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『黄金伝説』論

こ
の
作
品
は
戦
後
逸
早
く
書
か
れ
た
が
、
当
時
石
川
淳
は
外
郭
団
体

（
厚
生
省
の
部
落
問
題
の
「
同
和
事
業
。
後
、
進
駐
軍
に
よ
っ
て
潰
れ
る
」
）

に
関
わ
り
が
あ
っ
て
働
い
て
い
た
。
そ
の
仕
事
上
氏
は
倶
利
伽
羅
峠
の
電

車
の
中
で
敗
戦
を
迎
え
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て

書
い
た
の
が
こ
の
『
黄
金
伝
説
』
で
あ
る
。
他
に
も
焼
け
た
船
橋
を
『
窮

篭
売
卜
』
（
昭
和
皿
・
６
『
太
平
上
に
、
徳
島
県
の
部
落
問
題
を
『
寒
露
』

（
昭
和
ｎ
．
５
『
新
潮
上
に
書
い
て
い
る
。
『
黄
金
伝
説
』
の
作
中
人
物
が

諸
国
を
歩
き
回
っ
て
い
る
の
は
実
は
こ
の
未
解
放
部
落
を
訪
ね
て
い
た
こ

と
が
そ
の
背
景
で
あ
る
。
が
、
『
黄
金
伝
説
』
は
「
い
ぐ
さ
」
と
こ
れ
か

ら
歩
ん
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
「
わ
た
し
」
の
生
活
に
係
わ
っ
て
く
る
。

こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
の
は
終
戦
翌
年
３
月
（
『
中
央
公
論
』
）
、
そ
れ

が
同
年
ｎ
月
に
『
黄
金
伝
説
』
（
佳
人
・
マ
ル
ス
の
歌
・
雪
の
は
て
・
名
月

序

『
黄
金
伝
説
』
論

「
精
神
の
解
放
」
に
つ
い
て

珠
・
寒
露
・
窮
篭
売
卜
・
無
尽
灯
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
け
れ
ど
、
肝
心
の

こ
の
『
黄
金
伝
説
』
は
入
っ
て
い
な
い
。
か
っ
て
『
マ
ル
ス
の
歌
』
が
太

平
洋
戦
争
へ
と
突
き
進
も
う
と
す
る
軍
国
主
義
に
対
し
、
「
Ｎ
Ｏ
！
」
と

叫
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
発
売
禁
止
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
今
度

は
進
駐
軍
に
よ
っ
て
「
ぽ
し
や
り
」
に
な
っ
た
。
『
マ
ル
ス
の
歌
』
は
作

者
自
身
が
い
う
よ
う
に
も
う
少
し
行
け
る
と
思
っ
た
か
ら
書
い
た
け
れ

ど
、
『
黄
金
伝
説
』
は
あ
る
意
味
解
放
、
自
由
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
書
い

た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
兵
の
イ
メ
ー
ジ
や
感
情
に

触
れ
ろ
か
ら
と
い
う
理
由
に
因
っ
て
ま
た
も
没
に
な
っ
た
作
品
で
あ
る
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
プ
レ
ス
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
こ
の
作
品
が
書
き
換
え
ら
れ
た
こ
と

性
．

に
つ
い
て
は
横
手
一
彦
が
詳
し
く
指
摘
し
て
い
る
。
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
政

策
を
考
え
れ
ば
戦
中
の
軍
国
主
義
と
何
の
変
わ
り
も
無
か
っ
た
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

と
も
か
く
終
戦
と
と
も
に
や
っ
て
来
た
解
放
感
と
国
が
敗
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
進
駐
軍
が
新
た
に
統
治
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
氏
は
解
放
感
と

李
忠
奎
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と
こ
ろ
で
、
石
川
淳
は
こ
の
い
ぐ
さ
の
季
節
を
ど
う
過
ご
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
こ
の
時
代
に
対
す
る
氏
の
認
識
を
見
る
必
要
は
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
作
品
は
戦
後
第
一
作
目
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

注
．
囮

の
作
ロ
叩
に
対
し
、
「
あ
る
決
意
と
新
し
い
出
発
を
感
じ
さ
せ
た
」
と
い
う

本
多
秋
五
、
「
現
実
的
で
あ
り
、
世
俗
的
」
な
作
品
で
ョ
佳
人
』
で
の

注
三
・

「
膳
の
発
見
」
を
蘇
ら
せ
る
も
の
」
だ
と
す
る
安
藤
始
、
そ
れ
か
ら
、
「
石

注
川

川
淳
に
お
け
る
戦
後
の
出
発
」
と
見
る
塩
崎
文
雄
な
ど
の
説
を
考
え
て
み

る
上
で
も
戦
中
の
氏
の
文
学
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
戦
中
に
於
け
る
氏
の
生
活
を
み
よ
う
。
氏
は
、
日
中
戦
争
と

南
京
事
件
の
狂
気
の
戦
争
に
つ
い
て
『
マ
ル
ス
の
歌
』
禧
田
．
ｌ
）
を

と
も
に
そ
れ
へ
の
憂
慮
を
誰
よ
り
も
は
や
く
感
じ
取
っ
て
い
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
そ
れ
は
解
放
軍
と
し
て
の
進
駐
軍
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
も
一

つ
の
権
力
の
象
徴
に
は
変
わ
り
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
の
不
安
・
不
信
で

あ
り
、
し
か
し
な
が
ら
も
自
由
に
出
来
る
だ
ろ
う
と
い
う
明
る
い
希
望
も

持
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
案
の
定
の
結
果
と
な
っ
た
と
き
氏
の
反
俗
精
神
は

よ
り
確
実
な
も
の
と
し
て
以
降
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
。
氏
が
い
う
よ

う
に
、
や
っ
ぱ
り
敗
戦
は
解
放
感
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
作
品
を
論
ず
ろ
に
あ
た
っ
て
、
戦
中
と
戦
後
を
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
主
人
公
で
あ
る
「
わ
た
し
」
の
三
つ
の
願

い
に
そ
れ
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
「
時
計
」
は

狂
っ
た
時
間
の
戦
中
と
、
敗
戦
と
と
も
に
混
乱
し
た
戦
後
を
意
味
し
て
お

り
、
「
帽
子
」
と
「
女
人
」
は
戦
中
と
考
え
て
論
を
進
め
て
行
き
た
い
。

一
、
石
川
淳
の
敗
戦
前
後

書
い
た
。
が
、
昭
和
ｎ
年
の
二
・
二
六
事
件
も
あ
っ
て
氏
の
軍
国
主
義
に

対
す
る
批
判
の
『
マ
ル
ス
の
歌
』
が
発
売
禁
止
処
分
を
受
け
る
。
「
マ
ル

ス
の
歌
」
が
流
行
歌
と
鳴
り
響
く
中
、
太
平
洋
戦
争
へ
と
突
入
し
て
い
く

と
と
も
に
政
府
の
取
り
締
ま
り
は
一
段
と
厳
し
く
な
っ
た
。
従
っ
て
昭
和

Ⅲ
年
代
、
特
に
後
半
は
こ
の
よ
う
な
作
品
を
書
く
こ
と
は
不
可
能
な
状
況

で
あ
っ
た
。
氏
の
鞘
晦
は
こ
こ
か
ら
来
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
氏
は
戦
争
に
よ
る
「
権
力
の
弾
圧
が
厳
し
い
」
か
ら
で
な
く
て
も
江
戸

注
几

や
中
国
古
典
に
鞘
晦
す
る
と
い
う
「
必
然
」
は
あ
っ
た
と
い
う
。
け
れ
ど

も
こ
の
氏
の
鞘
晦
に
お
い
て
、
氏
自
身
の
考
え
方
を
屈
し
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
精
神
は
以
降
も
絶
え
る
事
な
く
滴
々
と
流
れ

て
い
た
と
い
え
る
。
『
マ
ル
ス
の
歌
』
の
よ
う
な
「
軍
国
主
義
に
対
す
る

猛
烈
な
批
判
を
書
い
た
作
品
と
い
う
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
も
の
を

別
に
す
る
と
、
ち
ょ
っ
と
ほ
か
に
類
が
な
い
」
（
「
無
意
識
の
選
択
二
と
小

田
切
秀
雄
が
い
う
よ
う
に
、
日
本
文
学
史
か
ら
見
て
も
数
少
な
い
作
品
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
こ
の
よ
う
な
強
烈
な
作
品
が
無
い
と
い
う
こ
と

で
安
易
な
解
釈
を
す
る
人
も
い
る
が
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
権
力
の

弾
圧
が
厳
し
く
な
る
に
つ
れ
て
今
ま
で
の
よ
う
に
積
極
的
に
は
で
き
な
い

が
「
遊
び
に
よ
る
抵
抗
」
（
「
遊
び
の
精
神
」
昭
印
・
３
）
の
姿
勢
は
『
曾
呂

利
咄
』
（
昭
Ｂ
・
５
）
『
鉄
拐
』
南
週
・
皿
）
『
張
柏
端
』
（
昭
肥
．
、
）
な

ど
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
中
で
「
文
学
の
今
日
」
（
昭
咀
・
１
）

に
は
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。
文
学
者
の
仕
事
は
「
最
も
今
日
的
な
、
ま

た
最
も
国
士
的
な
と
こ
ろ
に
制
約
」
さ
れ
、
そ
の
「
一
番
強
く
干
渉
し

て
く
る
」
も
の
は
い
つ
も
「
政
治
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
文
学
者
の
運
動

を
外
部
か
ら
造
型
し
て
行
く
よ
う
な
工
合
に
打
ち
寄
せ
て
く
る
」
も
の
だ

が
、
そ
の
ゆ
え
に
「
文
学
の
生
命
を
無
限
に
発
展
さ
せ
、
文
学
者
の
青
春

6４
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『黄金伝説』論
を
不
断
に
持
続
さ
せ
る
所
以
」
で
も
あ
る
、
と
。
「
今
日
的
」
、
「
国
士
的

制
約
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
昭
和
皿
年
代
の
日
本
と
日
本
文
学

の
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
文
学
者
が
こ
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
と

し
て
も
文
学
者
の
仕
事
を
や
り
通
し
た
も
の
は
数
少
な
か
っ
た
。
で
も
こ

れ
が
先
も
言
っ
た
よ
う
に
当
時
の
文
学
者
た
ち
の
仕
事
で
あ
っ
た
と
見
れ

ば
氏
の
文
学
は
体
制
や
権
力
に
対
抗
し
つ
つ
反
骨
精
神
で
一
貫
し
た
文
学

者
の
一
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

次
に
、
こ
の
敗
戦
を
氏
は
ど
う
受
け
止
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
マ
ル
ス
の
歌
』
が
鳴
り
響
く
暗
く
て
息
苦
し
い
時
代
は
敗
戦
に
よ
っ

て
こ
の
国
土
に
「
解
放
感
」
を
も
た
ら
し
た
。
が
、
そ
こ
に
は
「
解
放

感
」
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
敗
戦
を
氏
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い

る
。

（
解
放
感
）
そ
れ
は
あ
り
ま
し
た
ね
。
あ
れ
は
な
ん
と
い
う
か
、
つ

ま
り
、
戦
争
屋
が
い
く
ら
も
い
し
た
ね
、
戦
争
が
あ
っ
た
ん
で
、
な

に
か
書
く
チ
ャ
ン
ス
を
つ
か
ん
だ
、
と
い
う
よ
う
な
の
が
あ
り
ま
し

た
ね
、
安
っ
ぽ
い
の
が
。
そ
ん
な
連
中
は
解
放
感
が
あ
っ
た
か
ど
う

か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は
、
戦
争
の
時
の
解
放
感
と
い
う
の

は
複
雑
な
も
ん
で
す
ね
。
解
放
感
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
国

が
敗
れ
た
と
い
う
事
実
も
ま
た
か
な
り
重
い
も
ん
だ
っ
た
わ
け
で
す

か
ら
ね
。
こ
っ
ち
は
そ
の
日
暮
で
し
ょ
う
。
末
は
ど
う
な
る
か
、
見

込
み
は
ぜ
ん
ぜ
ん
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
だ
か
ら
解
放
感
と
、
前
途
が
ど

う
な
る
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
ご
く
近
い
と
こ
ろ
で
自
分
の
こ

と
で
も
あ
る
が
、
国
の
こ
と
で
も
あ
る
、
と
い
う
感
銘
は
あ
っ
た
ん

で
、
解
放
感
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
バ
ン
ザ
イ
、
と
い
う
風
な
た
ち
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。
「
遊
び
の
精
神
」

と
、
い
う
よ
う
に
氏
は
「
解
放
感
」
、
即
ち
、
「
見
込
み
は
全
然
」
な
い

け
れ
ど
も
、
し
か
し
「
前
途
は
明
る
い
と
い
う
ふ
う
な
感
じ
」
の
「
解
放

感
」
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
自
由
に
や
れ
る
と
い
う
と

こ
ろ
が
確
か
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
戦
争
屋
が
敗
戦
に
便

乗
し
て
「
な
に
か
書
く
チ
ャ
ン
ス
」
を
掴
む
（
本
多
秋
五
の
い
う
筆
を
曲

げ
て
世
に
お
も
ね
る
こ
と
が
出
来
る
作
家
た
ち
：
「
大
衆
作
家
・
転
向
作

家
・
芸
術
至
上
主
義
」
）
の
と
は
根
本
的
に
違
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
こ

の
解
放
感
と
と
も
に
「
国
」
、
こ
れ
は
国
家
と
い
う
よ
り
疲
弊
し
た
国
士

の
「
日
暮
し
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
国
民
生
活
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
憂
慮

を
も
抱
い
た
複
雑
な
認
識
で
あ
ろ
う
。
国
民
が
心
配
し
て
い
る
生
活
へ
の

不
安
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
文
学
者
の
位
置
と
無
意
識
に
符
合
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
氏
は
「
文
学
の
今
日
」
で
「
文
学
者
の
心
は
い

つ
も
大
多
数
の
国
民
の
中
で
一
番
弱
い
力
し
か
持
た
な
い
大
群
と
共
に
在

る
。
文
学
が
人
間
的
で
あ
る
限
り
、
こ
の
関
係
は
楡
ら
な
い
」
と
い
い
、

さ
ら
に
「
国
民
の
中
か
ら
盛
り
上
が
っ
て
来
る
エ
ネ
ル
ギ
イ
は
文
学
者
自

身
の
エ
ネ
ル
ギ
イ
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ
文
学
者
の
立

場
で
は
な
か
ろ
う
か
。

要
す
る
に
氏
は
文
学
者
の
眼
を
国
民
に
据
え
つ
つ
、
必
ず
し
も
「
バ
ン

ザ
イ
」
と
は
言
え
な
い
が
、
し
か
し
自
由
に
や
れ
る
と
い
う
「
解
放
感
」

で
敗
戦
を
迎
え
て
い
る
。
こ
れ
は
当
然
戦
前
の
思
考
と
の
断
絶
を
意
味
す

る
。
だ
か
ら
漠
然
と
敗
戦
に
な
っ
た
か
ら
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
こ
の

「
解
放
感
」
は
「
三
つ
の
願
」
、
中
で
も
「
女
人
」
の
生
活
と
関
わ
っ
て
く

る
。
戦
中
を
含
め
、
敗
戦
に
な
っ
た
今
を
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
問
題
、

言
い
換
え
れ
ば
自
分
自
身
が
「
振
り
子
」
に
な
る
と
い
う
精
神
生
活
を
意

味
す
る
。
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戦
中
の
認
識
に
つ
い
て
の
評
価
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
と
い
っ

て
も
『
マ
ル
ス
の
歌
』
以
降
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
に
異
論
が
あ

る
。
ま
ず
、
岡
本
卓
治
は
『
石
川
淳
・
坂
口
安
吾
』
（
昭
和
弱
・
７
有
精
堂
）

の
「
戦
争
期
の
石
川
淳
」
と
い
う
論
文
で
石
川
淳
の
戦
争
期
の
姿
勢
に
対

す
る
理
解
と
し
て
、
「
石
川
淳
が
戦
争
期
の
時
局
の
動
向
を
無
視
し
つ
づ

性
六

け
た
と
い
う
点
に
注
目
す
る
（
本
多
説
）
か
、
そ
の
無
視
を
生
み
だ
し
た

注
上

と
こ
ろ
の
理
由
に
注
目
す
る
（
井
沢
説
）
か
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
」
と

両
極
す
る
と
し
て
、
い
ず
れ
も
「
石
川
淳
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
と
そ
の

結
果
と
を
短
絡
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
間
の
困
難
に
満
ち
た
闘
い
を
切
り
捨

て
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
。
そ
こ
で
彼
は
「
「
わ
た
し
」
は
い
く
さ
の
あ

い
だ
、
国
外
脱
出
が
む
ず
か
し
い
の
で
、
し
ば
ら
く
国
産
品
で
生
活
を
ま

か
な
っ
て
、
江
戸
に
留
学
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
明
和
か
ら
文
化

に
至
る
何
十
年
に
日
本
の
近
代
と
い
う
も
の
を
発
見
し
た
よ
。
文
政
以
後

は
品
物
が
お
ち
る
ね
。
火
事
の
さ
い
ち
ゅ
う
で
も
、
こ
の
江
戸
の
近
代
人

諸
君
と
附
合
う
こ
と
は
焼
跡
見
物
よ
り
も
た
の
し
か
っ
た
ね
。
（
「
乱
世
雑

談
」
昭
別
・
８
傍
点
引
用
者
Ｅ
と
い
う
こ
と
を
安
易
に
と
っ
て
本
多
の
い

う
「
逸
早
く
戦
争
を
待
避
し
た
澄
ま
し
屋
」
と
い
う
説
と
、
「
強
い
抵
抗

の
意
志
な
く
し
て
は
と
り
得
な
い
」
と
い
う
井
沢
の
説
を
否
定
し
た
上

で
、
彼
は
氏
が
当
時
、
年
齢
（
当
時
蛆
歳
）
と
「
マ
イ
ナ
ー
ポ
エ
ッ
ト
」

的
作
家
の
地
位
が
あ
っ
た
か
ら
井
沢
の
言
う
よ
う
な
「
強
い
抵
抗
」
が
あ

り
え
た
と
い
う
。
故
に
二
人
の
説
は
短
絡
的
だ
と
い
い
、
氏
を
戦
争
に
対

す
る
「
意
識
的
な
無
視
」
Ⅱ
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
認
識
論
」
と
い
う
立
場

で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
説
も
実
は
井
沢
の
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
と
い

え
る
。
そ
れ
か
ら
、
年
齢
と
「
マ
イ
ナ
ー
ポ
エ
ッ
ト
」
が
氏
の
強
い
抵
抗

の
要
因
だ
っ
た
と
い
う
の
は
納
得
行
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

ま
ず
、
こ
の
作
品
を
素
描
し
て
み
る
と
、
主
人
公
の
「
わ
た
し
」
が

狂
っ
た
時
計
を
懐
に
し
ま
っ
て
、
三
つ
の
願
い
を
叶
え
る
た
め
に
諸
国

を
歩
き
回
っ
て
い
る
。
敗
戦
を
前
後
に
し
た
「
わ
た
し
」
の
努
力
は
、
し

か
し
何
一
つ
叶
え
る
こ
と
が
出
来
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
旅
か
ら

帰
っ
て
来
た
「
わ
た
し
」
は
道
中
で
悟
っ
た
と
い
う
よ
う
に
「
罪
の
観

念
」
と
、
そ
れ
が
「
風
と
煤
煙
」
の
物
質
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

を
知
り
、
そ
れ
を
洗
い
落
と
す
こ
と
で
「
時
計
」
も
「
帽
子
」
も
、
そ

れ
か
ら
「
わ
た
し
」
の
体
ぐ
あ
い
も
元
に
戻
る
。
残
っ
た
の
は
懸
想
し
て

き
た
「
女
人
」
と
会
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
敗
戦
を
迎
え
、
も
う
忘

れ
か
け
て
い
た
。
も
は
や
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
「
外
部
に
お
こ
る
事
件

の
ひ
と
つ
」
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
。
そ
れ
が
「
女
人
」
と
出
会
っ
た
と
た

ん
「
総
身
た
ち
ま
ち
燃
え
あ
が
っ
て
来
」
る
次
第
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
再
会
が
「
わ
た
し
」
に
異
変
を
引
起
し
て
し
ま
う
。
売
笑
婦
と
し
て

転
落
し
て
し
ま
っ
た
「
女
人
」
を
前
に
し
て
「
わ
が
眼
を
わ
が
耳
を
う
た

が
」
う
。
「
女
人
」
の
こ
の
転
落
こ
そ
「
わ
た
し
」
の
体
の
異
変
と
密
接

な
関
係
に
あ
る
。
「
蝶
が
木
の
幹
に
と
ま
る
」
よ
う
に
ぴ
っ
た
り
と
兵
隊

に
抱
き
つ
い
て
い
る
姿
に
「
わ
た
し
」
は
絶
望
す
る
。
故
に
「
わ
た
し
」

の
体
が
乱
れ
始
め
、
ま
た
別
れ
た
と
き
に
は
正
常
に
戻
る
と
い
う
と
こ
ろ

で
物
語
は
終
わ
る
。

せ
よ
、
氏
の
戦
争
に
対
す
る
強
い
抵
抗
と
江
戸
留
学
に
見
る
認
識
者
の
立

場
Ⅱ
「
遊
び
の
精
神
」
に
よ
っ
て
戦
中
を
潜
り
抜
け
て
き
た
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

二
、
「
時
計
」
と
「
帽
子
Ⅱ
戦
闘
帽
」
に
見
る
「
罪
の
観
念
」
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『黄金伝説』論
こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
わ
た
し
」
の
時
計
が
二
度
止
ま
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
最
初
は
電
車
の
中
で
敗
戦
を
知
っ
た
と
き
で
あ
り
、
次
は
「
女

人
」
と
会
っ
た
時
で
あ
る
。
何
故
、
「
わ
た
し
」
の
時
計
が
止
ま
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
実
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
次
章
の
「
女
人
」
と
戦
後
の
と
こ
ろ
に
書
く
こ
と
に
し
て
、
そ

の
前
に
時
計
の
意
味
を
先
に
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
時
計
」
と
は
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
時
間
を
刻
む
も
の
で
あ
る
。

時
間
と
は
過
去
の
歴
史
を
も
意
味
す
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
過
去
の
歴

史
を
含
め
、
今
こ
の
時
勢
と
敗
戦
を
迎
え
て
も
っ
と
狂
っ
て
し
ま
っ
た
時

計
に
よ
る
戦
後
の
混
乱
し
た
社
会
の
不
安
を
意
味
し
て
い
る
の
は
確
か
で

あ
る
。
敗
戦
の
「
玉
音
放
送
」
を
聴
い
て
一
度
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
時
計

が
こ
の
「
あ
た
ら
し
い
打
撃
を
受
け
て
の
ち
は
そ
れ
が
ま
す
ま
す
狂
い
出

し
て
」
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
戦
中
と
戦
後
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
わ
た
し
」
は
そ
も
そ
も
狂
っ
た
時
計
を

懐
に
し
ま
っ
て
、
そ
れ
を
直
し
た
い
と
い
う
願
い
を
抱
い
て
旅
を
し
て
い

る
が
、
軍
国
主
義
の
拡
張
に
よ
っ
て
狂
っ
た
時
間
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
状

況
下
で
「
正
確
な
時
刻
の
標
準
」
を
求
め
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で

あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
求
め
て
諸
国
を
歩
き
回
る
と
い
う

の
は
「
わ
た
し
と
い
う
存
在
が
こ
の
風
土
に
於
け
る
振
り
子
」
に
な
ろ
う

と
す
る
精
神
運
動
に
他
な
ら
な
い
。
戦
後
の
焼
跡
の
凄
惨
た
る
状
況
を
目

の
当
た
り
に
し
た
「
わ
た
し
」
は
「
息
絶
え
て
地
の
底
に
め
り
こ
も
う
」

と
す
る
。
が
、
「
ふ
と
こ
ろ
の
時
計
の
、
狂
い
な
が
ら
も
か
ち
か
ち
と
、

そ
れ
が
ま
だ
ま
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
こ
の
世
の
時
間
を
き
ざ
む
音
」
に

引
き
止
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
世
が
息
を
吹
き
返
し
、
敗
戦
と
と
も
に

止
ま
っ
た
時
計
が
再
び
動
き
始
め
た
よ
う
に
戦
中
焼
け
出
さ
れ
た
「
わ
た

し
」
が
如
何
に
生
き
る
か
と
い
う
一
つ
の
精
神
の
闘
い
で
あ
っ
た
。
だ
か

ら
こ
れ
は
こ
う
い
う
努
力
が
あ
っ
て
、
こ
の
世
を
「
前
の
世
の
出
来
事
」

に
し
、
新
た
に
今
を
生
き
よ
う
と
す
る
「
わ
た
し
」
の
精
神
の
証
に
他
な

ら
な
い
。

要
す
る
に
「
わ
た
し
」
は
狂
っ
た
時
計
を
認
識
し
、
そ
れ
を
直
そ
う
と

す
る
。
し
か
し
、
戦
中
の
今
現
在
置
か
れ
た
現
状
か
ら
は
、
言
う
ま
で
も

な
く
国
士
全
体
が
物
理
的
に
合
わ
さ
れ
た
時
間
を
直
せ
る
よ
う
な
「
確
実

な
時
計
職
人
」
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
わ
け
で
あ
る
。
意
識
無
意
識
を

問
わ
ず
、
狂
っ
た
時
計
を
信
じ
る
し
か
な
か
っ
た
と
き
、
「
わ
た
し
」
は

『
マ
ル
ス
の
歌
』
に
「
Ｎ
Ｏ
！
」
と
叫
ぶ
よ
う
に
「
わ
た
し
」
の
「
生
理

的
時
間
か
ら
物
理
的
時
間
」
を
割
り
出
し
て
い
る
。
反
復
し
て
言
え
ば
、

そ
れ
は
自
分
が
割
り
出
し
た
時
間
の
み
を
信
じ
る
と
い
う
自
分
自
身
の
生

き
方
の
発
見
へ
の
努
力
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

次
は
「
帽
子
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
時
計
が
物
理
的
に
合
わ

さ
れ
た
よ
う
に
頭
上
か
ら
押
し
被
さ
っ
て
く
る
絶
対
的
権
力
の
象
徴
で

あ
る
。
国
家
総
動
員
法
が
成
立
し
、
今
度
は
太
平
洋
戦
争
と
と
も
に
総
力

戦
の
真
っ
只
中
に
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
無
疵
に
逃
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
「
わ
た
し
」
は
こ
の
戦
闘
帽
を
欲
し
て
は
い
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
わ
た
し
」
は
「
こ
の
異
様
な
か
ぶ
り
も
の
を
永
遠
に
あ

た
ま
の
上
に
載
せ
て
あ
る
く
こ
と
は
好
ま
な
い
」
の
で
、
ど
こ
か
真
人
間

が
被
る
帽
子
を
求
め
て
歩
き
回
っ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

「
わ
た
し
」
の
こ
の
努
力
も
虚
し
く
真
人
間
の
被
る
帽
子
も
ど
こ
に
も
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
真
人
間
の
か
ぶ
る
帽
子
を
も
と
め
る
こ
と
は
真
人
間

に
頭
脳
に
出
逢
う
こ
と
と
お
な
じ
ぐ
ら
い
む
ず
か
し
」
い
こ
と
で
あ
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
で
も
「
わ
た
し
」
は
こ
の
国
土
の
ど
こ
か
に
は
あ
る
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だ
ろ
う
と
い
う
夢
を
抱
き
、
「
寄
辺
な
く
諸
方
を
歩
き
ま
わ
」
る
。
と
い

う
こ
と
は
狂
っ
た
時
計
を
直
せ
る
「
確
実
な
時
計
職
人
」
が
い
な
い
よ
う

に
当
然
「
真
人
間
」
が
被
る
よ
う
な
帽
子
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な

い
の
で
あ
る
。
「
わ
た
し
」
の
こ
の
よ
う
な
努
力
は
「
女
人
」
探
し
と
と

も
に
雲
を
掴
む
よ
う
な
態
で
疲
労
と
絶
望
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
時

計
」
が
生
活
に
お
け
る
水
平
的
時
間
だ
と
す
れ
ば
、
「
帽
子
」
は
垂
直
的

空
間
で
あ
る
と
い
え
る
。
時
間
的
空
間
的
に
こ
の
国
士
に
非
精
神
の
「
訊

と
煤
煙
」
の
仕
業
、
即
ち
、
こ
の
非
精
神
の
重
圧
か
ら
逃
れ
、
ま
た
は
打

克
っ
た
め
に
「
わ
た
し
」
の
「
草
篭
」
Ⅱ
精
神
の
運
動
と
い
う
仕
掛
を
配

置
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
わ
た
し
」
の
戦
中
に
於
け
る
精
神
の
努
力
、
い
わ
ば

国
家
権
力
に
対
す
る
「
確
実
な
時
計
職
人
」
と
「
真
人
間
」
を
捜
し
求
め

る
抵
抗
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
「
わ
た
し
」
の
願
い
が
虚
し
く
終
わ
っ

た
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
こ
の
旅
か
ら
「
わ
た
し
」
は
「
わ
た

し
」
の
生
き
る
道
を
発
見
す
る
。
「
罪
の
観
念
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

で
は
、
「
罪
の
観
念
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
「
わ
た
し
」
が
道
中
悟
っ

た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
い
く
ざ
が
精
神
に
お
い
て

「
無
意
味
な
る
平
地
」
（
『
無
尽
灯
上
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
天
皇
と
天

皇
を
中
心
と
し
た
権
力
に
対
し
何
も
言
え
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
「
罪

の
観
念
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
要
す
る
に
、
「
無
意
味
な
る
平
地
」
を

生
き
続
け
る
「
わ
た
し
」
の
非
精
神
と
そ
れ
に
よ
っ
て
黙
秘
し
て
い
た

「
わ
た
し
」
に
他
な
ら
な
い
．
氏
は
「
夷
齋
饒
舌
」
ｌ
戦
中
遺
文
（
昭

弱
・
３
『
新
潮
』
、
後
『
増
補
石
川
淳
全
集
代
十
二
巻
』
、
決
定
版
『
石
川
淳
全

集
第
十
四
巻
』
に
収
録
）
に
於
い
て
、
「
「
必
ず
実
現
す
べ
き
単
純
明
白
な

る
」
と
は
な
に
か
。
こ
の
表
現
は
決
し
て
「
単
純
明
白
」
で
な
い
。
こ
こ

は
「
実
現
す
る
は
ず
の
な
い
暖
昧
む
ち
や
く
ち
や
な
」
と
書
く
べ
き
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ま
さ
に
当
時
の
実
状
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の

「
仮
定
」
の
書
き
方
に
ゴ
マ
カ
シ
が
あ
っ
た
た
め
に
、
あ
る
い
は
ゴ
マ
カ

シ
方
が
拙
劣
で
あ
っ
た
た
め
に
、
云
々
」
と
書
き
、
「
い
ぐ
さ
が
わ
た
し

の
文
章
に
お
よ
ぼ
し
た
も
っ
と
も
大
き
い
ユ
ガ
ミ
と
い
え
ば
、
前
後
に
こ

の
文
句
一
と
こ
ろ
で
な
い
か
と
、
わ
た
し
は
お
も
う
。
ウ
ソ
に
は
ウ
ソ
の

つ
き
方
が
あ
る
。
小
説
家
と
し
て
、
恥
辱
で
あ
っ
た
」
と
、
当
時
の
こ
と

を
回
想
し
て
い
る
。
こ
の
「
恥
辱
」
こ
そ
が
「
罪
の
観
念
」
で
あ
る
。
こ

れ
は
戦
中
に
書
い
た
「
善
隣
の
文
化
に
つ
い
て
」
の
一
文
、
「
す
な
わ
ち
、

日
本
文
化
を
関
係
諸
文
化
の
主
と
し
て
立
て
る
と
い
う
、
必
ず
実
現
す

べ
き
単
純
明
白
な
過
程
で
あ
る
。
（
こ
れ
は
満
州
に
対
す
る
場
合
だ
け
で

は
な
い
）
」
と
い
う
文
章
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
判
る
よ
う
に
こ
う
い

う
非
精
神
の
生
活
が
「
わ
た
し
」
に
於
い
て
「
罪
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
こ
れ
は
「
わ
た
し
」
と
「
女
人
」
と
の
関
係
に
お
い
て
も
重
要
な
鍵

で
あ
る
。そ
れ
は
今
日
の
世
の
中
全
体
の
う
え
に
圧
し
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
と
こ

ろ
の
途
方
も
な
い
罪
の
観
念
の
し
わ
ざ
だ
と
い
う
こ
と
、
お
の
れ
の

臆
に
疵
を
も
っ
と
否
と
に
拘
わ
ら
ず
、
課
せ
ら
れ
た
罪
の
観
念
の
重

量
か
ら
は
た
れ
も
無
疵
に
は
逃
れ
了
せ
な
い
よ
う
な
運
命
の
所
為
だ

と
い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
は
道
中
つ
と
に
さ
と
っ
て
い
た
。
や
け
ど

す
る
ほ
ど
あ
つ
い
湯
を
浴
び
て
風
と
煤
煙
と
を
洗
い
落
と
す
と
、
わ

た
し
は
三
四
ヶ
月
ぶ
り
に
さ
っ
ぱ
り
し
て
、
う
っ
と
う
し
か
っ
た
一
眉

の
こ
り
も
し
ぜ
ん
と
軽
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
け
だ
し
、
罪
と

は
煤
煙
の
よ
う
に
ふ
り
か
か
っ
て
来
る
も
の
、
風
の
よ
う
に
伝
染
し

て
来
る
も
の
、
古
代
印
度
の
信
仰
の
よ
う
に
罪
は
物
質
に
ち
が
い
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『黄金伝説』論
な
い
。

「
正
直
な
人
間
」
と
「
真
人
間
」
を
探
し
て
諸
国
を
歩
き
回
っ
た
「
わ

た
し
」
は
ど
こ
を
行
っ
て
も
出
逢
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
む
し
ろ

「
風
と
煤
煙
」
と
い
う
罪
の
物
質
に
犯
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
い
う
よ
り
も

「
風
と
煤
煙
」
が
「
世
の
中
全
体
」
に
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
が

罪
で
あ
る
と
悟
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
「
お
の
れ
の
臆
に
疵
を
も
つ
と
否

と
に
拘
わ
ら
ず
、
課
せ
ら
れ
た
罪
の
観
念
の
重
量
か
ら
は
た
れ
も
無
疵

に
は
逃
れ
了
せ
な
い
」
運
命
と
し
て
国
士
全
土
に
圧
し
か
ぶ
さ
っ
て
き
た

こ
と
に
「
わ
た
し
」
は
疲
労
と
絶
望
を
感
じ
る
。
「
煤
煙
の
よ
う
に
ふ
り

か
か
っ
て
来
る
も
の
、
凱
の
よ
う
に
伝
染
し
て
来
る
も
の
」
の
「
古
代
印

度
の
信
仰
の
よ
う
に
物
質
」
の
「
今
日
の
世
の
中
全
体
の
う
え
に
圧
し
か

ぶ
さ
っ
て
い
る
」
「
訊
と
煤
煙
」
に
対
し
、
「
罪
の
観
念
」
を
抱
く
。
言
い

換
え
れ
ば
、
戦
時
中
の
狂
気
を
ど
う
考
え
て
も
精
神
の
作
用
と
は
思
わ
れ

な
い
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
今
日
を
認
識
す
る

の
は
言
う
ま
で
も
な
く
精
神
作
用
で
あ
る
。
故
に
、
罪
と
し
て
課
せ
ら
れ

た
物
質
を
洗
い
落
と
す
こ
と
で
「
う
っ
と
う
し
か
っ
た
肩
の
こ
り
も
し
ぜ

ん
と
軽
く
」
な
り
、
「
わ
た
し
の
か
ら
だ
ぐ
あ
い
は
非
常
に
よ
く
、
血
色

も
冴
え
、
す
こ
し
は
ふ
と
っ
て
も
来
て
、
物
ど
こ
ろ
つ
い
て
以
来
は
じ
め

て
の
健
康
ぶ
り
で
、
身
体
す
べ
て
故
障
が
な
」
く
な
っ
て
来
た
。
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
「
時
計
も
ま
た
そ
う
む
ち
や
に
は
狂
わ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
」

来
て
、
「
グ
リ
ニ
ッ
チ
天
文
台
の
時
計
に
く
ら
べ
て
あ
ま
り
大
き
い
誤
差
」

も
な
く
、
「
正
直
な
人
間
」
を
探
す
必
要
も
な
く
な
っ
て
き
た
。
「
帽
子
」

に
於
い
て
も
戦
闘
帽
を
投
げ
捨
て
、
今
は
「
は
か
ら
ず
も
、
あ
た
ら
し

い
、
ま
と
も
な
恰
好
の
か
ぶ
り
も
の
を
あ
た
ま
の
上
に
載
せ
る
」
と
「
心

た
の
し
」
く
な
っ
て
来
る
。
こ
う
し
て
「
時
計
」
も
「
帽
子
」
も
な
ん
と

戦
中
、
「
女
人
」
は
「
わ
た
し
」
に
「
お
足
も
と
に
お
気
を
つ
け
く
だ

さ
い
ま
せ
、
そ
こ
を
左
へ
お
ま
が
り
あ
そ
ば
し
て
、
そ
れ
か
ら
右
へ
」
と

道
を
教
え
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
で
「
わ
た
し
」
は
恋
人
で
も
あ

る
か
の
よ
う
に
思
い
続
け
て
来
た
。
そ
こ
で
戦
争
は
激
し
く
な
り
、
ず
っ

と
懸
想
し
て
き
た
「
女
人
」
の
行
方
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
諸
国
を
歩

き
回
っ
た
が
、
願
い
は
絶
望
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
で
も
、
終
戦
と
共

に
「
わ
た
し
」
の
「
時
計
」
も
「
帽
子
」
も
間
に
合
い
、
体
具
合
も
健
全

に
戻
っ
て
来
た
こ
と
も
あ
っ
て
「
わ
た
し
」
が
懸
想
し
て
き
た
「
女
人
」

の
こ
と
は
も
う
「
外
部
に
お
こ
る
事
件
」
と
し
て
忘
れ
て
い
た
。
と
こ

か
間
に
合
っ
て
く
る
次
第
で
あ
る
。

「
罪
の
観
念
」
で
あ
っ
た
「
風
と
煤
煙
」
を
洗
い
落
と
す
と
は
、
戦
中
、

無
理
矢
理
に
押
し
付
け
ら
れ
た
「
時
計
」
を
直
し
、
「
帽
子
」
Ⅱ
「
戦
闘

帽
」
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
健
康
体
で
あ
っ
た
「
わ
た
し
」
に

戻
る
と
い
う
精
神
運
動
の
謂
で
あ
る
。
「
物
質
」
が
「
罪
」
で
あ
る
こ
と

は
、
「
物
質
」
が
非
精
神
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
丙
く
さ
の
見
か

け
の
波
潤
は
、
精
神
の
運
動
に
と
っ
て
は
、
じ
っ
は
無
意
味
な
る
平
地
で

あ
っ
た
」
（
『
無
尽
灯
上
と
い
う
よ
う
に
、
「
わ
た
し
」
の
敗
戦
を
前
後
に

し
た
旅
は
権
力
に
対
す
る
抵
抗
と
そ
の
精
神
運
動
だ
と
す
れ
ば
、
戦
中
の

「
時
計
」
も
「
帽
子
」
も
非
精
神
の
物
質
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
女
人
」

と
再
会
し
た
時
正
常
で
あ
っ
た
「
わ
た
し
」
の
体
や
時
計
や
帽
子
が
乱
れ

る
の
は
、
「
女
人
」
が
戦
中
の
非
精
神
に
転
落
し
た
ま
ま
戦
後
を
生
き
て

い
る
こ
と
へ
の
激
し
い
拒
否
反
応
に
他
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

三
、
「
女
人
」
と
戦
後
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ろ
が
、
終
戦
直
後
横
浜
の
一
角
で
偶
然
と
「
三
四
ヶ
月
わ
た
る
難
渋
の
旅

を
つ
づ
け
諸
方
あ
ま
ね
く
さ
が
し
も
と
め
た
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
今
や
い

さ
さ
か
忘
れ
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
ひ
と
の
顔
」
を
見
る
。
も
は

や
「
外
部
に
お
こ
る
事
件
」
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
今
は
「
総
身
た
ち
ま

ち
燃
え
あ
が
っ
て
来
」
た
「
わ
た
し
」
は
「
体
内
の
血
の
気
が
次
第
に
う

せ
て
肉
が
げ
っ
そ
り
落
ち
て
行
く
の
を
感
じ
、
悪
寒
に
ふ
る
え
、
手
足
だ

る
く
、
呼
吸
く
る
し
く
、
か
ら
だ
ぐ
あ
い
が
急
に
わ
る
く
な
り
は
じ
め
」

た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
「
あ
た
ら
し
い
鳥
打
帽
は
ぶ
ざ
ま
に
横
に
ゆ
が

み
、
ふ
と
こ
ろ
の
時
計
の
か
ち
か
ち
鳴
る
音
は
と
だ
え
て
、
針
は
す
で
に

と
ま
っ
て
い
」
ろ
有
様
で
あ
る
。
「
外
部
に
お
こ
る
事
件
」
で
な
く
な
っ

て
い
た
。
何
故
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
女
人
」
の
生
活
に
あ
っ
た
。

「
女
人
」
は
横
浜
の
特
別
地
帯
の
身
と
な
っ
て
、
「
こ
と
ば
っ
か
い
と

い
い
、
な
り
の
こ
し
ら
え
と
い
い
、
物
腰
格
好
と
い
い
、
良
家
の
出
の

ひ
と
」
と
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
姿
に
「
わ
が
眼
を
わ
が

耳
を
う
た
が
」
っ
た
。
今
や
「
道
な
ら
ぬ
契
を
交
わ
し
て
か
え
る
き
い
ぎ

ぬ
の
恋
人
」
と
思
え
て
き
た
あ
の
時
の
「
良
家
の
出
の
人
」
と
思
っ
て
い

た
「
す
が
た
」
と
「
声
」
は
売
笑
婦
の
そ
れ
に
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
が

「
女
人
」
の
生
活
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
、
や
は

り
、
戦
中
道
を
教
え
て
く
れ
た
「
む
か
し
の
す
が
た
、
む
か
し
の
声
」
に

他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
ず
っ
と
懸
想
し
、
「
女
人
」
の
真
の
姿
を

求
め
続
け
て
き
た
「
わ
た
し
」
が
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
も
は
や
そ
こ
に

は
「
わ
た
し
」
の
求
め
る
「
女
人
」
の
姿
は
な
か
っ
た
。

終
戦
を
迎
え
、
全
て
の
価
値
観
が
転
倒
し
、
混
乱
し
た
社
会
の
中
で

如
何
に
自
分
を
見
つ
め
直
し
て
生
き
て
い
く
か
と
言
う
精
神
の
作
用
に
よ

る
生
き
方
、
言
い
換
え
れ
ば
「
わ
た
し
と
い
う
存
在
が
風
土
に
於
け
る
振

り
子
」
と
し
て
の
生
き
方
を
見
つ
け
る
努
力
を
し
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
、

「
女
人
」
は
戦
中
の
「
良
家
の
出
の
人
」
か
ら
予
想
も
し
な
か
っ
た
売
笑

婦
に
転
落
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
蝶
が
木
の
幹
に
と
ま
」
（
傍
点

引
用
者
）
た
よ
う
な
姿
で
進
駐
軍
の
兵
隊
に
く
つ
付
い
て
生
き
て
い
る
。

「
わ
た
し
」
が
や
っ
と
自
分
自
身
を
見
つ
け
た
の
に
対
し
、
「
女
人
」
の

生
活
は
パ
ラ
サ
イ
ト
的
非
精
神
の
生
活
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
。
し
か

も
「
永
劫
に
決
し
て
こ
ち
ら
へ
は
ふ
り
返
ら
な
い
で
あ
ろ
う
け
し
き
」
で

あ
る
。
勿
論
「
こ
ち
ら
」
と
は
戦
後
新
た
に
歩
み
始
め
た
「
わ
た
し
」
の

精
神
生
活
で
あ
り
、
民
衆
の
生
活
に
他
な
ら
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
「
女

人
」
は
背
を
こ
ち
ら
に
向
け
た
ま
ま
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
。
そ
こ
で

「
右
」
「
左
」
と
声
を
掛
け
た
い
「
わ
た
し
」
で
あ
る
が
、
戦
中
、
何
も
い

え
な
か
っ
た
自
分
の
罪
が
た
だ
「
死
ぬ
ほ
ど
は
ず
か
し
く
な
っ
て
」
こ
の

場
を
駆
け
出
し
て
し
ま
う
。
要
す
る
に
「
わ
た
し
」
の
体
の
異
変
と
「
死

ぬ
ほ
ど
は
ず
か
し
く
な
□
て
、
「
女
人
」
に
何
も
声
を
掛
け
ら
れ
な
い

と
い
う
の
は
戦
後
の
日
本
と
自
分
と
の
「
罪
の
観
念
」
に
対
す
る
自
己
批

判
的
認
識
で
あ
り
、
「
女
人
」
に
対
す
る
生
理
的
絶
望
感
で
あ
る
。
故
に

再
び
「
わ
た
し
」
が
民
衆
の
生
活
に
戻
る
と
同
時
に
「
体
内
の
血
が
活
溌

に
め
ぐ
り
は
じ
め
、
筋
肉
が
盛
り
あ
が
っ
て
、
悪
寒
が
や
み
、
手
足
た
し

か
に
、
呼
吸
と
と
の
い
、
か
ら
だ
ぐ
あ
い
が
た
ち
ま
ち
順
調
に
復
し
て
来

た
。
そ
し
て
、
ゆ
が
ん
だ
鳥
打
帽
が
い
つ
か
き
ち
ん
と
直
っ
て
い
て
、
ふ

と
こ
ろ
の
時
計
が
き
も
ち
よ
く
か
ち
か
ち
と
鳴
り
出
し
て
」
本
来
の
自
分

の
体
を
取
り
一
戻
す
わ
け
で
あ
る
。
敗
戦
と
と
も
に
止
ま
り
、
狂
い
だ
し
た

時
計
が
「
罪
の
観
念
」
へ
の
自
己
反
省
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
女
人
」
に

会
っ
て
止
ま
っ
た
時
計
は
こ
の
戦
後
を
生
き
る
上
で
の
自
己
反
省
の
再
確

認
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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『黄金伝説』論
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
女
人
」
の
生
活
を
『
無
尽
灯
』
（
昭
皿
・
７
）
の

「
弓
子
」
の
生
活
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
『
無
尽
灯
』
の
主
人
公
の
「
わ

た
し
」
と
弓
子
の
生
活
は
『
黄
金
伝
説
』
と
同
じ
く
「
わ
た
し
」
に
対

し
、
非
精
神
の
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
「
お
ま
え
が
軍
の
ま

わ
し
も
の
と
知
ら
な
か
っ
た
。
勤
労
奉
仕
に
出
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

お
れ
の
真
実
が
あ
る
。
胸
膜
炎
だ
っ
て
、
ま
ん
ざ
ら
ウ
ソ
じ
ゃ
な
い
。
お

れ
の
か
ら
だ
は
、
こ
う
し
て
平
気
じ
ゃ
い
る
が
、
医
者
に
見
せ
た
ら
き
っ

と
難
癖
を
つ
け
る
に
ち
が
い
な
い
。
勤
労
奉
仕
に
出
た
ら
請
合
っ
て
胸
膜

炎
に
な
っ
て
み
せ
る
。
な
ん
だ
か
血
を
吐
き
そ
う
に
な
っ
て
来
た
」
と
い

う
「
わ
た
し
」
は
弓
子
と
違
っ
て
「
胸
膜
炎
」
を
偽
る
。
「
胸
膜
炎
」
と

は
、
「
今
や
「
わ
た
し
」
の
わ
ず
か
に
身
を
寄
せ
る
べ
き
仮
の
宿
は
、
あ

わ
れ
む
べ
し
、
胸
膜
炎
の
ほ
か
無
か
っ
た
。
胸
膜
炎
は
「
わ
た
し
」
の
さ

さ
や
か
な
草
蓄
」
で
あ
り
、
「
こ
の
草
蓄
の
図
形
は
、
も
し
中
み
を
割
っ

て
み
た
と
す
れ
ば
精
神
し
か
無
い
」
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
精
神
生
活

の
謂
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
弓
子
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
弓
子
は
「
堕

落
と
い
う
こ
と
が
か
ん
が
え
ら
れ
な
い
。
弓
子
の
生
理
の
中
に
は
、
堕
落

と
い
う
観
念
が
ぜ
ん
ぜ
ん
は
い
っ
て
来
な
い
よ
う
な
ぐ
あ
い
だ
ね
。
あ
の

肉
体
が
モ
ラ
ル
を
生
き
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
ね
。
ど
う
し
て
大
し
た
権

威
な
の
だ
よ
。
そ
し
て
、
当
人
は
自
分
の
権
威
に
は
気
が
つ
か
な
い
で
、

な
に
か
他
の
権
威
を
も
と
め
さ
が
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
な
か
な

か
見
つ
か
ら
な
い
の
で
迷
っ
て
い
る
。
貧
姜
だ
よ
。
何
で
も
食
っ
て
し
ま

う
」
も
の
で
あ
る
。
戦
中
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
モ
ラ
ル
を
生
き
る
弓
子
に

当
然
の
ご
と
く
「
堕
落
」
の
観
念
が
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
こ
に
は
食
っ

て
も
飽
き
る
こ
と
を
知
ら
な
い
権
威
主
義
だ
け
が
弓
子
の
生
甲
斐
で
あ

り
、
生
そ
の
も
の
で
あ
る
。
弓
子
は
日
ご
ろ
「
絶
体
絶
命
」
、
「
勝
」
、
「
勝

ち
抜
く
」
、
と
い
っ
た
俳
句
を
作
る
よ
う
に
な
り
、
今
度
は
「
必
勝
、
必

勝
、
必
勝
」
と
書
い
た
。
そ
れ
を
目
の
前
に
し
た
「
わ
た
し
」
は
逆
上

し
、
追
い
出
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
「
胸
膜
炎
」
を
患
っ
て
い
る
「
わ
た

し
」
か
ら
見
れ
ば
、
最
も
精
神
の
運
動
と
は
思
わ
れ
な
い
「
心
願
成
就
」

や
「
商
売
繁
盛
」
の
神
棚
に
お
い
て
あ
る
札
と
同
様
の
物
質
的
存
在
に
過

ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
「
物
質
化
」
し
て
し
ま
っ

た
非
精
神
の
弓
子
と
「
わ
た
し
」
の
精
神
運
動
を
配
置
し
て
い
る
草
篭
は

そ
も
そ
も
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
「
人
間
精
神
」
と
「
物
質
精
神
」
に
つ
い
て
「
わ
た
し
」
は

下
記
の
よ
う
に
い
う
。

人
間
精
神
が
い
か
に
美
し
い
は
た
ら
き
を
す
る
か
、
ま
の
あ
た
り
に

知
ろ
う
と
す
れ
ば
、
精
神
が
物
質
と
戦
っ
て
つ
い
に
そ
れ
を
征
服
し

た
と
こ
ろ
の
形
式
に
於
い
て
見
と
ど
け
る
ほ
か
な
い
。
精
神
の
運
動

は
い
つ
も
物
質
の
運
動
よ
り
も
速
い
だ
ろ
う
。
ま
た
精
神
の
達
す
べ

き
目
的
は
、
物
質
の
達
す
べ
き
目
的
よ
り
も
、
か
な
ら
ず
や
高
次
の

世
界
に
あ
る
だ
ろ
う
。

「
精
神
の
運
動
」
は
「
物
質
の
運
動
」
よ
り
、
常
に
「
高
次
の
世
界
」

に
あ
り
、
「
わ
た
し
」
が
仕
掛
け
た
「
草
蓄
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
精
神

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
弓
子
も
「
女
人
」
も
こ
の
「
物
質
の
運
動
」
で

あ
っ
た
戦
中
の
非
精
神
の
化
身
で
あ
る
と
い
え
る
。

注
八

こ
の
「
女
人
」
と
「
わ
た
し
」
に
つ
い
て
高
野
良
知
は
「
女
人
」
を

「
既
に
新
し
い
時
代
に
即
応
し
て
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
女
性
」
と
「
戦

前
の
ま
ま
の
旧
来
の
女
性
像
」
と
の
「
新
・
旧
二
重
の
姿
を
有
っ
」
女
性

と
し
て
捉
え
、
だ
か
ら
体
が
乱
れ
、
彼
女
か
ら
突
き
放
さ
れ
た
と
き
に
は

正
常
に
戻
る
と
言
う
。
さ
ら
に
、
「
女
人
」
に
は
「
人
間
の
精
神
」
が
託
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わ
た
し
は
何
と
い
っ
て
呼
び
か
け
よ
う
。
足
も
と
に
お
気
を
つ
け

下
さ
い
、
と
い
お
う
か
。
左
へ
ま
が
り
な
さ
い
、
そ
れ
か
ら
右
へ
、

と
い
お
う
か
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
発
し
う
る
こ
と
ば
と
て
は
な

く
、
た
だ
死
ぬ
ほ
ど
は
ず
か
し
く
な
っ
て
、
も
う
な
に
も
判
ら
ず
、

駅
前
の
広
場
の
ま
ん
な
か
、
雑
多
な
ひ
と
の
渦
の
沸
き
立
っ
て
い
る

ほ
う
へ
ま
つ
し
ぐ
ら
に
駆
け
出
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
『
黄
金
伝
説
』
は
三
つ
の
願
い
の
た
め
に
諸
国
を
歩
き

回
っ
た
「
わ
た
し
」
の
生
き
方
、
即
ち
、
こ
の
国
士
に
押
し
か
ぶ
さ
っ
て

い
る
「
罪
の
観
念
」
を
如
何
に
克
服
し
、
ま
た
戦
後
の
困
難
な
時
代
を
如

何
に
生
き
る
か
と
い
う
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
へ
の
精
神
運
動
の
回
復

さ
れ
て
い
て
、
主
人
公
の
「
わ
た
し
」
が
拒
絶
さ
れ
た
が
故
に
「
立
ち
直

り
の
展
望
が
見
出
せ
な
い
」
と
い
う
。
そ
れ
が
「
わ
た
し
」
の
「
絶
望
」

と
な
る
が
故
に
、
「
絶
望
か
ら
の
再
生
」
が
氏
の
戦
後
の
出
発
で
あ
り
、

こ
の
作
品
の
最
も
重
要
な
モ
チ
ー
フ
だ
と
い
う
説
に
は
首
肯
で
き
な
い
。

と
い
う
の
は
、
「
女
人
」
に
「
人
間
の
精
神
と
か
魂
」
が
愚
さ
れ
て
い
る

と
い
い
な
が
ら
、
「
二
重
の
姿
」
云
々
と
は
何
事
か
。
「
わ
た
し
」
が
「
女

人
」
の
姿
を
見
て
体
の
異
変
を
起
こ
し
た
と
は
思
わ
な
い
。
「
わ
た
し
」

が
仕
掛
け
た
草
蓄
は
精
神
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
絶
望
か

ら
の
再
生
」
が
主
題
だ
と
い
う
こ
と
は
一
部
認
め
る
け
れ
ど
も
主
題
で
は

な
い
。
こ
の
作
品
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
は
物
質
の
よ
う
な
非
精
神
、
言
い

換
え
れ
ば
「
物
質
精
神
」
に
対
し
、
如
何
に
「
人
間
精
神
」
を
獲
得
し
て

い
く
か
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。

結

を
提
示
し
た
と
い
え
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
暗
黒
時
代
に
お
け
る
福
音

書
と
し
て
の
『
黄
金
伝
説
』
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
Ⅱ
精
神
の
解
放
を
未
来

に
託
し
た
よ
う
に
、
石
川
淳
は
戦
後
の
新
た
な
出
発
に
於
い
て
物
質
精
神

を
乗
り
越
え
た
「
精
神
の
解
放
」
を
託
し
た
と
い
え
る
。

一
章
の
「
石
川
淳
の
敗
戦
前
後
」
の
と
こ
ろ
で
私
は
二
三
の
評
価
を
書

い
た
が
、
本
多
が
い
う
よ
う
に
「
女
人
」
は
何
か
の
象
徴
で
あ
る
が
「
時

計
」
や
「
帽
子
」
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
判
ら
な
い
と
い
う
よ
う

に
、
こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
と
き
に
、
あ
ま
り
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
安
藤
の
「
晴
の
緒
」
説
は
戦
後
の
出
発
と
言
う

点
で
は
頷
け
る
け
れ
ど
、
氏
の
文
学
か
ら
見
れ
ば
そ
う
で
も
な
い
。
塩
崎

注
几

や
野
口
武
彦
も
戦
後
の
出
発
と
い
う
意
味
で
本
多
に
近
い
。
そ
し
て
佐
々

注
１

木
基
一
高
野
の
よ
う
に
「
絶
望
と
再
生
」
が
主
題
と
す
る
説
は
、
た
と
え

ば
石
川
淳
の
作
品
を
こ
の
主
題
の
モ
ー
ド
で
読
も
う
と
し
た
ら
殆
ど
が
当

て
嵌
ろ
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
う
よ
り
も
こ
の
作
品
は
戦
後
の
生
き
方

を
提
示
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

注
「
横
手
一
彦
『
近
代
文
学
論
集
』
第
羽
号
（
１
９
９
７
．
ｕ
日
本
近

代
文
学
会
九
州
支
部
）

ｌ
「
『
黄
金
伝
説
』
は
二
度
つ
く
ら
れ
た
」

二
、
本
多
秋
五
「
抵
抗
の
作
家
石
川
淳
の
登
場
」
（
『
本
多
秋
五
全
集
』

第
７
巻
（
１
９
９
５
．
８
）

三
、
安
藤
始
『
石
川
淳
論
』
（
昭
囲
・
５
）

四
、
塩
崎
文
雄
『
日
本
文
学
』
（
昭
顕
．
ご

「
石
川
淳
に
お
け
る
戦
後
の
出
発
」
ｌ
生
活
の
根
源
的
収
敞
の
意

義
を
め
ぐ
っ
て
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『黄金伝説』論

か
ら
の
再
生
に
つ
い
て

九
、
野
口
武
彦
『
日
本
近
代

十
、
佐
々
木
基
一
『
日
本
文

七
、

学
的
理
想
の
強
弱
で
あ
る
。

八
、
高
野
良
知
『
石
川
淳
研
究
』

六五

川本後原無
驫議長塞襄

氏
は
氏
の
抵
抗
の
つ
よ
さ
ゆ
え
に
整
然
と
身
を
処
し
た
。
こ
の
抵
抗

の
強
弱
を
そ
の
背
後
に
お
い
て
支
え
る
も
の
は
な
に
か
。
ひ
と
り
の

文
学
者
た
る
も
の
が
ま
さ
に
こ
れ
を
把
持
し
、
拠
っ
て
も
っ
て
た
つ

べ
き
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
彼
自
身
の
懐
抱
す
る
文
学
観
の
、
文

川
淳
論
」

『
佳
人
』
に
よ
っ
一

よ
っ
て
逸
早
く
戦

は
、
今
後
い
か
な
－

井
沢
義
雄
『
石
川
一

氏
は
氏
の
抵
抗
の

学
・
昭
和
十
年
代
を
聞
く
』
（
昭
矼
・
辿

五
『
戦
時
戦
後
の
先
行
者
た
ち
』
（
昭
妬

の
選
択
『
昭
和
十
年
代
を
聞
く
石
川
淳
氏
』
（
昭
奴
・
７
）

て
何
気
な
く
花
道
に
現
わ
れ
、
『
曾
呂

画
争
を
待
避
し
た
澄
ま
し
屋
の
石
川
淳

る
謀
を
案
じ
だ
す
か
は
計
り
知
ら
れ
ぬ

淳
』
（
昭
珊
・
６
）

つ
よ
さ
ゆ
え
に
整
然
と
身
を
処
し
た
。

文
学
大
事
典
』
（
昭
田
．
ｕ
）

学
事
典
』
（
昭
姐
・
１
）

（
イ
チ
ュ
ン
ギ
ュ

（
平
３
．
ｕ
）
「
黄
金
伝
説
」
論
ｌ
絶
望

博
士
課
程
一
年
）

と
し
て
再
収
録

４
）
ｌ
「
石

利
咄
』
に

に
あ
っ
て

○
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