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『
好
色
五
人
女
』

の
終
着
点

＼

４

森
　
　
啓

助

　
本
稿
は
要
す
る
に
、
『
好
色
五
人
女
」
の
主
題
論
的
な
一
つ
の
解
釈
を
試
み

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
晶
に
つ
い
て
は
、
従
来
も
、
同
様
の
主
題

論
的
考
察
が
い
ろ
い
ろ
行
わ
れ
て
い
る
。
森
山
重
雄
氏
（
『
酉
鶴
の
世
界
』
）
の

批
判
の
と
お
り
、
「
主
題
論
を
別
の
主
題
論
で
い
く
ら
修
正
し
て
み
て
も
、
そ
の

程
度
は
知
れ
て
い
る
」
か
も
し
れ
な
い
。
う
っ
か
り
す
れ
ば
、
週
刊
誌
の
「
虚

構
」
を
ま
じ
え
た
事
件
報
告
書
と
ど
う
い
う
違
い
が
あ
る
の
か
、
主
題
を
主
と

す
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
差
異
さ
え
明
ら
か
に
で
き
な
い
で
終
わ
っ
て
し
ま
う

お
そ
れ
も
生
じ
よ
う
。
本
稿
が
も
し
も
屋
下
に
屋
を
架
す
る
結
果
に
な
ら
な
け

れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
と
思
う
。

　
さ
て
『
好
色
五
人
女
』
は
、
作
者
の
抱
く
二
っ
の
相
反
す
る
理
念
が
中
心
と

な
っ
て
、
物
語
が
展
開
し
て
ゆ
く
作
晶
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

簡
単
に
い
え
ば
、
そ
の
一
つ
は
、
主
人
公
た
ち
の
行
動
を
支
持
し
よ
う
と
す
る

気
持
で
あ
り
、
も
う
一
っ
は
、
世
間
的
な
捷
や
道
徳
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と

す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
作
者
自
身
の
こ
と
ば
と
し
て
直
接
に
示
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
、
間
接
的
に
、
作
中
人
物
の
一
昌
動
に
よ
っ
て
示
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
主
人
公
た
ち
は
、
時
と
し
て
、
め
い
め
い
の
情
欲
に
溺
れ
て

盲
目
的
な
行
動
を
と
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
決
し
て
捷
や
道
徳
を
無
視
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
二
っ
の
間
に
挾
ま
れ
て
悩
み
苦
し
み
っ
っ
、
破
滅
的
な

運
命
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
五
巻
の
ど
の
話
を
と
っ
て
み
て
も
よ
い

の
で
あ
る
が
、
仮
に
誉
二
「
中
段
に
見
る
暦
屋
物
語
」
に
っ
い
て
、
こ
の
点
を

検
討
し
て
み
た
い
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
話
は
、
大
経
師
の
妻
お
さ
ん
と
、
手
代
茂
右
衛
門
と

の
密
通
事
件
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
；
皐
「
姿
の
関
守
」
で
は
、
娘

時
代
の
お
さ
ん
が
紹
介
さ
れ
る
。
「
洛
中
に
隠
れ
な
き
さ
わ
ぎ
中
間
の
男
四
天

王
」
の
鑑
定
に
合
格
し
た
の
が
お
さ
ん
で
あ
っ
た
。
安
井
の
藤
を
見
に
出
か
け

た
多
く
の
「
見
よ
き
地
女
」
の
な
か
で
も
、
「
若
し
も
我
等
が
目
に
、
う
つ
く



し
き
と
見
し
も
あ
る
事
も
や
」
と
の
期
待
に
そ
む
か
な
か
っ
た
美
女
で
あ
る
。

　
男
ど
も
の
い
う
「
我
等
が
目
」
の
っ
け
ど
こ
ろ
は
、
前
を
通
る
女
た
ち
の
容

姿
や
着
衣
．
装
飾
品
な
ど
の
細
部
に
及
ぶ
。
容
貌
も
当
世
風
の
好
み
に
か
な
う

も
の
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
一
点
か
け
て
い
て
も
、
不
合
格
の
烙
印
が
押
さ

れ
る
。
し
か
し
、
誰
に
も
わ
か
る
容
貌
や
服
装
よ
り
も
、
も
っ
と
大
事
な
点
が

ほ
か
に
あ
る
。
「
三
筋
緒
の
雪
踏
、
音
も
せ
ず
あ
り
き
て
、
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
腰

の
す
わ
り
、
あ
の
男
め
が
果
報
」
と
見
ら
れ
て
い
る
「
年
の
程
三
十
四
五
」
の

女
、
「
衣
類
の
着
こ
な
し
、
又
有
る
べ
か
ら
ず
。
－
…
・
段
染
の
一
幅
帯
、
む
ね

あ
け
掛
け
て
身
ぷ
り
よ
く
」
と
評
さ
れ
る
「
十
五
六
、
七
に
は
な
る
ま
じ
き

娘
」
、
あ
る
い
は
、
「
吉
弥
笠
…
－
・
貞
自
慢
に
あ
さ
く
か
づ
き
、
中
び
ね
り
の
あ

り
き
す
が
た
」
が
特
に
目
を
引
く
「
廿
七
八
の
女
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
多
く
は
、
身
ぶ
り
や
歩
き
方
に
感
じ
ら
れ
る
な
ま
め
か
し
さ
が
、
彼
等
の

心
を
最
も
強
く
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
で
わ
か
る
が
、
年
齢

や
既
婚
．
未
婚
の
別
は
、
必
ず
し
も
審
査
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。
衣
裳
に

し
て
も
、
単
に
豪
華
な
ば
か
り
が
能
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
一
趣
向
を
こ
ら

し
て
、
流
行
を
追
う
と
い
う
よ
り
は
、
流
行
な
ん
か
に
と
ら
わ
れ
な
い
斬
新
さ

が
要
点
と
さ
れ
て
い
る
。

　
お
さ
ん
は
殊
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
「
い
ま
だ
十
三
か
、
四
か
」
の
若
い
年
頃

で
あ
っ
た
が
、
「
髪
す
き
流
し
、
先
を
す
こ
し
折
り
も
ど
し
、
紅
の
絹
た
二
み

て
む
す
び
、
前
髪
、
若
衆
の
す
な
る
や
う
に
わ
け
さ
せ
、
金
蕎
に
て
結
は
せ
、

　
　
　
　
　
　
『
好
色
五
人
女
』
の
終
着
点

五
分
櫛
の
き
よ
ら
か
な
る
さ
し
掛
け
」
た
い
き
な
姿
が
、
ま
ず
目
に
っ
く
。
衣

裳
は
「
白
し
ゆ
す
に
墨
形
の
肌
着
、
上
は
玉
む
し
色
の
し
ゆ
す
に
、
孔
雀
の
切

付
、
見
え
す
く
や
う
に
、
其
う
へ
に
唐
糸
の
網
を
掛
け
、
さ
て
も
た
く
み
し
小

袖
に
、
十
二
色
の
た
＼
み
帯
」
と
い
う
凝
り
よ
う
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、
い
わ
ゆ

る
「
衣
裳
法
度
」
に
ふ
れ
る
ほ
ど
の
賛
沢
晶
は
あ
ま
り
着
て
い
な
い
ら
し
い
。

例
え
ば
天
和
三
年
正
月
の
「
覚
」
（
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
三
十
六
「
諾
商
売
之

部
」
）
に
は
、

　
　
一
　
金
紗

　
　
一
　
縫

　
　
一
　
惣
鹿
子

　
　
右
之
晶
、
向
後
女
之
衣
類
に
製
禁
之
、
惣
て
砂
敷
織
物
染
物
新
規
に
仕
出

　
　
候
事
無
用
た
る
へ
し

と
あ
る
。
金
紗
・
縫
・
惣
鹿
子
の
三
種
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
お
さ
ん
の
着
物

は
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
で
も
な
い
。
こ
こ
に
登
場
す
る
他
の
女
た
ち
の
衣
裳
に

は
、
「
地
な
し
鹿
子
」
や
「
唐
織
」
の
帯
な
ん
か
も
あ
る
。
こ
れ
に
く
ら
べ
る

と
、
お
さ
ん
の
方
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
質
素
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
個
性
的
な
新
し
い
工
夫
が
、
目
の
こ
え
た
男
ど
も
の
注
目
を
集
め

ず
に
は
お
か
な
い
。
右
の
「
覚
」
に
い
う
「
惣
て
珍
敷
織
物
染
物
新
規
に
仕
出

侯
事
」
に
該
当
す
る
意
味
で
は
、
明
ら
か
に
法
度
の
精
神
に
抵
触
す
る
だ
ろ

う
。
巻
の
は
じ
め
に
は
、
「
仕
出
し
衣
漿
の
物
好
み
、
当
世
女
の
只
中
、
広
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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京
に
も
又
有
る
べ
か
ら
ず
。
」
と
あ
る
。
そ
し
て
「
素
足
に
紙
緒
の
は
き
物
、

う
き
世
笠
跡
よ
り
持
た
せ
て
、
藤
の
八
房
っ
ら
な
り
し
を
か
ざ
し
」
て
あ
ら
わ

れ
る
。
「
見
ぬ
人
の
た
め
と
い
は
ぬ
計
の
風
義
」
で
あ
る
こ
と
は
、
作
者
の
言

を
借
り
る
ま
で
も
な
い
が
、
見
せ
て
や
り
た
い
の
は
藤
の
花
で
は
な
く
て
、
自

分
自
身
の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
第
二
章
に
は
、
そ
の
時
の
お
さ
ん
が
「
藤
を

か
ざ
し
て
覚
束
な
き
さ
ま
し
た
る
人
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
男
ど
も
が
「
其
名

ゆ
か
し
く
尋
ね
」
る
と
、
「
室
町
の
さ
る
息
女
、
今
小
町
」
と
言
い
捨
て
て
行

っ
て
し
ま
っ
た
。
心
に
く
い
所
作
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
お
さ
ん
は
元
来
が
こ
う
い
う
女
で
あ
っ
た
。
「
さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
い
な
ん
と

ぞ
思
ふ
」
（
『
古
今
集
』
巻
十
八
、
小
野
小
町
）
式
の
風
惰
を
、
年
若
く
し
て
、

す
で
に
身
に
っ
け
て
い
る
。
「
い
た
づ
ら
も
の
と
は
、
後
に
思
ひ
あ
は
せ
侍

る
。
」
は
蛇
足
で
あ
ろ
う
。
近
松
の
『
大
経
師
昔
暦
』
は
、
結
婚
前
の
お
さ
ん

に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
「
罪
の
匂
い
」
と
も
い
う
べ
き
「
重
大
な

過
失
へ
の
可
能
性
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
４
７
年
１
０
月
号
、
松
崎
仁
「
「
大

経
師
昔
暦
」
の
再
吟
味
」
）
を
ひ
そ
め
て
い
た
こ
と
は
、
『
五
人
女
』
の
お
さ
ん

に
つ
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
適
合
す
る
。
「
後
に
」
な
っ
て
思
い
あ
た
る
の
で
は

な
く
、
娘
時
代
か
ら
、
そ
の
危
険
性
を
予
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

こ
の
お
さ
ん
が
「
大
経
師
の
何
が
し
」
と
結
婚
す
る
。
大
経
師
側
か
ら
の
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

や
強
引
な
申
し
入
れ
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
大
経
師
が
「
晶
形
す
ぐ

れ
て
よ
き
を
望
」
ん
で
、
思
わ
し
い
相
手
が
見
っ
か
り
に
く
か
っ
た
矢
先
、
「
覚

東
な
き
さ
ま
し
た
る
」
お
さ
ん
に
心
を
動
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
西
鶴
は
、
大
経
師
そ
の
人
に
っ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
書
い
て
い
な
い
。

大
経
師
と
は
何
を
す
る
人
で
あ
っ
た
の
か
、
ど
の
程
度
の
身
分
や
家
柄
の
人
で

あ
っ
た
の
か
、
店
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
、
作
品
か
ら
は
全
く
わ
か

ら
な
い
。
そ
の
身
辺
に
は
、
貞
享
改
暦
に
際
し
、
暦
の
発
行
権
を
め
ぐ
る
営
業

上
の
い
ざ
こ
ざ
が
続
い
て
、
っ
い
に
家
が
断
絶
す
る
に
至
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る

（
『
近
世
文
芸
』
２
２
、
諏
訪
春
雄
「
犬
経
師
昔
暦
の
実
説
」
）
。
『
五
人
女
』
に
取

り
上
げ
ら
れ
た
姦
通
事
件
後
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
一
切
触
れ
て
い

な
い
。
名
前
さ
え
「
何
が
し
」
で
す
ま
せ
て
い
る
。
原
文
で
は
、
「
さ
わ
ぎ
中
間
」

の
う
ち
に
、
こ
の
人
も
加
わ
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
も
読
み
と
れ
る
。
姦
通

後
、
妻
の
不
貞
を
ど
の
よ
う
に
う
け
と
め
、
ど
う
処
理
す
る
っ
も
り
で
あ
っ
た

の
か
、
そ
の
点
に
っ
い
て
も
、
作
者
か
ら
詳
し
い
情
報
は
提
供
さ
れ
て
い
な

い
。
格
式
の
あ
る
家
に
起
こ
っ
た
不
名
誉
な
出
来
事
に
対
す
る
配
慮
か
も
し
れ

な
い
が
、
要
す
る
に
、
大
経
師
と
い
う
人
物
は
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
か
た
ち

に
な
っ
て
い
る
。
姦
通
事
件
で
あ
る
以
上
、
夫
の
大
経
師
は
主
要
人
物
の
一
人

で
あ
る
は
ず
だ
の
に
、
奇
異
な
感
じ
が
も
た
れ
る
。

　
と
は
い
っ
て
も
、
大
経
師
が
全
く
無
視
し
去
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
大
経
師
を
軽
く
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
作
者
で



あ
っ
て
、
お
さ
ん
で
は
な
い
。
新
婚
当
初
は
、
一
途
に
妻
を
愛
し
続
け
た
夫
で

あ
っ
た
。
お
さ
ん
も
こ
れ
に
こ
た
え
て
、
互
い
に
仲
む
っ
ま
じ
く
過
ご
し
て
い

た
。
姦
通
事
件
な
ど
起
こ
り
得
べ
く
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
三

年
た
っ
て
事
件
が
発
生
す
る
。
夫
の
東
下
不
在
中
で
あ
っ
た
。
実
家
の
心
配
り

で
派
遣
さ
れ
て
い
た
若
者
茂
右
衛
門
が
相
手
で
あ
る
。
お
さ
ん
か
ら
見
た
茂
右

衛
門
は
、
も
と
よ
り
浮
気
の
対
象
に
な
る
人
物
で
は
な
か
っ
た
が
、
い
わ
ば
物

の
は
ず
み
で
不
慮
の
姦
通
を
犯
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
お
さ
ん
の
結
婚
が
、
巻
二
「
樽
屋
物
語
」
の
お
せ
ん
の
場
合
と
同
様
、
全
く

受
動
的
で
、
愛
情
の
自
主
性
が
な
か
っ
た
か
ら
姦
通
が
起
こ
っ
た
、
と
す
る
見

解
（
曄
峻
康
隆
『
酉
鶴
・
評
論
と
研
究
』
）
は
当
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
経

師
の
側
か
ら
一
方
的
に
求
婚
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
夫
婦
の
か
た

ら
ひ
ふ
か
く
、
三
と
せ
が
程
も
か
さ
ね
け
る
」
二
人
の
間
に
、
い
つ
ま
で
も
一

方
的
な
愛
情
し
か
育
た
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
三
年
も
た
て
ば

倦
怠
期
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
「
次
第
に
栄
え
て
、
う
れ
し
さ
限
り
も
な

か
り
し
」
折
か
ら
、
こ
れ
も
疑
わ
し
い
。
原
因
は
や
は
り
、
専
ら
、
お
さ
ん
の

生
ま
れ
な
が
ら
に
も
っ
て
い
た
享
楽
的
な
性
格
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
娘
時
代
を

知
る
読
者
に
は
、
自
明
の
こ
と
が
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
「
明
暮
、
世
を
わ

た
る
女
の
業
を
大
事
に
、
」
「
始
末
を
本
と
し
、
」
「
小
遣
帳
を
筆
ま
め
に
あ
ら
た

め
」
て
い
た
三
年
間
の
お
さ
ん
は
、
火
山
の
活
動
が
一
時
休
止
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
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夫
の
留
守
は
、
活
動
の
再
開
に
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
上
記
の
と

お
り
、
お
さ
ん
は
夫
の
存
在
を
忘
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
事
件
は
、
茂
右
衛

門
に
思
い
を
寄
せ
た
女
中
り
ん
の
恋
文
を
、
お
さ
ん
が
代
筆
し
て
や
っ
た
こ
と

か
ら
は
じ
ま
る
。
お
さ
ん
は
そ
の
時
、
江
戸
の
夫
に
出
す
手
紙
を
書
い
て
い
た
。

留
守
宅
か
ら
の
報
告
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
つ
い
で
に
、
「
り
ん
が
ち
わ
文
書

き
て
と
ら
せ
ん
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
お
さ
ん
自
身
の
手
紙
も

ま
た
「
ち
わ
文
」
の
性
質
を
お
び
て
い
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
最
愛
の
夫
を
ま

ぶ
た
に
描
く
な
か
で
、
い
た
ず
ら
心
が
複
雑
な
た
か
ぶ
り
を
み
せ
た
と
解
し
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。
単
に
留
守
中
の
解
放
感
だ
け
で
は
な
い
。
屈
曲
し
た
異
様

な
心
理
が
解
放
感
と
競
合
し
て
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
使
用
人
た
ち
の
情
事
に

介
入
さ
せ
て
ゆ
く
。
茂
右
衛
門
の
返
事
が
こ
れ
に
油
を
注
い
だ
。
堅
い
一
方
と

見
く
ぴ
っ
て
い
た
男
か
ら
返
っ
て
き
た
、
侮
辱
的
な
「
う
ち
っ
け
た
る
文
章
」

が
、
い
よ
い
よ
お
さ
ん
を
狂
わ
せ
る
。

　
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
人
間
の
心
理
と
は
そ
ん
な
も
の
な
の

だ
。
西
鶴
は
、
お
さ
ん
の
二
面
性
を
読
者
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
娘

時
代
の
断
面
を
紹
介
し
た
第
；
阜
で
は
、
そ
の
奔
放
な
情
欲
の
き
ざ
し
が
、
『
源

氏
』
以
来
の
「
晶
定
め
」
の
手
法
を
借
り
て
、
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
作
者

は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
批
判
が
ま
し
い
こ
と
を
い
っ
て
は
い
な
い
。

む
し
ろ
、
最
先
端
を
ゆ
く
女
の
風
俗
を
描
写
し
て
、
得
意
が
っ
て
い
る
様
子
が

う
か
が
え
る
。
非
難
め
い
た
こ
と
ば
と
い
え
ば
、
章
末
の
「
い
た
づ
ら
も
の
」
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く
ら
い
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
「
後
に
思
ひ
あ
は
せ
侍

る
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
現
状
を
「
い
た
づ
ら
も
の
」
と
評
し
た
の

で
は
な
い
。
現
状
は
ど
こ
ま
で
も
肯
定
的
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
第
二
章
初
め
の
結
婚
当
初
の
お
さ
ん
を
描
く
段
に
な
る
と
、
第

一
章
と
は
正
反
対
の
、
他
の
一
面
の
み
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合

も
作
者
は
、
そ
の
打
っ
て
変
わ
っ
た
地
女
房
ぷ
り
を
郡
揃
し
た
り
す
る
の
で
は

な
く
、
明
ら
か
に
賞
賛
す
る
側
に
ま
わ
っ
て
い
る
。
「
町
人
の
家
に
有
り
た
き

は
、
か
や
う
の
女
ぞ
か
し
。
」
と
い
う
賛
辞
を
素
直
に
う
け
と
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
つ
ま
り
、
是
非
善
悪
の
問
題
で
は
な
く
て
、
人
間
の
内
に
あ
る
相
反
す
る

二
面
が
、
ど
ち
ら
も
作
者
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
茂
右
衛
門
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
律
義
一
方
の
、
野
暮
く
さ
い

男
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
茂
右
衛
門
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
の
律
義
さ
を
、
巻
末

に
至
る
ま
で
、
茂
右
衛
門
は
保
ち
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
の
野
暮
天
に
し
て
か
ら

が
、
人
間
と
し
て
の
二
面
性
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
り
ん
の
恋

文
を
手
に
し
て
、
「
お
も
し
ろ
を
か
し
き
か
へ
り
事
」
を
す
る
術
も
心
得
て
い

た
。
二
度
目
の
手
紙
が
来
る
と
、
「
哀
ふ
か
く
」
も
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
と
の

こ
と
に
な
る
が
、
「
約
束
」
の
夜
の
行
動
や
述
懐
を
み
て
も
、
世
間
並
に
一
人

前
の
「
男
」
な
の
で
あ
る
。
女
中
ど
も
と
一
し
ょ
に
な
っ
て
か
ら
か
う
に
手
ご

ろ
な
相
手
と
し
か
、
茂
右
衛
門
を
理
解
で
き
な
か
づ
た
ら
し
い
お
さ
ん
だ
が
、

「
い
た
づ
ら
」
女
の
胸
中
に
茂
右
衛
門
の
「
男
」
が
忍
び
込
ん
で
き
て
い
る
の

を
、

た
。

お
さ
ん
自
身
も
気
づ
い
て
い
な
い
。

三
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過
ち
は
必
ず
し
も
過
ち
で
は
な
か
っ

　
事
終
わ
っ
て
、
お
さ
ん
は
、
「
よ
も
や
此
事
人
に
し
れ
ざ
る
事
あ
ら
じ
。
」
と

の
理
由
で
、
「
此
う
へ
は
身
を
す
て
、
命
か
ぎ
り
に
名
を
立
て
、
茂
右
衛
門
と

死
手
の
旅
路
の
道
づ
れ
」
と
決
意
す
る
に
至
る
。
し
か
し
、
前
後
の
事
情
か
ら

す
る
と
、
こ
の
心
境
の
変
化
は
、
読
者
に
は
や
や
唐
突
な
感
じ
が
す
る
だ
ろ

う
。
「
毒
を
食
ら
わ
ば
皿
ま
で
」
の
心
理
と
い
う
だ
け
で
は
理
解
し
に
く
い
。

　
密
通
が
極
刑
を
以
っ
て
処
罰
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
お
さ
ん
と

て
百
も
承
知
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
特
に
こ
の
よ
う
な
主
人
の
妻
と
の
場
合
は
、

の
ち
の
「
御
定
書
百
箇
条
」
に
お
い
て
も
、
「
死
罪
」
以
上
の
、
き
び
し
い
極

め
が
追
加
さ
れ
て
い
る
（
『
科
条
類
典
』
下
、
四
十
八
「
密
通
御
仕
置
之
事
」
・

『
巣
陰
秘
鑑
』
同
条
参
照
）
。
実
説
で
も
、
二
人
は
洛
中
引
廻
し
の
上
、
礫
に

さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
密
通
は
「
火
付
・
盗
賊
・
人
殺
」
な
ど
の

犯
罪
と
違
っ
て
、
「
御
定
書
」
の
条
文
で
は
、
「
内
済
」
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性

も
あ
っ
た
（
石
井
良
助
『
第
四
・
江
戸
時
代
漫
筆
』
）
と
い
う
。
も
っ
と
も
こ

の
場
合
、
そ
の
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
保
証
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
最
初
の
段
階
な
ら
ぱ
、
ま
だ
夫
に
わ
び
を
入
れ
る
余
地
が
全
く
な
い
で

は
な
か
っ
た
か
と
も
恩
わ
れ
る
。
意
外
な
成
り
ゆ
き
に
動
転
し
た
お
さ
ん
は
、



冷
静
に
善
後
策
を
講
ず
る
い
と
ま
も
な
く
、
さ
ら
に
「
罪
」
を
重
ね
て
ゆ
く
こ

と
と
な
っ
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
お
さ
ん
は
な
ぜ
茂
右
衛
門
ご
と
き
者
と
「
命
か
ぎ
り
」
の

「
道
づ
れ
」
を
決
心
し
、
「
な
ほ
や
め
が
た
く
」
な
る
の
か
。
相
手
は
お
さ
ん

に
と
っ
て
、
軽
侮
の
対
象
に
し
か
な
ら
な
い
男
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
は
、
た
と
え
仮
眠
中
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
瞬
問
か
ら
、

お
さ
ん
の
茂
右
衛
門
に
対
す
る
認
識
が
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
ま
ま
で

は
茂
右
衛
門
の
一
面
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
お
さ
ん
が
、
初
め
て
他
の
一
面
に

気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
果
た
せ
る
か
な
、
お
さ
ん
の
「
心
底
」
を
聞
か
さ
れ
た

茂
右
衛
門
は
、
「
君
を
お
も
へ
ぱ
夜
毎
に
か
よ
ひ
、
人
の
と
が
め
も
か
へ
り
み

ず
」
に
、
「
身
を
や
つ
す
」
男
に
変
身
す
る
。
ま
さ
に
「
世
に
わ
り
な
き
は
情

の
道
」
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

　
出
奔
し
た
二
人
は
、
ま
ず
琵
琶
湖
に
出
て
、
「
京
よ
り
の
追
手
」
を
気
に
し

つ
っ
も
、
「
い
っ
散
る
べ
き
も
さ
だ
め
が
た
し
」
と
、
湖
畔
の
旅
を
楽
し
む
。

二
つ
の
心
理
が
同
居
し
て
い
た
が
、
や
が
て
、
「
仏
国
の
か
た
ら
ひ
」
よ
り
も

現
世
で
生
き
の
び
る
こ
と
に
相
談
が
一
決
し
、
巧
み
な
偽
装
工
作
に
よ
っ
て
、

投
身
心
中
を
し
た
と
見
せ
か
け
る
。
「
我
く
悪
心
お
こ
り
て
、
よ
し
な
き
か

た
ら
ひ
、
是
、
天
命
の
が
れ
ず
。
」
と
い
う
遺
書
は
、
半
面
の
本
心
を
告
白
し
た

も
の
と
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
「
い
か
な
る
国
里
に
も
行
き
て
年
月

を
送
ら
ん
。
」
と
提
案
す
る
茂
右
衛
門
と
、
五
百
両
も
の
金
を
携
え
て
き
た
お
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さ
ん
と
は
、
他
の
半
面
に
お
い
て
も
、
完
全
に
意
ノ
投
合
し
て
い
た
。

　
「
丹
波
越
の
身
」
と
な
っ
て
か
ら
も
、
駈
落
ち
と
い
う
行
動
に
ま
で
発
展
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
や
悔
悟
の
念
と
、
強
い
て
こ
れ
を
は
ね
の
け

よ
う
と
す
る
気
持
と
が
相
交
錯
す
る
。
難
路
を
た
ど
り
か
ね
る
お
さ
ん
は
、
も

は
や
「
天
命
」
を
待
つ
ぱ
か
り
の
状
態
で
あ
っ
た
。
茂
右
衛
門
の
「
今
す
こ
し

先
へ
行
け
ば
、
…
…
此
浮
き
を
わ
す
れ
て
、
お
も
ひ
の
ま
ｘ
に
枕
さ
だ
め
て
語

ら
ん
物
を
。
」
の
ひ
と
言
に
励
ま
さ
れ
て
、
「
う
れ
し
や
、
命
に
か
へ
て
の
男
つ

や
も
の
。
」
と
、
よ
う
や
く
気
を
と
り
な
お
す
。
「
魂
に
れ
ん
ぼ
入
り
か
は
り
、

外
な
き
其
身
」
で
な
く
て
は
か
な
わ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
茂
右
衛
門
に
し
て
も
、

口
先
ほ
ど
自
信
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
柏
原
で
難
題
を
も
ち
か
け
ら
れ
た
時

に
は
、
「
近
江
の
海
に
て
死
ぬ
べ
き
命
を
、
な
が
ら
へ
し
と
て
も
、
天
わ
れ
を

の
が
さ
ず
。
」
と
観
念
し
て
、
脇
差
を
手
に
す
る
。
自
害
か
刺
交
え
か
を
覚
悟

し
た
ら
し
い
が
、
今
度
は
、
お
さ
ん
の
機
転
で
危
く
難
を
の
が
れ
得
た
。

　
切
戸
の
文
珠
堂
に
お
け
る
「
霊
夢
」
が
、
二
人
の
内
心
の
煩
悶
で
あ
る
こ
と

は
、
い
ま
さ
ら
ら
し
く
い
う
必
要
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
そ
れ
は
、

世
人
の
う
け
と
め
方
を
代
表
し
た
、
作
者
の
見
解
を
述
べ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
巻
一
で
お
な
っ
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
た
室
の
明
神
の
「
御
告
」
と
同
じ
手

法
で
あ
る
。
文
珠
菩
薩
は
、
「
汝
等
、
世
に
な
き
い
た
づ
ら
し
て
、
何
国
ま
で
か

其
難
の
が
れ
が
た
し
。
」
と
た
し
な
め
た
上
で
、
「
悪
心
去
っ
て
菩
提
の
道
に
い

ら
ば
、
人
も
命
を
た
す
く
べ
し
。
」
と
さ
と
す
。
　
一
般
の
通
念
に
従
え
ば
「
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
　
『
好
色
五
人
女
』
の
終
着
点

た
づ
ら
」
「
悪
心
」
で
あ
る
。
仏
道
に
救
い
を
求
め
る
以
外
、
罪
を
償
う
す
べ

は
な
い
と
本
人
た
ち
も
考
え
て
い
た
が
、
は
げ
し
い
愛
欲
の
力
が
、
こ
の
世
俗

的
な
道
に
妥
協
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
「
文
珠
様
は
衆
道
ば
か
り
の
御
合
点
、

女
道
は
曽
て
し
ろ
し
め
さ
る
ま
じ
。
」
と
の
強
い
反
発
が
、
即
座
に
、
同
じ
夢

の
中
で
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
反
発
は
、
こ
こ
ま
で
き
て
し
ま
っ

て
、
も
は
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
虚
勢
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
が
、
文
珠
の

お
告
げ
が
本
心
の
告
白
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
虚
勢
も
ま
た
本
心
で
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。
二
人
の
駈
落
ち
は
、
単
な
る
愛
の
逃
避
行
で
は
な
か
っ
た
。
倫

理
の
絆
を
た
ち
切
ろ
う
と
す
る
心
と
、
ど
ん
な
に
し
て
も
拭
い
去
り
が
た
い
罪

の
意
識
と
、
こ
の
両
者
が
危
な
っ
か
し
い
一
種
の
平
衡
を
保
つ
な
か
で
、
道
行

が
進
行
す
る
。

　
京
都
で
は
、
事
件
も
す
で
に
時
効
に
か
か
り
か
け
て
い
た
が
、
よ
う
や
く
た

ど
り
着
い
た
丹
後
も
、
お
さ
ん
ら
に
と
っ
て
安
住
の
地
と
は
な
り
得
な
か
っ

た
。
い
つ
ま
で
も
続
く
内
心
の
葛
藤
が
、
茂
右
衛
門
を
し
て
「
無
用
の
京
の
ぼ

り
」
を
さ
せ
る
。
世
上
の
評
判
が
気
が
か
り
で
あ
っ
た
。
ま
ず
「
住
み
馴
れ

し
一
町
に
入
一
て
様
子
を
う
か
が
う
と
、
「
さ
て
も
く
、
茂
右
衛
門
め
は
、

な
ら
び
な
き
美
人
を
ぬ
す
み
、
を
し
か
ら
ぬ
命
、
し
ん
で
も
果
報
。
」
「
い
か
に

も
く
、
一
生
の
お
も
ひ
出
。
一
と
い
う
会
票
聞
こ
え
る
。
い
ま
の
茂
右
衛

門
の
片
方
の
耳
に
は
快
く
響
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
の
噂
は
ま
ち

ま
ち
で
あ
る
。
「
此
茂
右
衛
門
め
、
人
間
た
る
者
の
風
う
へ
に
も
置
く
や
っ
に
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あ
ら
ず
。
主
人
夫
妻
を
た
ぷ
ら
か
し
、
彼
是
た
め
し
な
き
悪
人
。
」
と
の
評
も

ま
た
聞
き
の
が
し
得
な
い
。
〕
展
を
し
ら
」
ぬ
「
分
別
ら
し
き
人
」
が
「
義
理

を
っ
め
て
」
そ
し
れ
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ど
ち
ら
も
わ
が
胸

中
の
核
心
を
つ
く
こ
と
ば
な
の
だ
。
作
者
は
世
評
を
通
じ
て
、
楯
の
両
面
を
認

め
よ
う
と
す
る
。
ど
ち
ら
を
是
と
し
、
ど
ち
ら
を
非
と
す
る
の
で
も
な
い
。
双

方
が
矛
盾
し
た
ま
ま
並
立
す
る
の
が
、
人
生
の
姿
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
な
か
で
、
二
人
の
生
存
説
を
唱
え
る
者
が
い
た
。
身
が
あ
ぷ
な
い
。
是

非
を
超
越
し
た
冷
厳
な
事
実
を
旨
摘
さ
れ
て
、
茂
右
衛
門
は
早
々
に
引
き
あ
げ

る
。
宿
に
い
て
も
落
ち
着
か
な
い
。
「
し
の
び
く
に
一
芝
屠
小
屋
に
入
一
て

み
れ
ば
、
観
客
の
中
に
お
さ
ん
の
旦
那
が
ま
じ
っ
て
い
る
。
「
ぢ
ご
く
の
う
へ

の
一
足
飛
」
で
丹
後
に
帰
っ
て
し
ま
う
が
、
栗
商
人
の
通
報
に
よ
っ
て
、
局
面

は
間
も
な
く
急
転
回
し
、
既
定
の
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
二
人
に
と
っ

て
、
す
で
に
覚
悟
は
で
き
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
九
月
廿
二
日
の
曙
の
ゆ
め
さ
ら
く
最
期
い
や
し
か
ら
ず
、
世
語
と
は
な

　
　
り
ぬ
。
今
も
浅
黄
の
小
袖
の
面
影
、
見
る
や
う
に
名
は
の
こ
り
し
。

と
い
う
は
な
む
け
の
こ
と
ば
は
、
「
天
命
の
が
れ
ず
」
に
終
え
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
短
い
生
涯
に
対
す
る
、
作
者
の
複
雑
な
気
持
を
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
四



　
以
上
、
仮
に
巻
三
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
同
様
の
こ
と
が
ら
は
、
他

の
巻
々
に
お
い
て
も
容
易
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
く
ど
く
ど
し
く
な

る
の
を
避
け
て
、
詳
細
は
省
略
し
た
い
。
た
だ
し
、
巻
三
の
み
例
示
し
て
、
各

巻
ひ
と
し
な
み
に
そ
う
だ
と
結
論
し
て
し
ま
っ
て
は
、
若
干
の
粗
漏
を
免
れ
な

い
と
思
う
の
で
、
念
の
た
め
に
、
巻
四
・
巻
五
の
主
人
公
男
女
に
つ
い
て
、
少

し
ぱ
か
り
補
足
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
巻
四
の
お
七
は
、
か
な
り
早
熟
で
、
親
が
監
視
の
目
を
離
し
得
な
い
、
衝
動

的
な
娘
で
あ
っ
た
よ
う
に
西
鶴
は
書
い
て
い
る
。
社
会
的
な
捷
を
守
ろ
う
と
す

る
意
思
が
反
面
に
あ
っ
た
と
は
、
は
っ
き
り
い
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
子
細

に
み
る
と
、
や
は
り
例
外
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え

ば
、
避
難
先
の
寺
院
で
貸
与
さ
れ
た
振
袖
を
み
て
、
年
不
相
応
に
無
常
を
感
ず
る

殊
勝
さ
を
も
っ
て
い
た
。
吉
三
郎
に
対
し
て
も
、
最
初
は
一
目
惚
れ
で
あ
っ
た

が
、
素
性
や
人
物
を
知
っ
て
、
一
層
思
い
を
募
ら
せ
る
。
意
外
に
慎
重
な
面
も

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
は
じ
め
て
吉
三
郎
の
も
と
に
忍
び
入
る
場
面
、
の
ち
に
再

会
す
る
場
面
、
そ
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
寺
の
住
職
あ
る
い
は
両
親
の
と
が

め
を
意
識
し
て
い
る
。
そ
れ
相
当
の
罪
悪
感
は
も
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
の
点
、

吉
三
郎
も
同
様
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
放
火
後
の
二
人
の
描
き
方
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
放
火

そ
の
も
の
は
至
極
あ
っ
さ
り
と
片
づ
け
、
例
の
と
お
り
の
教
訓
的
言
辞
を
付
け

加
え
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
お
七
に
深
い
思
慮
が
な
く
て
「
悪
事
」

　
　
　
　
　
　
『
好
色
五
人
女
』
の
終
着
点

に
突
っ
走
っ
た
こ
と
を
証
す
る
た
め
の
筆
法
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
あ
と
文
章

が
一
転
し
て
、
処
刑
を
待
っ
間
の
け
な
げ
な
態
度
を
絶
賛
し
、
心
を
こ
め
て
そ

の
ふ
ぴ
ん
な
最
期
を
哀
惜
す
る
。
ど
の
巻
に
も
多
か
れ
少
な
か
れ
出
て
く
る
詠

嘆
的
口
調
だ
が
、
こ
の
巻
で
は
と
り
わ
け
そ
の
度
合
が
強
い
。
と
い
っ
て
も
、

別
段
、
お
七
の
行
為
に
感
激
し
た
り
共
感
し
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

事
情
は
と
も
あ
れ
、
あ
っ
ぱ
れ
な
最
期
で
あ
っ
大
と
い
う
素
朴
な
庶
民
感
情

か
ら
発
す
る
も
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
『
近
世
文
芸
』
１
５
、
谷
脇
理
史

「
「
好
色
五
人
女
」
論
序
説
」
）
だ
ろ
う
。
だ
が
同
時
に
、
そ
れ
は
、
年
若
い
娘

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
て
潔
く
処
刑
の
座
に
っ
い
た
く
ら
い
だ
か

ら
、
そ
の
向
う
見
ず
と
思
わ
れ
る
行
動
の
な
か
に
も
、
必
ず
や
つ
ね
に
自
ら
を

抑
制
す
る
心
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
、
と
主
張
し
た
い
作
者
の

内
意
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
続
い
て
文
面
は
吉
三
郎
の
身
辺
に
移
る
が
、
吉
三
郎
に
つ
い
て
も
、
お
七
に

対
す
る
の
と
同
様
の
作
者
の
意
向
が
う
か
が
わ
れ
る
と
思
う
。
男
色
関
係
が
か

ら
ん
で
少
し
複
雑
に
な
る
の
で
、
い
ま
こ
れ
を
問
題
に
す
る
い
と
ま
が
な
い

が
、
要
す
る
に
吉
三
郎
も
ま
た
お
七
に
劣
ら
ぬ
心
が
け
の
男
で
あ
っ
た
こ
と
へ

の
立
証
が
、
　
；
早
半
に
及
ぶ
記
述
の
主
眼
点
で
あ
ろ
う
と
解
さ
れ
る
の
で
あ

る
。　

巻
四
に
関
し
て
は
、
簡
単
な
が
ら
以
上
で
一
ま
ず
終
わ
り
、
次
に
も
う
一

つ
、
巻
五
を
検
討
し
て
み
る
。
源
五
兵
衛
は
、
「
明
暮
若
道
に
身
を
な
し
」
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
　
　
『
好
色
五
人
女
』
の
終
着
点

「
田
舎
に
は
稀
な
る
、
色
こ
の
め
る
男
」
で
あ
っ
た
。
お
ま
ん
も
「
源
五
兵
衛

男
盛
を
な
づ
み
て
」
、
強
引
に
押
し
か
け
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
こ
の
巻
は
最
後

の
一
章
を
除
い
て
、
源
五
兵
衛
の
異
常
な
若
道
へ
の
執
心
と
お
ま
ん
の
執
鋤
な

行
動
と
が
追
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
わ
が
道
を
ゆ
く
こ
と
に
夢
中
で
あ

っ
て
、
世
問
的
な
捷
や
道
徳
に
は
全
く
自
由
で
あ
り
得
た
よ
う
に
も
み
え
る
。

だ
が
、
こ
れ
も
実
際
は
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
近
所
の
人
か

ら
は
「
世
に
は
か
二
る
う
っ
け
も
有
も
の
か
な
」
（
第
五
章
）
と
思
わ
れ
て
い

た
源
五
兵
衛
で
あ
る
が
、
人
問
自
体
は
決
し
て
世
評
の
よ
う
な
「
う
つ
け
」
で

は
な
く
、
誠
意
の
あ
る
、
し
っ
か
り
し
た
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
。
作
者
は
、

世
間
一
般
の
女
が
夫
と
死
別
し
た
と
き
に
ど
う
い
う
態
度
を
み
せ
る
か
、
「
世

の
中
に
、
化
も
の
と
後
家
た
て
す
ま
す
女
な
し
。
」
と
ま
で
極
言
し
た
の
ち
、
若

衆
二
人
を
相
つ
い
で
失
っ
た
源
五
兵
衛
の
「
誠
な
る
こ
二
ろ
」
を
「
殊
勝
さ
か

ぎ
り
な
し
」
と
評
し
て
い
る
。
一
方
の
お
ま
ん
も
、
他
か
ら
の
縁
談
を
「
う
た

て
く
」
、
「
お
も
ひ
の
外
な
る
作
病
」
ま
で
し
て
「
乱
人
」
と
み
せ
か
け
た
。
そ

れ
く
ら
い
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
た
、
水
準
以
上
の
し
っ
か
り
者
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
ま
し
て
両
者
と
も
、
富
裕
な
家
に
生
を
う
け
た
、
い
わ
ゆ
る
良
家
の
子
弟
・

子
女
で
あ
る
。
両
親
に
そ
む
い
て
家
出
ま
で
決
心
す
る
の
は
、
並
々
の
こ
と
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
世
間
に
対
す
る
意
識
は
人
一
倍
強
烈
で
あ
っ
た
と
み
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
と
あ
ら
た
め
て
作
者
に
教
え
ら
れ
な
く
て
も
、
読
者
に

は
十
分
推
察
が
つ
く
。
「
つ
ら
き
世
間
」
も
身
の
因
果
と
定
め
て
自
活
の
道
を

た
て
よ
う
と
し
た
二
人
が
、

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

時
代
の
重
圧
に
無
関
心
で
あ
り
得
た
は
ず
が
な
い

　
　
　
　
　
　
五

　
結
局
、
五
組
の
男
女
は
、
決
し
て
表
面
的
な
行
動
に
よ
っ
て
み
ら
れ
る
ほ

ど
、
気
随
気
儘
に
振
舞
い
得
た
の
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
彼
等
の

前
に
た
ち
は
だ
か
る
社
会
の
規
範
に
、
き
び
し
い
制
約
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
天
」
に
対
す
る

畏
怖
に
等
し
い
。
彼
等
の
生
の
淀
は
「
天
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
が
、
そ
の

安
全
も
ま
た
「
天
」
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
信
念
が
あ
っ
た
（
『
日

本
文
学
』
６
６
年
２
月
号
、
森
山
重
雄
「
近
世
文
学
の
意
味
」
）
。
捷
に
刃
向
か
う

こ
と
は
「
天
」
に
挑
戦
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
天
」
の
冥
加
を
み
ず
か
ら
放
棄

す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
だ
が
、
『
五
人
女
』
の
主
人
公
た
ち
は
、
例
外
な
く
、
欲
望
を
達
成
す
る
た

め
に
、
捨
て
身
の
非
常
手
段
を
と
ろ
う
と
す
る
。
巻
一
の
お
な
つ
・
清
十
郎

は
、
し
め
し
あ
わ
せ
て
あ
わ
た
だ
し
い
密
会
を
と
げ
、
駈
落
ち
を
企
て
る
。
巻

二
の
お
せ
ん
は
、
些
細
な
屈
辱
を
根
に
も
ち
、
火
中
の
栗
を
拾
お
う
と
し
た
。

巻
三
に
は
「
丹
波
越
」
が
あ
る
。
巻
四
の
お
七
と
吉
三
郎
も
、
互
い
に
危
険
を

冒
し
て
逢
う
瀬
を
楽
し
み
、
お
七
は
つ
い
に
放
火
の
罪
に
ま
で
問
わ
れ
た
。
巻

五
の
お
ま
ん
は
、
若
衆
姿
に
身
を
か
え
て
源
五
兵
衛
を
陥
れ
て
し
ま
う
。



　
い
ず
れ
も
、
『
五
人
女
』
で
は
読
者
を
は
ら
は
ら
さ
せ
る
場
面
で
あ
る
が
、

そ
の
一
部
は
実
説
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
大
部
分
は

作
者
の
創
作
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
西
鶴
の
最
も
力
を
注
い
だ
部
分
で
あ

ろ
う
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
は
、
得
意
の
筆
を
駆
使
し
て
読
者
の
興
味
を
引
こ
う

と
し
た
ば
か
り
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
お
そ
ら
く
は
、
き
び
し
い
淀
を
前
に

し
て
、
目
的
の
た
め
に
手
段
を
選
ぶ
余
裕
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
手
凌
が
一
時
的
に
は
成
功
を
収
め
る
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
は
、
こ
れ
ま
た
例
外
な
く
、
す
べ
て
不
幸
な
結
末
を

迎
え
る
。
い
か
に
大
胆
な
行
動
を
試
み
て
も
、
天
理
に
反
す
る
道
は
閉
ざ
さ
れ

て
い
る
。
予
想
ど
お
り
「
壁
」
は
厚
か
っ
た
の
で
あ
る
。
万
に
一
つ
の
廃
倖
も

訪
れ
は
し
な
い
。

　
そ
の
な
か
で
、
巻
五
の
み
が
、
最
終
的
に
は
、
思
い
の
ほ
か
の
幸
運
に
恵
ま

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
お
ま
ん
・
源
五
兵
衛
の
物
語
は
、
時
代
も
古

く
、
所
伝
が
乏
し
い
。
『
五
人
女
』
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
少
し
で

も
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
こ
に
記
す
る
よ

う
な
ハ
ピ
ｉ
．
エ
ン
ド
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

西
鶴
が
こ
の
巻
の
み
を
ハ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
に
し
た
の
は
、
俳
譜
の
揚
句
、
な
い

し
は
、
浄
瑠
璃
等
の
最
終
段
の
祝
言
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の

が
一
般
の
通
説
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
物
語
を
ハ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
と
み
な
す
こ
と
自
体
が
、
第
一
に

　
　
　
　
　
　
『
好
色
五
人
女
』
の
終
着
点

疑
問
で
は
な
い
か
。
二
人
は
山
を
下
り
て
町
は
ず
れ
に
「
し
の
び
住
ひ
」
を
し

た
も
の
の
、
「
何
か
渡
世
の
た
よ
り
も
な
く
」
、
生
活
は
極
度
に
窮
迫
す
る
。
う

ろ
覚
え
の
大
道
芸
く
ら
い
で
は
食
っ
て
い
け
な
い
。
身
か
ら
出
た
錆
、
心
中
で

も
す
る
以
外
な
い
と
こ
ろ
ま
で
追
い
っ
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ど
た
ん
場
の

「
け
ふ
を
か
ぎ
り
と
な
り
は
て
し
時
」
に
、
お
ま
ん
の
両
親
に
探
し
出
さ
れ
、

「
蒐
角
娘
の
す
け
る
男
な
れ
ば
、
ひ
と
っ
に
な
し
て
此
家
を
わ
た
せ
」
と
、
巨
万

の
財
産
を
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
め
で
た
し
、
め
で
た
し
、
な
の
だ
け
れ

ど
も
、
実
は
、
話
は
こ
の
直
前
で
終
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
は
、

本
来
の
物
語
と
は
別
の
、
全
く
付
け
た
り
の
「
祝
言
」
に
す
ぎ
な
い
。
『
伝
奇
作

書
』
の
「
中
興
世
話
早
見
年
代
記
」
に
も
「
心
中
」
と
伝
え
る
。
い
か
に
遠
国

の
古
い
話
に
素
材
を
借
り
た
か
ら
と
い
っ
て
、
西
鶴
が
こ
の
巻
だ
け
を
例
外
と

し
て
ハ
ピ
ー
．
エ
ン
ド
に
仕
立
て
た
と
す
る
の
で
は
、
『
五
人
女
』
創
作
の
意

図
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
疑
わ
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
天
理
に
背
い
た
者
が
幸

運
に
恵
ま
れ
て
は
、
読
者
が
承
知
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
譲
ら
れ
た
財
産
の
目
録
を
一
瞥
す
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
　
一
番
目
の

「
判
金
弐
百
枚
入
の
書
付
の
箱
六
百
五
十
」
だ
け
で
も
、
「
一
代
男
」
世
之
介
の

二
万
五
干
貫
ど
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
「
庭
蔵
」
に
ま
で
は
み
出
し
た
莫
大
な
物

資
か
ら
、
さ
ら
に
「
人
魚
の
塩
引
」
以
下
「
え
び
す
殿
の
小
遣
帳
」
に
至
る
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
数
々
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
在
の
可
能
性
は
な

い
。
西
鶴
は
明
ら
か
に
一
っ
の
夢
を
書
い
た
（
『
日
本
文
学
』
７
４
年
－
月
号
、
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『
好
色
五
人
女
』
の
終
着
点

植
田
一
夫
「
「
好
色
五
人
女
」
論
」
）
の
で
あ
る
。
も
し
も
読
者
が
最
後
の
「
祝

言
」
で
、
明
る
い
救
わ
れ
た
気
持
に
な
り
得
た
と
し
て
も
、
世
の
中
は
そ
ん
な

に
甘
く
は
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
、
す
ぐ
気
づ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
夢
は
忽

ち
に
し
て
消
え
去
っ
て
い
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
巻
を
閉
じ
て
、
読
者
の
胸
裡

を
去
来
し
た
も
の
は
何
か
。
手
段
と
方
法
を
尽
く
せ
ば
、
厚
い
「
壁
」
も
破
り

得
る
と
い
う
自
信
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
途
方
も
な
い
夢
が
実
在
性
を
も
た

な
い
か
ぎ
り
、
お
ま
ん
・
源
五
兵
衛
の
幸
運
は
突
破
口
に
は
な
ら
な
い
。
お
そ

ら
く
は
反
対
に
、
深
い
絶
望
観
の
み
が
、
読
者
の
心
を
占
領
し
て
離
れ
な
か
っ

た
こ
と
と
思
う
。
景
後
の
「
祝
言
」
は
逆
説
的
表
現
で
あ
る
。
人
の
力
で
は
ど

う
に
も
な
ら
な
い
重
苦
し
さ
が
、
こ
の
よ
う
な
し
め
く
く
り
方
を
以
っ
て
訴
え

ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
晶
も
ま
た
、
一
種
の
「
転
合
書
」
で
あ

っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
（
本
誌
創
刊
号
、
拙
稿
「
『
日
本
永
代
蔵
』
の

思
想
と
表
現
」
参
照
。
）

　
と
こ
ろ
で
、
『
好
色
五
人
女
』
の
題
名
は
、
当
時
「
五
人
女
」
と
い
う
こ
と

ば
が
一
種
の
流
行
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
、
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
岩
波
文
庫
本
『
好
色
五
人
女
』
解
説
）
。
と
は
い

え
、
そ
も
そ
も
男
女
の
物
語
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
特
に
「
女
」
を
掲
げ
た
の

か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
男
に
解
放
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
女
に
は
閉
ざ
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
好
色
」
と
い
っ
て
も
、
『
一
代
男
』
な
ん
か
の
場
合

と
は
意
味
が
違
う
。
単
数
の
相
手
に
対
す
る
愛
欲
か
恋
愛
感
情
か
の
程
度
で
あ
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る
が
、
そ
れ
さ
え
、
女
に
あ
っ
て
は
罪
悪
と
考
え
ら
れ
が
ち
な
時
代
で
あ
る
。

本
書
の
女
主
人
公
の
ご
と
き
行
動
を
と
っ
た
例
は
稀
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
稀
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
芝
唐
や
歌
祭
文
の
材
料
と
も
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
『
好
色
五
人
女
』
は
、
勇
敢
に
愛
欲
の
解
放
を
試
み
た
、
こ
れ
ら
の
人

た
ち
へ
の
感
動
の
み
が
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
封
建
時
代

の
作
家
と
し
て
、
あ
か
ら
さ
ま
に
抵
抗
の
精
神
を
示
す
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ

う
。
む
ろ
ん
、
訓
戒
的
な
言
辞
ば
か
り
を
重
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
あ
る

い
は
、
篇
中
に
み
ら
れ
る
人
情
・
世
態
の
描
写
が
主
眼
点
で
あ
っ
た
と
も
断
じ

が
た
い
。

　
感
動
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
世
代
を
異
に
す
る
中
年
男
が
卒
直
に
抱
い
た
驚

き
で
は
な
い
か
。
こ
と
に
よ
る
と
、
多
少
の
羨
望
の
気
持
が
加
わ
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
抵
抗
と
い
う
こ
と
が
も
し
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
苛
酷
な
状

況
下
に
お
け
る
絶
望
感
を
、
あ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
し
か
表
現
す
る
ほ
か
な
か

っ
た
「
転
合
書
」
の
精
神
に
の
み
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
幻
の
幸
せ
を

夢
み
る
な
か
で
、
主
人
公
た
ち
が
、
欲
望
と
捷
と
に
両
足
を
引
っ
ば
ら
れ
た
内

面
の
苦
悩
を
続
け
る
。
過
ぎ
去
っ
た
事
件
で
あ
る
か
ら
、
結
末
の
変
更
は
作
者

に
も
で
き
な
い
。
捕
え
ら
れ
た
り
処
刑
さ
れ
た
り
す
る
経
緯
に
は
、
関
心
が
も

て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
西
鶴
は
、
周
知
の
事
件
を
素
材
に
創
作
の
筆
を
進
め

る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ら
の
個
所
は
極
め
て
簡
単
に
端
折
り
、
内
心
の
葛
藤
を

克
明
に
描
こ
う
と
っ
と
め
た
。
や
や
も
す
る
と
通
俗
的
な
興
味
本
位
的
な
衣
が



着
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
、
作
者
自
身
の
苦
悩
も
ま
た
お

お
い
か
く
す
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
付
記

　
　
本
稿
は
、
前
稿
「
『
好
色
五
人
女
』
の
出
発
点
」
（
本
誌
第
４
号
）
と
、
標

　
　
題
の
上
で
は
首
尾
呼
応
し
て
い
る
が
、
内
容
上
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

　
　
か
っ
た
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
四
・
九
二
二
〇
）
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