
一
　
問
題
設
定

き
ら
め
く
青
春
の
日
を
共
に
過
ご
し
た
友
人
松
枝

�
�
�
�

清
顕

�
�
�
�

に
と
ら
わ
れ
、
亡
き

清
顕
の
面
影
を
追
い
求
め
る
こ
と
だ
け
に
、
残
り
の
人
生
を
費
や
す
本
多
繁
邦

の
物
語
─
─
長
編
小
説
『
豊
饒
の
海
』

�
�
�

。

本
多
繁
邦
は
松
枝
清
顕
と
同
じ
く
脇
腹
に
三
つ
の
黒
子
を
も
つ
美
し
い
少
年

少
女
た
ち
、
す
な
わ
ち
、
第
二
巻
「
奔
馬
」
の
飯
沼
勲
、
第
三
巻
「
暁
の
寺
」

の
月
光
姫

�
�
�
�
�
�

、
第
四
巻
「
天
人
五
衰
」
の
安
永
透
を
次
々
に
見
出
し
、
清
顕
の
転

生
者
か
と
思
い
つ
つ
彼
ら
の
青
春
を
見
届
け
た
。

と
こ
ろ
が
、
十
八
歳
か
ら
七
十
六
歳
に
い
た
る
ま
で
、
松
枝
清
顕
の
面
影
を

追
い
続
け
た
本
多
繁
邦
は
、
最
後
の
最
後
で
、
松
枝
清
顕
の
恋
人
だ
っ
た
綾
倉

聡
子
か
ら
、「
そ
の
松
枝
清
顕
さ
ん
と
い
ふ
方
は
、
ど
う
い
ふ
お
人
や
し
た
？
」

と
問
わ
れ
る
。
清
顕
が
い
な
か
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
本
多
の
人
生
は
な
ん
だ
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『
豊
饒
の
海
』
四
部
作
は
、
一
九
七
〇
年
十
一
月
二
十
五
日
、
き
わ
め
て
劇
的

に
人
生
の
幕
引
き
を
や
っ
て
の
け
た
作
家
三
島
由
紀
夫
の
、
長
大
な
遺
作
で
あ
る
。

同
時
に
こ
の
意
図
さ
れ
た
遺
作
は
、「
世
界
の
解
釈
」
を
め
ざ
し
て
時
間
を
か
け
て

練
り
上
げ
ら
れ
た
物
語
で
も
あ
る
。

三
島
由
紀
夫
に
お
け
る
能
楽
受
容
を
考
え
て
き
た
筆
者
に
と
っ
て
、『
豊
饒
の

海
』
は
避
け
て
と
お
れ
な
い
。
第
二
次
戦
後
派
に
数
え
ら
れ
つ
つ
日
本
浪
曼
派
の

特
異
な
継
承
者
で
あ
っ
た
季
節
は
ず
れ
の
作
家
に
よ
る
、
季
節
は
ず
れ
の
試
み
す

な
わ
ち
戦
後
に
お
け
る
前
近
代
の
破
壊
的
再
提
示
は
、『
近
代
能
楽
集
』
シ
リ
ー
ズ

と
同
じ
く
戦
後
と
い
う
時
代
の
最
奥
へ
と
届
い
た
の
か
？
　
そ
れ
と
も
、『
近
代
能

楽
集
』
シ
リ
ー
ズ
を
も
越
え
た
場
所
へ
到
達
し
た
か
？
　
本
稿
と
次
稿
の
目
的
は
、

謡
曲
「
松
風
」
お
よ
び
「
羽
衣
」
を
介
し
て
『
豊
饒
の
海
』
に
新
た
な
読
解
の
地

平
を
開
き
、
決
し
て
報
わ
れ
な
い
か
ら
こ
そ
生
き
ら
れ
た
徹
底
的
な
悲
恋
の
物
語

―
―
三
島
由
紀
夫
の
「
世
界
の
解
釈
」
を
言
祝
ぐ
こ
と
に
あ
る
。

三
島
由
紀
夫『
豊
饒
の
海
』に
お
け
る
能
楽
表
象（
一
）

─
─「
美
の
厳
格
な
一
回
性
」
へ
の
偏
愛

田
村
景
子
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っ
た
の
だ
ろ
う
。
本
多
が
見
て
き
た
三
人
の
少
年
少
女
も
、
い
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
。「
そ
の
上
、
ひ
よ
つ
と
し
た
ら
、
こ
の
私
で
す
ら
も
…
…
」
い
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
記
憶
も
な
け
れ
ば
何
も
な
い
と
こ
ろ
へ
、
自
分
は
来
て

し
ま
つ
た
と
本
多
は
思
つ
た
。
庭
は
、
夏
の
日
ざ
か
り
の
日
を
浴
び
て
、
し
ん

と
し
て
ゐ
る
…
…
」。
生
も
死
も
転
生
も
拒
絶
す
る
は
て
し
な
い
空
虚
が
、
静

か
に
物
語
世
界
を
飲
み
込
み
、
本
多
繁
邦
の
長
い
恋
の
破
綻
が
確
定
す
る
。

だ
が
、
こ
の
残
酷
な
結
末
は
、
第
二
巻
「
奔
馬
」
で
本
多
繁
邦
が
能
「
松

風
」
を
観
た
と
き
か
ら
、
す
で
に
必
然
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

「
松
風
」
の
詞
章
を
思
い
つ
つ
清
顕
を
想
起
す
る
本
多
は
、
す
で
に
、
清
顕

の
美
の
本
質
が
「
厳
格
な
一
回
性
」
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
た
。
青
春

の
日
に
つ
か
の
間
あ
ら
わ
れ
す
ぐ
に
失
わ
れ
た
か
ら
こ
そ
本
多
繁
邦
の
心
を
縛

っ
た
清
顕
は
、
は
じ
め
か
ら
転
生
者
と
相
い
れ
な
い
。
む
し
ろ
三
人
の
転
生
候

補
者
は
清
顕
の
面
影
を
破
壊
し
、
美
し
か
っ
た
本
多
の
中
の
清
顕
は
「
美
し
い

衰
亡
」
へ
と
陥
る
。

で
は
、
な
ぜ
本
多
繁
邦
は
、
清
顕
探
し
を
や
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。

本
稿
と
次
稿
は
、
謡
曲
「
松
風
」
お
よ
び
「
羽
衣
」
を
そ
れ
ぞ
れ
介
し
、
決

し
て
報
わ
れ
な
い
か
ら
こ
そ
生
き
ら
れ
た
徹
底
的
な
悲
恋
の
物
語
と
し
て
『
豊

饒
の
海
』
を
読
み
な
お
す
。
そ
れ
は
、
あ
え
て
悲
恋
を
反
復
す
る
『
豊
饒
の

海
』
四
部
作
の
意
義
と
と
も
に
、「
能
楽
は
た
え
ず
私
の
文
学
に
底
流
し
て
き

た
」

�
�
�

と
語
る
三
島
由
紀
夫
の
最
終
的
な
能
楽
観
も
明
ら
か
に
す
る
だ
ろ
う
。

「
悲
劇
」「
絶
望
」「
生
の
否
定
」「
堕
地
獄
の
苦
患
と
孤
独
の
主
題
」
と
捉
え
て

き
た
能
楽
の
「
実
際
の
行
動
に
近
い
一
回
性
」

�
�
�

を
言
祝
ぎ
、『
豊
饒
の
海
』
の
完

結
と
と
も
に
「
実
際
の
行
動
に
近
い
一
回
性
」
へ
自
ら
を
重
ね
る
よ
う
に
突
き

進
ん
だ
作
家
、
三
島
由
紀
夫

�
�
�

。
一
九
七
〇
年
十
一
月
二
十
五
日
に
、
毒
々
し
く

き
ら
び
や
か
に
現
実
へ
と
刺
し
込
ま
れ
た
「
実
際
の
行
動
」
の
帰
趨
は
、
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。

二
　
先
行
研
究
の
視
点
と
典
拠
考

『
豊
饒
の
海
』
は
、
第
一
巻
「
春
の
雪
」
が
一
九
六
五
年
九
月
か
ら
一
九
六

七
年
一
月
に
か
け
て
、「
奔
馬
」
が
続
け
て
一
九
六
七
年
二
月
か
ら
翌
年
八
月
に
、

「
暁
の
寺
」
が
一
九
六
八
年
九
月
か
ら
一
九
七
〇
年
四
月
に
、
第
四
巻
「
天
人

五
衰
」
が
一
九
七
〇
年
七
月
か
ら
、『
新
潮
』
誌
上
に
連
載
さ
れ
た
。
生
前
に
完

結
す
る
こ
と
は
な
く
、
最
終
回
の
原
稿
が
市
ヶ
谷
駐
屯
地
で
自
決
し
た
三
島
由

紀
夫
の
机
の
上
に
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
へ
の
手
紙
な

ど
に
よ
っ
て
、「
天
人
五
衰
」
自
体
は
数
ヶ
月
前
に
は
脱
稿
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
と
は
い
え
、「
小
説
家
に
な
っ
て
以
来
、
世
界
を
解
釈
し
包
摂
す
る
よ
う

な
長
篇
小
説
を
書
き
た
か
っ
た
」

�
�
�

三
島
の
思
い
を
実
現
す
る
べ
く
、「
世
界
を
解

釈
し
現
実
を
終
わ
ら
せ
る
よ
う
な
思
想
体
系
」（
同
右
）
に
基
づ
い
て
構
想
さ
れ

た
『
豊
饒
の
海
』
は
、
初
出
だ
け
を
考
え
て
も
五
年
五
ヶ
月
の
時
間
を
、
し
か

も
命
を
か
け
た
決
起
の
直
前
ま
で
の
濃
密
な
時
間
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
た
め
、
連
載
当
時
は
さ
ほ
ど
文
壇
の
関
心
を
集
め
な
か
っ
た
『
豊
饒
の

海
』
は
、
作
者
の
死
後
、
遺
作
と
し
て
一
躍
三
島
文
学
の
集
大
成
と
さ
れ
た
。

以
降
、
こ
の
四
部
作
は
三
島
由
紀
夫
の
代
表
作
と
し
て
大
き
く
扱
わ
れ
続
け
る
。

『
三
島
由
紀
夫
事
典
』
も
、「
作
品
の
位
置
付
け
」「
三
島
の
他
作
品
と
の
関
連
」

「
典
拠
」「
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
」「
作
中
人
物
論
」「
贋
物
の
転
生
」「
世
界
解
釈
」「
結

末
の
解
釈
」「
歴
史・社
会
と
の
関
係
」「
新
風
連
」
な
ど
の
項
で
、
膨
大
な
先
行

研
究
を
分
類
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
近
年
で
は
、『
決
定
版
　
三
島
由
紀
夫
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全
集
』（
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
～
二
〇
〇
六
年
四
月
）
に
初
め
て
、
創
作
ノ
ー
ト
も

示
さ
れ
、『
豊
饒
の
海
』
を
論
じ
る
重
要
な
視
点
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
最
新
の
ま

と
ま
っ
た
論
考
と
し
て
、
現
行
と
は
異
な
る
構
想
段
階
で
の
「
天
人
五
衰
」
を

手
掛
か
り
に
、
四
部
作
へ
と
執
拗
に
迫
っ
た
井
上
隆
史
『
三
島
由
紀
夫
　
幻
の

遺
作
を
読
む
─
─
も
う
一
つ
の
『
豊
饒
の
海
』

�
�
�

』
が
あ
る
。『
豊
饒
の
海
』
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
視
点
の
下
に
広
く
関
心
を
集
め
続
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ

う
。三

島
由
紀
夫
の
能
楽
受
容
の
分
析
を
目
指
す
本
稿
に
と
っ
て
、
特
に
か
か
わ

り
の
深
い
「
典
拠
」
に
つ
い
て
、
は
じ
め
に
確
認
し
た
い
。

ま
ず
は
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
「
春
の
雪
」
の
巻
末
に

お
い
て
三
島
が
自
ら
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
と
の
関
係
性
を
主
張
し
た
こ
と
に

端
を
発
す
る
視
点
で
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
佚
亡
主
巻
の
影
響
を
論
じ
る
長

谷
川
泉
『
豊
饒
の
海
』

�
�
�

や
、
對
馬
勝
淑
「『
豊
饒
の
海
』
と
『
浜
松
中
納
言
物

語
』」

�
�
�

に
詳
し
い
。「
結
局
、
濃
密
な
小
説
世
界
の
構
築
の
な
か
で
つ
い
え
さ
り
、

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
よ
う
に
『
永
劫
回
帰
』
の
ベ
ク
ト
ル
は
示
し
え
な
か

っ
た
」

�
�
�

か
ど
う
か
、
つ
ま
り
『
豊
饒
の
海
』
が
本
当
に
輪
廻
転
生
を
描
こ
う
と

し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
輪
廻
転
生
の
不
可
能
性
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
に
は
議

論
が
あ
る
が
、
小
説
が
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
な
ら
い
「
転
生
を
骨
子
と
し
、

夢
を
作
品
展
開
の
手
段
」

�
�
�
�

と
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
系
統
の
論
で
は
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
以
外
の
典
拠
に
も
関

心
が
分
散
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
最
も
早
く
指
摘
さ
れ
た
の
が
『
源

氏
物
語
』
の
影
響
で
、
藤
井
貞
和
・
利
沢
行
夫
「
往
復
書
簡
　
三
島
由
紀
夫
を

め
ぐ
っ
て
」

�
�
�
�

、
西
村
亘
「『
豊
饒
の
海
』
論
（
一
）
─
─
第
一
巻
「
春
の
雪
」
を

中
心
と
し
て
」

�
�
�
�

な
ど
が
あ
る
。
白
眉
は
深
沢
三
千
男
の
「『
豊
饒
の
海
』
の
い

わ
ゆ
る
藍
本
の
謎
に
つ
い
て
」

�
�
�
�

で
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
説
、

つ
ま
り
「
私
は
か
ね
て
か
ら
こ
の
藍
本
宣
言
に
少
し
疑
念
を
覚
え
、
こ
の
宣
言

は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
よ
り
重
要
な
真
の
藍
本
を
隠
す
た
め
の
、
一
種
の
カ
モ
フ

ラ
ー
ジ
ュ
で
は
あ
る
ま
い
か
と
さ
え
思
う
」
と
し
、『
源
氏
物
語
』
の
夢
浮
橋
と

の
関
係
を
説
く
。
こ
の
論
は
聡
子
が
清
顕
を
知
ら
な
い
と
い
う
「
天
人
五
衰
」

ラ
ス
ト
の
発
言
に
対
し
、「
夢
浮
橋
の
幕
切
れ
薫
の
使
者
異
父
弟
小
君
に
対
し
て
、

薫
と
の
い
き
さ
つ
も
小
君
も
知
ら
な
い
と
か
た
く
な
に
否
認
し
通
す
浮
舟
の
、

本
物
の
記
憶
喪
失
か
そ
れ
と
も
白
々
し
い
嘘
か
わ
か
ら
ぬ
割
り
切
れ
な
さ
、
そ

し
て
小
君
の
不
得
要
領
の
復
命
を
受
け
た
薫
の
不
審
と
当
惑
に
共
通
し
、
影
響

関
係
は
歴
然
と
し
て
い
る
が
、『
天
人
五
衰
』
の
方
が
仏
教
哲
学
的
観
念
を
ク
リ

ア
ー
に
露
呈
し
て
、
ひ
や
や
か
で
あ
る
」
と
解
説
す
る
。
四
部
作
を
構
築
す
る

三
島
自
身
が
ど
の
程
度
『
源
氏
物
語
』
に
意
識
的
で
あ
っ
た
か
は
別
に
し
て
も
、

『
豊
饒
の
海
』
へ
の
影
響
を
否
定
す
る
根
拠
も
ま
た
な
い
。

近
年
新
た
に
『
豊
饒
の
海
』
の
典
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
の
一
つ
に
、

『
竹
取
物
語
』
が
あ
り
、
有
元
伸
子
「『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
月
・
富
士
・
女
性

─
『
竹
取
物
語
』
典
拠
説
の
検
討
」

�
�
�
�

が
秀
逸
で
あ
る
。「
も
と
も
と
『
浜
松
』
は
、

構
成
や
テ
ー
マ
を
、『
源
氏
』（
と
く
に
「
宇
治
十
帖
」）
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る

と
さ
れ
、
そ
の
『
源
氏
』
は
『
竹
取
』
の
引
用
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
い

わ
ば
、『
豊
饒
の
海
』
の
典
拠
検
討
は
、
浜
松
─
源
氏
─
竹
取
と
、
古
典
の
原

点
・
深
部
へ
と
さ
か
の
ぼ
り
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
考
察
を
ベ
ー
ス
に
、「
月
」
を

め
ぐ
る
描
写
が
聡
子
と
関
係
す
る
こ
と
を
検
証
し
、
月
の
世
界
と
対
立
す
る
と

こ
ろ
の
穢
土
で
あ
る
こ
の
世
の
住
人
で
あ
る
本
多
に
と
っ
て
、「
聡
子
も
転
生
者

た
ち
も
、
月
に
象
徴
さ
れ
る
異
人
た
ち
は
、
思
慕
と
排
除
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト

な
感
情
を
引
き
起
こ
す
人
物
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
の
視
点
で
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は
、『
竹
取
物
語
』
を
媒
介
に
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
読
み
解
き
、「〈
衣
着
せ
つ
る
人

は
、
心
異
に
〉
な
り
、〈
物
思
ひ
〉
が
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、
聡
子
が
『
春
の

雪
』
に
あ
っ
た
禁
忌
の
恋
を
す
べ
て
『
知
ら
な
い
』
と
い
う
の
も
う
な
づ
け

る
」。指

摘
さ
れ
た
プ
レ
･テ
ク
ス
ト
に
は
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
が
あ
り
、
派
生
す
る
読

解
は
無
数
に
あ
る
。
だ
が
、
有
元
伸
子
が
説
く

�
�
�
�

よ
う
に
、「
古
典
、
な
か
ん
ず
く

王
朝
文
学
と
の
対
話
に
よ
っ
て
成
立
す
る
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
的
性
格
を
持
つ
」『
豊

饒
の
海
』
に
と
っ
て
、
個
々
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
が
単
独
で
絶
対
的
な
鍵
に
な
る

と
い
う
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

本
稿
は
、『
豊
饒
の
海
』
の
「
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
的
性
格
」、
つ
ま
り
『
浜
松
中

納
言
物
語
』、『
源
氏
物
語
』、『
竹
取
物
語
』、『
狭
衣
物
語
』
な
ど
無
数
の
織
り
糸

を
充
分
に
認
め
る
か
ら
こ
そ
、
典
拠
考
に
は
あ
え
て
参
加
し
な
い
。
本
稿
の
目

的
は
、
全
四
巻
の
小
説
本
文
つ
ま
り
「
奔
馬
」
で
唯
識
説
へ
の
言
及
箇
所
の
直

前
に
現
れ
る
謡
曲
「
松
風
」
と
、「
天
人
五
衰
」
巻
の
謡
曲
「
羽
衣
」
を
用
い

�
�
�
�

、

三
島
由
紀
夫
の
能
楽
受
容
に
照
ら
し
て
、『
豊
饒
の
海
』
に
新
た
な
読
み
を
も
た

ら
す
こ
と
に
あ
る
。

三
　
「
す
ば
ら
し
い
日
」
か
ら
始
ま
っ
た

第
四
巻
「
天
人
五
衰
」
の
最
後
の
場
面
で
、
綾
倉
聡
子
か
ら
「
そ
の
松
枝
清

顕
さ
ん
と
い
ふ
方
は
、
ど
う
い
ふ
お
人
や
し
た
？
」
と
問
わ
れ
た
本
多
繁
邦
は
、

煩
悶
す
る
。

綾
倉
聡
子
の
問
い
が
い
か
な
る
意
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
、
あ
ろ
う
こ
と
か

勲
や
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
、
そ
し
て
自
ら
の
存
在
さ
え
も
疑
い
始
め
た
本
多
繁
邦
の

煩
悶
の
意
味
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

夭
折
か
ら
助
け
ら
れ
な
か
っ
た
清
顕
の
代
わ
り
と
は
い
え
、
勲
に
出
会
っ
た

本
多
は
清
顕
と
の
関
係
と
は
別
の
ド
ラ
マ
を
生
き
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
黒
子
を

確
か
め
た
か
っ
た
と
は
い
え
、
女
性
で
あ
っ
た
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
は
欲
情
も
し

た
。「
本
多
が
恋
を
す
る
と
は
、
つ
ら
つ
ら
わ
が
身
を
か
へ
り
み
て
も
、
異
例
な

ば
か
り
で
な
く
、
滑
稽
な
こ
と
だ
つ
た
」（「
暁
の
寺
」
三
十
九
回
）
と
し
て
も
、

で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
本
多
は
二
人
の
人
生
に
決
定
的
に
は
関
わ
れ
な
か
っ
た
。

清
顕
の
人
生
に
関
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
場
面
で
の
本
多
は
聡
子
に
「
そ
の
松
枝
清
顕
さ
ん

と
い
ふ
方
は
、
ど
う
い
ふ
お
人
や
し
た
？
」
と
問
わ
れ
、
清
顕
の
存
在
を
疑
わ

れ
た
だ
け
で
、「
そ
れ
な
ら
、
勲
も
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
に
な
る
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン

も
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
に
な
る
」
と
発
言
し
て
し
ま
う
。

例
え
ば
、
謡
曲
「
松
風
」
で
は
、
帰
ら
な
い
恋
人
行
平
へ
の
思
い
が
後
シ
テ

松
風
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
奏
さ
れ
る
が
、
そ
の
媒
介
と
な
る
和
歌
や
言
葉

遊
び
は
あ
く
ま
で
も
行
平
へ
の
愛
惜
の
よ
す
が
で
あ
る
。
同
様
に
本
多
に
と
っ

て
も
、
勲
や
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
や
透
は
、
清
顕
を
思
い
出
す
た
め
の
媒
体
で
あ
っ

て
、
真
に
大
切
な
他
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

本
多
は
、
一
巻
に
お
い
て
聡
子
と
い
う
恋
人
に
関
心
を
移
さ
れ
、
同
巻
末
に

お
い
て
不
意
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
清
顕
と
い
う
存
在
を
、
二
巻
で
は
救
っ
て
よ

り
長
く
生
か
そ
う
と
し
（
勲
）、
三
巻
で
は
自
分
の
性
愛
の
相
手
に
し
よ
う
と

し
（
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
）、
四
巻
で
は
自
分
の
思
っ
た
と
お
り
に
養
育
し
よ
う
と
す

る
（
透
）。
本
多
に
と
っ
て
三
人
が
清
顕
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
巻

を
追
う
ご
と
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
男
の
行
為
、
こ
れ

を
何
と
呼
べ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
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柏
倉
浩
造
『
か
く
も
永
き
片
恋
の
物
語
　
三
島
由
紀
夫
の
フ
ラ
ク
タ
ル
宇
宙

『
豊
饒
の
海
』
解
説
』

�
�
�
�

は
、
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
「
本
多
の
聡
子
へ
の
片
思
い
の

真
実
の
物
語
が
隠
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、
到
底
手
に
入
ら
な
い
聡
子
へ
の
思
慕

故
に
、「〈
不
可
能
〉
を
捏
造
し
て
真
実
の
〈
不
可
能
〉
を
隠
蔽
す
る
」（
同
）
道

具
と
し
て
の
清
顕
を
想
定
し
た
。
つ
ま
り
、
本
多
繁
邦
と
松
枝
清
顕
が
同
一
人

物
で
あ
り
、
本
多
と
清
顕
と
が
登
場
す
る
と
き
に
は
二
人
だ
け
が
描
か
れ
第
三

者
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
裏
付
け
と
す
る
。

確
か
に
、
清
顕
と
本
多
と
が
そ
れ
以
外
の
人
物
を
交
え
て
会
話
を
す
る
部
分

は
少
な
く
、
二
人
は
相
互
補
完
的
な
会
話
な
い
し
身
振
り
を
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
だ
が
、
清
顕
に
対
し
て
友
情
と
い
う
よ
り
恋
情
を
抱
い
て
い
た
な
ら
、

本
多
が
二
人
き
り
で
い
る
こ
と
を
好
み
つ
ね
に
清
顕
を
補
う
よ
う
な
言
動
を
見

せ
る
の
は
当
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
春
の
雪
」
巻
の
冒
頭
部
、
松
枝
邸
の
池
の
中
ノ
島
で
、
空
を
眺
め
る
本
多

繁
邦
と
松
枝
清
顕
は
、
こ
ん
な
言
葉
を
交
わ
す
。

「
す
ば
ら
し
い
日
だ
な
。
こ
ん
な
に
何
も
な
く
て
、
こ
ん
な
に
す
ば
ら
し

い
日
は
、
一
生
の
う
ち
に
何
度
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
」

本
多
は
何
か
の
予
感
に
充
た
さ
れ
て
さ
う
思
ひ
、
そ
う
口
に
も
出
し
た
。

「
貴
様
は
幸
福
と
い
ふ
こ
と
を
言
つ
て
ゐ
る
の
か
」

と
清
顕
は
訊
い
た
。

「
そ
ん
な
こ
と
を
言
つ
た
覚
え
は
な
い
よ
」

「
そ
れ
な
ら
い
い
け
れ
ど
、
僕
に
は
、
貴
様
み
た
い
な
こ
と
は
と
て
も
怖

く
て
言
へ
な
い
。
そ
ん
な
大
胆
な
こ
と
は
」

「
貴
様
は
き
つ
と
ひ
ど
く
欲
張
り
な
ん
だ
。
欲
張
り
は
往
々
悲
し
げ
な
様

子
を
し
て
ゐ
る
よ
。
貴
様
は
こ
れ
以
上
、
何
が
欲
し
い
ん
だ
い
」

「
何
か
決
定
的
な
も
の
。
そ
れ
が
何
だ
か
は
わ
か
ら
な
い
」

と
こ
の
非
常
に
美
し
い
、
何
事
も
未
決
定
な
若
者
は
倦
る
さ
う
に
答
へ

た
。
こ
ん
な
に
親
し
く
し
て
ゐ
な
が
ら
、
彼
の
わ
が
ま
ま
な
心
に
は
、

時
々
、
本
多
の
犀
利
な
分
析
力
と
、
そ
の
口
ぶ
り
の
確
信
的
な
、「
有
為
な

青
年
」
ぶ
り
と
が
、
煩
は
し
く
感
じ
ら
れ
た
。

直
後
に
登
場
す
る
聡
子
に
男
二
人
の
蜜
月
関
係
は
崩
さ
れ
、「
何
か
の
予
感
」

は
事
実
と
な
っ
た
。
清
顕
と
穏
や
か
に
空
を
見
て
い
ら
れ
た
唯
一
の
「
す
ば
ら

し
い
日
」、
二
度
と
戻
れ
な
い
瞬
間
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
本
多
は
残
り
の
半

世
紀
を
清
顕
の
転
生
者
に
関
わ
ろ
う
と
し
て
生
き
、
見
事
に
三
回
と
も
失
敗
す

る
の
で
あ
る
。

四
　
謡
曲
「
松
風
」
と
松
枝
清
顕

第
二
巻
「
奔
馬
」
の
十
九
で
、
謡
を
習
っ
て
い
る
友
人
に
誘
わ
れ
た
本
多
繁

邦
は
「
天
王
寺
堂
ヶ
芝
町
の
大
阪
能
楽
殿
で
、
野
口
兼
資
の
演
ず
る
『
松
風
』

を
見
た
」

�
�
�
�

。
重
要
な
場
面
で
あ
る
の
で
、
長
さ
を
厭
わ
ず
、
次
に
引
用
す
る
。

「
汐
汲
車
わ
づ
か
な
る
浮
世
に
廻
る
は
か
な
さ
よ
」

と
い
ふ
、
い
く
ら
か
痩
せ
た
、
な
よ
や
か
な
腰
つ
き
の
、
姿
の
佳
い
詩

句
が
、
ま
と
ま
つ
て
頭
に
泛
ん
だ
。

そ
の
と
き
本
多
は
、
わ
れ
に
も
あ
ら
ず
戦
慄
し
て
ゐ
た
。

謡
は
す
ぐ
に
二
ノ
句
へ
移
り
、
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「
波
こ
こ
も
と
や
須
磨
の
浦
、
月
さ
へ
濡
ら
す
袂
か
な
」

で
連
吟
が
終
る
と
、

「
心
づ
く
し
の
秋
風
に
海
は
少
し
遠
け
れ
ど
も
」

と
シ
テ
の
松
風
の
サ
シ
が
は
じ
ま
つ
た
。（
中
略
）

そ
し
て
次
第
に
、
さ
う
い
ふ
難
声
が
気
に
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、

こ
の
難
声
を
と
ほ
し
て
の
み
、
松
風
の
潮
染
む
悲
し
み
と
、
幽
界
の
暗
い

恋
慕
の
迷
ひ
が
、
は
じ
め
て
感
受
さ
れ
る
と
い
ふ
気
が
し
だ
し
た
。

本
多
に
は
、
い
つ
し
か
目
の
前
に
移
り
ゆ
く
事
象
が
、
現
か
幻
か
定
め

が
た
く
な
つ
た
。
す
で
に
舞
台
の
磨
き
立
て
た
檜
の
床
は
、
波
打
際
の
水

鏡
の
や
う
に
、
二
人
の
美
し
い
女
の
白
水
衣
と
腰
巻
の
縫
箔
の
き
ら
め
き

を
映
し
て
ゐ
た
。

再
び
、
今
謡
は
れ
て
ゐ
る
サ
シ
の
詞
章
と
重
複
し
て
、
最
初
の
一
セ
イ

の
詩
句
が
執
拗
に
心
を
追
つ
て
來
た
。

「
汐
汲
車
わ
づ
か
な
る
浮
世
に
廻
る
は
か
な
さ
よ
」

思
ひ
出
さ
れ
る
の
は
そ
の
一
句
の
意
味
で
は
な
く
、
橋
掛
り
で
相
対
し

た
シ
テ
と
ツ
レ
が
謡
ひ
出
し
た
と
き
の
、
完
全
な
静
け
さ
に
謡
の
雨
が
降

り
添
う
た
瞬
間
の
、
故
し
れ
ぬ
戦
慄
の
意
味
で
あ
る
ら
し
か
つ
た
。

あ
れ
は
何
だ
ら
う
。
あ
の
と
き
た
し
か
に
美
が
歩
み
出
し
た
の
だ
。
浜

千
鳥
の
や
う
に
、
飛
翔
に
は
馴
れ
て
も
歩
行
に
は
覚
束
な
い
、
白
い
足
袋

の
爪
先
を
、
わ
づ
か
に
わ
れ
ら
の
ゐ
る
現
世
の
は
う
へ
さ
し
出
し
た
の
だ
。

し
か
し
そ
の
美
は
厳
密
に
 一
  回
  性

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

を
持
つ
て
ゐ
た
。
人
は
忽
ち
こ

れ
を
記
憶
に
と
ら
へ
て
、
思
ひ
出
の
中
で
反
芻
す
る
他
は
な
い
。
又
、
そ

の
美
は
高
貴
な
無
効
性
と
、
無
目
的
性
を
保
つ
て
ゐ
た
。
…
…

さ
う
い
ふ
本
多
の
思
考
の
か
た
は
ら
を
、「
松
風
」
の
能
は
、
つ
か
の
ま

も
滞
ら
ぬ
情
念
の
せ
せ
ら
ぎ
の
や
う
に
流
れ
つ
づ
け
て
ゐ
た
。

「
か
く
ば
か
り
経
が
た
く
見
ゆ
る
世
の
中
に
、
羨
ま
し
く
も
澄
む
月
の
出

汐
を
い
ざ
や
汲
ま
う
よ
」

舞
台
の
月
影
の
中
を
、
謡
ひ
か
つ
動
い
て
ゐ
る
の
は
、
も
は
や
二
人
の

美
し
い
亡
霊
で
は
な
く
て
、
云
ふ
に
云
は
れ
ぬ
も
の
、
た
と
へ
ば
時
間
の

精
、
情
緒
の
髄
、
現
へ
は
み
出
し
た
夢
の
し
つ
こ
い
滞
留
、
と
云
つ
た
も

の
な
の
だ
。
そ
れ
は
目
的
も
な
く
、
意
味
も
な
く
、
こ
の
世
に
在
り
得
ぬ

や
う
な
美
の
持
続
を
紡
い
で
ゐ
る
。
美
の
す
ぐ
あ
と
に
来
る
も
の
が
又
美

だ
な
ど
と
い
ふ
こ
と
が
、
こ
の
世
に
在
ら
う
筈
が
な
い
で
は
な
い
か
。

「
自
分
が
感
動
す
る
こ
と
な
ど
は
な
い
と
信
じ
は
じ
め
て
ゐ
た
」
本
多
は
、

し
か
し
、
兼
資
の
松
風
の
、「
高
貴
な
無
効
性
と
、
無
目
的
性
を
保
つ
」「
厳
密
に

一
回
性
」
を
持
っ
た
美
に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
感
動
は
清
顕
の
記
憶

を
連
れ
て
く
る
。

…
…
か
う
し
て
本
多
が
、
次
第
に
幽
暗
な
心
持
に
引
入
れ
ら
れ
て
、
何

を
思
つ
て
ゐ
た
か
は
す
で
に
明
ら
か
だ
つ
た
。
清
顕
の
存
在
、
そ
の
生
涯
、

そ
れ
が
あ
と
に
の
こ
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
彼
が
自
分
の
心
の
精
髄
を
尽

し
て
考
へ
た
の
は
、
思
へ
ば
実
に
久
々
の
こ
と
だ
つ
た
。（
中
略
）

抽
象
的
な
言
葉
ば
か
り
使
つ
た
け
れ
ど
も
、
あ
の
と
き
本
多
の
目
の
前

に
あ
つ
た
も
の
は
、
雪
晴
れ
の
朝
の
清
顕
の
輝
や
く
や
う
な
美
貌
だ
つ
た
。

あ
の
無
意
志
、
無
性
格
、
と
り
と
め
の
な
い
感
情
だ
け
に
忠
実
な
青
年
を

前
に
し
て
、
本
多
が
さ
う
言
つ
た
言
葉
に
は
、
お
の
づ
か
ら
、
清
顕
そ
の

人
の
肖
像
が
含
ま
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
疑
ひ
が
な
い
。「
輝
や
か
し
い
、
永
遠
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不
変
の
、
美
し
い
粒
子
の
や
う
な
無
意
志
の
作
用
」
と
は
、
あ
き
ら
か
に

清
顕
の
生
き
方
を
斥
し
て
ゐ
た
。（
中
略
）

清
顕
は
美
し
か
つ
た
。
無
用
で
、
何
ら
目
的
を
帯
び
ず
に
、
こ
の
人
の

世
を
迅
速
に
過
ぎ
去
つ
た
。
そ
し
て
美
の
厳
格
な
一
回
性
を
持
つ
て
ゐ
た
。

さ
き
ほ
ど
の
一
セ
イ
の
謡
が
、

「
汐
汲
車
わ
づ
か
な
る
浮
世
に
廻
る
は
か
な
さ
よ
」

と
謡
は
れ
た
あ
の
一
瞬
の
や
う
に
。

鋭
く
、
た
け
だ
け
し
い
も
う
一
人
の
若
者
の
顏
が
、
そ
の
消
え
か
か
る

美
の
泡
沫
の
な
か
か
ら
泛
び
上
つ
て
き
た
。
清
顕
に
お
い
て
、
本
当
に
一

回
的
な
も
の
は
、
美
だ
け
だ
つ
た
の
だ
。
そ
の
余
の
も
の
は
、
た
し
か
に

蘇
り
を
必
要
と
し
、
転
生
を
冀
求
し
た
の
だ
。
清
顕
に
お
い
て
叶
へ
ら
れ

な
か
つ
た
も
の
、
彼
に
す
べ
て
負
数
の
形
で
し
か
賦
与
さ
れ
て
ゐ
な
か
つ

た
も
の
…
…

も
う
一
人
の
若
者
の
顔
は
、
夏
の
日
に
き
ら
め
く
剣
道
の
面
金
を
脱
ぎ

去
つ
て
、
汗
に
濡
れ
、
烈
し
く
息
づ
く
鼻
翼
を
怒
ら
せ
、
刃
を
横
に
含
ん

だ
や
う
な
唇
の
一
線
を
示
し
て
現
は
れ
た
。

本
多
が
光
り
の
霧
ら
ふ
舞
台
の
上
に
見
て
ゐ
る
も
の
は
、
も
は
や
美
し

い
シ
テ
と
ツ
レ
の
、
汐
汲
み
の
女
た
ち
の
姿
で
は
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
あ

る
ひ
は
坐
り
、
あ
る
ひ
は
立
つ
て
、
月
か
げ
の
中
に
異
様
に
優
雅
な
、
徒

労
に
充
ち
た
仕
事
に
携
は
つ
て
ゐ
る
の
は
、
時
代
を
隔
て
た
二
人
の
若
者
、

遠
目
に
は
よ
く
似
て
見
え
な
が
ら
、
近
づ
い
て
見
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
対
蹠

的
な
風
貌
が
際
立
つ
た
、
同
じ
年
恰
好
の
二
人
の
若
者
だ
つ
た
。
一
人
は

竹
刀
胼
胝
の
で
き
た
無
骨
な
指
で
、
一
人
は
白
い
遊
惰
な
指
で
、
か
は
る

が
は
る
、
一
心
に
時
の
汐
を
汲
み
上
げ
て
ゐ
た
。
雲
間
を
洩
れ
る
月
影
の

や
う
に
、
時
あ
つ
て
笛
の
音
が
、
二
人
の
若
者
の
現
身
を
貫
ぬ
い
た
。

二
人
は
紅
緞
で
飾
つ
た
一
尺
二
寸
径
の
両
輪
の
あ
る
汐
汲
車
を
、
か
は

る
が
は
る
汀
の
水
鏡
の
上
に
引
い
て
ゐ
た
。
し
か
し
そ
の
と
き
、
本
多
の

耳
に
き
こ
え
て
く
る
言
葉
は
、
あ
の
優
美
な
、
や
や
疲
れ
た
詩
句
、

「
汐
汲
車
わ
づ
か
な
る
浮
世
に
廻
る
は
か
な
さ
よ
」

の
一
句
で
は
な
か
つ
た
。

突
然
そ
の
詩
句
は
入
れ
か
は
つ
て
、
心
地
観
経
の
、

「
有
情
輪
廻
し
て
六
道
に
生
ず
る
こ
と
、

猶
、
車
輪
の
始
終
無
き
が
如
し
」

に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
と
見
る
間
に
、
舞
台
の
上
の
汐
汲
車
の
車
輪
は

と
め
ど
も
な
く
廻
り
だ
し
た
。

本
多
は
折
に
ふ
れ
て
読
み
耽
つ
た
輪
廻
転
生
の
教
説
の
数
々
を
思
ひ
出

し
た
。

松
風
の
「
高
貴
な
無
効
性
と
、
無
目
的
性
を
保
つ
」「
美
の
厳
格
な
一
回
性
」

が
、
い
つ
の
間
に
か
清
顕
へ
と
す
り
替
わ
る
。

憂
国
の
情
熱
を
抱
く
飯
沼
勲
と
の
出
会
い
で
、
能
楽
殿
に
足
を
踏
み
入
れ
た

と
き
既
に
本
多
の
「
理
性
の
礎
は
崩
れ
か
け
」、
舞
台
上
に
松
風
と
村
雨
で
は

な
く
、「
一
心
に
時
の
汐
を
汲
み
上
げ
」
る
清
顕
と
勲
の
幻
影
を
見
た
。

そ
ん
な
幻
影
の
意
味
を
考
え
る
た
め
に
、
謡
曲
「
松
風
」
の
ド
ラ
マ
と
そ
こ

に
関
わ
る
「
春
の
雪
」
の
冒
頭
部
「
御
立
待
ち
」
の
シ
ー
ン
を
確
認
し
よ
う
。

謡
曲
「
松
風
」
は
、
須
磨
浦
に
立
ち
寄
っ
た
旅
僧
が
、
須
磨
配
流
の
在
原
行

平
に
仕
え
た
松
風
と
村
雨
の
話
を
聞
い
て
哀
れ
を
催
し
、
供
養
を
す
る
こ
と
で

始
ま
る
。
経
を
読
ん
で
い
た
た
め
に
日
暮
れ
時
と
な
り
、
近
く
の
あ
ば
ら
屋
に
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宿
を
求
め
た
僧
は
、
汐
汲
み
で
生
計
を
た
て
る
美
し
い
ふ
た
り
の
女
性
と
出
会

う
。
浜
辺
の
松
に
つ
い
て
語
る
僧
の
言
葉
に
女
た
ち
は
不
審
な
そ
ぶ
り
を
見
せ
、

自
分
た
ち
こ
そ
松
風
と
村
雨
で
あ
る
と
名
の
り
、
生
前
の
姿
に
復
し
て
行
平
と

の
別
離
の
悲
し
み
と
死
後
な
お
狂
乱
す
る
恋
の
苦
し
さ
を
述
べ
る
。

…
…
さ
る
ほ
ど
に
「
松
風
」
は
進
ん
で
、
汐
汲
車
の

「
シ
テ
〽
こ
れ
に
も
月
の
入
り
た
る
や

地
〽
嬉
し
や
こ
れ
も
月
あ
り

シ
テ
〽
月
は
一
つ

地
〽
影
は
二
つ
満
つ
汐
の
夜
の
車
に
月
を
載
せ
て
、
憂
し
と
も
思
は
ぬ

汐
路
か
な
や
」

と
い
ふ
前
半
の
頂
点
へ
さ
し
か
か
つ
た
。

こ
こ
で
本
多
繁
邦
が
見
て
い
る
の
は
、
恋
人
を
想
う
あ
ま
り
現
世
に
迷
う
松

風
と
村
雨
の
亡
霊
が
、
彼
女
た
ち
の
生
業
で
あ
っ
た
汐
汲
桶
の
水
に
映
り
込
ん

だ
月
を
、
ま
る
で
自
分
の
物
に
し
得
た
か
の
よ
う
に
喜
ぶ
場
面
で
あ
る
。
一
瞬

だ
け
月
を
所
有
し
た
喜
び
に
支
え
ら
れ
て
、
松
風
と
村
雨
は
再
び
恋
人
を
想
い

続
け

�
�
�
�

、
朝
日
と
共
に
消
滅
す
る
。

『
豊
饒
の
海
』
で
松
枝
清
顕
も
ま
た
、
水
に
映
る
月
を
見
、
そ
れ
を
捕
獲
し

た
と
考
え
た

�
�
�
�

。

清
顕
は
し
か
し
、
天
に
か
か
る
月
の
原
像
を
仰
ぐ
の
が
怖
か
つ
た
。
丸

い
水
の
形
を
し
た
自
分
の
内
面
の
奥
深
く
、
ず
つ
と
深
く
に
、
金
い
ろ
の

貝
殻
の
や
う
に
沈
ん
で
ゐ
る
月
の
み
見
て
ゐ
た
。
つ
ひ
に
か
う
し
て
個
人

の
内
面
が
、
一
つ
の
天
体
を
捕
獲
し
た
の
だ
。
彼
の
魂
の
捕
虫
網
が
、
金

い
ろ
に
輝
く
蝶
を
。（「
春
の
雪
」
五
回
）

「
春
の
雪
」
冒
頭
部
の
「
御
立
待
ち
」、
す
な
わ
ち
成
人
の
儀
式
の
シ
ー
ン
で

あ
る
。
後
に
禁
忌
の
悲
恋
に
身
を
焦
が
す
松
枝
清
顕
は
、
絶
対
に
戻
っ
て
こ
な

い
恋
人
を
亡
霊
に
な
っ
て
も
待
ち
続
け
る
謡
曲
「
松
風
」
の
シ
テ
松
風
と
シ
テ

ツ
レ
村
雨
と
同
様
、
水
に
映
っ
た
「
一
つ
の
天
體
を
捕
獲
」
す
る
こ
と
し
か
で

き
な
い
。
第
一
巻
「
春
の
雪
」
の
時
点
か
ら
、
清
顕
と
シ
テ
松
風
は
結
び
付
け

ら
れ
、「
奔
馬
」
の
観
能
シ
ー
ン
へ
と
繋
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
多
は
、
清
顕
の
分
身
と
し
て
の
松
風
の
謡
を
聞
き
な
が
ら
、
い
っ
た
ん
は
、

勲
が
清
顕
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
も
つ
。
が
、
そ
の
確
信
は

即
座
に
「
清
顕
に
お
い
て
、
本
当
に
一
回
的
な
も
の
は
、
美
だ
け
だ
つ
た
の
だ
。

そ
の
余
の
も
の
は
、
た
し
か
に
蘇
り
を
必
要
と
し
、
転
生
を
冀
求
し
た
」
と
さ

れ
る
。

こ
の
十
九
回
に
用
い
ら
れ
る
謡
曲
「
松
風
」
に
つ
い
て
、
中
沢
明
日
香

「『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
『
松
風
』・『
羽
衣
』
の
効
果
」

�
�
�
�

は
、「
本
多
が
輪
廻
転

生
と
唯
識
を
結
び
つ
け
て
思
案
し
た
の
が
『
松
風
』
鑑
賞
中
で
あ
っ
た
こ
と
は

非
常
に
興
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら
輪
廻
転
生
お
よ
び
唯
識
は
『
豊
饒
の
海
』
全
体

に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
値
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
の
重
要
テ
ー
マ

を
呈
示
す
る
だ
け
の
力
が
、
又
は
本
多
に
そ
れ
を
想
起
さ
せ
る
だ
け
の
力
が

『
松
風
』
に
は
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
」
と
い
う
。
そ
し
て

「『
松
風
』
に
お
け
る
仏
教
の
影
響
に
つ
い
て
岡
野
守
也
氏
は
著
書
『
能
と
唯

識
』（
青
土
社
　
一
九
九
四
年
）
の
中
で
、『
松
風
』
に
は
唯
識
そ
の
も
の
の
思
想

が
現
れ
た
作
品
で
あ
る
、
と
の
興
味
深
い
見
解
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
」
と
し
、
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輪
廻
を
車
輪
の
巡
り
に
例
え
る
こ
と
を
理
由
に
謡
曲
「
松
風
」
と
唯
識
に
つ
い

て
論
を
進
め
、『
松
風
』・『
羽
衣
』
は
、『
豊
饒
の
海
』
に
登
場
す
る
他
の
古
典

文
献
か
ら
の
引
用
と
同
様
に
「
仏
教
や
神
道
の
教
説
と
関
わ
り
な
が
ら
作
品
に

何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

本
多
繁
邦
が
、
勲
を
清
顕
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
と
信
じ
始
め
る
た
め
に
は
、

謡
曲
「
松
風
」
が
必
要
な
の
は
間
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
輪
廻
転
生
へ

の
確
信
は
同
時
に
、
松
枝
清
顕
に
し
か
「
一
回
性
」
の
「
美
」
が
な
い
と
い
う

確
信
で
も
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
本
多
繁
邦
が
松
枝
清
顕
の
本
性
を
「
一
回
性
」
の
「
美
」
と
す
る

以
上
、
二
回
目
の
生
を
生
き
る
転
生
者
は
先
天
的
に
、
本
多
が
求
め
て
や
ま
な

い
清
顕
で
は
な
い
。
松
風
と
村
雨
に
清
顕
と
勲
の
幻
を
見
な
が
ら
も
、
転
生
が

起
こ
ろ
う
と
起
こ
る
ま
い
と
、
転
生
を
追
い
求
め
る
こ
と
自
体
が
無
意
味
な
の

だ
と
、
本
多
は
半
ば
気
づ
い
て
い
る
。

五
　
美
の
厳
格
な
一
回
性

転
生
へ
の
根
本
的
な
懐
疑
は
、
続
く
輪
廻
と
転
生
、
阿
頼
耶
識
に
つ
い
て
の

言
及
で
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。

仏
教
で
は
、
か
う
い
ふ
輪
廻
の
主
体
は
み
と
め
る
が
、
常
往
不
変
の
中

心
の
主
体
と
い
ふ
も
の
を
み
と
め
な
い
。
我
の
存
在
を
否
定
し
て
し
ま
ふ

か
ら
、
霊
魂
の
存
在
を
も
決
し
て
認
め
な
い
。
た
だ
み
と
め
る
の
は
、
輪

廻
に
よ
つ
て
生
々
滅
々
し
て
流
転
す
る
現
象
法
の
核
、
い
は
ば
心
識
の
中

の
も
つ
と
も
微
細
な
も
の
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
輪
廻
の
主
体
で
あ
り
、

唯
識
論
に
い
ふ
阿
頼
耶
識
で
あ
る
。（
中
略
）

た
し
か
に
本
多
は
煩
瑣
な
業
感
縁
起
説
、
五
蘊
相
続
の
複
雑
な
形
而
上

学
に
つ
い
て
、
読
み
学
ん
だ
記
憶
が
あ
る
が
、
も
は
や
ど
こ
ま
で
憶
え
て

ゐ
る
か
覚
束
な
い
。

…
…
さ
る
ほ
ど
に
「
松
風
」
は
進
ん
で
、
汐
汲
車
の

「
シ
テ
〽
こ
れ
に
も
月
の
入
り
た
る
や

地
〽
嬉
し
や
こ
れ
も
月
あ
り

シ
テ
〽
月
は
一
つ

地
〽
影
は
二
つ
満
つ
汐
の
夜
の
車
に
月
を
載
せ
て
、
憂
し
と
も
思
は
ぬ

汐
路
か
な
や
」

と
い
ふ
前
半
の
頂
点
へ
さ
し
か
か
つ
た
。

ふ
た
た
び
舞
台
の
上
に
ゐ
る
の
は
、
美
し
い
松
風
と
村
雨
で
あ
り
、
ワ

キ
の
僧
も
亦
脇
座
か
ら
立
上
り
、
観
客
の
顔
の
一
つ
一
つ
も
見
分
け
ら
れ
、

囃
子
の
鼓
の
一
打
一
打
も
聴
き
分
け
ら
れ
た
。

清
顕
の
転
生
の
証
拠
を
見
た
と
信
じ
て
、
寐
ね
が
て
に
し
た
六
月
の
奈

良
の
ホ
テ
ル
の
一
夜
が
、
今
で
は
遠
い
あ
い
ま
い
な
も
の
に
思
は
れ
て
き

た
。
理
性
の
礎
に
は
た
し
か
に
亀
裂
が
入
れ
ら
れ
た
が
、
又
た
ち
ま
ち
土

が
そ
の
亀
裂
を
埋
め
、
旺
ん
な
夏
草
が
そ
こ
か
ら
生
ひ
立
つ
て
、
あ
の
一

夜
の
記
憶
を
隠
し
了
せ
て
し
ま
つ
た
。
今
、
こ
こ
に
見
て
ゐ
る
能
の
や
う

に
、
あ
れ
は
自
分
の
理
性
を
訪
れ
た
幻
で
あ
り
、
理
性
の
た
ま
さ
か
の
休

暇
だ
つ
た
の
だ
。
清
顕
と
同
じ
箇
所
に
痣
を
持
つ
た
若
者
は
、
勲
一
人
と

は
限
る
ま
い
し
、
滝
の
下
で
の
出
会
も
、
清
顕
が
譫
言
の
や
う
に
言
つ
た

滝
そ
の
も
の
と
同
じ
滝
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
つ
た
二
つ
重
複
し
た

偶
然
は
、
転
生
の
証
拠
と
し
て
は
薄
弱
で
あ
る
。（
中
略
）
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『
莫
迦
げ
た
こ
と
だ
』
と
本
多
は
目
が
さ
め
た
や
う
に
感
じ
た
。『
実
に

莫
迦
げ
た
こ
と
だ
。
三
十
八
歳
の
裁
判
官
が
考
へ
る
べ
き
こ
と
で
は
な

い
』（
中
略
）

能
舞
台
は
す
ぐ
手
の
届
か
ん
ば
か
り
の
近
く
に
、
決
し
て
触
れ
え
な
い

来
世
の
や
う
に
輝
い
て
ゐ
た
。
一
つ
の
幻
が
呈
示
さ
れ
、
本
多
は
そ
れ
に

感
動
し
た
。
そ
れ
で
十
分
だ
。
十
九
年
前
の
愛
惜
が
よ
み
が
へ
つ
て
、
六

月
の
奈
良
の
一
夜
に
、
あ
れ
ほ
ど
の
心
惑
ひ
に
さ
ら
さ
れ
た
の
も
、
今
に

し
て
思
へ
ば
蘇
つ
た
の
は
清
顕
で
は
な
く
て
、
本
多
自
身
の
愛
惜
の
念
に

す
ぎ
な
か
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
多
は
今
夜
帰
宅
し
た
ら
久
々
に
清
顕
の
形
身
の
夢
日
記
を
繙
い
て
み

よ
う
と
思
ひ
立
つ
た
。

謡
曲
「
松
風
」
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
た
輪
廻
と
転
生
、
阿
頼
耶
識
は
、
彼
に

清
顕
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
い
う
「
一
つ
の
幻
」
を
提
示
す
る
が
、
一
度
は
「
自

身
の
愛
惜
の
念
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
処
理
さ
れ
る
。
し
か

し
即
座
に
「
本
多
は
今
夜
帰
宅
し
た
ら
久
々
に
清
顕
の
夢
日
記
を
繙
い
て
み
よ

う
と
思
ひ
立
つ
た
」
へ
と
つ
な
が
る
よ
う
に
、
清
顕
の
夢
日
記
ま
で
も
笑
い
飛

ば
し
て
し
ま
う
ほ
ど
、
転
生
へ
の
希
望
を
放
擲
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

稲
垣
直
樹
は
繰
り
返
さ
れ
る
転
生
者
探
し
を
、「
恋
は
毎
回
成
就
す
る
こ
と
な

く
、
成
就
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
永
遠
に
つ
ぎ
の
転
生
に
引
き
継
が
れ
続
け
」

�
�
�
�

る

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
と
関
連
づ
け
た
。
が
、『
豊
饒
の
海
』
に
お
い
て
、
転
生

の
思
想
そ
の
も
の
の
真
偽
が
、
本
多
繁
邦
の
心
そ
の
ま
ま
に
混
乱
し
た
状
態
で

示
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
重
美
が
「
沈
黙
が
語
る
も
の
─
─
『
豊
饒
の
海
』
読
解

の
危
険
性
」

�
�
�
�

で
指
摘
す
る
と
お
り
、
転
生
と
い
う
「
不
確
定
性
が
テ
ク
ス
ト
の

包
括
的
な
体
系
に
お
い
て
構
造
化
さ
れ
て
い
て
、
読
者
の
読
み
を
先
導
す
る
よ

う
に
な
っ
て
」
お
り
、「
語
り
手
は
転
生
を
ほ
の
め
か
す
一
方
で
、
自
ら
示
し
た

転
生
の
情
報
を
し
ば
し
ば
撹
乱
し
て
い
る
」。

唯
一
確
か
な
の
は
、『
豊
饒
の
海
』
全
四
巻
に
遍
在
す
る
清
顕
の
美
し
さ
が
、

謡
曲
「
松
風
」
の
シ
テ
松
風
の
「
美
の
厳
格
な
一
回
性
」
と
共
有
さ
れ
る
こ
と
。

さ
ら
に
は
、
本
多
繁
邦
の
執
着
す
る
清
顕
の
「
美
の
厳
格
な
一
回
性
」
こ
そ
、

本
多
に
よ
る
転
生
者
の
拒
絶
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
六
月
に
取
得
し
た
学
位
（
博
士
学
術
　
早
稲
田
大
学
）

論
文
、『「
能
楽
と
三
島
由
紀
夫
」
研
究
』
の
一
部
で
あ
る
。
同
学
位
論
文
の
う
ち

『
近
代
能
楽
集
』
を
扱
っ
た
部
分
の
み
、『
三
島
由
紀
夫
と
能
楽
─
─
「
近
代
能
楽
集
」、

ま
た
は
堕
地
獄
者
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
）
と
し
て
刊

行
さ
れ
た
。

193
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─
─
 注

（
１
）「
春
の
雪
」
が
一
九
六
五
年
九
月
か
ら
一
九
六
七
年
一
月
に
か
け
て
、「
奔
馬
」
が
一
九

六
七
年
二
月
か
ら
翌
年
八
月
に
、「
暁
の
寺
」が
一
九
六
八
年
九
月
か
ら
一
九
七
〇
年
四

月
に
、
第
四
巻
「
天
人
五
衰
」
が
一
九
七
〇
年
七
月
か
ら
三
島
由
紀
夫
の
自
死
を
ま
た

ぎ
一
九
七
一
年
一
月
ま
で
、『
新
潮
』誌
上
に
連
載
さ
れ
た
。な
お
本
稿
に
お
い
て
、三

島
由
紀
夫
の
文
章
は
す
べ
て
詳
細
な
校
訂
に
基
づ
き
編
ま
れ
た『
決
定
版
　
三
島
由
紀

夫
全
集
』
か
ら
引
用
す
る
。

（
２
）「
日
本
の
古
典
と
私
」。
初
出
は
『
山
形
新
聞
』、
一
九
六
八
年
一
月
一
日
。
引
用
は
、『
決

定
版
　
三
島
由
紀
夫
全
集
　
34
』、
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年
九
月
、
六
二
一
ペ
ー
ジ
。

（
３
）「
行
動
学
入
門
」。
初
出
は
『
Pocketパ
ン
チ
Oh!』、
一
九
六
九
年
九
月
～
七
〇
年
八
月
。

引
用
は
、『
決
定
版
　
三
島
由
紀
夫
全
集
　
35
』、
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年
十
月
、
六
四

一
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
三
島
由
紀
夫
に
お
け
る
能
楽
受
容
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
三
島
由
紀
夫
と
能

楽
─
─
「
近
代
能
楽
集
」、
ま
た
は
堕
地
獄
者
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一

二
年
十
一
月
、
四
四
～
六
七
ペ
ー
ジ
）
で
す
で
に
述
べ
た
。

（
５
）『
豊
饒
の
海
』へ
の
論
及
は
膨
大
に
存
在
し
、そ
れ
ら
を
整
理
す
る『
三
島
由
紀
夫
事
典
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
）
の
「
豊
饒
の
海
」
項
も
、
二
段
組
で
十
一
ペ
ー
ジ

に
お
よ
ぶ
。
引
用
は
同
事
典
三
三
六
ペ
ー
ジ
よ
り
。

（
６
）
光
文
社
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
。

（
７
）『
國
文
學
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』、
學
燈
社
、
一
九
七
〇
年
五
月
、
七
三
～
七
九
ペ
ー

ジ
。

（
８
）『
半
獣
神
』、
半
獣
神
社
、
一
九
七
六
年
十
二
月
。
の
ち
に
、『
三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』

論
』、
海
風
社
、
一
九
八
八
年
一
月
、
八
～
六
三
ペ
ー
ジ
。

（
９
）
稲
垣
直
樹
「
輪
廻
転
生
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
─
─
三
島
由
紀
夫
が
読
ん
だ
『
浜
松
中
納
言

物
語
』」、『
文
藝
』
一
九
九
五
年
十
一
月
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

（
10
）
伊
藤
守
幸
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
と
『
豊
饒
の
海
』
─
─
輪
廻
転
生
思
想
と
文
学
」『
文

芸
研
究
』
一
九
八
〇
年
一
月
、
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
11
）『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』、
至
文
堂
、
一
九
七
八
年
十
月
、
三
四
～
五
九
ペ
ー
ジ
。

（
12
）『
共
立
女
子
短
期
大
学
文
科
紀
要
』
23
、
共
立
女
子
短
大
、
一
九
八
〇
年
二
月
、
一
五
～

三
三
ペ
ー
ジ
。

（
13
）
深
沢
三
千
男
「『
豊
饒
の
海
』
の
い
わ
ゆ
る
藍
本
の
謎
に
つ
い
て
」、『
日
本
文
学
』、
一

九
八
一
年
四
月
、
六
一
～
六
三
ペ
ー
ジ
。

（
14
）『
国
文
学
攷
』
1
5
1
、
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
六
年
九
月
、
一
五
～
二
七

ペ
ー
ジ
。

（
15
）
前
掲
、
注
13
に
同
じ
。
一
五
ペ
ー
ジ
。

（
16
）「
春
の
雪
」
の
創
作
ノ
ー
ト
に
は
、
謡
曲
「
三
井
寺
」（
袖
珍
本
『
三
井
寺
』
廿
四
世
観

世
左
近
校
訂
観
世
流
大
成
版
、
檜
書
店
、
一
九
六
三
年
十
二
月
）
が
添
付
さ
れ
、
三
島

由
紀
夫
自
身
が
こ
の
冊
子
に
施
し
た
書
き
込
み
も
あ
る
。
た
し
か
に
、
失
わ
れ
た
子
供

を
思
い
子
を
捜
し
求
め
て
狂
乱
す
る
母
の
感
情
は
本
多
繁
邦
に
通
ず
る
と
は
い
え
、こ

の
部
分
的
な
関
わ
り
を
除
き
、
謡
曲
「
三
井
寺
」
と
『
豊
饒
の
海
』
と
の
構
造
的
な
関

わ
り
は
見
出
し
が
た
い
。

（
17
）
柏
倉
浩
造
『
か
く
も
永
き
片
恋
の
物
語
　
三
島
由
紀
夫
の
フ
ラ
ク
タ
ル
宇
宙
　
『
豊
饒

の
海
』
解
説
』、
未
知
谷
、
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
。
引
用
し
た
箇
所
は
、
三
一
～
三
二
ペ

ー
ジ
。

（
18
）
大
阪
府
大
阪
市
天
王
寺
区
堂
ヶ
芝
の
現
大
阪
九
皐
会
館
を
指
し
て
い
る
と
思
し
き
能

楽
堂
の
位
置
把
握
は
も
ち
ろ
ん
、後
の
部
分
で
も
言
葉
を
つ
く
さ
れ
る
宝
生
流
の
名
人

野
口
兼
資
の
捉
え
方
も
、
正
確
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
19
）
三
島
由
紀
夫
は
十
九
歳
で
発
表
し
た
小
説
「
夜
の
車
」（『
文
芸
文
化
』
一
九
四
四
年
八

月
）
で
も
、
こ
の
詞
章
を
引
用
し
、
登
場
人
物
の
殺
人
者
に
も
類
似
し
た
言
動
を
と
ら

せ
る
。「
夜
の
車
」
と
い
う
題
名
自
体
も
こ
こ
か
ら
と
ら
れ
た
。
謡
曲
「
松
風
」
に
お
け

る
水
に
映
っ
た
月
の
所
有
が
、
強
く
、
し
か
も
長
い
間
、
印
象
に
残
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
小
説
「
夜
の
車
」
は
、
一
九
四
八
年
十
二
月
の
単
行
本
『
夜
の
支
度
』（
鎌
倉

文
庫
）
収
録
に
あ
た
り
「
中
世
に
於
け
る
一
殺
人
常
習
者
の
遺
せ
る
哲
学
的
日
記
の
抜

萃
」
と
改
題
さ
れ
た
。

（
20
）
月
を
水
に
映
し
て
鑑
賞
す
る
習
慣
自
体
は
一
般
的
で
、創
作
ノ
ー
ト
に
ホ
ッ
チ
キ
ス
留

め
さ
れ
た
「
三
井
寺
」
に
も
、
漢
詩
や
古
歌
に
基
づ
き
水
面
に
映
っ
た
月
影
の
月
齢
か

ら
秋
を
想
起
す
る
詞
章
が
あ
る
。
と
は
い
え
、「
春
の
雪
」
で
は
「
御
立
待
ち
」
の
祝
い

を
、
旧
暦
八
月
の
十
五
夜
の
晩
に
、
盥
に
張
っ
た
水
に
月
を
映
し
て
行
う
元
服
の
儀
式

と
説
明
し
て
い
る
。

（
21
）『
国
文
白
百
合
』
33
、
白
百
合
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
〇
二
年
三
月
、
七
〇
～

八
〇
ペ
ー
ジ
。

（
22
）
前
掲
、
注
８
に
同
じ
。
引
用
箇
所
は
、
五
七
ペ
ー
ジ
。

（
23
）『
三
島
由
紀
夫
　
美
と
エ
ロ
ス
の
論
理
』
佐
藤
秀
明
編
、
有
精
堂
、
一
九
九
一
年
五
月
。

引
用
箇
所
は
、
二
三
二
～
二
三
三
ペ
ー
ジ
。


