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福
永
武
彦

「
風
の
か
た
み
」

「
姫
君
」
像
を
越
え
て
|
|

三;6..
日岡

は
じ
め
に

本
稿
は
「
『
風
の
か
た
み
』
の
成
立
基
盤
|
|
「
姫
君
」
造
形
に
窺
え
る

喪
失
感
の
傷
み
|
|
」
(
『
福
永
武
彦
研
究
』
第
七
号
平
成
十
五
年
四
月
)

を
受
け
た
論
考
で
あ
る
。
前
稿
の
論
点
は
大
き
く
二
つ
あ
る
。

第
一
点
目
は
芥
川
龍
之
介
の
「
六
の
宮
の
姫
君
」
と
堀
辰
雄
の
「
噴
野
」
、

福
永
武
彦
の
「
風
の
か
た
み
」
が
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
九
「
六
宮
姫

君
夫
出
家
語
第
五
」
を
始
原
と
す
る
一
連
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
従
来
の
比
較
検
討
は
、
堀
の
「
噴
野
」
と
芥
川
の
「
六
の
宮
の
姫
君
」

の
構
成
分
析
に
終
始
す
る
こ
と
か
ら
、
福
永
の
「
風
の
か
た
み
」
に
ま
で

継
続
さ
れ
る
論
及
と
し
て
、
ま
ず
三
作
品
の
系
列
化
と
位
置
づ
け
を
図
る

こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
「
風
の
か
た
み
」
の
成
立
過
程
の
考
証
を
通
し
て
、
福
永
は
昭

和
二
十
五
年
の
夏
か
ら
二
十
六
年
七
月
ご
ろ
に
か
け
て
、
「
野
風
」
と
い
う

福
永
武
彦
「
風
の
か
た
み
」
論

|
|
「
姫
君
」
像
を
越
え
て
|
|

稲

士百

子

裕

短
編
を
構
想
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
短
編
は
「
風
の
か
た
み
」

の
草
案
と
考
え
ら
れ
る
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
、
福
永
は
病

気
療
養
が
長
引
き
「
野
風
」
の
執
筆
を
を
中
途
で
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
野
風
」
は
未
完
・
未
発
表
の
ま
ま
、
後
の
全
集
に
収

録
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
長
ら
く
堀
辰
雄
宛
書
簡
(
『
堀
辰
雄
全
集
』
別
巻

一
書
簡
番
号
四
七
六
)
で
の
み
、
そ
の
作
品
名
を
確
認
で
き
る
も
の

で
し
か
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
平
成
十
四
年
十
月
に
『
未
刊
行
著
作
集
十

九
福
永
武
彦
』
(
白
地
社
)
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
新
た
に
現
存

を
確
認
さ
れ
た
原
稿
の
中
に
「
野
風
」
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
今
回
は
「
風
の
か
た
み
」
と
未
完
「
野
風
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
、

さ
ら
に
詳
細
に
考
察
し
た
い
。

さ
て
前
稿
で
論
じ
た
第
二
点
目
は
芥
川
・
掘
・
福
永
が
造
形
す
る
「
姫

君
」
像
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
姫
君
」
た
ち
は
一
様
に
運
命
に

対
し
て
消
極
的
で
、
主
体
性
の
乏
し
い
人
物
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

一
九
五



っ
た
。
だ
が
「
姫
君
」
た
ち
の
心
情
を
投
影
さ
せ
た
歌
が
物
語
展
開
の
重

要
な
伏
線
と
な
っ
て
い
る
か
、
話
の
頂
点
に
お
い
て
必
ず
一
首
は
詠
ま
れ

る
点
に
着
目
す
る
と
、
三
者
三
織
の
「
姫
君
」
像
が
顕
著
と
な
る
。
こ
の

よ
う
に
小
説
中
に
歌
が
組
み
込
ま
れ
る
形
態
に
は
、
「
姫
君
」
た
ち
各
々
の

人
生
観
を
凝
縮
し
て
詠
わ
せ
る
と
い
う
効
果
が
付
与
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
、
自
己
表
現
と
捉
え
、
「
姫
君
」
造
形
の
影
響
関
係

に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
る
の
が
前
稿
の
狙
い
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
前
稿
で
の
論
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
連
の
「
姫
君
」

像
と
は
大
い
に
異
な
る
「
楓
」
と
い
う
登
場
人
物
に
つ
い
て
も
重
視
し
た

い
。
「
六
の
宮
の
姫
君
」
、
「
嶋
野
」
は
『
今
昔
物
語
集
』
を
題
材
と
し
な
が

ら
も
、
む
し
ろ
王
朝
物
語
的
世
界
に
近
似
す
る
一
面
が
認
め
ら
れ
る
。
一

方
、
福
永
は
そ
の
流
れ
を
汲
み
つ
つ
も
「
風
の
か
た
み
」
に
お
い
て
、
貨

族
社
会
の
規
制
外
に
生
き
る
「
町
屋
」
の
娘
H

「
楓
」
を
描
く
こ
と
で
、

よ
り
能
動
的
な
『
今
昔
物
語
集
』
的
世
界
を
具
現
化
さ
せ
る
の
だ
。
そ
れ

は
王
朝
物
語
的
世
界
か
ら
の
越
境
が
試
み
ら
れ
た
結
果
と
も
い
え
よ
う
。

と
り
わ
け
本
稿
で
は
「
楓
」
の
存
在
意
義
を
追
究
す
る
こ
と
で
、
福
永
の

設
定
し
た
新
た
な
女
性
像
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
九
六

一、

「
風
の
か
た
み
」
の
構
想
を
め
ぐ
っ
て

|
|
未
完
「
野
風
」
と
の
関
連
|
|

「
風
の
か
た
み
」
(
『
婦
人
之
友
』
第
六
十
巻
第
一
号

昭
和
四
十
一
年
一
月
:

第
六
十
一
巻
第
十
二
号
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
)
は
、
福
永
が
『
今
昔
物

語
集
』
か
ら
十
九
編
の
話
を
題
材
と
し
て
創
作
し
た
長
編
王
朝
小
説
で
あ

る
。
こ
の
十
九
編
は
『
福
永
武
彦
全
集
』
第
九
巻
の
附
録
に
収
め
ら
れ
、

福
永
自
身
に
よ
っ
て
「
現
代
語
訳
『
今
昔
物
語
』
抄
」
と
名
づ
け
ら
れ
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
六
の
宮
の
姫
君
が
は
か
な
く
な
る
話
」

が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
厳
密
に
読
む
と
「
風
の
か
た
み
」
に
は
十
九

編
以
上
の
話
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
福
永
は
「
材
料
と
し
て
の
『
今
昔
物

語
』
」
(
福
永
武
彦
・
野
坂
昭
如

訳
者
『
日
本
の
古
典
九

今
昔
物
語
』
所
収

月

報

河
出
書
房
新
社
)
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

昭
和
四
十
六
年
十
一
月

『
風
の
か
た
み
』
の
中
に
は
謂
わ
ば
推
理
小
説
の
よ
う
に
『
今
昔
』

か
ら
の
宝
が
た
く
さ
ん
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
大
量
の
宝
の
存

在
を
突
き
と
め
て
く
れ
る
よ
う
な
名
探
偵
が
い
な
い
の
は
、
犯
人
と

し
て
少
し
ば
か
り
心
残
り
で
あ
る
。
(
昭
和
四
十
六
年
九
月
)

読
者
に
対
し
て
、
た
い
へ
ん
挑
発
的
な
こ
の
言
葉
は
、
福
永
の
随
筆
・



評
論
が
収
め
ら
れ
て
い
る
『
福
永
武
彦
全
集
第
十
五
巻
』
に
は
収
録
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
の
第
十
五
巻
に
は
、
昭
和
四
十
三
年
二
月
に
『
日
本
の

古
典
九
今
昔
物
語
』
へ
寄
せ
て
書
か
れ
た
「
材
料
と
し
て
の
『
今
昔
物

語
』
」
の
み
が
、
収
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
三
年
後
(
昭
和
四
十
六

年
)
に
『
日
本
の
古
典
九
今
昔
物
語
』
は
改
版
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、
福

永
も
新
た
な
現
代
語
訳
を
加
え
「
材
料
と
し
て
の
『
今
昔
物
語
』
」
の
追
加

記
事
を
載
せ
た
の
で
あ
る
が
、
『
全
集
第
十
五
巻
』
に
は
収
録
さ
れ
な
か

っ
た
。ま

た
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
未
だ
『
今
昔
物
語
集
』
の
原
話
と
「
風

の
か
た
み
」
が
詳
細
に
比
較
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
福
永
は
巧
み
に

原
話
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
い
る
た
め
、
容
易
に
は
そ
れ
ら
を
特
定
し
が
た
く
、

現
在
、
論
者
が
確
認
で
き
て
い
る
典
拠
は
、
巻
第
二
十
「
祭
天
狗
法
師
擬

男
習
此
術
語
第
九
」
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
な
お
こ
の
説
話
に
つ
い
て
は
谷
崎

潤
一
郎
も
、
「
批
菊
物
語
」
(
昭
和
五
年
三
月

3
九
月
『
朝
日
新
聞
』
に

連
載
)
に
登
場
す
る
「
法
師
」
の
造
形
に
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
福

永
の
現
代
語
訳
で
は
「
天
狗
を
祭
る
法
師
に
術
を
習
う
話
」
と
題
し
、
そ

の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
る
。
以
下
の
傍
線
は
論
者
に
よ
る
。

今
は
昔
の
こ
と
、
外
道
の
術
に
長
じ
て
そ
れ
を
商
売
に
し
て
い
る
賎

し
い
法
師
が
あ
っ
た
。
足
駄
や
草
履
を
、
あ
っ
と
い
う
聞
に
小
犬
に

福
永
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彦
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|
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|

し
て
道
わ
せ
て
み
せ
る
と
か
、
懐
か
ら
こ
ん
こ
ん
・
鳴
か
せ
な
が
ら
狐

を
出
し
て
み
せ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
刊
引
鳳
洲
封
寸
什
J
1
q引

叫
同
州
引
刈
寸
寸
叫
刈
引
剖
寸
刻
引

1
4
m叫
川
引
割
当
寸
刈
剖
制

剖
引
料
剖
討
。

(
『
今
昔
物
語
』

平
成
十
一
年
六
月

ち
く
ま
文
庫
)

「
風
の
か
た
み
」
で
は
八
章
「
幻
術
」
の
一
節
に
、
こ
の
話
は
挿
入
さ
れ

る
。
法
師
は
大
路
の
真
中
で
寝
そ
べ
る
牛
を
動
か
し
、
滝
口
を
助
け
る
。

し
か
し
素
直
に
従
う
牛
を
見
て
、
滝
口
は
法
師
の
牛
だ
ろ
う
と
疑
う
。
憤

慨
し
た
法
師
は
、
人
だ
か
り
の
中
、
牛
の
口
へ
飛
び
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

や
が
て
滝
口
が
締
め
て
帰
る
と
、
騒
動
に
驚
き
隠
れ
て
い
た
牛
飼
が
牛
を

連
れ
に
来
た
。

と
、
急
に
そ
の
牛
が
、
『
待
っ
て
く
れ
、
』
と
叫
ん
だ
。
と
同
時
に
、

引
叫
判
例
叫
料
引
叶
剖
寸
剖
州
制
釧
洲

M
U叫
例
刻
。

八
章
「
幻
術
」

さ
て
福
永
が
手
が
け
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
現
代
語
訳
は
、
昭
和
三
十

三
年
、
三
十
六
年
、
四
十
六
年
に
河
出
書
房
新
社
よ
り
依
頼
さ
れ
た
の

が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
三
回
の
改
版
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
当

初
の
四
十
一
編
か
ら
一
五
七
編
に
ま
で
採
話
数
も
増
え
、
そ
の
訳
は
次
第

一
九
七



に
内
容
を
充
実
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
際
、
福
永
は
一
つ
の
選
択
基
準
に
沿

っ
て
「
翻
訳
」
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

私
は
『
今
昔
物
語
』
の
翻
訳
に
当
っ
て
、
ど
う
せ
全
部
は
訳
せ
な
い

と
分
か
っ
た
以
上
、
文
学
的
価
値
の
あ
る
も
の
、
面
白
い
も
の
、
特

色
の
あ
る
も
の
、
と
い
っ
た
方
針
で
選
ん
だ
が
、
芥
川
が
材
料
に
用

い
た
原
話
は
注
意
し
て
落
と
さ
な
い
よ
う
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
(
中
略
)
肝
心
の
『
六
の
宮
の
姫
君
』
の
原
話
が
欠
け
て

い
て
、
か
え
す
が
え
す
も
残
念
で
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
「
風
の
か
た
み
」
を
二
年
間
連
載
し
た
翌
年
、
昭
和
四
十
三
年
の

文
章
で
あ
る
。
芥
川
を
意
識
し
て
い
た
点
は
も
と
よ
り
、
と
り
わ
け
「
六

の
宮
の
姫
君
」
の
題
材
で
あ
る
「
六
宮
姫
君
夫
出
家
語
第
五
」
が
、
福
永

に
と
っ
て
関
心
と
愛
着
の
深
い
説
話
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
昭
和
三
十

三
年
、
三
十
六
年
の
時
点
で
は
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
「
六
宮
姫
君
夫
出
家

語
第
五
」
が
、
訳
出
に
不
可
欠
と
し
て
福
永
に
意
識
さ
れ
た
要
因
は
、
「
風

の
か
た
み
」
執
筆
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
、
芥
川
の
「
六
の
宮
の
姫
君
」
と
堀
の
「
噺
野
」
は
、
福
永
の
「
風

の
か
た
み
」
に
ま
で
及
ぶ
系
譜
と
考
え
ら
れ
、
「
姫
君
」
造
形
に
大
き
く
関

与
し
て
い
る
と
論
じ
た
の
が
、
は
じ
め
に
述
べ
た
拙
稿
で
あ
る
。

-
'
U
s
k
 

-

J

，J
，，ノ

と
こ
ろ
で
「
野
風
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
福
永
の
堀
辰
雄
へ
の

意
識
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
「
影
響
を
自
ら
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

影
響
に
傷
つ
け
ら
れ
な
い
だ
け
の
強
い
自
負
の
現
れ
と
見
る
こ
と
も
で
き

る
」
と
、
福
永
は
舌
守
フ
。
こ
の
言
葉
は
福
永
が
海
外
文
学
か
ら
受
け
た
「
影

響
」
に
関
し
て
の
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
福
永
自
身
の
作
品
に
も
通
じ
る
「
自

負
」
が
言
わ
せ
た
、
自
意
識
の
「
現
れ
」
に
他
な
ら
な
い
。
前
述
し
た
よ

う
に
、
そ
の
福
永
の
自
意
識
が
、
芥
川
の
「
六
の
宮
の
姫
君
」
に
働
い
て

い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
「
風
の
か
た
み
」
は

そ
の
「
自
負
」
に
よ
っ
て
、
師
の
堀
を
も
凌
駕
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
福
永
が
「
噺
野
」
に
つ
い
て
語
っ
た
昭
和
十
九
年

と
二
十
一
年
、
療
養
期
間
中
の
昭
和
二
十
六
年
の
三
通
の
堀
辰
雄
宛
書
簡

に
注
意
を
向
け
た
い
。

ま
ず
昭
和
十
九
年
七
月
十
九
日
付
け
で
は
、
単
行
本
と
し
て
「
噺
野
」

が
出
版
さ
れ
る
の
を
心
待
ち
に
し
た
福
永
が
「
ま
だ
で
な
い
の
で
せ
う
か

た
の
し
み
に
待
っ
て
い
ま
す
」
と
記
し
、
昭
和
二
十
一
年
九
月
十
日
付
け

で
は
「
「
瞭
野
」
と
い
ふ
短
篇
は
堀
さ
ん
の
作
品
の
中
で
最
も
よ
い
も
の
の

一
つ
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
り
し
て
ゐ
ま
す
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
昭
和
二
十
六
年
の
書
簡
は
、
福
永
の
「
畷
野
」
に
対
す
る
関
心
が
、
「
六

の
宮
の
姫
君
」
に
劣
ら
ず
高
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
れ
は
「
風
の
か
た

み
」
の
形
成
を
明
ら
か
に
す
る
重
要
な
手
掛
か
り
と
思
わ
れ
、
慎
重
に
扱



い
た
い
資
料
で
あ
る
。

あ
の
頃
[
日
「
戦
争
の
終
わ
っ
た
年
の
秋
」
]
「
畷
野
」
を
い
た
だ

い
て
、
原
稿
を
書
く
の
に
疲
れ
る
と
大
事
に
読
ん
で
ゐ
た
こ
と
を
思

ひ
出
し
ま
す
(
中
略
)
去
年
の
夏
、
平
安
朝
を
背
景
に
短
篇
を
一
つ

書
き
た
く
て
「
今
昔
」
を
通
読
し
、
そ
れ
か
ら
ま
た
「
噺
野
」
を
味

読
し
て
書
き
出
す
だ
け
の
元
気
を
な
く
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
(
今
で

は
お
作
の
中
で
も
「
噺
野
」
は
も
っ
と
も
良
い
も
の
、
と
い
ふ
か
僕
の
も
つ

と
も
好
き
な
も
の
、
の
随
一
に
思
は
れ
ま
す
)

こ
の
書
簡
に
は
続
け
て
、
昭
和
二
十
五
年
か
ら
「
去
年
の
夏
」
に
あ
た

る
昭
和
二
十
六
年
七
月
に
掛
け
て
、
福
永
が
「
日
本
の
古
典
を
幾
つ
か
読
み
」

「
平
安
朝
も
の
の
「
野
風
」
」
と
い
う
作
品
を
、
書
き
上
げ
よ
う
と
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
題
名
の
み
確
認
で
き
た
「
野
風
」
は
、
『
未

刊
行
著
作
集
』
(
平
成
十
四
年
十
月
)
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
、
長
ら
く
現
存
す

る
こ
と
も
知
ら
れ
ず
、
読
む
こ
と
が
不
可
能
な
作
品
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
そ
の
『
未
刊
行
著
作
集
』
の
解
題
に
「
野
風
」
は
、
「
〈
王
朝
小

説
草
案
〉
と
上
書
き
さ
れ
た
新
潮
社
の
封
筒
に
納
め
ら
れ
て
い
た
〈
草
稿
ご

と
さ
れ
る
。
未
完
・
未
発
表
作
で
あ
り
、
三
章
ま
で
で
中
絶
さ
れ
た
草
稿

で
は
あ
る
が
、
後
に
執
筆
さ
れ
る
「
風
の
か
た
み
」
の
二
章
「
し
な
の
人
」

福
永
武
彦
「
風
の
か
た
み
」
論

|
|
「
姫
君
」
像
を
越
え
て
|
|

か
ら
三
章
「
姫
」
の
骨
子
と
な
る
部
分
を
含
む
重
要
な
作
品
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
「
野
風
」
の
題
名
近
く
に
は
「
安
積
山
か
げ
さ
へ
見
ゆ
る
山
の

井
の
/
浅
く
は
ひ
と
を
思
ふ
も
の
か
は
」
と
い
う
歌
が
添
え
ら
れ
、
福
永

が
『
今
昔
』
巻
第
三
十
の
説
話
「
大
納
言
娘
被
取
内
舎
人
語
第
八
」
を
基

に
「
野
風
」
を
描
こ
う
と
し
た
点
も
窺
え
る
。
こ
の
歌
は
今
昔
説
話
の
中

で
、
内
舎
人
に
さ
ら
わ
れ
た
大
納
言
の
姫
君
が
最
期
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
芥
川
が
「
六
の
宮
の
姫
君
」
の
主
軸
に
巻
第
十
九
の
説
話
「
六

宮
姫
君
夫
出
家
語
第
五
」
を
用
い
、
堀
が
そ
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
「
噴

野
」
に
、
巻
第
三
十
の
説
話
「
中
務
大
輔
娘
成
近
江
郡
司
蝉
語
第
四
」
を

主
た
る
対
象
と
し
て
物
語
展
開
さ
せ
た
手
法
を
、
福
永
も
「
野
風
」
で
は

踏
襲
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
こ
の
巻
第
三
十
第
五
話
は
、
福
永
が
「
大
納
言
の
娘
が
安

積
山
で
死
ぬ
話
」
と
し
て
現
代
語
訳
し
て
お
り
、
「
風
の
か
た
み
」
の
「
素

材
」
と
な
っ
た
十
九
編
の
う
ち
の
一
編
で
も
あ
る
。
た
だ
し
登
場
人
物
に

つ
い
て
着
目
す
る
な
ら
ば
、
「
野
風
」
と
「
風
の
か
た
み
」
は
共
通
し
て
現

れ
る
「
次
郎
」
の
性
格
は
真
逆
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「
野
風
」
の
「
次
郎
」

は
雅
び
な
貴
族
社
会
に
憧
れ
な
が
ら
も
、
歌
や
管
絃
に
閲
す
る
知
識
は
皆

無
の
青
年
で
あ
る
が
、
「
風
の
か
た
み
」
で
は
文
武
両
道
の
返
し
い
青
年
と

し
て
描
か
れ
る
。
ま
た
姫
に
は
「
萩
姫
」
と
い
う
名
が
与
え
ら
れ
、
細
や

か
な
性
格
付
け
と
身
分
設
定
が
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
新
た
に
智
円
法
師
、

九
九



次
郎
の
恋
敵
で
あ
る
安
麻
呂
や
不
動
丸
な
ど
の
人
物
が
加
わ
り
、
「
野
風
」

で
は
次
郎
か
ら
姫
へ
と
い
う
単
純
で
あ
っ
た
恋
慕
が
、
「
風
の
か
た
み
」
に

お
い
て
は
萩
姫
を
め
ぐ
っ
て
複
雑
に
絡
み
合
う
こ
と
と
な
る
。
結
果
と
し

て
「
野
風
」
は
、
福
永
が
「
風
の
か
た
み
」
を
執
筆
す
る
際
、
芥
川
や
堀

が
採
っ
た
短
編
と
い
う
形
式
か
ら
、
長
編
へ
と
構
想
を
転
換
さ
せ
る
た
め

の
草
案
と
な
り
、
王
朝
物
語
的
世
界
の
範
囲
に
と
ど
ま
ら
な
い
人
物
像
を

創
造
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
芥
川
・
堀
の
今
昔
受
容
の
実
態
を
思
い
起
こ
そ
う
。
堀
の
「
畷

野
」
は
、
ほ
ぽ
忠
実
に
巻
第
三
十
の
「
中
務
大
輔
娘
成
近
江
郡
司
蝉
語
第

四
」
の
展
開
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
堀
は
、
特
に
「
女
」
の
内

面
を
よ
り
深
く
追
求
し
、
説
話
的
世
界
と
は
異
な
る
書
き
加
え
を
行
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
同
じ
く
「
六
の
宮
の
姫
君
」
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
二
作
品
は
「
姫
君
」
の
心
情
描
写
中
心
に
多
く
筆
が
割
か
れ
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
芥
川
と
場
の
〈
王
朝
物
〉
作
品
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
を

題
材
に
し
つ
つ
、
王
朝
物
語
的
世
界
の
中
で
は
詳
し
く
語
ら
れ
な
い
主
人

公
の
心
情
を
補
足
す
る
「
心
理
小
説
」
を
志
向
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
『
今
昔
』
の
原
話
の
枠
組
み
を
借
り
る
こ
と
に
よ
り
、
「
姫
君
」
は

貴
族
社
会
と
い
う
共
同
体
に
拘
束
さ
れ
、
自
ず
と
王
朝
時
代
の
「
姫
君
」

像
か
ら
は
抜
け
出
せ
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
こ
そ
単
一
の
説
話
を
基

に
短
編
を
創
作
す
る
芥
川
や
堀
と
、
福
永
と
の
異
な
る
点
で
あ
る
。
短
編

二
O
O

と
い
う
形
式
を
捨
て
、
長
編
を
試
み
た
福
永
は
、
「
風
の
か
た
み
」
に
「
町

屋
の
娘
」

H

「
楓
」
や
「
智
円
」
「
不
動
丸
」
と
い
っ
た
、
貴
族
社
会
の
外

部
や
周
縁
に
属
す
る
人
物
を
登
場
さ
せ
、
王
朝
物
語
的
世
界
の
限
界
性
か

ら
の
逸
脱
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
遂
に
未
完
に
終
わ
っ
た
「
野
風
」

の
世
界
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
芥
川
・
堀
と
続
い
た
系
譜
を

継
承
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
更
進
す
る
構
想
の
実
現
で
も
あ
っ
た
。

一
一、

「
姫
君
」
像
の
継
承
と
展
開

|
|
舞
台
背
景
を
視
野
に
入
れ
て
|
|

次
に
作
品
の
表
現
に
即
し
て
福
永
の
方
法
と
作
為
を
見
て
み
よ
う
。

「
風
の
か
た
み
」
の
舞
台
設
定
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
季
節

は
「
秋
」
で
あ
る
。
序
章
と
終
章
の
呼
応
は
も
ち
ろ
ん
、
「
萩
姫
」
の
身
の

上
が
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
る
の
も
「
秋
」

で
あ
る
。
ま
ず
序
章
「
す
す
き
野
」
と
、
終
章
「
い
さ
ら
川
」
の
冒
頭
を

比
較
し
て
み
た
い
。

-
見
わ
た
す
か
ぎ
り
と
し
た
尾
花
ば
カ
り
が
連
な
っ
て
い

る
野
中
の
一
本
道
を
、
武
士
ら
し
い
身
ご
し
ら
え
の
」
J
刈
側
剖
剥
が
、

徒
で
急
ぎ
足
に
歩
い
て
い
た
。
(
中
略
)

若
者
は
足
を
休
め
て
、
伸
び
上
が
っ
て
前
を
見
、
ま
た
後
ろ
を
見
た



(
序
章
「
す
す
き
野
」
)

.
組
叫
叫
闘
を
北
に
向
か
っ
て
旅
を
す
る
斗
刈
州
制
剛
が
あ
っ
た
。

痩
せ
た
馬
に
跨
が
り
、
従
者
も
連
れ
ず
に
、
則
樹
引
閥
引
刈
矧
判
よ

川
村
利
剖
.
例
周
を
、
剖
刈
引
創
叫
材
パ
川
進
ん
で
い
た
。
秋
叫
剖
叫
制

対
川
則
刈
淵
倒
叶
判
剖
湖
剖
、
剖
叫
柑
刈
剖
樹
を
な
び
か
せ
た
。
謝

d
川
剖
叫
倒
叫
寸
寸
鮒
州
.
制
対
洲
崎
捌
刻
リ
バ
リ

(
終
章
「
い
さ
ら
川
」
)

こ
の
荒
涼
と
し
た
晩
秋
の
風
景
は
、
「
若
者
」

H

「
次
郎
」
と
「
法
師
」

H

「
智
円
」
の
行
く
先
が
、
決
し
て
燦
然
た
る
も
の
で
は
な
く
、
前
途
多
難
で

あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
小
説
の
末
尾
で
「
若
者
」
は
、
最
も
手
に

入
れ
た
か
っ
た
「
萩
姫
」
の
「
心
」
(
十
四
章
「
胡
人
月
に
向
っ
て
」
)
を
、
ど

う
し
て
も
自
分
に
向
け
ら
れ
ず
、
絶
望
の
う
え
「
不
動
丸
」
と
相
討
ち
と

な
っ
て
果
て
る
。
一
方
「
法
師
」
は
「
人
の
心
を
倫
ん
で
」
思
う
ま
ま
に

「
操
」
ろ
う
と
し
た
が
、
結
局
「
一
人
相
撲
」
で
し
か
な
く
、
都
を
去
ら

福
永
武
彦
「
風
の
か
た
み
」
論

|
|
「
姫
君
」
像
を
越
え
て
|
|

き

ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
だ
(
終
章
「
い
さ
ら
川
」
)
。
し
か
も
こ
の
場
面
で

彼
ら
は
、
「
萩
姫
」
の
人
生
を
大
き
く
左
右
す
る
人
物
と
し
て
、
こ
れ
か
ら

彼
女
の
許
へ
訪
れ
る
途
中
な
の
で
あ
る
。
「
秋
」
と
い
う
季
節
が
、
未
来
に

お
け
る
彼
ら
の
凋
落
を
示
す
の
に
、
最
も
相
応
し
い
季
節
と
し
て
選
択
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
し
か
し
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
「
風
の
か

た
み
」
は
堀
の
「
噺
野
」
の
場
面
設
定
に
基
づ
く
部
分
が
多
い
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
る
。

「
瞬
野
」
の
「
女
」
が
「
男
」
と
別
れ
て
「
半
年
ば
か
り
立
っ
た
」
「
ち

ゃ

う

ど

利

型

、

通

叫

q聞
か
ら
、
或
郡
司
の
息
お
宿
直
の
た
め
に

京
に
上
っ
て
来
」
た
。
以
下
は
「
女
」
の
世
話
を
し
て
い
た
「
尼
」
が
親

切
心
か
ら
再
度
の
結
婚
を
勧
め
る
が
、
彼
女
は
上
の
空
と
い
う
場
面
で
あ

る。

女
は
そ
れ
に
は
何
も
返
事
し
な
い
で
、
空
し
い
目
を
上
げ
て
、
日
剖

剖
引
刷
叫
制
刈
寸
川
引
制
淵
の
上
に
ち
ぎ
れ
ち
ぎ
れ
に
漂
っ
て
ゐ
る

雲
の
た
た
ず
ま
ひ
を
何
か
気
に
す
る
や
う
に
眺
め
や
っ
て
ゐ
た
。

(
『
鴫
野
」
)

ま
た
彼
女
の
心
細
い
境
遇
に
も
、
直
接
的
で
は
な
い
が
背
景
と
し
て
の
類

似
が
見
ら
れ
る
。

二
O



し
い
音
を
立
て
さ

れ
に
交
じ
っ
て
聞
え
た
り
し
た
。

(
「
鴫
野
」
)

そ
し
て
彼
女
が
「
自
分
の
運
を
試
め
」
す
気
持
ち
で
、
「
郡
司
の
息
子
」
と

の
結
婚
を
承
諾
し
「
近
江
に
下
つ
」
た
後
の
心
情
や
環
境
も
、
「
風
の
か
た

み
」
の
序
章
と
終
章
の
場
面
設
定
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

そ
こ
に
は
、
自
分
が
横
切
っ
て
き
た
境
涯
だ
け
が
、
矧
対
例
制
叫
州

1

引
引
制
刈
刻
、
見
ど
こ
ろ
の
な
い
、
噺
野
の
や
う
に
し
ら
じ
ら
と
残

っ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
(
中
略
)

山
一
つ
隔
て
た
だ
け
で
、
こ
ち
ら
は
、
梢
に
削
び
く
ポ
が
ら
し
の
智

叫
尉
叫
叫
同
州
叫
凶
川

U
州
寸
剖
。
夜
も
す
が
ら

1
刈
寸
升
刈

d
H

剖
刷
剖
捌
寸
寸
例
り
刷
も
ま
た
、
女
に
と
っ
て
は
、
夜
々
を
い
よ
い

よ
寝
覚
め
が
ち
な
も
の
と
な
ら
せ
た
。

(
「
噺
野
」
)

湖
の
描
写
に
つ
い
て
付
け
加
え
れ
ば
、
「
風
の
か
た
み
」
の
終
章
「
い
さ

ら
川
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
点
が
意
識
さ
れ
る
。
な
お
「
い
さ
ら
川
」
の

回
目
頭
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
情
景
が
描
写
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
面
は
「
智

二
O
二

円
」
が
視
点
人
物
と
な
っ
て
描
か
れ
て
い
石
。

西
の
方
へ
眼
を
移
す
と
、
漫
々
と
ー
ホ
を
植
え
た
大
き
な
湖
が
、
霧
の

中
に
半
ば
消
え
入
り
な
が
ら
広
が
っ
て
い
た
。
回
引
叫
割
剖
岡
州
叫

制
引
刈
叫
寸
寸
矧
刈
叶
伺
パ
川
の
が
見
え
た
。

更
に
「
い
さ
ら
川
」
に
見
え
る
「
川
音
」
と
「
風
」
に
関
し
て
も
、
「
峨
野
」

の
最
終
場
面
に
は
以
下
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。

夜
も
す
が
ら
、
木
が
ら
し
め
い
た
風
が
裏
山
を
め
ぐ
っ
て
ゐ
た
。
そ

の
風
が
や
む
と
、
羽
寸
升
川
州
制
州
剖
洲
叫
引
ぺ
刈
川
州
刊
寸
計
削

4.剖
引
制
刻
寸
剖
剖
。
剖
引
剖
引
謝
り
寸
刊
剥
引
リ
パ
対
刈
d
q

父
じ
る
こ
と
も
あ
る
。

(
「
晴
野
」
)

こ
の
後
に
続
く
「
そ
ん
な
さ
び
し
い
風
の
音
」
と
い
う
表
現
は
、
「
い
さ
ら

川
」
の
結
末
の
一
文
、
「
た
だ
川
音
に
ま
じ
っ
て
秋
の
風
が
寂
し
く
吹
き
抜

け
て
行
く
ば
か
り
だ
っ
た
」
に
通
じ
る
。

こ
れ
ら
の
「
秋
」
「
風
」
烏
の
「
鳴
声
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
「
六

の
宮
の
姫
君
」
に
も
頻
出
し
、
そ
こ
で
は
「
姫
君
」
お
よ
び
「
六
の
宮
の

姫
君
」
か
ら
「
噺
野
」
と
「
風
の
か
た
み
」
に
踏
襲
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る



場
面
背
景
を
確
認
し
、
「
姫
君
」
た
ち
の
人
生
の
転
換
期
が
、
い
ず
れ

も
「
秋
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
「
秋
」
に
「
飽
き
」

が
掛
け
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
が
、
三
作
品
の
別
れ
の
場
面
は
単

な
る
「
飽
き
」
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
い
。
「
六
の
宮
の
姫
君
」
で
は
「
姫

君
と
別
れ
る
の
は
、
何
よ
り
も
男
に
は
悲
し
か
っ
た
」
と
思
う
男
の
存
在

が
あ
り
、
男
が
「
陸
奥
の
守
」
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
外
的
要
因
が
大
き

い
。
ま
た
「
噴
野
」
の
「
女
」
は
結
果
的
に
良
き
自
己
決
定
と
は
な
ら
な

か
っ
た
が
、
主
体
的
に
近
江
へ
下
る
選
択
を
し
た
。
「
風
の
か
た
み
」
に
お

い
て
も
、
「
萩
姫
」
が
「
次
郎
」
や
「
安
麻
日
」
と
死
に
別
れ
た
た
め
に
、

過
去
の
理
想
と
今
現
在
の
内
省
が
促
さ
れ
る
。
つ
ま
り
『
今
昔
物
語
集
』

で
は
詳
細
に
記
さ
れ
な
い
季
節
「
秋
」
が
、
繰
り
返
し
背
景
と
し
て
描
き

込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
姫
君
た
ち
の
人
生
観
の
変
化
と
、
作
品
内
の
時

間
経
過
が
残
酷
な
ま
で
に
克
明
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
ヱ
ハ
の
宮
の
姫
君
」
が
相
次
い
で
両
親
を
亡
く
し
、
「
乳
母
」
か
ら

結
婚
を
勧
め
ら
れ
た
の
は
「
或
秋
の
夕
暮
れ
」
で
あ
っ
た
。
「
姫
君
は
乳
母

と
向
き
合
っ
た
侭
、
葛
の
葉
を
吹
き
返
す
風
の
中
に
、
何
時
ま
で
も
」
泣

き
続
け
た
。
「
畷
野
」
の
「
女
」
も
「
秋
の
末
」
、
「
野
分
の
立
っ
た
」
「
或

し
ぐ
れ
た
夕
方
」
に
「
尼
」
の
手
引
き
を
受
け
入
れ
、
「
郡
司
の
息
子
」
と

共
に
「
近
江
に
下
」
る
。
「
風
の
か
た
み
」
に
お
い
て
も
、
「
萩
姫
」
が
「
安

麻
巴
」
に
忍
び
込
ま
れ
る
場
面
と
、
こ
れ
ら
は
重
複
す
る
。

福
永
武
彦
「
風
の
か
た
み
」
論

|
|
「
姫
君
」
像
を
越
え
て
|
|

そ
の
日
は
夕
暮
か
ら
空
模
様
が
変
り
、
烈
し
く
野
分
の
風
が
吹
き
始

め
た
。
日
が
落
ち
る
と
風
の
音
が
一
層
険
し
く
な
り
、
池
の
水
が
打

ち
寄
せ
ら
れ
て
釣
殿
の
匂
欄
を
叩
く
音
が
咽
ぶ
よ
う
で
あ
る
。

(
三
市
「
姫
」
)

ま
た
「
六
の
宮
の
姫
君
」
の
結
婚
後
の
様
子
は
、
「
風
の
か
た
み
」
と
「
噺

野
」
の
結
末
の
場
面
背
景
の
一
部
と
似
通
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
情
景
描
写

の
継
承
を
窺
わ
せ
る
と
共
に
、
こ
の
二
作
品
開
に
確
か
な
影
響
関
係
が
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

夜
は
男
と
一
つ
祷
に
、
水
鳥
の

t
に
下
り
る
音
を
聞
い
た
。
そ
れ
は

悲
し
み
も
少
な
い
と
同
時
に
喜
び
も
少
な
い
朝
夕
だ
っ
た
。

ハ
の
宮
の
姫
君
」

そ
れ
か
ら
「
姫
君
」
が
「
男
」
と
の
別
離
を
迎
え
六
年
の
時
を
経
て
な

お
、
待
つ
こ
と
を
止
め
な
か
っ
た
「
そ
の
年
の
秋
」
、
再
び
「
乳
母
」
は
彼

女
に
結
婚
を
勧
め
る
。
な
お
以
下
の
引
用
文
の
実
線
で
示
し
た
部
分
は
「
六

の
宮
の
姫
君
」
の
影
響
を
、
二
重
傍
線
に
つ
い
て
は
「
噺
野
」
の
影
響
を
、

さ
ら
に
波
線
を
施
し
た
部
分
は
三
作
品
の
影
響
を
そ
れ
ぞ
れ
窺
わ
せ
る
部

分
で
あ
る
。

二
O
三



六
年
以
前
に
は
、
し
く
ら
ー
し
て
も
、

j
き
足
り
な
し
事
悲
し
カ
つ

刻
。
が
、
今
は
体
も
心
も
余
り
に
そ
れ
に
は
疲
れ
て
ゐ
た
。
「
噌
制
村

叫
剖
川
柑
叫
対
パ
J
i
-
-
:
:
そ
の
外
は
何
も
考
へ
な
か
っ
た
。
姫

君
は
話
を
聞
き
終
る
と
、
白
い
月
を
眺
め
た
な
り
、
傾
げ
に
や
つ
れ

た
顔
を
援
っ
た
。

『
六
の
宮
の
姫
君
」

右
の
波
線
部
は
次
に
引
く
「
噺
野
」
の
「
女
」
が
、
自
分
の
可
能
性
に

賭
け
て
「
近
江
に
下
つ
」
た
時
、
「
お
も
て
む
き
縛
と
し
て
」
待
遇
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
彼
女
の
失
望
を
描
く
場
面
と
近
似
す
る
。

も

(
「
噺
野
」
)

二

O
四

こ
れ
ら
二
作
品
の
波
線
部
は
「
風
の
か
た
み
」
で
「
萩
姫
」
が
、
理
想
化

し
た
「
安
麻
目
」
へ
の
想
い
に
と
ら
わ
れ
る
あ
ま
り
、
彼
女
を
か
ど
わ
か

し
て
ま
で
恋
心
を
伝
え
よ
う
と
し
た
「
次
郎
」
の
気
持
ち
を
頑
な
に
拒
否

し
、
心
を
開
け
ら
れ
な
い
ま
ま
「
次
郎
」
に
告
げ
た
次
の
言
葉
と
も
重
な

る

Jコ

こ
の
恋
は
今
生
で
は
果
た
せ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、

わ
た
し
は
早
く
死
に
た
い
。
♂
引
制
封
副
司
け
廿
以
械
似
以
引
制
ρ

明
訓
円
。
死
ぬ
こ
と
が
か
な
わ
な
い
の
な
ら
、
尼
に
で
も
な
る
他
は
あ

り
ま
せ
ん
。

(
十
四
章
「
胡
人
月
に
向
っ
て

こ
の
よ
う
に
し
て
三
作
品
の
傍
線
・
波
線
部
の
類
似
を
通
じ
て
明
ら
か

に
な
る
点
は
、
「
六
の
宮
の
姫
君
」
と
「
女
」
「
萩
姫
」
の
自
己
の
運
命
に

対
す
る
諦
念
が
、
共
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
終
章
「
い
さ

ら
川
」
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
「
萩
姫
」
は
自
分
の
次
郎
へ
の
本
心
に
気

づ
く
の
だ
が
、
時
は
既
に
遅
い
。
彼
女
は
後
悔
と
内
省
に
沈
み
、
次
の
よ

う
に
語
る
。

も
し
死
ぬ
こ
と
が
ま
ま
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
相
た
く
し
は

く

を



(
終
章
『
い
さ
ら
川
」

以
上
の
考
察
か
ら
表
現
レ
ベ
ル
に
お
い
て
「
風
の
か
た
み
」
が
、
一
連

の
系
譜
を
辿
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
こ
の
「
い
さ
ら
川
」

で
の
「
萩
姫
」
の
姿
は
、
何
物
に
も
信
頼
を
抱
け
な
か
っ
た
「
六
の
宮
の

姫
君
」
の
臨
終
場
面
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
「
姫
君
」
に
「
法
師
」
は
「
往

生
は
人
手
に
出
来
る
も
の
で
は
ご
ざ
ら
ぬ
。
唯
御
自
身
怠
ら
ず
に
、
阿
弥

陀
仏
の
御
名
を
お
唱
へ
な
さ
れ
」
と
諭
す
。
し
か
し
「
側
倒
剖
叶
創
刊
刈

闘
訓
引
リ
引
ゴ
訓
剖
」
と
言
う
「
法
師
」
の
声
も
空
し
く
、
彼
女
は
ご

心
に
仏
名
を
」
唱
え
ら
れ
ず
、
「
伺

U
1川
川
倒
叫
則
刻
刻
剖
刈
。
暗
い
中

に
別
品
川
川
、
|
|
制
対
川
刷
崎
川
叶
吹
い
て
参
り
ま
す
る
」
と
言
い

{ロ}

残
し
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
「
い
さ
ら
川
」
で
は
、
尼
と
な
っ
た
「
萩
姫
」

が
「
年
老
い
た
尼
」
か
ら
「
側
側
州
側
謝
抑
制
川
村
利
叶
什
V
亡
く
な
ら
れ

た
方
の
冥
福
を
刻
州
川
村
引
の
が
、
今
の
お
っ
と
め
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
」

と
「
た
し
な
め
」
ら
れ
る
が
、
彼
女
は
素
直
に
領
け
な
い
。

「
妙
信
、
そ
な
た
の
よ
う
に
側
側
が
伺
じ
ら
れ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
か
為

創
剖
寸

U
A外
。
材
剖

d
u叫
叫
外
側
寸
寸
倒

U
M刈
材
引
掛
川
剖

リ
叶
。
わ
た
く
し
は
自
ら
道
を
あ
や
ま
っ
て
、
そ
の
た
め
に
次
郎
を

福
永
武
彦
「
風
の
か
た
み
」
論

|
|
「
姫
君
」
像
を
越
え
て
|
|

殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

(
終
章
『
い
さ
ら
川
」

「
一
心
に
仏
名
を
」
唱
え
ら
れ
な
い
「
六
の
宮
の
姫
君
」
と
、
妙
心
の
よ

う
に
「
御
悌
」
を
信
じ
ら
れ
な
い
「
萩
姫
」
は
、
一
途
に
信
じ
る
も
の
を

持
て
な
い
近
代
の
人
間
像
と
し
て
登
場
す
る
。
し
か
し
「
六
の
宮
の
姫
君
」

は
、
仏
の
慈
悲
に
さ
え
鎚
れ
ず
、
す
べ
て
を
宿
命
と
捉
え
て
自
己
の
問
題

意
識
に
は
至
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
六
の
宮
の
姫
君
」
で
、
〈
王
朝
物
〉
作

品
と
別
れ
を
告
げ
た
芥
川
は
、
「
姫
君
」
の
性
格
的
な
唆
味
さ
と
、
宿
命
の

な
す
悲
哀
に
重
き
を
置
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
古
物
語
の
再
生
産

だ
と
い
う
評
価
を
強
め
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
萩
姫
」
は
、
安
易

に
仏
の
救
い
に
逃
げ
込
め
な
い
明
断
な
自
己
意
識
と
、
「
自
ら
道
を
あ
や

ま
っ
」
た
の
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
る
自
己
資
任
感
を
付
与
さ
れ
る
。
「
六
の

宮
の
姫
君
」
と
は
決
定
的
に
異
な
る
女
性
像
と
し
て
、
福
永
は
「
萩
姫
」

を
描
く
の
で
あ
る
。

再
び
「
秋
」
と
い
う
季
節
に
つ
い
て
論
を
戻
そ
う
。
「
六
の
宮
の
姫
君
」

は
「
九
年
目
の
晩
秋
」
に
「
男
」
と
の
再
会
を
果
た
せ
は
し
た
が
、
既
に

彼
女
自
身
は
生
き
る
力
さ
え
も
失
っ
て
い
た
。
「
噴
野
」
の
「
女
」
も
事
情

は
近
い
。
「
或
年
の
秋
」
新
し
く
近
江
に
赴
任
し
、
「
国
守
」
と
な
っ
た
昔

の
夫
に
「
見
出
さ
れ
」
た
「
女
」
は
、
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
「
牌
と

し
て
」
の
生
き
方
を
押
し
潰
さ
れ
死
ん
で
い
く
。
こ
う
し
て
「
姫
君
」
た

二
O
五



ち
の
人
生
の
転
機
を
見
渡
し
て
く
る
と
、
そ
れ
は
必
ず
「
秋
」
が
意
識
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
風
の
か
た
み
」
も
例
外
で
は
な
い
。
「
萩
姫
」
が

「
次
郎
」
や
「
安
麻
呂
」
と
い
っ
た
掛
け
替
え
の
な
い
人
物
の
消
息
を
「
法

師」

H
智
円
か
ら
聞
き
、
取
り
戻
す
こ
と
の
出
来
な
い
過
去
を
嘆
き
つ
つ

も
、
そ
れ
に
伴
う
喪
失
感
を
見
据
え
だ
す
の
は
、
「
秋
」
な
の
で
あ
る
。
福

永
に
よ
っ
て
「
風
の
か
た
み
」
の
展
開
に
、
「
秋
」
と
い
う
季
節
が
、
周
到

な
配
慮
を
以
て
場
面
背
景
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
間
違
い
は
な

い
だ
ろ
う
。

一一一、

「
姫
君
」
像
を
越
え
て

|
|
「
楓
」
の
存
在
意
義
|
|

芥
川
か
ら
堀
、
福
永
へ
と
系
譜
を
辿
る
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
女
性
像

は
、
ま
ず
「
姫
君
」
造
形
に
重
き
が
置
か
れ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
王
朝

物
語
的
世
界
の
中
で
衰
弱
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「
姫
君
」
た
ち
の
人
生

が
、
愛
の
不
在
を
生
き
る
女
性
の
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で

あ
る
。
「
六
の
宮
の
姫
君
」
の
「
わ
た
し
は
も
う
何
も
入
ら
ぬ
。
生
き
よ
う

と
も
死
の
う
と
も
一
つ
事
ぢ
や
」
と
い
う
言
葉
に
現
わ
れ
て
い
る
通
り
、

男
を
待
つ
徒
労
に
心
身
と
も
疲
れ
果
て
た
「
姫
君
」
像
と
、
「
噺
野
」
の
「
女
」

が
「
い
っ
そ
も
う
か
う
し
て
蝉
と
し
て
誰
に
も
知
ら
れ
ず
に
一
生
を
終
へ

た
い
」
と
逃
れ
ら
れ
な
い
運
命
を
甘
受
し
た
言
葉
は
、
衰
弱
し
て
い
く
女

二
O
六

性
像
の
一
典
型
と
し
て
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
二
者
と
も
に
「
姫
」
と
い

う
与
え
ら
れ
た
社
会
規
範
の
中
で
生
き
る
か
ぎ
り
は
、
自
己
決
定
の
必
要

が
な
い
女
性
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
彼
女
ら
が

諦
念
の
果
て
に
無
意
識
の
内
に
抱
え
込
む
自
己
の
欠
落
感
や
、
魂
の
飢
餓

感
が
結
末
に
お
い
て
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。
臨
終
の
間
際
「
何
も
、

|
|
何
も
見
え
ま
せ
ぬ
」
と
絶
え
絶
え
に
嚇
く
「
六
の
宮
の
姫
君
」
は
、

死
後
も
朱
雀
門
で
「
紘
そ
ぼ
そ
と
嘆
き
を
送
」
り
続
け
ね
ば
な
ら
ず
、
夜

伽
の
女
と
し
て
一
方
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
さ
え
も
受
け
入
れ
た
「
噺
野
」

の
「
女
」
は
、
「
男
」
と
の
不
本
意
な
再
会
に
、
自
尊
心
を
完
膚
な
き
ま
で

に
打
ち
砕
か
れ
て
し
ま
う
。
し
ば
し
ば
そ
れ
は
「
愛
の
不
可
能
性
」
と
指

摘
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
姫
君
」
た
ち
は
貴
族
社
会
と
い
う
共
同
体
に

拘
束
さ
れ
、
「
姫
」
と
い
う
一
つ
の
役
割
を
生
き
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
姫
君
」
た
ち
の
社
会
的
役
割
を
、
こ
こ
で
は
〈
少

女
〉
〈
娘
〉
〈
妻
〉
と
整
理
し
考
え
た
い
。
乳
母
や
父
母
に
勧
め
ら
れ
る
が

ま
ま
「
男
」
と
会
う
「
姫
君
」
た
ち
は
、
「
姫
」
目
〈
少
女
〉
か
ら
一

息
に
〈
妻
〉
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
も
ま
た
、
彼

女
た
ち
に
と
っ
て
は
社
会
に
生
き
る
手
段
で
し
か
な
い
の
だ
。
特
に
「
六

の
宮
の
姫
君
」
に
は
「
愛
」
の
要
ら
な
い
、
共
同
体
の
規
則
に
従
っ
て
生

き
る
女
性
の
姿
が
顕
著
で
あ
る
。

男
と
の
暮
ら
し
が
「
悲
し
み
も
少
な
い
と
同
時
に
、
喜
び
も
少
な
い
朝



タ
」
で
あ
り
、
「
男
と
む
つ
び
あ
う
時
も
、
嬉
し
い
と
は
一
夜
も
思
わ
な
か

っ
た
」
「
姫
君
」
は
、
共
同
体
内
の
女
性
と
し
て
の
み
生
き
て
い
る
。
ま
た

「
噺
野
」
の
「
女
」
は
〈
妻
〉
の
役
割
を
、
こ
れ
以
上
は
果
た
せ
な
い
と

判
断
し
た
か
ら
こ
そ
、
自
ら
「
男
」
と
の
別
れ
を
切
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

両
親
に
す
べ
て
を
委
ね
、
自
己
決
定
権
の
な
い
〈
少
女
〉
で
あ
っ
た
「
姫

君
」
と
「
女
」
は
、
〈
少
女
〉
か
ら
の
過
渡
期
で
あ
る
〈
娘
〉
と
し
て
の
性

が
選
択
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
彼
女
た
ち
は
、
い
き
な
り
〈
少
女
〉
か

ら
〈
妻
〉
と
い
う
役
割
へ
移
行
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
異
性
を
愛
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
筈
の
〈
娘
〉
時
代

(
H
自
我
形
成
が
な
さ
れ
、
愛
と
自
我

の
関
係
が
安
定
的
に
構
成
さ
れ
る
〈
娘
〉
時
代
)
を
経
た
女
性
と
し
て
は
生

き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
自
立
的
な
愛
の
期
間
を
持
た
ず
、
〈
少
女
〉
の
段

階
に
留
ま
る
「
姫
君
」
た
ち
の
魂
は
行
き
場
の
な
い
空
間
に
取
り
残
さ
れ
、

身
体
の
み
が
社
会
的
役
割
を
強
要
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
女

ら
の
胸
中
で
「
愛
」
と
「
性
」
を
繋
ぐ
こ
と
が
出
来
な
い
ま
ま
、
〈
妻
〉
と

い
う
役
割
や
共
同
体
内
の
女
性
と
し
て
の
「
性
」
が
独
走
し
、
そ
れ
に
拘

束
さ
れ
翻
弄
さ
れ
る
無
垢
な
「
姫
君
」
像
、
す
な
わ
ち
表
弱
し
た
姫
君
像

が
繰
り
返
し
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
類
型
に
陥
り
や
す
い
衰
弱
し
た
「
姫
君
」
像
の
呪
縛
を
切

り
抜
け
る
た
め
に
、
長
編
を
構
想
し
た
福
永
は
「
萩
姫
」
の
属
す
る
貴
族

社
会
と
は
生
活
空
間
の
異
な
る
「
町
屋
の
娘
」
「
楓
」
を
、
単
一
化
さ
れ
な

福
永
武
彦
「
風
の
か
た
み
」
論

|
|
「
姫
君
」
像
を
越
え
て
|
|

い
女
性
像
と
し
て
登
場
さ
せ
る
。
つ
ま
り
芥
川
か
ら
堀
へ
と
繋
が
る
表
弱

す
る
「
姫
君
」
の
物
語
に
は
、
逆
説
的
に
捉
え
れ
ば
「
愛
」
の
必
要
性
が

語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
共
同
体
内
の
役
割
を
意
識
せ
ず
と
も
よ
い
〈
娘
〉

そ
の
も
の
で
あ
る
「
楓
」
の
「
愛
」
は
、
貴
族
社
会
に
制
約
さ
れ
る
王
朝

物
語
的
世
界
で
は
な
く
、
『
今
昔
物
語
集
』
的
な
広
が
り
を
も
っ
、
町
人
の

し
た
た
か
さ
と
遣
し
さ
を
備
え
、
次
郎
の
「
愛
」
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
楓
」
は
衰
弱
す
る
姫
君
像
の
型
か
ら
「
萩
姫
」
を
越
境
さ
せ

る
存
在
で
も
あ
る
。
例
え
ば
入
内
を
前
に
も
う
一
度
、
安
麻
目
と
逢
い
た

い
と
「
萩
姫
」
が
決
意
で
き
た
の
は
、
「
楓
」
の
次
郎
に
対
す
る
一
途
な
想

い
に
触
れ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
十
一
章
「
恋
の
み
だ
れ
」
で
「
萩
姫
」

は
「
町
か
た
で
育
っ
て
い
れ
ば
、
何
事
も
自
分
の
思
う
ま
ま
に
出
来
て
、

気
楽
で
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
」
、
「
わ
た
し
は
あ
の
娘
が
羨
ま
し
い
。
わ
た

し
な
ど
は
、
何
ひ
と
つ
自
分
の
思
う
ま
ま
に
な
ら
な
い
の
で
す
」
と
語
り
、

「
楓
」
の
よ
う
に
生
き
ら
れ
た
ら
と
い
う
憧
慨
を
露
に
す
る
。
そ
し
て
「
あ

の
笛
師
の
娘
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
気
持
ち
が
変
り
ま
し
た
。
あ
の
娘
は

自
分
の
想
い
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
想
い
の
た
め
に
は
、
ど
ん
な

こ
と
で
も
す
る
決
心
で
い
ま
す
」
と
感
化
さ
れ
た
「
萩
姫
」
は
、
「
楓
」
に

会
う
ま
で
受
動
的
で
あ
っ
た
「
想
い
」
を
叶
え
よ
う
と
、
社
会
的
規
範
を

投
げ
打
っ
て
ま
で
積
極
的
な
行
動
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
「
萩
姫
」
の
行
動
が
、
「
楓
」
の
模
倣
で
あ
る
か
の
よ

二
O
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う
に
窺
え
る
。
も
ち
ろ
ん
「
萩
姫
」
自
身
の
意
識
の
中
に
は
、
「
楓
」
を
模

倣
し
て
い
る
つ
も
り
は
な
い
に
違
い
な
い
。
し
か
し
福
永
と
読
者
側
か
ら

眺
め
た
「
萩
姫
」
の
行
動
は
、
王
朝
の
「
美
」
的
規
範
と
は
全
く
別
の
、

共
同
体
内
で
衰
弱
し
て
い
く
「
姫
君
」
像
H
象
徴
物
と
し
て
の
女
性
像
を

越
え
た
、
い
わ
ば
人
間
ら
し
い
感
情
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
娘
ら
し
い
率
直
さ
と
い
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
「
萩
姫
」
が
父
の
制

止
を
ふ
り
き
っ
て
、
次
郎
を
門
ま
で
追
う
場
面
に
そ
れ
が
明
ら
か
で
あ
る
。

「
次
郎
、
わ
た
し
も
連
れ
て
行
っ
て
。
そ
な
た
の
行
く
と
こ
ろ
で
何

処
へ
な
り
と
わ
た
し
も
行
き
ま
す
。
」
「
姫
。
」
「
次
郎
の
運
命
を
違
え

た
の
も
わ
た
し
、
思
え
ば
わ
た
し
の
方
が
よ
ほ
ど
罪
深
い
と
申
せ
ま

す
。
わ
た
し
は
父
か
ら
も
見
放
さ
れ
ま
し
た
。
ど
う
か
わ
た
し
を
、

次
郎
。
わ
た
し
は
死
ぬ
の
な
ら
そ
な
た
と
一
緒
に
死
に
た
い
。
」

(
十
四
章
「
胡
人
月
に
向
っ
て
」

ま
た
次
の
場
面
は
「
楓
」
が
次
郎
と
別
れ
る
場
面
を
想
起
さ
せ
る
。

「
ど
う
か
わ
た
く
し
を
お
巡
れ
く
だ
さ
い
ま
せ
。
信
濃
の
固
と
や
ら
へ
、

お
連
れ
下
さ
い
ま
せ
。
」

楓
は
笛
を
吹
く
よ
う
な
鋭
い
聾
音
で
一
息
に
叫
ん
だ
。
「
そ
れ
は
な

二
O
八

ら
ぬ
。
」
「
は
し
た
女
で
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
、
ど
う
か
お
供
の
う
ち

に
加
え
て
下
さ
い
ま
せ
。
」

(
十
二
章
「
背
信
」
)

加
え
て
東
の
獄
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
「
次
郎
」
を
逃
す
た
め
、
「
楓
」
が

智
円
法
師
の
術
を
借
り
、
獄
へ
忍
び
込
む
十
七
章
「
火
焔
の
中
」
で
は
、
「
他

人
の
心
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
い
う
大
前
提
を
小
説
の
テ
l
マ
に

置
く
福
永
自
ら
、
そ
れ
を
覆
す
よ
う
に
「
楓
」
と
「
次
郎
」
の
心
が
通
じ

合
う
一
瞬
間
を
、
描
く
の
で
あ
る
。

「
わ
た
く
し
に
は
わ
た
く
し
の
提
が
ご
ざ
い
ま
す
。
次
郎
さ
ま
が
お
逃

げ
に
な
ら
な
い
の
な
ら
、
楓
も
逃
げ
ま
せ
ん
。
御
一
緒
に
死
に
ま
す
。
」

「
馬
鹿
な
こ
と
を
。
あ
な
た
に
は
父
上
も
あ
る
、
家
も
あ
る
、
こ
の
後

い
く
ら
で
も
為
合
せ
に
な
れ
る
筈
だ
。
」
「
い
い
え
、
次
郎
さ
ま
と
御

一
緒
で
な
け
れ
ば
、
為
合
せ
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
お
分
り

に
な
っ
て
下
さ
い
ま
せ
。
」
楓
は
次
郎
の
手
に
鎚
っ
て
掻
き
口
説
い
た
。

(
中
略
)
「
次
郎
さ
ま
、
そ
れ
に
わ
た
く
し
は
も
う
一
人
で
は
逃
げ
る
こ

と
が
出
来
ま
せ
ん
。
法
師
さ
ま
が
わ
た
く
し
に
掛
け
た
術
は
既
に
終

り
ま
し
た
。
も
う
一
度
鼠
の
姿
に
戻
る
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
あ
な

た
さ
ま
が
此
所
を
出
よ
う
と
な
さ
れ
な
い
の
な
ら
、
楓
も
い
つ
ま
で

も
此
所
に
お
り
ま
す
。
お
側
に
い
て
、
御
一
緒
に
死
に
ま
す
。
」
次
郎



は
楓
の
手
を
握
り
し
め
て
い
た
が
、
や
が
て
力
強
く
、
「
よ
し
、
」
と

咳
い
た
。
「
で
は
逃
げ
て
下
さ
い
ま
す
か
。
」
「
逃
げ
よ
う
。
」

(
十
七
章
「
火
焔
の
中
」
)

「
次
郎
」
が
「
楓
」
に
「
よ
し
、
」
と
応
え
た
右
の
場
面
で
、
よ
う
や
く

王
朝
物
語
的
世
界
か
ら
抜
け
出
し
た
一
対
の
男
女
と
し
て
関
係
が
成
り
立

つ
の
で
あ
る
。
衰
弱
し
て
い
く
「
姫
君
」
た
ち
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
、
こ
の

一
対
の
関
係
に
基
づ
く
「
愛
」
で
、
「
町
家
の
娘
」
「
楓
」
は
、
「
次
郎
」
の

心
に
あ
る
欠
落
感
を
埋
め
、
最
終
的
に
掴
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
「
萩
姫
」
も
ま
た
、
こ
の
一
対
の
関
係
の
中
に
生
き
残
る
こ
と

に
よ
り
、
「
姫
」
と
し
て
初
め
て
心
の
安
定
を
得
ら
れ
た
女
性
像
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
尼
に
な
る
こ
と
で
振
り
返
る
こ
と
の
出
来
る
過
去
、
「
次
郎
」
を

追
慕
す
る
想
起
的
過
去
こ
そ
が
、
「
萩
姫
」
の
初
め
て
知
り
得
た
幸
せ
の
根

源
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

福
永
の
「
風
の
か
た
み
」
は
、
草
案
「
野
風
」
を
経
て
、
芥
川
の
「
六

の
宮
の
姫
君
」
と
堀
の
「
噴
野
」
の
系
譜
上
に
構
想
さ
れ
た
長
編
小
説
で

あ
っ
た
。
し
か
し
芥
川
や
堀
の
描
く
「
姫
君
」
が
、
王
朝
物
語
的
世
界
の

限
界
性
の
中
で
、
類
型
的
な
女
性
像
の
表
出
に
と
ど
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、

福
永
武
彦
「
風
の
か
た
み
」
論

|
|
「
姫
君
」
像
を
越
え
て
|
|

福
永
は
、
そ
れ
ら
近
代
主
義
的
に
な
れ
な
い
女
性
の
苦
悩
を
乗
り
越
え

る
こ
と
を
志
向
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
運
命
に
固
着
さ
れ
な
い

「
萩
姫
」
と
「
町
屋
の
娘
」
で
あ
る
「
楓
」
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
関

係
に
根
差
す
「
愛
」
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
一
話
を
主
軸
と
し
て
展
開
す
る
芥
川
や
堀
の

短
編
は
、
主
題
が
拡
散
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
「
姫
君
」
以
外
の
人
物
、

例
え
ば
乳
母
な
ど
の
過
去
や
生
い
立
ち
ま
で
は
造
形
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は

短
編
小
説
と
い
う
形
式
が
自
ず
と
は
ら
む
制
約
の
結
果
で
あ
っ
た
と
も
い

え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
短
編
「
野
風
」
の
構
想
か
ら
、
長
編
「
風
の
か
た
み
」

と
い
う
形
態
を
、
福
永
が
選
択
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
ま
ず
衰
弱

し
た
「
姫
君
」
像
の
類
型
を
切
り
抜
け
る
た
め
に
は
、
「
姫
君
」
の
属
す
る

貴
族
社
会
と
は
異
な
っ
た
社
会
に
生
き
る
、
他
者
を
造
形
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
「
町
屋
の
娘
」
で
あ
る
「
楓
」
や
、
「
信
濃
」
か
ら
上
京

し
た
「
次
郎
」
が
造
形
さ
れ
る
。
彼
ら
は
「
萩
姫
」
と
同
じ
く
思
い
出
す

べ
き
過
去
と
生
い
立
ち
が
あ
り
、
そ
の
人
物
像
が
詳
細
に
描
か
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
福
永
が
長
編
を
選
ん
だ
一
つ
の
理
由
が
窺
え
る
と
共
に
、
「
芥
川

流
」
で
も
な
く
「
堀
さ
ん
と
は
違
っ
た
」
〈
王
朝
物
〉
を
創
作
し
よ
う
と
す

る
意
気
込
み
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

総
じ
て
福
永
作
品
に
お
い
て
、
喪
失
感
に
よ
っ
て
傷
つ
き
、
「
孤
独
」
に

苛
ま
れ
る
主
人
公
が
描
か
れ
る
こ
と
は
非
常
に
多
い
。
た
だ
し
福
永
は
作

二
O
九



品
の
主
題
と
し
て
、
常
に
そ
の
傷
を
主
人
公
に
意
識
さ
せ
、
最
終
的
に
は

自
我
の
確
立
へ
導
こ
う
と
す
る
。
福
永
が
「
孤
独
」
と
言
う
時
、
そ
こ
に

は
「
単
な
る
消
極
的
な
、
非
活
動
的
な
、
内
に
閉
ざ
さ
れ
た
」
と
い
う
、

負
の
意
味
は
な
い
。
福
永
に
と
っ
て
「
孤
独
」
と
は
、
己
を
強
く
す
る
克

己
で
あ
り
、
「
恐
れ
る
こ
と
な
く
自
己
の
傷
痕
を
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
こ
と
」
を
課
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
長
文
と
な
る
が
、
福

永
の
考
え
る
「
孤
独
」
に
つ
い
て
の
文
章
を
引
用
し
よ
う
。

愛
は
多
く
の
場
合
、
一
種
の
幻
覚
で
あ
る
が
、
孤
独
は
紛
れ
も
な
い

人
間
の
現
実
で
あ
り
、
愛
は
成
功
す
る
と
失
敗
す
る
に
拘
ら
ず
、
こ

の
孤
独
を
靭
く
す
る
も
の
だ
と
言
い
た
い
の
だ
。
真
に
生
命
を
賭
け

て
愛
し
た
者
で
な
け
れ
ば
、
孤
独
を
靭
く
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

孤
独
と
い
う
言
葉
の
も
つ
詩
的
な
響
き
が
、
も
し
も
そ
れ
を
弱
い
も

の
、
傷
つ
け
ら
れ
た
も
の
、
不
毛
な
も
の
と
し
て
の
印
象
を
与
え
る

な
ら
ば
、
僕
は
こ
の
言
葉
を
よ
り
積
極
的
な
意
味
で
使
っ
て
い
る
こ

と
に
、
注
意
し
て
ほ
し
い
。
弱
い
孤
独
に
よ
っ
て
愛
し
た
人
間
は
、

そ
の
愛
も
ま
た
弱
い
の
だ
。
孤
独
と
孤
独
が
ぶ
つ
か
り
合
う
愛
の
共

通
の
場
と
い
う
も
の
は
、
愛
す
る
ど
う
し
が
助
け
合
い
、
慰
め
合
い
、

同
情
し
合
う
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
孤
独
は

エ
ゴ
の
持
つ
闘
い
の
武
器
で
あ
り
、
愛
も
ま
た
一
種
の
闘
い
、
相
手

二一
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の
孤
独
を
所
有
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
「
風
の
か
た
み
」
を
芥
川
や
堀
か
ら
の
影
響
に
基
づ
く
〈
王

朝
物
〉
作
品
と
し
て
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
福
永
の
総
作
品
に
渡
る
〈
夜

失
感
の
傷
み
〉
と
、
そ
の
超
克
の
手
立
て
と
し
て
の
〈
愛
〉
と
い
う
主
題

の
延
長
線
上
に
あ
る
作
品
の
一
つ
と
し
て
、
位
置
付
け
る
こ
と
が
必
要
な

の
で
あ
る
。

【注】※
本
文
の
引
用
は
『
福
永
武
彦
全
集
第
九
巻
』
(
昭
六
十
三
年
二
月
新
潮

社
)
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
九
巻
』
(
平
八
年
七
月
岩
波
書
庖
)
、
『
堀
民

雄
全
集
第
二
巻
』
(
平
八
年
八
月
筑
摩
書
房
)
に
拠
り
、
そ
の
他
の
引
用
文

献
も
同
様
に
、
旧
漢
字
は
原
則
と
し
て
新
字
に
改
め
、
ル
ピ
は
省
略
し
た
。
以

下
『
福
永
武
彦
全
集
』
、
『
堀
辰
雄
全
集
』
に
関
し
て
は
『
全
集
』
、
『
堀
全
集
』

と
略
記
し
、
著
者
名
、
発
行
所
名
を
省
略
す
る
。
ま
た
福
永
の
随
筆
、
現
代
語

訳
等
の
作
品
に
関
し
て
は
、
福
永
と
略
記
す
る
。

参
考
ま
で
に
、
福
永
が
「
風
の
か
た
み
」
の
「
素
材
」
と
し
た
十
九
篇
を

あ
げ
る
。
「
附
録
現
代
語
訳
「
今
昔
物
語
」
抄
」
の
目
次
に
よ
る
と
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

大
納
言
の
娘
が
安
積
山
で
死
ぬ
話
/
印
南
野
の
夜
に
葬
式
が
出
る
話
/

鈴
鹿
山
の
古
堂
で
来
も
を
た
め
す
話
/
墓
穴
を
宿
と
し
た
二
人
の
男
の

話
/
朱
雀
門
の
倒
れ
る
の
を
当
て
る
話
/
異
端
の
術
で
瓜
を
盗
ま
れ
る

話
/
宣
旨
に
よ
り
許
さ
れ
た
盗
賊
の
話
/
何
者
と
も
知
れ
ぬ
女
盗
賊
の
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話
/
人
質
の
女
房
が
こ
ご
え
て
死
ぬ
話
/
空
家
に
し
て
盗
賊
の
裏
を
か

く
話
/
悪
事
を
働
い
た
検
非
違
使
の
話
/
飾
の
群
が
山
賊
を
刺
し
殺
す

話
/
玄
象
の
琵
琶
が
鬼
に
取
ら
れ
る
話
/
地
神
に
追
わ
れ
た
陰
陽
時
の

話
/
鬼
に
追
い
か
け
ら
れ
て
逃
げ
る
話
/
京
の
町
で
百
鬼
夜
行
に
あ
う

話
/
鬼
の
唾
で
姿
が
見
え
な
く
な
る
話
/
恋
人
と
泊
ま
っ
た
堂
に
鬼
が

出
る
話
/
六
の
宮
の
姫
君
が
は
か
な
く
な
る
話

さ
ら
に
「
風
の
か
た
み
」
を
収
録
す
る
『
全
集
第
九
巻
』
の
『
序
」
で
、

こ
の
十
九
篇
に
つ
い
て
福
永
は
「
も
っ
と
も
素
材
と
言
っ
て
も
ヒ
ン
ト
程

度
の
も
の
が
多
く
て
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
使
つ
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

順
序
は
読
ん
で
面
白
い
よ
う
に
私
が
勝
手
に
按
俳
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
風
の
か
た
み
」
の
「
素
材
」
と
な
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
十
九
編
以

外
は
、
『
全
集
第
九
巻
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
最
も
新

し
い
改
版
で
あ
る
、
ち
く
ま
文
庫
収
録
の
現
代
語
訳
か
ら
引
用
し
た
。

福
永
「
材
料
と
し
て
の
『
今
昔
物
語
』
」
(
福
永
武
彦
・
野
坂
昭
知
訳
『
日

本
の
古
典
九
/
今
昔
物
語
』
所
収
月
報
十
昭
四
十
六
年
十
一
月
初
版

河
出
書
房
新
社
)
。

こ
の
月
報
は
、
昭
和
四
十
三
年
の
文
章
を
ご
」
と
し
、
福
永
が
昭
和
四

十
六
年
に
新
た
に
付
け
加
え
た
文
章
を
「
一
ご
と
分
け
て
い
る
。
つ
ま
り

ご
ご
の
文
章
は
、
『
全
集
第
十
五
巻
』
に
は
未
収
録
で
あ
る
。

福
永
「
堀
辰
雄
と
外
国
文
学
と
の
多
少
の
関
係
に
つ
い
て
」
(
中
村
真
一

郎
編
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
第
十
四
巻
堀
辰
雄
』
所
収
昭
和
三
十
三
年

十
月
角
川
書
底
)

福
永
か
ら
堀
宛
書
簡
(
一
七
四
)
『
掘
全
集
別
巻
一
』
(
平
九
年
四
月
)

『
福
永
武
彦
全
集
』
は
書
簡
未
収
録
の
た
め
、
『
期
全
集
』
か
ら
福
永
の

書
簡
を
探
索
し
、
本
論
に
引
用
し
た
。

福
永
か
ら
堀
宛
書
簡
(
二
四

O
)

福
永
か
ら
掘
宛
書
簡
(
四
七
六
)
引
用
文
中
の
口
は
、
福
永
自
身
の
言
葉
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に
よ
る
論
者
の
注
で
あ
る
。

福
永
武
彦
「
野
風
」
日
高
昭
二
・
和
田
能
卓
編
『
福
永
武
彦
未
刊
行
著
作

集
十
九
』
所
収
(
平
十
四
年
十
月
白
地
社
)

「
風
の
か
た
み
」
に
つ
い
て
は
(
)
内
に
章
題
名
を
掲
げ
、
仮
に
何
章
自

に
当
た
る
か
を
論
者
が
付
記
し
た
。

「
郡
司
の
息
子
』
の
女
に
対
す
る
熱
心
さ
は
、
「
風
の
か
た
み
」
の
「
次
郎
」

を
想
起
さ
せ
る
。
「
目
を
典
搬
に
卸
か
せ
な
が
ら
」
「
田
舎
者
ら
し
い
率
直

さ
で
」
女
を
「
閏
へ
帰
る
と
き
一
緒
に
お
伴
れ
し
て
、
も
う
そ
の
よ
う
な

お
心
細
い
目
に
は
逢
わ
せ
ま
せ
ん
か
ら
」
と
語
る
様
子
は
、
誠
実
そ
の
も

の
で
あ
る
。
ま
た
女
の
住
ま
う
対
屋
の
周
囲
を
「
と
き
お
り
郡
司
の
息
子

が
弓
な
ど
を
手
に
し
て
」
歩
き
回
る
場
面
は
、
「
影
」
の
七
章
で
「
次
郎
」

が
眠
れ
ず
「
萩
姫
」
を
想
い
な
が
ら
「
下
屋
か
ら
出
て
西
の
対
屋
の
外
回

り
を
ゆ
っ
く
り
と
歩
」
く
一
場
面
と
似
通
う
。
前
者
も
後
者
も
田
舎
か
ら

都
へ
上
っ
て
来
た
青
年
で
あ
り
、
実
直
か
っ
一
途
な
あ
ま
り
、
後
先
顧
み

な
い
無
謀
な
人
物
と
し
て
形
象
さ
れ
る
。
「
郡
司
の
息
子
」
に
は
既
に
妻

が
お
り
、
近
江
へ
下
っ
て
も
正
妻
と
し
て
女
を
迎
え
る
こ
と
は
出
来
な
か

っ
た
。
「
次
郎
」
も
ま
た
「
萩
姫
」
・
の
心
変
わ
り
を
期
待
し
、
姫
を
捜
っ

て
出
奔
し
た
が
、
姫
の
心
は
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
次
郎
の
想
い
は
届
か
な
い
。

お
そ
ら
く
「
郡
司
の
息
子
」
は
福
永
に
と
っ
て
「
次
郎
」
を
造
形
す
る
、

い
わ
ば
前
身
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。

姫
君
が
男
に
聞
か
さ
れ
た
話
の
出
典
に
つ
い
て
付
け
加
え
た
い
。
地
名
の

改
変
に
つ
い
て
の
考
察
は
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
が
、
宿
で
生
ま
れ
た

子
供
が
男
子
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
る
論
は
な
い
。
芥
川
は
「
女
の
子
」
と

改
変
し
て
お
り
、
「
木
か
ら
落
ち
た
拍
子
に
、
鎌
を
喉
へ
突
き
立
て
て
い

た
」
と
死
の
原
因
を
暖
昧
に
描
く
。
原
典
で
は
『
男
子
ニ
テ
侍
シ
ガ
」
と

あ
り
、
枝
打
ち
を
し
て
い
た
男
の
子
が
、
高
い
木
か
ら
足
を
滑
ら
せ
、
顕

に
鎌
が
刺
さ
っ
て
亡
く
な
っ
た
の
だ
と
、
再
び
訪
ね
た
旅
人
に
母
親
が
打
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(ロ)
ち
明
け
る
。
「
女
の
子
」
と
向
性
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
姫
君
が
一
層
「
宿

命
の
せ
ん
な
さ
」
を
痛
感
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
効
果
が
狙
え
る
で
あ
ろ

う
し
、
幾
ら
悪
戯
盛
り
の
子
供
と
は
い
え
、
「
女
の
子
」
が
木
か
ら
落
ち

る
よ
う
な
、
し
か
も
落
ち
た
場
所
に
ち
ょ
う
ど
鎌
が
あ
り
、
死
に
至
る
よ

う
な
不
自
然
さ
は
、
更
に
姫
君
の
不
安
感
を
煽
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

視
点
を
変
え
れ
ば
『
女
の
子
」
の
死
は
、
象
徴
的
な
意
味
で
、
姫
君
自
身

の
突
然
に
絶
た
れ
た
少
女
時
代
の
終
駕
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
『
こ

の
男
を
頼
み
に
暮
し
て
い
る
の
は
、
ま
だ
し
も
仕
合
わ
せ
」
と
思
い
、
事

と
し
て
彼
女
は
男
の
話
に
「
あ
で
や
か
に
ほ
ほ
笑
」
む
の
で
あ
る
。
芥
川

は
姫
君
が
「
幸
せ
」
だ
と
は
表
記
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
仕
合
せ
」
が
運

命
の
巡
り
合
わ
せ
の
良
い
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
幸
せ
』
は
自
分

に
と
っ
て
の
幸
福
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
芥
川
の
付
与
し
た

「
仕
合
せ
」
と
、
「
幸
せ
」
の
意
味
の
異
な
り
が
窺
わ
れ
る
。

巻
第
二
十
六
「
東
下
者
宿
人
家
値
産
後
第
十
九
」
(
森
正
人
校
注
『
今
昔

物
語
集
五
新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
十
七
』
平
成
八
年
一
月
岩
波
書
底
)

「
い
さ
ら
川
』
で
尼
と
な
っ
た
萩
姫
の
状
況
と
設
定
は
、
『
平
家
物
語
』
溜

頂
巻
「
大
原
御
幸
」
で
平
家
一
門
を
弔
う
、
建
礼
門
院
徳
子
と
非
常
に
似

通
っ
て
い
る
。
例
え
ば
我
が
子
、
安
徳
天
皇
を
始
め
、
一
門
の
滅
亡
と
い

う
不
幸
な
記
憶
に
耐
え
て
い
た
建
礼
門
院
を
、
後
白
河
法
皇
が
訪
う
場
面

が
上
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
愛
し
愛
さ
れ
た
人
々
を
亡
く
し
、
『
正
法
寺
」

で
逼
塞
す
る
萩
姫
の
許
へ
、
智
円
法
師
が
訪
ね
る
場
面
と
近
似
す
る
。

『
大
原
御
幸
」
に
お
い
て
、
建
礼
門
院
の
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
傷
心
の

声
が
聞
こ
え
『
平
家
物
語
』
が
閉
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
い
さ
ら
川
』
に

お
い
て
も
、
萩
姫
が
過
去
を
見
詰
め
達
観
す
る
こ
と
で
、
「
風
の
か
た
み
」

の
幕
は
降
り
る
。
ま
た
後
白
河
法
皇
と
智
円
法
師
の
役
割
は
、
彼
女
ら
の

悔
い
や
追
憶
を
促
し
語
ら
せ
る
と
同
時
に
、
そ
の
聞
き
手
と
し
て
盛
要
で

あ
る
。
い
わ
ば
「
風
の
か
た
み
」
の
最
終
章
「
い
さ
ら
川
」
は
、
「
大
原

一一
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御
幸
」
の
変
奏
曲
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

福
永
「
風
の
か
た
み
」
の
「
序
」
『
全
集
第
九
巻
』
。
次
に
該
当
箇
所
を
引

用
す
る
。

「
現
代
語
訳
を
試
み
た
末
に
私
が
得
た
も
の
は
、
私
た
ち
現
代
人
の
心
を

以
て
古
代
人
の
心
を
推
し
量
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

も
と
も
と
私
は
自
分
の
小
説
の
主
題
に
、
常
に
、
人
は
他
人
の
心
を
知
る

こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
大
前
提
を
置
い
て
い
る
が
、
現
代
に
於
て
さ
え

そ
う
な
ら
時
を
隔
て
て
古
代
人
の
心
が
分
る
筈
が
な
い
。
」

福
永
「
愛
の
試
み
」
(
『
文
醤
』
一
月
号
昭
三
十
一
年
一
月
一

5
六
月
号

昭
三
十
一
年
六
月
)
『
全
集
第
四
巻
』
(
昭
六
十
二
年
七
月
)

注

(
M
)
に
同
じ
。

注

(
M
)
に
閉
じ
。

14 、切，16 15 

【
付
記
】

※
本
稿
は
大
阪
府
立
大
学
日
本
言
語
文
化
学
会
第
四
回
大
会
(
平
成
二
十
年
七
月

二
十
一
日
}
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
際
は
、
多
く
の

方
か
ら
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

(
い
な
が
き

ゅ
う
こ
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
)


