
藤
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八
注

I

V

H

藤
村
は
、
彼
の
関
西
漂
泊
の
旅
出
発
前
後
、
三
つ
の
劇
詩
(
『
制
琵
琶
法
師
』
・
『
れ
茶
の

注

2
V

〈
注

3
V

け
ぶ
り
』
『
朱
門
の
う
れ
ひ
』
)
を
世
に
問
う
て
い
る
。
乙
の
三
編
の
劇
詩
は
、
詩
人
・
小
説

家
と
し
て
の
藤
村
の
出
発
を
考
え
て
み
る
上
に
お
い
て
、
非
常
に
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
恩
わ

れ
る
。当

時
の
状
況
を
か
な
り
よ
く
伝
え
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
も
の
に
、
孤
蝶
の
『
孤
蝶
随
筆
』

(
大
日

-m)
と
禿
木
の
『
文
学
界
前
後
』
(
昭

m
・
9
)
と
が
あ
る
。
乙
の
二
つ
の
回
想
文

八
注

4
V

八
注

5
V

を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
実
証
的
に
考
察
さ
れ
た
の
が
、
関
良
一
氏
と
笹
測
友
一
氏
と
で
あ
る
。

関
氏
は
、
『
琵
琶
法
師
』
に
つ
い
て
は
透
谷
の
『
蓬
莱
曲
』
と
の
関
連
を
、
『
朱
門
の
う
れ

ひ
』
に
つ
い
て
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
及
、
び
ウ
オ
ル
ポ
l
ル
の
『
オ
ラ
ン
ト
城
』
と
の
関
連
を
具

体
的
・
実
証
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
(
『
茶
の
け
ぶ
り
』
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
)
ま

た
、
笹
測
氏
は
、
『
琵
事
活
邸
』
に
つ
い
て
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
及
び
『
蓬
爽
曲
』
と
の
関
連

を
、
『
茶
の
け
ぶ
り
』
に
つ
い
て
は
『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
ヱ
ッ
ト
』
・
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
と
の

関
連
を
、
『
朱
門
の
う
れ
ひ
』
に
つ
い
て
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
・
『
オ
セ
ロ
』
及
び
『
勧
進

帳
』
と
の
関
連
を
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
・
実
証
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
氏
の
論
文
に
よ

っ
て
、
孤
蝶
の
言
・
禿
木
の
言
は
明
確
な
裏
付
け
を
も
っ
て
来
た
と
言
え
る
。

乙
れ
に
加
え
て
、
絡
調
氏
は
、
『
朱
円
の
う
れ
ひ
』
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
見
解
を
示
し
て

お
ら
れ
る
。
即
ち
、
「
朱
門
の
行
情
は
藤
村
自
身
の
体
験
に
根
ざ
し
た
も
の
」
で
、
こ
の
点

が
、
他
の
作
品
か
ら
「
乙
の
作
ロ
聞
を
区
別
す
る
一
つ
の
観
点
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

乙
の
見
解
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
は
私
も
賛
成
す
る
が
、
後
者
の
、
『
朱
門
の
う
れ
ひ
』
だ
け

を
こ
の
観
点
か
ら
区
別
し
て
扱
お
う
と
す
る
見
解
に
は
疑
問
を
も
っ
。
と
一
言
う
の
は
、
私
に
は
、

乙
れ
ら
一
一
一
つ
の
劇
詩
す
ぺ
て
に
共
通
し
て
、
当
時
の
藤
村
の
か
か
え
て
い
た
内
面
の
問
題
、
そ

'ー瓦ー，
子

野

憲

治

の
実
感
的
心
情
が
よ
く
反
映
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
乙
の
点
に
注
意

し
な
が
ら
、
各
劇
詩
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

八
注

1
V

A
注
2
V

八
注

3
V

八
注
4
V

八
注

5
V

品
琵
琶
法
師
』
守
文
学
界
L
第
一
号
、
，
、
第
五
号
〈
第
四
号
休
載
V
明町・
1
1同
5
u

『
紬
茶
の
け
ぶ
り
』
守
文
学
界
L
第
六
?
第
十
号
〈
第
八
号
休
載

V
Z
・
6
t同
日
v

『
朱
門
の
う
れ
ひ
』
ハ
寸
文
学
界
L
第
八
号
一
挙
掲
載
明
田
・
0
3

「
藤
村
の
劇
詩
」
守
国
語
E
国
文
学
し
昭
M

・
3

「
劇
詩
・
脚
本
」
全
寸
文
学
界
L
と
そ
の
時
代
(
下
ど
収
録
昭

?
?
5
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ま
ず
『
琵
琶
法
師
』
に
つ
い
て
見
て
ゆ
こ
う
。

ζ

の
『
琵
琶
法
師
』
に
は
、
天
知
の
手
に
成

る
と
恩
わ
れ
る
、
次
の
よ
う
な
序
文
が
附
さ
れ
て
い
る
。

高
霊
の
悲
恋
処
女
の
亡
霊
と
成
り
て
卑
俗
肉
情
の
痴
男
に
煩
悶
し
、
偉
大
の
尤
物
琵
琶

の
悲
曲
と
成
り
て
限
俗
大
家
の
肉
塊
を
冷
罵
す
、
一
は
惨
憎
た
る
至
恋
を
不
調
子
の
人
世

に
訴
で
一
は
毒
悪
の
大
蛇
に
纏
は
れ
つ
h

無
想
に
天
地
の
美
を
歌
ひ
其
冷
瑚
高
音
今
日

大
家
の
腐
傷
に
響
く
、
聖
俗
、
肉
霊
相
関
ふ
の
一
一
惨
場
な
り
。

乙
の
序
文
に
よ
る
と
、
序
文
の
筆
者
は
『
琵
琶
法
師
』
の
主
題
を
次
の
二
点
に
認
め
て
い
る
乙

と
に
な
る
。
一
は
聖
俗
の
葛
藤
で
あ
り
、
一
は
肉
霊
の
葛
藤
で
あ
る
。
乙
の
二
主
題
が
『
琵
琶

法
師
』
の
中
で
う
ま
く
造
形
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
乙
の
ニ
主
題
が
『
琵

琶
法
師
』
の
中
に
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
だ
と
思
う
。

作
品
内
に
立
ち
入
り
、
聖
俗
葛
藤
の
問
題
か
ら
見
て
行
こ
う
。

ま
ず
一
鴻
で
あ
る
が
二
鴻
は
琵
琶
道
一
筋
に
生
き
、
決
し
て
妥
協
し
な
い
人
物
と
し
て
設
定



さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
娘
お
っ
ゅ
の
亡
霊
が
現
わ
れ
、
父
一
鴻
に
頼
む
場
面
に
つ
い
て
見
れ

ば
、
「
親
の
身
の
そ
な
た
の
為
と
あ
る
か
ら
は
/
い
か
な
る
こ
と
も
厭
ひ
は
せ
ね
ど
、
/
い
く
ぢ

な
き
清
三
郎
に
吾
琵
琶
を
、
/
一
鴻
の
奥
儀
を
話
す
あ
か
つ
き
は
、
/
よ
く
思
へ
、
先
担
師
匠

に
済
む
ま
い
が
は
と
、
最
愛
の
娘
の
哀
願
を
き
っ
ぱ
り
と
断
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
こ
う
い
う

と
こ
ろ
に
、
琵
琶
道
の
奥
儀
を
尊
重
し
守
り
抜
乙
う
と
す
る
一
鴻
の
姿
勢
が
は
っ
き
り
と
出
て

い
る
。ま

た
別
の
場
面
、
妻
お
と
よ
が
貧
乏
を
苦
に
し
、
一
鴻
を
な
じ
る
と
乙
ろ
に
し
て
も
、
一
鴻

は
、
そ
れ
に
か
ま
う
こ
と
な
く
、
「
水
を
飲
み
夫
婦
で
月
を
眺
む
れ
ば
/
さ
が
し
で
も
こ
の
楽

み
は
あ
る
ま
い
よ
己
と
平
然
と
答
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
お
と
よ
は
満
足
す
る
は
ず
も
な
い
が
、

一
鴻
は
そ
れ
に
続
け
て
、
「
一
鴻
は
死
ン
で
も
天
の
風
流
を
/
い
や
し
い
銭
に
か
へ
は
し
な
い

ぞ
U

と
「
至
高
な
る
」
琵
琶
道
の
超
俗
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
天
の
風
流
を

純
粋
に
求
め
、
琵
琶
道
一
筋
に
生
き
て
行
く
、
一
鴻
の
自
負
が
穣
っ
て
い
る
。

一
鴻
の
生
き
方
を
聖
と
す
れ
ば
、
一
鴻
の
旧
知
己
で
あ
る
五
山
の
生
き
方
は
俗
に
あ
た
る
。

五
山
は
、
金
銭
目
当
て
の
俗
受
け
す
る
琵
琶
売
り
で
、
そ
の
た
め
相
当
裕
福
な
生
活
を
し
て
い

る
。
一
鴻
の
知
己
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
の
家
の
傍
を
通
り
か
か
っ
た
一
鴻
を
と
ら
え
、
「
名
人

と
い
は
る
〉
も
の
は
気
が
高
い
、
/
金
銭
の
為
に
琵
琶
を
ば
売
ら
な
い
と
/
貧
乏
の
果
に
は
か

、
ふ
る
さ
ま
な
り
、
/
乞
食
の
道
具
に
琵
琶
を
売
る
の
か
や
。
/
乞
食
法
師
。
馬
鹿
一
鴻
」
と
罵

倒
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
俗
物
五
山
に
対
し
、
一
鴻
は
、
平
然
と
し
て
「
乞
食
の
味
も

知
ら
な
い
も
の
ど
も
が
/
風
流
と
口
に
い
ふ
の
も
笑
ふ
ぺ
し
己
と
風
流
の
本
質
を
声
高
く
主
張

す
る
の
で
あ
る
。
五
山
と
一
鴻
と
を
対
比
さ
せ
る
乙
と
に
よ
り
、
一
鴻
の
純
粋
性
・
超
俗
性
が

一
段
と
浮
き
上
が
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
う
い
う
作
者
の
気
持
ち
の
如
き

も
の
は
伝
わ
る
も
の
の
、
作
品
中
で
の
人
物
は
生
き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
一
鴻
・
五
山
と

も
に
多
分
に
観
念
的
・
抽
象
的
で
、
リ
ア
リ
テ
ィ
に
欠
け
て
い
る
。
両
者
は
対
比
さ
れ
て
は
い

る
も
の
の
葛
藤
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
は
な
い
。
残
る
も
の
は
、
一
鴻
の
高
踏
的
姿
勢
だ
け
で
あ

ヲ@。
最
後
の
場
面
で
、
こ
の
一
鴻
は
旅
に
出
、
荒
野
で
嵐
に
会
い
大
蛇
に
ま
と
い
つ
か
れ
、
果
て

は
、
助
け
に
駆
け
つ
け
た
清
三
郎
に
誤
っ
て
斬
り
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
場
面
は
、
か
な
り

唐
突
の
感
を
免
れ
得
、
す
、
そ
の
た
め
、
解
釈
を
施
し
難
い
の
で
あ
る
が
、
敢
て
解
釈
す
る
と
す

れ
ば
、
嵐
と
か
大
蛇
と
か
は
、
一
鴻
の
現
世
に
お
け
る
風
流
追
求
を
妨
げ
る
障
害
物
を
意
味

し
、
一
鴻
が
清
三
郎
に
斬
り
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
は
、
芸
に
殉
じ
て
の
肉
体
の
消
滅
を
象
徴
化

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
鴻
を
借
り
、
芸
術
至
上
主
義
的
理
念
を
高
ら
か
に

う
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
肉
霊
葛
藤
の
問
題
が
托
さ
れ
て
い
る
、
清
三
郎
と
亡
霊
お
つ
ゆ
と
を
見
て
行
乙
う
。
お

っ
ゅ
は
、
現
世
で
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
恋
の
迷
い
に
よ
り
、
孟
蘭
盆
会
の
こ
ろ
亡
霊
と
な
っ
て

此
世
に
現
わ
れ
、
清
三
郎
と
恋
を
語
る
。
こ
の
劇
詩
に
は
、
妙
な
観
念
的
熱
っ
ぽ
さ
が
あ
る

が
、
特
に
乙
乙
で
の
お
っ
ゅ
の
言
葉
に
は
そ
う
し
た
も
の
の
諮
り
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
亡

霊
お
つ
ゆ
が
清
三
郎
に
語
る
と
乙
ろ
、

亡

霊

あ
h

悲
し
。
く
る
し
き
も
の
は
我
恋
よ
。

わ
が
身
に
は
恋
せ
ぬ
前
に
願
ひ
あ
り
、

恋
ひ
も
せ
ば
、
雄
々
し
く
た
け
き
ま
す
ら
を
』
。

恋
ひ
も
せ
ば
、
わ
が
身
を
よ
く
も
知
る
人
を
。

清
三
郎
、
そ
な
た
は
我
を
よ
く
知
る
か
。

清
三
郎
、
そ
な
た
は
た
け
き
ま
す
ら
を
か
。

い
や

y
¥‘-¥、

た
け
か
ら
ず
、
わ
れ
を
も
知
ら
ぬ
そ
な
た
を
ば
、

か
く
ま
で
に
恋
す
る
も
の
か
。
恋
よ
恋
。

清
三
郎
、
そ
な
た
に
一
ツ
も
の
問
は
ん
、

心
よ
り
そ
な
た
は
我
を
思
ふ
か
や
。

清
三
郎
か
ほ
ど
ま
で
患
九
る
も
の
を
、
思
ふ
か
と

お
問
ひ
な
さ
る
が
、
っ
ち
り
う
ご
ざ
ん
す
。

亡
霊
恋
ふ
な
ら
ば
、
師
匠
を
捨
て
も
す
ま
い
も
の
、

清
三
郎
、
そ
な
た
は
父
を
な
ぜ
捨
て
た
。

わ
が
父
は
琵
琶
を
抱
い
て
夜
に
朝
に
、

月
に
泣
き
、
風
に
泣
き
、
又
雨
に
泣
く
。

恋
ふ
な
ら
ば
、
師
匠
の
患
も
忘
れ
ま
い
、

清
三
郎
、
そ
な
た
は
恩
を
な
ぜ
知
ら
ぬ
。

恋
ふ
な
ら
ば
、
父
を
乞
食
に
し
た
は
誰
。

わ
が
父
は
餓
え
て
も
、
恋
か
。
清
三
郎
。

わ
が
父
は
死
ん
で
も
、
恋
か
。
清
三
郎
。

以
上
の
お
っ
ゅ
の
言
葉
は
、
五
七
五
調
の
律
動
的
調
子
で
も
っ
て
、
次
第
に
高
揚
し
て
い
っ
て
い

る
。
こ
乙
に
は
、
亡
霊
お
っ
ゅ
の
片
思
い
的
心
情
が
よ
く
見
て
と
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
患
い

が
募
れ
ば
募
る
ほ
ど
、
清
三
郎
に
じ
れ
っ
た
さ
を
覚
え
、
彼
を
無
関
と
聞
い
責
め
る
言
査
捕
と
な
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っ
て
表
わ
れ
て
く
る
。

清
三
郎
は
、
劇
詩
中
で
は
あ
ま
り
造
形
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
多

い
が
、
他
の
人
物
の
発
言
等
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
一
応
酒
落
者
で
あ
り
、
遊
び
好
き
で
あ

り
、
師
で
あ
る
一
鴻
か
ら
見
放
さ
れ
た
い
く
ぢ
な
い
男
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
そ
の
清
三
郎
を

お
っ
ゅ
は
乙
の
上
も
な
く
恋
慕
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

亡
霊
お
つ
ゆ
と
現
身
清
三
郎
と
は
、
も
ち
ろ
ん
現
世
に
於
て
結
び
着
く
乙
と
は
な
い
。
ま
し

て
、
亡
霊
お
っ
ゅ
の
恋
慕
は
片
思
い
的
要
素
の
強
い
も
の
で
、
こ
こ
に
は
葛
藤
も
何
も
あ
り
は

し
な
い
。
た
だ
一
筋
に
恋
慕
し
、
そ
の
恋
慕
の
思
い
が
伝
わ
る
こ
と
な
く
、
も
ど
か
し
く
聞
い

責
め
る
ば
か
り
で
あ
る
。

『
琵
琶
法
師
』
の
中
味
は
こ
ん
な
ふ
う
な
も
の
で
、
取
る
に
足
る
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い

が
、
乙
の
劇
詩
の
執
筆
時
期
が
、
藤
村
の
関
西
漂
泊
へ
の
出
発
直
前
で
あ
っ
た
乙
と
を
考
え
併

せ
る
と
、
私
に
は
、
乙
の
『
琵
琶
法
師
』
と
藤
村
の
実
生
活
と
の
関
連
が
か
な
り
気
が
か
り
に

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
生
活
事
実
と
の
関
連
が
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
の
藤
村
の
内
面
と
の

関
連
が
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
低
級
な
観
念
劇
で
は
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
以

上
の
二
つ
の
精
神
(
風
流
・
恋
愛
)
の
強
調
の
上
に
は
、
当
時
の
藤
村
の
内
面
の
投
影
が
あ
る

と
思
う
の
で
あ
る
。

乙
の
時
期
の
事
情
・
心
境
は
、
後
年
の
回
想
・
随
筆
・
小
説
等
で
、
あ
る
程
度
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
そ
の
中
で
、
乙
の
時
期
の
こ
と
が
最
も
詳
し
く
窺
え
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
、
小
説
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
で
あ
る
。

声
を
出
し
て
読
み
つ
け
〉
け
た
(
論
者
注
『
奥
の
細
道
』
冒
頭
の
文
章
)
。
読
め
ば
読
む
ほ

ど
、
捨
吉
は
精
神
の
勇
気
を
そ
h

ぎ
入
れ
ら
る
L

や
う
に
感
じ
た
。
・
:
:
・
(
中
略
)
:
:
・

捨
吉
の
二
十
一
と
い
ふ
歳
も
二
週
間
ば
か
り
の
う
ち
に
尽
き
よ
う
と
す
る
頃
で
あ
っ

た
。
鶴
町
の
学
校
で
も
第
二
学
期
を
終
り
か
け
て
居
た
。
彼
は
あ
る
悲
し
い
決
心
を
摘
ん

だ。
『
古
人
も
多
く
せ
る
あ
り
。
』
旅
に
死
と
そ
の
『
奥
の
細
道
』
の
中
に
あ
る
文
句
を
繰

返

し

た

。

(

『

桜

の

実

の

熟

す

る

時

』

十

二

)

こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
旅
に
出
た
ら
し
い
藤
村
が
、
関
西
漂
泊
中
に
辿
っ
た
行
程
が
、
芭
蕉
の

「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
、
「
笈
の
小
文
」
の
行
程
に
ほ
ぼ
近
い
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
。
だ
が
、
捨
士
口
と
は
違
い
、
藤
村
自
身
は
必
ず
し
も
純
粋
に
芭
蕉
の
み
を
慕
っ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
藤
村
が
書
い
た
随
筆
・
評
論
等
を
読
め
ば
直
ち
に

納
得
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
藤
村
の
興
味
の
対
象
は
か
な
り
幅
広
か
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
が
、
根
本
の
と
乙
ろ
に
は
、
「
無
限
の
風
情
」
に
憧
れ
、
「
天
地
悠
々
い
ふ

べ
か
ら
ざ
る
風
情
」
を
求
め
行
く
「
ま
乙
と
の
達
観
の
士
」
の
姿
が
み
て
と
れ
る
。
『
琵
琶
法

師
』
中
に
そ
の
姿
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
正
に
一
鴻
の
姿
で
あ
る
。
観
念
的
独
自
が
多
く
、
劇

と
し
て
は
不
成
功
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
琵
琶
法
師
一
鴻
の
芸
に
対
す
る
考
え
方
の
中
に
、
当

時
、
芸
術
主
義
に
溜
か
れ
て
い
た
藤
村
の
芸
術
観
が
、
実
感
的
・
観
念
的
に
結
晶
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
恋
愛
の
苦
悩
に
関
す
る
乙
と
で
あ
る
。

佐
藤
輔
子
を
恋
慕
し
た
、
当
時
の
藤
村
の
赤
裸
々
な
心
情
を
、
現
存
す
る
作
品
中
に
敢
て
求

め
て
み
る
な
ら
ば
、
私
は
、
『
琵
琶
法
師
』
中
の
亡
霊
お
っ
ゅ
の
言
葉
の
中
に
そ
れ
を
求
め
る

乙
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
亡
霊
一
お
っ
ゅ
の
言
葉
が
異
常
に
熱
っ
ぽ
く
、
片
思
い
的
要
素
の

強
い
も
の
で
あ
る
乙
と
は
前
述
し
た
。
「
我
恋
は
か
な
し
き
も
の
よ
」
・
「
恋
も
せ
ば
:
:
:
」

等
の
言
葉
が
矢
継
早
に
繰
り
返
さ
れ
、
「
恋
よ
恋
:
:
:
」
と
そ
の
思
い
は
募
り
、
果
は
、
「
恋

ふ
な
ら
ば
:
:
:
」
・
「

f
¥」
と
そ
の
実
証
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
口
調
も
、

「
な
ぜ
知
ら
ぬ
」
・
「
し
た
は
誰
」
等
の
疑
問
的
詰
問
口
調
か
ら
、
「
見
よ
や
」
・
「
な
れ

や
」
等
の
強
い
命
令
口
調
九
と
変
化
し
て
く
る
。
こ
こ
に
は
、
自
分
の
真
意
が
相
手
に
伝
わ
ら

ず
、
も
ど
か
し
く
聞
い
責
め
て
い
る
藤
村
の
姿
が
あ
る
。

『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
の
中
に
、

『
ぢ
ゃ
、
ま
あ
御
機
嫌
ょ
う
。
ぉ
勝
さ
ん
の
方
へ
は
妹
か
ら
君
の
こ
と
を
通
じ
さ
せ
る

乙
と
に
し
て
置
き
ま
し
た
。
』
と
岡
見
が
言
っ
た
。
乙
の
銭
別
の
言
葉
は
捨
士
ロ
に
取
っ

て
、
奈
何
な
る
物
を
贈
ら
れ
る
よ
り
も
嬉
し
か
っ
た
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
旅
立
つ
ま
で
一
言
も
相
手
に
言
い
得
な
か
っ
た
内
面
的
苦
悩
が
、
「
お

勝
さ
ん
の
方
へ
は
:
:
:
」
の
岡
見
の
一
言
で
救
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で

の
捨
吉
の
心
情
は
、
「
堪
へ
が
た
い
寂
し
さ
」
・
「
怪
し
い
情
熱
」
等
の
抑
え
に
抑
え
た
言
葉

で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
、
孤
独
で
悲
し
い
、
自
分
で
制
御
で
き
な
い
よ
う
な
相
手
へ
の
恋
慕
な
の

で
あ
る
。
教
師
と
い
う
立
場
か
ら
、
直
接
相
手
に
打
ち
明
け
得
ぬ
苦
悩
、
も
ど
か
し
さ
・
い
ら

だ
た
し
さ
は
、
天
知
が
「
蒼
い
顔
に
苦
悩
の
色
を
湛
八
九
て
苦
笑
さ
れ
た
面
影
は
今
も
忘
れ
は

し
な
い
は
(
『
黙
歩
七
十
年
』
)
と
回
想
す
る
よ
う
に
、
傍
自
に
も
痛
々
し
い
も
の
で
あ
っ
た

ろ
う
。
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
の
筆
致
は
、
よ
く
制
御
さ
れ
た
冷
静
な
も
の
で
あ
る
た
め
、

心
情
は
か
な
り
合
理
化
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
が
、
乙
の
心
情
を
よ
り
生
々
し
く
実
感
的

に
表
現
し
て
ゆ
く
と
す
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
『
琵
琶
法
師
』
中
の
お
っ
ゅ
の
片
思
い
的
心
情

の
吐
露
に
近
い
も
の
と
な
る
乙
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
乙
と
で
あ
る
。
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旅
に
あ
っ
て
藤
村
は
天
知
に
「
愚
庵
が
骸
骨
の
い
く
ぢ
な
し
と
は
違
い
申
侯
は
(
明
お
年
3

・
1
天
知
宛
書
簡
)
と
踊
子
区
関
す
る
-
評
言
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
こ
の
踊
子
を
「
い
く
ぢ
な

し
」
と
見
る
見
方
は
、
『
琵
琶
法
師
』
の
中
で
一
鴻
が
清
三
郎
を
見
る
見
方
と
一
致
し
て
い
る
、

と
言
え
ば
、
些
一
か
う
が
ち
す
ぎ
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
『
紬
茶
の
け
ぶ
り
』
に
移
り
、
劇
詩
の
内
部
に
立
ち
入
っ
て
検
討
し
て
み
る
。

巴
川
彦
九
郎
は
、
偶
然
に
も
、
継
母
お
近
の
独
自
|
|
二
十
両
を
盗
ん
だ
上
、
そ
れ
を
目
撃

し
た
孫
の
平
一
(
彦
九
郎
の
長
男
)
を
殺
害
し
た
乙
と
ー
ー
を
立
ち
聞
い
て
し
ま
う
。
劇
詩
中

に
は
、
〔
巴
川
彦
九
郎
ひ
そ
か
に
入
場
〕
と
〔
巴
川
彦
九
郎
泣
い
て
、
ひ
そ
か
に
退
場
〕
と
の

簡
単
な
ト
書
き
が
あ
る
だ
け
で
、
〔
泣
い
て
、
ひ
そ
か
に
退
場
〕
す
る
ま
で
の
彦
九
郎
の
心
理

は
全
く
描
出
さ
れ
て
い
な
い
。
が
、
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
心
の
動
き

が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
|
|
彦
九
郎
に
と
っ
て
、
継
母
の
平
一
殺
し
の
罪
は
許

し
難
い
。
し
か
し
、
い
く
ら
憎
い
継
母
で
あ
っ
て
も
母
は
母
、
そ
の
母
を
子
が
殺
せ
ば
義
理
が

廃
つ
で
し
ま
う
0

・
自
ら
は
ま
ず
母
を
手
に
懸
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
ま
た
、
他
人
に
そ
の

恨
み
を
晴
ら
し
て
も
ら
う
に
し
て
も
、
自
分
が
生
き
て
お
れ
ば
立
場
上
母
を
庇
い
助
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
自
分
が
身
を
捨
て
る
よ
り
他
に
道
は
な
い

l
ー
そ
の
心
理
を
た
ど

っ
て
見
る
と
、
ま
ず
こ
の
よ
う
に
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
〔
泣
い
て
〕
と
い
う
箇
所
に
、
そ

の
決
意
の
ほ
ど
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
彼
の
一
見
突
飛
な
態

度
・
行
動
は
素
直
に
理
解
で
き
、
決
闘
で
打
ち
倒
さ
れ
る
意
味
も
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
あ

る
。
彦
九
郎
は
、
義
理
を
貫
き
義
理
に
殉
ず
る
一
貫
性
を
も
っ
た
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
彦
九
郎
を
見
て
く
る
時
、
気
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
当
時
の
藤
村
が
何
故
こ
の

よ
う
な
人
物
を
造
形
し
た
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
一
つ
に
は
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
等
の
わ
が
国

古
典
劇
の
影
響
も
あ
ろ
う
が
、
私
に
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
乙
の
劇

詩
に
は
、
初
稿
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
と
も
考
え
合
わ
せ
、
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
文
章
を

『
春
』
か
ら
引
用
し
て
み
る
。

恩
人
の
家
は
大
川
端
に
あ
る
が
、
い
き
な
り
行
っ
て
叔
父
の
顔
を
見
る
こ
と
も
出
来
か

ね
た
の
で
、
岸
本
は
先
づ
兄
の
下
宿
を
訪
ね
る
乙
と
に
し
た
。
(
『
春
』
四
十
七
)

其
日
か
ら
岸
本
は
田
辺
の
家
の
書
生
に
返
っ
た
。
叔
父
の
積
り
で
は
、
岸
本
に
商
業
を

見
習
は
せ
、
石
町
の
旦
那
に
も
引
立
て
h

貰
ひ
行
く

1
¥は
自
分
の
片
腕
に
も
、
と
新
う

将
来
を
楽
ん
で
居
た
の
で
あ
る
。
是
と
い
ふ
の
も
岸
本
を
子
の
や
う
に
恩
ふ
か
ら
で
。
と

こ
ろ
が
彼
は
地
に
生
え
る
草
の
や
う
に
、
ず
ん

f
¥勝
手
な
方
九
延
び
て
行
戸
く
の
で
、
叔

父
は
酷
く
失
望
し
て
了
っ
た
。
・
:
(
中
略
)
:
・
『
今
に
彼
奴
も
眼
が
覚
め
る
だ
ら
う
。
』

斯
う
叔
父
は
考
九
て
居
た
。
叔
父
の
心
は
岸
本
に
解
ら
ず
、
岸
本
の
心
は
叔
父
に
解
ら
な

か

っ

た

。

(

『

春

』

五

十

五

)

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
関
西
漂
泊
か
ら
帰
っ
た
も
の
の
、
義
理
を
欠
い
て
い
た
恩
人
の
家

に
直
接
行
き
兼
ね
て
い
る
岸
本
と
、
兄
に
伴
わ
れ
て
恩
人
の
家
三
帰
り
旅
立
前
を
回
想
し
て
い

る
岸
本
と
で
あ
る
。
「
叔
父
の
心
は
岸
本
に
解
ら
ず
、
岸
本
の
心
は
叔
父
に
解
ら
な
か
っ
た
」

と
い
う
箇
所
は
、
十
五
年
余
後
書
か
れ
た
『
春
』
な
が
ら
、
『
茶
の
け
ぶ
り
』
の
彦
九
郎
と
新

之
助
と
の
関
係
に
当
て
様
め
て
考
え
る
乙
と
も
出
来
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
当
時
の
天
知
宛
書
簡
に

必
ず
都
に
来
ら
ざ
る
に
非
ず
、
必
ず
都
に
来
る
に
も
非
ず
。
か
h

る
方
針
乙
そ
極
て
吉

村
氏
九
対
し
て
も
、
又
は
世
間
の
人
に
向
ひ
て
も
平
穏
に
御
坐
候
、
:
:
:
(
中
略
)
・

浜
町
吉
村
氏
主
人
も
二
十
日
頃
に
は
帰
京
の
都
合
に
御
坐
候
得
、
は
、
其
迄
一
先
旧
に
復
し

、
以
前
の
通
り
に
し
て
二
十
日
後
に
も
相
成
候
得
ば
、
静
に
時
を
得
て
参
り
度
と
存
候
。

「
Z

6

L

6

東
京
日
本
僑
区
讃
町
二
丁
目
十
一
番
地
吉
村
方
J

f

R

2

1

1

且

野

天

知

宛

」

と
あ
る
ζ

と
か
ら
も
、
こ
の
旅
立
ち
に
当
つ
て
は
、
吉
村
家
に
も
か
な
り
気
を
使
っ
て
お
り
、

出
来
る
限
り
不
義
理
と
は
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
乙
の
よ
う
に
見
て

く
る
と
、
『
茶
の
け
ぶ
り
』
に
お
い
て
、
義
理
に
生
き
る
彦
九
郎
の
よ
う
な
人
物
を
大
き
く
扱

っ
た
の
も
、
当
時
の
藤
村
に
あ
っ
て
は
、
か
な
り
自
然
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

カ。
一
方
、
彦
九
郎
に
対
す
る
新
之
助
は
ど
の
よ
う
に
造
形
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二

働
第
二
景
で
、
彦
九
郎
が
「
十
年
の
そ
の
春
秋
」
を
連
添
っ
た
お
里
に
二
十
両
の
盗
み
の
濡
れ

衣
を
着
せ
冷
淡
に
も
離
縁
し
て
し
ま
う
所
、
新
之
助
は
、
そ
の
理
由
を
聞
く
乙
と
も
な
く
「
見

下
げ
た
る
浪
人
風
情
で
あ
り
し
か
よ
、
/
そ
な
た
か
ら
離
縁
を
さ
れ
る
迄
も
な
い
、
/
乙
れ
お

里
、
/
こ
の
兄
と
共
に
こ
れ
よ
り
家
三
行
け
」
と
、
彦
九
郎
の
態
度
を
憤
怒
し
、
お
里
を
郷
に
連
れ

帰
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
第
四
齢
第
一
景
で
、
彦
九
郎
が
お
美
代
を
打
つ
の
を
目
撃
し
て
、
「
人

非
人
、
な
さ
け
知
ら
ず
め
、
:
:
・
(
中
略
)
:
:
:
く
さ
れ
武
士
」
と
憤
怒
し
、
つ
い
に
は
彦

九
郎
に
決
闘
を
挑
ん
だ
り
す
る
。
い
わ
ば
、
直
情
型
で
正
義
感
の
強
い
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
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る
。
直
情
裂
で
正
義
感
が
強
い
だ
け
に
、
当
然
、
他
人
が
見
え
な
い
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
も
で

て
く
る
。
こ
の
悲
曲
の
因
す
る
と
こ
ろ
も
、
一
つ
に
は
新
之
助
の
こ
の
性
格
に
あ
る
と
み
て
よ

か
ろ
う
。
新
之
助
は
彦
九
郎
か
ら
「
文
弱
な
姿
や
さ
し
き
」
・
「
本
箱
の
う
じ
虫
」
等
と
挑
発

的
一
言
辞
を
浴
せ
ら
れ
、
一
段
と
興
奮
の
度
を
増
し
、
そ
の
決
闘
の
場
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
、
そ

れ
で
い
て
一
種
の
熱
を
帯
び
た
恋
愛
論
を
懐
々
述
ぺ
た
で
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
は
、

彦
九
郎
の
苦
哀
を
察
す
る
こ
と
な
く
、
彼
を
打
ち
倒
し
て
し
ま
う
。
倒
し
て
は
じ
め
て
彦
九

郎
の
真
意
を
知
る
に
到
る
の
で
あ
る
。
乙
う
み
て
く
る
と
、
新
之
助
は
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の

人
物
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
も
言
え
な
い
。
お
時
を
恋
慕
す
る
新
之
助
は
か
な

り
積
極
的
で
あ
る
。
抑
え
難
い
感
情
の
発
露
も
此
処
其
処
に
見
受
け
ら
れ
る
。
特
に
、
お
時
を

恋
慕
す
る
新
之
助
の
言
辞
に
そ
の
傾
向
が
強
い
。
新
之
助
の
お
時
を
慕
う
気
特
ち
が
最
初
に
出

て
来
る
の
は
、
第
二
働
第
一
景
の
一
連
の
(
笛
歌
)
の
箇
所
で
あ
る
。

心
な
き
も
の
だ
に
恋
知
る
も
の
を
、

君
が
心
の
う
ら
め
し
き
か
な
。

-
(
中
略
)
:
:
・

よ
し
さ
ら
ば
、

恋
す
る
人
の
も
し
世
に
あ
ら
ば
、

世
の
中
の
そ
の
恋
人
に
い
ざ
聞
は
ん
。

わ
が
恋
と
、
恋
す
る
人
の
そ
の
恋
と
、

い
づ
れ
か
長
き
、
い
づ
れ
か
深
き
、

か
く
ま
で
に
悲
し
き
恋
を
す
る
も
の
を
、

君
に
知
ら
れ
ぬ
五
口
涙
か
な
。

と
い
う
よ
う
な
箇
所
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
か
な
り
片
思
い
的
要
素
の
強
い
も
の
で
あ
る
と
い
う

乙
と
は
一
読
す
れ
ば
す
ぐ
解
る
o

そ
し
て
、

ζ

の
「
か
く
ま
で
に
悲
し
き
恋
」
と
い
う
よ
う

に
、
恋
を
「
悲
し
」
と
見
る
見
方
は
、
『
琵
琶
法
師
』
に
お
け
る
、
亡
霊
お
っ
ゅ
の
「
我
恋
は
か

な
し
き
も
の
よ
」
と
い
う
見
方
と
共
通
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
で
も
っ
て
『
茶
の
け
ぶ

り
』
中
の
新
之
助
の
お
時
に
対
す
る
言
辞
を
見
る
と
、
ほ
ぼ
、
お
っ
ゅ
の
清
三
郎
に
対
す
る
言

辞
と
一
致
し
て
い
る
乙
と
が
解
る
の
で
あ
る
。
新
之
助
は
お
時
に
対
す
る
思
い
を
切
な
い
ま
で

に
語
っ
て
い
る
。

劇
詩
中
で
、
最
も
印
象
的
な
の
は
、
決
闘
時
に
お
け
る
新
之
助
の
言
辞
で
あ
る
。

新
之
助
恋
よ
恋
。

豪
傑
は
日
々
腐
れ
行
く
も
の
な
れ
ど
、

恋
は
い
づ
れ
の
世
に
か
腐
ら
む
。

天
地
み
な
日
々
砕
け
行
く
も
の
な
れ
ど
、

か
の
恋
の
み
は
、
い
つ
か
砕
け
む
。

乙
の
、
恋
の
永
遠
性
を
語
る
言
葉
は
、
琵
琶
法
師
一
鴻
が
、
彼
の
琵
琶
の
音
の
永
遠
性
を
語
る

「
山
は
落
ち
海
は
洞
れ
な
ん
世
な
り
と
も
、
/
人
は
死
し
鬼
神
も
泣
か
ん
世
な
り
と
も
、
/
わ

が
琵
琶
の
音
は
い
か
で
か
は
ら
ん
己
と
い
う
言
葉
と
酷
似
し
て
い
る
。
「
恋
」
と
「
琵
琶
の

音
」
と
を
交
換
し
て
み
て
も
何
ら
支
障
は
起
乙
ら
な
い
。
歌
う
よ
う
に
言
い
出
す
調
子
と
い

い
、
雷
鳴
が
轟
き
渡
り
電
光
が
走
る
背
景
か
ら
い
っ
て
も
、
両
者
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ

る。
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
新
之
助
の
恋
愛
観
念
は
、
お
っ
ゅ
の
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一

鴻
の
琵
琶
道
に
対
す
る
執
心
と
一
つ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
乙
と
が
わ
か
る
。
『
琵
琶
法
師
』

に
お
い
て
恋
愛
と
風
流
と
は
異
次
元
の
問
題
で
あ
っ
た
も
の
が
、
乙
の
『
茶
の
け
ぶ
り
』
に
お

い
て
は
同
次
元
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

乙
の
こ
と
は
、
当
時
の
評
論
『
馬
上
、
人
世
を
懐
ふ
』
富
加
・

2
-
m
寸
文
学
界
L
第
二
き
と
『
人

生
の
風
流
を
懐
ふ
』
音
?
?
却
寸
文
学
界
L
第
四
き
(
発
表
時
か
ら
考
え
、
執
筆
時
期
は
、
前
者

が
『
琵
琶
法
師
』
と
、
後
者
が
『
茶
の
け
ぶ
り
』
と
ほ
ば
重
な
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
)
と
を
比

較
し
た
時
に
も
は
っ
き
り
言
え
る
と
と
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
ま
だ
、
風
流
と
恋
愛
と

が
結
び
つ
い
た
表
現
は
見
当
り
れ
な
い
が
、
後
者
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
「
人
生
風
流
多
し
。

し
か
も
風
流
の
恋
に
越
え
た
る
は
あ
ら
ず
己
と
か
「
人
生
風
流
の
粋
な
る
恋
」
と
か
言
っ
て
い

る
よ
う
に
、
風
流
と
恋
愛
と
は
同
一
次
元
で
結
び
着
い
て
い
る
。
短
期
間
に
で
は
あ
る
が
、
藤

村
の
風
流
・
恋
愛
に
対
す
る
考
え
方
の
進
展
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
人
生
の
風
流
を
懐
ふ
』
の
中
に
、
「
花
は
落
ち
、
水
は
流
れ
て
、
か
の
『
美
』
な

る
も
の
天
地
を
去
ら
ず
。
人
は
死
し
、
骨
は
砕
け
て
、
か
の
恋
な
る
も
の
と
こ
し
な
九
に
存

す
は
と
言
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
乙
れ
は
、
乙
の
時
点
に
お
け
る
藤
村
の
抱
い
て
い
た
恋
愛
観
念

を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
先
程
見
た
、
『
琵
琶
法
師
』
の
一
鴻
が

琵
琶
の
音
の
永
遠
性
を
語
る
言
葉
と
『
茶
の
け
ぶ
り
』
の
新
之
助
が
恋
の
永
遠
性
を
語
る
言
葉

と
に
酷
似
し
て
い
る
。
特
に
風
流
と
恋
愛
と
が
結
び
着
い
て
い
る
観
点
か
旨
り
す
れ
ば
『
茶
の
け

ぶ
り
』
と
全
く
同
質
で
、
新
之
助
が
「
花
は
落
ち
、
・
:
」
と
劇
詩
中
で
言
っ
た
と
し
て
も
な
ん

り
支
障
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
茶
の
け
ぶ
り
』
の
新
之
助
に
は
、

当
時
、
藤
村
が
抱
い
て
い
た
風
流
と
結
び
着
い
た
恋
愛
観
念
な
る
も
の
が
、
実
感
的
に
托
さ
れ

て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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四

最
後
、
『
朱
門
の
う
れ
ひ
』
に
つ
い
て
見
て
行
く
。
乙
の
劇
詩
に
も
、
二
・
三
で
指
摘
し
た

と
同
様
、
か
な
り
高
揚
し
て
歌
い
出
し
て
来
る
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。
敵
国
九
の
使
い
か
ら
帰

っ
た
朱
門
が
、
大
宮
の
取
っ
た
態
度
を
憤
る
箇
所
(
第
四
働
第
一
景
・
同
第
二
景
・
第
五
鈎
第

二
景
・
第
六
齢
第
一
景
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
笹
測
氏
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
箇
所
に
触
れ
て
、

悲
憤
懐
慨
す
る
条
で
あ
る
が
、

ζ

の
激
し
い
呪
担
に
は
既
成
概
念
に
欺
か
れ
た
憤
激
、

一
切
の
既
成
的
価
値
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
、
社
会
に
対
す
る
不
信
・
叛
逆
の
情
熱
が
あ

る
:
・
(
中
略
)
:
・
朱
門
の
野
情
は
藤
村
自
身
の
体
験
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て

よ
い
。
:
・
(
中
略
)
:
・
少
く
と
も
朱
門
の
境
涯
と
大
宮
に
対
す
る
感
情
と
に
藤
村
の
境
涯

と
天
知
に
対
す
る
感
情
と
が
反
映
し
て
ゐ
る
乙
と
は
確
か
で
あ
る
。

と
評
さ
れ
、
ま
た
、
例
の
吉
野
で
の
一
件
に
触
れ
て
、

天
知
は
松
井
ま
ん
を
愛
し
て
を
り
、
そ
の
た
め
に
嘗
て
恒
子
の
求
愛
を
斥
け
た
乙
と
が

あ
る
。
そ
の
天
知
か
ら
自
分
の
恒
子
に
対
す
る
感
情
に
干
渉
さ
れ
る
こ
と
は
藤
村
に
と
っ

て
納
得
し
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
ら
う
。
し
か
も
天
知
が
藤
村
の
旅
費
一
切
の
責
任
を
も

ち
、
そ
の
死
命
を
制
し
う
る
立
場
に
あ
っ
た
だ
け
に
も
と
も
と
内
攻
型
の
藤
村
の
感
情
を

一
層
刺
激
し
、
内
攻
さ
せ
、
天
知
の
友
情
に
欺
か
れ
た
と
い
ふ
感
じ
を
抱
か
せ
た
ζ

と
も

考
九
ら
れ
な
く
は
な
い
。

と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
以
上
の
笹
測
氏
の
見
解
に
は
ほ
と
ん
ど
同
感
で
あ
る
。
が
、

ζ

乙
で
私
が
氏
の
見
解
に
付
し
て
考
え
て
み
た
い
の
は
一
二
笠
姫
に
関
し
て
で
あ
る
。

『
朱
門
の
う
れ
ひ
』
の
中
で
、
三
笠
姫
は
油
断
の
な
ら
ぬ
商
才
あ
る
女
で
、
最
後
に
は
朱
円

か
ら
否
定
さ
れ
る
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
自
ら
「
御
城
の
ぬ
し
」
に
な
ろ
う
と
城
主

宰
堂
を
秘
か
に
毒
殺
し
、
表
面
狂
気
を
装
っ
て
い
る
が
、
朱
門
に
そ
の
内
状
を
知
ら
れ
て
い

る
。
従
っ
て
朱
円
か
ら
は
敵
と
し
て
狙
わ
れ
て
い
る
が
姫
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
。
城
主
に
成
り

得
な
い
た
め
、
信
を
置
い
て
い
た
大
震
を
さ
え
疑
っ
て
か
か
り
始
め
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
、

朱
円
か
ら
は
、
乙
の
二
人
が
共
謀
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
に
は
自

ら
も
知
ら
な
い
秘
密
(
養
女
と
い
う
乙
と
、
実
父
は
朱
円
で
あ
る
と
い
う
乙
と
)
が
あ
る
。
朱

門
は
そ
の
秘
密
を
知
り
ひ
そ
か
に
憂
え
る
。
が
、
結
局
、
彼
女
は
君
主
の
敵
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
実
父
朱
門
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
o

藤
村
は
、
何
故
三
笠
姫
の
よ
う
な
女
性
を
造
形
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
ハ
ム
レ

γ
ト
』
の

-

影
響
も
充
分
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
も
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
私
に
は
、
乙
の
三

笠
姫
に
当
時
の
藤
村
の
恒
子
九
対
す
る
複
雑
な
心
境
が
か
な
り
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

恒
子
は
、
『
春
』
の
中
で
峰
子
と
し
て
、

当
日
ふ
親
切
な
届
い
た
遣
り
方
を
す
る
の
は
、
峰
子
の
天
性
に
近
か
っ
た
。
そ
‘
説

質
が
反
て
彼
女
を
苦
め
た
の
で
あ
る
o

峰
子
の
孤
独
な
、
純
潔
な
生
涯
は
、
そ
の
為
に
不

思
議
な
苦
し
い
色
を
帯
び
た
。
そ
の
親
切
か
ら
、
彼
女
は
岸
本
を
迎
へ
入
れ
も
し
た
し
、

ま
い
し
は
り

ま
た
彼
を
紹
介
し
た
岡
見
の
兄
と
親
し
い
交
際
を
続
け
も
し
た
。
恐
ら
く
、
峰
子
は
兄
の

や
う
に
岡
待
問
堵
九
、
弟
の
や
う
に
岸
本
を
考
九
た
の
で
あ
ら
う
。
岡
見
と
岸
本
の
二
人

が
大
和
で
溜
語
っ
て
、
互
に
顔
を
見
合
せ
た
後
は
、
恰
も
悲
し
い
喜
劇
中
の
人
物
で
あ
っ

た。

と
い
う
ふ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
右
の
記
述
か
ら
見
る
限
り
、
恒
予
は
か
な
り
誤
解
さ
れ
易
い

人
物
で
あ
っ
た
ζ

と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
方
は
、
後
年
藤
村
が
回
想
し
て
と
ら
え
た

恒
子
に
対
す
る
、
自
分
た
ち
の
行
為
に
対
す
る
見
方
で
あ
る
。
当
時
に
あ
っ
て
は
、
お
そ
ら

く
、
藤
村
も
天
知
も
、
恒
子
の
乙
と
を
乙
の
よ
う
に
客
観
的
に
は
見
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

『
春
』
の
中
に
、

急
に
其
眼
は
不
思
議
な
光
を
帯
び
て
来
た
。
ど
う
か
す
る
と
涙
に
濡
れ
て
、
独
援
の
寂

実
を
嘆
く
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
終
に
は
物
を
一
す
一
口
ふ
や
う
に
成
っ
た
。
も
う
姉
さ
ん
ら
し

る
。
乙
の
箇
所
は
、
藤
村
い
限
で
は
な
か
っ
た
。

と
ユ
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
積
極
的
に
岸
本
~
追
っ
て
く
る
峰
子
の
姿
を
回
想
し
た
と
こ
ろ
で
あ

の
一
方
的
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
恒
子
自
身
に
も
、
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
生
む
態
度

が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
近
江
の
家
で
の
も
て
な
し
方
と
い
い
、
懐
剣
を
贈
っ
た
乙
と
と

い
い
、
藤
村
が
誤
解
す
る
だ
け
の
要
素
は
恒
子
の
側
に
も
充
分
あ
る
。
当
の
恒
子
に
す
れ
ば
「

親
切
な
届
い
た
遺
り
方
」
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
藤
村
は
親
切
以
上
の
も
の

を
感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
藤
村
は
恒
子
の
ζ

と
で
天
知
と
例
の
吉
野
事
件
を

起
こ
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
。
天
知
は
「
吾
等
の
友
情
を
阻
碍
す
る
健
れ
が
あ
る
か
ら
、

余
り
熱
度
を
高
め
ぬ
や
う
に
と
忠
告
」
(
『
黙
歩
七
十
年
』
)
し
た
の
で
あ
る
が
、
藤
村
に
し

て
み
れ
ば
い
ら
ぬ
お
節
介
で
、
「
秋
苗
維
の
口
頭
か
ら
漏
れ
た
と
い
う
其
-
極
言
」
〈
『
然
歩
七
十

年
』
)
を
天
知
に
聞
か
せ
、
一
方
的
に
憤
怒
し
下
山
し
て
し
ま
う
。
が
、
後
に
、
「
日
頃
カ
に
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た
の
む
そ
の
人
と
、
思
ひ
の
ま
〉
の
雑
言
吐
き
ち
ら
し
、
今
吏
面
目
無
之
覚
之
侯
」
(
明
ぉ
・

4
・
ぬ
天
知
宛
書
簡
)
等
と
大
い
に
反
省
し
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
恒
子
に
対
す
る
態
度
も

か
な
り
変
化
し
て
き
で
い
る
。
例
え
ば
、
「
生
は
女
友
と
し
て
秋
議
姉
を
待
つ
よ
り
も
、
知
己

と
し
て
、
諌
友
と
し
て
、
又
姉
と
し
て
待
た
ん
」
(
明
お
・

6
・
1
恒
子
宛
書
簡
)
と
言
う
表

現
が
あ
る
が
、
乙
こ
に
は
恒
子
と
の
聞
に
意
識
的
に
距
離
を
お
乙
う
と
す
る
藤
村
の
態
度
が
明

瞭
で
あ
る
。
そ
乙
に
は
、
恒
子
の
真
意
を
つ
か
め
な
い
ま
ま
身
勝
手
に
相
手
の
気
持
ち
を
受
け

取
っ
て
い
た
乙
と
に
対
す
る
自
分
自
身
九
の
反
省
が
窺
え
る
が
、
同
時
に
、
恒
子
に
対
す
る
警

戒
心
も
窺
え
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
警
戒
心
の
内
実
を
更
に
私
な
り
に
憶
測
し
て
み

る
と
、
以
下
の
よ
う
な
不
信
感
に
も
な
り
そ
う
で
あ
る
。
恒
子
の
「
親
切
な
届
い
た
造
り
方
」
、

実
は
、
そ
れ
は
自
分
の
心
を
惹
く
た
め
の
画
策
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
油
断
し
て
い
る
と
自
分

は
そ
の
策
に
乗
せ
ら
れ
て
し
ま
う
、
女
性
と
い
う
も
の
に
は
下
心
が
あ
り
、
ど
こ
で
ど
ん
な
策

を
巡
ら
し
て
い
る
か
わ
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
ー
ー
そ
の
よ
う
な
不
信
感
で
あ
る
。
そ
れ
は
と

測
も
か
く
、
警
戒
心
が
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
充
分
想
像
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
こ
と
と
、
先
の
笹

氏
の
「
少
く
と
も
朱
門
の
境
涯
と
大
宮
に
対
す
る
感
情
と
に
藤
村
の
境
涯
と
天
知
に
対
す
る
感

情
と
が
反
映
し
て
ゐ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
U

と
い
う
指
摘
と
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
時
、
朱

門
・
大
宮
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
三
笠
姫
の
描
き
方
に
も
、
当
時
の
藤
村
の
恒
子
に
対
す
る
心
情

が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

五

私
は
、
二
・
三
・
四
に
お
い
て
、
各
々
の
劇
詩
と
当
時
の
藤
村
の
抱
い
て
い
た
内
面
の
問
題

と
の
関
連
を
見
て
来
た
。

現
在
ま
で
、
藤
村
の
三
つ
の
劇
詩
は
多
く
の
論
者
に
ほ
と
ん
ど
顧
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま

た
、
考
察
さ
れ
た
と
し
て
も
、
単
な
る
習
作
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
評
価
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
拠

っ
て
い
る
原
典
と
の
影
響
関
係
の
み
が
強
調
さ
れ
て
き
た
恨
み
が
あ
る
。
私
は
、
乙
の
点
に
不

満
を
も
ち
、
単
に
習
作
・
試
作
と
し
て
葬
ら
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
劇
詩
に
注
目
し
、
藤
村
が
当

時
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
内
面
の
問
題
と
の
関
連
か
ら
別
の
位
置
付
け
を
与
え
る
べ
く
考
察
し

て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
構
成
・
展
開
等
に
関
す
る
技
術
的
な
面
で
は
従
来
の
評
価
で
ほ
ぼ
正

し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
以
上
検
討
し
て
来
た
よ
う
な
、
当
時
の
藤
村
の
切
実
な
心
境
が
、

た
と
え
劇
を
破
る
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
か
な
り
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
い
う
観

点
か
ら
、
も
っ
と
見
直
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
笹
測
氏
が
既
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
『
朱
門
の
う
れ
ひ
』
に
限
ら
ず
、
ま
た
、
乙
乙
で
指
摘
し
た
三
つ
の
劇
詩
に
限
ら

ず
、
当
時
の
随
筆
・
評
論
・
詩
等
を
合
め
て
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
初
期
藤
村
が
、
先
行
諸
作

品
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
事
実
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
背
後
に
は
、

厳
然
と
し
た
藤
村
の
実
生
活
が
あ
り
、
乙
れ
ら
習
作
に
お
い
て
も
、
そ
の
実
生
活
が
、
彼
の
内
面

の
実
態
と
関
わ
り
な
が
ら
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
た
と
い
う
側
面
を
重
規
す
べ
き
だ
と
思
う
。

乙
の
観
点
か
ら
、
乙
れ
ら
初
期
の
作
品
群
を
見
直
し
た
時
、
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
・
『
春
』

等
の
同
時
代
を
扱
っ
た
作
品
を
、
再
度
見
直
す
乙
と
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
あ
る
。

付
記
、

本
稿
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
に
は
、
磯
良
英
夫
先
生
・
米
谷
巌
先
生
か
ら
、
懇
切
な
る

ご
指
導
と
励
ま
し
の
お
一
言
葉
と
を
頂
い
た
。
ま
た
大
学
院
研
究
諸
氏
か
ら
あ
り
が
た
い

意
見
や
指
摘
を
受
け
た
。
記
し
て
深
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。

な
お
、
乙
の
論
文
の
校
五
段
階
で
、
田
中
富
次
郎
氏
に
、
「
三
つ
の
ド
ラ
マ
」
(
『

島
崎
藤
村
I
青
春
の
軌
跡
』
所
収
昭
臼
・

9
-
m
)
と
い
う
論
文
が
あ
る
乙
と
を
知
っ

た
。
氏
の
こ
の
論
文
は
、
『
噸
島
崎
藤
村
事
典
』
明
治
書
院
昭
和
田
・

9
・
お
)

の
参
考
文
献
一
覧
に
も
記
載
が
な
く
、
ま
た
、
初
出
が
『
信
州
大
学
教
養
部
紀
要
』
で

あ
っ
た
乙
と
も
手
伝
っ
て
、
私
の
自
に
入
ら
な
か
っ
た
。
今
、
氏
の
論
文
を
見
て
み
る

と
、
藤
村
の
三
つ
の
劇
詩
の
方
向
づ
け
に
お
い
て
拙
稿
と
重
な
る
と
乙
ろ
も
多
く
驚
い

て
い
る
。
が
、
た
だ
、
本
稿
で
は
藤
村
三
つ
の
劇
詩
の
研
究
史
上
で
の
位
置
づ
け
を
試

み
て
い
る
ほ
か
、
実
生
活
と
の
関
連
の
さ
せ
方
の
詳
細
で
は
氏
の
論
と
相
違
し
て
い

る
。
と
く
に
、
「
義
理
」
の
問
題
の
扱
い
方
、
「
風
流
」
と
「
恋
愛
」
の
問
題
の
扱
い

方
は
、
氏
の
そ
れ
と
は
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
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