
は
じ
め
に

「
鰯
売
恋
曳
網
」
は
、
昭
和
二
十
九
年
十
一
月
、「
地
獄
変
」（
昭

・

、

歌
舞
伎
座
初
演
）
に
続
く
三
島
歌
舞
伎
第
二
作
と
し
て
歌
舞
伎
座
で
上
演
さ
れ

た
。
活
字
で
の
発
表
も
同
月
の
「
演
劇
界
」
で
あ
り
、
歌
舞
伎
座
番
付
に
は

「『
演
劇
界
』
所
載
」、「
演
劇
界
」
に
も
「
歌
舞
伎
座
十
一
月
上
演
脚
本
」
と
付

記
さ
れ
て
い
る
。「
演
劇
界
」
に
は
、
装
置
を
担
当
し
た
高
根
宏
浩
氏
に
よ
る

舞
台
図
も
掲
載
さ
れ
、

三
島
由
紀
夫
氏
の
非
常
な
ご
厚
意
で
、
歌
舞
伎
座
上
演
脚
本
が
掲
載
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
増
頁
、
十
円
だ
け
高
く
な
り
ま
し
た
。
御
了
承
願

い
ま
す
。

と
、「
編
集
後
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
地
獄
変
」
の
活
字
で
の
発
表
は
、
初

演
か
ら
一
年
半
以
上
経
た
昭
和
三
十
年
の
七
月
で
あ
り
、「
鰯
売
恋
曳
網
」
が

三
島
由
紀
夫
「
鰯
売
恋
曳
網
」
論

六
七

上
演
と
同
時
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
第
一
作
「
地
獄
変
」
の
評
価
と
同
時
に

「
鰯
売
恋
曳
網
」
の
話
題
性
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
幼
少
の
頃
か
ら
台
本
を
持

っ
て
歌
舞
伎
見
物
に
出
か
け
て
い
た
三
島
自
身
の
経
験
と
併
せ
て
も
、
興
味
深

い
。第

一
作
「
地
獄
変
」
は
、
松
本
幸
四
郎
、
中
村
勘
三
郎
、
そ
し
て
、
三
島
が

愛
し
、
多
く
の
戯
曲
を
捧
げ
た
六
世
中
村
歌
右
衛
門
に
「
あ
て
」
た
作
品
と
し

て
、
松
竹
株
式
会
社
・
高
橋
歳
雄
常
務
（
当
時
）
に
よ
っ
て
企
画
、
三
島
に
依

頼
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
初
演
の
際
、
三
島
は
、「
い
わ
ゆ
る
近
頃
の
新
作
歌

舞
伎
に
疑
問
を
持
」
ち
、「
形
式
も
セ
リ
フ
も
こ
と
ご
と
く
歌
舞
伎
に
則
っ
た

新
作
を
書
き
た
い
も
の
だ
と
思
っ
て
き
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ

の
思
考
を
反
映
し
、

ち
ょ
ぼ
を
使
い
、
合
方
を
使
っ
て
の
演
出
で
、
役
者
の
う
ご
く
は
む
ろ

ん
、
衣
装
か
ら
装
置
ま
で
す
っ
か
り
昔
の
や
り
か
た
。（
略
）
序
幕
の
開

三
島
由
紀
夫
「
鰯
売
恋
曳
網
」
論

｜
｜
「
お
伽
草
子
」
と
「
笑
劇
」
と
｜
｜

木

谷

真
紀
子



い
た
暫
く
よ
く
知
ら
な
い
見
物
な
ら
オ
ヤ
と
思
う
ほ
ど
の
古
い
形
式
に
拠

っ
て
い
る
。

と
い
う
「
時
代
浄
瑠
璃
の
い
き
」
の
新
作
歌
舞
伎
が
誕
生
し
た
。
初
演
の
劇
評

で
も
、
こ
の
〈
歌
舞
伎
様
式
の
導
入

が
中
心
に
扱
わ
れ
、「
部
分
的
に
不
消

化
」
な
が
ら
も
「
い
ち
お
う
成
功
と
言
え
る
ほ
ど
の
で
き
」
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
歌
右
衛
門
は
、「
新
し
い
も
の
の
感
じ
が
作
に
も
演
出
に
も
な
か
っ

た
」
と
「
地
獄
変
」
を
評
し
、
様
式
を
保
ち
な
が
ら
新
味
を
表
現
す
る
こ
と
の

難
し
さ
を
窺
わ
せ
た
。
そ
の
歌
右
衛
門
が
、

三
島
さ
ん
こ
そ
の
歌
舞
伎
で
し
た
。
や
っ
ぱ
り
三
島
先
生
だ
と
い
う
色

が
パ
ー
ッ
と
出
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
感
じ
が
な
か
っ
た
ん
で
す
も
の
、

「
地
獄
変
」
で
は
。「
鰯
売
」
で
初
め
て
、
い
わ
ゆ
る
歌
舞
伎
の
中
に
新
し

い
空
気
が
入
っ
た
っ
て
い
う
感
じ
を
受
け
ま
し
た
。

と
し
た
の
が
、「
鰯
売
恋
曳
網
」
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
第
二
作
「
鰯
売
恋
曳
網
」
の
「
新
し
さ
」
に
つ
い
て
の
考

察
を
通
し
、
い
わ
ゆ
る
「
三
島
歌
舞
伎
」
に
お
け
る
「
鰯
売
恋
曳
網
」
の
位
置

に
つ
い
て
考
え
た
い
。

１
「
猿
源
氏
草
紙
」
と
元
禄
歌
舞
伎
と
「
鰯
売
恋
曳
網
」

三
島
は
「
地
獄
変
」
と
同
じ
く
、
第
二
作
「
鰯
売
恋
曳
網
」
で
も
、

歌
舞
伎
の
技
術
的
財
産
、
特
に
そ
の
天
才
的
な
様
式
美
は
、
現
代
の
作

者
と
い
え
ど
も
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
あ
る
い
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
、

利
用
し
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
「
新
作
の
歌
舞
伎
を
作
る
に
当
た
っ
て
の
条
件
」
を
自
ら
に
課
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、「
地
獄
変
」
と
は
、
大
き
く
異
な
る
。

そ
の
頃
（「
地
獄
変
」
執
筆
時
｜
木
谷
注
）
か
ら
次
は
喜
劇
を
書
き
た

い
と
思
っ
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
今
年
早
春
の
「
莟
会
」
で
、「
け
い
せ

い
浅
間
嶽
」
を
見
て
、
一
つ
の
確
信
を
与
え
ら
れ
た
。
歌
舞
伎
に
は
、
こ

れ
ほ
ど
快
活
な
こ
れ
ほ
ど
サ
ッ
パ
リ
し
た
、
こ
れ
ほ
ど
明
朗
闊
達
な
セ
リ

フ
劇
も
あ
る
。（
略
）
そ
こ
で
及
ば
ず
な
が
ら
、
自
分
も
そ
う
い
う
笑
劇

を
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

久
保
田
裕
子
氏
は
、
三
島
が
「
セ
リ
フ
劇
」
と
し
た
「
笑
劇
」
と
し
て
の

「
鰯
売
恋
曳
網
」
が
、
三
島
の
代
表
戯
曲
で
あ
る
「
サ
ド
侯
爵
夫
人
」（「
文

芸
」
昭

・

）
に
結
実
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

さ
て
、「
莟
会
」
と
は
、
歌
右
衛
門
が
「
莟
の
よ
う
な
未
熟
な
芸
だ
が
い
ろ

い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
人
と
共
演
し
て
勉
強
し
将
来
花
を
咲
か
せ
た
い
」
と
い
う

気
持
ち
で
作
っ
た
彼
の
「
勉
強
会
」
で
あ
り
、
新
作
の
上
演
や
古
典
の
復
活
に

意
欲
的
に
取
り
組
ん
だ
。
当
時
の
歌
舞
伎
界
は
吉
右
衛
門
劇
団
、
菊
五
郎
劇
団

に
分
か
れ
て
お
り
、
歌
右
衛
門
は
こ
の
こ
と
に
触
れ
、「
何
と
か
全
体
の
交
流

が
ほ
し
い
と
思
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
第
一
回
は
、
昭
和
二
十
九
年
三
月
二
十

七
、
二
十
八
日
の
二
日
間
、
歌
舞
伎
座
で
開
か
れ
て
い
る
。
若
手
人
気
俳
優
の

三
島
由
紀
夫
「
鰯
売
恋
曳
網
」
論

六
八



筆
頭
で
あ
る
歌
右
衛
門
と
海
老
蔵
の
共
演
、
木
下
順
二
の
新
作
「
雪
女
」
が
上

演
さ
れ
、
ま
た
そ
の
音
楽
を
団
伊
玖
磨
、
演
出
を
岡
倉
士
朗
が
担
当
し
た
こ
と
、

「
新
劇
畑
の
人
々
が
そ
ろ
っ
て
協
力
と
い
う
の
で
」、
開
催
前
か
ら
大
き
な
「
話

題
を
よ
ん
で
」
い
た
。「
け
い
せ
い
浅
間
嶽
」
は
、「
大
正
十
一
年
新
富
座
で
、

吉
右
衛
門
が
小
山
内
薫
の
脚
色
演
出
で
上
演
し
た
の
み
の
珍
し
い
も
の
」
で
あ

っ
た
が
、
莟
会
講
演
で
は
「
元
禄
歌
舞
伎
の
面
白
さ
を
見
せ
」
た
と
評
さ
れ
て

い
る
。
後
に
本
公
演
で
も
上
演
さ
れ
、〈
莟
会
の
成
果

の
一
つ
と
見
な
さ
れ

る
作
品
で
あ
る
。
三
島
は
、
こ
の
「
け
い
せ
い
浅
間
嶽
」
に
影
響
さ
れ
た
自
ら

の
歌
舞
伎
「
笑
劇
」
の
題
材
と
し
て
、「
お
伽
草
子
」
を
選
ん
だ
。

こ
の
機
会
に
芝
居
に
な
り
そ
う
な
も
の
は
な
い
か
、
と
読
み
返
し
て
み

る
と
、
な
か
な
か
な
い
。
や
っ
と
ぶ
つ
か
っ
た
の
が
、「
猿
源
氏
草
子
」

で
、
話
と
し
て
は
、「
物
臭
太
郎
」
の
系
列
の
も
の
ら
し
い
。（
略
）
大
体
、

古
浄
瑠
璃
に
は
、
お
伽
草
子
を
粉
本
に
し
た
も
の
が
多
く
、
私
が
古
い
歌

舞
伎
の
精
神
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
思
う
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
好
適
な
種
本

だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
筋
が
足
り
な
い
の
で
、
大
名
に
化
け

た
猿
源
氏
が
ご
ま
か
し
て
語
る
軍
物
語
に
別
の
お
伽
草
子
「
魚
鳥
平
家
」

を
借
り
た
。
こ
れ
は
異
類
合
戦
物
の
一
系
列
で
、
平
家
物
語
の
替
歌
で

あ
る
。（
略
）
そ
れ
か
ら
、
け
い
せ
い
蛍
火
の
身
の
上
に
つ
い
て
も
、
何

か
創
作
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
ほ
う
は
「
小
夜
姫
の
草
子
」
な
ど
の
一
種

の
貴
種
流
離
譚
の
味
を
出
そ
う
と
試
み
た
。

三
島
由
紀
夫
「
鰯
売
恋
曳
網
」
論

六
九

と
、
三
作
の
「
お
伽
草
子
」
を
採
り
「
鰯
売
恋
曳
網
」
が
完
成
し
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。

三
島
が
「
鰯
売
恋
曳
網
」
の
題
材
と
し
た
「
お
伽
草
子
」
と
は
、
一
般
に
十

四
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
の
間
に
生
ま
れ
た
約
三
百
種
の
物
語
草
子
を
指
す
。
そ

の
分
類
と
し
て
は
市
古
貞
次
氏
の
「
一

公
家
小
説
、
二

僧
侶
（
宗
教
）
小

説
、
三

武
家
小
説
、
四

庶
民
小
説
、
五

異
国
小
説
、
六

異
類
小
説
」

と
い
う
も
の
が
「
数
の
上
で
も
内
容
の
把
握
の
便
宜
に
お
い
て
も
現
段
階
で
の

到
達
」
と
さ
れ
て
い
る
。
三
島
が
記
し
た
よ
う
に
、「
猿
源
氏
草
紙
」
は
、
物

臭
太
郎
と
同
じ
「
庶
民
」
に
関
す
る
お
伽
草
子
で
あ
る
。
無
名
の
一
庶
民
が
主

人
公
と
な
る
こ
の
類
の
作
品
は
、
猿
源
氏
が
歌
に
関
す
る
知
識
に
よ
っ
て
恋
や

富
を
手
に
入
れ
た
よ
う
に
、
自
ら
の
才
覚
に
よ
っ
て
成
り
上
が
っ
て
い
こ
う
と

す
る
下
克
上
の
社
会
風
潮
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
下
克
上
と
恋
愛

至
上
主
義
の
思
潮
が
結
合
し
「
及
ば
ぬ
恋
、
身
分
違
い
の
恋
を
可
能
に
し
た

例
」
も
多
く
著
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
読
者
の
教
導
を
意
図
し
、「
慈
悲
、
正
直
、

忠
義
、
孝
行
、
勧
善
懲
悪
」
な
ど
が
「
ど
の
方
面
か
ら
見
て
も
教
育
的
で
あ
る

よ
う
に
」
記
さ
れ
て
お
り
、「
猿
源
氏
草
紙
」
が
、

高
き
も
賤
し
き
も
恋
の
道
に
へ
だ
て
な
け
れ
ば
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
ち
ぎ

り
な
れ
ば
と
て
、
阿
漕
が
浦
へ
う
ち
つ
れ
て
下
り
つ
つ
、
富
み
栄
え
て
子

孫
繁
昌
な
り
し
も
、
た
が
ひ
の
志
ふ
か
き
ゆ
え
、
ま
た
は
歌
の
道
浅
か
ら

ざ
り
し
故
な
れ
ば
、
か
へ
ず
が
へ
す
人
毎
に
学
び
給
ふ
べ
き
は
、
歌
の
道



な
る
べ
し

と
教
訓
的
な
主
題
に
還
元
し
て
終
わ
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
側
面
を
明
示
し
て

い
る
。

ま
た
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
成
立
し
享
受
さ
れ
て
い
た
軍
記
物
語
の
影
響
を
受
け

た
「
お
伽
草
子
」
も
多
い
。
三
島
が
猿
源
氏
に
語
ら
せ
た
「
魚
鳥
平
家
」
は

「
精
進
魚
類
物
語
」
と
も
呼
ば
れ
、
異
類
の
合
戦
の

末
を
描
い
た
擬
合
戦
物

の
「
白
眉
」
と
さ
れ
て
い
る
。
三
島
の
指
摘
の
通
り
『
平
家
物
語
』
の
パ
ロ
デ

ィ
ー
で
あ
る
が
、「
文
章
は
よ
く
整
っ
た
和
漢
混
合
体
」
で
あ
り
、「
相
当
な
貴

族
文
学
者
」
が
作
者
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
名
と
し
て
二
条
良
基
が

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
三
島
は
「
海
の
動
物
と
山
の
精
進
物
と
の
戦
い
で
あ
る
け

れ
ど
、
こ
の
芝
居
に
は
、
精
進
物
は
必
要
で
は
な
い
か
ら
、
魚
づ
く
し
の
体
に

し
て
、
魚
同
士
の
合
戦
に
改
め
た
」
と
、「
鰯
売
り
」
の
物
語
と
す
る
べ
く
改

め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

で
は
、
実
際
に
、
原
作
「
猿
源
氏
草
紙
」
と
「
鰯
売
恋
曳
網
」
を
比
較
し
た

い
。
鰯
売
り
の
猿
源
氏
は
五
条
の
橋
の
上
に
見
か
け
た
輿
の
中
の
上
臈
を
一
目

見
て
恋
に
落
ち
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
彼
女
は
上
臈
で
は
な
く
、
大
名
高
家
し

か
相
手
に
し
な
い
傾
城
蛍
火
で
あ
っ
た
。
一
日
中
思
い
煩
っ
て
い
る
彼
を
心
配

し
た
父
親
の
な
あ
み
だ
ぶ
つ
は
、
大
名
に
化
け
る
こ
と
を
上
策
と
す
る
。
猿
源

氏
を
近
く
上
洛
の
予
定
が
あ
っ
た
宇
都
宮
弾
正
に
、
ま
た
鰯
売
り
の
仲
間
を
家

来
に
し
て
、
蛍
火
を
訪
れ
る
。
遊
女
達
に
軍
物
語
を
せ
が
ま
れ
、
魚
の
名
前
を

持
つ
大
名
達
の
軍
物
語
を
し
、
な
ん
と
か
危
機
を
脱
し
た
猿
源
氏
は
そ
の
ま
ま

蛍
火
の
膝
で
眠
り
に
つ
く
。
し
か
し
、
寝
言
で
「
伊
勢
の
国
の
阿
漕
が
浦
の
猿

源
氏
、
鰯
か
う
え
い
」
と
い
う
鰯
を
売
る
際
の
呼
び
声
を
叫
ん
で
し
ま
う
。

数
々
の
和
歌
や
歌
物
語
で
必
死
に
取
り
繕
い
、
大
名
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た

猿
源
氏
に
、
蛍
火
は
身
の
上
話
を
始
め
る
。
実
は
彼
女
は
紀
の
国
丹
鶴
城
の
姫

で
あ
っ
た
が
、
十
年
前
「
鰯
か
う
え
い
」
と
い
う
美
し
い
呼
び
声
に
誘
わ
れ
て

思
わ
ず
城
を
抜
け
出
し
、
声
を
か
け
て
き
た
男
に
騙
さ
れ
廓
に
売
り
飛
ば
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
か
ら
美
し
い
呼
び
声
の
「
鰯
売
り
こ
そ
我
が
良
人
と
決

め
」、
観
世
音
の
導
き
で
会
え
る
よ
う
に
祈
り
続
け
て
い
た
と
言
う
。
鰯
売
り

が
そ
の
正
体
を
明
か
し
た
後
、
折
か
ら
姫
を
捜
し
て
い
た
家
臣
も
現
れ
身
請
け

代
も
工
面
で
き
、
晴
れ
て
夫
婦
の
鰯
売
り
と
な
る
、
と
い
う
の
が
、「
鰯
売
恋

曳
網
」
の
梗
概
で
あ
る
。

原
作
で
の
猿
源
氏
は
、
南
阿
弥
陀
仏
の
娘
婿
で
あ
る
。
蛍
火
へ
の
恋
を
う
ち

明
け
る
と
、
南
阿
弥
陀
仏
は
「
鰯
売
り
の
恋
を
し
た
と
い
ふ
た
め
し
、
い
ま
だ

聞
か
ず
」
と
「
か
ら
か
ら
と
」
笑
っ
て
し
ま
う
。
猿
源
氏
は
、
和
歌
や
『
源
氏

物
語
』
な
ど
に
よ
っ
て
彼
を
説
得
す
る
が
、
宇
都
宮
弾
正
に
化
け
る
の
は
猿
源

氏
自
身
も
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
猿
源
氏
は
、
す
べ
て
の
計
画
を
自
分

で
考
え
て
お
り
、
舅
に
し
て
い
る
の
は
「
相
談
」
で
は
な
く
、「
報
告
」
に
近

い
内
容
で
あ
る
。
宇
都
宮
弾
正
と
な
っ
た
後
も
、「
馬
よ
り
ゆ
ら
り
と
下
り
て
」

「
器
用
骨
柄
、
尋
常
な
る
人
か
な
、
と
感
じ
け
り
。」
と
評
さ
れ
る
な
ど
、
堂
々
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と
し
て
い
る
。
一
方
、「
鰯
売
恋
曳
網
」
の
猿
源
氏
は
、「
魂
ぬ
け
た
る
態
」
で
、

「
鰯
が
く
さ
る
」
よ
う
な
呼
び
声
を
し
て
舞
台
に
登
場
し
、
父
・
な
あ
み
だ
ぶ

つ
に
蛍
火
へ
の
恋
を
「
相
談
」
す
る
。
な
あ
み
だ
ぶ
つ
は

折
ふ
し
教
え
お
き
た
る
と
お
り
、
恋
の
手
引
き
は
、
ナ
ウ
、
そ
れ
敷
島

の
道
ぢ
ゃ
。
物
の
本
に
も
「
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
、

男
女
の
仲
を
も
和
ら
げ
」
と
あ
る
。
老
い
た
り
と
言
え
ど
も
こ
の
海
老
名
、

せ
が
れ
の
恋
歌
の
仲
立
ち
は
、
胸
三
寸
に
あ
る
わ
い
や
い
。

と
『
古
今
集
』
の
仮
名
序
を
引
き
、
即
座
に
猿
源
氏
の
恋
の
仲
立
ち
を
か
っ
て

出
る
。
こ
の
仮
名
序
は
時
に
「
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
を
読
み
と
る
べ
き
」
と
も

言
わ
れ
る
が
、
三
島
は
文
士
に
な
る
「
福
音
」
の
言
葉
と
し
て
挙
げ
る
程
、
仮

名
序
に
愛
着
を
持
っ
て
い
た
。「
鰯
売
恋
曳
網
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
仮
名
序
を

実
証
す
る
内
容
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
あ
み
だ
ぶ
つ
の
発
言
は
、
猿
源
氏
が

何
ら
か
の
困
難
に
遭
遇
し
た
際
に
は
、
彼
が
父
親
と
し
て
必
ず
即
座
に
手
助
け

を
す
る
と
い
う
猿
源
氏
と
の
関
係
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
の
み

で
な
く
、
舞
台
上
で
は
「
情
け
な
い
」
猿
源
氏
で
あ
る
が
「
和
歌
の
素
養
」
を

身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
、
後
の
布
石
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
猿
源
氏
は
な
あ
み
だ
ぶ
つ
の
言
う
が
ま
ま
宇
都
宮
弾
正
と
な
る
が
、「
馬

に
の
り
わ
ず
ら
」
い
、「
逆
さ
に
」
乗
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
父
親
な

し
で
は
何
も
で
き
な
い
猿
源
氏
に
つ
い
て
は
、
既
に
市
川
裕
見
子
氏
が

観
客
が
感
じ
と
る
の
は
、
父
親
の
愛
情
に
包
ま
れ
て
、
赤
子
の
よ
う
に
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に
な
っ
て
い
る
主
人
公
で
あ
る
。
し
か
し
、
観
客
は
、
こ
の
徹

底
し
た
烏
滸
ぶ
り
が
恋
に
落
ち
た
が
ゆ
え
の
呆
気
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ

れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
赤
子
の
よ
う
な

な
様
が
人
間
と
し
て

の
可
愛
げ
、
お
か
し
み
と
う
つ
る
。

と
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

で
は
、
蛍
火
は
ど
の
よ
う
な
個
性
を
持
つ
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
三
島
は
、
や
は
り
初
演
の
際
の
番
付
で
、

か
う
し
て
題
材
は
室
町
時
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
舞
台
の
様
式
は
元
禄

時
代
の
明
る
さ
と
豪
奢
を
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

と
、
王
朝
時
代
を
扱
っ
た
「
地
獄
変
」
と
は
異
な
る
「
元
禄
時
代
」
の

囲
気

を
出
し
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
元
禄
時
代
は
、
町
民
層
が
経
済
的
に
成
長
し

た
こ
と
も
あ
り
、
様
々
な
庶
民
文
化
が
い
っ
せ
い
に
開
花
し
た
時
期
と
言
え
る
。

歌
舞
伎
に
関
し
て
も
同
様
で
、
江
戸
と
上
方
で
独
自
の
様
式
が
生
ま
れ
た
。
ま

た
、「
遊
廓
」
の
制
度
が
生
ま
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
り
、
廓
は
そ
の
名
の

通
り
「
曲
輪
」
と
し
て
構
築
さ
れ
る
。
遊
女
達
は
敷
地
外
へ
出
る
こ
と
も
許
さ

れ
ず
、
そ
の
内
側
に
行
く
に
は
金
銭
が
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
た
。
最
高
位
の

遊
女
と
も
な
れ
ば
多
額
の
金
銭
が
必
要
で
あ
り
、
彼
女
ら
は
、
美
し
さ
、
教
養
、

色
気
と
い
う
す
べ
て
を
持
っ
た
近
寄
る
こ
と
の
で
き
な
い
〈
ス
タ
ー

と
し
て

存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
現
在
で
は
「
近
世
に
お
け
る
聖
な
る
遊
女
論
は
学
問

レ
ベ
ル
で
存
在
し
て
い
な
い
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、「
聖
」
で
あ
る
か
否



か
は
別
に
し
、
そ
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
と
か
く
世
間
傾
城
事

を
す
く
時
節
な
れ
ば
、
何
と
ぞ
是
に
た
よ
り
て
、
思
案
し
て
み
る
べ
し
」
と
さ

れ
る
程
、
傾
城
の
登
場
す
る
狂
言
が
多
く
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
宝
暦
時
代
か

ら
幕
末
ま
で
、
二
の
替
わ
り
の
狂
言
は
「
傾
城
」
と
い
う
名
代
が
つ
く
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
河
合

澄
氏
は
、

そ
こ
（
芝
居
の
な
か
の
廓
｜
木
谷
注
）
で
、
み
ず
か
ら
が
現
実
に
は
な

る
こ
と
の
で
き
な
い
客
と
な
り
、
遊
女
と
な
っ
て
、
廓
と
い
う
禁
断
の
場

所
に
足
を
踏
み
込
む
。
日
常
と
は
対
極
に
あ
る
地
点
に
楽
々
と
入
っ
て
い

け
る
の
が
、
傾
城
事
の
狂
言
で
あ
っ
た
。

と
そ
の
人
気
の
理
由
を
解
析
し
て
い
る
。

お
伽
草
子
「
猿
源
氏
草
紙
」
で
の
蛍
火
は
「
洛
中
に
隠
れ
も
な
き
遊
君
」
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
猿
源
氏
が
見
初
め
た
の
は
「
五
条
の
橋
を
通
り
し
と

き
」
に
「
上
臈
」
と
見
え
た
女
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
遊
女
達
が
「
京
の
町
を

自
由
に
徘
徊
す
る
」
こ
と
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
猿
源
氏
は
町
の
中
で
蛍
火
を

見
初
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
で
は
、
廓
制
度
の
成
立
以
降
は
ど
の
よ
う
に

変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、「
元
禄
の
こ
ろ
」
の
事
件
を
題
材
に
し

た
と
さ
れ
る
、
三
世
河
竹
新
七
の
「
籠
釣
瓶
花
街
酔
醒
」（
明

・
５
、
東
京

千
歳
座
初
演
）
に
お
け
る
〈
見
初
め
の
場

は
、
廓
の
中
で
道
中
を
し
て
い
る

八
橋
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
原
作
「
猿
源
氏
草
紙
」
同
様
、「
五

条
の
橋
」
を
〈
見
初
め
の
場

と
し
た
「
鰯
売
恋
曳
網
」
は
、
実
際
の
元
禄
時

代
に
生
ま
れ
た
「
傾
城
事
」
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
三
島
は
、
初
演
の
際
「
要
は
、
時
代
な
ど
に
は
こ
だ
わ

ら
ず
に
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
」
と
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
を
呈
し
て
い
る
。

「
元
禄
時
代
の
明
る
さ
と
豪
奢
を
出
す
」
た
め
に
、「
傾
城
」
の
登
場
す
る
歌
舞

伎
を
描
い
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
蛍
火
を
「
あ
て
」
て
書
か
れ
た
歌
右
衛
門
が
、
決
定
的
な
評
価
を
得

た
の
は
、
先
述
し
た
傾
城
・
八
橋
の
見
初
め
の
場
で
の
「
笑
い
」
で
あ
っ
た
。

他
に
も
揚
巻
や
、
四
十
年
間
歌
右
衛
門
の
み
が
演
じ
て
き
た
阿
古
屋
な
ど
、
歌

右
衛
門
は
役
割
と
し
て
の
「
傾
城
」
を
、
多
く
当
た
り
役
に
し
て
い
る
。
三
島

は
、
傾
城
の
持
つ
華
や
か
な
様
式
性
や
、
歌
右
衛
門
の
個
性
を
生
か
す
べ
く
、

自
ら
の
歌
舞
伎
第
二
作
の
役
柄
を
傾
城
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
蛍
火
に
は
、
そ
の
歌
右
衛
門
を
し
て
、「
な
か
な
か
他
に
な
い
で
す

ね
。」
と
言
わ
し
め
る
個
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
出
自
で
あ
る
。
蛍
火
は
、

も
と
も
と
、
丹
鶴
城
の
姫
で
あ
っ
た
。
三
島
は
早
く
か
ら
歌
右
衛
門
を
「
唯
一

の
お
姫
様
役
者
」
と
評
し
て
お
り
、「
貴
種
流
離
譚
の
味
を
出
」
し
た
の
に
は
、

三
島
の
歌
右
衛
門
観
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
姫
か
ら
遊
女
に

ま
で
転
落
し
た
点
で
は
鶴
屋
南
北
「
桜
姫
東
文
章
」（
文
化

、
江
戸
河
原

崎
座
初
演
）
の
桜
姫
も
同
様
で
あ
る
。
三
島
は
、
昭
和
三
十
四
年
、
こ
の
狂
言

の
復
活
台
本
を
歌
右
衛
門
に
は
め
て
書
い
て
い
る
が
、
歌
右
衛
門
は
「
桜
姫
と

も
違
う
ん
で
す
」
と
断
言
す
る
。
貝
合
せ
を
し
、「
傾
城
ら
し
う
な
い
遊
び

三
島
由
紀
夫
「
鰯
売
恋
曳
網
」
論

七
二



事
」
と
憎
ま
れ
口
を
言
わ
れ
な
が
ら
も
見
物
に
そ
の
優
雅
さ
を
誇
示
す
る
蛍
火

と
、
官
能
に
生
き
、
恋
人
、
我
が
子
を
殺
し
輪
廻
転
生
を
否
定
し
た
桜
姫
と
の

違
い
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

「
鰯
売
恋
曳
網
」
に
は
従
来
か
ら
の
様
式
を
持
ち
な
が
ら
、
室
町
時
代
の
お

伽
草
子
を
題
材
に
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
世
界
と
傾
城
像
を
創
出
し
た
の
で
あ

る
。

２
「
笑
劇
」
と
し
て
の
「
鰯
売
恋
曳
網
」

さ
て
三
島
が
、「
地
獄
変
」
執
筆
時
か
ら
「
次
は
喜
劇
を
書
き
た
い
」
と
考

え
て
い
た
の
は
、
既
に
引
い
た
通
り
で
あ
る
。
後
に
、「（「
鰯
売
」
は
｜
木
谷

注
）
十
分
手
に
入
っ
た
つ
も
り
で
書
い
た
」
と
し
て
お
り
、「
地
獄
変
」
の
評

価
に
手
応
え
を
感
じ
、
歌
舞
伎
を
書
く
と
い
う
こ
と
に
自
信
を
持
っ
た
の
が
看

取
で
き
る
。「
地
獄
変
」
歌
舞
伎
化
依
頼
の
使
者
だ
っ
た
永
山
武
臣
氏
（
現
・

松
竹
会
長
）
は
、

「
地
獄
変
」
は
歌
右
衛
門
さ
ん
に
「
あ
て
」
て
書
か
れ
た
企
画
で
す
。

後
（「
鰯
売
」
以
降
の
作
品
｜
木
谷
注
）
は
三
島
さ
ん
が
「
こ
ん
な
も
の

が
あ
る
ん
だ
け
ど
、
ど
う
だ
ろ
う
？
」
と
歌
右
衛
門
さ
ん
や
な
ん
か
と
の

企
画
で
持
っ
て
こ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

と
お
話
し
下
さ
っ
た
。「
鰯
売
恋
曳
網
」
は
、「
け
い
せ
い
浅
間
嶽
」
に
触
発
さ

れ
た
三
島
が
、
自
ら
「
歌
舞
伎
」
に
し
た
い
と
考
え
た
〈
初
め
て

の
作
品
で
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あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
三
島
の
歌
舞
伎
観
を
見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。「
地
獄

変
」
執
筆
の
際
、
三
島
は
、
良
秀
に
「
地
獄
変
」
の
絵
を
描
か
せ
た
堀
川
大
臣

の
本
質
を
、「
日
本
の
サ
ド
侯
爵
で
あ
り
、
チ
ェ
ザ
ー
レ
・
ボ
ル
ジ
ャ
で
あ
り
、

幼
児
殺
戮
者
ジ
ル
・
ド
・
レ
エ
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で

こ
の
物
語
に
は
強
烈
な
感
情
が
あ
る
。
強
烈
な
感
情
の
表
現
に
は
、
近

代
劇
の
手
法
で
は
い
か
に
も
手
ぬ
る
い
。
歌
舞
伎
、
殊
に
義
太
夫
狂
言
は
、

嵐
の
如
き
感
情
の
表
現
技
法
と
し
て
、
お
そ
ら
く
、
世
界
最
高
の
も
の
を

持
っ
て
い
る
。

と
し
て
い
る
。
三
島
は
生
涯
、

歌
舞
伎
や
人
形
芝
居
は
目
も
あ
や
な
悪
を
創
造
し
た

歌
舞
伎
は
は
っ
き
り
言
っ
て
そ
れ
自
体
が
悪
で
あ
る
。（
略
）
人
間
の

悪
の
固
ま
り
み
た
い
な
も
の
が
美
し
い
花
を
咲
か
せ
た
の
が
歌
舞
伎
で
あ

る
。

と
歌
舞
伎
に
「
悪
」
の
姿
を
感
じ
て
い
た
。
大
臣
の
「
悪
」
を
表
現
す
る
媒
体

と
し
て
「
歌
舞
伎
」
を
選
ん
だ
の
は
、
必
然
的
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
何
故
、
三
島
の
歌
舞
伎
観
そ
の
も
の
で
あ
る
「
悪
」
を
描
い
た
「
地
獄

変
」
の
後
に
、
歌
舞
伎
で
「
笑
劇
」
を
書
き
た
か
っ
た
の
か
。

三
島
は
、
昭
和
二
十
六
年
、
当
時
占
領
下
に
あ
っ
た
日
本
か
ら
、
朝
日
新
聞

特
派
員
と
い
う
立
場
で
世
界
一
周
旅
行
に
出
掛
け
て
い
る
。
後
に
三
島
は
、
帰



朝
第
一
作
と
し
て
発
表
し
た
「
真
夏
の
死
」（「
新
潮
」
昭

・

）
を
書
き
な

が
ら
、「
自
分
の
仕
事
の
一
時
期
が
完
全
に
終
わ
っ
て
、
次
の
時
期
が
始
ま
る

の
を
感
じ
て
い
た
」
と
い
う
。
こ
の
旅
行
で
、
三
島
は
初
め
て
太
陽
に
出
会
い
、

ギ
リ
シ
ャ
で
は
「
心
か
ら
愛
す
る
こ
と
の
で
き
る
」「
あ
ま
り
に
も
露
は
で
、

あ
ま
り
に
も
夥
し
い
」「
光
と
風
」
を
感
じ
る
。
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
経
験
が
『
潮

騒
』（
昭

・
６
、
新
潮
社
）
を
生
ん
だ
の
は
三
島
自
身
が
述
べ
て
い
る
と
お

り
だ
。「
鰯
売
恋
曳
網
」
は
、
こ
の
『
潮
騒
』
と
同
じ
年
に
発
表
さ
れ
、
大
ら

か
な
明
る
さ
を
感
じ
さ
せ
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
時
期
だ

け
の
問
題
と
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

三
島
が
、
歌
舞
伎
と
と
も
に
映
画
を
愛
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
山
内

由
紀
人
氏
は
、

理
論
的
に
首
尾
一
貫
し
て
い
て
、
構
成
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ
と
。

デ
ィ
テ
ー
ル
の
積
み
重
ね
が
利
い
て
い
て
、
人
間
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
。

古
典
劇
の
よ
う
な
均
衡
を
持
ち
、
セ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
。
演
劇
的
要
素
が

あ
っ
て
、
台
詞
の
面
白
さ
が
あ
る
こ
と
。

と
三
島
の
好
き
な
映
画
の
条
件
を
整
理
し
て
い
る
。
さ
ら
に
氏
が
「（
三
島
は

｜
木
谷
注
）
オ
ペ
レ
ッ
タ
映
画
や
ソ
フ
ィ
ス
ケ
ー
テ
ッ
ド
・
コ
メ
デ
ィ
の
フ
ァ

ン
」
で
あ
り
、「
新
作
歌
舞
伎
の
台
本
と
し
て
書
か
れ
た
『
鰯
売
恋
曳
網
』
に

は
、
そ
う
し
た
映
画
の
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
興

味
深
い
指
摘
で
あ
ろ
う
。
三
島
は
、「
鰯
売
恋
曳
網
」
と
同
じ
年
に

映
画
は
青
少
年
に
与
え
る
悪
影
響
も
数
々
あ
ろ
う
が
、
映
画
は
映
画
な

り
の
カ
タ
ル
シ
ス
の
作
用
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
無
害
な
も
の
で
あ
る

た
め
に
は
、
で
き
る
だ
け
空
想
的
で
あ
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
く
、
大
人
の

中
に
も
あ
り
、
子
供
の
中
に
も
あ
る
冒
険
慾
が
何
の
遠
慮
も
な
く
満
た
さ

れ
る
荒
唐
無
稽
な
環
境
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
お

か
げ
で
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
環
境
が
新
奇
な
感
を
失
っ
た
生
ぬ
る
い
リ
ア

ル
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
も
う
一
度
、
映
画
で
思
う
さ
ま
荒

唐
無
稽
を
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ズ
ニ
ィ
の
漫

画
で
、『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
の
気
違
い
兎
と
気
違
い
帽
子
屋
の
パ

ー
テ
ィ
の
場
面
は
私
を
大
喜
び
さ
せ
た
。『
ダ
ン
ボ
』
の
酩
酊
の
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
も
よ
か
っ
た
。

と
言
う
、「
荒
唐
無
稽
」（「
映
画
の
友
」
昭

・
７
）
と
い
う
題
が
付
さ
れ
た

映
画
に
関
す
る
文
章
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
と
併
せ
て
見
て
み
る
と
、

「
鰯
売
恋
曳
網
」
に
は
ソ
フ
ィ
ス
ケ
ー
テ
ッ
ド
・
コ
メ
デ
ィ
と
同
時
に
、
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
の
影
響
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
島
が
猿
源
氏
に

語
ら
せ
た
「
魚
鳥
平
家
」
は
、
魚
を
擬
人
化
し
た
内
容
で
あ
る
。

さ
て
も
明
石
の
浦
近
く
、
緋
縅
の
大
鎧
、
ひ
と
き
は
す
ぐ
れ
し
鯛
の
赤

介
、
大
音
声
に
て
呼
ば
は
る
に
は
、
こ
こ
を
落
つ
る
こ
そ
、
平
目
の
大
介

鰭
長
な
れ
。
返
せ
、
戻
せ
と
呼
ば
は
っ
た
り
。
大
介
名
を
や
惜
し
み
け
ん
、

波
頭
を
立
直
し
、
返
す
と
こ
ろ
へ
味
方
の
弓
勢
、
鰭
も
切
れ
よ
と
引
き
し

三
島
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ぼ
る
。
組
ん
づ
ほ
ぐ
れ
つ
浦
波
に
、
小
兵
の
赤
貝
し
じ
み
貝
（
略
）
大
介

あ
は
や
と
見
え
た
れ
ば
、
さ
し
つ
め
ひ
き
つ
め
射
か
く
る
鏑
矢
、
鰭
の
下

を
ば
篦
深
に
射
ら
れ
、
赤
介
忽
ち
七
転
八
倒
、
後
見
の
蛸
の
入
道
、
魚
頭

を
膝
に
か
き
の
せ
て

と
い
う
猿
源
氏
の
軍
物
語
に
、
舞
台
上
の
人
物
は
皆
「
や
ん
や
、
や
ん
や
」
の

大

采
を
送
る
。
こ
の
よ
う
な
「
異
類
」
や
非
生
物
の
擬
人
化
は
、「
お
伽
草

子
」
や
昔
話
と
い
う
日
本
古
来
の
伝
統
で
あ
る
と
同
時
に
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
映
画

を
代
表
と
す
る
西
洋
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
も
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
三
島

が
歌
右
衛
門
の
蛍
火
に
対
し
て

歌
右
衛
門
丈
は
、
ク
ド
キ
の
と
こ
ろ
が
い
か
に
も
お
伽
草
子
の
人
物
に
見

え
て
、
メ
ル
ヘ
ン
の
お
姫
様
ら
し
く
て
好
き
で
あ
る
。

と
論
じ
た
の
も
、「
鰯
売
恋
曳
網
」
が
「
荒
唐
無
稽
」
と
も
言
え
る
よ
う
な
、

メ
ル
ヘ
ン
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
意
識
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
荒
唐
無

稽
」
と
は
、
歌
舞
伎
を
表
す
の
に
も
一
般
的
な
言
葉
で
あ
る
。
映
画
の
よ
う
な

「
荒
唐
無
稽
」
を
自
然
な
舞
台
に
す
る
に
は
、
歌
舞
伎
が
適
合
し
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
松
本
徹
氏
が

わ
れ
わ
れ
の
時
代
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
厳
し
い
縛
り
を
受
け
て
い

て
、
現
実
に
あ
る
、
ま
た
現
実
に
あ
り
得
る
と
い
う
枠
を
外
れ
よ
う
と
し

な
い
。
ま
た
、
そ
こ
を
外
れ
る
の
が
恐
ろ
し
く
難
し
い
の
だ
。
し
か
し
、

歌
舞
伎
で
は
そ
こ
を
や
す
や
す
と
抜
け
だ
し
、
荒
唐
無
稽
の
花
を
咲
か
せ

三
島
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る
こ
と
が
で
き
、
思
い
切
り
華
や
か
な
祝
祭
性
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
も
で

き
る
。
そ
の
祝
祭
性
が
実
際
の
舞
台
に
十
分
実
現
さ
れ
た
か
は
と
も
か
く
、

『
鰯
売
恋
曳
網
』『
む
す
め
ご
の
み
帯
取
池
』『
椿
説
弓
張
月
』
な
ど
、
い

ず
れ
も
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
狙
い
の
一
つ
を
定
め
た
作
品
で
あ
ろ
う
。

と
し
て
い
る
よ
う
に
、
三
島
は
、
そ
の
様
式
を
存
分
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
逆

に
自
分
の
世
界
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
鰯
売
恋
曳
網
」
は

わ
が
国
に
お
け
る
エ
ス
プ
リ
・
ゴ
ー
ロ
ア
と
も
い
ふ
べ
き
「
大
ら
か
な

哄
笑
」
を
い
ざ
な
ふ
こ
の
芝
居
は
、
我
々
を
喜
ば
せ
て
く
れ
る
。
い
わ
し

は
新
鮮
で
あ
っ
た
。

よ
く
も
若
い
作
者
が
こ
こ
ま
で
歌
舞
伎
の
シ
ャ
レ
た
味
の
骨
法
を
飲
み

込
ん
だ
も
の
だ
と
感
心
す
る
。

長
く
上
演
目
録
に
残
す
風
格
を
備
え
た
。

と
、
三
島
自
身
が
、「
小
説
で
は
め
っ
た
に
こ
ん
な
に
褒
め
ら
れ
な
い
」「
く
す

ぐ
っ
た
く
な
っ
て
、
ほ
ん
と
に
い
や
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
な
」
と
す
る
程
の
高
い

評
価
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
鰯
売
恋
曳
網
」
は
好
評
を
証
明
す
る
か
の
如
く
、
初
演
の
歌
右
衛
門
、
勘

三
郎
で
五
回
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
は
玉
三
郎
・
勘
九
郎
で
現
在
ま
で
五
回
、

再
演
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
平
成
十
二
年
四
月
歌
舞
伎
座
で
の
勘



三
郎
十
三
回
忌
追
善
公
演
の
演
目
に
加
え
ら
れ
た
。
勘
九
郎
は
「
お
や
じ
が
猿

源
氏
を
し
た
時
の
資
料
が
な
く
て
、
手
探
り
で
玉
三
郎
の
お
兄
さ
ん
と
作
り
上

げ
ま
し
た
。
後
で

の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
あ
る
の
が
見
つ
か
っ
た
ら
、
同

じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
る
の
。
く
や
し
か
っ
た
な
あ
。」
と
し
て
い
る
が
、

勘
三
郎
の
猿
源
氏
自
体
に
、
三
島
は
不
満
を
漏
ら
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の

舞
台
に
初
演
の
劇
評
に
著
さ
れ
た
「
大
ら
か
な
哄
笑
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。

ま
た
、
猿
源
氏
の
「
伊
勢
の
国
の
阿
漕
が
浦
の
猿
源
氏
、
鰯
か
う
え
い
」
の

呼
び
声
は
、
原
作
「
猿
源
氏
草
紙
」
で
は
、「
お
も
し
ろ
き
鰯
売
哉
」
と
い
う

評
判
を
呼
び
、
猿
源
氏
の
「
有
徳
」
の
理
由
に
も
な
り
、
寝
言
で
も
発
さ
れ
る
。

し
か
し
、
三
島
は
さ
ら
に
こ
の
呼
び
声
を
多
用
す
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
は
、

「
魚
が
く
さ
る
」
よ
う
な
「
鰯
か
う
え
い
」、
次
に
「
寝
言
な
れ
ど
元
気
に
朗
ら

か
」
に
「
鰯
か
う
え
い
」、
蛍
火
が
城
を
飛
び
出
し
た
の
も
「
美
し
」
い
「
鰯

か
う
え
い
」
が
原
因
で
あ
る
。
最
後
、
晴
れ
て
夫
婦
に
な
っ
た
暁
に
は
、「
あ

の
呼
び
声
を
教
え
て
た
も
」
で
「
鰯
か
う
え
い
」、
つ
い
に
蛍
火
は
花
道
か
ら

「
そ
の
は
う
ど
も
」
と
本
舞
台
の
全
員
に
も
「
鰯
か
う
え
い
」
を
唱
和
さ
せ
て

い
る
。
山
川
静
夫
氏
は
、「
学
生
時
代
に
民
放
ラ
ジ
オ
の
『
も
の
ま
ね
コ
ン
ク

ー
ル
』
に
勘
三
郎
の
声
色
で
出
場
」
し
た
氏
自
身
が
「
勘
三
郎
の
『
鰯
か
う
え

ー
い
』
と
い
う
セ
リ
フ
も
さ
か
ん
に
利
用
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。
他
に
も
、

「
い
わ
し
の
売
り
声
が
詩
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
、「
鰯
売
恋
曳
網
」
の

再
演
が
「
こ
の
劇
場
（
御
園
座
｜
木
谷
注
）
で
は
三
十
三
年
ぶ
り
の
『
鰯
か
う

え
い
』
だ
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
呼
び
声
が
い
か
に
見
物

の
耳
に
残
る
特
徴
だ
っ
た
の
か
が
分
か
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
歌
舞
伎
の
演

目
に
は
「
決
め
ゼ
リ
フ
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
三
島
は
晩
年
、
歌
舞
伎
俳
優

養
成
所
で
の
講
演
会
に
お
い
て
、
歌
舞
伎
の
好
き
な
場
面
を
セ
リ
フ
と
所
作
の

両
方
で
再
現
し
て
い
る
。
様
々
な
状
況
に
お
け
る
猿
源
氏
自
身
の
バ
ロ
メ
ー
タ

ー
と
し
て
の
呼
び
声
、
ま
た
物
語
の
根
底
を
支
え
る
も
の
を
す
べ
て
「
鰯
か
う

え
い
」
に
し
た
の
に
は
、
三
島
の
作
劇
法
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
観
劇
体
験

が
如
実
に
活
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

三
島
は
、
第
一
作
「
地
獄
変
」
の
よ
う
に
、
歌
舞
伎
の
「
悪
」
を
全
面
に
出

し
た
作
品
を
書
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
は
「
鰯
売
恋
曳
網
」
の
よ
う
な

笑
劇
を
残
し
、
ま
た
そ
れ
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
三
島
が
「
新
作
を
作
る
条
件
」
と
し
て
掲
げ
た

悲
劇
か
ら
は
封
建
道
徳
と
義
理
人
情
を
、
喜
劇
か
ら
は
低
俗
さ
を
と
り

さ
っ
て
、
す
べ
て
を
人
間
的
動
機
か
ら
組
み
立
て
、
人
間
的
な
悲
劇
、
人

間
的
な
喜
劇
を
創
造
す
る
こ
と

と
い
う
発
言
を
歌
舞
伎
以
外
に
お
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

「
鰯
売
恋
曳
網
」
は
、
三
島
歌
舞
伎
の
代
表
的
演
目
と
し
て
後
世
に
残
る
作

品
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
三
島
文
学
に
お
け
る
「
喜
劇
」
に
つ
い
て
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新
た
な
指
針
を
示
す
作
品
と
い
え
よ
う
。

注
「
歌
舞
伎
座
番
付
」（
昭

・

）

三
島
由
紀
夫
「
鰯
売
恋
曳
網
」（「
演
劇
界
」

｜

、
昭

・

）

無
署
名
「
編
集
後
記
」（「
演
劇
界
」

｜

、
昭

・

）

三
島
由
紀
夫
「
好
き
な
芝
居
、
好
き
な
役
者
｜
歌
舞
伎
と
私
」（「
劇
評
」
昭

・

１
）
全
集

巻

頁

平
成
十
年
一
月
九
日
、
松
竹
本
社
会
長
室
に
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
快
く
取
材
に
応

じ
て
下
さ
っ
た
永
山
武
臣
氏
に
深
く
感
謝
し
た
い
。
な
お
、
文
責
は
木
谷
に
あ
る
。

三
島
由
紀
夫
「
三
島
由
紀
夫
芸
談

歌
舞
伎
に
現
代
語
は
反
対
」（「
毎
日
新
聞
」

昭

・
９
・
５
、
夕
刊
）
全
集
未
収
録

三
島
由
紀
夫
「
僕
の
『
地
獄
変
』」（「
毎
日
新
聞
」
昭

・
９
・

、
夕
刊
）
全

集

巻

頁

利
倉
幸
一
「
師
走
の
芝
居
」（「
演
劇
界
」

｜
１
、
昭

・
１
）

利
倉
幸
一
「
地
獄
変
」（「
演
劇
界
」

｜
１
、
昭

・
１
）

注

に
同
じ

中
村
歌
右
衛
門
「『
三
島
歌
舞
伎
』
の
世
界
（
聞
き
手
織
田
紘
二
）」（
三
島
由
紀

夫
『
芝
居
日
記
』
平
３
・
７
・
５
、
中
央
公
論
社
）

頁

注

に
同
じ
、

頁

三
島
由
紀
夫
「『
鰯
売
恋
曳
網
』
に
つ
い
て
」（「
歌
舞
伎
座
番
付
」
昭

・

）

全
集

巻

頁

注

に
同
じ

久
保
田
裕
子
「
三
島
由
紀
夫
の
演
劇
論
｜
『
サ
ド
侯
爵
婦
人
』
と
『
鰯
売
恋
曳

網
』
か
ら
」（「
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
」

｜

、
平

・
９
）

三
島
由
紀
夫
「
鰯
売
恋
曳
網
」
論

七
七

中
村
歌
右
衛
門
・
山
川
静
夫
「
莟
会
」（『
歌
右
衛
門
の
六
十
年
｜
ひ
と
つ
の
昭
和

歌
舞
伎
史
｜
』
昭

・
１
・

、
岩
波
書
店
）

頁

注

に
同
じ
、

頁

注

に
同
じ
、

頁

無
署
名
「
劇
界
話
題

つ
ぼ
み
会
第
一
回
公
演
」（「
朝
日
新
聞
」
昭

・
３
・

、

朝
刊
）

無
署
名
「
歌
右
衛
門
が
自
主
公
演

意
欲
的
な
第
一
回
『
つ
ぼ
み
会
』」（「
毎
日

新
聞
」
昭

・
２
・
１
、
夕
刊
）。
小
宮
麒
一
『
歌
舞
伎
上
演
総
覧

補
訂
版
』（
昭

・

・

、
私
家
版
）
に
よ
る
と
、
大
正
十
一
年
三
月
、
新
富
座
で
、「
傾
城
浅

間
嶽
」
の
上
演
記
録
が
あ
る
。

無
署
名
「
収
穫
多
数
で
成
功
『
莟
会
』
公
演
」（「
毎
日
新
聞
」
昭

・
３
・

、

夕
刊
）

注

に
同
じ

市
古
貞
次
『
中
世
小
説
の
研
究
』
序
説
‥
中
世
小
説
の
分
類
に
就
い
て
（
昭

・

・

、
東
京
大
学
出
版
会
）

頁

徳
田
和
夫
「
お
伽
草
子
術
語
集

分
類
」（「
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
」

｜
１
、
平
６
・
１
）

市
古
貞
次
『
中
世
小
説
の
研
究
』
第
四
章
‥
庶
民
小
説
（
昭

・

・

、
東
京

大
学
出
版
会
）

頁

市
古
貞
次
『
中
世
小
説
の
研
究
』
第
七
章
‥
中
世
小
説
の
諸
問
題
（
昭

・

・

、
東
京
大
学
出
版
会
）

頁

小
秋
元
「
お
伽
草
子
術
語
集

軍
記
物
語
、
合
戦
物
」（「
国
文
学

解
釈
と
教

材
の
研
究
」

｜
１
、
平
６
・
１
）

市
古
貞
次
「
お
伽
草
子
解
説
」（『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第

巻

御
伽
草
子

仮

名
草
子
』
昭

・
７
・

、
角
川
書
店
）

頁

注

に
同
じ



吉
川
栄
治
「
古
今
集
の
歌
論
」（
有
吉
保
ほ
か
編
『
和
歌
文
学
講
座
第
四
巻

古

今
集
』
平
５
・

・
６
、
勉
誠
社
）

頁

三
島
由
紀
夫
「
古
今
集
と
新
古
今
集
」（「
廣
島
大
学
国
文
」
昭

・
３
）
全
集

巻

頁
市
川
裕
見
子
「
三
島
由
紀
夫
の
歌
舞
伎
作
品
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
｜
そ
の
二

『
鰯
売
恋
曳
網
』」（「
外
国
文
学
」

、
平

・
３
）

注

に
同
じ

小
谷
野
敦
「『
聖
な
る
遊
女
論
』
の
来
歴
」（「
日
本
文
学
」

、
平

・

）

江
島
其
磧
『
け
い
せ
い
色
三
味
線
』（
長
谷
川
強
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

け
い
せ
い
色
三
味
線

け
い
せ
い
伝
受
紙
子

世
間
娘
気
質
』
平
１
・
８
・

、

岩
波
書
店
）

頁

内
海
繁
太
郎
「
傾
城
」（
演
劇
博
物
館
編
『
演
劇
百
科
大
辞
典
第
二
巻
』
昭

・

６
・

、
平
凡
社
）

頁

河
合

澄
「
歌
舞
伎
と
廓
」（「
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
」

｜
９
、
平

５
・
８
）

高
田
衛
「
廓
の
精
神
史
｜
公
界
と
悪
所
」（「
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
」

｜
９
、
平
５
・
８
）

菊
池
明
「
解
説
」（
菊
池
明
編
『
歌
舞
伎
オ
ン
・
ス
テ
ー
ジ
７

籠
釣
瓶
花
街
酔

醒

神
明
恵
和
合
取
組
』
昭

・
５
・
５
、
白
水
社
）

頁

注

に
同
じ

注

に
同
じ

歌
右
衛
門
は
昭
和
二
十
二
年
十
月
、
東
京
劇
場
に
お
け
る
八
橋
の
初
役
で
、
芸
術

祭
の
文
部
大
臣
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

前
掲
注

、
中
村
歌
右
衛
門
・
山
川
静
夫
『
歌
右
衛
門
の
六
十
年
｜
ひ
と
つ
の
昭

和
歌
舞
伎
史
｜
』
の
中
で
、
歌
右
衛
門
の
当
た
り
役
と
さ
れ
た
十
二
役
に
は
八
橋
、

阿
古
屋
、
揚
巻
も
含
ま
れ
て
い
る
。

頁

注

に
同
じ
、

頁

三
島
由
紀
夫
「
昭
和
二
十
年
十
一
月
十
八
日

劇
評
」（
三
島
由
紀
夫
『
芝
居
日

記
』
平
３
・
７
・
５
、
中
央
公
論
社
）

頁

注

に
同
じ

昭
和
三
十
四
年
十
一
月
歌
舞
伎
座
で
、
三
島
の
監
修
、
歌
右
衛
門
の
桜
姫
に
よ
る

「
桜
姫
東
文
章
」
が
上
演
さ
れ
て
い
る
。

注

に
同
じ
、

頁

注

に
同
じ

三
島
由
紀
夫
・
杉
山
誠
・
郡
司
正
勝
・
利
倉
幸
一
「
協
同
研
究
・
三
島
由
紀
夫
の

実
験
歌
舞
伎
」（「
演
劇
界
」

｜
５
、
昭

・
５
）
全
集
未
収
録

注

に
同
じ

三
島
由
紀
夫
「
竹
本
劇
『
地
獄
変
』」（「
歌
舞
伎
座
番
付
」
昭

・

）
全
集

巻

頁
三
島
由
紀
夫
「
歌
舞
伎
評
」（「
芸
術
新
潮
」
昭

・

）
全
集

巻

頁

三
島
由
紀
夫
「
悪
の
華
」（
昭
和
四
十
五
年
七
月
三
日
、
歌
舞
伎
俳
優
養
成
所
で

の
講
演
、「
新
潮
」

｜
１
、
昭

・
１
）
全
集
未
収
録

三
島
由
紀
夫
「
私
の
遍
歴
時
代
」（「
東
京
新
聞
」
昭

・
１
・

５
・

）
全

集

巻

頁

三
島
由
紀
夫
「
ア
テ
ネ
及
び
デ
ル
フ
ィ
」（「
芸
術
新
潮
」
昭

・
７
）
全
集

巻

頁三
島
由
紀
夫
「『
潮
騒
』
執
筆
の
こ
ろ
」（「
潮
」
昭

・
７
）
全
集

巻

頁
市
川
裕
見
子
氏
の
前
掲
の
論
文
で
も
、
同
様
の
見
解
が
な
さ
れ
て
い
る
。

山
内
由
紀
人
「
三
島
由
紀
夫
の
映
画
世
界
」（「
昭
和
文
学
研
究
」

、
平

・

３
）三

島
由
紀
夫
「
荒
唐
無
稽
」（「
映
画
の
友
」
昭

・
７
）
全
集

巻

頁

三
島
由
紀
夫
「
鰯
売
恋
曳
網
」
論

七
八



三
島
由
紀
夫
「『
鰯
売
恋
曳
網
』
に
つ
い
て
」（「
婦
人
画
報
」
昭

・
１
）
全
集

巻

頁

松
本
徹
「
古
典
と
そ
の
表
現
」（
松
本
徹

佐
藤
秀
明

井
上
隆
史
編
『
三
島
由

紀
夫
論
集
２

三
島
由
紀
夫
の
表
現
』
平

・
３
・

、
勉
誠
出
版
）

頁

戸
板
康
二
「
新
鮮
な
鰯
」（「
演
劇
界
」

｜

、
昭

・

）

安
三
郎
「
見
落
と
せ
ぬ
道
行
詞
の
甘
替
」（「
朝
日
新
聞
」
昭

・

・

、
夕

刊
）安

藤
鶴
夫
「
新
団
十
郎
の
誕
生

襲
名
披
露
の
歌
舞
伎
座
」（「
読
売
新
聞
」
昭

・
４
・

、
夕
刊
）

注

に
同
じ

注

に
同
じ

小
玉
祥
子
「
木
挽
町
楽
屋
探
訪
（
中
村
勘
九
郎
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
｜
木
谷
注
）」

（「
歌
舞
伎
座
番
付
」
平

・
４
）

前
掲
、
注

で
の
座
談
会
で
、「
勘
三
郎
が
、
あ
の
脚
本
（「
鰯
売
恋
曳
網
」
｜
木

谷
注
）
の
セ
ン
ス
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
が
問
題
な
ん
で
す
よ
。
も

っ
と
線
の
太
い
ユ
ー
モ
ア
な
ん
で
す
よ
、
あ
れ
は
ね
。
そ
の
辺
が
わ
り
に
鈍
感
な
ん

で
す
よ
、
彼
は
。」
と
発
言
し
て
い
る
。

山
川
静
夫
「
山
川
静
夫
の
『
歌
舞
伎
散
歩
道
』」（「
歌
舞
伎
座
番
付
」
平
７
・
６
）

安
三
郎
「
出
し
き
れ
ぬ
原
作
の
味

明
治
座
の
『
鰯
売
恋
曳
網
』」（「
朝
日
新

聞
」
昭

・
３
・
８
、
夕
刊
）

川
村
正
「
夢
実
現

福
・
玉
・
勘
の
十
種
香
」（「
演
劇
界
」

｜
５
、
平
７
・

５
）前

掲
、
注

の
講
演
会
で
は
、
吉
右
衛
門
が
「
台
詞
の
達
人
」
だ
っ
た
こ
と
を

「
籠
釣
瓶
」
の
次
郎
左
衛
門
の
セ
リ
フ
に
よ
っ
て
再
現
し
て
い
る
。

注

に
同
じ

三
島
由
紀
夫
「
鰯
売
恋
曳
網
」
論

七
九

〔
付
記
〕本

稿
で
引
用
し
た
三
島
由
紀
夫
の
文
章
は
、『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
全

巻
補
巻

１
（
昭

・
４
・

昭

・
６
・

、
新
潮
社
）
に
、
全
集
未
収
録
の
も
の
は
、

そ
の
初
出
に
よ
っ
た
。
ま
た
「
猿
源
氏
草
子
」
は
、『
日
本
古
典
文
学
大
系

御

伽
草
子
』
昭

・
７
・
５
、
岩
波
書
店
）
を
底
本
と
し
た
。
引
用
に
際
し
て
、
旧
漢

字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。
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