
「
曙
一
派
」
の
提
言

―
―
男
女
観
を
中
心
に
―
―

白

井

ユ

カ

リ

一

は
じ
め
に

明
治
二
三
年
初
頭
、『
女
学
雑
誌
』
は
「
読
売
新
聞
の
女
史
」

（
一
・
一
八
）
と
題
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
を
掲
載
し
た
。

読
売
新
聞
に
は
何
々
女
史
の
名
頻
り
に
現
は
れ
来
れ
り
、
其
名

は
今
年
初
見
の
名
に
し
て
其
実
名
に
至
り
て
は
読
売
新
聞
自
身

す
ら
之
を
知
ら
ず
、
然
れ
ど
も
皆
な
曙
女
史
一
派
の
女
秀
才
に

し
て
女
子
に
て
あ
る
こ
と
は
極
め
て
確
か
な
り
と
聞
け
り
、
果

し
て
然
ら
ば
其
辞
句
の
少
し
穏
や
か
な
ら
ぬ
も
の
多
き
に
あ
ら

ず
や
、
特
に
初
恋
論
な
ど
云
ふ
に
至
り
て
は
西
洋
の
女
詩
仙
が

ラ
ブ
を
論
ず
る
と
は
感
想
大
ひ
な
る
懸
隔
あ
る
に
あ
ら
ず
や
。

（
太
字
引
用
者
、
以
下
同
じ
）

曙
女
史
、
清
花
女
史
、
紫
英
女
史
、
大
森
惟
中
が
、
同
じ
目
的
の

下
で
文
学
活
動
を
行
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
た
注
１

が
、
二

三
年
正
月
の
『
読
売
新
聞
』（
以
下
『
読
売
』）
に
は
、
曙
女
史
「
わ

か
松
」（
三
〜
二
〇
）、
清
花
女
史
「
娘
気
」（
二
〜
八
）、
紫
英
女
史

「
読
売
新
聞
の
初
刷
を
祝
ひ
て
」（
七
）、
三
木
し
げ
子
（
大
森
惟

中
）「
虎
乃
巻
」（
三
〜
七
）
が
掲
載
さ
れ
、
文
芸
面
が
、
ひ
と
つ
の

グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
埋
め
尽
く
さ
れ
る
と
い
う
不
思
議
な
現
象
が
み

ら
れ
た
。『
女
学
雑
誌
』
の
記
事
で
新
た
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、〈
初

恋
論
〉
の
作
者
も
ま
た
、〈
曙
女
史
一
派
〉
だ
と
し
て
い
る
点
で
あ

る
。〈
初
恋
論
〉
は
〈
桂
香
女
史
〉
の
署
名
で
、
同
月
一
〇
日
と
一

一
日
、
同
じ
く
文
芸
面
に
掲
載
さ
れ
た
。
同
署
名
で
は
他
に
、〈
北

山
居
士
〉
な
る
人
物
と
の
共
同
執
筆
と
い
う
形
で
、〈
嫉
妬
論
〉
等

が
書
か
れ
て
い
る
。

―４１―



〈
曙
女
史
一
派
〉
と
は
、
同
じ
目
的
の
下
に
集
う
曙
と
そ
の
仲
間

た
ち
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
表
現
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、

前
掲
記
事
を
除
い
て
認
め
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
信
を
置
く
な
ら
ば
、

す
で
に
判
明
し
て
い
る
メ
ン
バ
ー
の
他
に
、
桂
香
女
史
、
北
山
居
士

も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

明
治
二
三
年
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
民
法
発
布
を
視
野
に
入
れ
、
明
治

二
二
年
六
月
、
基
督
教
徒
の
女
性
た
ち
か
ら
発
せ
ら
れ
た
一
夫
一
婦

運
動
の
波
は
、
全
国
的
な
広
が
り
を
み
せ
、
さ
ら
に
廃
娼
問
題
を
も

喚
起
し
て
い
た
。
曙
「
操
く
ら
べ
」（『
読
売
』
明
二
二
・
一
〇
・
六

〜
八
）
と
、
清
花
「
娘
気
」
は
、
と
も
に
一
人
の
男
性
と
二
人
の
女

性
と
い
う
構
図
を
用
い
た
小
説
で
、「
一
夫
一
妻
制
」
お
よ
び
「
廃

娼
問
題
」
へ
の
一
派
の
ス
タ
ン
ス
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
で
は
、
こ
の
二
作
品
に
、
桂
香
、
北
山
の
一
連
の
評
論
を
照
応

さ
せ
て
検
証
し
て
い
く
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、「
男
性
に
よ
る
複
数
女
性
の
所
有
」
の
是
非

を
め
ぐ
る
論
議
が
喧
し
い
な
か
、
一
派
は
、「
複
数
女
性
に
よ
る
男

性
の
共
有
」
と
い
う
視
点
の
転
換
を
打
ち
出
し
、
男
女
関
係
に
お
け

る
「
女
性
主
導
」
の
あ
り
方
を
提
言
し
た
。
そ
う
い
っ
た
一
派
の
理

想
の
先
進
性
を
証
明
し
て
い
く
と
と
も
に
、
明
治
二
〇
年
代
の
ご
く

短
い
期
間
、「
曙
一
派
」
と
呼
ぶ
べ
き
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
た
こ
と

を
確
認
し
、
現
在
文
学
史
的
に
定
位
さ
れ
て
い
な
い
そ
れ
を
、
さ
さ

や
か
に
で
も
定
位
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

二
、「
操
く
ら
べ
」

�
『
源
氏
物
語
』
と
『
春
色
梅
児
誉
美
』

曙
や
大
森
が
、
庶
民
に
よ
く
知
ら
れ
る
歌
舞
伎
作
品
や
文
学
作
品

に
材
を
取
り
、
そ
の
共
通
認
識
を
前
提
と
し
た
創
作
に
よ
っ
て
、
と

く
に
一
般
女
性
を
対
象
と
し
た
通
俗
教
育
を
試
み
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
以
前
述
べ
た
注
２

。

そ
れ
は
「
操
く
ら
べ
」
に
お
い
て
も
同
様
で
、
男
一
人
に
女
二
人

の
構
図
、
二
人
の
女
性
に
玄
人
女
性
と
男
と
婚
約
関
係
に
あ
る
年
若

い
女
性
を
配
す
設
定
、
玄
人
女
性
へ
の
〈
米
注
３

〉
と
い
う
命
名
、
最
終

的
に
女
性
二
人
が
相
和
し
て
共
生
す
る
枠
組
み
、
等
か
ら
み
て
、
基

層
に
、
為
永
春
水
『
春
色
梅
児
誉
美
』
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
い

え
る
。
明
治
中
期
、
活
版
印
刷
の
普
及
は
、
江
戸
戯
作
の
翻
刻
に
大

い
に
寄
与
し
、
ま
た
、
坪
内
逍
遥
『
小
説
神
髄
』
は
、
従
来
評
価
の

低
か
っ
た
春
水
の
人
情
本
を
、
近
代
小
説
の
要
素
に
合
致
し
て
い
る

と
し
て
高
く
評
価
し
た
。
江
戸
戯
作
の
復
活
と
『
神
髄
』
に
よ
る
再

評
価
、
こ
の
二
つ
を
要
因
と
し
て
、『
梅
児
誉
美
』
シ
リ
ー
ズ
は
、

明
治
二
〇
年
を
中
心
に
立
て
続
け
に
翻
刻
が
な
さ
れ
、
庶
民
に
身
近

な
存
在
と
な
っ
て
い
た
。

同
時
に
作
品
に
は
、
小
題
ご
と
に
源
氏
香注４
が
掲
げ
ら
れ
、『
源
氏

物
語
』
所
収
の
和
歌
注
５

が
引
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
『
梅
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児
誉
美
』『
源
氏
』
引
用
の
含
意
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

『
神
髄
』
で
は
、『
源
氏
』
と
春
水
の
人
情
本
と
は
一
つ
の
系
譜
に

連
な
る
作
品
と
捉
え
論
じ
て
い
る
。
春
水
は
、『
梅
児
誉
美
』
シ
リ

ー
ズ
に
お
け
る
、
主
人
公
〈
丹
次
郎
〉
と
女
性
た
ち
と
の
恋
模
様
を
、

『
源
氏
』
を
基
底
に
、
等
し
く
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
よ
っ
て
描
き

尽
く
そ
う
と
し
た
の
だ
と
い
う
（
丸
山
茂
『
春
水
人
情
本
の
研
究
』

桜
楓
社
、
昭
五
三
）。
つ
ま
り
、「
一
人
の
男
性
と
複
数
女
性
と
の

恋
」
と
い
う
様
式
に
お
い
て
、『
源
氏
』『
梅
児
誉
美
』
は
、
元
来
同

じ
系
譜
に
属
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
、『
神
髄
』
に
よ
っ
て
、
そ
れ

が
よ
り
強
調
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
曙
は
、『
源
氏
』『
梅
児
誉
美
』
を
踏
襲
す
る
こ
と

で
、
中
古
、
近
世
の
男
女
関
係
を
経
て
、
新
し
い
時
代
の
男
女
関
係

は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
系
譜
の
延
長
線
上
に
、
そ
の
提
案
を
し
よ
う

と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
な
か
で
も
、
一
般
女
性
た
ち
に
愛
読
さ
れ

た
、『
梅
児
誉
美
』
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
階
層
の
女

性
を
啓
蒙
す
る
上
で
有
意
と
判
断
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

�
作
品
考
察

本
稿
は
『
梅
児
誉
美
』
を
視
座
と
し
て
比
較
を
行
う
。
あ
ら
す
じ

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。〈
春
〉
亀
井
戸
村
の
料
亭
老
松注６
で
は
、
馴

染
み
客
〈
道
夫
〉
か
ら
、
酌
婦
〈
米
〉
に
別
れ
話
が
切
り
出
さ
れ
て

い
た
。
米
は
動
揺
し
つ
つ
も
必
死
で
承
諾
を
伝
え
る
。
道
夫
は
別
れ

に
余
韻
を
残
そ
う
と
す
る
が
、
米
は
そ
れ
を
戒
め
、
覚
悟
の
程
を
伝

え
る
。〈
夏
〉
道
夫
の
許
婚
〈
雪
子
注
７

〉
は
涙
に
く
れ
て
い
た
。
道
夫

か
ら
結
婚
延
期
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
道
夫
の
煮
え
切

ら
な
い
態
度
に
よ
っ
て
、
少
女
は
煩
悶
し
、
死
す
ら
思
い
詰
め
る
。

〈
秋
〉
も
の
思
い
に
身
も
痩
せ
た
米
の
も
と
を
、
道
夫
が
再
び
訪
ね

て
来
る
。
米
は
心
と
裏
腹
な
言
葉
で
突
き
放
し
、
道
夫
は
恥
じ
入
り

立
ち
去
っ
て
い
く
注
８

。〈
冬
〉
夫
婦
と
な
っ
た
道
夫
と
雪
子
の
家
に
は
、

使
用
人
と
し
て
働
く
米
の
姿
が
あ
っ
た
。
結
婚
後
、
雪
子
は
米
の
存

在
を
知
り
、
体
を
壊
し
て
い
た
米
を
、
身
元
を
隠
し
て
雇
い
入
れ
た

の
で
あ
る
。
道
夫
は
米
を
家
か
ら
出
そ
う
と
や
っ
き
に
な
る
が
、
雪

子
は
長
男
〈
道
太
郎
〉
の
守
と
し
て
家
に
置
く
こ
と
を
主
張
す
る
。

道
夫
は
立
つ
瀬
が
な
い
が
、
雪
子
は
そ
れ
が
皆
の
た
め
と
い
い
、
米

は
す
で
に
従
者
と
し
て
生
き
る
決
意
を
固
め
て
い
る
注
９

。
三
人
は
夫
婦

と
主
従
と
い
う
新
た
な
契
り
を
結
び
、
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
誓
い

合
う
。

「
操
く
ら
べ
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
曙
作
品
と
は
異
な
り
、
女
性

か
ら
男
性
へ
の
愛
情
が
切
々
と
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
男
女
関
係
に
お
い
て
、
女
性
が
弱
者
の
立
場
に
置
か
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
道
夫
は
、
米
と
の
別
れ
に
際
し
て
、〈
あ
と

さ
き
も
考
へ
ぬ
〉〈
つ
ゝ
し
み
の
な
い
〉
男
だ
っ
た
と
自
ら
を
評
し
、

〈
ゆ
る
し
て
下
さ
い
〉
と
頭
を
下
げ
る
。
ま
た
結
婚
後
は
、
完
全
に

雪
子
の
尻
に
敷
か
れ
、
保
身
に
懸
命
な
惨
め
な
姿
を
曝
し
、
最
後
は
、

こ
れ
ま
で
の
米
と
雪
子
の
〈
赤
心
〉
に
対
し
て
、
平
身
低
頭
の
詫
び
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と
礼
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
作
品
は
、
覚
悟
の
あ
る
女
と
な
い
男
、

自
制
心
の
あ
る
女
と
な
い
男
、
等
の
図
式
を
重
ね
、
女
性
上
位
の
構

図
を
、
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

道
夫
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
〈
赤
心
〉＝

ま
ご
こ
ろ
は
、〈
操
注
１０

〉
と

い
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
で
は
、
作
品
に
お
け
る
操

と
は
、
い
か
な
る
内
実
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

米
は
道
夫
と
の
別
れ
に
際
し
て
、「
二
度
と
会
わ
な
い
」
と
い
う

誓
い
を
立
て
、
自
ら
の
意
志
と
し
て
従
者
の
道
を
選
択
し
た
後
は
、

誓
い
の
内
容
は
「
復
縁
し
な
い
」
に
変
容
す
る
。
縁
談
を
受
け
る
こ

と＝

〈
操
を
破
ぶ
る
〉
と
す
る
米
に
と
っ
て
の
操
と
は
、「
道
夫
と

復
縁
を
し
な
い
」
い
わ
ん
や
「
他
の
男
性
と
は
情
を
か
わ
さ
な
い
」

と
理
解
さ
れ
る
。
米
は
道
夫
か
ら
の
愛
や
庇
護
を
求
め
ず
、
男
性
一

般
に
従
属
し
な
い
生
き
方
を
選
び
取
っ
た
と
い
え
る
。
一
方
、
米
の

存
在
を
知
っ
た
雪
子
は
、
嫉
妬
の
超
越
が
前
提
の
「
三
人
同
居
」
を

選
択
す
る
。「
三
人
平
等
に
献
身
す
る
」
こ
と
が
、
雪
子
に
と
っ
て

の
操
で
あ
っ
た
。
雪
子
も
ま
た
、
道
夫
に
お
も
ね
る
こ
と
な
く
、
自

身
の
規
範
に
従
っ
て
行
動
し
た
。

作
品
タ
イ
ト
ル
「
操
く
ら
べ
」
と
は
、
操
の
優
劣
を
競
う
意
で
は

な
く
、
操
の
照
合
の
意
だ
と
い
え
る
。
操
と
い
う
名
の
志
、
誇
り
、

名
誉
を
守
り
ぬ
く
覚
悟
を
決
め
た
時
、
恋
の
た
め
に
、
病
や
死
の
近

く
に
あ
っ
た
女
性
た
ち
が
、
一
気
に
弱
者
か
ら
強
者
に
立
ち
位
置
を

変
え
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

『
梅
児
誉
美
』
で
は
、〈
米
八
〉〈
お
長
〉
か
ら
〈
丹
次
郎
〉
へ
の
、

犠
牲
的
献
身
、
身
持
ち
の
堅
さ
を
指
し
て
操
と
呼
ん
だ
注
１１

。
そ
の
結
果
、

『
梅
児
誉
美
』
に
お
け
る
操
は
、
男
性
の
欲
望
に
沿
い
、
三
角
関
係

を
維
持
す
る
方
向
に
働
い
た
が
、
作
品
で
の
操
は
、
む
し
ろ
逆
に
働

い
て
い
る
。
作
中
、
道
夫
は
米
に
復
縁
を
求
め
拒
絶
さ
れ
た
際
、

〈
若
し
御
身
に
て
非
ら
ざ
り
せ
ば
、
我
身
は
く
さ
り
は
て
な
ん
に
、

よ
く
ぞ
い
け
ん
を
為
し
呉
れ
し
〉
と
礼
を
述
べ
、
ラ
ス
ト
で
は
、
二

人
の
〈
赤
心
〉＝

操
が
、
道
夫
の
心
が
〈
く
さ
〉
る
こ
と
を
防
い
だ

と
し
て
、
謝
意
を
述
べ
る
。

我
こ
そ
は
如
何
様
に
心
く
さ
り
し
し
れ
者
と
云
ひ
け
な
さ
る
る

も
是
非
な
き
に
卿
等
二
人
の
赤
心
よ
り
人
に
も
知
ら
れ
で
注
１２

過
ぎ

し
事
礼
の
ぶ
る
べ
き
様
も
な
し
過
ぎ
来
し
事
は
わ
び
も
せ
ん
…

…
米
の
操
が
道
夫
の
不
貞
を
未
然
に
防
ぎ
、
雪
子
の
操
が
道
夫
の
社

会
的
信
用
を
守
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
作
品
に
お
け
る
〈
く
さ
〉

る
と
は
、「
人
道
に
外
れ
る
行
為
」
と
い
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
し
た

が
っ
て
、
彼
女
た
ち
の
操
は
、「
道
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
い

得
る
。
操
に
よ
っ
て
、
道
夫
は
「
夫
の
道
」
か
ら
外
れ
る
こ
と
を
免

れ
、
道
太
郎
も
ま
た
「
長
男
の
道
」
を
教
導
さ
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ

れ
る
。
作
中
の
男
性
は
、
女
性
に
軌
道
修
正
さ
れ
、
教
導
さ
れ
、
よ

う
や
く
人
の
道
を
全
う
で
き
る
存
在
と
い
う
位
置
付
け
に
あ
る
。
一

方
で
、
作
品
に
は
社
会
的
な
役
割
分
担
注
１３

も
示
さ
れ
、
精
神
的
立
場
、
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社
会
的
立
場
を
均
す
と
、
新
た
に
三
人
同
等
と
い
う
構
図
が
出
現
す

る
。『

梅
児
誉
美
』
の
ラ
ス
ト
は
、
登
場
す
る
四
人
の
女
性
が
「
姉
妹

の
約
束
」
を
な
す
と
こ
ろ
で
大
団
円
を
迎
え
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て

「
操
く
ら
べ
」
は
次
の
一
文
で
結
ば
れ
る
。

三
人
は
い
つ
か
憂
き
事
も
、
と
け
て
楽
し
き
あ
げ
ま
き
の
、
い

と
よ
り
長
き
契
り
を
ば
、
む
す
び
こ
め
た
る
い
も
と
せ
に
、
つ

な
が
る
縁
の
主
従
が
、
心
の
程
や
如
何
な
ら
ん
、

三
人
は
、
か
つ
て
の
恋
人
と
夫
婦
と
い
う
関
係
を
、
夫
婦
と
主
従

と
い
う
関
係
に
結
び
か
え
、〈
あ
げ
ま
き
〉
に
象
徴
さ
れ
る
一
体
化

を
果
た
す
。
こ
れ
は
一
体
化
の
型
の
、「
複
数
女
性
が
一
体
化
し
て

男
性
に
従
属
す
る
」（『
梅
児
誉
美
』）
か
ら
、「
男
女
が
一
体
化
す

る
」（「
操
く
ら
べ
」）
へ
の
変
更
と
い
え
、
操
の
内
実
の
、「
女
性
の

男
性
へ
の
献
身
」（『
梅
児
誉
美
』）
か
ら
、「
女
性
の
人
道
へ
の
献

身
」（「
操
く
ら
べ
」）
へ
の
変
更
に
相
関
す
る
。

作
品
は
、
操
の
内
実
を
改
め
る
こ
と
で
、
同
じ
大
き
さ
、
同
じ
形

の
三
輪
か
ら
な
る
「
総
角
結
び
」
の
ご
と
く
、
男
女
も
主
従
も
越
え

て
平
等
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。
そ
れ
が
、
新
し
い

時
代
の
男
女
関
係
の
理
想
だ
と
、
曙
は
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、「
娘
気
」

�
『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』

「
娘
気
」
と
併
載
さ
れ
た
、
三
木
し
げ
子
（
大
森
惟
中
）「
虎
乃

巻
」
冒
頭
で
は
、
座
頭
の
口
上
よ
ろ
し
く
、
一
派
の
メ
ン
バ
ー
が
紹

介
さ
れ
る
。

曙
さ
ん
の
松
竹
梅
に
、
清
花
嬢
の
雪
月
花
、
紫
英
女
史
の
四
季

に
よ
そ
へ
し
祝
辞
と
は
、
何
れ
お
と
ら
ぬ
若
枝
の
花
（
中
略
）

（
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
自
分
は
…
引
用
者
）
妹
背
の
お
三
輪
の

御
殿
場
な
ら
お
豆
腐
買
う
官
女
の
役
割
注
１４

…
…

〈
妹
背
の
お
三
輪
の
御
殿
場
〉
は
、
歌
舞
伎
『
妹
背
山
婦
女
庭

訓
』
四
段
目
切
「
御
殿
の
場
」
を
指
す
。『
妹
背
山
』
四
段
目
は
、

い
わ
ず
と
知
れ
た
お
三
輪
の
恋
の
物
語
で
、
幼
く
無
邪
気
な
少
女
お

三
輪
が
初
め
て
恋
を
し
、
嫉
妬
の
感
情
を
覚
え
、
嫉
妬
ゆ
え
に
恋
す

る
男
を
深
追
い
し
、
嫉
妬
ゆ
え
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
話
で
あ

る
。
引
用
に
続
く
文
章
で
、
曙
、
清
花
、
紫
英
を
文
楽
の
人
形
、
自

ら
を
〈
黒
坊
〉＝

人
形
遣
い
に
喩
え
る
大
森
が
、
こ
こ
で
〈
妹
背
の

お
三
輪
〉
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
重
要
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の

経
緯
注
１５

か
ら
鑑
み
て
、
大
森
が
メ
ン
バ
ー
に
与
え
た
モ
チ
ー
フ
を
開
示

し
て
い
る
と
み
な
せ
る
。

「
娘
気
」
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
お
三
輪
を
連
想
さ
せ
る
。
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作
品
発
端
で
、
ヒ
ロ
イ
ン
が
恋
す
る
若
者
を
、
あ
え
て
〈
箕
輪
注
１６

〉

（
現
在
の
東
京
都
台
東
区
三
ノ
輪
）
の
方
角
か
ら
や
っ
て
来
た
と
し

て
お
り
、
三
輪
の
里
を
舞
台
と
す
る
『
妹
背
山
』
と
重
ね
る
意
図
が

み
て
と
れ
る
。
北
山
・
桂
香
の
「
嫉
妬
論
」
が
同
時
掲
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
、
裏
付
け
と
な
ろ
う
。
お
三
輪
は
「
初
恋
と
嫉
妬
」
を
象

徴
す
る
存
在
と
い
え
た
。
歌
舞
伎
が
生
活
に
密
着
し
て
い
た
当
時
に

あ
っ
て
、
一
途
な
恋
の
体
現
者
と
し
て
偶
像
化
さ
れ
て
い
た
お
三
輪

を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
こ
と
は
、
若
い
女
性
層
の
啓
蒙
に
有
意
と
い
う

判
断
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

�
作
品
考
察

梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。〈
雪
の
巻
〉
吹
雪
の
夜
、
行
き
倒

れ
に
な
っ
た
娘
を
、
通
り
が
か
り
の
若
者
が
自
宅
へ
と
連
れ
帰
る
。

意
識
を
取
り
戻
し
た
娘
は
〈
雪
〉
と
名
乗
り
、
貧
窮
し
た
身
の
上
を

語
る
。
同
情
し
た
若
者
は
慈
悲
を
施
し
、
雪
は
そ
の
優
し
さ
に
心
惹

か
れ
る
が
、
妻
帯
者
だ
と
誤
解
し
て
諦
め
る
。〈
月
の
巻
〉
令
嬢
花

は
一
目
惚
れ
の
恋
に
苦
悶
し
て
い
た
。
侍
婢
と
し
て
仕
え
る
雪
が
仔

細
を
訊
ね
、
い
く
つ
か
の
情
報
か
ら
、
相
手
は
自
分
を
救
っ
た
〈
秋

月
輝
男
〉
で
は
な
い
か
と
伝
え
る
。
偶
然
に
も
そ
れ
は
、
花
が
拒
否

し
て
い
た
縁
談
の
相
手
で
あ
っ
た
。
花
は
雪
を
新
居
に
伴
う
こ
と
を

希
望
す
る
が
、
雪
は
輝
男
へ
の
未
練
を
恐
れ
て
断
り
、
身
を
引
く
。

〈
花
の
巻
〉
輝
男
は
新
妻
の
花
に
、
結
婚
前
に
雪
か
ら
も
ら
っ
た
手

紙
を
見
せ
る
。
文
面
か
ら
、
花
は
雪
が
自
分
と
〈
同
じ
恋
の
闇
路
〉

に
い
た
こ
と
を
知
る
。
月
日
が
流
れ
、
病
室
に
は
衰
弱
し
た
花
と
、

看
護
婦
注
１７

と
な
っ
た
雪
の
姿
が
あ
っ
た
。
花
は
雪
に
輝
男
の
後
妻
と

な
っ
て
ほ
し
い
と
遺
言
す
る
。
花
の
両
親
も
輝
男
も
賛
意
を
示
し
、

花
、
雪
、
輝
男
の
三
人
は
、
葡
萄
酒
で
姉
妹
の
契
り
と
夫
婦
の
固
め

の
杯
を
交
わ
す
。
直
後
に
花
は
笑
っ
て
息
を
引
き
取
る
。

こ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
女
性
の
恋
情
が
切
々
と
語
ら
れ
る
も
の

の
、
そ
の
娘
気
溢
れ
る
恋
情
は
、
お
三
輪
の
よ
う
に
嫉
妬
に
向
か
う

こ
と
は
な
い
。
雪
は
輝
男
に
心
惹
か
れ
な
が
ら
も
、〈
奥
様
の
あ
る

こ
と
〉
と
自
制
し
、
輝
男
と
花
の
婚
約
が
成
立
す
る
と
、
輝
男
の

〈
御
顔
を
見
れ
ば
思
ひ
の
種
〉
と
暇
を
願
い
出
る
。
雪
は
〈
一
生
孀

で
暮
す
〉
決
心
で
、
看
護
婦
と
し
て
生
き
る
道
を
選
ぶ
。「
道
義
に

外
れ
ぬ
よ
う
自
制
す
る
」「
操
を
守
っ
て
独
身
を
貫
く
」
と
い
っ
た

選
択
は
、
筋
を
通
し
て
潔
い
。
一
方
の
花
は
、
死
に
際
し
て
雪
に

〈
恩
〉
を
返
す
こ
と
を
切
望
す
る
。「
平
等
な
幸
福
の
た
め
に
献
身
す

る
」、
そ
れ
が
花
の
心
意
気
で
あ
っ
た
。〈
娘
気
〉
と
は
、「
娘
ら
し

い
気
立
て
」「
世
馴
れ
ぬ
少
女
の
心
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
あ
る

が
、
二
人
の
娘
気
は
、
真
っ
す
ぐ
で
曇
り
が
な
い
。

対
す
る
輝
男
は
、
新
妻
に
雪
の
近
況
を
矢
継
ぎ
早
に
質
問
し
、
雪

の
人
柄
を
誉
め
称
え
る
な
ど
、
関
心
の
強
さ
が
隠
せ
な
い
注
１８

。
妻
と
睦

み
合
い
な
が
ら
、
妻
の
前
で
ほ
か
の
女
性
に
未
練
を
の
ぞ
か
せ
る
輝

男
は
、
優
柔
不
断
な
印
象
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
輝
男
は
な
ぜ
雪
か

ら
の
手
紙
を
妻
に
見
せ
た
の
か
。
手
紙
に
書
か
れ
た
〈
な
ま
じ
ひ
に
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見
ぬ
こ
そ
好
け
れ
秋
の
月
こ
ひ
の
闇
路
に
ま
よ
ふ
こ
の
身
は
〉
の
歌

の
意
は
、
訊
ね
る
ま
で
も
な
く
分
か
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
妻
の

反
応
か
ら
、
輝
男
が
雪
の
恋
情
を
確
信
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
タ

イ
ミ
ン
グ
で
、
茶
亭
の
女
が
〈
ヘ
ー
イ
お
誂
へ
が
出
来
ま
し
た
〉
と

入
っ
て
来
て
、
こ
の
回
幕
と
な
る
。〈
お
誂
へ
〉
に
は
、
物
語
と
し

て
の
お
膳
立
て
が
整
っ
た
、
と
の
含
意
が
み
て
と
れ
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
輝
男
が
雪
の
所
有
を
希
望
し
た
と
し
て

も
、
輝
男
と
会
わ
な
い
こ
と
を
〈
一
旦
心
に
誓
ッ
た
〉
雪
で
あ
る
か

ら
、
叶
う
は
ず
も
な
く
、
も
し
も
叶
う
と
す
れ
ば
、
輝
男
が
独
身
に

戻
る
時
の
み
と
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
は
現
実
と
な
る
。
花
の
病
死
は
、

ま
る
で
身
を
引
く
た
め
の
、
緩
慢
な
自
殺
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
結

局
、
輝
男
の
複
数
女
性
の
同
時
所
有
を
不
可
能
に
し
た
の
は
、
女
性

た
ち
の
娘
気
だ
と
い
い
得
よ
う
。
輝
男
は
、
雪
と
花
に
よ
っ
て
規
範

か
ら
の
逸
脱
を
阻
止
さ
れ
、
囲
い
込
み
を
さ
れ
る
存
在
と
い
え
る
注
１９

。

物
語
の
ラ
ス
ト
は
次
の
一
節
で
結
ば
れ
る
。

顔
つ
く
�
�
と
打
戍
り
姉
さ
ん
良
人
と
い
ひ
し
を
言
換
へ
て
…

…
兄
さ
ん
、
何
う
ぞ
、
中
好
う
と
笑
む
を
此
世
の
別
れ
に
て
、

盛
り
短
き
桜
田
の
浅
き
縁
と
、
夕
告
る
鐘
に
散
り
飛
ぶ
、
入
相

の
花
。

三
人
は
、
主
従
と
夫
婦
と
い
う
関
係
を
、
姉
妹
と
新
た
な
夫
婦
と

い
う
関
係
に
結
び
か
え
る
。
三
人
の
一
体
化
は
、
死
に
ゆ
く
花
の

〈
右
と
左
の
手
掌
を
お
雪
と
輝
男
が
握
り
持
つ
〉
と
形
容
さ
れ
、
横

並
び
の
印
象
で
あ
る
。
こ
の
最
終
章
が
、〈
入
相
の
鐘
〉
で
始
ま
り
、

〈
入
相
の
花
〉
で
終
わ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
も
し
も
、〈
入
相
〉＝

「
日
の
入
る
頃
」
に
、
別
語
と
し
て
の
〈
入
相
〉＝

「
一
定
地
域
の

住
民
が
共
同
用
益
す
る
こ
と
」
の
意
を
掛
け
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、

「
娘
気
」
は
、「
共
同
用
益
の
物
語
」
と
読
め
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

少
女
の
恋
に
お
け
る
娘
気
を
、
お
三
輪
に
象
徴
さ
れ
る
「
嫉
妬
」
か

ら
、「
自
制
」「
平
等
性
へ
の
献
身
」
に
変
更
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

作
品
の
眼
目
が
あ
る
。
物
語
は
、
娘
気
の
内
実
を
後
者
と
す
る
こ
と

で
、
男
性
に
よ
る
女
性
の
複
数
所
有
を
防
ぎ
、
ひ
い
て
は
、
女
性
が

男
性
を
共
同
で
用
益
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
清
花

は
、
お
三
輪
を
美
化
す
る
少
女
た
ち
に
向
け
て
、
今
後
あ
る
べ
き
男

女
関
係
を
、
そ
う
啓
蒙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、「
操
く
ら
べ
」
と
「
娘
気
」

「
操
く
ら
べ
」（
略
記
「
操
」）
と
『
春
色
梅
児
誉
美
』、「
娘
気
」

（
略
記
「
娘
」）
と
『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
と
の
関
わ
り
を
主
に
論
じ

て
き
た
が
、「
操
」
に
も
『
妹
背
山
』
が
注
２０

、「
娘
」
に
も
『
梅
児
誉

美
』
が
注
２１

踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、『
梅
児
誉
美
』（
男
女
三
人

の
恋
）、『
妹
背
山
』（
少
女
の
初
恋
）
の
世
界
を
借
り
て
い
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。

二
作
品
は
き
わ
め
て
よ
く
似
た
構
造
と
内
容
を
持
つ
。
構
造
の
一
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致
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
一
人
の
男
性
に
二
人
の
女
性
を
配
す
と
い

う
構
図
あ
ろ
う
。
展
開
は
い
ず
れ
も
、
�
世
間
の
厳
し
さ
を
知
る
労

働
者
階
級
の
女
性
と
男
性
と
の
触
れ
合
い

�
男
性
と
の
婚
姻
が
お

膳
立
て
さ
れ
て
い
る
年
若
い
女
性
の
煩
悶

�
男
性
を
諦
め
た
労
働

者
階
級
の
女
性
の
苦
悩

�
三
角
関
係
の
決
着

と
い
う
順
序
で
あ

る
。
内
容
の
一
致
を
挙
げ
て
み
る
。
�
女
性
か
ら
男
性
へ
の
情
愛
が

は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る

�
男
性
は
、
婚
約
者
や
見
合
い
相
手
が
あ

り
な
が
ら
ほ
か
の
女
性
に
心
を
動
か
し
、
し
か
し
そ
の
恋
情
に
は
永

続
性
が
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
注
２２

�
男
性
は
、
当
初
周
囲
が
決
め

た
相
手
へ
の
感
情
は
希
薄
で
あ
る
も
の
の
、
夫
婦
と
な
っ
て
か
ら
は

そ
れ
な
り
に
落
ち
着
い
た
感
情
で
結
ば
れ
る

�
恋
す
る
あ
ま
り
死

す
ら
思
い
詰
め
て
い
た
少
女
注
２３

は
、
妻
と
な
っ
た
と
た
ん
に
貫
禄
を
身

に
つ
け
、
一
方
夫
た
ち
は
押
さ
れ
気
味
で
あ
る
注
２４

�
男
女
三
人
の
一

体
化
で
閉
じ
ら
れ
る

二
作
品
に
は
連
動
も
み
ら
れ
る
。
�
「
操
」
で
、
妻
・
雪
子
が

〈
ア
妾
さ
へ
あ
ら
な
く
ば
…
…
〉
と
い
っ
た
の
を
受
け
る
か
の
よ
う

に
、「
娘
」
で
は
、
妻
・
花
が
病
死
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
指
摘
が
あ
る
注
２５

�
「
操
」
で
は
、
妻
と
な
る
女
性
の
名
が
〈
雪
〉

ま
た
は
〈
雪
子
〉
で
あ
る
が
、「
娘
」
で
は
、
妻
と
な
る
女
性
の
侍

女
の
名
が
〈
雪
〉
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
曙
「
婦
女
の
鑑
」（『
読
売
』

明
二
二
）
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
名
が
〈
秀
子
〉、
清
花
「
双
根
竹
」（『
江

戸
新
聞
』
明
二
二
）
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
親
友
の
名
が
〈
秀
子
〉
で
あ
っ

た
の
と
同
じ
相
関
で
あ
る

�
「
操
」
で
、
道
夫
と
雪
子
が
窓
の
外

の
景
色
を
眺
め
つ
つ
、〈
月
雪
花
と
も
て
は
や
す
程
有
り
て
…
…
〉

と
語
り
合
う
が
、「
娘
」
で
は
、
こ
の
〈
月
雪
花
〉
が
登
場
人
物
三

人
の
名
前
と
な
っ
て
い
る

�
「
操
」
の
作
品
末
尾
が
「
読
点
」
で

終
わ
っ
て
い
る
の
は
、「
娘
」
へ
「
続
く
」
を
意
味
し
て
い
る
と
と

れ
るこ

れ
ら
の
一
致
や
連
動
は
、「
操
」
と
「
娘
」
が
、
一
対
の
関
係

に
あ
る
こ
と
の
証
左
と
い
え
よ
う
。
曙
「
婦
女
の
鑑
」
と
清
花
「
双

根
竹
」
も
、
一
対
の
作
品
と
し
て
、「
女
性
の
友
情
と
事
業
」
と
い

う
同
じ
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
注
２６

。
で
は
、「
操
」
と
「
娘
」
に
共
通
す
る

テ
ー
マ
と
は
何
か
。
こ
れ
ま
で
共
通
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
、「
家
父
長
制
」
で
あ
る
注
２７

。

た
し
か
に
男
性
た
ち
は
、
許
婚
や
見
合
い
相
手
と
の
結
婚
を
受
け

入
れ
、
家
制
度
に
対
し
て
従
順
な
存
在
と
い
え
る
。
し
か
し
女
性
た

ち
は
、
お
家
の
存
続
よ
り
も
自
ら
の
感
情
を
優
先
し
て
い
る
注
２８

。
二
作

品
は
、
結
婚
、
再
婚
、
雇
用
ま
で
も
が
、
す
べ
て
女
性
の
意
志
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
長
が
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
後
継

ぎ
問
題
を
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
偶
然
に
よ
っ
て
家
父
長
制
に
合
致
す

る
も
の
の
、
そ
れ
は
結
果
で
あ
っ
て
、
過
程
に
お
い
て
女
性
た
ち
は
、

家
父
長
制
に
縛
ら
れ
て
は
い
な
い
。
二
作
品
に
お
い
て
、
家
父
長
制

は
、
決
し
て
否
定
は
さ
れ
な
い
も
の
の
、
第
一
義
と
は
い
え
な
い
注
２９

。

テ
ー
マ
は
そ
れ
に
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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二
作
品
で
は
、
女
性
に
よ
る
男
性
の
平
和
的
共
有
の
方
法
が
、
ラ

ス
ト
の
「
男
女
三
人
の
一
体
化
」
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
。「
操
」

で
の
、「
総
角
結
び
」
の
三
輪
の
結
節
点
は
、
女
た
ち
の
〈
操
〉
と

い
え
る
。
三
人
同
居
に
よ
る
共
有
は
、
女
性
性
、
男
性
性
の
封
印
を

必
要
と
し
、
各
自
が
少
し
ず
つ
無
理
を
し
な
が
ら
成
立
す
る
。
曙
は
、

女
性
が
「
役
割
分
担
」
に
徹
す
る
こ
と
で
、
男
性
の
共
有
を
実
現
す

る
と
い
う
見
解
を
提
出
し
た
。
一
方
、「
娘
」
で
の
、「
雪
月
花
」
の

如
き
横
並
び
の
一
体
化
は
、
女
た
ち
の
〈
娘
気
〉
に
よ
っ
て
果
た
さ

れ
る
。
共
存
は
不
可
能
と
し
て
、
幸
福
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
と
い
う
方

法
で
共
有
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
互
い
の
間
の
感

情
を
、
き
ょ
う
だ
い
や
朋
友
間
の
情
愛
に
置
換
し
て
い
る
。
清
花
は
、

女
性
が
「
友
愛
」
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
男
性
の
共
有
を
実
現
す

る
と
提
案
し
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
役
割
分
担
で
あ
ろ
う
と
友
愛
で
あ
ろ
う
と
、
女
性
の

連
帯
で
、
男
性
や
制
度
や
社
会
に
抗
し
て
い
く
こ
と
を
肯
定
し
て
い

る
点
で
違
い
は
な
い
。
い
ず
れ
も
女
性
に
向
け
て
、
気
紛
れ
で
移
り

気
な
男
性
の
「
専
有
」
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
女
性
の
連
帯
に

よ
っ
て
男
性
を
「
共
有
」
し
、「
共
益
」
を
得
て
、
社
会
を
「
浄

化
」
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
れ
が
二
作
品
共
通
の
テ
ー
マ
と

い
え
る
。

曙
、
清
花
は
、『
梅
児
誉
美
』『
妹
背
山
』
と
い
っ
た
、
一
般
女
性

か
ら
熱
狂
的
に
迎
え
ら
れ
て
い
た
物
語
の
枠
組
み
を
利
用
し
て
、
そ

れ
ら
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
提
出
し
た
。『
梅
児
誉
美
』
の
よ
う
に
、

「
一
人
の
男
性
に
よ
る
二
人
の
女
性
の
所
有
」
と
み
る
の
で
は
な
く
、

「
二
人
の
女
性
に
よ
る
一
人
の
男
性
の
共
有
」
と
み
る
視
点
の
転
換

を
打
ち
出
し
、『
妹
背
山
』
の
よ
う
に
、
嫉
妬
を
、
逃
れ
難
い
女
の

さ
が性

と
す
る
の
で
は
な
く
、
嫉
妬
を
超
越
し
た
「
女
性
主
導
」
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
み
せ
た
。

同
時
代
で
み
る
と
、
尾
崎
紅
葉
『
三
人
妻
』（
明
二
五
）
は
、
ま

さ
に
、
男
性
に
よ
る
複
数
女
性
所
有
の
物
語
と
い
え
る
。
同
時
期
、

同
じ
『
読
売
』
文
芸
面
に
掲
載
さ
れ
た
、
花
圃
女
史
「
教
え
草

を

だ
ま
き
物
語
」（
明
二
三
・
四
・
一
四
〜
二
一
）
も
、
男
性
一
人
と

女
性
二
人
注
３０

の
三
角
関
係
を
描
い
た
も
の
で
、
民
法
改
正
を
前
に
し
た

『
読
売
』
が
、
女
性
作
家
に
同
一
に
求
め
て
い
た
も
の
が
理
解
さ
れ

る
。
内
容
は
、
妻
の
元
か
ら
去
っ
た
夫
と
妾
が
、
数
年
後
落
ち
ぶ
れ

き
っ
た
様
子
で
妻
の
前
に
現
れ
、
許
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
曙
、

清
花
作
品
同
様
、
教
訓
性
が
色
濃
い
。
た
だ
し
、
二
人
の
女
性
は

「
連
帯
」
か
ら
は
程
遠
く
、
妾
に
は
脱
疸
で
両
手
を
失
う
と
い
う
罰

が
与
え
ら
れ
る
。
花
圃
の
一
婦
一
夫
制
や
廃
娼
問
題
へ
の
見
解
は
、

曙
、
清
花
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
当
時
の
小
説
の

一
般
が
、
紅
葉
や
花
圃
の
方
に
あ
り
、
曙
、
清
花
の
作
品
が
、
き
わ

め
て
特
殊
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
こ
ま
で
、
曙
、
清
花
の
小
説
に
お
け
る
男
女
観
を
み
て
き
た
が
、

北
山
、
桂
香
の
評
論
で
は
、
ど
う
い
っ
た
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
の

―４９―



で
あ
ろ
う
か
。「
娘
」
最
終
回
と
同
紙
面
に
、「
嫉
妬
論
」
が
掲
載
さ

れ
る
。

五
、
北
山
居
士
と
桂
香
女
史

北
山
居
士
と
桂
香
女
史
に
よ
る
「
嫉
妬
論
」
は
、
文
芸
面
〈
寄

書
〉
の
扱
い
で
、
一
月
八
日
に
総
論
が
、
翌
九
日
に
各
論
が
掲
載
さ

れ
る
。

総
論
で
は
、
愛
情
の
競
争
す
な
わ
ち
〈
嫉
妬
〉
は
、
男
女
を
問
わ

ず
友
情
を
壊
し
て
し
ま
い
、
文
明
は
嫉
妬
を
弱
め
る
も
の
で
は
な
く
、

近
代
人
も
嫉
妬
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
と
説
く
。
各
論
は
、〈
第
一
項

愛
人
の
嫉
妬
〉〈
第
二
項

嫉
妬
の
種
類
〉〈
第
三
項

美
麗
と
嫉

妬
の
関
係
〉
に
分
か
れ
、
一
般
に
女
性
は
恋
着
し
や
す
い
と
い
う
が
、

実
際
に
は
男
性
の
ほ
う
が
し
や
す
い
、
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
し
述

べ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
�
男
性
は
、
妻
や
情
婦
の
み
な
ら
ず
、

未
だ
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
相
手
に
対
し
て
ま
で
も
、
と
か
く
嫉
妬

す
る

�
男
性
は
、
相
手
の
過
去
、
現
在
、
未
来
に
対
し
て
こ
と
ご

と
く
嫉
妬
す
る

�
男
性
は
、
美
人
を
み
か
け
る
と
、
そ
の
美
人
の

男
女
関
係
に
ま
で
想
像
が
及
び
、
想
像
に
よ
る
嫉
妬
ま
で
す
る

と

い
う
内
容
で
あ
る
。
一
方
、
女
性
は
、
男
性
の
現
在
か
ら
将
来
に
向

か
っ
て
の
〈
専
有
権
〉
の�

み�

を
望
む
と
さ
れ
る
。
例
証
を
挙
げ
る
際

に
も
、「
女
性
に
愛
想
を
尽�

か�

さ�

れ�

た�

男
性
」「
男
性
に
愛
想
を
尽�

か�

し�

た�

女
性
」
と
い
っ
た
表
現
が
な
さ
れ
、
女
性
尊
重
と
い
う
こ
と
に

お
い
て
徹
底
し
て
い
る
と
い
え
る
。
同
時
に
、「
教
育
の
十
分
な
男

性
」「
教
育
の
不
十
分
な
女
性
」
と
い
っ
た
対
比
が
な
さ
れ
、
教
育

環
境
に
お
け
る
女
性
の
劣
勢
を
認
め
て
い
る
。

評
論
の
真
意
は
、
愛
情
の
競
争
に
よ
っ
て
友
情
を
壊
し
、
男
性
に

対
し
て
専
有
権
を
望
む
女
性
に
向
け
て
、「
女
性
は
も
っ
と
余
裕
あ

る
態
度
で
男
性
に
望
ん
で
し
か
る
べ
き
」
と
主
張
す
る
こ
と
に
あ
ろ

う
。
そ
の
た
め
に
、
男
性
の
嫉
妬
深
さ
や
滑
稽
さ
を
強
調
し
て
、
女

性
の
嫉
妬
を
無
意
味
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
こ
れ
は
、「
操
く
ら

べ
」「
娘
気
」
と
共
通
す
る
。

恋
愛
、
結
婚
に
つ
い
て
の
北
山
、
桂
香
の
評
論
は
、
こ
の
「
嫉
妬

論
」（
北
山
・
桂
香
）
を
皮
切
り
に
、
以
下
、
一
〇
日
「
専
有
論
」

（
北
山
）、
一
〇
、
一
一
日
「
初
恋
論
」（
桂
香
）、
一
一
日
「
遠
慮
的

心
情
の
不
利
益
」（
北
山
・
桂
香
）、
一
二
、
一
三
日
「
致
恋
的
挙
動

と
望
讃
的
挙
動
」（
北
山
・
桂
香
）、
一
五
日
「
美
貌
論
」（
北
山
・

桂
香
）
と
続
く
。

「
専
有
論
」
と
「
初
恋
論
」
は
対
に
な
っ
て
お
り
、
男
性
、
女
性

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、「
愛
情
は
永
久
に
継
続
し
な
い
」
こ
と
を

説
く
。
北
山
は
、
専
有
の
欲
求
こ
そ
嫉
妬
の
元
で
あ
り
、
愛
情
に
は

つ
き
も
の
で
あ
る
が
、
愛
情
は
一
時
の
も
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
専
有

は
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
る
。
か
た
や
桂
香
は
、
少
年
が
少
女
に
抱

く
感
情
の
ほ
と
ん
ど
は
真
正
な
愛
情
と
は
い
え
ず
、
だ
と
す
れ
ば
、
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初
恋
が
再
度
の
恋
よ
り
も
善
良
と
は
い
え
な
い
と
主
張
す
る
。
目
的

は
、
初
恋
に
盲
目
的
に
な
り
や
す
い
少
女
た
ち
を
啓
蒙
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
や
は
り
、
移
り
気
な
男
性
の
専
有
を
望
ま
ず
、

共
有
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
、「
操
く
ら
べ
」
や
「
娘
気
」
を
裏
付

け
る
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。

「
遠
慮
的
心
情
の
不
利
益
」「
致
恋
的
挙
動
と
望
讃
的
挙
動
」
は
、

恋
愛
指
南
の
内
容
を
持
つ
。
筆
者
は
、〈
遠
慮
的
心
情
注
３１

〉
は
時
代
遅

れ
で
弊
害
が
あ
る
と
し
、
ま
た
、〈
望
讃
的
挙
動
〉〈
過
厳
的
挙
動
〉

と
い
っ
た
、
称
賛
や
尊
重
を
得
る
目
的
で
心
と
裏
腹
な
言
動
を
取
る

こ
と
を
、
男
性
へ
の
媚
注
３２

と
み
な
し
て
、
厳
し
く
非
難
す
る
。
そ
し
て
、

肯
定
も
否
定
も
し
な
い
曖
昧
さ
に
よ
っ
て
男
性
の
愛
情
を
強
め
さ
せ

る
〈
致
恋
的
挙
動
〉
を
奨
励
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
女
性

主
導
の
恋
愛
こ
そ
が
、
良
人
を
得
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
と
説
明

す
る
。「
も
し
も
、
致
恋
的
挙
動
の
後
で
排
斥
し
、
そ
の
男
性
が
失

意
の
あ
ま
り
自
殺
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
仕
方
が
な
い
。
薔
薇
の

刺
で
怪
我
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
薔
薇
を
責
め
る
も
の
は
い
な
い

で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
た
内
容
は
過
激
で
あ
り
、
初
恋
に
死
ぬ
お
三
輪

へ
の
、
強
烈
な
反
定
立
と
な
っ
て
い
る
。

最
終
回
の
「
美
貌
論
」
で
は
、〈
地
位
財
産
〉
で
は
な
く
、〈
愛

情
〉
に
依
拠
す
る
婚
姻
を
勧
め
、〈
美
麗
〉
に
よ
る
選
択
を
否
定
し

な
い
。
北
山
に
は
、
明
治
二
一
年
の
『
読
売
』〈
社
説
〉
欄
に
、「
流

行
論
」（
七
・
一
一
〜
八
・
一
一
）
と
題
し
た
、
全
一
〇
回
の
連
載

が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
女
性
は
〈
教
育
〉
と
〈
衛
生
〉
と
に
よ
っ
て
、

健
康
美
、
知
性
美
、
表
情
美
を
獲
得
す
る
べ
き
、
と
論
じ
た
。「
美

貌
論
」
で
の
美
貌
も
、
そ
う
い
っ
た
要
素
を
持
つ
〈
真
正
の
美
〉
を

指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
女

性
が
美
麗
を
得
て
、
さ
ら
に
賢
明
な
伴
侶
選
び
が
で
き
れ
ば
、〈
不

潔
不
健
康
〉
で
あ
る
男
性
を
、〈
清
潔
健
康
〉
に
導
き
、〈
社
会
に
利

益
を
与
へ
〉
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
思

想
は
、
ま
さ
し
く
「
操
く
ら
べ
」「
娘
気
」
の
テ
ー
マ
と
通
底
す
る
。

一
連
の
評
論
を
通
じ
て
語
ら
れ
る
の
は
、
女
性
が
適
当
な
良
人
を

得
て
幸
福
な
人
生
を
送
る
た
め
の
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
実
践
方
法

で
あ
る
。
総
括
す
る
と
、
男
性
選
び
の
失
敗
の
原
因
は
、
恋
に
不
慣

れ
な
た
め
冷
静
さ
を
欠
く
こ
と
、
剛
勇
を
よ
し
と
し
て
男
性
を
選
ぶ

傾
向
に
あ
っ
た
と
し
て
、
�
女
性
は
初
恋
に
盲
目
的
に
な
ら
な
い

�
女
性
は
男
性
に
対
し
て
鷹
揚
に
構
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
男
性
の
愛

情
を
強
め
、
愛
情
競
争
の
範
囲
を
広
げ
る

�
女
性
は
美
貌
を
獲
得

し
て
、
智
力
あ
る
男
性
を
選
ぶ

等
の
改
善
策
が
説
か
れ
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
恋
愛
、
結
婚
観
の
背
景
に
は
、「
早
婚
問
題
」
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
明
治
前
中
期
、
日
本
の
早
婚
に
付
随
し
た
離
婚
率

の
高
さ
（
欧
米
の
五
倍
〜
二
〇
倍
程
度
と
い
わ
れ
た
）
は
、
諸
外
国

か
ら
も
注
目
を
集
め
る
程
で
あ
っ
た
と
い
う
注
３３

。
早
婚
は
文
化
程
度
の

低
さ
と
み
な
さ
れ
、
対
外
的
に
も
改
善
の
必
要
が
あ
っ
た
注
３４

。
そ
の
た

め
「
早
婚
の
戒
め
」
は
、
多
く
の
女
性
論
で
説
か
れ
注
３５

、〈
当
時
の
結
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婚
論
の
か
な
め
は
「
晩
婚
の
す
す
め
注
３６

」〉
と
い
っ
て
も
過
言
で
な

か
っ
た
が
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
北
山
、
桂
香注３７
の
説
く
、「
愛

情
は
せ
い
ぜ
い
二
、
三
年
で
冷
め
る
の
だ
か
ら
、
女
性
が
初
恋
に
盲

目
的
に
な
る
必
要
は
な
い
」「
少
年
が
少
女
に
抱
く
感
情
の
大
方
は

狂
暴
な
愛
情
」
と
い
っ
た
内
容
は
、
非
常
に
斬
新
か
つ
現
実
的
な
も

の
と
い
え
た
。

こ
の
時
期
の
曙
一
派
の
著
作
に
は
、
早
婚
問
題
に
加
え
て
、
即
時

代
的
な
、
一
夫
一
婦
制
と
廃
娼
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
彼
女
ら
の
主
張
の
、
時
代
の
な
か
で
の
位
置
付
け
を
、
次
章
で

考
察
し
て
み
た
い
。

六
、
民
法
公
布
と
「
曙
一
派
」
の
位
置

明
治
一
九
年
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
発
足
し
た

婦
人
矯
風
会
が
、
一
夫
一
婦
制
と
廃
娼
を
中
心
と
し
た
女
性
運
動
を

行
な
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
二
二
年
六
月
、
元
老
院

に
一
夫
一
婦
の
建
白
書
を
提
出
し
、
矯
風
会
は
一
躍
そ
の
存
在
を
世

に
知
ら
し
め
た
。

条
約
改
正
の
た
め
の
近
代
法
の
整
備
が
急
が
れ
、
一
五
年
か
ら
施

行
さ
れ
た
「
刑
法
」
で
妾
の
存
在
は
否
定
さ
れ
た
も
の
の
、
旧
慣
は

そ
の
ま
ま
継
続
し
て
い
た
。
二
三
年
の
民
法
公
布
を
前
に
し
て
、
二

二
年
頃
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
民
法
論
議
が
巻
き
起
こ
っ
た
が
、
そ
う

い
っ
た
風
潮
の
な
か
、
矯
風
会
は
、
姦
通
罪
に
つ
い
て
の
刑
法
改
正

案
と
、
民
法
条
案
を
提
出
し
、
一
夫
一
婦
制
の
徹
底
化
を
国
に
要
求

マ
マ

し
た
の
で
あ
る
注
３８

。
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、〈
神
戸
に
、
大
坂
に
、

西
京
に
、
札
幌
に
、
函
館
に
、
高
知
に
、
千
葉
に
、
横
浜
に
〉（「
一

夫
一
婦
」『
女
学
雑
誌
』
明
二
二
・
七
・
二
〇
）
賛
同
者
の
声
が
沸

き
上
が
り
、
別
行
動
と
し
て
、
岡
山
の
清
水
豊
子
、
京
都
の
景
山
英

子
ら
も
建
白
書
を
提
出
す
る
な
ど
、
全
国
規
模
の
運
動
へ
と
拡
大
し

て
い
っ
た
。
こ
の
波
は
や
や
あ
っ
て
沈
静
化
し
た
も
の
の
、
続
い
て

廃
娼
問
題
に
火
が
付
き
、
廃
娼
、
存
娼
、
各
々
の
立
場
か
ら
激
し
い

議
論
が
な
さ
れ
た
。

「
操
く
ら
べ
」「
娘
気
」
の
掲
載
は
、
ま
さ
に
こ
の
一
夫
一
婦
制
と

廃
娼
に
関
す
る
議
論
の
さ
な
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
議
論
は
、

「
男
女
交
際
論
」
も
呼
び
起
こ
し
、
こ
の
時
期
、
新
聞
は
も
と
よ
り
、

『
女
学
雑
誌
』『
貴
女
之
友
』
と
い
っ
た
女
性
誌
で
も
、
盛
ん
に
関
連

記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

巌
本
善
治
は
、
婦
人
矯
風
会
の
発
会
に
尽
力
し
、
会
の
理
解
者
、

協
力
者
と
い
う
立
場
に
あ
り
、
当
然
『
女
学
雑
誌
』
は
矯
風
会
と
軌

を
一
に
し
て
い
た
。『
女
学
雑
誌
』
は
、『
読
売
』
が
、
娼
婦
や
関
連

業
の
失
職
、
密
売
淫
の
増
加
な
ど
を
理
由
に
、「
娼
婦
の
廃
絶
は
直

接
よ
り
間
接
の
方
が
好
ま
し
い
」
と
し
た
こ
と
を
厳
し
く
批
判
し

（「
幾
多
の
非
廃
娼
論
」
明
二
三
・
三
・
一
）、
か
た
や
『
読
売
』
は
、

矯
風
会
や
『
女
学
雑
誌
』
の
主
張
す
る
廃
娼
論
を
、「
外
観
的
道
徳
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に
過
ぎ
な
い
」「
宗
教
家
は
職
務
上
そ
う
唱
え
ざ
る
を
得
な
い
」

（「
社
説
」
明
二
二
・
一
二
・
四
、
五
）
と
否
定
し
た
。

興
味
深
い
の
は
、
同
じ
女
性
誌
で
あ
っ
て
も
、『
貴
女
之
友
』
は
、

む
し
ろ
『
読
売
』
と
近
い
立
場
を
取
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

古
来
よ
り
の
習
慣
中
々
一
篇
の
法
律
位
に
て
は
迚
も
御
存
じ
の

通
り
の
横
着
漢
に
娼
妓
は
な
ら
ぬ
芸
妓
は
な
ら
ぬ
妾
は
な
ら
ぬ

と
深
閨
奥
床
し
き
所
ま
で
干
渉
し
た
所
が
格
別
捗
々
敷
利
益
も

な
か
る
べ
し
と
存
す
そ
れ
よ
り
は
寧
ろ
社
会
の
濁
り
た
る
こ
の

弊
風
を
矯
正
せ
ら
ん
事
に
力
を
尽
さ
れ
て
は
如
何
と
聊
か
折
角

の
御
熱
心
の
無
効
に
属
す
る
を
気
の
毒
に
存
じ
か
く
は
一
言
忠

告
し
参
ら
す
る
な
り
夫
共
一
夫
一
婦
と
表
向
丈
け
法
律
の
名
文

か
立
派
に
立
ち
さ
へ
す
れ
ば
西
洋
諸
国
の
如
き
姦
淫
騒
き
か
起

つ
て
も
差
支
な
し
と
云
ふ
の
思
召
な
り
…
…
（「
一
夫
一
婦
の

建
白
」
明
二
二
・
七
・
二
五
）

〈
法
律
の
名
文
〉
よ
り
も
〈
弊
風
を
矯
正
〉
す
る
方
が
先
決
と
す

る
、
引
用
文
の
筆
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
『
貴
女
之

友
』
は
、
大
森
惟
中
が
編
集
の
実
権
を
任
さ
れ
て
お
り
注
３９

、
こ
れ
は
同

時
に
大
森
の
主
張
で
も
あ
っ
た
と
み
な
せ
る
。

廃
娼
論
に
限
ら
ず
、『
女
学
雑
誌
』
と
『
貴
女
之
友
』
と
は
、
し

ば
し
ば
異
な
る
ス
タ
ン
ス
を
み
せ
た
。
明
治
二
二
年
前
後
に
限
っ
て

み
て
も
、『
女
学
雑
誌
』
は
、「
東
京
高
女
醜
聞
事
件
」
の
中
心
人
物
、

矢
田
部
良
吉
や
能
勢
栄
を
擁
護
し
て
い
る
の
に
対
し
て
（「
男
女
間

の
清
徳
」
明
二
二
・
六
・
二
九
）、『
貴
女
之
友
』
は
二
人
を
厳
し
く

非
難
し
（「「
国
の
も
と
ゐ
」
の
中
正
と
は
何
ぞ
」
明
二
二
・
四
・
二

三
／
「
濁
世
」
六
・
一
四
）、
東
京
高
女
を
〈
全
廃
す
る
方
然
る
べ

し
〉（「
高
等
女
学
校
」
明
二
二
・
七
・
一
五
）
と
ま
で
断
じ
て
い
る
。

ま
た
、
国
風
を
よ
し
と
す
る
『
貴
女
之
友
』
は
、〈
純
然
た
る
西
洋

主
義
の
学
校
〉
の
生
徒
の
淫
行
を
伝
え
、
そ
の
学
校
で
〈
女
子
を
教

育
せ
ら
る
る
の
君
子
〉（「
女
学
生
の
醜
聞
」
明
二
三
・
三
・
二
五
）

に
釘
を
さ
す
。
そ
こ
に
は
、『
貴
女
之
友
』
が
、『
女
学
雑
誌
』
並
び

に
巌
本
に
対
し
て
、
あ
え
て
対
立
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
い
る
様
子
が

み
て
と
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
『
女
学
雑
誌
』
ｖ
ｓ
『
読
売
』『
貴
女
之
友
』
の
図

式
は
、
巌
本
、
矯
風
会
ｖ
ｓ
曙
一
派
の
図
式
に
通
じ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
巌
本
は
、
男
女
関
係
に
つ
い
て
の
評
論
で
、

肉
交
を
〈
犬
の
如
く
豚
の
如
き
の
行
〉、
ま
た
芸
娼
妓
を
〈
禽
獣
〉

と
表
現
し
た
（「
男
女
交
際
論
」
明
二
一
・
六
・
一
六
）。
こ
の
芸
娼

妓
を
禽
獣
と
み
な
す
視
線
と
同
じ
種
類
の
蔑
視
を
、
矯
風
会
に
感
知

し
た
の
は
、
伊
藤
野
枝
で
あ
っ
た
が
（『
青
鞜
』
大
四
・
一
二
）、
巌

本
、
矯
風
会
と
も
に
、
他
に
生
き
る
術
の
な
か
っ
た
最
下
層
の
女
性

た
ち
へ
の
共
感
は
希
薄
と
い
え
た
。
そ
の
巌
本
、
矯
風
会
は
、
一
夫

一
婦
制
や
廃
娼
を
、「
法
改
正
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
こ
れ
に
対

し
て
曙
一
派
は
、
そ
れ
ら
の
解
決
を
「
女
子
教
育
」
に
み
い
だ
そ
う

と
し
た
と
い
え
る
注
４０

。
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巌
本
と
曙
一
派
と
に
限
っ
て
比
較
を
す
れ
ば
、
巌
本
は
、
青
年
男

女
を
〈
下
等
〉〈
中
等
〉〈
上
等
〉
に
分
け
、
下
等
女
子
の
特
徴
を
、

〈
小
説
を
好
み
〉〈
絵
入
新
聞
を
好
み
〉〈
其
続
き
物
を
愛
読
す
〉

（「
男
女
青
年
論
」
明
二
三
・
五
・
一
〇
）
と
規
定
し
た
の
に
対
し
て
、

曙
、
清
花
、
大
森
は
、
庶
民
女
性
が
好
む
と
い
う
理
由
で
、
そ
の

〈
絵
入
新
聞
〉
や
小
新
聞
に
、
精
力
的
に
〈
続
き
物
〉
を
著
し
た
。

『
女
学
雑
誌
』
が
〈
愛
は
永
遠
〉（「
愛
は
変
る
事
な
し
」
明
二
三
・

五
・
三
）
と
説
く
と
、
前
述
の
よ
う
に
、
北
山
、
桂
香
は
、
驚
く
ほ

ど
現
実
的
な
男
女
観
を
開
陳
し
た
。
双
方
と
も
、
女
性
の
地
位
向
上

を
目
的
と
し
な
が
ら
も
、
曙
一
派
は
、
一
般
女
性
を
通
俗
教
育
で
啓

蒙
す
る
と
い
う
方
法
で
、〈
弊
風
を
矯
正
〉
す
る
立
場
を
貫
い
た
と

い
え
よ
う
。

曙
一
派
の
方
向
性
は
、
国
粋
主
義
の
立
場
に
立
ち
、
大
筋
の
と
こ

ろ
で
は
、
国
家
の
要
請
に
沿
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
曙
や
清
花

の
小
説
は
、
真
意
は
と
も
か
く
と
し
て
、
表
面
的
に
は
、
家
父
長
制

に
合
致
し
、
女
徳
啓
蒙
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
、
と
い
う
見
方
も

で
き
よ
う
。
大
森
や
北
山
の
著
作
で
は
、
女
尊
の
表
現
が
用
い
ら
れ
、

女
子
教
育
や
婦
人
衛
生
の
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
る
も
の
の
、
一
夫
一

婦
制
や
廃
娼
問
題
に
関
す
る
法
改
正
へ
の
賛
意
は
示
さ
れ
な
い
。
こ

う
い
っ
た
あ
り
方
か
ら
、
一
派
が
、
国
家
的
な
も
の
を
人
々
に
受
け

入
れ
さ
せ
る
、「
先
触
れ
」
と
し
て
の
役
目
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、『
読
売
』
を
始
め
と
す
る
有
力
メ

デ
ィ
ア
に
発
言
力
を
持
ち
得
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
国
家
的
な
も
の

の
啓
蒙
と
、
女
性
の
権
利
拡
張
、
そ
の
二
面
注
４１

を
同
時
遂
行
し
た
こ
と

こ
そ
が
、
一
派
の
独
自
性
で
あ
り
、
歴
史
性
と
み
な
せ
る
。

七
、
お
わ
り
に

巌
本
は
、
前
出
の
「
幾
多
の
非
廃
娼
論
」
で
、『
読
売
』
に
対
し

て
以
下
の
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。

小
説
に
娼
妓
を
主
人
公
と
致
し
、
又
は
花
柳
の
事
を
風
流
気
に

物
せ
ら
る
ゝ
抔
の
こ
と
な
き
が
肝
腎
に
候
、
か
ゝ
る
こ
と
あ
り

て
は
、
其
社
説
に
於
て
切
角
廃
娼
を
速
か
に
し
た
し
と
懇
望
せ

ら
る
ゝ
と
も
、
恰
か
も
一
方
に
火
を
燃
や
し
乍
ら
跡
よ
り
水
を

灑
ぐ
如
く
遂
に
其
の
効
あ
る
ま
じ
く
…
…

社
説
で
廃
娼
を
唱
え
る
一
方
で
、
娼
妓
や
花
柳
世
界
を
扱
っ
た
小

説
を
掲
載
す
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
い
い
分
で
あ
る
。
事
実
、

『
読
売
』
掲
載
の
曙
作
品
に
は
、
芸
娼
妓
が
登
場
す
る
。
作
中
の
彼

女
た
ち
は
、
蔑
視
や
同
情
の
対
象
で
は
な
く
、
義
理
や
人
情
や
操
を

貫
き
、
大
活
躍
を
す
る
存
在
で
あ
る
。
曙
は
、
女
権
思
想
を
持
ち
な

が
ら
も
、「
女
権
」
と
「
廃
娼
」
と
を
性
急
に
結
び
つ
け
て
い
な

か
っ
た
と
い
え
る
。

曙
、
清
花
、
北
山
、
桂
香
は
、
女
性
を
、
法
律
で
保
護
す
べ
き
弱

く
無
力
な
存
在
と
は
せ
ず
、
世
の
中
を
浄
化
し
得
る
存
在
と
位
置
付
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け
た
。
彼
女
た
ち
は
、
一
夫
多
妻
や
不
貞
と
い
っ
た
男
女
関
係
の
抑

制
を
、
法
律
で
は
な
く
、「
女
性
の
自
律
性
」
に
求
め
た
の
で
あ
る
注
４２

。

そ
れ
は
理
想
に
過
ぎ
、
き
れ
い
ご
と
で
、
苦
界
に
身
を
沈
め
た
女

性
の
現
実
を
知
ら
な
い
と
い
う
謗
り
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
曙
自
身

妾
腹
の
子
で
あ
り
、
曙
の
弟
は
そ
の
こ
と
で
揶
揄
さ
れ
た
少
年
時
代

を
辛
く
回
想
し
て
い
る
注
４３

。
浅
草
で
飲
食
店
を
営
む
曙
に
と
っ
て
、
玄

人
女
性
は
身
近
な
存
在
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、
矯
風
会
の
貴
婦
人
た
ち

が
蔑
視
す
る
芸
娼
妓
は
、
曙
作
品
の
な
か
で
は
、
華
族
の
令
嬢
や
武

家
の
娘
と
横
並
び
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
清
花
作
品
に
は
、
芸
娼
妓

は
登
場
し
な
い
も
の
の
、
婢
女
や
侍
婢
た
ち
は
職
業
婦
人
と
し
て
尊

重
さ
れ
、
ヒ
ロ
イ
ン
と
連
帯
を
組
む
。
北
山
居
士
の
一
連
の
著
作
に

お
け
る
、
男
女
観
の
斬
新
さ
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
た
が
、
そ

の
表
現
に
は
、
徹
底
し
た
女
尊
主
義
が
み
ら
れ
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の

先
駆
け
と
い
い
得
る
。

こ
う
い
っ
た
曙
一
派
の
特
徴
と
は
、「
理
想
の
先
進
性
」
に
あ
ろ

う
。
女
性
の
幸
福
を
、
法
律
の
保
護
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
女
性

の
自
覚
や
自
律
性
に
求
め
る
こ
と
は
、
高
い
理
想
と
い
え
、
そ
れ
ゆ

え
に
、
先
駆
的
な
女
権
の
集
団
と
思
う
の
で
あ
る
。

注
１

拙
稿
「
木
村
曙
と
独
幹
敖
史
」（『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
一
八
年

五
月
）。
拙
稿
「
東
京
高
等
女
学
校
の
同
窓
生
に
み
る
シ
ス
タ
ー

フ
ッ
ド
」（『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
二
〇
年
五
月
）。

２

拙
稿
「
木
村
曙
と
独
幹
敖
史
」（『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
一
八
年

五
月
）。

３

『
春
色
梅
児
誉
美
』
は
、
色
男
〈
丹
次
郎
〉、
芸
者
〈
米
八
〉、
生

娘
〈
お
長
〉
の
三
角
関
係
を
描
い
た
話
で
あ
る
。

４

春
「
紅
梅
」

夏
「
藤
袴
」

秋
「
野
分
」

冬
「
竹
河
」。
和
歌
の

内
容
か
ら
す
る
と
、
本
来
、
夏
「
蛍
」、
冬
「
総
角
」
で
あ
る
べ

き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

５

春
〈
心
あ
り
て
風
の
に
ほ
は
す
梅
の
そ
の
ま
づ
鴬
の
問
は
ず
や
あ

る
べ
き
〉

夏
〈
こ
ゑ
は
せ
で
身
を
の
み
焦
す
蛍
こ
そ
い
ふ
よ
り

ま
さ
る
思
ひ
な
る
ら
ん
〉

秋
〈
風
さ
わ
ぎ
む
ら
雲
ま
よ
ふ
夕
に

も
わ
す
る
ゝ
ま
な
く
わ
す
ら
れ
ぬ
君
〉

冬
〈
あ
げ
ま
き
に
な
が

き
契
を
む
す
び
こ
め
お
な
じ
と
こ
ろ
に
よ
り
も
合
は
さ
ん
〉。

６

『
江
戸
名
所
図
会
』（
天
保
七
年
）「
亀
戸

宰
府
天
満
宮
」
に
よ
る

と
、
裏
門
近
く
に
老
松
宮
と
い
う
宮
が
あ
り
、
裏
門
を
出
て
す
ぐ

の
と
こ
ろ
に
茶
屋
が
並
ぶ
。
こ
の
一
帯
に
あ
る
と
い
う
設
定
で
あ

ろ
う
。
近
く
に
梅
園
も
あ
り
、
梅
の
香
が
風
に
運
ば
れ
る
と
い
う

描
写
に
も
合
致
す
る
。

７

雪
子
の
人
物
造
形
に
は
、『
梅
児
誉
美
』
の
〈
お
長
〉
と
と
も
に
、

田
舎
で
生
い
立
ち
な
が
ら
美
し
く
聡
明
な
『
源
氏
物
語
』
の
〈
玉

鬘
〉
も
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

８

再
開
場
面
は
一
見
夢
と
し
て
描
か
れ
る
が
、『
梅
児
誉
美
』
で
も
、

事
実
を
ぼ
か
し
な
が
ら
読
者
に
伝
え
る
手
法
と
し
て
夢
を
用
い
て

お
り
、
道
夫
の
再
訪
は
夢
で
は
な
く
、
現
実
と
捉
え
て
よ
か
ろ
う
。
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な
お
和
歌
と
対
応
さ
せ
る
と
、
道
夫
の
再
訪
は
〈
ま
よ
ふ
〉〈
む

ら
雲
〉
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。

９

理
由
は
、
雪
子
へ
の
〈
恩
〉
と
、
道
太
郎
へ
の
〈
愛
〉
の
た
め
と

さ
れ
る
。

１０

一
般
的
に
は
、「
固
ク
志
ヲ
守
リ
テ
変
ヘ
ヌ
コ
ト
」（『
言
海
』
明

治
二
二
年
）
を
意
味
し
た
。

１１

お
長
が
、
ラ
イ
バ
ル
米
八
が
丹
次
郎
の
内
室
と
な
る
話
を
聞
い
た

後
に
も
、
身
を
売
っ
て
丹
次
郎
の
借
金
返
済
に
当
て
よ
う
と
し
た

献
身
や
、
米
八
が
、
恩
あ
る
藤
兵
衛
に
い
い
寄
ら
れ
て
も
そ
れ
を

か
わ
し
、
丹
次
郎
に
尽
く
し
続
け
た
身
持
ち
の
堅
さ
な
ど
を
も
っ

て
、
操
と
呼
ん
で
い
る
。

１２

道
夫
は
、
自
分
の
行
状
が
世
間
に
知
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
安
堵
し

て
お
り
、
彼
に
と
っ
て
、
対
面
や
面
子
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
仄

め
か
さ
れ
る
。

１３

精
神
的
に
は
、
女
性
二
人
は
〈
赤
心
〉
の
も
と
に
対
等
、
道
夫
は

そ
の
二
人
に
負
い
目
の
あ
る
〈
し
れ
者
〉
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

同
時
に
、〈
大
事
〉
を
取
る
道
夫
、
そ
の
〈
保
佐
〉
を
す
る
雪
子
、

雪
子
の
〈
か
た
う
で
〉
米
、
と
い
う
社
会
的
立
場
も
示
さ
れ
る
。

ま
た
、
米
は
、
忠
実
で
〈
よ
み
か
き
〉
も
で
き
〈
女
子
の
道
〉
に

通
じ
〈
通
常
の
教
〉
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
道
太
郎
の

養
育
係
に
適
任
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
「
賢
母
」
の
要
件
を
満
た

し
て
お
り
、
雪
子＝

「
良
妻
」、
米＝

「
賢
母
」
と
い
う
役
割
分

担
が
看
取
さ
れ
る
が
、「
女
」
と
し
て
の
性
は
閉
じ
ら
れ
た
印
象

で
あ
る
。『
梅
児
誉
美
』
で
は
、
お
長＝

「
正
妻
」、
米
八＝

「
側

室
」
と
い
う
役
割
が
与
え
ら
れ
、
女
性
性
は
保
持
さ
れ
て
い
る
。

１４

自
分
は
半
道
敵＝

脇
役
だ
と
謙
遜
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
〈
妹
背
山
〉
と
と
も
に
挙
げ
ら
れ
る
〈
舌
出
三
番
〉
は
、
歌

舞
伎
『
種
蒔
三
番
叟
』
を
指
す
。
大
森
の
著
作
「
夜
席
演
芸
」

（『
貴
女
之
友
』
明
治
二
二
年
）
に
も
、〈
種
蒔
三
番
叟
〉
の
演
目

が
み
ら
れ
、
そ
こ
で
は
、
通
俗
教
育
は
〈
令
嬢
衆
の
学
び
の
窓
〉

〈
あ
ら
き
田
の
さ
か
え
を
願
ふ
種
蒔
〉
と
説
明
さ
れ
る
。
大
森
並

び
に
一
派
に
は
、「
女
学
」
に
お
け
る
種
蒔
き
を
し
て
い
る
と
い

う
自
覚
が
強
く
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

１５

例
え
ば
、
曙
「
曙
染
梅
新
型
」（『
貴
女
之
友
』
明
治
二
二
年
）
は
、

歌
舞
伎
『
鞘
当
』
を
踏
襲
す
る
が
、
こ
れ
は
大
森
か
ら
与
え
ら
れ

た
モ
チ
ー
フ
で
、
口
上
で
そ
れ
が
明
か
さ
れ
る
。

１６

輝
男
の
新
吉
原
通
い
の
暗
示
と
も
な
っ
て
い
る
か
。〈
箕
輪
〉
か

ら
歩
い
て
来
た
輝
男
に
、
雪
は
〈
死
體
〉
と
し
て
認
知
さ
れ
、
輝

男
の
介
護
に
よ
っ
て
息
を
吹
き
返
す
。
こ
れ
は
、『
妹
背
山
』
で

死
ん
だ
お
三
輪
の
よ
み
が
え
り
と
も
読
め
よ
う
。

１７

〈
赤
十
字
社
の
病
院
へ
看
護
婦
の
募
集
に
入
り
〉、
今
に
至
る
と
さ

れ
る
。
明
治
二
〇
年
に
博
愛
社
か
ら
改
称
し
た
日
本
赤
十
字
社
が
、

看
護
婦
養
成
を
始
め
た
の
は
二
三
年
四
月
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

作
品
は
未
来
記
と
も
な
っ
て
い
る
。
日
赤
は
〈
戦
地
傷
病
兵
救
護

を
目
的
に
創
設
さ
れ
た
組
織
〉
で
あ
る
が
、〈
国
策
と
表
裏
一
体

で
進
行
〉
し
、
日
赤
の
看
護
婦
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
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ち
国
家
的
奉
仕
と
い
え
た
（『
従
軍
看
護
婦
と
日
本
赤
十
字
社
』

文
理
閣
、
平
成
二
〇
年
）。「
双
根
竹
」
の
主
人
公
は
女
医
で
あ
り
、

清
花
は
衛
生
分
野
に
関
心
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

１８

こ
の
時
、
輝
男
は
夫
婦
の
縁
結
び
と
な
っ
た
雪
を
、
二
人
の
恩
人

で
な
な
く
、〈
御
前
〉＝

花
の
恩
人
と
表
現
し
て
い
る
。

１９

作
品
に
は
、
天
上
の
月
が
、
地
上
の
雪
や
花
を
照
ら
す
描
写
が
み

ら
れ
る
。
こ
の
構
図
と
精
神
的
立
場
と
を
均
す
と
、「
雪
月
花
」

の
言
葉
通
り
、
三
人
は
同
等
と
な
る
。

２０

『
妹
背
山
』
四
段
目
「
道
行
」
は
、
恋
し
い
相
手
の
着
物
の
裾
に

苧
環
を
縫
い
付
け
、
そ
の
跡
を
追
う
と
い
う
趣
向
で
知
ら
れ
る
が
、

「
操
く
ら
べ
」
で
、
恋
に
苦
し
む
雪
子
の
乱
れ
た
感
情
を
〈
を
だ

ま
き
〉
に
喩
え
、
死
を
も
覚
悟
の
少
女
の
恋
と
伝
え
る
こ
と
は
、

当
時
の
読
者
に
た
や
す
く
妹
背
の
お
三
輪
を
連
想
さ
せ
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
〈
を
だ
ま
き
〉
が
き
れ
い
に
ほ
ぐ
さ
れ
、

〈
あ
げ
ま
き
〉
に
形
を
変
え
る
と
い
う
結
構
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

〈
あ
げ
ま
き
〉
は
「
三
輪
」
か
ら
な
る
。

２１

『
梅
児
誉
美
』
に
は
、
少
女
の
恋
心
の
形
容
と
し
て
〈
娘
気
〉
の

語
が
散
見
し
、『
梅
児
誉
美
』
は
〈
娘
気
〉
の
物
語
と
い
う
一
面

が
あ
っ
た
。

２２

米
と
道
夫
の
関
係
は
梅
園
と
鴬
、
雪
と
輝
男
の
関
係
は
竹
と
月
に

喩
え
ら
れ
る
。
鴬
は
一
定
の
場
所
に
留
ま
ら
ず
、
月
は
た
や
す
く

陰
る
存
在
と
い
え
る
。

２３

「
操
く
ら
べ
」
の
雪
子
は
〈
お
ぼ
こ
げ
〉、「
娘
気
」
の
花
は
〈
お

ぼ
こ
気
〉
と
形
容
さ
れ
る
。「
お
ぼ
こ
」
は
、『
梅
児
誉
美
』
の
お

長
、『
妹
背
山
』
の
お
三
輪
の
形
容
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。

２４

道
夫
は
滑
稽
な
程
情
け
な
い
夫
、
輝
男
は
受
け
身
で
存
在
感
が
乏

し
い
夫
と
し
て
描
か
れ
る
。

２５

平
田
由
美
『
女
性
表
現
の
明
治
史
』（
岩
波
書
店
、
平
成
一
一
年
）。

２６

拙
稿
「
東
京
高
等
女
学
校
の
同
窓
生
に
み
る
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」

（『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
二
〇
年
五
月
）。

２７

２５
に
同
じ
。

２８

「
操
く
ら
べ
」
の
雪
子
は
、
婚
約
者
の
気
持
ち
が
自
分
に
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
破
談
に
し
た
い
と
考
え
た
。
従
者
と
な
っ
た
米
は
、

一
生
独
身
を
貫
く
覚
悟
で
あ
る
。「
娘
気
」
の
花
は
、
好
き
で
も

な
い
相
手
と
家
の
た
め
に
見
合
い
結
婚
す
る
の
は
、〈
無
理
な

事
〉
と
し
た
。
雪
は
看
護
婦
と
し
て
身
を
立
て
、
独
身
を
通
す
こ

と
を
選
択
す
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
、
家
父
長
制
の
縛
り
の
外
に
あ

る
と
い
え
よ
う
。

２９

生
涯
独
身
を
心
に
決
め
る
「
娘
気
」
の
雪
に
対
し
て
、
花
の
父
親

が
「
家
名
存
続
」
を
諭
す
内
容
は
、
家
父
長
制
に
立
脚
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
世
間
の
価
値
観
の
代
弁
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
曙
「
婦
女
の
鑑
」
で
も
、
父
が
娘
に
女
徳
を
訓
戒
す
る
場
面

が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
作
品
の
眼
目
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
女
権
の

主
張
に
あ
っ
た
。
彼
女
ら
の
作
品
に
お
い
て
、
世
間
的
な
価
値
観

と
作
品
テ
ー
マ
と
は
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ふ
た
つ
の
折
衷
例
も
あ
る
。
曙
、
清
花
の
作
品
で
は
、
婿
入
り
婚
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が
描
か
れ
、「
娘
気
」
の
よ
う
に
嫁
入
り
婚
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

老
親
介
護
に
関
し
て
女
系
の
扶
養
が
示
唆
さ
れ
る
。
男
系
の
拡
大

家
族
で
嫁
が
舅
姑
の
扶
養
を
す
る
形
態
が
一
般
だ
と
す
れ
ば
、
女

系
の
扶
養
は
、
女
権
と
家
父
長
制
と
の
折
衷
と
い
え
よ
う
。

３０

妻
の
名
が
〈
操
〉、
妾
の
名
が
〈
を
だ
ま
き
〉
で
あ
る
。

３１

た
だ
し
〈
小
説
的
愛
情
〉
に
は
〈
必
要
な
る
元
素
〉
と
い
う
認
識

を
示
し
、
小
説
世
界
と
現
実
世
界
と
を
、
一
部
区
別
し
て
い
る
。

３２

北
山
は
、「
流
行
論
」
で
、
健
康
を
損
ね
て
で
も
男
性
か
ら
の
望

讃
を
得
よ
う
と
す
る
衣
裳＝
コ
ル
セ
ッ
ト
や
ハ
イ
ヒ
ー
ル
を
否
定

し
、
二
三
年
の
一
連
の
評
論
で
も
や
は
り
、
男
性
に
お
も
ね
る
屈

折
し
た
感
情
表
現
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
女
尊
思
想
の

下
、
女
性
の
身
体
、
感
情
の
解
放
を
肯
定
し
、
促
し
て
い
る
と
い

え
る
。

３３

湯
沢
雍
彦
『
明
治
の
結
婚

明
治
の
離
婚
』（
角
川
学
芸
出
版
、
平

成
一
七
年
）。

３４

河
田
�
也
『
日
本
女
子
進
化
論
』（
自
家
版
、
明
治
二
二
年
）。

３５

横
山
雅
男
『
婚
姻
論
』（
明
治
二
〇
年
）、
河
田
�
也
『
日
本
女
子

進
化
論
』（
明
治
二
二
年
）
等
、
同
時
期
の
女
性
論
、
ほ
ぼ
全
て

に
お
い
て
「
早
婚
の
弊
害
」
が
説
か
れ
て
い
る
。

３６

３３
に
同
じ
。

３７

北
山
、
桂
香
と
は
、
ど
う
い
っ
た
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
北
山

と
桂
香
の
文
体
に
違
い
は
見
出
せ
ず
、
一
人
二
役
と
み
な
せ
る
が
、

詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
著
作
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
女
子

教
育
に
造
詣
が
深
く
、
衛
生
問
題
に
関
心
が
あ
り
、
外
国
事
情
に

通
じ
、
国
粋
主
義
思
想
の
持
ち
主
、
と
い
っ
た
著
者
像
で
あ
る
。

『
読
売
』
記
者
は
、「
流
行
論
」
連
載
の
際
、
北
山
を
〈
社
友
〉
と

紹
介
し
て
い
る
。
一
ヵ
月
も
の
長
き
間
、
新
聞
の
顔
と
も
い
え
る

〈
社
説
〉
欄
に
掲
載
を
続
け
た
事
実
を
考
え
る
と
、
曙
一
派
の
背

後
に
は
、
そ
れ
な
り
の
力
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

３８

『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
婦
人
矯
風
会
百
年
史
』（
ド
メ
ス
出
版
、
昭
和

六
一
年
）
参
照
。

３９

２
に
同
じ
。

４０

２
に
同
じ
。

４１

二
面
の
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
曙
、
清
花
と
、
大
森
と
の
間
に
差

異
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
別
に
述
べ
た
（
２
に
よ
る
）。

一
派
の
内
部
に
は
、
さ
ら
に
女
性
だ
け
の
結
社
が
存
在
し
た
と
考

え
ら
れ
る
（
２６
に
よ
る
）。

４２

中
村
正
直
訳
『
西
国
立
志
編
』
第
一
編
〈
法
度
（
お
き
て
）、
た

と
い
美
を
尽
く
し
善
を
尽
く
す
と
い
え
ど
も
、
人
民
の
た
め
に
真

実
の
助
け
と
は
成
ら
ざ
る
こ
と
な
り
。（
中
略
）
人
民
各
箇
に
身

を
修
め
、
家
を
治
め
、
ま
た
己
私
に
克
た
ん
と
欲
す
る
志
発
生
す

る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
改
化
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
な
り
〉（
講
談

社
、
平
成
三
年
）
と
い
っ
た
思
想
に
も
通
じ
る
。

４３

木
村
荘
平
「
木
村
曙
女
史
の
こ
と
」（『
輝
ク
』
昭
和
九
年
四
月
一

七
日
）。

―５８―



付
記原

文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
原
則
と
し
て
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改

め
、
ル
ビ
は
適
宜
取
捨
し
、
ま
た
筆
者
の
判
断
で
傍
点
を
振
っ
た
。

（
し
ら
い

ゆ
か
り
・
実
践
女
子
大
学
大
学
院
平
成
二
一
年
度
聴
講
生
）

―５９―


