
野
々
宮
の
恋
愛
は
な
ぜ
実
ら
な
か
っ
た
の
か

「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
か
ら
読
み
解
く
〈
恋
愛
〉

美
禰
子
を
め
ぐ
る
三
四
郎
と
野
々
宮
の
男
女
関
係
を
中
心
に
繰
り
広
げ

ら
れ
る
『
三
四
郎
』
の
作
品
世
界
は
、
美
禰
子
が
彼
ら
の
ど
ち
ら
と
も
結

ば
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
っ
た
く
別
の
「
立
派
な
人
」
と
結
婚
し
て
し
ま
っ

た
と
こ
ろ
で
幕
が
閉
じ
ら
れ
る
。
こ
の
あ
ま
り
に
も
唐
突
な
結
末
が
作
品

世
界
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
、
こ
の
問
題
は
『
三
四
郎
』

を
読
み
解
く
上
で
重
要
な
鍵
と
な
っ
て
き
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
美
禰

子
の
結
婚
を
彼
女
の
「
主
体
的
な
未
熟
さ
故
の
敗
北
」
と
捉
え
る
見
解
と
、

(2) 

「
自
主
的
な
選
択
」
と
捉
え
る
対
立
的
な
見
解
が
止
揚
さ
れ
る
こ
と
な
く

通
説
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
平
岡
敏
夫
は
、
新
し
い
解
釈
の
可

能
性
と
し
て
美
禰
子
の
結
婚
相
手
で
あ
る
「
立
派
な
人
」
の
読
み
を
提
示

(
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し
て
い
る
。
そ
の
当
否
は
い
ま
は
問
わ
な
い
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
論
考
に

共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
美
禰
子
の
造
型
を
考
え
る
上
で
重
要
な
野
々
宮

と
美
禰
子
の
関
係
に
対
す
る
考
察
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る。
本
稿
で
は
、
す
ぐ
れ
た
物
理
学
者
と
し
て
登
場
す
る
野
々
宮
の
人
物
像

を
請
み
直
し
、
そ
の
上
で
美
禰
子
の
結
婚
の
も
つ
意
味
を
考
え
て
み
た

と

呉
〈
学
問
〉

い
。
野
々
宮
に
注
目
す
る
の
は
、
次
の
二
点
に
疑
問
を
抱
く
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
作
者
は
作
品
の
始
発
以
前
か
ら
野
々
宮
と
美
禰
子
を
恋
愛
関
係
に

置
き
な
が
ら
、
な
ぜ
二
人
の
破
局
を
用
意
し
た
の
か
と
い
う
点
。
そ
し
て
、

作
者
は
野
々
宮
を
前
述
の
ご
と
く
造
型
し
な
が
ら
、
な
ぜ
彼
の
学
問
に
対

し
て
は
批
判
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
上
の

疑
問
を
前
提
に
据
え
な
が
ら
作
品
を
読
み
直
す
と
き
、
「
学
問
」
の
た
め

に
恋
愛
感
情
を
失
っ
た
「
不
具
」
的
な
存
在
と
し
て
の
野
々
宮
像
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。

と
こ
ろ
が
、
美
禰
子
を
「
無
意
識
の
偽
善
者
」
や
「
露
悪
家
」
と
捉
え

る
多
く
の
論
は
、
野
々
宮
を
す
ぐ
れ
た
物
理
学
者
と
い
う
肖
定
的
な
人
物

と
し
て
捉
え
、
破
局
の
原
因
を
美
禰
子
の
方
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
例
え

ば
、
「
野
々
宮
の
真
価
を
見
抜
け
ず
に
他
の
男
と
結
婚
す
る
美
禰
子
こ
そ
、

(
4
)
 

作
者
に
『
見
限
ら
れ
た
』
に
他
な
ら
な
い
」
と
す
る
秋
山
公
男
の
論
考
が

挙
げ
ら
れ
よ
う
。
氏
は
お
そ
ら
く
野
々
宮
の
学
問
に
対
す
る
情
熱
や
そ
の

成
果
を
高
く
評
価
し
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
問
題
な
の
は
、
野
々
宮
の

「
学
問
」
と
人
格
を
同
一
視
す
る
点
で
あ
る
。
野
々
宮
の
「
学
問
」
が
彼

の
社
会
的
地
位
を
示
す
尺
度
と
な
り
え
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
美
禰
子

に
ふ
さ
わ
し
い
男
性
と
し
て
の
価
値
に
は
な
ら
な
い
。
実
際
、
美
禰
子
は

俊

永
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そ
の
「
学
問
」
に
よ
っ
て
二
人
の
心
の
交
流
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

気
づ
き
、
悩
ま
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

美
禰
子
は
野
々
宮
の
「
望
遠
鏡
」

(11
顕
微
鏡
）
の
レ
ン
ズ
を
通
し
て

つ
ね
に
「
観
察
」
さ
れ
る
研
究
対
象
で
あ
り
、
美
禰
子
の
結
婚
は
彼
の
論

理
・
法
則
（
学
問
）
の
拠
り
所
で
あ
る
「
望
遠
鏡
」
に
対
す
る
反
発
と
意

味
づ
け
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
二
人
の
男
女
関
係
は
、
冒
頭
部
に
提
示
さ

れ
た
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
の
言
説
、
す
な
わ
ち
男
の
「
偉
大
な
事

(
5
)
 

業
」
と
恋
愛
の
相
剋
と
い
う
問
題
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
設
定
と
い
え
る
が
、

野
々
宮
が
物
理
学
者
と
し
て
登
場
す
る
背
景
に
は
、
科
学
を
人
間
の
「
情

愛
」
を
圧
殺
す
る
領
域
に
位
置
す
る
学
問
と
し
て
捉
え
る
作
者
の
科
学
観

が
あ
る
。

野
々
宮
と
美
禰
子
の
関
係
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
上
京
す
る

際
の
三
四
郎
の
内
面
の
動
き
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
ベ
ー
コ
ン
の
二

十
三
頁
」
を
説
ん
で
か
ら
野
々
宮
に
会
う
ま
で
の
三
四
郎
の
設
定
と
プ

ロ
ッ
ト
そ
の
も
の
に
こ
そ
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
と
な
る
べ
き
契
機
が
託
さ

れ
て
お
り
、
東
京
と
い
う
都
市
文
化
圏
に
参
人
し
て
き
た
地
方
青
年
三
四

郎
の
視
線
に
よ
っ
て
野
々
宮
と
美
禰
子
の
関
係
が
相
対
化
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。三

四
郎
の
上
京
の
旅
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」

を
読
ん
だ
と
き
の
三
四
郎
の
認
識
で
あ
る
。
三
四
郎
は
「
汽
車
の
女
」
の

挑
発
で
受
け
た
驚
き
や
畏
怖
を
い
や
す
た
め
に
、
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三

頁
」
を
開
く
。
三
四
郎
に
は
最
初
か
ら
そ
れ
を
説
む
気
が
な
か
っ
た
と

し
、
ま
た
「
読
ん
で
も
解
ら
な
い
」
も
の
が
「
運
悪
く
当
選
し
た
」
な
ど

と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
三
四
郎
は
「
二
十
三
頁
の
前
で
一
応

昨
夜
の
御
浚
を
す
る
」
了
見
で
そ
れ
を
「
恭
し
く
」
「
万
遍
な
く
」
見
娼

し
て
い
る
。
「
汽
車
の
女
」
の
事
で
悩
ん
で
い
た
三
四
郎
だ
け
に
、
恋
愛

に
つ
い
て
説
く
「
二
十
三
頁
」
か
ら
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
た
ろ
う
こ

と
は
充
分
推
測
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
痕
跡
は
、
例
え
ば
「
無
暗
に

女
に
近
付
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
考
え
な
が
ら
も
、
「
丸
で
不
具
に
で
も

生
れ
た
様
な
」
気
分
を
振
り
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
の
三
四

郎
の
内
面
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
四
郎
は
急
に
気
を
易
へ
て
、
別
の
世
界
の
事
を
思
ひ
出
し
た
。

是
か
ら
東
京
に
行
く
。
大
学
に
這
人
る
。
有
名
な
学
者
に
接
触

す
る
。
趣
味
品
性
の
具
っ
た
学
生
と
交
際
す
る
。
図
書
館
で
研
究
を

す
る
。
著
作
を
や
る
。
世
間
で
喝
采
す
る
。
母
が
嬉
し
が
る
。
と
云

ふ
様
な
未
来
を
だ
ら
し
な
く
考
へ
て
、
大
い
に
元
気
を
回
復
し
て
見

る
と
、
別
に
二
十
三
頁
の
中
に
顔
を
埋
め
て
ゐ
る
必
要
が
な
く
な
っ

た
。
（
一
の
五
）

三
四
郎
は
「
汽
車
の
女
」
の
事
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
、
あ
え
て
自
分

の
上
京
の
目
標
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。
学
問
と
い
う
目
標
は
、
内
田
道
雄

(
6
)
 

の
指
摘
す
る
と
お
り
「
上
京
と
い
う
行
為
を
起
す
原
動
力
」
と
い
え
よ
う
。

が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
れ
が
「
二
十
三
頁
」
に
対
す
る
反
動

と
し
て
意
識
的
に
思
い
出
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
二
十

三
頁
」
に
象
徴
さ
れ
る
恋
愛
の
世
界
を
学
問
の
世
界
と
相
容
れ
な
い
も
の

と
し
て
捉
え
る
三
四
郎
の
認
識
が
働
い
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
「
偉
大
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な
事
業
」
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
、
「
恋
愛
の
如
き
柔
弱
な
る
感
情
か

ら
離
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
「
二
十
三
頁
」
の
教
示
に
三
四
郎

が
改
め
て
共
鳴
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
後
に
三
囮
郎
が
美
禰
子
に
出
会
っ
た
時
点
で
描
い
て

い
る
未
来
図
を
見
る
と
、
「
国
か
ら
母
を
呼
び
寄
せ
て
、
美
し
い
細
君
を

迎
へ
て
、
さ
う
し
て
身
を
学
問
に
委
ね
る
」
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
結
果
は
頗
る
平
凡
で
あ
る
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
三

四
郎
と
し
て
は
「
此
結
果
に
到
着
す
る
前
に
色
々
考
へ
た
」
す
え
の
結
論

で
あ
る
。
み
ず
か
ら
も
「
夫
程
平
凡
で
は
な
か
っ
た
」
と
打
ち
明
け
て
い

る
が
、
そ
れ
で
は
「
頗
る
平
凡
で
あ
る
」
三
四
郎
の
結
論
の
裏
面
に
横
た

わ
る
苦
悩
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
母
↓
細
君
↓
学
問
と
い
う
順

序
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
「
未
来
に
対
す
る
自
分
の
方
針
」
を
変
え
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
母
を
呼
び
寄
せ
た
上
で
細
君
を
迎
え
る

と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
も
田
舎
育
ち
ら
し
く
、
そ
こ
に
は
〈
家
〉
制
度

に
よ
る
結
婚
を
前
提
と
す
る
認
識
が
働
い
て
い
る
。
田
舎
に
は
三
四
郎
を

待
っ
て
い
る
御
光
が
あ
り
、
母
の
手
紙
に
は
い
つ
も
御
光
の
消
息
が
し
た

た
め
て
あ
る
。
母
は
御
光
を
息
子
の
将
来
の
嫁
と
し
て
考
え
て
お
り
、
そ

う
し
た
事
実
を
絶
え
ず
三
四
郎
に
喚
起
さ
せ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、

母
の
期
待
と
は
裏
腹
に
美
禰
子
を
「
美
し
い
細
君
」
と
し
て
想
定
す
る
と

こ
ろ
に
、
三
四
郎
の
「
平
凡
で
は
な
」
い
苦
悩
が
あ
る
。
ま
た
、
嫁
を

貰
っ
て
「
さ
う
し
て
身
を
学
問
に
委
ね
る
」
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
も
、
三

四
郎
の
苦
悩
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
の
教
示
ど
お

り
、
女
の
事
を
頭
か
ら
駆
逐
し
た
三
四
郎
だ
が
、
美
禰
子
に
囚
わ
れ
て
か

ら
は
「
未
来
に
対
す
る
自
分
の
方
針
」
を
変
え
る
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
三
四
郎
の
目
標
は
、
実
は
学
問
の
世
界
を
象
徴
す
る
野
々

宮
に
出
会
っ
た
瞬
間
か
ら
す
で
に
揺
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
三
四
郎
が
初

め
て
野
々
宮
を
訪
ね
た
と
き
の
印
象
を
見
て
み
よ
う
。

穴
倉
の
底
を
根
拠
地
と
し
て
欣
然
と
た
ゆ
ま
ず
に
研
究
を
専
念
に
遣

つ
て
ゐ
る
か
ら
偉
い
。
然
し
望
遠
鏡
の
な
か
の
度
盛
が
い
く
ら
動
い

た
つ
て
現
実
世
界
と
交
渉
の
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
野
々
宮
君

は
生
涯
現
実
世
界
と
接
触
す
る
気
が
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。（

二
の
三
）

三
四
郎
は
学
問
に
専
念
す
る
野
々
宮
に
対
し
て
畏
敬
の
念
を
抱
き
な
が

ら
、
そ
の
一
方
で
野
々
宮
が
現
実
世
界
と
遊
離
し
た
生
を
送
っ
て
い
る
と

も
思
う
。
こ
の
野
々
宮
に
対
す
る
印
象
に
三
四
郎
の
意
識
が
前
景
化
さ
れ

(
7
)
 

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
、
そ
こ
に
は
学
問
の
世
界
を
女
の
世
界
と
相
容
れ

な
い
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
三
四
郎
の
認
識
が
投
影
さ
れ
て
い

る
。
三
四
郎
が
「
現
実
世
界
」
を
女
の
世
界
と
し
て
も
捉
え
て
い
る
こ
と

は
、
こ
の
直
後
、
自
分
も
「
活
き
た
世
の
中
と
関
係
の
な
い
生
涯
を
送
っ

て
見
よ
う
か
し
ら
ん
」
と
思
っ
た
と
き
、
す
ぐ
さ
ま
「
薄
雲
の
様
な
淋
し

さ
」
や
、
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
味
わ
う
「
孤
独
の
感
じ
」
に
み
ま
わ
れ
る

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
孤
独
が
「
女
の
事
」
に
連
動
し
て
生
じ
て
い
る
こ
と

か
ら
充
分
に
う
か
が
え
る
。
現
実
世
界
（
女
の
世
界
）
が
「
ど
う
も
自
分

に
必
要
ら
し
い
」
と
思
い
込
む
三
四
郎
は
、
こ
の
直
後
美
禰
子
に
出
会
う

の
だ
が
、
彼
女
が
落
と
し
た
花
を
拾
い
、
そ
れ
を
嗅
い
で
み
る
と
い
っ
た

仕
草
に
象
徴
さ
れ
る
如
く
、
ひ
た
す
ら
彼
女
の
言
動
の
前
に
悩
ま
さ
れ
る

(
8
)
 

運
命
に
陥
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
は
、
そ
う
し
た
三
四
郎
の
運
命
を
先
取
り
し
て
い
る
点
で
重
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要
な
意
味
を
も
つ
。
同
時
に
、
野
々
宮
と
美
禰
子
の
恋
愛
関
係
を
暗
示
す

る
点
で
注
意
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
野
々
宮
の
学
問

(11
当
為
）
は
賞
賛
さ

れ
る
べ
き
も
の
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
が
男
女
の
恋
愛
に
お
い
て
果
た
し

て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
、
と
い
う
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
野
々
宮
の
研
究
室
か
ら
出
た
三
四
郎
が
池
の
ほ

と
り
で
美
禰
子
に
出
会
う
場
面
に
リ
フ
レ
イ
ン
さ
れ
る
。

ぽ
ん
や
り

三
四
郎
は
茫
然
し
て
ゐ
た
。
や
が
て
、
小
さ
な
声
で
「
矛
盾
だ
」
と

云
っ
た
。
大
学
の
空
気
と
あ
の
女
が
矛
盾
な
の
だ
か
、
あ
の
色
彩
と

あ
の
眼
付
が
矛
盾
な
の
だ
か
、
あ
の
女
を
見
て
、
汽
車
の
女
を
思
ひ

出
し
た
の
が
矛
盾
な
の
だ
か
、
そ
れ
と
も
未
来
に
対
す
る
自
分
の
方

針
が
一
一
途
に
矛
盾
し
て
ゐ
る
の
か
、
又
は
非
常
に
嬉
し
い
も
の
に
対

し
て
恐
を
抱
く
所
が
矛
盾
し
て
ゐ
る
の
か
こ
の
田
舎
出
の
青
年

に
は
、
凡
て
解
ら
な
か
っ
た
。
た
ゞ
何
だ
か
矛
盾
で
あ
っ
た
。（

二
の
四
）

三
四
郎
は
「
大
学
の
空
気
」
と
「
あ
の
女
」
と
の
間
に
「
矛
盾
」
を
感

じ
る
。
オ
気
と
教
養
に
め
ぐ
ま
れ
た
美
禰
子
が
「
大
学
の
空
気
」
と
矛
盾

す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
も
な
い
は
ず
だ
が
、
三
四
郎
は
そ
の
両
者

の
間
に
「
矛
盾
」
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
美
禰
子
を
学
問
の
徒

と
し
て
で
は
な
く
〈
女
〉
と
い
う
性
と
し
て
見
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
。こ

の
作
品
は
三
四
郎
の
視
点
を
通
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て

登
場
人
物
の
う
ち
三
四
郎
の
内
面
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
語
り
手
の
叙
述
に
は
「
三
四
郎
の
視
点
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
異

(
9
)
 

化
し
脱
構
築
す
る
視
点
も
含
ま
れ
て
い
る
」
。
三
四
郎
に
寄
り
添
い
つ
つ
、

「
三
四
郎
の
行
動
の
仕
方
や
認
識
の
仕
方
や
の
特
徴
を
わ
ざ
わ
ざ
読
者
に

喚
起
し
て
い
く
か
の
よ
う
に
叙
述
を
進
め
て
い
く
語
り
毛
」
の
叙
述
は
常

に
三
四
郎
の
言
動
を
相
対
化
し
、
「
物
語
内
容
へ
の
注
釈
]
的
な
機
能
を

も
果
た
し
て
い
る
。
引
用
の
部
分
に
は
、
三
四
郎
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て

野
々
宮
と
美
禰
子
の
恋
愛
が
「
大
学
の
空
気
」
（
学
問
の
世
界
）
と
「
あ

の
女
」
（
恋
愛
の
世
界
）
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
さ
れ
、
ひ
い
て
は
成
立
し
得
な

い
も
の
と
し
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
「
大
学
の
空
気
」
と
「
あ
の
女
」
が

な
ぜ
矛
盾
す
る
の
か
。
そ
の
答
え
は
、
若
い
女
性
の
礫
死
事
件
を
語
る
語

り
手
が
代
弁
し
て
い
る
。

野
々
宮
君
の
呑
気
な
の
に
は
驚
ろ
い
た
。
三
四
郎
は
此
無
神
経
を
全

く
夜
と
昼
の
差
別
か
ら
起
る
も
の
と
断
定
し
た
。
光
線
の
圧
力
を
試

験
す
る
人
の
性
癖
が
、
か
う
云
ふ
場
合
に
も
、
同
じ
態
度
で
あ
ら
は

れ
て
く
る
の
だ
と
は
丸
で
気
が
付
か
な
か
っ
た
。
年
が
若
い
か
ら
だ

ら
う
。
（
三
の
十
一
）

礫
死
体
を
眼
に
し
な
か
っ
た
こ
と
を
残
念
が
っ
て
い
る
野
々
宮
の
態
度

に
対
し
て
、
三
四
郎
は
そ
う
し
た
非
情
な
性
格
が
ど
こ
か
ら
起
因
す
る
の

か
ま
っ
た
く
見
当
が
付
か
な
い
。
そ
の
理
由
を
語
り
手
は
三
四
郎
の
若
さ

（
経
験
の
浅
さ
、
あ
る
い
は
世
間
知
ら
ず
の
迂
闊
さ
）
に
求
め
よ
う
と
す

る
が
、
そ
れ
は
三
四
郎
の
未
熟
さ
や
迂
闊
さ
を
語
る
た
め
の
も
の
で
は
な

い
。
他
人
の
死
に
接
し
て
も
、
何
も
感
じ
ら
れ
な
い
野
々
宮
の
非
人
情
的

な
性
格
が
彼
の
本
領
で
あ
る
学
問
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を

読
者
に
伝
達
す
る
と
こ
ろ
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
す
ぐ

-46-



れ
た
学
者
と
し
て
登
場
す
る
野
々
宮
に
対
す
る
作
者
の
批
判
的
な
視
線
が

あ
る
。
三
四
郎
が
上
京
す
る
以
前
か
ら
野
々
宮
と
美
禰
子
を
交
際
の
関
係

に
置
き
、
野
々
宮
を
オ
知
と
教
養
に
め
ぐ
ま
れ
た
美
禰
子
の
交
際
相
手
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
、
す
ぐ
れ
た
学
者
に
造
型
し
た
作
者
で
あ
り
な
が
ら
、

野
々
宮
の
学
問
に
批
判
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要

が
あ
る
。

つ
ま
り
、
三
四
郎
の
行
動
や
認
識
を
相
対
化
す
る
語
り
手
の
叙
述
が
彼

の
無
知
や
単
純
さ
を
読
者
に
語
り
か
け
る
と
と
も
に
、
す
ぐ
れ
た
学
者
と

い
う
固
定
さ
れ
た
野
々
宮
の
人
物
像
か
ら
そ
の
鍍
金
を
剥
が
し
と
る
機
能

を
も
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
野
々
宮
を
美
禰
子
の
「
夫
に
な
る
資
格
」

を
有
し
た
人
物
と
し
て
持
ち
上
げ
て
い
る
与
次
郎
の
発
言
な
ど
は
逆
に
、

野
々
宮
を
鍍
金
す
る
代
表
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
三
四
郎
の
視

線
を
通
し
て
相
対
化
さ
れ
る
野
々
宮
像
に
注
目
し
、
す
ぐ
れ
た
物
理
学
者

と
い
う
装
飾
か
ら
彼
を
解
放
し
た
上
で
、
野
々
宮
と
美
禰
子
の
恋
愛
関
係

を
捉
王
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
美
禰
子
の
結
婚
の
意
味
が
明
ら
か
に

な
ろ
う
。

三
四
郎
の
視
線
に
「
矛
盾
」
す
る
も
の
と
し
て
映
っ
た
野
々
宮
と
美
禰

子
の
恋
愛
は
、
以
降
二
人
の
対
話
の
場
面
に
お
い
て
、
あ
る
出
来
事
や
事

物
に
対
す
る
態
度
（
認
識
）
の
ず
れ
を
通
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
く
。
「
空

中
飛
行
器
」
の
対
話
場
面
は
そ
の
―
つ
で
あ
る
が
、
野
々
宮
と
美
禰
子
が

始
め
て
言
華
を
交
わ
す
場
面
に
お
い
て
、
当
時
ま
だ
充
分
知
ら
れ
て
い
な

(12) 

い
「
空
中
飛
行
器
」
が
話
材
に
な
っ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
そ
れ
は

野
々
宮
の
学
問
が
先
端
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
す
ぐ
れ
た
学
者

と
し
て
の
野
々
宮
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
と
同
時
に
、
引
用
の
最
後
の

、、

「
三
四
郎
は
落
語
の
お
ち
を
聞
く
様
な
気
が
し
た
」
と
あ
る
一
文
と
相

侯
っ
て
、
〈
落
ち
〉
を
迎
え
る
べ
く
二
人
の
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

「
野
々
宮
さ
ん
は
、
理
学
者
だ
か
ら
、
な
ほ
そ
ん
な
事
を
仰
し
や
る

ん
で
せ
う
」
と
云
ひ
出
し
た
。
話
し
の
続
き
ら
し
い
。

「
な
に
遣
ら
な
く
つ
て
も
同
じ
事
で
す
。
高
く
飛
ぼ
う
と
云
ふ
に
は
、

飛
べ
る
丈
の
装
置
を
考
へ
た
上
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
に
極
つ
て
ゐ

る
。
頭
の
方
が
先
に
要
る
に
違
な
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」

「
そ
ん
な
に
高
く
飛
び
た
く
な
い
人
は
、
そ
れ
で
我
慢
す
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
」

「
我
慢
し
な
け
れ
ば
、
死
ぬ
許
で
す
も
の
」

「
さ
う
す
る
と
安
全
で
地
面
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
の
が
一
番
好
い
事

に
な
り
ま
す
ね
。
何
だ
か
詰
ら
な
い
様
だ
」

野
々
宮
さ
ん
は
返
事
を
己
め
て
、
広
田
先
生
の
方
を
向
い
た
が
、

「
女
に
は
詩
人
が
多
い
で
す
ね
」
と
笑
ひ
な
が
ら
云
っ
た
。
す
る
と

広
田
先
生
が
、

「
男
子
の
弊
は
却
つ
て
純
粋
の
詩
人
に
な
り
切
れ
な
い
所
に
あ
る
だ

ら
う
」
と
妙
な
挨
拶
を
し
た
。

野
々
宮
さ
ん
は
そ
れ
で
黙
っ
た
。
（
中
略
）

「
今
の
は
何
の
御
話
し
な
ん
で
す
か
」

「
な
に
空
中
飛
行
器
の
事
で
す
」
と
野
々
宮
さ
ん
が
無
造
作
に
云
つ

、、

た
。
三
四
郎
は
落
語
の
お
ち
を
聞
く
様
な
気
が
し
た
。
（
五
の
五
）
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こ
の
場
面
は
、
一
見
「
理
学
者
」
「
詩
人
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
に
、
科
学
万
能
主
義
的
な
思
考
と
感
性
的
な
思
考
の
対
立
が
対
話

を
ち
ぐ
は
ぐ
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
実
は
、
そ
う
し

た
二
人
の
対
照
的
な
性
格
が
い
ま
の
対
話
を
く
る
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な

ヽ゚し
そ
れ
は
、
美
禰
子
が
男
女
の
親
密
さ
を
増
す
た
め
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に

と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
話
題
を
受
け
る
野
々
宮
の
発
話

は
「
科
学
」
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
移
行
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
親

密
な
関
係
を
も
た
ら
す
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
は
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
き
っ
か
け
を
な

す
言
築
の
意
味
自
体
は
二
次
的
な
目
的
し
か
も
た
な
い
こ
と
は
、
談
話
の

実
際
か
ら
誰
も
が
惑
ず
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
美
禰
子
に
し
て
も
、
話
を
切

り
出
し
た
際
に
「
飛
べ
る
丈
の
装
置
」
な
ど
を
考
え
る
こ
と
は
ま
ず
な
い

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
男
女
の
間
の
交
流
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
感

情
の
表
出
で
あ
っ
て
、
当
然
な
が
ら
理
屈
は
排
除
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
は
野
々
宮
が
皮
肉
る
ご
と
く
、
決
し
て
美
禰
子
が
「
詩
人
」
的

な
気
質
を
存
分
に
も
っ
て
い
た
か
ら
発
せ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

4ヽ

0

野
々
宮
は
広
田
先
生
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
で
自
分
の
立
場
を
正
当
化

し
よ
う
と
す
る
。
広
田
先
生
は
野
々
宮
の
発
言
を
性
差
の
問
題
に
拡
大
す

る
こ
と
で
野
々
宮
に
対
す
る
配
慮
を
見
せ
る
の
だ
が
、
そ
の
応
答
に
は
深

長
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
広
田
先
生
の
い
う
「
純
粋
の
詩
人
」
と

は
、
相
手
の
自
然
な
感
情
を
素
直
に
受
け
入
れ
、
か
つ
理
解
し
よ
う
と
努

め
る
人
間
を
指
す
。
な
ぜ
美
禰
子
が
飛
び
た
い
と
言
っ
た
の
か
、
そ
の
気

持
ち
を
理
解
せ
ず
に
は
、
二
人
の
心
は
通
じ
合
わ
な
い
。
法
則
や
論
理
な

ど
を
も
っ
て
美
禰
子
か
ら
の
感
情
の
シ
グ
ナ
ル
を
遮
断
し
て
は
、
二
人
の

恋
愛
は
決
し
て
実
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

こ
の
対
話
場
面
を
見
て
、
「
光
線
の
圧
力
を
試
験
す
る
人
の
性
癖
」
が
、

人
の
死
に
対
し
て
も
何
も
感
じ
ら
れ
な
い
野
々
宮
を
作
り
上
げ
た
と
す
る

作
者
の
冴
え
た
視
線
を
想
起
す
る
こ
と
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
学
問

好
き
の
兄
は
「
情
愛
が
薄
く
な
る
」
し
か
な
い
と
見
る
妹
よ
し
子
の
評

や
、
「
物
理
学
者
」
の
観
察
態
度
を
も
っ
て
「
人
間
の
研
究
」
に
臨
ん
で

は
い
け
な
い
と
説
く
広
田
先
生
の
熱
弁
を
思
い
出
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ

の
い
ず
れ
も
、
「
理
学
者
」
対
「
詩
人
」
と
い
っ
た
、
一
見
同
じ
重
量
感

を
も
っ
て
対
比
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
、
そ
の
対
立
構
図
の
裏

面
に
隠
さ
れ
た
あ
る
事
実
、
す
な
わ
ち
美
禰
子
の
恋
愛
相
手
と
し
て
「
物

理
学
者
」
が
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
説
明
し
て
く
れ
る
か

ら
だ
。漱

石
は
科
学
者
の
本
質
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
科
学
は

如
何
に
し
て
と
い
ふ
こ
と
即
ち

H
o
w
と
い
ふ
こ
と
を
研
究
す
る
者
で
、

、、何故
と
い
ふ
こ
と
即
ち

Why
と
い
ふ
こ
と
の
質
問
に
は
応
じ
兼
ね
る
と

い
ふ
の
で
あ
る
」
（
「
文
学
評
論
』
、
傍
線
引
用
者
）
と
。
し
か
し
、
科
学

は
「
如
何
に
し
て
」
と
い
う
段
階
に
至
る
前
に
、
「
何
故
」
と
い
う
疑
問

が
そ
の
前
提
に
据
え
ら
れ
る
は
ず
だ
か
ら
、
こ
の
捉
え
方
に
は
疑
問
が
残

る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
漱
石
の
捉
え
方
に
当
時
の
科
学
観
が
反
映

(13) 

さ
れ
て
い
る
と
推
論
す
る
小
山
慶
太
の
論
考
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照

さ
れ
た
い
。

た
だ
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
言
説
が
ま
さ
に
野
々
宮
の
談
話
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
注
目
し
た
い
。
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
か
ら
、
「
理
学
者
」
野
々
宮
そ
の
人
の
あ
り
方
が
読
み
と
れ
る
か
ら
で
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あ
る
。
野
々
宮
が
「
如
何
に
し
て
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
追
究
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
「
何
故
」
と
い
う
思
考
体
系
は
薄
ら
い
で
い
く
。
そ
の
野
々
宮

に
と
っ
て
、
「
如
何
に
し
て
」
を
省
い
て
思
考
す
る
人
は
み
な
「
詩
人
」

に
な
り
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
分
の
学
問
の
領
域
と
人
間
同
士

の
交
流
の
場
を
同
一
視
す
る
野
々
宮
こ
そ
、
本
来
相
容
れ
な
い
は
ず
の
学

問
と
情
愛
、
言
い
換
え
れ
ば
〈
当
為
〉
と
〈
自
然
〉
の
差
異
を
理
解
し
よ

う
と
し
な
い
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
見
た
と
き
、
こ
の
場
面
を
設
け
た
作
者
の
真
意
が
、
野
々

宮
と
美
禰
子
の
対
立
的
な
性
格
を
描
写
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
新
保
邦
寛
は
明
治
後
期
の
文
学
の
主
要
な
課

題
に
〈
科
学
と
文
学
の
調
和
〉
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
言
及
し
て
い
る

(14) 

が
、
こ
の
場
面
か
ら
は
、
科
学
的
な
思
考
や
論
理
を
も
っ
て
果
た
し
て
人

間
と
い
う
存
在
を
理
解
し
得
る
だ
ろ
う
か
と
問
い
か
け
よ
う
と
す
る
作
者

の
態
度
が
汲
み
取
れ
る
。
理
性
の
発
達
ゆ
え
に
感
性
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

野
々
宮
に
恋
愛
の
成
立
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
。
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三

頁
」
の
言
説
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
学
問
と
い
う
〈
当
為
〉
の
た
め
に

人
間
の
〈
自
然
〉
と
し
て
の
恋
愛
感
情
を
喪
失
し
た
野
々
宮
を
描
く
こ
と

で
、
当
時
の
青
年
た
ち
が
抱
え
て
い
た
問
題
、
〈
当
為
〉
と
〈
自
然
〉
の

相
剋
問
題
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

野
々
宮
と
美
禰
子
が
描
か
れ
て
い
る
場
面
を
も
う
一
っ
追
っ
て
み
よ

ぶ
ノ

美
禰
子
は
其
間
に
立
つ
て
、
振
り
返
っ
た
。
首
を
延
ば
し
て
、
野
々

て
す
り

宮
の
ゐ
る
方
を
見
た
。
野
々
宮
は
右
の
手
を
竹
の
手
欄
か
ら
出
し

て
、
菊
の
根
を
指
し
な
が
ら
、
何
か
熱
心
に
説
明
し
て
ゐ
る
。
美
禰

子
は
又
向
を
む
い
た
。
見
物
に
押
さ
れ
て
、
さ
つ
さ
と
出
口
の
方
へ

行
く
。
（
五
の
六
）

菊
人
形
の
見
物
中
、
雑
踏
の
な
か
で
一
行
と
離
れ
て
先
に
歩
い
て
い
た

美
禰
子
が
野
々
宮
の
方
を
振
り
返
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
ニ

人
の
視
線
の
ズ
レ
が
、
以
降
二
人
の
破
局
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
ズ
レ
が
「
理
学
者
」
「
詩
人
」
と
い
っ

た
対
照
的
な
性
格
の
差
に
拠
る
も
の
で
は
な
く
、
野
々
宮
の
場
は
ず
れ
な

関
心
（
理
学
者
た
る
本
質
）
に
起
因
す
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
行
が
菊
人
形
を
見
に
団
子
坂
ま
で
足
を
運
ん
だ
目
的
は
、
広
田
先
生

し
ん

の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
、
「
人
形
の
心
に
、
菊
を
一
面
に
這
は
せ
て
」

作
っ
た
菊
人
形
の
美
を
鑑
賞
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
だ
が
、
野
々
宮
は
菊

人
形
の
作
り
出
す
美
的
世
界
に
は
興
味
を
も
て
な
い
ら
し
く
、
専
ら
「
菊
ー

の
根
」
の
部
分
に
関
心
を
示
す
。
彼
が
「
熱
心
に
」
説
明
し
て
い
る
の
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
「
菊
の
培
養
法
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
野
々
宮
の
眼
に
は

「
菊
人
形
」
も
ま
た
「
雲
」
や
「
空
中
飛
行
器
」
と
同
じ
く
、
「
研
究
」

対
象
と
し
て
し
か
映
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
如
何
に
し
て
」
咲
く
の
か
と

い
う
「
H
o
w」
の
レ
ベ
ル
で
し
か
菊
の
花
を
見
ら
れ
な
い
の
だ
。

漱
石
は
『
文
学
論
』
（
明
治
四

0
年
五
月
）
の
な
か
で
も
、
科
学
者
の

研
究
態
度
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
科
学
者
は
事
物
の
「
全

形
を
見
て
其
儘
に
満
足
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
必
ず
や
其
成
分
を
分
解
し
、

其
各
性
質
を
究
め
ざ
れ
ば
己
ま
ず
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
「
複
合
体
に
あ

ま
ん
ず
る
こ
と
な
」
い
科
学
者
は
、
「
之
を
原
素
に
還
し
、
之
を
原
子
に
」

分
か
と
う
と
し
て
、
「
百
倍
乃
至
千
倍
の
鏡
を
用
ゐ
て
其
目
的
を
達
せ
ん
と

す
」
る
の
だ
が
、
「
さ
て
如
此
き
分
解
の
結
果
は
遂
に
其
主
成
分
よ
り
成
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立
せ
る
全
形
を
等
閑
視
す
る
こ
と
屡
に
し
て
、
又
之
を
顧
る
の
必
要
な
き

こ
と
も
或
る
場
合
に
於
て
は
事
実
な
り
と
云
ひ
得
べ
し
」
と
、
科
学
者
の

陥
り
が
ち
な
盲
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
野
々
宮
が
つ
ね
に
「
暗
い
穴
倉
」

で
「
望
遠
鏡
」

(11
顕
微
鏡
）
を
覗
き
込
ん
で
光
線
の
圧
力
を
測
る
人
物

と
し
て
設
定
さ
れ
た
背
景
を
こ
の
言
説
に
求
め
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
部
分
を
援
用
す
れ
ば
、
広
田
先
生
が
な
ぜ
「
人
工
的
に
」
作
ら
れ

モ

ノ

た
菊
人
形
を
「
見
て
置
く
必
要
が
あ
る
」
と
い
っ
た
の
か
、
そ
の
真
意
が

お
の
ず
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
か
つ
て
「
純
粋
の
詩
人
に
な
り
切
れ
な
い
」

野
々
宮
の
欠
点
を
指
摘
し
た
広
田
先
生
で
あ
れ
ば
、
「
全
形
」
と
し
て
の

モ

ノ

菊
人
形
に
満
足
せ
ず
、
「
必
ず
や
其
成
分
を
分
解
し
、
其
各
性
質
を
究
め

ざ
れ
ば
已
ま
」
な
い
野
々
宮
の
「
理
学
者
」
た
る
本
質
を
見
抜
い
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
個
一
個
の
菊
の
花
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら

れ
た
菊
人
形
、
す
な
わ
ち
「
全
形
」
の
存
在
意
義
を
直
接
眼
に
触
れ
さ
せ

る
こ
と
で
、
そ
れ
を
「
等
閑
視
す
る
」
彼
自
身
の
盲
点
に
気
づ
か
せ
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
美
禰
子
は
野
々
宮
の
学
問
を
高
く
評
価
し
、
声
援
を
惜
し
ま

な
か
っ
た
。
与
次
郎
が
美
禰
子
の
「
夫
に
な
る
資
格
」
を
有
す
る
人
物
と

し
て
野
々
宮
を
挙
げ
た
の
も
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
は
野
々
宮
に
対
す
る

美
禰
子
の
こ
の
よ
う
な
理
解
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
野
々

宮
と
過
ご
す
時
間
が
重
な
る
に
つ
れ
て
、
自
分
の
心
が
伝
わ
ら
な
い
こ
と

に
気
づ
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
美
禰
子
が
野
々
宮
を
後
に
残
し
て
「
さ
つ

さ
と
出
口
の
方
へ
行
」
っ
た
の
は
、
彼
の
本
質
を
は
っ
き
り
と
見
抜
い
た

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
直
後
、
美
禰
子
の
眼
に
表
れ
た
「
霊
の
疲

れ
」
「
肉
の
弛
み
」
「
苦
痛
に
近
き
訴
へ
」
は
、
お
そ
ら
く
野
々
宮
の
学
問

に
感
銘
し
て
彼
を
尊
敬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
学
問
に
よ
っ

て
「
情
愛
」
の
涸
れ
て
し
ま
っ
た
野
々
宮
の
心
に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

頃
か
ら
、
〈
自
然
〉
と
〈
当
為
〉
の
間
で
さ
ま
よ
う
自
己
の
〈
感
情
〉
の

孤
立
を
知
ら
さ
れ
た
苦
悩
の
表
出
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
自
意
識
の
強
い

美
禰
子
は
、
こ
の
時
点
で
野
々
宮
を
見
限
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
彼
女

の
口
か
ら
洩
れ
た
「
大
き
な
迷
子
」
と
い
う
言
葉
が
、
そ
う
し
た
彼
女
の

心
境
を
暗
喩
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

松
下
浩
幸
は
、
登
場
人
物
の
男
た
ち
が
独
身
で
あ
り
、
彼
ら
が
「
読
書
」

を
媒
介
に
共
同
体
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
美
禰
子
を
彼
ら
に

(15) 

訛
ま
れ
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
美
禰
子
が
「
迷
え
る
子
」
を

繰
り
返
し
洩
ら
し
た
後
、
三
四
郎
に
「
私
そ
ん
な
に
生
意
気
に
見
え
ま
す

か
」
と
「
真
面
目
」
に
聞
く
場
面
を
氏
の
見
解
に
照
ら
せ
ば
、
そ
の
意
味

が
明
確
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
美
禰
子
の
「
其
調
子
に
は
弁
解
の
心
持
が
あ

る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
自
分
が
男
た
ち
に
誤
読
さ
れ
る
こ
と
に

対
す
る
恨
み
の
表
出
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

漱
石
か
ら
す
れ
ば
、
〈
自
然
〉
と
〈
当
為
〉
の
絶
え
ざ
る
葛
藤
に
こ
そ

人
間
存
在
の
意
義
が
あ
る
の
だ
。
冒
頭
部
で
、
三
四
郎
が
「
す
る
と
無
暗

に
女
に
近
付
い
て
は
な
ら
な
い
と
云
ふ
訳
に
な
る
」
と
思
い
つ
い
た
と

か
た
わ

き
、
「
丸
で
不
具
に
で
も
生
れ
た
様
な
」
窮
屈
さ
を
感
じ
る
場
面
は
、
そ

の
葛
藤
が
ど
れ
ほ
ど
深
刻
だ
っ
た
か
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
の
一
面
だ
け

を
信
奉
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
と
し
て
「
不
具
」
に
す
ぎ
な
い
。
以
降
三

四
郎
が
そ
の
〈
自
然
〉
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
、
却
っ
て
美
禰
子
の
「
奴

隷
」
に
な
る
運
命
に
陥
る
の
だ
が
、
そ
の
三
四
郎
を
〈
自
然
〉
だ
け
し
か

も
た
な
い
「
不
具
」
的
な
存
在
と
す
る
な
ら
ば
、
〈
当
為
〉
ば
か
り
追
究

し
て
き
た
野
々
宮
は
〈
自
然
〉
を
失
っ
た
「
不
具
」
的
な
存
在
と
い
え
よ

(16) 

う
。
美
禰
子
の
結
婚
に
「
か
れ
ら
へ
の
痛
烈
な
批
評
が
あ
る
」
と
す
る
な
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先
述
し
た
よ
う
に
、
「
空
中
飛
行
器
」
の
対
話
場
面
に
露
呈
さ
れ
て
い

る
麒
甑
や
「
菊
人
形
」
見
物
場
面
に
表
れ
て
い
る
視
線
の
ズ
レ
は
、
二
人

の
性
格
の
差
異
と
い
う
よ
り
、
科
学
的
な
思
考
を
恋
愛
の
場
に
持
ち
込
ん

だ
野
々
宮
の
資
質
に
拠
っ
て
い
る
。
そ
の
二
つ
の
場
面
は
、
科
学
と
い
う

学
問
領
城
を
も
っ
て
恋
愛
と
い
う
男
女
交
流
の
領
城
を
理
解
す
る
こ
と
が

い
か
に
困
難
で
あ
る
か
を
示
唆
す
る
。
作
中
人
物
の
中
に
は
、
そ
う
し
た

事
実
を
感
知
し
て
い
た
人
物
が
い
る
。
妹
の
よ
し
子
と
広
田
先
生
で
あ

る
。
か
つ
て
美
禰
子
は
「
野
々
宮
さ
ん
は
、
理
学
者
だ
か
ら
、
な
ほ
そ
ん

な
事
を
仰
し
や
る
ん
で
せ
う
」
と
言
い
放
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
よ
し
子

と
広
田
先
生
は
そ
れ
ぞ
れ
美
禰
子
と
同
じ
文
脈
で
野
々
宮
を
把
握
し
、
批

判
す
る
の
で
あ
る
。

五
章
に
、
美
禰
子
と
野
々
宮
が
恋
愛
関
係
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
三

四
郎
が
、
そ
の
事
実
を
確
か
め
る
た
め
よ
し
子
を
訪
ね
る
場
面
が
あ
る
。

そ
の
と
き
、
よ
し
子
は
三
四
郎
に
自
分
の
兄
が
好
き
か
嫌
い
か
と
聞
き
出

し
、
自
分
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
質
問
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
そ
の
理

由
を
説
明
す
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

研
究
心
の
強
い
学
問
好
き
の
人
は
、
万
事
を
研
究
す
る
気
で
見
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
ら
、
情
愛
が
薄
く
な
る
訳
で
あ
る
。
人
情
で
物
を
み
る
と
、
凡
て

が
好
き
嫌
ひ
の
二
つ
に
な
る
。
研
究
す
る
気
な
ぞ
が
起
る
も
の
で
は

四

ら
ば
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
青
年
た
ち
の
生
活
様
態
を
描

い
た
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
い
。
自
分
の
兄
は
理
学
者
だ
も
の
だ
か
ら
、
自
分
を
研
究
し
て
不

可
な
い
。
自
分
を
研
究
す
れ
ば
す
る
程
、
自
分
を
可
愛
が
る
度
は
減

る
の
だ
か
ら
、
妹
に
対
し
て
不
親
切
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
あ
の
位

研
究
好
き
の
兄
が
、
こ
の
位
自
分
を
可
愛
が
つ
て
呉
れ
る
の
だ
か
ら
、

そ
れ
を
思
ふ
と
、
兄
は
日
本
中
で
一
番
好
い
人
に
違
な
い
と
云
ふ
結

論
で
あ
っ
た
。
（
注
ー
傍
点
引
用
者
）
（
五
の
三
）

こ
の
兄
へ
の
評
を
見
る
と
、
よ
し
子
が
「
理
学
者
」
の
本
質
を
充
分
理

解
し
た
上
で
兄
を
評
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
「
人
情
で
物
を
み
る
と
」

な
ぜ
「
凡
て
が
好
き
嫌
ひ
の
二
つ
に
な
る
」
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
な
ぜ

「
研
究
す
る
気
」
を
呼
び
起
こ
さ
な
い
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
の
論
理
は

釈
然
と
し
な
い
。
論
理
と
感
情
が
な
い
ま
ぜ
と
な
っ
て
い
る
こ
の
評
は
、

彼
女
独
自
の
性
格
批
評
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
兄
を
情

愛
が
薄
い
人
物
と
見
、
そ
の
原
因
を
兄
の
学
問
に
求
め
て
い
る
点
は
注
目

に
値
す
る
。
野
々
宮
の
学
問
が
み
ず
か
ら
を
無
神
経
な
人
間
に
作
り
上
げ

た
と
す
る
語
り
手
の
指
摘
と
符
合
す
る
こ
の
よ
し
子
の
捉
え
方
は
、
兄
の

中
に
〈
当
為
〉
と
〈
自
然
〉
の
相
剋
を
読
み
と
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

よ
し
子
が
三
四
郎
の
訪
問
目
的
を
知
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
も
の

の
、
そ
れ
が
美
禰
子
と
野
々
宮
の
関
係
を
確
か
め
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
だ

け
に
、
こ
の
評
が
二
人
の
関
係
を
照
ら
す
伏
線
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
兄
妹
と
い
う
関
係
を
抜
き
に
し
た
と
こ
ろ
の
作

品
世
界
に
お
い
て
、
よ
し
子
の
言
薬
の
も
つ
真
の
意
味
は
、
野
々
宮
と
美

禰
子
の
恋
愛
が
成
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
点
に
あ

る。
学
問
と
情
愛
の
関
連
性
に
曖
昧
さ
を
残
し
て
い
る
よ
し
子
の
評
に
対
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し
、
広
田
先
生
は
そ
れ
を
お
ぎ
な
う
か
の
よ
う
に
、
物
理
学
者
の
研
究
態

度
が
人
間
同
士
の
交
流
の
場
に
お
い
て
も
た
ら
す
弊
害
を
指
摘
す
る
。
広

田
先
生
は
「
西
洋
軒
の
会
」
の
席
上
で
、
「
ど
う
も
物
理
学
者
は
自
然
派

ぢ
や
駄
目
の
様
だ
ね
」
と
、
「
物
理
学
者
」
と
「
自
然
派
」
を
並
行
さ
せ

る
妙
な
発
言
を
す
る
。
自
然
現
象
を
観
察
す
る
物
理
学
者
と
、
あ
り
の
ま

ま
の
実
像
を
写
す
自
然
派
で
あ
れ
ば
、
両
者
の
間
に
は
緊
密
な
類
似
性
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
際
に
お
い
て
は
そ
う
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

広
田
先
生
が
こ
の
「
満
場
の
興
味
を
刺
激
」
す
る
よ
う
な
発
言
を
し
た

の
は
、
知
識
人
た
ち
の
集
ま
っ
た
場
を
借
り
て
野
々
宮
を
俎
上
に
の
せ
る

た
め
で
あ
っ
た
。
広
田
先
生
の
意
図
ど
お
り
「
本
人
の
」
野
々
宮
が
異
議

を
唱
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
広
田
先
生
は
次
の
よ
う
に
説
明
を
続

け
る
。

「
だ
っ
て
、
光
線
の
圧
力
を
試
験
す
る
為
に
、
眼
丈
明
け
て
、
自
然

を
観
察
し
て
ゐ
た
つ
て
、
駄
目
だ
か
ら
さ
。
彗
星
で
も
出
れ
ば
気
が

付
く
人
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
自
然
の
献

立
の
う
ち
に
、
光
線
の
圧
力
と
い
ふ
事
実
は
印
刷
さ
れ
て
ゐ
な
い
様

ぢ
や
な
い
か
。
だ
か
ら
人
巧
的
に
、
水
晶
の
糸
だ
の
、
真
空
だ
の
、

雲
母
だ
の
と
云
ふ
装
置
を
し
て
、
其
圧
力
が
物
理
学
者
の
眼
に
見
え

る
や
う
に
仕
掛
け
る
の
だ
ら
う
。
だ
か
ら
自
然
派
ぢ
や
な
い
よ
」

（
九
の
三
）

要
す
る
に
、
人
工
的
な
装
置
を
仕
掛
け
ず
に
、
肉
眼
で
あ
り
の
ま
ま
の

自
然
（
観
察
対
象
の
実
像
）
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
が
自
然
派
の
態
度
で

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
観
察
態
度
で
は
眼
に
見
え
な
い
部
分
は
捉
え
ら
れ

な
い
。
そ
こ
で
物
理
学
者
は
、
眼
に
見
え
な
い
部
分
ま
で
捉
え
る
た
め
に
、

「
人
巧
的
に
」
あ
る
装
置
を
仕
掛
け
る
。
人
為
的
な
仕
掛
け
を
工
夫
す
る

と
こ
ろ
に
す
で
に
観
察
者
の
主
観
が
介
入
す
る
の
だ
か
ら
、
自
然
派
的
な

態
度
で
は
な
い
。
い
わ
ば
「
浪
漫
派
」
的
な
発
想
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ

が
、
当
人
の
物
理
学
者
た
ち
は
自
身
で
は
自
然
派
的
な
態
度
で
観
察
す
る

と
信
じ
切
っ
て
い
る
か
ら
困
る
、
と
い
う
の
が
広
田
先
生
の
趣
旨
で
あ
ろ

スノ

こ
れ
に
対
し
て
野
々
宮
は
「
然
し
、
一
旦
さ
う
い
ふ
位
置
関
係
に
置
い

た
以
上
は
、
光
線
固
有
の
圧
力
を
観
察
す
る
丈
だ
か
ら
、
そ
れ
か
ら
あ
と

は
自
然
派
で
せ
う
」
と
応
酬
す
る
。
広
田
先
生
の
主
張
に
一
応
首
肯
し
て

い
る
も
の
の
、
装
置
を
仕
掛
け
た
以
降
の
段
階
に
執
着
す
る
態
度
か
ら
は
、

彼
の
観
察
の
主
眼
が
ど
こ
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
が
推
測
さ
れ
る
。
物
理

学
者
は
見
え
る
部
分
を
捉
え
る
「
眼
」
と
、
そ
の
裏
面
に
隠
さ
れ
て
い
る

見
え
な
い
部
分
を
捉
え
る
も
う
―
つ
の
「
眼
」
が
共
に
必
要
だ
と
広
田
先

生
が
言
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
野
々
宮
の
反
駁
は
見
え
な
い
部
分

を
捉
え
る
た
め
の
「
眼
」
に
全
く
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
を
み
ず
か
ら
白

状
し
て
い
る
の
だ
。
広
田
先
生
の
狙
い
は
そ
の
点
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き

だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
そ
の
片
目
を
も
っ
て
人
間
を
観
察
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
結
論
に
至
る
前
の
段
取
り
で
も
あ
っ
た
の
だ
。、

、
、
、
、
、
、
、
、

「
左
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
斯
う
云
ふ
事
は
人
間
の
研
究
上
記
憶
し

、
、
、
、
、
、
、

て
置
く
べ
き
事
だ
と
思
ふ
。
即
ち
、
あ
る
状
況
の
下
に
置
か
れ

た
人
間
は
、
反
対
の
方
向
に
働
ら
き
得
る
能
力
と
権
利
と
を
有
し
て

ゐ
る
。
と
云
ふ
事
な
ん
だ
が
。
所
が
妙
な
習
慣
で
、
人
間
も
光
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線
も
同
じ
様
に
器
械
的
の
法
則
に
従
つ
て
活
動
す
る
と
思
ふ
も
の
だ

か
ら
、
時
々
飛
ん
だ
間
違
が
出
来
る
。
怒
ら
せ
や
う
と
思
つ
て
装
置

を
す
る
と
、
笑
っ
た
り
。
笑
は
せ
や
う
と
目
論
ん
で
掛
：
る
と
、
怒

っ
た
り
。
丸
で
反
対
だ
。
然
し
ど
っ
ち
に
し
て
も
人
間
に
違
な
い
」

（
注
ー
傍
点
引
用
者
）
（
九
の
三
）

広
田
先
生
の
発
言
の
目
的
は
、
「
人
間
の
研
究
上
記
憶
し
て
置
く
べ
き
事

だ
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
物
理
学
者
（
野
々
宮
）

の
学
問
上
の
観
察
態
度
を
も
っ
て
「
人
間
の
研
究
」
（
美
禰
子
）
を
し
て

は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
高
田
誠
二
は
、
広
田
先
生
の
主
張
を

「
自
然
科
学
の
法
則
と
個
人
の
活
動
原
理
と
の
違
い
を
宣
言
し
た
も
の
」

と
捉
え
、
「
こ
の
見
地
か
ら
の
人
間
関
係
の
描
出
は
漱
石
の
作
品
の
あ
ち
こ

(17) 

ち
で
実
行
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
。
確
か
に
広
田
先
生
の
主
張
は
、
物
理

学
者
が
必
然
的
に
も
つ
あ
る
否
定
的
な
側
面
人
間
と
人
間
が
関
係
を

生
み
出
し
て
ゆ
く
世
界
に
と
っ
て
の
否
定
的
な
側
面
を
暴
き
出
し
て

い
る
。
そ
れ
を
こ
の
作
品
世
界
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
野
々
宮
と
美
禰

子
の
恋
愛
に
お
い
て
の
否
定
的
な
側
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
い

え
ば
、
人
間
の
〈
自
然
〉
を
無
視
・
圧
殺
し
て
で
は
男
女
の
恋
愛
は
成
立

し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

広
田
先
生
の
「
人
巧
的
」
と
い
う
言
葉
は
野
々
宮
の
矛
盾
を
暴
き
出
す

キ
ー
・
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
お
り
、
「
印
刷
さ
れ
て
ゐ
な
い
」
自
然
、
す
な

わ
ち
美
禰
子
の
自
然
な
内
面
の
動
き
を
捉
え
る
べ
く
そ
の
作
為
が
二
人
の

関
係
の
な
か
で
は
全
く
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
広
田
先
生
は

「
時
々
飛
ん
だ
間
違
が
出
来
る
」
と
、
二
人
の
破
局
が
間
近
に
迫
っ
て
い

る
こ
と
を
仄
め
か
す
。
そ
し
て
ま
た
「
然
し
ど
っ
ち
に
し
て
も
人
間
に
違

五

な
い
」
と
、
二
人
の
破
局
の
原
因
が
美
禰
子
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
観
察

者
の
野
々
宮
に
存
す
る
の
だ
と
い
う
事
実
を
知
ら
せ
て
も
い
る
。
美
禰
子

の
結
婚
は
、
「
あ
る
状
況
の
下
に
置
か
れ
た
人
間
は
、
反
対
の
方
向
に
働

ら
き
得
る
能
力
と
権
力
と
を
有
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
言
葉
に
暗
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
「
人
間
も
光
線
も
同
じ
様
に
器
械
的
の
法
則
に
従
っ
て
活

動
す
る
と
思
ふ
」
野
々
宮
か
ら
の
解
放
と
い
え
よ
う
。

野
々
宮
は
そ
の
名
が
外
国
に
ま
で
知
ら
れ
る
ほ
ど
、
学
問
的
に
は
す
ぐ

れ
た
業
績
を
積
ん
だ
人
物
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
が
学
問
的
に
成
功
し
た
の

は
、
美
禰
子
と
い
う
女
性
と
交
際
を
も
ち
な
が
ら
も
、
恋
愛
感
情
に
流
さ

れ
ず
、
常
に
冷
徹
な
理
性
を
堅
持
し
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
の
知

識
青
年
に
と
っ
て
は
‘
―
つ
の
理
想
型
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
作
者

は
そ
う
し
た
野
々
宮
と
美
禰
子
の
結
末
を
、
美
禰
子
か
ら
送
ら
れ
た
「
結

婚
披
露
の
招
待
状
」
を
引
き
ち
ぎ
っ
て
床
の
上
に
投
げ
捨
て
る
場
面
を

も
っ
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
結
末
に
至
っ
て
も
、
破
局
の
原
因
に
気
づ

か
ず
に
い
る
野
々
宮
の
無
念
の
行
為
は
、
〈
自
然
〉
と
〈
当
為
〉
の
相
克

の
深
淵
を
の
ぞ
か
せ
て
く
れ
る
。
そ
の
野
々
宮
の
姿
に
、
教
育
を
受
け
れ

ば
受
け
る
ほ
ど
、
恋
愛
に
対
し
て
う
ぶ
に
な
っ
て
い
く
当
時
の
青
年
た
ち

の
悲
劇
が
託
さ
れ
て
い
る
。

明
治
政
府
が
富
国
強
兵
と
い
う
旗
織
を
掲
げ
て
出
帆
し
て
以
来
、
知
識

青
年
た
ち
に
は
そ
の
政
策
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
的
〈
当
為
〉
が
要
求
さ
れ

た
。
儒
教
的
思
想
に
根
幹
を
お
く
〈
家
〉
制
度
が
強
化
さ
れ
た
の
も
、
そ

う
し
た
国
家
の
目
標
を
推
進
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
明
治
期
の
知
識
青
年
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た
ち
は
、
〈
家
〉
の
な
か
で
は
家
の
繁
栄
と
い
う
名
目
下
で
家
父
長
に
そ

の
自
我
を
蹂
躙
さ
れ
、
社
会
の
な
か
で
は
国
策
に
よ
っ
て
〈
当
為
〉
を
め

ざ
す
人
間
と
し
て
の
み
教
育
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
時
代
状

況
の
な
か
で
、
知
識
青
年
た
ち
は
当
然
な
が
ら
自
分
の
心
の
な
か
か
ら
芽

生
え
て
く
る
〈
自
然
〉
と
し
て
の
恋
愛
感
情
に
素
直
に
身
を
ま
か
せ
る
ほ

ど
の
余
裕
を
も
た
な
か
っ
た
。
ま
た
身
を
ま
か
せ
よ
う
と
し
て
も
、
こ
れ

ま
で
受
け
て
き
た
「
教
育
」
の
領
域
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
時
代
状
況
を
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
の
言
説
が
代
弁

し
て
く
れ
て
い
る
。
野
々
宮
と
美
禰
子
の
恋
愛
に
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三

頁
」
の
言
説
を
具
現
さ
せ
な
が
ら
、
悲
惨
な
結
末
を
用
意
し
た
作
者
の
創

作
態
度
か
ら
は
、
そ
う
し
た
言
説
の
も
つ
偏
向
性
を
み
ず
か
ら
に
引
き
受

け
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
『
三
四
郎
』
で
は
、
恋
愛

に
対
す
る
当
時
の
知
識
青
年
た
ち
の
考
え
が
近
代
市
民
社
会
を
生
き
る
者

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
が
三
四
郎
と
野
々
宮

を
通
し
て
な
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

本
文
中
に
引
用
し
た
夏
目
漱
石
の
文
章
は
『
漱
石
全
集
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
、
一

九
九
四
年
）
に
よ
っ
た
。

(
l
)
片
岡
良
一
「
中
期
の
三
部
作
ー
『
三
四
郎
」
『
そ
れ
か
ら
』
『
門
j

|
」
（
『
夏
目
漱

石
の
作
品
』
鷺
ノ
宮
書
房
、
昭
和
四
二
年
）

(2)
三
好
行
雄
「
三
四
郎
（
一
）
ー
（
三
）
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
四
一
年
一
月
ー

三
月
）

(3)
平
岡
敏
夫
「
美
禰
子
の
結
婚
ー
〈
立
派
な
人
〉
の
読
み
ー
」
(
『
H
本
文
学
』
第
二

四
巻
第
十
二
号
、
昭
和
五
十
年
十
二
月
）

(
4
)
秋
山
公
男
「
「
三
四
郎
」
小
考
ー
「
露
悪
家
」
美
禰
子
と
そ
の
結
婚
の
意
味
ー
」

(『
H
本
近
代
文
学
』
第
二
四
集
、
昭
和
五
十
年
十
月
。
の
ち
に
、
玉
井
敬
之
・
村

注

田
好
哉
編
『
漱
石
作
品
論
集
成
第
五
巻
三
四
郎
』
桜
楓
社
、
平
成
三
年
所
収
）

(5)
筆
者
は
拙
稿
「
『
三
四
郎
』
冒
頭
部
に
お
け
る
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
の
も

つ
意
味
と
機
能
ー
『
三
四
郎
』
論
序
説
ー
」
（
『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
第
二
七

号
、
筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会
、
平
成
十
年
八
月
）
で
、
冒
頭
部
に
お
い
て
三
四

郎
の
目
に
す
る
「
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
」
の
言
説
が
、
美
禰
子
の
「
奴
隷
」
と

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
三
四
郎
の
運
命
を
暗
示
す
る
隠
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て

機
能
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
置
い
た
。

(6)
内
田
道
雄
「
『
三
四
郎
』
論
ー
上
京
す
る
青
年
ー
」
（
『
国
文
学
言
語
と
文
芸
』
第

七
五
集
、
昭
和
四
五
年
三
月
。
の
ち
に
、
玉
井
敬
之
・
村
田
好
哉
編
『
漱
石
作
品

論
集
成
第
五
巻
三
四
郎
』
桜
楓
社
、
平
成
三
年
所
収
）

(
7
)
飯
田
祐
子
「
女
の
顔
と
美
禰
子
の
服
ー
美
禰
子
は
〈
新
し
い
女
〉
か
ー
（
小
森
陽

-
•
石
原
千
秋
編
『
漱
石
研
究
』
第
二
号
、
翰
林
書
房
、
平
成
六
年
五
月
）

(8)
三
四
郎
が
美
禰
子
と
初
め
て
言
葉
を
交
わ
す
の
は
、
広
田
先
生
の
新
宅
に
お
い
て

で
あ
る
が
、
三
四
郎
を
美
禰
子
の
「
奴
隷
」
に
喩
え
る
「
オ
ル
ノ
ー
コ
」
の
話
が

話
題
に
な
る
前
の
、
二
人
で
掃
除
を
す
る
場
面
に
「
三
四
郎
は
四
つ
這
に
な
つ
て
、

後
か
ら
拭
き
出
し
た
」
と
あ
る
。
そ
の
三
四
郎
を
見
て
美
禰
子
は
「
ま
あ
」
と

言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
仕
草
も
や
は
り
「
奴
隷
」
と
い
う
言
薬
と
無
関
係

で
は
な
い
。

(9)
千
種
・
キ
ム
ラ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
「
あ
て
に
な
ら
な
い
観
察
者
ー
喜
劇
と
し
て
の

『
三
四
郎
』
ー
」
（
小
森
陽
一
•
石
原
千
秋
編
『
漱
石
研
究
』
第
二
号
、
翰
林
書

房
、
平
成
六
年
五
月
）

(10)
戸
松
泉
「
『
三
四
郎
』
．
叙
述
の
視
点
」
（
『
日
本
文
学
』
第
四
一
巻
第
一
号
、
平
成

四
年
一
月
）

(11)
千
種
・
キ
ム
ラ
・
テ
ィ
ー
ブ
ン
、
前
掲
論
文
。

(12)
村
岡
正
明
『
航
空
事
始
ー
不
忍
池
滑
空
記
ー
』
（
東
書
選
書
、
平
成
四
年
）
に
よ

る
と
、
飛
行
機
が
一
般
の
人
々
に
理
解
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
英
仏
海
峡
横
断
の

飛
行
が
成
功
し
た
明
治
四
二
年
七
月
以
後
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

(13)
小
山
慶
太
『
漱
石
と
あ
た
た
か
な
科
学
』
文
藝
春
秋
社
、
平
成
七
年
。

(14)
新
保
邦
寛
「
我
が
内
に
潜
む
も
う
一
人
の
我
ー
谷
崎
潤
一
郎
・
初
期
小
説
論
ー
」

（
『
日
本
近
代
文
学
』
第
五
十
集
、
平
成
六
年
五
月
）

(15)
松
下
浩
幸
「
『
三
四
郎
』
論
ー
「
独
身
者
」
共
同
体
と
「
読
書
」
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
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」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
第
五
六
集
、
平
成
九
年
五
月
）

(16)
三
好
、
前
掲
論
文
。

(17)
高
田
誠
一
一
「
『
三
四
郎
』
と
寺
田
寅
彦
」
（
小
森
陽
一
・
石
原
千
秋
編
『
漱
石
研

究
』
第
二
号
、
翰
林
書
房
、
平
成
六
年
五
月
）

ジ
ュ
ン
ヨ
ン

筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程

文
芸
・
言
語
研
究
科

文
学
）
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