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樋口一葉「閤桜jの位相

「
闇
桜
」
(
明
二
五
・
三
『
武
蔵
野
』
第
一
編
)
は
、
一
葉
文
学
の
出
発
点
と

な
っ
た
作
品
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
〈
稚
拙
〉
な
〈
少
女
小
説
〉
と
い
っ

た
否
定
的
評
価

2
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
で
は
、
満
谷
マ
ー
ガ

レ
ッ
ト
氏
が
ご
葉
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
は
、
私
た
ち
が
〈
青
春
〉
と
呼
ぶ
、
子
供
と

大
人
の
聞
の
成
長
期
間
が
な
い
」

2
と
指
摘
し
、
一
葉
文
学
に
お
け
る
〈
成
長
〉

と
い
う
角
度
か
ら
新
た
な
側
面
に
照
明
を
当
て
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
〈
思
春
期
〉
と
い
え
ば
、
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
と
移
行
す
る
〈
青
年

期
〉
の
前
期
に
相
当
し
、
急
激
な
身
体
的
成
熟
に
伴
っ
て
心
理
的
に
も
大
き
な
変

化
が
生
じ
る
時
期
(
主
で
あ
る
。
し
か
し
児
童
研
究
の
一
分
野
と
し
て
始
ま
っ
た

と
い
わ
れ
る
青
年
心
理
学
は
、
明
治
二

0
年
代
に
は
い
ま
だ
確
立
し
て
お
ら
ず
、

そ
う
し
た
認
識
の
枠
組
み
が
自
明
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
当
時
の
『
哲
学
雑
誌
』
の
中
で
「
青
年
期
」
の
特
徴
に

言
及
し
た
の
は
、
明
治
二
六
年
二
一
月
一

O
日
発
行
の
八
巻
八
二
号
の
雑
報
欄
に

掲
げ
ら
れ
た
「
人
生
の
危
機
」
と
題
す
る
論
考
が
最
初
で
あ
る
。
そ
の
中
で
著
者

は
「
青
年
期
は
人
生
の
危
機
な
り
」
と
述
べ
、
「
身
体
上
に
著
し
き
変
化
を
生
じ
、

体
力
増
大
す
る
と
共
に
、
精
神
も
亦
一
種
の
変
化
衝
動
を
催
し
、
激
烈
な
る
智
情

屋

木

瑞

穂

の
活
動
発
起
す
。
愛
、
恋
、
詩
趣
、
宗
教
及
政
治
上
の
妄
執
、
罪
過
、
狂
乱
の
類

多
く
は
此
心
身
の
一
大
変
動
に
因
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
身
体
面
精

神
面
で
の
大
き
な
変
化
を
体
験
す
る
「
青
年
期
」
を
一
つ
の
「
危
機
」
と
し
て
位

置
づ
け
、
そ
の
心
理
的
特
性
に
目
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
無
論
こ
れ

は
一
般
的
言
説
と
し
て
広
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ば
当
時
の
先
端
的

な
知
で
あ
っ
た

2τ

こ
の
よ
う
な
状
況
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
、
改
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
一
葉

が
「
闇
桜
」
に
お
い
て
、
少
女
が
大
人
の
女
性
に
な
っ
て
ゆ
く
と
き
に
直
面
す
る

危
機
を
題
材
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
「
闇
桜
」
は
、

和
歌
、
王
朝
文
学
の
影
響
が
色
濃
い
作
品
だ
が
、
そ
の
古
典
的
な
修
辞
の
背
後
に

潜
む
こ
の
作
品
の
同
時
代
的
な
新
し
さ
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
明
治
二

0
年

代
前
半
に
は
、
『
伊
勢
物
語
』
「
筒
井
筒
」
の
段
の
そ
テ
ィ
!
フ
を
様
々
に
変
奏
し
、

幼
馴
染
み
の
恋
愛
を
描
い
た
小
説
が
現
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
同
時
代
作
品
の
文

脈
の
中
で
、
「
闇
桜
」
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
位
置
測
定

そ
の
も
の
が
、
「
闇
桜
」
と
い
う
作
品
の
評
価
に
関
わ
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
同
時
代
の
文
学
状
況
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
「
闇
桜
」
の
位
相
を
よ

り
一
層
明
白
に
浮
き
彫
り
に
し
て
ゆ
き
た
い
。



樋口一葉「閤桜Jの位相

〈
筒
井
筒
V

の
モ
テ
ィ
i
フ

「
闇
桜
」
の
官
頭
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

隔
て
は
中
垣
の
建
仁
寺
に
ゆ
づ
り
で
汲
か
は
す
庭
井
の
水
の
交
は
り
の
底

き
よ
く
深
く
軒
端
に
咲
く
梅
一
木
に
両
家
の
春
を
見
せ
て
薫
り
も
分
ち
合

ふ
中
村
園
田
と
呼
ぶ
宿
あ
り

こ
の
物
語
は
梅
の
薫
り
に
包
ま
れ
た
「
両
家
の
春
」
を
語
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、

「
桜
ほ
ろ
/
¥
と
こ
ぼ
れ
」
る
春
嫡
漫
の
季
節
で
結
ぼ
れ
て
い
る
。
両
家
の
中
庭

は
建
仁
寺
垣
で
仕
切
ら
れ
、
境
界
に
植
え
ら
れ
た
梅
の
香
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

中
村
家
の
ご
粒
も
の
」
、
一
六
歳
の
主
人
公
千
代
の
姿
は
「
弥
生
の
山
ほ
こ
ろ

び
初
め
し
つ
ぼ
み
」
に
喰
え
ら
れ
て
い
る
。
同
時
期
の
作
品
に
、
「
十
五
は
方
図

外
の
早
苗
と
し
て
、
十
六
の
初
花
、
十
七
の
真
盛
り
」
(
渡
辺
乙
羽
「
露
小
袖
」

明
二
三
・
一

O
『
新
著
百
種
』
第
一

O
号
)
、
「
今
年
は
二
八
十
六
年
、
月
な
ら
ば

十
三
夜
、
花
な
ら
ば
ほ
こ
ろ
び
初
め
ん
菩
の
姿
」
(
饗
庭
筆
村
「
箆
撰
み
」
明
二

二
・
八
『
む
ら
竹
』
第
三
巻
)
な
ど
の
表
現
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
ハ
歳
の
千

代
は
、
最
も
美
し
い
娘
盛
り
の
季
節
を
迎
え
よ
う
と
す
る
少
女
と
し
て
設
定
さ
れ

て
い
る
。
「
園
田
の
主
人
」
の
死
去
に
際
し
て
家
督
を
「
相
続
」
し
た
二
二
歳
の

良
之
助
と
千
代
と
は
隣
同
士
の
幼
馴
染
み
で
、
「
雛
遊
び
の
心
あ
ら
た
ま
ら
ず
改

ま
り
し
姿
か
た
ち
気
に
と
め
ん
と
せ
ね
ば
と
ま
り
も
せ
で
良
さ
ん
千
代
ち
ゃ
ん

と
他
愛
も
な
き
談
笑
に
果
て
は
引
き
出
す
喧
嘩
の
糸
口
」
と
あ
る
よ
う
に
、
互
い

を
異
性
と
し
て
意
識
せ
ず
に
兄
妹
の
よ
う
に
陸
み
合
う
さ
ま
が
語
ら
れ
る
。

こ
の
「
雛
遊
び
の
心
」
と
い
う
表
現
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
『
源
氏
物
語
』

の
紅
賀
の
巻
で
乳
母
の
少
納
言
が
、
「
雛
遊
び
」
に
余
念
の
な
い
若
紫
に
向
か
っ

て
、
「
今
年
だ
に
す
こ
し
お
と
な
び
さ
せ
た
ま
ご
と
諭
す
場
面
で
あ
る
。
「
経
つ

く
え
」
(
明
二
五
・
一

0
・
一
八

1
二
五
『
甲
陽
新
報
』
)
で
も
、
千
代
と
同
じ
一

六
歳
に
設
定
さ
れ
た
園
が
、
孤
児
に
な
っ
て
以
来
「
真
の
兄
妹
も
出
来
ぬ
」
ほ
ど

に
親
身
に
世
話
し
て
く
れ
る
医
学
士
松
島
に
対
し
て
「
我
ま
』
」
に
振
る
舞
う
の

を
見
て
、
乳
母
が
「
何
歳
ま
で
も
嬰
児
さ
ま
で
致
し
か
た
が
御
座
り
ま
せ
ぬ
、
流

石
に
気
の
お
け
る
お
他
人
に
は
少
し
大
人
ら
し
く
お
成
り
遊
ば
せ
」
と
言
い
聞
か

す
場
面
が
み
ら
れ
、
身
体
的
に
は
大
人
に
な
っ
て
も
心
の
成
長
が
追
い
つ
か
な
い

女
主
人
公
に
若
紫
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
「
闇
桜
」
の
(
上
)

で
も
、
大
人
へ
の
成
熟
が
期
待
さ
れ
る
年
齢
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
未
だ
に
「
雛

遊
び
の
心
」
が
抜
け
な
い
主
人
公
の
心
身
の
成
長
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。

と
こ
ろ
が
物
語
は
、

「
二
月
半
ば
梅
見
て
来
ん
と
夕
暮
」
に
「
摩
利
支
天
の
縁

日
」
に
出
掛
け
、
千
代
が
良
之
助
と
「
彼
の
紅
梅
が
い
』
事
ね
へ
と
余
念
な
く
眺

内

4

め
」
て
い
る
時
に
、
学
校
友
達
の
「
束
髪
の
一
群
」
に
「
お
む
つ
ま
し
い
こ
と
」

と
冷
や
か
さ
れ
た
事
を
き
っ
か
け
に
急
転
回
す
る
。
こ
の
時
を
境
に
、
千
代
の

苦
闘
が
始
ま
り
、
や
が
て
心
身
に
変
調
を
き
た
し
て
病
臥
す
る
ま
で
に
思
い
詰

め
て
、
わ
ず
か
一
ヶ
月
後
に
は
臨
終
と
い
う
悲
劇
的
結
末
を
迎
え
る
。

こ
こ
で
作
品
世
界
を
動
か
す
転
回
点
と
な
る
場
面
に
配
さ
れ
た
「
梅
」
が
果
た

す
象
徴
的
機
能
に
注
目
し
た
い
。
梅
見
は
「
夕
暮
」
時
に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
「
春
の
夜
の
聞
は
あ
ゃ
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
見
え
ね
香
や
は
隠
る
る
」

(
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
一
春
歌
)
と
い
う
歌
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
例
え
ば
饗
庭
筆
村
の
「
松
の
雨
」

(
明
二
二
・
八
『
む
ら
竹
』
第
二
巻
)
の

中
に
は
、

「
男
女
の
中
に
て
憐
れ
を
感
じ
偶
然
と
思
ふ
事
は
時
あ
り
て
い
と
深
き

愛
情
と
変
る
事
あ
り
色
こ
そ
見
え
ね
香
は
隠
れ
ぬ
閣
の
梅
』
と
い
う
先
の
和
歌
を



踏
ま
え
た
表
現
が
み
ら
れ
、
春
の
夜
の
閣
に
そ
こ
は
か
と
な
く
漂
う
梅
の
香
は

無
意
識
裡
に
潜
む
恋
愛
感
情
を
想
起
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る

「
闇
桜
」
に
お
い
て
、
早
春
の
梅
薫
る
季
節
は
色
香
が
ほ
の
か
に
漂
い
初
め

る
年
頃
の
隠
輸
と
し
て
読
め
る
。
そ
う
し
た
時
節
を
迎
え
た
千
代
の
内
部
で
、

恋
と
い
う
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
良
之
助
に

対
す
る
異
性
と
し
て
の
思
慕
が
芽
生
え
て
い
た
こ
と
を
匂
わ
せ
る
効
果
を
、
梅

香
の
イ
メ
ー
ジ
は
生
み
出
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
幼
少
期
か
ら
井
戸
端
で
無
邪
気
に
遊
ん
で
い
た
『
子
ど
も
」
た
ち

カ2

「
お
と
な
に
な
り
に
け
れ
ば
、
男
、
も
女
も
は
ち
か
は
」
す
よ
う
に
な
る
と
い

う
『
伊
勢
物
語
』
第
二
三
段
「
筒
井
筒
」
は
、
性
に
目
覚
め
る
頃
を
迎
え
た
幼
馴

染
み
の
少
年
少
女
の
恋
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
。
性
表
徴
を
手
が
か
り
に
、
相

手
を
異
性
と
し
て
眺
め
る
事
で
生
じ
る
内
面
の
変
化
が
平
明
に
鞍
ら
れ
て
い
る
。

「
闇
桜
」
の
典
拠
が
「
問
弁
筒
」
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
吉

}
O

そ
の
一
方
で
、
明
治
二

0
年
代
に
は
、

『
伊
勢
物
語
』
の
「
筒
井
筒
」
を
下
敷
き

に
幼
馴
染
み
の
恋
を
描
い
た
文
学
作
品
が
幾
っ
か
現
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。
同
時
代
文
学
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
饗
庭
筆
村
の
「
窓
の
月
」

明

二
・
七
『
む
ら
竹
』
第
一
巻
)
や
紅
葉
の
「
恋
の
ぬ
け
が
ら
」

(
明
二
三
・
一
一

樋口一葉「悶桜jの位相

i
二
四
・
三
『
都
の
花
』
第
五

O
i五
八
号
)
等
と
の
類
似
性
が
こ
れ
ま
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る

E
が
、
な
お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本

稿
で
は
特
に
、
明
治
二

0
年
代
初
頭
に
幼
馴
染
み
の
少
年
少
女
を
主
人
公
に
し

た
恋
物
語
を
発
表
し
て
、
文
壇
の
反
響
を
呼
ん
だ
巌
谷
小
波
の
作
品
と
の
関
連

を
中
心
に
、
同
時
代
作
品
と
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
「
闇
桜
」
の
表
現
上
の
特
質

を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。厳

占3
時ー
代掠
小背

堅塁
おと
けの
る比

爺較

詰
変
奏

一
葉
の
文
学
的
出
発
に
先
立
っ
て
、
明
治
二

0
年
代
に
少
年
少
女
の
世
界
に
照

明
を
当
て
た
作
家
に
巌
谷
小
波
が
い
る
。
明
治
の
児
童
文
学
は
、
博
文
館
の
『
少

年
文
学
』
叢
書
の
創
刊
(
明
二
四
・
一
)
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

そ
の
第
一
編
と
し
て
『
こ
が
ね
丸
』
を
発
表
し
た
巌
谷
小
波
は
、
近
代
文
学
の
中

で
児
童
文
学
の
新
分
野
を
開
拓
し
た
先
駆
者
と
し
て
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
そ
れ
以
前
、
巌
谷
小
波
は
硯
友
社
の
作
家
と
し
て
少
年
少
女
を
主
人
公
に
し

た
小
説
を
発
表
し
、
文
檀
に
新
風
を
吹
き
込
ん
で
い
た
。
巌
谷
小
波
は
、
明
治
二

一
年
五
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
公
刊
、
『
我
楽
多
文
庫
』
第
一

1
一
二
号
に
、

「
五
月
鯉
」
と
題
す
る
少
年
少
女
の
初
恋
物
語
を
発
表
し
て
文
壇
に
進
出
し
た
。

こ
の
作
品
は
好
評
を
博
し
、
明
治
二
二
年
四
月
に
は
『
初
紅
葉
』
と
改
題
し
て
春

陽
堂
か
ら
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
一
六
歳
の
少
年
酒
井
光

一
は
没
落
士
族
の
長
男
で
、
『
書
記
官
を
務
め
て
居
る
畑
山
毅
」
家
の
「
食
客
」

と
な
り
、
そ
こ
の
姉
妹
の
家
庭
教
師
を
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
一
三
歳
の
「
可

憐
の
少
女
」
錦
子
と
の
聞
に
淡
い
恋
が
芽
生
え
る
と
い
う
の
が
物
語
の
骨
子
で
あ

る
。
こ
の
作
品
は
、
当
時
『
郵
便
報
知
新
聞
』
(
明
二
二
・
五
・
一

O
)
掲
載
の

書
評
で
「
少
年
男
女
の
天
真
燭
漫
た
る
愛
情
を
の
み
序
述
し
て
其
将
に
恋
情
に
移

ら
ん
と
す
る
所
に
筆
を
摘
め
た
る
は
落
想
{
7

マ
】
最
も
妙
な
る
を
覚
ゆ
」
と
称
賛

さ
れ
た
。
ま
た
内
田
魯
庵
が
「
あ
ど
け
な
き
十
三
の
錦
子
嬢
を
生
出
さ
れ
し
は
御

手
際
と
存
す
る
」
(
「
漣
山
人
の
『
初
紅
葉
』
」
明
二
二
・
五
『
女
学
雑
誌
』
第
一
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六
三
号
)
と
賞
揚
し
、
石
橋
忍
月
が
「
常
用
の
壮
年
の
主
人
公
を
択
び
、
恋
を
写

さ
ず
し
て
能
く
愛
を
写
し
、
色
気
を
離
れ
て
純
潔
」
を
描
い
た
の
は
「
妙
腕
」
(
「
初

紅
葉
」
明
二
二
・
五
・
二
二
『
国
民
之
友
』
)
と
評
し
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は

少
年
少
女
の
中
に
芽
生
え
た
恋
愛
と
呼
ぶ
に
は
ま
だ
幼
気
す
ぎ
る
淡
い
純
情
を

捉
え
て
い
る
点
で
、
当
時
の
読
者
に
清
新
な
印
象
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
続
い
て
明
治
二
二
年
八
月
に
『
新
著
百
種
』
第
四
巻
と
し
て
刊
行

さ
れ
た
『
妹
背
員
』
は
、
幼
馴
染
み
の
少
年
少
女
の
恋
物
語
で
、
当
時
の
宣
伝
広

告
の
文
句
を
借
り
れ
ば
「
ひ
ろ
い
ん
の
死
を
以
て
終
る
悲
嘆
小
説
」
で
あ
る
。
周

知
の
よ
う
に
『
新
著
百
種
』
は
、
紅
葉
の
文
檀
出
世
作
『
二
人
比
正
尼
色
儲
悔
』

を
第
一
作
と
し
て
、
明
治
二
二
年
四
月
に
吉
岡
書
籍
庖
か
ら
刊
行
が
開
始
さ
れ
た

〈
読
み
切
り
物
〉
の
小
説
叢
書
で
あ
る
。
『
妹
背
貝
』
は
、
「
春
長
閑
さ
は
稚
遊

び
」
「
夏
熱
き
は
互
ひ
の
情
」
「
秋
寂
し
さ
は
君
に
別
れ
て
」
「
冬
寒
き
は

身
を
切
る
凧
」
の
四
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
春
」
の
章
で
は
、
「
若
草
の
、
青

地
を
彩
る
蒲
公
英
の
黄
色
、
蓮
華
の
花
、
そ
の
紅
を
奪
ふ
蓋
の
紫
」
と
あ
る
よ
う

に
、
新
緑
と
花
が
一
斉
に
吹
き
出
し
た
春
欄
漫
の
風
景
の
中
、
「
八
重
桜
、
風
の

ま
に
/
¥
桃
色
の
雪
を
降
ら
す
そ
の
下
」
に
座
っ
て
「
花
束
の
製
造
に
余
念
」
が

な
い
一
一
歳
の
艶
子
と
、
そ
の
姿
を
絵
に
描
く
一
四
歳
の
水
無
雄
が
登
場
す
る
。

こ
の
場
面
で
は
「
気
ま
ぐ
れ
な
浮
雲
か
通
り
雨
」
の
よ
う
に
喧
嘩
を
し
て
は
、
す

ぐ
仲
直
り
を
す
る
と
い
っ
た
「
罪
も
報
ひ
も
知
ら
な
い
稚
子
の
余
念
な
さ
」
が
描

か
れ
て
い
る
。
父
親
同
士
が
親
し
い
間
柄
で
、
水
無
雄
は
家
庭
の
事
情
で
艶
子
の

家
に
預
け
ら
れ
、
二
人
は
「
兄
妹
、
も
及
ば
ぬ
程
に
」
陸
み
合
っ
て
い
た
。
こ
の
「
春
」

の
章
に
つ
い
て
、
内
田
魯
庵
は
同
時
代
批
評
の
中
で
「
漣
山
人
は
小
供
心
理
学
を

研
究
せ
ら
れ
し
が
、
是
ば
か
り
は
類
と
真
似
な
し
、
一
流
の
専
売
物
と
存
ず
る
。

妹
背
貝
の
圧
巻
と
も
云
ふ
べ
き
は
春
の
巻
に
し
て
水
無
雄
と
艶
子
の
あ
ど
け
な

き
情
は
絶
好
無
類
」
(
「
漣
山
人
の
『
妹
背
貝
』
」
明
ニ
二
・
八
『
女
学
雑
誌
』
第

一
七
七
号
)
と
絶
賛
し
、
「
少
年
国
に
遊
ん
だ
心
地
」
が
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

次
い
で
「
夏
」
の
章
で
は
、
艶
子
は
一
七
歳
、
水
無
雄
は
二

O
歳
に
成
長
し
、
互

い
に
異
性
と
し
て
好
意
を
抱
く
年
頃
に
な
る
。
両
家
族
が
揃
っ
て
「
鎌
倉
へ
避
暑

か
た
/
¥
海
水
浴
」
に
行
っ
た
際
に
、
「
法
学
研
究
の
為
め
亜
米
利
加
へ
留
学
」

し
て
帰
朝
し
た
兄
腕
麿
が
「
嫌
が
る
艶
子
の
左
の
手
を
握
」
っ
て
「
波
の
中
で
ダ

ン
ス
の
真
似
」
を
し
て
い
る
の
を
見
て
、
水
無
雄
は
嫉
妬
を
覚
え
る
。
「
秋
」
の

牽
で
は
、
父
母
か
ら
「
陸
軍
医
学
校
」
へ
進
む
こ
と
を
強
く
要
求
さ
れ
な
が
ら
、

『
一
幽
師
」
に
な
る
こ
と
へ
の
執
念
か
ら
入
学
試
験
に
失
敗
し
た
水
無
雄
が
、
兄
の

好
計
に
よ
っ
て
鎌
倉
の
「
大
悲
院
」
に
出
奔
し
、
艶
子
と
引
き
裂
か
れ
る
経
緯
が

語
ら
れ
る
。
「
冬
」
の
章
で
は
、
艶
子
が
両
親
か
ら
出
世
街
道
を
走
る
蹴
麿
と
の

結
婚
を
強
い
ら
れ
、
「
脳
病
」
を
思
っ
て
病
臥
す
る
ま
で
に
思
い
詰
め
る
。
婚
約

発
表
後
、
夢
枕
に
水
無
雄
の
幻
影
が
現
れ
、
虫
の
知
ら
せ
を
感
じ
た
艶
子
は
鎌
倉

に
奔
走
す
る
。
果
た
し
て
「
書
置
」
を
発
見
し
た
艶
子
は
、
「
児
ケ
淵
」
に
入
水

す
る
。
末
尾
は
「
無
残
。
波
は
今
苛
っ
て
一
打
ち
、
岩
を
。
散
る
は
浪
の
花
」
と

結
ば
れ
、
夫
折
し
た
少
女
の
哀
れ
さ
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
妹
背
貝
』
で
は
、
無
邪
気
な
子
ど
も
時
代
か
ら
大
人
へ
と
成
長

し
て
ゆ
く
幼
馴
染
み
同
士
の
恋
の
悲
劇
を
春
か
ら
冬
へ
の
季
節
の
推
移
と
交
錯

さ
せ
な
が
ら
描
写
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
作
品
構
成
は
、
当
時
の
批
評
家
の
目
を

引
き
、
先
に
触
れ
た
批
評
文
の
中
で
魯
庵
は
「
全
篇
を
春
夏
秋
冬
と
分
け
た
は
一

寸
斬
新
ら
し
、
四
季
物
語
と
で
も
申
さ
ふ
か
」
と
述
べ
、
石
橋
忍
月
は
「
新
著
百

種
第
四
号
『
妹
背
貝
』
」
(
明
二
二
・
八
・
二
二
『
国
民
之
友
』
)
と
い
う
批
評
文

の
中
で
、
「
文
章
体
裁
共
に
完
全
な
る
」
と
評
価
し
た
。
ま
た
同
作
品
の
冬
の
章

に
「
艶
子
は
腰
揚
げ
の
深
い
頃
か
ら
、
深
く
水
無
雄
に
馴
染
ん
で
、
互
ひ
に
君
な
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ら
で
は
と
恩
ひ
込
ん
だ
」
と
い
う
叙
述
が
あ
る
点
か
ら
、
『
伊
勢
物
語
』
「
筒
井

筒
」
の
段
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
艶
子
が
親
の
勧
め
る
縁

談
を
拒
否
す
る
と
い
う
展
開
は
、
「
お
と
こ
は
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
と
恩
ふ
、
女

は
こ
の
お
と
こ
を
と
思
ひ
っ
与
、
親
の
あ
は
す
れ
ど
も
、
聞
か
で
な
ん
あ
り
け
る
」

と
重
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
筒
井
筒
」
は
、
二
人
が
愛
の
歌
を
交
わ
し
て
「
つ

い
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
」
と
な
る
物
語
で
あ
る
の
と
対
照
的
に
、
『
妹

背
貝
』
は
女
主
人
公
の
死
で
結
ぼ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
『
妹
背
貝
』
は
、
『
伊

勢
物
語
』
の
「
筒
井
筒
」
を
下
敷
き
に
し
、
幼
剛
染
み
の
間
柄
で
睦
み
合
っ
て
き

た
二
人
の
関
係
が
結
婚
適
齢
期
に
な
っ
て
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
女
主
人
公
が
心
身
を

病
み
、
結
末
で
は
死
を
迎
え
る
と
い
う
悲
劇
的
な
展
開
を
、
季
節
の
推
移
と
重
ね

合
わ
せ
て
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
「
闇
桜
」
と
共
通
す
る
要
素
が
み
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
両
作
品
の
相
違
も
大
き
い
。
ま
ず
第
一
に
、
『
妹
背

貝
』
が
言
文
一
致
体
を
採
用
し
、
作
者
が
序
文
の
中
で
「
比
の
小
説
に
は
l
-

多
く
、
*
*
*
*
や
(
)
も
用
ひ
て
、
大
い
に
妙
味
を
助
け
た
る
処
な
り
」
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
欧
文
の
符
号
を
取
り
入
れ
た
斬
新
な
文
体
で
あ
る
の
に

樋口一葉「間桜jの位相

「
闇
桜
」
の
場
合
は
掛
詞
、
縁
語
、
引
き
歌
な
ど
の
古
典
的
修
辞
法
を

駆
使
し
た
雅
文
体
で
あ
る
。
次
に
『
妹
背
貝
』
で
は
、
幼
馴
染
み
同
士
は
思
慕
を

寄
せ
合
う
に
も
関
わ
ら
ず
、
親
の
干
渉
や
兄
の
横
恋
慕
に
よ
る
三
角
関
係
の
対

立
に
よ
っ
て
恋
が
実
を
結
ば
ず
に
終
わ
る
と
い
う
筋
の
展
開
に
な
っ
て
お
り
、

特
に
親
の
「
圧
制
」
と
い
う
外
的
要
因
の
下
で
犠
牲
に
な
っ
た
二
人
の
悲
劇
性
が

強
調
さ
れ
て
い
る
点
が
、
「
闇
桜
」
と
大
き
く
相
異
す
る
。
こ
う
し
た
幼
馴
染
み

の
間
柄
で
自
然
に
育
ま
れ
て
き
た
清
純
な
恋
の
成
就
が
家
族
の
干
渉
に
よ
っ
て

阻
ま
れ
る
と
い
う
筋
の
展
開
は
、
同
時
代
小
説
の
一
つ
の
典
型
で
も
あ
っ
た
。

比
し
て
、

例
え
ば
嵯
峨
の
や
お
む
ろ
作
「
野
末
の
菊
」

(
明
二
ニ
・
八

1
一
O
『
都
の
花
』

第
一
九
j
二
四
号
)
の
主
人
公
匡
は
、
幼
少
時
か
ら
「
最
も
親
し
い
朋
友
」
と
し

て
「
清
ら
か
な
愛
情
」
を
育
ん
で
き
た
お
糸
と
の
結
婚
を
、
「
貧
家
の
娘
」
と
い

う
理
由
で
父
親
に
反
対
さ
れ
、
彼
は
「
如
何
な
る
障
碍
が
あ
っ
て
も
、
お
糸
と
は

婚
姻
す
る
」
と
意
志
を
主
張
し
て
「
相
続
の
権
」
を
放
棄
す
る
が
、
や
が
て
生
活

が
荒
廃
し
て
自
殺
す
る
と
い
う
悲
劇
的
結
末
を
迎
え
る
。
ま
た
柵
山
人
の
「
恋
人

景
」
(
明
二
五
・
四

1
八
『
都
の
花
』
第
八
一

1
八
八
号
)
の
一
八
歳
の
女
主
人

公
糸
子
は
、
「
振
分
髪
の
其
頃
か
ら
一
緒
に
生
育
」
っ
て
き
た
紫
雄
と
互
い
に
思

慕
を
寄
せ
あ
う
が
、
父
親
か
ら
強
制
的
に
婿
養
子
を
決
め
ら
れ
て
、
苦
悩
の
果

て
に
「
脳
病
」
を
患
っ
て
病
臥
し
、
幼
剛
染
み
と
の
恋
は
破
綻
す
る
。

「
闇
桜
」
の
場
合
も
、
冒
頭
の
「
隔
て
は
中
垣
の
建
仁
寺
」
と
い
う
表
現
が
暗

示
す
る
よ
う
に
、
隣
同
士
の
幼
馴
染
み
で
あ
る
千
代
と
良
之
助
の
聞
に
は
踏
み
越

え
て
は
な
ら
な
い
一
線
が
あ
る
。
千
代
は
「
一
粒
も
の
」
で
婿
養
子
を
迎
え
ね
ば

な
ら
な
い
立
場
に
あ
り
、
家
督
を
相
続
し
た
良
之
助
と
は
結
婚
が
許
さ
れ
な
い
間

柄
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
見
過
ご
せ
な
い
の
は
、
死
を
招
く
ほ
ど
に
思
い

詰
め
て
い
く
千
代
の
内
的
葛
藤
の
中
で
、
そ
の
こ
と
は
核
心
的
な
位
置
を
占
め
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
?
}
。
千
代
は
良
之
助
と
の
交
際
を
禁
止
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
く
、
ま
た
婿
養
子
を
取
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
て
も
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
千
代
の
両
親
は
年
頃
の
娘
の
親
と
し
て
は
不
自
然
な
印
象
を
与
え
る
ほ
ど

に
、
良
之
助
と
の
親
密
な
関
係
を
容
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
の
作

品
で
は
、
二
人
の
聞
を
阻
害
す
る
よ
う
な
事
件
、
人
間
関
係
の
摩
擦
や
葛
藤
な
ど

-5-

が
一
切
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

同
時
代
作
品
に
目
を
転
ず
る
と
、
先
に
触
れ
た
紅
葉
の
「
恋
の
ぬ
け
が
ら
」
で

は
、
隣
同
士
で
「
幼
少
よ
り
朝
夕
睦
ま
し
き
遊
戯
朋
友
」
で
あ
っ
た
初
と
千
之
助

は
互
い
に
恋
慕
を
募
ら
せ
て
い
た
が
、
父
が
負
債
を
残
し
て
死
去
す
る
と
い
う



樋口一葉「閏桜」の位相

「
不
慮
の
災
難
」
が
千
之
助
の
身
に
降
り
掛
か
り
、
母
に
「
住
職
」
に
な
る
よ
う

説
得
さ
れ
て
出
家
し
、
幼
馴
染
み
の
恋
は
破
局
を
迎
え
る
。
ま
た
他
の
作
品
で
も
、

思
慕
を
寄
せ
る
幼
馴
染
み
の
「
洋
行
」
が
決
定
し
、
別
離
に
涙
す
る
少
女
の
姿
を

描
い
た
「
う
た
た
ね
」
(
明
二
三
・
九

l
一
O
『
都
の
花
』
第
四
六

1
四
八
号
)

や
、
「
筒
井
筒
振
分
け
髪
」
の
幼
馴
染
み
の
少
女
に
「
お
前
が
十
六
に
な
る
時
分

に
は
、
私
も
日
本
へ
帰
国
ツ
て
く
る
か
ら
」
と
約
束
し
て
「
洋
行
」
し
た
男
主
人

公
が
不
慮
の
死
を
遂
げ
る
柵
山
人
の
「
艶
火
弁
」
(
明
二
三
・
八
『
都
の
花
』
第

四
四
号
)
、
「
振
分
け
髪
の
頃
」
よ
り
許
婚
の
仲
で
愛
を
育
ん
で
き
た
従
妹
同
士
が
、

待
ち
に
待
っ
た
婚
礼
の
前
夜
に
女
主
人
公
を
乗
せ
た
汽
船
が
暴
風
雨
で
沈
没
し
、

悲
劇
的
結
末
を
迎
え
る
秀
月
山
人
の
「
筒
井
筒
」
(
明
一
一
四
・
一

O
『
都
の
花
』

第
六
九
号
)
な
ど
、
洋
行
を
き
っ
か
け
と
し
た
別
離
や
不
慮
の
事
故
に
よ
る
死
別

と
い
っ
た
、
い
わ
ば
外
的
な
要
因
で
幼
馴
染
み
の
恋
が
実
を
結
ぱ
ず
悲
劇
に
終
わ

る
と
い
う
筋
展
開
が
多
い
官
)
。

そ
こ
で
改
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
「
間
桜
」
に
お
け
る
千
代
の
悲
劇
は
、
内

的
要
因
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
本
文
中
の
心
中
思
惟
に
、
「
恋
か
あ
ら
ぬ
か
云
ひ
出
し
て
爪
は
じ
き
さ
れ

な
ん
恥
か
し
さ
に
は
再
び
合
す
顔
も
あ
ら
じ
妹
と
思
せ
ば
こ
そ
隔
で
も
な
く
愛

し
給
ふ
な
れ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
千
代
は
良
之
助
を
異
性
と
し
て
思
慕
す
る
こ
と

に
気
付
く
と
共
に
、
そ
う
し
た
内
面
を
外
に
出
せ
ば
、
「
妹
」
の
よ
う
に
可
愛
が

っ
て
く
れ
た
彼
に
突
き
放
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
怖
れ
、
声
に
な
ら
な
い
想
い

を
内
攻
さ
せ
て
心
身
を
病
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

先
に
言
及
し
た
よ
う
に
『
妹
背
貝
』
で
は
、
相
思
の
仲
と
な
っ
た
幼
馴
染
み
同

士
の
結
婚
を
妨
害
す
る
親
と
の
対
立
や
兄
弟
の
葛
藤
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い

て
、
石
橋
忍
月
が
前
掲
の
批
評
文
の
中
で
、
「
愛
恋
を
描
く
の
一
段
は
甚
だ
粗
漏

拙
劣
な
り
之
を
別
言
す
れ
ば
皮
相
的
の
観
察
に
し
て
其
心
裡
に
入
り
脳
裡
に
入

り
て
解
剖
し
た
る
点
少
し
も
な
し
」
と
鋭
く
突
い
て
い
る
よ
う
に
、
幼
い
親
愛
の

情
が
異
性
聞
の
恋
愛
感
情
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
は
子
細
に

描
か
れ
て
い
な
い
。
「
闇
桜
」
の
特
徴
は
、
幼
剛
染
み
が
成
長
し
て
い
く
過
程
で

起
こ
る
微
妙
な
心
理
の
擦
れ
違
い
に
焦
点
を
当
て
、
依
然
と
し
て
自
分
を
妹
と
し

て
眺
め
る
相
手
を
異
性
と
し
て
思
慕
す
る
こ
と
を
自
覚
し
た
の
を
契
機
に
、
自
己

の
性
的
成
熟
に
否
応
な
く
眼
を
向
け
始
め
た
少
女
の
多
感
に
揺
れ
動
く
心
の
壁

を
細
か
く
な
ぞ
っ
て
い
る
点
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
(
中
)
の
大
半
は
千
代
の

心
中
思
惟
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
良
之
助
は
生
身
の
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
い

わ
ば
千
代
の
意
識
が
つ
く
り
出
し
た
虚
像
と
し
て
千
代
の
中
で
生
き
始
め
る
。
つ

ま
り
、
千
代
が
前
面
に
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
、
そ
の
心
模
様
が
は
て
し

な
く
濃
密
に
拡
大
さ
れ
て
い
く
の
と
は
対
照
的
に
、
良
之
助
は
後
景
に
退
き
、
そ

の
存
在
感
は
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
千
代
の
心
中
に
溢
れ
出
る
言
葉

は
、
彼
女
の
中
に
封
印
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
い
、
相
手
に
向
か
っ
て
吐
露

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
主
眼
は
、
生
身
の
他
者
と

の
対
話
を
欠
い
た
ま
ま
に
、
少
女
の
中
で
一
方
的
に
増
幅
し
て
い
っ
た
「
思
ひ
の

数
々
」
を
、
そ
の
主
観
的
意
識
に
即
し
て
描
き
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
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肉
向
的
少
女
の
造
型

で
は
、
女
性
と
し
て
成
熟
し
つ
つ
あ
る
少
女
が
体
験
す
る
複

雑
微
妙
な
心
理
の
綾
に
照
明
を
当
て
て
、
先
に
触
れ
た
忍
月
の
同
時
代
評
言
を
借

り
れ
ば
「
心
裡
に
入
り
脳
裡
に
入
り
て
解
剖
」
す
る
よ
う
に
精
般
に
描
写
し
て
お

り
、
そ
の
密
度
の
濃
い
表
現
性
は
注
目
に
値
す
る
。
千
代
は
朋
友
の
何
気
な
い
冷

「
闇
桜
」
(
中
)



や
か
し
の
一
言
を
き
っ
か
け
に
、
自
己
の
内
側
に
起
き
て
い
る
変
化
を
凝
視
す
る

内
向
的
な
少
女
へ
と
急
激
に
変
貌
す
る
。
他
者
の
眼
を
通
し
て
自
分
を
見
る
と
い

う
経
験
を
経
る
こ
と
で
、
千
代
は
良
之
助
へ
の
思
い
を
〈
恋
〉
と
し
宅
自
覚
し
、

そ
れ
と
同
時
に
か
つ
て
身
に
覚
え
の
な
い
「
祉
か
し
く
つ
』
ま
し
く
恐
ろ
し
」
い

と
い
う
感
覚
を
経
験
す
る
。
こ
れ
は
、
大
鳥
神
社
の
酉
の
市
を
境
に
女
性
と
し
て

の
成
熟
を
自
覚
し
た
「
た
け
く
ら
べ
」
の
美
登
利
の
「
憂
く
恥
か
し
く
、
つ
』
ま

し
き
事
」
と
い
う
感
覚
と
響
き
合
う
も
の
が
あ
る
。

良
之
助
を
異
性
と
し
て
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
千
代
は
、
「
か
く
云

は
y
笑
は
れ
ん
か
く
振
舞
は
y
厭
は
れ
ん
」
と
相
手
の
視
線
を
過
剰
に
意
識
し
て
、

今
ま
で
通
り
自
然
に
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
千
代
は
「
我
が
心
我
と

答
む
」
が
、
押
し
込
め
ら
れ
た
情
念
は
夢
の
中
で
解
き
放
た
れ
る
他
は
な
い
。
そ

の
夢
の
中
で
、
千
代
は
良
之
助
の
「
優
し
き
手
に
背
を
撫
で
」
ら
れ
な
が
ら
「
何

を
思
ひ
給
ふ
ぞ
」
と
顔
を
「
さ
し
の
ぞ
か
れ
」
る
。
「
現
の
折
の
心
な
ら
ひ
に
い

ひ
も
出
で
ず
し
て
う
つ
む
」
く
と
、
「
誰
れ
ゆ
え
の
恋
ぞ
う
ら
山
し
」
と
云
わ
れ
、

樋口一葉「閤桜jの位相

「
余
の
人
恋
ふ
る
ほ
ど
な
ら
ば
恩
ひ
に
身
の
痩
せ
も
せ
じ
御
覧
ぜ
よ
や
」
と
手
を

差
し
出
せ
ば
、
彼
は
そ
の
手
を
「
軽
く
押
へ
て
に
こ
や
か
に
さ
ら
ば
誰
を
と
間
」

ぅ
。
そ
れ
に
「
答
へ
ん
と
す
れ
ば
暁
の
鐘
枕
に
ひ
び
き
て
覚
む
る
外
」
な
い
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
夢
は
、
思
い
の
丈
を
告
白
で
き
す
に
抑
圧
さ
れ
た
情
念
の
反
映
で

あ
る
と
共
に
、
「
優
し
き
手
」
の
感
触
や
「
惜
し
か
り
し
名
残
に
心
地
常
な
ら
ず
」

と
夢
の
余
韻
に
浸
る
様
子
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
千
代
の
〈
春
の
芽
生
え
〉
、
つ

ま
り
性
的
な
感
情
の
目
覚
め
を
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
言
}
。
同
時
期
の
乙
羽

庵
主
人
作
「
小
夜
衣
」
(
明
二
四
・
一
一

1
二
五
・
四
『
都
の
花
』
第
七
一

j
八

O
号
)
に
は
、
千
代
と
同
じ
一
六
歳
の
少
女
が
、
初
恋
の
相
手
に
「
手
を
絹
片
と

共
に
握
ら
る
与
に
、
体
顧
き
て
歯
根
合
は
ね
ど
、
こ
わ
/
¥
そ
れ
を
握
り
返
し
」

た
と
い
う
叙
述
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
同
時
代
評
は
「
世
の
事
多
く
得

し
ら
ぬ
少
年
少
女
に
は
あ
る
ま
し
き
振
舞
な
ら
ず
や
殊
に
狼
雑
に
し
て
読
む
も

い
か
』
な
り
」
(
学
海
居
士
「
小
夜
衣
細
評
」
明
二
五
・
六
同
誌
第
八
五
号
)
と

い
う
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
掛
け
て
い
る
。
「
闇
桜
」
の
場
合
は
夢
の
中
と
い
う

設
定
で
あ
る
が
、
千
代
の
振
る
舞
い
は
、
当
時
に
お
い
て
は
「
少
女
に
は
あ
る
ま

し
き
」
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

千
代
は
「
今
は
何
事
も
思
は
じ
思
ひ
て
な
る
べ
き
」
と
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
、

「
針
仕
事
」
に
神
経
を
集
中
す
る
こ
と
で
「
乱
る
』
心
縫
ひ
と
ゾ
め
」
よ
う
と
す

る
。
し
か
し
、
千
代
の
内
側
に
連
綿
と
湧
き
上
が
る
「
思
ひ
の
数
々
」
は
、
一
筋

に
経
ろ
う
と
し
て
も
纏
れ
て
し
ま
う
糸
の
よ
う
に
乱
れ
る
ば
か
り
で
、
「
針
仕

事
」
を
し
て
い
る
最
中
も
ず
っ
と
脳
裏
を
離
れ
な
い
。
そ
の
挙
句
に
「
他
し
心
な

く
兄
様
と
親
し
ま
ん
に
よ
も
憎
み
は
し
給
は
じ
」
と
こ
れ
ま
で
通
り
の
兄
妹
の
関

係
に
甘
ん
じ
よ
う
と
「
い
さ
ぎ
よ
く
断
念
」
す
る
が
、
そ
の
途
端
に
「
聞
か
ず
顔
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の
涙
」
が
頬
を
っ
た
っ
て
「
思
案
の
よ
り
糸
あ
と
に
戻
」
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で

「
一
向
に
つ
ら
か
ら
ば
さ
て
も
や
ま
ん
を
忘
ら
れ
ぬ
」
は
「
其
の
お
や
さ
し
き
が

恨
み
」
で
あ
る
と
思
う
と
却
っ
て
「
惜
」
ら
し
さ
が
湧
い
て
き
て
、

「
火
水
ほ
ど
中
わ
ろ
く
な
ら
ば
な
か
/
¥
に
心
安
か
る
べ
し
」
と
思
い
、
「
今
日

よ
り
は
お
目
に
も
か
』
ら
じ
も
の
も
い
は
じ
」
と
極
端
に
思
い
詰
め
る
が
、
「
隣

の
声
を
其
の
人
と
聞
け
ば
決
心
ゆ
ら
/
¥
と
し
て
」
思
考
が
堂
々
巡
り
す
る
と
い

う
始
末
で
あ
る
。
千
代
は
「
妹
」
に
踏
み
止
ま
る
こ
と
で
親
密
な
関
係
を
維
持
し

た
い
と
い
う
願
望
と
同
時
に
、
「
男
心
の
淡
泊
な
る
に
さ
し
む
か
ひ
て
は
何
事
の

い
は
る
べ
き
」
と
あ
る
よ
う
に
大
人
の
女
性
と
し
て
受
け
止
め
て
貰
え
な
い
こ
と

に
充
た
さ
れ
ぬ
渇
望
を
欝
積
さ
せ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
す
で
に
指
織
も
あ
る
よ
う
に

T
oて
千
代
の
感

一
層
の
こ
と



樋口一葉「閤桜」の位相

情
の
揺
れ
が
〈
糸
〉
に
纏
わ
る
古
典
的
和
歌
の
修
辞
を
踏
ま
え
つ
つ
表
現
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

「
針
」
「
よ
り

(
H
鮭
り
)
」
「
乱

れ
」
な
ど
は
「
糸
」
の
縁
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

『
新
古
典
和
歌
集
』
巻
十
四

恋
歌
四
に
み
ら
れ
る
〈
春
雨
の
降
り
し
く
こ
ろ
は
青
柳
の
い
と
乱
れ
つ
つ
人
ぞ
こ

ひ
し
き
〉
と
い
う
歌
と
そ
の
返
歌
で
あ
る
〈
青
柳
の
い
と
乱
れ
た
る
こ
の
頃
は
ひ

と
筋
に
し
も
思
ひ
ょ
ら
れ
じ
〉
と
い
う
歌
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
主
人
公
の
少
女
の
揺
ら
め
く
心
に
古
典
的
和
歌
の
中
で
培
わ
れ

た
〈
糸
〉
の
連
想
を
重
ね
る
と
い
う
表
現
技
法
は
、
一
葉
の
初
期
作
品
の
中
で
繰

り
返
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
た
ま
俸
」
(
明
二
五
・
四
『
武
さ
し
野
』
第
二
編
)

の
一
九
歳
の
女
主
人
公
の
名
は
「
青
柳
糸
子
」
で
あ
り
、
作
中
に
は
「
糸
子
が
心

は
春
の
柳
、
そ
む
か
ず
陶
酔
か
ず
な
よ
/
¥
と
し
て
」
と
い
う
古
典
的
修
辞
を
踏
ま

え
た
表
現
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
人
の
男
性
の
間
に
あ
っ
て
思
い
乱
れ
る
糸

子
の
心
情
を
、
風
に
吹
か
れ
て
乱
れ
る
柳
の
糸
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
ね
て
い
る
。

ま
た
「
五
月
雨
」
(
明
二
五
・
七
『
武
蔵
野
』
第
三
編
)
の
中
に
は
、
一
九
歳
の

優
子
の
恋
情
を
め
ぐ
っ
て
「
夏
引
き
の
手
引
き
の
糸
の
乱
れ
く
る
し
き
は
恋
な
る

か
や
」
と
い
う
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
二
一
の
恋
歌
「
夏
引
の
手
引
き
の
糸

の
年
へ
で
も
た
え
ぬ
思
に
む
す
ぽ
ほ
れ
つ
』
」
を
踏
ま
え
た
表
現
が
み
ら
れ
る
。

一
筋
に
経
り
ょ
う
も
な
い
糸
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

「
心
は
心

の
外
に
友
も
な
く
」
と
あ
る
よ
う
に
内
面
を
吐
露
す
る
相
手
も
な
く
、
捌
け
口
を

見
出
せ
な
い
想
い
が
心
中
に
渦
巻
き
、
「
思
案
の
よ
り
糸
」
が
複
雑
に
縫
れ
て
葛

藤
を
処
理
で
き
な
い
少
女
の
錯
綜
し
た
心
理
を
表
現
す
る
の
に
、
有
効
に
機
能

「
闇
桜
」
に
お
い
て
、

し
て
い
る
と
い
え
る
。

で
描
か
れ
た
千
代
の
著
し
い
苦
悶
は
、
〈
闇
〉

に
秘
め
ら
れ
た
ま
ま
良
之
助
に
は
気
付
か
れ
ず
に
進
行
し
、
表
面
上
は
(
下
)
の

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
(
中
)

冒
頭
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
良
之
助
に
対
す
る
言
葉
遣
い
や
起
居
動
作
の
変
化
と

し
て
現
れ
て
く
る
。
良
之
助
が
千
代
の
病
床
を
見
舞
う
と
、
千
代
は
「
乱
だ
せ
し

姿
」
を
見
ら
れ
る
の
が
「
恥
か
し
」
く
て
、
「
い
た
く
痩
せ
た
」
手
を
つ
い
て
「
起

き
か
へ
ら
ん
」
と
す
る
。
そ
こ
で
良
之
助
が
「
僕
に
寄
り
か
』
っ
て
居
る
が
い
〉

と
抱
き
起
」
せ
ば
、
千
代
は
居
住
ま
い
を
正
し
て
、
「
御
試
験
中
だ
と
申
す
で
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。
・
:
略
:
・
妾
の
処
へ
ぼ
つ
か
し
来
て
居
ら
し
や
っ
て
よ
ろ
し
い

ん
で
す
か
」
と
気
遣
い
す
る
。
(
上
)
で
梅
見
の
際
に
縁
日
で
「
お
約
束
の
も
の

忘
れ
て
は
否
よ
」
と
小
間
物
を
ね
だ
っ
て
い
た
口
調
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
大

人
の
女
性
ら
し
い
慎
ま
し
や
か
な
振
る
舞
い
を
身
に
つ
け
て
い
る

T
i
o
こ
う
し

た
挙
動
の
変
化
は
、
性
差
を
意
識
せ
ず
に
天
真
煉
漫
に
振
舞
え
た
子
供
の
ま
ま
で

は
い
つ
ま
で
も
い
ら
れ
ず
、
性
的
成
熟
に
伴
っ
て
大
人
の
女
性
に
見
合
っ
た
行
動

を
求
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
へ
の
自
覚
が
、
千
代
の
内
部
に
芽
生
え
た
こ
と
を
物
語
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っ
て
い
る
。

「
経
つ
く
え
」
に
は
、
「
菅
み
と
恩
ひ
し
梢
の
花
も
春
雨
一
夜
だ
し
ぬ
け
に
こ

れ
は
こ
れ
は
と
驚
か
る
〉
物
な
り
、
時
機
と
い
ふ
も
の
』
可
笑
し
さ
」
と
い
う
よ

う
に
、
少
女
の
〈
成
長
〉
の
突
然
と
も
い
え
る
著
し
い
加
速
に
関
す
る
記
述
が
み

ら
れ
、
両
親
を
失
っ
た
一
六
歳
の
女
主
人
公
が
肉
親
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
情
愛
を

注
い
で
く
れ
た
医
学
士
と
の
別
離
に
際
し
て
「
何
処
と
も
知
ら
ず
染
み
た
る
思

ひ
」
を
自
覚
し
た
の
を
契
機
に
、
幼
さ
か
ら
脱
皮
し
て
「
為
る
所
業
ど
こ
と
な
く

大
人
び
て
」
い
く
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
子
供
と
ば
か
り
思
っ
て

い
た
少
女
の
急
激
な
変
容
の
モ
テ
ィ
l
フ
は
、
幼
い
思
慕
を
寄
せ
て
い
た
師
と
共

に
突
知
と
し
て
故
郷
か
ら
出
奔
し
た
一
五
歳
の
少
女
の
姿
を
描
い
た
「
雪
の
日
」

(
明
二
六
・
三
『
文
学
界
』
第
三
号
)
や
酉
の
市
を
境
に
「
生
れ
か
は
り
し
様
の

身
の
振
舞
」
を
呈
す
る
一
四
歳
の
美
登
利
の
変
貌
を
描
い
た
「
た
け
く
ら
べ
」
(
明



奏
さ
れ
て
お
り
、

『
文
学
界
』
第
二
五

1
三
七
号
)
な
ど
後
の
作
品
で
も
変

一
葉
小
説
の
重
要
な
要
素
と
し
て
見
過
ご
せ
な
い
。

二
八
・
一

i
二
九
・
一

四

《
闇
桜
V

の
寝
象
す
る
も
の

「
闇
桜
」
の
(
下
)
で
は
、
語
り
手
が
千
代
の
内
面
に
深
く
踏
み
込
ん
で
い
た

(
中
)
と
対
照
的
に
、
良
之
助
や
周
囲
の
眼
に
映
っ
た
千
代
の
身
体
的
症
候
が
描

写
さ
れ
て
い
る
。
千
代
が
内
向
的
な
少
女
へ
と
に
わ
か
に
変
貌
し
て
か
ら
臨
終
を

迎
え
る
ま
で
の
時
間
経
過
は
、
極
め
て
短
い
期
間
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
摩
利

支
天
の
縁
日
で
朋
友
に
冷
や
か
さ
れ
た
の
が
「
二
月
半
ば
」
で
、
千
代
が
「
思
ひ

ご
語
一
語
呼
吸
せ
ま
り
て
見
る
/
¥
顔
色
青
み
行
く
」
と

い
う
瀕
死
の
状
態
に
陥
る
の
が
「
桜
ほ
ろ
/
¥
と
こ
ぼ
れ
」
る
季
節
で
あ
る
か
ら
、

わ
ず
か
一
ヶ
月
ほ
ど
し
か
経
過
し
て
い
な
い
。
千
代
は
、
「
あ
は
れ
や
一
日
ば
か

り
の
程
に
痩
せ
も
痩
せ
た
り
片
暦
あ
い
ら
し
か
り
し
頬
の
肉
い
た
く
落
ち
て
白

き
お
も
て
は
い
と
Y
透
き
通
る
程
に
散
り
か
か
る
幾
筋
の
黒
髪
緑
は
元
の
緑
な

が
ら
泊
け
も
な
き
い
た
/
¥
し
さ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
刻
一
刻
と
衰
弱
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
恋
慕
を
募
ら
せ
て
心
身
を
病
む
少
女
の
形
象
は
、
必
ず
し
も
珍
し

い
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
先
に
触
れ
た
紅
葉
の
「
恋
の
ぬ
け
が
ら
」
の
中
で

に
身
の
痩
せ
」
て
、

樋口一葉「閤桜」の位相

一
七
歳
の
お
初
は
、
幼
剛
染
み
の
千
之
助
を
「
忘
れ
む
と
す
る
に
忘
ら
れ
ず
、
我

と
も
な
く
思
ひ
続
け
て
気
の
欝
ぐ
が
積
り
」
て
「
青
春
に
は
あ
る
例
の
気
欝
な
ら

む
か
、
其
に
し
て
も
比
憧
に
捨
置
か
ば
、
つ
ひ
に
は
病
気
を
引
起
し
か
ね
ま
じ
き

容
態
」
に
陥
る
。
ま
た
「
お
ぼ
ろ
舟
」
(
明
一
一
一
二
・
三
・
二

0
1四
・
七
『
読
売

新
聞
』
)
で
は
、
「
恋
病
」
に
擢
っ
た
一
八
歳
の
お
藤
が
、
「
逢
ひ
た
し
」
の
一
念

を
募
ら
せ
る
う
ち
に
「
煩
ひ
の
床
に
倒
れ
、
日
ま
し
に
痩
細
」
り
、
終
に
は
狂
態

を
呈
す
る
様
子
が
語
ら
れ
る
。
「
闇
桜
」
に
お
い
て
も
、
加
速
度
的
に
進
行
す
る

症
状
の
描
写
を
通
じ
て
、
千
代
の
内
部
で
抑
制
さ
れ
た
感
情
が
い
よ
い
よ
激
烈

さ
の
度
合
い
を
増
し
て
い
く
過
程
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。

迫
り
来
る
死
期
を
予
感
し
た
千
代
は
、
「
こ
れ
形
見
と
も
見
給
は
ゾ
嬉
し
」
と

言
っ
て
、
「
痩
せ
て
ゆ
る
び
し
指
輪
抜
き
取
り
」
て
良
之
助
に
贈
る
。
容
態
の
悪

化
し
た
千
代
の
病
床
を
見
舞
っ
た
良
之
助
に
、
千
代
は
「
指
輪
は
め
て
下
さ
い
ま

し
た
か
」
と
尋
ね
、
彼
が
「
無
言
に
さ
し
出
す
左
の
手
を
引
き
寄
せ
て
じ
っ
と
ば

か
り
眺
め
」
て
涙
す
る
。
こ
こ
で
指
輪
の
贈
与
の
意
味
に
つ
い
て
、
同
時
代
作
品

の
例
を
見
て
み
た
い
。
例
え
ば
清
水
紫
琴
「
こ
わ
れ
指
輪
」
(
明
二
四
・
一
『
女

学
雑
誌
』
第
二
四
六
号
)
に
は
、
「
只
今
で
申
升
契
約
の
指
輪
」
と
い
う
表
現
が

み
ら
れ
る
。
川
上
眉
山
の
「
墨
染
桜
」
(
明
二
三
・
六
『
新
著
百
種
』
第
九
号
)

に
は
、
一
七
歳
の
女
主
人
公
が
思
慕
を
寄
せ
る
男
性
に
「
右
の
手
に
箔
め
て
居
た

黄
金
の
指
輪
を
抜
き
取
」
り
、
「
こ
れ
を
私
と
思
召
し
て
下
さ
い
」
と
い
っ
て
差
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し
出
し
、
相
手
が
「
貴
嬢
と
思
っ
て
大
事
に
し
ま
す
」
と
受
け
取
っ
て
婚
約
を
交

わ
す
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
柵
山
人
「
艶
火
弁
」
で
は
、
「
こ
れ
は
と
思

ふ
殿
御
に
は
、
祖
母
様
の
お
遺
物
分
の
「
ご
う
る
ど
り
ん
ぐ
」
何
の
惜
ま
う
、
吾

物
な
ら
ぬ
命
さ
へ
惜
か
ら
じ
と
、
思
せ
ま
る
姫
子
達
」
と
あ
る
よ
う
に
、
指
輪
の

贈
与
を
「
当
世
の
娘
気
質
」
の
現
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

「
闇
桜
」
の
場
合
、
千
代
は
「
形
見
」
と
言
っ
て
贈
る
が
、
同
時
代
作
品
の
文

脈
に
照
ら
し
て
も
「
指
輪
」
に
込
め
ら
れ
た
沈
黙
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
容
易
に
読
み

取
れ
る
。
実
際
指
輪
を
受
け
取
っ
た
良
之
助
も
「
其
心
今
少
し
早
く
知
ら
ぱ
斯
く

ま
で
に
は
衰
へ
さ
せ
じ
を
と
我
罪
恐
ろ
し
く
打
ま
も
」
る
と
あ
る
よ
う
に
、
千
代

の
胸
の
内
を
汲
み
取
っ
た
上
で
、
自
責
の
念
に
か
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
罪
」
意

識
の
あ
り
ょ
う
は
、
「
た
ま
棒
」
に
お
け
る
女
主
人
公
糸
子
の
「
幼
稚
の
折
の
心



樋口一葉「閤桜」の位相

ろ
な
ら
ひ
に
、
謹
み
も
な
く
刷
れ
ま
つ
は
り
て
、
鉄
石
の
心
う
ご
か
せ
し
は
、
構

へ
て
松
野
の
答
な
ら
ず
我
が
心
ろ
の
い
た
ら
ね
ば
な
り
」
と
い
う
後
悔
と
通
ず
る

が
、
後
戻
り
の
で
き
な
い
地
点
に
至
る
前
に
千
代
と
の
聞
に
適
切
な
距
離
を
置
か

な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
見
落
と
し
て
な

ら
な
い
の
は
、
千
代
は
、
「
良
之
助
が
目
に
映
る
も
の
何
の
色
も
あ
ら
ず
愛
ら
し

と
思
ふ
外
一
点
の
に
ご
り
」
さ
え
も
な
い
こ
と
を
直
覚
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
良
之
助
が
指
輪
を
飯
め
て
く
れ
た
の
は
、
我
こ
そ
が
「
病
の
元
」
で
あ
る
と

察
知
し
た
彼
の
「
お
や
さ
し
き
」
心
遣
い
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
自
分
が
初

め
て
経
験
し
た
よ
う
に
、
良
之
助
も
ま
た
自
分
を
異
性
と
し
て
発
見
し
、
『
我
が

心
我
と
答
む
」
よ
う
な
悩
ま
し
さ
に
「
胸
の
あ
た
り
を
燃
ゆ
べ
く
覚
え
」
る
と
い

っ
た
「
憂
き
を
分
ち
」
合
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
千
代

は
感
じ
取
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
明
陳
に
見
え
た
時
、
彼
と
我
と

の
落
差
は
埋
め
が
た
い
も
の
に
見
え
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
現
実
に

は
踏
み
越
え
よ
う
の
な
い
「
中
垣
」
へ
の
認
識
こ
そ
が
、
「
お
詫
は
明
日
」
と
い

う
千
代
の
意
味
深
長
な
臨
終
の
一
言
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
闇
桜
」
は
「
風
も
な
き
軒
端
の
桜
ほ
ろ
/
¥
と
こ
ぼ
れ
て
タ
や
み
の
空
鐘
の

音
か
な
し
」
と
結
ぼ
れ
る
が
、
す
で
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
能
因
法
師
の
〈
山
里

の
春
の
夕
暮
れ
き
て
み
れ
ば
い
り
あ
ひ
の
鐘
に
花
ぞ
ち
り
け
る
〉
(
「
新
古
今
和

歌
集
」
巻
第
二
春
歌
下
)
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
入
相
の
鐘
は
追
り
来
る
死
の

時
を
告
げ
ま
た
無
常
の
極
み
で
あ
る
死
を
落
花
に
喰
え
る
の
は
、
古
典
文
学
に
も

み
ら
れ
る
常
套
的
手
法
で
あ
る

τε
。
同
時
代
文
学
に
お
い
て
も
、
一
七
歳
の
女

主
人
公
の
臨
終
場
面
に
「
あ
は
れ
や
夜
半
の
一
嵐
初
花
の
樹
梢
に
過
ぎ
て
、
色
を

も
留
め
ず
香
を
も
残
さ
ず
、
惜
し
ゃ
盛
り
も
待
た
で
散
ら
さ
る
』
果
敢
な
さ
」

(
磯
野
秋
渚
『
う
き
琴
」
明
二
六
・
四
『
都
の
花
』
第
一

O
五
号
)
と
い
う
叙
述

が
み
ら
れ
、
夫
折
し
た
「
少
女
」
が
「
盛
り
」
を
待
た
ず
に
無
情
の
風
に
散
ら
さ

れ
た
桜
に
恰
え
ら
れ
て
い
る
。

一
方
「
闇
桜
」
の
末
尾
に
み
ら
れ
る
桜
の
描
写
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
風
も
な

い
の
に
「
こ
ぼ
れ
」
落
ち
る
ほ
ど
、
溢
れ
ん
ば
か
り
に
咲
き
極
ま
っ
た
状
態
に
達

し
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
花
姿
が
聞
の
中
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

閣
の
中
に
咲
き
零
れ
る
桜
の
花
は
、
こ
の
作
品
の
(
中
)
で
「
春
は
い
ず
こ
ぞ
花

と
も
云
は
で
垣
根
の
若
草
お
も
ひ
に
も
え
ぬ
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
溢

れ
る
よ
う
な
「
思
ひ
の
数
々
」
を
抱
き
つ
つ
も
一
言
も
漏
ら
さ
ず
に
苦
悶
し
て
痩

せ
衰
え
、
花
の
よ
う
に
美
し
い
容
色
を
損
な
っ
て
若
い
盛
り
を
台
無
し
に
し
て
い

る
外
面
と
は
裏
腹
に
、
良
之
助
の
眼
に
は
見
え
な
い
千
代
の
内
部
の
聞
に
、
芽
が

膨
ら
み
、
一
機
に
綻
ん
で
開
花
し
て
い
く
よ
う
に
生
じ
た
性
の
萌
し
を
象
徴
し
て

い
る
と
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
聞
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
咲
き
こ
ぼ
れ
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る
桜
と
重
な
っ
て
連
想
さ
れ
る
千
代
の
今
を
「
盛
り
」
と
生
き
る
姿
は
、

烈
な
幻
影
と
し
て
読
者
の
脳
裏
に
刻
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

一
層
鮮

お
わ
り
に

「
闇
桜
」
に
お
い
て
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
初
め
て
の
恋
の
自
覚
を
き

っ
か
け
に
、
女
性
と
し
て
成
熟
し
つ
つ
あ
る
自
己
を
凝
視
し
始
め
た
少
女
の
鋭
敏

化
し
た
感
受
性
に
照
明
を
当
て
、
そ
の
振
幅
の
激
し
い
心
の
揺
れ
を
拡
大
鏡
を
覗

き
込
む
よ
う
に
精
轍
な
描
写
で
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
点
に
こ
そ
、
同

じ
く
幼
馴
染
み
の
悲
恋
を
扱
っ
た
同
時
代
作
品
と
の
最
も
大
き
な
相
違
が
あ
る

と
み
ら
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
他
作
品
の
多
く
は
、
恋
愛
の
成
就
を
妨
げ
る
親

と
の
対
立
や
三
角
関
係
の
葛
藤
、
或
い
は
洋
行
に
よ
る
別
離
や
不
慮
の
死
な
ど
の



外
的
な
障
害
を
軸
と
し
て
展
開
し
て
い
た
。
確
か
に
、
『
闇
桜
」
に
お
い
て
も
、

千
代
と
良
之
助
は
結
婚
の
許
さ
れ
な
い
間
柄
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
は
恋
の
障
害
と
な
る
事
件
、
出
来
事
を
描
く
こ
と
に
力
点
は
な
く
、
「
昨
日

は
、
何
方
に
宿
り
つ
る
心
と
て
か
は
か
な
く
動
き
初
め
て
は
中
々
に
え
も
止
ま
ら

ず
」
と
本
文
中
の
表
現
に
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
身
に
覚
え
の
な
い
自
分
で
も
抑

え
が
た
い
心
の
動
き
を
〈
恋
〉
と
し
て
意
識
化
し
た
少
女
の
、
外
側
か
ら
は
窺
い

知
る
こ
と
の
で
き
な
い
内
な
る
「
闇
」
が
、
作
品
の
核
と
し
て
焦
点
化
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
無
論
そ
の
代
償
と
し
て
、
主
人
公
を
取
り
巻
く
家
庭
環
境
や
人
間

関
係
の
葛
藤
が
織
り
な
す
複
雑
な
模
様
を
描
き
得
て
い
な
い
と
い
う
感
は
否
め

な
い
。
し
か
し
、
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
己
の
内
的
世
界
に
閉
じ
こ
も
り
、
面
と
向

か
っ
て
当
の
相
手
や
周
囲
の
家
族
と
の
葛
藤
を
も
た
な
い
少
女
の
自
己
完
結
的

な
恋
の
か
た
ち
を
描
い
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
特
質
が
あ
る
こ
と
も
見
過
ご

し
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
誰
に
も
言
え
な
い
秘
密
を
抱
え
込
ん
だ
少
女
の
内

部
を
前
面
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
胸
中
に
止

め
ど
な
く
膨
ら
ん
で
い
く
芦
に
な
ら
な
い
言
葉
の
数
々
を
、
い
わ
ば
内
側
の
視
点

か
ら
意
識
の
流
れ
に
即
し
て
濃
や
か
に
紡
ぎ
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
見

て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

樋口一葉「間桜Jの位相

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
青
年
期
」
の
心
理
的
特
性
に
一
般
に
眼
が
向
け
ら

れ
始
め
る
の
は
、
明
治
三

0
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
立
つ
明
治
二

0
年
代
半
ば
に
、

一
葉
が
処
女
作
「
闇
桜
」
に
お
い
て
、
少
女
が
女
性
と
し
て
の

自
己
を
受
け
止
め
て
い
く
過
程
に
お
い
て
直
面
す
る
心
の
危
機
に
照
明
を
当
て
、

和
歌
や
王
朝
文
学
の
伝
統
の
中
に
堆
積
さ
れ
て
き
た
豊
鏡
な
イ
メ
ー
ジ
を
駆
使

し
つ
つ
、
同
時
代
文
学
が
未
開
拓
の
表
現
領
域
に
手
探
り
で
踏
み
込
も
う
と
し
て

い
た
点
は
注
目
に
値
す
る
。
さ
ら
に
、
自
己
の
性
的
成
熟
を
否
応
な
く
意
識
化
し

た
少
女
の
劇
的
な
変
貌
を
捉
え
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
一
四
歳
の
美
登
利
が
、

「
憂
く
祉
か
し
く
、
つ
』
ま
し
き
事
」
を
体
験
し
て
「
身
に
覚
え
な
か
り
し
思
ひ

を
ま
う
け
」
た
の
を
契
機
と
し
て
、
「
薄
暗
き
部
屋
の
う
ち
に
誰
れ
と
て
言
葉
を

か
け
も
せ
ず
」
に
閉
じ
こ
も
り
、
「
活
発
さ
は
再
び
見
る
に
難
く
成
」
っ
て
い
く

過
程
を
描
い
た
「
た
け
く
ら
べ
」
へ
と
展
開
し
て
い
く
可
能
性
の
萌
芽
が
見
出
せ

る
の
で
あ
る
。

【注】
(
1
)
 

和
田
芳
恵
編
『
樋
口
一
葉
の
人
と
作
品
』
(
一
九
六
四
・
六
、
学
習
研

究
社
)
に
、
「
少
女
小
説
の
感
じ
で
、
そ
の
稚
拙
味
が
素
直
に
出
て
い
る
」

と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
西
尾
能
仁
『
一
葉
・
明
治
の
新
し
い
女
思
想
と
文

学
』
(
一
九
八
三
・
一
て
有
斐
閣
出
版
サ
ー
ビ
ス
)
は
、
「
恋
愛
を
も
含
め

て
人
生
の
掘
り
下
げ
の
足
り
な
い
、
全
く
初
歩
的
な
少
女
小
説
」
で
あ
る
と

唱

E
4

唱

'A

評
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
従
来
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
橋
本
威
『
樋
口
一
葉

作
品
研
究
』
(
一
九
九

0
・
一
、
和
泉
書
院
)
が
詳
述
。
橋
本
氏
は
従
来
の

否
定
的
な
評
価
に
対
し
て
、
『
実
際
の
「
少
女
小
説
」
に
「
稚
拙
」
な
も
の

が
多
い
と
し
て
も
、
「
少
女
小
説
」
の
名
作
だ
つ
で
あ
る
の
だ
」
と
述
べ
て

い
る
。
ま
た
関
礼
子
『
樋
口
一
葉
を
よ
む
』
(
一
九
九
二
・
六
、
岩
波
ブ
ッ

ク
レ
ッ
ト
)
に
、
「
後
期
の
作
品
ば
か
り
採
り
上
げ
ら
れ
る
一
葉
文
学
の
な

か
で
、
初
期
の
少
女
小
説
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う

指
摘
が
あ
る
。

(
2
)
 

満
谷
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
「
〈
狂
気
〉
と
青
春
不
在
|
『
闇
桜
』
を
中
心
に
」

(
一
九
九
四
・
一

O
『
国
文
学
』
、
学
燈
社
)
。

矢
野
喜
夫
・
落
合
正
行
共
著
『
発
達
心
理
学
へ
の
招
待

l
人
開
発
達
の

(
3
)
 



樋口一葉「閤桜jの位相

全
体
像
を
さ
ぐ
る
』
(
一
九
九
一
・
一
二
、
サ
イ
エ
ン
ス
社
)
に
よ
れ
ば
、

と「
し思
て春
は 期
「は
=青

票者
ら前

五言
:民
5完
尋E
前?
期 E
まも
た舎
はツ、
中

そ
期 の
ま
・~時
ム期

が
思
春
期
に
当
た
る
」
と
さ
れ
る
。

(
4
)

北
村
三
子
『
青
年
と
近
代
』
(
一
九
九
八
・
二
、
世
織
書
房
)
は
、
「
青

年
心
理
学
」
の
成
立
の
過
程
を
詳
細
に
辿
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
青
年

心
理
学
」
は
「
児
童
研
究
の
一
分
野
」
と
し
て
始
ま
っ
た
と
し
、
「
近
代
日

本
に
お
け
る
児
童
研
究
の
定
着
は
、
『
児
童
研
究
』
と
い
う
雑
誌
の
発
行
が

始
ま
っ
た
明
治
三
一
年
(
一
八
九
八
)
頃
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
実

際
に
『
児
童
研
究
』
を
見
て
み
る
と
、
第
五
巻
四
号
(
明
三
五
・
六
)
掲
載

の
高
島
平
三
郎
著
「
青
年
期
及
び
其
の
教
育
(
上
ご
と
い
う
論
文
の
中
に
、

「
青
年
期
の
研
究
の
如
き
は
、
殆
ん
ど
未
開
の
荒
野
」
で
あ
る
と
い
う
言
説

が
み
ら
れ
る
。

(
5
)
 

『
文
学
界
と
そ
の
時
代
』
(
一
九
六

0
・
玉
、
明
治
書
院
)
、

山
根
賢
吉
「
一
葉
初
期
小
説
覚
え
書
」
(
『
樋
口
一
葉
の
文
学
』
所
収
、

九
七
六
・
九
、
桜
楓
社
)
な
ど
。

笹
淵
友

注

(
5
)
の
山
根
氏
の
論
考
は
、
紅
葉
の
「
恋
の
ぬ
け
が
ら
」
と
の
類

似
性
を
指
摘
し
、
滝
藤
満
義
ご
葉
初
期
小
説
論
|
『
闇
桜
』
か
ら
『
暁
月

夜
』
ま
で
」
(
一
九
九
六
・
三
『
千
葉
大
学
人
文
研
究
』
第
二
玉
号
)
は
、

饗
庭
筆
村
の
「
窓
の
月
」
と
の
関
連
性
を
検
証
し
て
い
る
。

(
6
)
 

野
口
碩
「
誇
張
さ
れ
た
片
恋
|
『
闇
桜
』
研
究
ノ

1
ト
」
(
樋
口
一
葉

研
究
会
編
『
論
集
樋
口
一
葉
』
所
収
、
一
九
九
六
・
一
て
お
う
ふ
う
)
は
、

「
両
家
の
事
情
の
間
に
横
た
わ
る
侵
し
難
い
壁
」
の
「
真
相
を
全
く
垣
間
見

せ
な
い
で
、
あ
た
か
も
千
代
の
性
格
が
引
き
起
こ
し
た
悲
劇
で
あ
る
よ
う
に

(
7
)
 

進
行
す
る
」
点
に
注
目
し
、
こ
の
作
品
の

「
狙
い
は
や
は
り
『
片
恋
』
」

で

あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
8
)

〈
筒
井
筒
の
恋
〉
を
描
い
た
同
時
代
作
品
に
は
悲
劇
的
結
末
の
も
の
が

圧
倒
的
に
多
い
が
、
そ
の
中
で
恋
の
成
就
と
い
う
大
団
円
を
迎
え
る
作
品
と

し
て
は
、
思
案
外
史
「
乙
女
心
」
(
明
二
二
・
六
『
新
著
百
種
』
第
三
巻
)
、

饗
庭
重
村
「
窓
の
月
」
(
明
二
二
・
七
『
む
ら
竹
』
第
一
巻
)
、
「
半
開
の
梅
」

『
都
の
花
』
第
五
五
号
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
明
二
四
・
一

(
9
)
 

関
礼
子
「
『
縫
ひ
と
ゾ
め
』
る
心
|
『
闇
桜
』
」
(
『
語
る
女
た
ち
の
時

一
葉
と
明
治
女
性
表
現
』
所
収
、
一
九
九
七
・
四
、
新
曜
社
)
に
、
「
夢

の
な
か
の
出
来
事
と
は
い
え
、
十
六
歳
の
少
女
の
欲
望
の
な
ま
の
姿
を
率
直

に
表
出
し
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

注

(
9
)
に
閉
じ
。

代

(
1
0
)
 

-12-

〈

1
1
)

注

(
2
)
に
同
じ
。
満
谷
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
氏
は
、
(
上
)
と
(
下
)

に
お
け
る
千
代
の
言
葉
遣
い
の
変
容
に
注
目
し
、
「
自
分
の
言
葉
を
獲
得
で

き
ず
に
『
う
っ
せ
み
』
に
な
っ
た
千
代
は
、
成
長
し
た
女
性
の
言
葉
を
死
の

装
い
と
し
て
着
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

(
1
2
)

小
川
和
佑
『
桜
誌
ー
そ
の
文
化
と
時
代
』
(
一
九
九
八
・
三
、
原
書

房
)
参
照
。

〔
付
記
〕
一
葉
作
品
の
引
用
は
す
べ
て
『
樋
口
一
葉
全
集
』
(
一
九
七
四
・
三
、

筑
摩
書
房
)
に
拠
っ
た
。
尚
、
文
献
引
用
に
際
し
て
は
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
ル

ピ
を
省
略
し
た
。

(
や
ぎ

み
ず
ほ
)


