︑

美
し
く
幸
福
な
﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る

作
品
で
あ
る
︒

川
端
康
成
は
﹁
少
女
と
文
芸
﹂
︵﹃
若
草
﹄
大
正
一
五
年
三
月
号
︶
で
︑
少
女
の
持

つ
べ
き
理
想
の
愛
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

こ
の
﹁
み
ん
な
尤
も
だ
﹂
と
云
ふ
気
持
︑
文
芸
を
味
ふ
人
々
に
は
一
度
は

そ
こ
へ
行
着
け
る
喜
び
を
持
つ
と
︑
私
は
考
へ
て
ゐ
る
︒
小
説
や
戯
曲
を
読

む
者
は
︑
作
者
や
作
中
の
人
物
と
共
に
各
種
各
様
の
思
想
を
生
活
し
経
験
を

生
活
す
る
︒
︵
中
略
︶
か
う
し
た
風
に
︑
世
界
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
に

対
し
て
︑
理
解
か
ら
生
れ
た
同
情
を
注
ぎ
得
る
や
う
に
な
る
こ
と
は
︑
文
芸

に
よ
つ
て
授
か
る
有
難
い
人
間
開
眼
で
あ
る
︒
こ
の
正
し
い
愛
が
あ
つ
て
︑

初
め
て
自
然
人
生
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
︒
ま
た
翻
つ
て
︑
自

分
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
︒
殊
に
世
界
の
母
な
る
女
性
に
と
つ
て
は
︑
こ
の

広
や
か
な
愛
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
︒(

)
31

優
し
い
愛
の
象
徴
と
し
て
の
薔
薇
の
精
と
︑
そ
の
存
在
の
永
続
を
描
く
本
作

は
︑﹁
み
ん
な
尤
も
だ
﹂
と
い
う
﹁
同
情
﹂
か
ら
な
る
﹁
広
や
か
な
愛
﹂
と
い
う

考
え
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と
も
い
え
る
︒
﹁
女
同
志
の
愛
﹂
を
主

軸
と
す
る
こ
と
に
加
え
て
︑
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
愛
情
関
係
を
描
い
た
こ
と
も
︑
そ

一
〇
二
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の
意
図
に
拠
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
愛
﹂
を
描
く
に
あ
た
り
︑
家
族
へ
の
い
た
わ

り
・
教
師
へ
の
憧
れ
・﹁
女
同
志
の
愛
﹂・
小
鳥
へ
の
慈
愛
と
︑
具
体
的
な
対
象
へ

の
愛
情
を
重
ね
合
わ
せ
て
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
読
者
で
あ
る
少
女
た
ち
に
﹁
各

種
各
様
の
思
想
の
生
活
を
経
験
﹂
さ
せ
︑
各
々
の
愛
の
そ
れ
ぞ
れ
の
美
し
さ
を
示

そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か(

)

︒
32

｢薔
薇
の
家
﹂
で
は
悲
し
み
の
描
写
は
あ
え
て
避
け
ら
れ
︑
愛
の
肯
定
的
な
側

面
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
︒
本
作
は
︑
各
種
各
様
の
﹁
愛
﹂
の
明
る
く
優
し
い
面

を
特
に
﹁
美
し
い
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
と
し
て
形
象
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
少
女
に
向
け
た
小
説
に
つ
い
て
︑
川
端
は
﹃
世
界
少
年
少
女
文
学
全

集
﹄
︵
昭
和
三
三
年
三
月
︶
の
跋
文
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

は
じ
め
て
少
女
の
た
め
の
小
説
を
書
い
た
の
は
︑﹃
乙
女
の
港
﹄
な
の
で

す
が
︑
も
う
二
十
年
近
い
む
か
し
の
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
の
小
説
も
︑
こ

の
万
葉
姉
妹
も
そ
う
で
す
が
︑
純
粋
に
人
を
愛
す
る
こ
と
の
む
な
し
さ
︑
美

し
さ
に
︑
作
者
の
気
持
が
た
か
ぶ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
︒
ま
た
︑
こ
の
よ
う

な
す
な
お
な
愛
の
世
界
に
身
を
お
く
の
は
︑
と
く
に
︑
あ
り
そ
う
も
な
い
こ

と
や
︑
ひ
み
つ
な
運
命
に
︑
興
味
を
し
め
す
の
で
は
な
く
︑
言
っ
て
み
る

と
︑
作
者
の
も
の
の
見
か
た
︑
も
の
の
考
え
方
に
︑
あ
る
一
つ
の
め
が
ね
を

か
け
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
︒
修
業
の
一
つ
の
方
法
で
あ
り
︑
こ
う
い
う

心
の
門
を
通
っ
て
み
る
ま
で
な
の
で
す
︒(

)
33

少
女
の
た
め
に
書
か
れ
た
﹁
薔
薇
の
家
﹂
も
ま
た(

)

︑﹁
純
粋
に
人
を
愛
す
る
﹂

34

﹁
す
な
お
な
愛
の
世
界
﹂
に
身
を
お
い
て
書
か
れ
︑
ゆ
え
に
こ
そ
︑
死
や
別
離
に

よ
っ
て
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
優
し
い
愛
＝
﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
へ
の
全
面
的
な

肯
定
を
創
作
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

｢薔
薇
の
家
﹂
は
︑
川
端
文
学
に
お
け
る
愛
の
﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
が
実
現
を

示
す
こ
と
の
で
き
た
作
品
と
し
て
︑
こ
こ
に
提
示
し
て
お
き
た
い
︒

付
記

・
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
︑
引
用
元
の
ル
ビ
は
省
略
し
て
い
る
︒
本
文
や
引
用

資
料
の
改
行
は
﹁
／
﹂
で
表
記
し
て
い
る
︒
傍
線
は
全
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ

る
︒﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
は
註
記
が
な
い
限
り
︑
昭
和
五
六
年
一
〇
月
～
昭
和
五

九
年
五
月
に
新
潮
社
か
ら
発
刊
さ
れ
た
三
七
巻
本
を
用
い
て
い
る
︒

・
本
稿
は
︑
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
第
一
五
九
回
研
究
例
会
︵
令
和
三
年
四
月

一
一
日
︑
於
・
立
命
館
大
学
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
︶
に
お
い
て
﹁
川
端
康
成
﹁
薔
薇
の

家
﹂
論
︱
︱
美
し
い
お
と
ぎ
ば
な
し
の
実
現
を
め
ぐ
る
論
考
︑
或
い
は
永
遠
の
愛

の
可
能
性
に
つ
い
て
︱
︱
﹂
と
題
し
口
頭
発
表
を
行
い
︑
修
士
論
文
﹁
川
端
康
成

文
学
に
お
け
る
﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
論
︱
﹁
薔
薇
の
家
﹂
を
中
心
に
︱
﹂
と
し
て

ま
と
め
︑
更
に
加
筆
・
修
整
し
た
も
の
で
あ
る
︒

︻
参
考
文
献
︼

・
巌
谷
小
波
﹁
愛
の
光
﹂
︵
﹃
少
女
世
界
﹄
明
治
三
九
年
一
一
月
号
︶

・
大
橋
清
秀
﹁
川
端
康
成
と
少
女
小
説
﹂
︵
﹃
論
究
日
本
文
学
﹄
昭
和
三
〇
年
一
一
月
号
︶

・
久
米
依
子
﹃﹁
少
女
小
説
﹂
の
生
成

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
世
紀
﹄
青
弓
社
︑

平
成
二
五
年
六
月

・
居
初
庫
太
﹃
花
の
歳
時
記
﹄
淡
交
社
︑
昭
和
四
三
年
三
月

・
小
林
一
郎
﹁
川
端
康
成
と
児
童
文
学
︱
︱
少
年
少
女
小
説
を
含
む
︱
︱
﹂︵﹃
文
学
論
藻
﹄
第

五
三
号
︑
昭
和
五
三
年
一
二
月
︶

・
小
林
芳
仁
﹃
川
端
康
成
の
世
界
︱
︱
美
と
仏
教
と
児
童
文
学
と
︱
︱
﹄
双
文
社
出
版
︑
昭
和

六
〇
年
一
二
月

・
坂
本
越
郎
訳
﹃
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
︱
︱
薔
薇
︱
︱
﹄
国
立
書
院
︑
昭
和
二
三
年
一
〇
月

・
佐
藤
真
衣
﹁
川
端
康
成
と
少
女
小
説
：
﹃
小
公
女
の
翻
訳
か
ら
み
る
川
端
の
目
指
し
た
少
女

小
説
﹄︵﹃
富
大
比
較
文
学
﹄
第
四
号
︑
平
成
二
三
年
一
二
月
︶

・
張
競
﹁
恋
の
心
象
と
し
て
の
薔
薇

佐
藤
春
夫
の
﹁
薔
薇
を
つ
め
ば
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵
﹃
近

代
日
本
の
翻
訳
文
化
﹄
中
央
公
論
社
︑
平
成
六
年
一
月
︶

川
端
康
成
﹁
薔
薇
の
家
﹂
論

一
〇
三
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・
中
嶋
展
子
﹁
川
端
康
成
﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
と
博
文
館
﹁
少
女
世
界
﹂﹂︵﹃
川
端
文
学
へ
の
視

界

川
端
文
学
研
究

2
0
0
8﹄
銀
の
鈴
社
︑
平
成
二
〇
年
六
月
︶

・
中
嶋
展
子
﹃
川
端
文
学
の
﹁
を
さ
な
ご
こ
ろ
﹂
と
﹁
む
す
め
ご
こ
ろ
﹂
︱
︱
昭
和
八
年
を
中

心
に
︱
︱
﹄
龍
書
房
︑
平
成
二
五
年
二
月

・
長
谷
川
潮
﹃
少
女
た
ち
へ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
﹄
梨
の
木
舎
︑
平
成
二
四
年
二
月

・
羽
鳥
徹
哉
﹁
川
端
康
成
解
説
﹂︵﹃
日
本
児
童
文
学
大
系
﹄
第
二
三
巻
︑
ほ
る
ぷ
出
版
︑
昭
和

五
四
年
一
〇
月
︶

・
古
谷
綱
武
﹁
川
端
さ
ん
の
少
女
小
説
に
見
る
日
本
の
生
活
﹂︵﹃
児
童
文
芸
﹄
第
一
四
巻
四

号
︑
昭
和
四
四
年
三
月
︶

・
本
田
和
子
﹁﹁
ひ
ら
ひ
ら
﹂
の
系
譜
︱
︱
少
女
︑
こ
の
境
界
な
る
も
の
﹂︵﹃
異
文
化
と
し
て

の
子
ど
も
﹄
筑
摩
書
房
︑
平
成
四
年
一
二
月
︶

・
吉
屋
信
子
﹁
同
性
を
愛
す
る
幸
い
﹂﹃
憧
れ
知
る
頃
﹄
交
蘭
社
︑
大
正
一
二
年
︵﹃
返
ら
ぬ
日

吉
屋
信
子
少
女
小
説
選
②
﹄
ゆ
ま
に
書
房
︑
平
成
一
五
年
五
月
︶

・﹃
川
端
康
成
全
作
品
研
究
事
典
﹄
勉
誠
出
版
︑
平
成
一
〇
年
六
月

・﹁﹁
歌
劇
学
校
﹂
の
川
端
康
成
先
生
︱
︱
小
鳥
の
訪
れ
る
日
に
︱
︱
﹂︵﹃
ひ
ま
わ
り
﹄
ヒ
マ
ワ

リ
社
︑
昭
和
二
四
年
六
月
︶

・﹃
少
女
倶
楽
部
﹄
昭
和
八
年
一
月
号
～
五
月
号
︑
七
月
号
︑
八
月
号
・
昭
和
九
年
一
月
号
・

五
月
号
～
一
一
月
号

・﹃
少
女
の
友
﹄
昭
和
八
年
六
月
号
︑
九
月
号
︑
一
〇
月
号
・
昭
和
九
年
一
月
号
～
四
月
号
︑

六
月
号
︑
七
月
号
︑
一
一
月
号

・﹃
少
女
小
説
事
典
﹄
東
京
堂
出
版
︑
平
成
二
七
年
三
月

注(

)
新
潮
社
﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
第
一
九
巻
︵
昭
和
五
六
年
一
一
月
︶
に
収
め
ら
れ
て
お
り
︑

1

底
本
は
初
収
録
﹃
乙
女
の
港
﹄
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
決
定
稿
を
﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
第

一
九
巻
に
収
録
さ
れ
た
﹁
薔
薇
の
家
﹂
と
す
る
︒
ま
た
︑
平
成
に
入
っ
て
﹃
乙
女
の
港
﹄

復
刻
版
が
出
版
さ
れ
︵
実
業
之
日
本
社
︑
平
成
二
三
年
一
二
月
︶︑
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た

﹁
薔
薇
の
家
﹂
を
も
と
に
︑
小
沢
真
理
に
よ
っ
て
﹁
薔
薇
の
家
﹂
を
原
作
と
し
た
短
編
漫

画
が
描
か
れ
て
い
る
︵﹃
コ
ー
ラ
ス
﹄
平
成
二
四
年
号
特
大
付
録
で
あ
る
﹃
乙
女
こ
ー
ら

す
﹄
収
録
︶︒

(

)
初
出
時
は
父
親
や
母
親
の
呼
称
が
﹁
お
父
さ
ん
﹂﹁
お
母
さ
ん
﹂
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑

2

初
刊
本
収
録
時
に
は
す
べ
て
﹁
お
父
さ
ま
﹂﹁
お
母
さ
ま
﹂
と
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
︒

(

)
｢薔
薇
の
幽
霊
﹂︵﹃
少
女
世
界
﹄
第
二
二
巻
第
一
〇
号
︑
昭
和
二
年
一
〇
月
号
︶︵﹃
川
端

3

康
成
全
集
﹄
第
一
九
巻
収
録
︶

(

)
中
嶋
展
子
﹁
川
端
康
成
﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
と
博
文
館
﹁
少
女
世
界
﹂﹂
︵﹃
川
端
文
学
へ
の

4

視
界

川
端
文
学
研
究

2
0
0
8﹄
銀
の
鈴
社
︑
平
成
二
〇
年
六
月
︶

(

)
中
嶋
展
子
﹁﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
と
博
文
館
﹁
少
女
世
界
﹂﹂
︵
中
嶋
展
子
﹃
川
端
文
学
の

5

﹁
を
さ
な
ご
こ
ろ
﹂
と
﹁
む
す
め
ご
こ
ろ
﹂
︱
︱
昭
和
八
年
を
中
心
に
︱
︱
﹄
龍
書
房
︑

平
成
二
五
年
二
月
︶

(

)
古
谷
綱
武
﹁
川
端
さ
ん
の
少
女
小
説
に
見
る
日
本
の
生
活
﹂
︵﹃
児
童
文
芸
﹄
第
一
四
巻

6

四
号
︑
昭
和
四
四
年
三
月
︶・
羽
鳥
徹
哉
﹁
川
端
康
成
解
説
﹂
︵﹃
日
本
児
童
文
学
大
系
﹄

第
二
三
巻
︑
ほ
る
ぷ
出
版
︑
昭
和
五
四
年
一
〇
月
︶・
小
林
芳
仁
﹁
川
端
康
成
の
児
童
文

学
﹂︵
小
林
芳
仁
﹃
川
端
康
成
の
世
界
︱
︱
美
と
仏
教
と
児
童
文
学
と
︱
︱
﹄
双
文
社
出

版
︑
昭
和
六
〇
年
一
二
月
︶
・
吉
田
秀
樹
﹁
薔
薇
の
家
・
研
究
展
望
﹂
︵
﹃
川
端
康
成
全
作

品
研
究
事
典
﹄
勉
誠
出
版
︑
平
成
一
〇
年
六
月
︶
・
佐
藤
真
衣
﹁
川
端
康
成
と
少
女
小

説
：﹃
小
公
女
の
翻
訳
か
ら
み
る
川
端
の
目
指
し
た
少
女
小
説
﹄︵
﹃
富
大
比
較
文
学
﹄
第

四
号
︑
平
成
二
三
年
一
二
月
︶

(

)
川
端
が
﹁
お
伽
噺
﹂﹁
お
と
ぎ
ば
な
し
﹂
と
い
う
語
を
用
い
た
作
品
の
一
覧
を
︑
管
見
の

7

限
り
以
下
に
挙
げ
る
︒

｢彼
女
の
盛
装
﹂
︵﹃
新
小
説
﹄
大
正
一
五
年
九
月
号
︶・
﹁
海
の
火
祭
﹂
︵﹃
中
外
商
業
新

報
﹄
昭
和
二
年
八
月
一
三
日
～
一
二
月
二
四
日
︶・
﹁
ナ
ア
シ
ツ
サ
ス
﹂
︵
﹃
若
草
﹄
昭
和

二
年
一
一
月
号
︶
・
﹁
浅
草
紅
団
﹂
一
九
・
二
〇
︵
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
夕
刊
︑
昭
和
五
年

一
月
一
七
日
・
一
九
日
︶・
﹁
絵
の
匂
ひ
か
ら
﹂
︵
﹃
若
草
﹄
昭
和
五
年
一
月
号
～
昭
和
五

年
六
月
号
︶・﹁
水
族
館
の
踊
子
﹂︵﹃
新
青
年
﹄
昭
和
五
年
四
月
号
︶
・
﹁
水
仙
﹂
︵﹃
新
潮
﹄

昭
和
六
年
一
〇
月
号
︶・﹁
父
母
へ
の
手
紙
﹂
第
一
信
︵﹃
若
草
﹄
昭
和
七
年
一
月
号
︶・

﹁
抒
情
歌
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄
昭
和
七
年
二
月
号
︶・
﹁
薔
薇
の
家
﹂︵﹃
少
女
倶
楽
部
﹄
昭
和

九
年
二
月
号
︶
・﹁
花
の
ワ
ル
ツ
﹂︵
﹃
改
造
﹄
昭
和
一
一
年
四
月
号
・
五
月
号
︑﹃
文
學

界
﹄
昭
和
一
一
年
七
月
号
︑
﹃
文
藝
﹄
昭
和
一
二
年
一
月
号
︶
・﹁
乙
女
の
港
﹂︵
﹃
少
女
の

友
﹄
昭
和
一
二
年
六
月
号
～
昭
和
一
三
年
三
月
号
︶
・
﹁
女
性
開
眼
﹂︵
﹃
報
知
新
聞
﹄
昭

和
一
一
年
一
二
月
一
一
日
～
昭
和
一
二
年
七
月
二
三
日
︶・
﹁
金
塊
﹂
︵﹃
改
造
﹄
昭
和
一

三
年
四
月
号
︶・
﹁
東
京
の
人
﹂
︵﹃
北
海
道
新
聞
﹄﹃
中
部
日
本
新
聞
﹄
﹃
西
日
本
新
聞
﹄

昭
和
二
九
年
五
月
二
〇
日
～
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
一
〇
日
︶

(

)
益
田
先
生
は
︑
薔
薇
の
家
が
二
年
も
三
年
も
空
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
信
じ
ら
れ
な
い
と

8

い
う
こ
と
を
示
す
の
に
︑
﹁
住
む
人
の
愛
の
呼
吸
が
︑
部
屋
に
こ
も
つ
て
ゐ
る
や
う
だ
つ

た
わ
︒
や
さ
し
い
人
の
声
が
︑
押
入
の
な
か
か
ら
で
も
︑
聞
え
て
来
さ
う
な
気
が
し
た

わ
﹂
と
︑
愛
と
優
し
さ
と
を
並
べ
て
い
る
︒

(

)
張
競
﹁
恋
の
心
象
と
し
て
の
薔
薇

佐
藤
春
夫
の
﹁
薔
薇
を
つ
め
ば
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂

9

︵﹃
近
代
日
本
の
翻
訳
文
化
﹄
中
央
公
論
社
︑
平
成
六
年
一
月
︶

(

)
坂
本
越
郎
訳
﹃
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
︱
︱
薔
薇
︱
︱
﹄
︵
国
立
書
院
︑
昭
和
二
三
年
一
〇

10

一
〇
四
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月
︶
に
お
い
て
︑
訳
者
で
あ
る
坂
本
越
郎
は
︑﹁
こ
の
世
の
中
で
一
番
気
高
く
美
し
い
も

の
を
求
め
て
︑
自
分
の
持
つ
て
い
る
一
番
良
い
も
の
﹂
と
し
て
︑
利
他
の
心
の
美
し
さ

を
描
い
た
薔
薇
の
童
話
を
掲
載
し
て
い
る
︒
薔
薇
は
﹁
美
し
い
愛
と
詩
の
花
束
﹂
で
あ

る
と
し
て
い
る
︒
マ
ド
ン
ナ
と
キ
リ
ス
ト
と
を
連
想
さ
せ
る
﹁
世
界
で
一
番
美
し
い
薔

薇
﹂
や
︑﹁
み
ん
な
神
様
が
わ
た
し
に
下
さ
っ
た
も
の
﹂
と
い
う
信
条
か
ら
生
じ
た
利
他

心
を
描
く
﹁
か
た
つ
む
り
と
薔
薇
の
木
﹂
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

(

)
吉
田
絃
二
郎
﹁
白
薔
薇
﹂︵﹃
少
女
倶
楽
部
﹄
昭
和
八
年
六
月
号
︶
で
は
︑
優
し
さ
と
養

11

父
へ
の
愛
情
ゆ
え
に
亡
く
な
る
少
女
が
描
か
れ
て
い
る
︒﹃
少
女
の
友
﹄
に
お
い
て
は
︑

蕗
谷
虹
児
が
﹁
虹
児
の
描
く
絵
は
︑
い
つ
も
寂
し
く
︑
春
の
絵
を
描
い
て
い
て
も
そ
れ

は
結
局
秋
の
絵
で
し
か
な
い
﹂
と
定
評
さ
れ
た
と
述
べ
︑
そ
れ
は
暗
く
淋
し
い
自
分
の

過
去
の
せ
い
で
あ
ろ
う
と
説
明
す
る
︒
そ
し
て
そ
の
随
筆
の
末
尾
で
﹁
世
の
中
で
一
番

美
し
い
も
の
は
︑
薔
薇
と
少
女
だ
と
僕
は
信
じ
て
ゐ
る
︒
い
つ
の
ま
に
か
僕
は
世
の
多

く
の
少
女
の
た
め
に
︑
最
も
美
し
い
絵
を
描
き
た
い
と
そ
れ
ば
か
り
を
願
ふ
画
家
と
な

つ
た
﹂
と
︑
自
分
の
絵
の
淋
し
さ
と
少
女
と
薔
薇
と
を
結
び
付
け
て
い
る
︵﹁
秋
の
絵

巻
﹂︵﹃
少
女
の
友
﹄
昭
和
八
年
一
〇
月
号
︶︒
内
山
基
の
﹁
紅
い
薔
薇
﹂︵﹃
少
女
の
友
﹄

昭
和
九
年
六
月
号
︶
は
友
情
の
裏
切
り
の
痛
み
と
そ
れ
に
対
す
る
複
雑
な
乙
女
心
を
描

い
て
お
り
︑
紅
薔
薇
は
二
人
の
愛
の
思
い
出
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
︒

(

)
こ
の
詩
の
出
典
は
レ
ミ
・
ド
ゥ
・
グ
ル
モ
ン
﹁
薔
薇
連
禱
﹂︵
上
田
敏
訳
﹃
牧
羊
神
﹄
金

12

雄
文
淵
堂
︑
大
正
九
年
一
〇
月
︶
で
あ
る
と
︑
中
嶋
展
子
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒﹁
薔

薇
連
禱
﹂
に
お
い
て
薔
薇
が
偽
善
的
に
う
た
わ
れ
た
箇
所
を
引
か
ず
︑
川
端
が
﹁
女
同

志
の
愛
﹂
を
よ
り
強
調
し
た
詩
と
し
て
こ
れ
を
用
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒︵
中
嶋

展
子
﹁
川
端
康
成
﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
と
博
文
館
﹁
少
女
世
界
﹂﹂
平
成
二
五
年
二
月
前

掲
︶

(

)
大
正
期
か
ら
昭
和
前
期
の
﹁
少
女
小
説
﹂
で
は
︑
少
女
同
志
の
親
密
な
関
係
を
描
く
物

13

語
が
多
く
あ
り
︑
人
気
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ら
の
関
係
は
﹁
エ
ス
﹂
と
呼
ば
れ
︑
川
端
の

少
女
小
説
で
も
﹁
乙
女
の
港
﹂﹁
花
日
記
﹂︵
ど
ち
ら
も
﹃
少
女
の
友
﹄
掲
載
︶
で
物
語

の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
エ
ス
の
関
係
で
あ
る
︒
久
米
依
子
は
﹁﹁
シ
ス
タ
ー
﹂
と
い

う
呼
称
も
︑
一
九
一
〇
年
代
︵
明
治
末
か
ら
大
正
前
半
期
︶
の
少
女
雑
誌
中
に
散
見
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
︒︵
中
略
︶﹁
シ
ス
タ
ー
﹂
は
ま
た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
エ
ス
﹂
と
い
う
略

語
を
派
生
さ
せ
︑﹁
エ
ス
﹂
は
女
学
生
同
士
が
恋
愛
の
よ
う
に
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
を
深
め

る
仲
を
隠
語
的
に
指
す
よ
う
に
な
る
が
︑
そ
う
し
た
関
係
性
も
﹁
少
女
雑
誌
﹂
で
は
暗

に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒︵
久
米
依
子
﹃﹁
少
女
小
説
﹂

の
生
成

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
世
紀
﹄
青
弓
社
︑
平
成
二
五
年
六
月
︶

(

)
｢﹁
歌
劇
学
校
﹂
の
川
端
康
成
先
生
︱
︱
小
鳥
の
訪
れ
る
日
に
︱
︱
﹂︵﹃
ひ
ま
わ
り
﹄
昭

14

和
二
四
年
六
月
号
︶

(

)
古
谷
綱
武
﹁
川
端
さ
ん
の
少
女
小
説
に
見
る
日
本
の
生
活
﹂
・
小
林
芳
仁
﹁
川
端
康
成
の

15

児
童
文
学
﹂・
中
嶋
展
子
﹁
川
端
康
成
﹁
薔
薇
の
幽
霊
﹂
と
博
文
館
﹁
少
女
世
界
﹂﹂
前

掲

(

)
川
端
康
成
﹁
伊
豆
温
泉
記
﹂﹃
改
造
﹄
昭
和
四
年
二
月
号
︵﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
第
二
六

16

巻
︶

｢伊
豆
に
は
︑
椿
の
花
︑
蜜
柑
類
︑
鰹
船
︑
石
楠
花
︑
海
の
色
︑
鹿
︑
植
物
の
暖
国
的
な

繁
茂
︑
河
鹿
︱
︱
︒
／
石
楠
花
は
高
山
植
物
だ
が
︑
天
城
で
は
南
国
的
に
花
を
開
く
︒

熱
海
の
区
裁
判
所
の
庭
に
は
︑
サ
ボ
テ
ン
が
私
の
頭
よ
り
高
く
︑
熱
帯
的
な
ふ
て
ぶ
て

し
い
茂
り
や
う
だ
﹂

(

)
川
端
康
成
﹁
駒
鳥
温
泉
﹂
︵
﹃
少
女
倶
楽
部
﹄
昭
和
一
〇
年
二
月
号
︶
︵
﹃
川
端
康
成
全
集
﹄

17

第
一
九
巻
︶

(

)
川
端
康
成
﹁
椿
﹂︵﹃
創
作
時
代
﹄
昭
和
三
年
三
月
号
︶︵﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
第
二
巻
︶

18(

)
﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
第
二
巻
﹁
解
題
﹂
よ
り
︒

19(

)
居
初
庫
太
﹃
花
の
歳
時
記
﹄
︵
淡
交
社
︑
昭
和
四
三
年
三
月
︶
に
拠
る
と
︑
椿
は
春
の
代

20

表
花
で
あ
る
︒
花
期
は
二
月
～
三
月
で
あ
る
が
︑
温
暖
な
伊
豆
で
は
も
っ
と
は
や
い
時

期
に
咲
く
︒
ま
た
︑
日
本
で
は
古
く
か
ら
馴
染
み
の
深
い
花
で
あ
る
︒
し
か
し
万
葉
集

の
時
代
に
登
場
し
︑
そ
の
後
再
注
目
さ
れ
る
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
︑

椿
は
貴
族
文
化
の
み
や
び
さ
と
は
縁
の
薄
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

(

)
川
端
康
成
﹁
美
し
き
墓
﹂
︵﹃
新
潮
﹄
昭
和
四
年
三
月
号
︶
︵﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
第
三
巻
︶

21(

)
川
端
康
成
﹁
東
京
の
人
﹂
︵﹁
北
海
道
新
聞
﹂﹁
中
部
日
本
新
聞
﹂
﹁
西
日
本
新
聞
﹂
昭
和

22

二
九
年
五
月
～
三
〇
年
一
〇
月
︶︵﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
第
一
四
巻
︑
第
一
五
巻
︶

(

)
川
端
康
成
﹁
伊
豆
の
娘
﹂
︵
﹃
婦
人
公
論
﹄
大
正
一
四
年
八
月
号
︶︵﹃
川
端
康
成
全
集
﹄

23

第
二
六
巻
︶

(

)
川
端
は
︑﹁
湯
ヶ
島
で
の
思
ひ
出
﹂︵
未
発
表
︶
に
﹁
湯
ヶ
島
は
そ
ん
な
に
物
寂
び
て
い

24

る
﹂
と
書
き
︑
そ
れ
を
﹁
独
影
自
命
﹂
に
写
し
て
い
る
︒
︵
川
端
康
成
﹁
独
影
自
命
﹂

︵
一
六
巻
本
﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
跋
文
︑
昭
和
二
三
年
五
月
～
昭
和
二
九
年
四
月
︶︵
﹃
川

端
康
成
全
集
﹄
第
三
三
巻
収
録
︶

(

)
｢東
京
の
人
﹂
で
は
︑
登
場
す
る
薔
薇
の
色
が
︑
ピ
ン
ク
や
黒
︑
オ
レ
ン
ジ
黄
等
で
あ

25

り
︑﹁
花
の
い
ろ
や
花
の
形
が
︑
ば
ら
ほ
ど
多
種
多
様
な
花
は
な
い
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い

る
︒
薔
薇
に
様
々
な
色
が
あ
る
こ
と
は
川
端
も
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
そ
の

上
で
﹁
薔
薇
の
家
﹂
で
は
薔
薇
が
赤
と
白
の
二
色
で
あ
る
の
は
︑
川
端
の
意
図
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
︒

(

)
川
端
康
成
﹁
美
し
き
墓
﹂
前
掲

26(

)
註
(

)
に
挙
げ
た
坂
本
越
郎
訳
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
︑
﹁
世
界
で
一
番
美
し
い
薔
薇
﹂

27

10

に
お
い
て
︑
白
薔
薇
は
病
気
の
王
子
の
回
復
を
祈
る
女
王
の
悲
し
み
と
結
び
付
け
て
語

川
端
康
成
﹁
薔
薇
の
家
﹂
論

一
〇
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ら
れ
て
い
た
︒
註
(

)
で
挙
げ
た
吉
田
絃
二
郎
の
﹁
白
薔
薇
﹂
で
は
︑
白
い
花
が
お
京

11

を
死
に
導
い
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
た
︒
他
作
品
を
見
て
も
︑
や
は
り
白
薔
薇
は
悲
し

み
や
死
を
連
想
さ
せ
る
花
で
あ
る
と
い
え
る
︒

(

)
川
端
康
成
﹁
ナ
ア
シ
ツ
サ
ス
﹂︵﹃
若
草
﹄
昭
和
二
年
一
一
月
︶︵﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
第

28

四
巻
︶

(

)
川
端
康
成
﹁
愛
﹂︵﹃
オ
ー
ル
読
物
﹄
昭
和
一
三
年
七
月
号
・﹃
新
女
苑
﹄
昭
和
一
四
年
一

29

月
号
︶︵﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
第
六
巻
︶

(

)
｢抒
情
歌
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄
昭
和
七
年
二
月
号
︶︵﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
第
三
巻
︶

30(

)
｢少
女
と
文
芸
﹂︵﹃
若
草
﹄
大
正
一
五
年
三
月
号
︶︵﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
第
三
二
巻
︶

31(

)
｢独
影
自
命
﹂
に
は
︑﹁﹁
伊
豆
の
踊
子
﹂
で
も
﹁
雪
国
﹂
で
も
︑
私
は
愛
情
に
対
す
る
感

32

謝
を
持
つ
て
書
い
て
ゐ
る
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒﹁
少
女
と
文
芸
﹂
に
お
い
て
も
︑
後

述
し
て
い
る
﹃
世
界
少
年
少
女
文
学
全
集
﹄
跋
文
に
お
い
て
も
︑
少
女
と
愛
と
は
結
び

つ
け
て
語
ら
れ
て
お
り
︑
川
端
の
文
学
に
お
け
る
﹁
愛
情
に
対
す
る
感
謝
﹂
が
︑
少
女

を
描
い
た
文
学
に
如
何
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

(

)
吉
屋
信
子
・
川
端
康
成
・
阿
部
知
二
﹃
世
界
少
年
少
女
文
学
全
集
﹄
第
二
部
︑
創
元
社
︑

33

昭
和
三
三
年
三
月

(

)
｢改
造
社
版
﹃
川
端
選
集
﹄
あ
と
が
き
﹂︵
昭
和
一
三
年
一
〇
月
︶︵﹃
川
端
康
成
全
集
﹄

34

第
三
三
巻
︶
を
読
む
と
︑﹃
少
女
倶
楽
部
﹄
掲
載
作
品
は
子
供
向
け
に
描
い
た
と
川
端
が

認
識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
少
女
の
た
め
の
小
説
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
︑

﹃
少
女
の
友
﹄
掲
載
作
品
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
序
で
述
べ
た
通
り
︑
﹁
薔
薇
の
家
﹂
は

他
の
﹃
少
女
倶
楽
部
﹄
掲
載
作
品
と
分
け
ら
れ
︑
﹃
乙
女
の
港
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
︑
子
供
の
た
め
の
作
品
と
い
う
よ
り
︑
そ
れ
よ
り
年
齢
が
少
し
上
の
︑
少
女
の

た
め
の
作
品
と
し
て
分
類
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
本
学
博
士
後
期
課
程
)

一
〇
六
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