
「
芥
川」
の
段
と
し
て
知
ら
れ
る
『
伊
努
物
語』
第
六
段
は、
情
緒
的
な

男
女
の
逃
避
行
の
場
面
と
そ
の
悲
削
的
結
末
に
よ
っ
て、
r
伊
勢」
の
中
で

仮
も
印
象
に
残
る
章
段
の一
っ
で
あ
る
と
同
時
に、
後
代
の
様
々
な
文
学
作

品
に
強
い
影
野
力
を
及
ぽ
し
た。
荒
木
田
脱
女
の
物
語
作
品
に
お
い
て
も、

『
源
氏
物
語」
や
r
宇
油
保
物
語
J

な
ど
の
王
朝
物
語
と
と
も
に、
r
伊
勢』

が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
が、
と
り
わ
け
第
六
段
は
複
数
の
作
品
の
孤

要
な
モ
チ
ー
フ
のー
つ
に
位
囮
付
け
ら
れ
る。

し
か
し
従
来
の
研
究
で
は、
一
部
の
作
品
を
除
い
て、
麗
女
の
物
語
作
品

へ
の
r
伊
勢』
の
影
響
に
つ
い
て、
必
ず
し
も
十
分
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い

(1)
 

ょ
う
に
見
受
け
ら
れ
る。
し
か
し
な
が
ら、
脱
女
が
晩
年
に
若
し
た
r
自

叙
伝』
に、

幼
き
よ
り
和
深
の
術
を
よ
む
こ
と
を
好
め
り。
兄
弟、
男
子
な
る
に
よ

り、
常
に
其
の
ふ
る
ま
ひ
を
見
な
ら
ひ
て、
女
子
の
わ
ざ
を
さ
ら
に
学

ば
ず。
七
歳
に
て
入
学
せ
ん
こ
と
を
願
へ
ど
も、
女
子
の
無
用
の
事
と

麗
女
文
学
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語』

て、
父
母
さ
ら
に
ゆ
る
さ
れ
ず。
せ
む
か
た
な
き
ま、
に、
兄
武
枇
の

読
ま
る
、
を
き、
て、
大
学
を
か
つ

／＼
党
え
て、
そ
ら
に
よ
み
け
る

に
ぞ、
兄
正
宮、
弛
く
好
み
け
る
を
投
し
て、
古
今
集
の
序、
伊
勢
物

栢
等
を
よ
ま
せ
ら
る、
に
よ
り、
い
ま
だ
手
な
ら
ひ
ぞ
せ
ざ
れ
ど
も、

(2)
 

仮
名
文
字
よ
み
お
ぽ
え
て、
継
松
な
ど
を
も
と
れ
り。

と
あ
る
よ
う
に、
r
伊
勢」
は
早
熟
な
麗
女
が
幼
少
の
頃
か
ら
親
し
ん
で
い

(3)
 

た
術
物
で
あ
り、
r
伊
勢』
第
六
段
と
の
影
響
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
は、

麗
女
の
創
作
方
法
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
必
要
な
作
業
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る。

以
下、
本
稿
で
は、
第
六
段
の
影
隔
が
頻
若
に
窺
え
る
物
語
作
品
を
取
り

上
げ
て、
殿
女
文
学
に
お
け
る
r
伊
勢」
第
六
段
の
享
受
の
諸
相
に
つ
い
て

考
察
し
て
み
た
い
と
思
う。

脱
女
の
物
語
作
品
と
『
伊
勢
J

第
六
段
と
の
関
係
を
追
求
し
て
い
く
前
に、

先
ず
最
初
に
確
眩
し
て
お
き
た
い
の
は、
明
和
八
年
（一
七
七一）
二
月
に

森

第
六
段
の
享
受
に
つ
い
て

雅

子
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執
節
さ
れ
た
歴
史
物
語
r
池
の
藻
屑』
で
あ
る。
r
池
の
藻
屑」
は、
後
醍

醐
天
皇
の
元
弘
三
年
（
二ニ
三
三）
か
ら
後
陽
成
天
良
の
股
長
八
年
(-
六

01―-）
に
至
る
十
四
代
約
二
七
0
年
間
の
歴
史
を
絹
年
体
で
査
き
綴
っ
た
作

品
で
あ
る
が、
そ
の
巻
四
「
崇
光
院」
の
貞
和
四
年
(-
三
四
八）
条
に
次

の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る。

故
俊
基
の
弁
の
御
女
に、
弁
の
内
侍
と
開へ
し
は、
か
た
ち
も
い
と
め

で
た
く、
心
ば
へ
も
ら
う

（
し
う
お
は
し
け
る
に、
お
さ
な
く
て
親

に
も
お
く
れ
給
ひ
し
か
ば、
先
帝
こ
と
に
哀
な
る
も
の
に
思
し
召
て、

む
つ
ま
じ
う
召
つ
か
は
せ
給
ひ
し。
隠
れ
さ
せ
給
ひ
て
後
は、
今
の
上

に
つ
か
ふ
ま
つ
り
て
ゐ
た
ま
へ
る
を、
い
か
な
る
玉
垂
の
ひ
ま
に
か
見

奉
り
け
ん。
京
な
る
師
直
せ
ち
に
よ
ば
ひ
渡
り
て、
玉
章
の
数
も
か
さ

な
り
け
れ
ど、
い
と
め
ざ
ま
し
き
事
に
お
ほ
い
て、
い
ら
へ
を
だ
に
し

給
は
ぬ
に、
思
ひ
佗
て、
今
は
ひ
た
す
ら
に
ぬ
す
み
て
い
て
ゆ
か
ん
と

思
ひ
つ
、ヽ
え
も
い
は
ず
む
く
つ
け
き
心
が
ま
へ
を
な
ん
し
け
り。
か

ら
う
じ
て
ゐ
て
奉
る
に、
道
の
程
に
て、
正
行
が
召
あ
り
て、
芳
野
の

宮
に
参
る
に
ぞ
行
あ
ひ
け
る。
い
と
あ
や
う
し
と
見
て
け
れ
ば、
とゞ

め
て
取
か
へ
し
て、
や
が
て
芳
野
殿
に
参
り
た
り。
か
く
と
奏
し
奉
れ

ば、
上
は
い
み
じ
き
者
に
思
し
召
れ
つ
、ヽ
御
気
し
き
よ
く
て、
其
儘

に
内
侍
を
ば
賜
は
す
べ
き
仰
事
有
に、
正
行
か
し
こ
ま
り
て
奏
し
奉
る。

と
て
も
世
に
な
が
ら
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
身
に
か
り
の
ち
ぎ
り
を

、

い
か
で
む
す
ば
ん

上
は
い
か
に
と
思
し
召
れ
し
に、
後
に
ぞ
思
し
召
合
さ
せ
給
ひ
て、
い

み
じ
う
哀
が
ら
せ
給
ひ
し
と
か
や。

r
池
の
淡
屑」
は、
北
朝
側
の
事
件
や
出
来
事
を
主
軸
と
し
て、
南
朝
側

の
事
蹟
を
併
記
す
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
の
で、
北
朝
の
崇
光
天
皇

の
在
位
で
あ
る
貞
和
四
年
の
時
点
に
お
い
て、
「
先
帝」
は
故
後
醍
醐
天
良

を
「
今
の
上」
は
後
村
上
天
皇
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
て
い
る。

南
北
朝
の
騒
乱
の
時
代
を
背
猥
に、
室
町
都
府
の
重
臣
高
師
直
の
策
略
に

よ
っ
て
拉
致
さ
れ
か
か
っ
た
弁
の
内
侍
を、
間一
髪
で
奪
い
返
し
た
南
朝
方

の
将
軍
楠
正
行
の
臨
機
応
変
ぶ
り
を
語
る
右
の
エ
ビ
ソ
ー
ド
は、
r
吉
野
拾

造』
巻一
第
九
話「
高
師
直
直
参
の
内
侍
を
う
ば
ふ
事
付
タ
リ
楠
正
行
が
事」

を
主
た
る
典
拠
と
し
て、
部
分
的
に
同
世
巻一
第
八
話「
宗
房
卿
秀
句
の
事」

(

4
}

 

を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る。
『
吉
野
拾
造』
に
は、
後
梨
蘭・
後
村
上
天
皇

時
代
の
南
朝
廷
臣
の
逸
話
が
数
多
く
収
載
さ
れ
て
い
る
が、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
も
ま
た、
後
に
四
条
畷
の
戦
い
で
討
死
す
る
正
行
の
在
り
し
日
の
姿
を
回

(

5
}
 

想
し
た一
箭
と
推
測
さ
れ
る。
紙
数
の
都
合
上、
『
吉
野
拾
逍』
の
引
用
は

省
略
す
る
が、
エ
ビ
ソ
ー
ド
の
趣
旨
は
次
の
三
点
に
要
約
で
き
る。

傘箆呻
直
が
弁
の
内
侍
に
懸
想
す
る。

②
師
直
が
策
略
を
用
い
て
弁
の
内
侍
を
掠
奪
し
よ
う
と
す
る。

③
楠
正
行
の
機
転
に
よ
っ
て
内
侍
を
奪
い
返
さ
れ
て
し
ま
う。

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は、
師
直
が
弁
の
内
侍
を
盗
み
出
す
こ
と
に一
旦

は
成
功
す
る
も
の
の、
結
局
は
女
を
奪
い
返
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
ス
ト
i

リ
ー
展
開
が、
『
伊
勢』
第
六
段
を
勢
府
と
さ
せ
る
点
で
あ
る。
特
に、
師

直
方
の
手
に
落
ち
た
内
侍
の
心
境
を
説
明
す
る
館
所
で、
「
君
は
い
と
お
そ
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ろ
し
く、

鬼
に
と
ら
れ
玉
へ
る
心
ち
し
た
ま
ひ
て」
と、

唐
突
に
「
鬼」
に

・

言
及
し
て
い
る
の
は、
第
六
段
の
姫
君
が
逃
避
行
の
途
中
で
鬼
に一
口
で
喰

わ
れ
て
し
ま
っ
た
場
面
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り、
吉
野
宮
に
参
内
す
る
途

次
の
正
行
が、
「
内
侍
の
な
き
玉
へ
る
声
を
き
、
て」

内
侍
を
救
出
し
た
箇

所
は、

宮
中
へ

参内
し
よ
う
と
し
た
基
経
と
国
経
が、
妹
の
泣
き
声
を
開
き

(6)
 

付
け
て
取
り
返
し
た
場
面
に
そ
れ
ぞ
れ

対応
し
て
い
る
と

考え
ら
れ
る。

し
か
し一
方
で、
r
吉
野
拾
逍』
に
は
r
伊
勢」
第
六
段
と
は
異
な
る
要

．

素
も
提
示
さ
れ
て
い
る。
両
者
の

大き
な
相

違点
は、
第
六
段
で
は

相愛
の

男
女
の
逃
避
行
で
あ
っ
た
話
が、
r
吉
野
拾
迫』
で
は
靡
か
ぬ
女
に

業を
煮

や
し
た
男
が、
策
略
を
め
ぐ
ら
せ
て

力ずく
で
女
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う

と
す
る
話
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る。

殿
女
も
ま
た、
『
吉
野
拾
逍』
の
エ
ビ
ソ
ー
ド
と
『
伊
勢」

第
六
段
と
の

類
似
性
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る。
し
か
も、
麗
女
の

物
語
作
品
に
お
い
て
は、
『
伊
勢」
第
六
段
を
作
品
に
取
り
入
れ
る
際
に、
『
吉

野
拾
遺』
の
エ
ビ
ソー
ド
を
緊
密
に
繋
ぎ
合
わ
せ
て
い
た
と
推
剥
さ
れ
る
の

で
あ
る
が、
そ
の
様
相
に
つ
い
て
は
以
降
の
考
察
に
お
い
て
具
体
的
に
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う。

『
池
の
藻
屑」
か
ら
七
ヶ
月
後
の
明
和
八
年
九
月
に
成
立
し
た
r
五
業」

は、
太
政
大
臣
家
の
五
人
の
子
女
達
を
め
ぐ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
恋
物
語
を
短
箱

集
仕
立
て
に
ま
と
め
た
作
品
で
あ
る
が、
そ
の
巻
五
「
呉
竹」
は、
r
伊
勢』

第
六
段
の
趣
向
に
基
づ
い
て
創
作
し
た
最
初
の
物

語作
品
と
し
て
注
目
さ
れ

る。
「

呉竹」
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る。

太
政
大
臣
家
の
三
郎
君
の
宮
の
す
け
は、
内
の
御
匝
殿
と
恋
仲
で
あ
っ
た

が、

内
裏
で
催
さ
れ
た
臨
時
の
祭
り
の
遊
ぴ
の
後、

突
如
と
し
て
御
匝
殿
が

行方知
れ
ず
に
な
っ
て
し
ま
う。

実
は、
遊
び
の
際
の
騒
ぎ
に
紛
れ
て、
以

前
か
ら
彼
女
に
想
い
を
寄
せ
て
い
た
師
宮
の
中
将
が、
密
か
に
御
匝
殿
を
盗

み
出
し、
妹
の
脱
最
殿
女
倒
の
許
に
隠
し
低
い
た
の
で
あ
っ
た。
や
が
て、

女
君
の
居
場

所を

突き
止
め
た
宮
の
す
け
は、
脱
景
殿
に
忍
ぴ
込
み、
宮
の

中
将
の
手
か
ら
再
び
女
君
を
取
り
戻
し
た。

「
呉
竹」
で
は、
宮
の
中
将
に
横
取
り
さ
れ
た
卸
匝

殿を
宮
の
す
け
が
再

ぴ
取
り
返
す
場
面
に、
r
伊
勢』

第
六
段
の
趣
向
が
利
用
さ
れ
て
い
る。
例

え
ば、
官
の
中
将
を
装
っ
て
首
尾
よ
く
麗
散
殿
に
忍
ぴ
込
ん
だ
宮
の
す
け
が、

女
君
を

背負
っ
て

暗間
の
中
を

桐壺
の
知
り
合
い
の
女
房
の
局
ま
で
逃
げ
て

い
く
楊
面
で
は、
次
の
よ
う
に
第
六
段
の
影
郭
が
看
取
さ
れ
る。

人
々
は
皆
ね
た
る
に
や
と
思
し
く、
い
と
ゞ
し
め
や
か
に
お
ぼ
へ
給
ヘ

ば、
起
出
て、

女
君
を
ば
か
ろ
ら
か
に
か
き
お
ひ
つ
ヽ
、

忍ぴ
て
出
給

ふ。
（
中
略）

月
も
か
き
く
も
り、
空
の
色
も
物
む
づ
か
し
う、
い
な

づ
ま
の
と
き

／＼
か
ゞ
よ
ふ
に、
夜
も
い
た
く
更
ぬ
れ
ば、
何
と
な
う

物
す
ご
き
こ
、
ち
す
る
に、

廊，
い，＇

が‘,w,、'

呪，5，'、
5,＇

硲芍がサB汎

づ公涵‘

，"＇35,＇9

，約は駆認

，つt"＇

，i'涵，＇

ど，＇，＂，＇，

＇い，ば，＇

，枯防。
つ
ね
に
な

れ
給
へ
る
追
も、
い
と
た
ど

／＼
し
う
は
る
け
き
こ
、
ち
せ
ら
れ
給
ふ。

(r
呉
竹」）
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む
か
し、
お
と
こ
あ
り
け
り。
女
の
え
う
ま
じ
か
り
け
る
を、
年
を
ヘ

て
よ
ぱ
ひ
わ
た
り
け
る
を、
か
ら
う
じ
て
ぬ
す
み
出
て、
い
と
く
ら
き

に
き
け
り。
（
中
略）
ゆ
く
さ
き
お
ほ
く
夜
も
ふ
け
に
け
れ
ば、
お
に

あ
る
所
と
も
し
ら
で、
神
さ
へ
い
と
い
み
じ
う
な
り、
雨
も
い
た
う
ふ

り
け
れ
ば、
あ
ば
ら
な
る
く
ら
に、
女
を
ば
お
く
に
お
し
い
れ
て、
お

と
こ、
弓
や
な
ぐ
ゐ
を
お
ひ
て
と
ぐ
ち
に
を
り。
は
や
夜
も
あ
け
な
ん

'
と
思
ひ
つ
、
ゐ
た
り
け
る
に、
お
に
は
や
ひ
と
く
ち
に
く
ひ
て
け

(7)
 
り。

こ
こ
で
は、
主
人
公
逹
が
女
君
の
監
禁
場
所
か
ら
脱
出
す
る
際
の
描
写
に、

第
六
段
の
前
半
部
の
梢
漿
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
逃
避
行
の
臨
場
感

を
高
め
る
効
呆
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
尚、
本
文
中
の
波
線

部
の
記
述
は、
r
伊
勢」
第
四
十
五
段
に、

夜
ふ
け
て
りや，＇＂＇，＇＇

，w,い切忠盆切窃忠沿な泣お衿おg咬N5

耐。
こ
の
男
見
ふ
せ
り
て、

と、
自
分
に
対
す
る
恋
心
を
胸
中
に
秘
め
た
ま
ま
亡
く
な
っ
た
女
の
た
め
に

その
喪
に
服
し
た
男
が、
生
前
に一
度
も
香
策
を
交
わ
す
こ
と
の
無
か
っ
た

女
を
思
い
や
る
楊
面
を、
部
分
的
に
引
用
し
た
も
の
で
あ
る。

更
に、
後
日、
事
件
の
顛
末
を
伝
え
聞
い
た
束
宮
が
事
件
を
稲
に
宮
の
す

け
と
和
歌
を
唱
和
す
る
場
面
で
も、
「
芥
川」
の
段
が
弛
く
意
識
さ
れ
て
い
る。

宮、
そ
の
桐
つ
ぼ
に
ゐ
て
ゆ
き
け
ん
さ
ま
を
見
ざ
り
し
な
ん、
い
と
口

ゆ
く
ほ
た
る
裳
の
うへ
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
秋
か
ぜ
ふ
く
と

が防は

づ閏

ー
あ
カ

お
し
う
と
の
給
は
せ
て、

恋
の
逍
ま
よ
は
じ
と
て
や
芥
河
ふ
る
き
あ
と
あ
る
露
を
分
け
ん

い
と
か
し
こ
う
笑
は
せ
た
ま
ふ。
す
け
の
君、

あ
く
た
川
昔
の
跡
を
と
め
つ
、
も
器
け
き
道
を
分
ま
よ
ひ
け
り

内
に
開
し
め
し
け
れ
ば、
い
み
じ
う
思
し
め
さ
れ
て、
や
が
て
芥
河
の

中
将
と
仰
ら
る
、
に
ぞ、
女
ば
う
た
ち
も
い
と
お
か
し
う
思
ひ
た
り。

こ
の
場
面
に
お
い
て、
「
ふ
る
き
あ
と」
「北口
の
跡」
と
両
者
の
共
通
の
認

‘

(『
伊
勢』
第
六
段〉

織
の
下
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は、
r
伊
勢』
第
六
段
の
昔
男
と
二
条
后
の

恋
物
語
に
他
な
ら
な
い。
し
か
し、
「
呉
竹」
で
は、
第
六
段
の
悲
削
的
側

而
は
完
全
に
払
拭
さ
れ
て
お
り、
「
芥
川」
は
男
女
の
駆
け
落
ち
を
意
味
す

る
隠
語
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る。

し
か
も、
「
呉
竹」
に
お
け
る
宮
の
す
け
と
御
匝
殿
の
逃
避
行
は、
同
じ

逃
避
行
と
は
言
い
な
が
ら、
宮
の
中
将
の
横
恋
慕
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
手
段

で
あ
っ
て、
第
六
段
の
批
界
と
は
微
妙
に
異
な
る
点
が
注
意
さ
れ
る。
す
な

わ
ち、
御
匝
殿
を
め
ぐ
る
宮
の
す
け
と
宮
の
中
将
の
三
角
関
係
や、
恋
敵
の

宮
の
中
将
に
拉
致
さ
れ
た
御
匝
殿
を
宮
の
す
け
が
再
ぴ
奪
い
返
す
と
い
う
趣

向
な
ど、
「
呉
竹」
で
は
『
伊
勢』
第
六
段
と
は
明
ら
か
に
異
質
な
物
語
が

展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
う
し
た一
人
の
女
を
め
ぐ
る
三
角
関
係
の
構
図
や、
奪
わ
れ
た
女
を
再

ぴ
奪
い
返
す
と
い
う
趣
向
は、
前
述
し
た
r
吉
野
拾
逍』
の
エ
ビ
ソ
ー
ド
か

ら
滸
想
を
得
た
も
の
で
は
な
い
か
と
樅
測
さ
れ
る。
御
匝
殿
に
横
恋
篠
し
た

宮
の
中
将
が、
策
略
を
用
い
て
首
尾
よ
く
女
を
手
に
入
れ
る
も
の
の、
宮
の
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r
吉
野
拾
遺」
の
モ
チ
ー
フ
を
絡
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
伊
勢」
第
六

段
の
世
界
を
転
換
し
て
み
せ
た
「
呉
竹」
に
対
し
て、
明
和
八
年
十一
月
に

執
節
さ
れ
た
『
ふ
じ
な
み」
は、
光
源
氏
や
狭
衣
の
美
貌
に
喩
え
ら
れ
る
男

主
人
公
の
恋
愛
遥
歴
を、
様
々
な
古
典
作
品
の
趣
向
を
巧
み
に
煎
ね
合
わ
せ

て
構
成
し
た
長
編
の
擬
古
物
語
で
あ
り、
第
六
段
の
扱
い
方
に
も
「
呉
竹」

と
は
ま
た
述
っ
た
方
向
性
が
認
め
ら
れ
る。
先
ず
は、
作
品
の
梗
概
に
つ
い

て
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る。

左
大
臣
の
子
息
の
小
六
条
の
中
納
言
は、
太
政
大
臣
邸
で
他
さ
れ
た
賭
弓

の
遊
ぴ
の
折、
風
で
巻
き
上
げ
ら
れ
た
御
簾
の
隙
間
か
ら、
太
政
大
臣
の
末

の
姫
君
を
偶
然
目
に
す
る。
姫
君
の
美
し
い
容
姿
に
心
奪
わ
れ
た
中
納
言
は、

四

す
け
に
よ
っ
て
女
を
奪
い
返
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
は、

r

吉
野
拾
遺』
を
そ
の
ま
ま
踏
嬰
し
た
も
の
で
あ
り、
御
匝
殿
を
め
ぐ
る
宮

の
中
将
と
宮
の
す
け
の
役
割
は、
r
吉
野
拾
遺』
の
弁
の
内
侍
を
め
ぐ
る
師

直
と
正
行
の
関
係
と
ほ
ぽ一
致
し
て
い
る。

つ
ま
り、
「
呉
竹」
の
作
品
構
造
は、
基
本
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
人

物
設
定
を
r
吉
野
拾
逍』
に
依
拠
し
な
が
ら、
二
人
の
恋
を
妨
害
す
る
恋
敵

か
ら
主
人
公
達
が
脱
出
す
る
場
面
に、
r
伊
努』
第
六
段
の
描
写
を
取
り
入

．

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
そ
の
結
果、
第
六
段
に
お
い
て
は
主
人
公
達
に

悲
刺
的
結
末
を
も
た
ら
し
た
逃
避
行
が、
「
呉
竹」
で
は一一
人
の
恋
の
成
就

に
向
け
て
の
逃
避
行へ
と
転
換
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

太
政
大
臣
邸
で
の
藤
の
宴
に
際
し、
姫
君
付
き
の
侍
女
を
介
し
て
姫
君へ
の

恋心
を
訴
え
る。
太
政
大
臣
は
内
心
で
は
姫
君
を
中
納
言
に
と
考
え
て
は
い

る
も
の
の、
太
政
大
臣
の
長
女
で
今
は
亡
き
弘
徽
殿
女
御
の
代
わ
り
に
姫
君

の
入
内
を
望
む
帝
の
申
し
出
も
あ
っ
て、
は
っ
き
り
と
決
め
か
ね
て
い
た。

姫
君
に
対
し
て
は、
内
大
臣
の
子
息
の
頭
中
将
も
熱
心
に
求
婚
し
て
く
る
が、

実
兄
の
宰
相
中
将
ま
で
も
が
実
の
妹へ
の
道
な
ら
ぬ
恋
に
思
い
悩
ん
で
い
た。

各
々
の
思
惑
が
交
錯
す
る
中、
仲
介
役
の
女
房
を
通
じ
て
執
拗
に
言
い
寄
っ

て
い
た
中
納
言
は、
遂
に
姫
君
と
契
り
を
結
ん
だ。
〈
巻一
）

宰
相
中
将
の
妹
君
に
対
す
る
恋
慕
の
梢
は
ま
す
ま
す
募
る一
方
で
あ
る。

そ
う
し
た
中、
密
か
に
姫
君
と
の
途
瀬
を
瓜
ね
て
い
た
中
納
言
で
あ
っ
た
が、

中
納
言
の
妹
の
藤
壷
女
御
に
対
抗
す
る
た
め、
太
政
大
臣
は一
転
し
て
姫
君

の
入
内
を
決
意
す
る。
追
い
詰
め
ら
れ
た
中
納
言
は、
あ
ら
か
じ
め
五
条
に

し
つ
ら
え
て
お
い
た
隠
れ
家
に
姫
君
を
巡
れ
出
す。
し
か
し、
中
納
言
が
姫

君
の
傍
を
離
れ
た
僅
か
の
間
に、
姫
君
は
兄
の
東
宮
の
亮
に
よ
っ
て
巡
れ
戻

さ
れ
て
し
ま
う。
こ
の
事
件
の
後、
世
間
を
憚
っ
て
姫
君
は
女
御
で
は
な
く

尚
侍
と
し
て
参
内
す
る
こ
と
に
な
り、
中
納
言
は
事
件
の
沢
任
を
と
っ
て
官

職
を
辞
し
て
整
居
す
る。
〈
巻
二〉

尚
侍
の
入
内
の
後、
兄
の
宰
相
中
将
は
心
痛
の
余
り
病
死
す
る。
こ
の
よ

う
に
多
大
な
犠
牲
を
払
っ
て
敢
行
さ
れ
た
姫
君
の
入
内
で
あ
っ
た
が、
太
政

大
臣
の
意
に
反
し
て、
尚
侍
は
と
も
す
れ
ば
藤
壺
女
御
に
圧
倒
さ
れ
が
ち
で

あ
っ
た。
正
月
の
節
会
の
頃、
中
納
言
は
女
君
と
束
の
間
の
逃
亡
生
活
を
送
っ

た
五
条
の
屋
敷へ
方
述
え
に
赴
き、
梅
の
花
を
見
て
在
り
し
日
々
を
述
懐
す
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る。
や
が
て
謹
慎
も
解
け
て
再
ぴ
出
仕
し
た
中
納
首
は、
内
大
臣
に
昇
進
し、

故
弘
徽
殿
女
御
所
生
の
女一
の
宮
と
結
ば
れ
る。
今
は
恩
い
の
ま
ま
の
世
と

な
っ
た
内
大
臣
は、
か
つ
て
の
太
政
大
臣
の
仕
打
ち
を
恨
ん
で、
尚
侍
の
兄

弟
に
冷
淡
な
態
度
を
示
す。
当
初
の
期
待
を
裏
切
っ
て
中
途
半
端
に
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
尚
侍
の
宮
仕
え
を、
太
政
大
臣
は
今
更
な
が
ら
に
後
悔
す
る
の

だ
っ
た。
そ
の
後、
御
世
が
移
り
変
わ
り、
病
の
重
く
な
っ
た
尚
侍
は一
人

寂
し
く
出
家
す
る。
〈
巻
三〉

祖
筋
を一
読
し
た
だ
け
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に、
『
ふ
じ
な
み』
の
出
典

と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
『
源
氏』
と
r
宇
津
保」
で
あ
る
が、
r
伊
勢」

も
作
品
の
直
要
な
局
面
で
利
用
さ
れ
て
い
る。
特
に、
入
内
を
直
前
に
控
え

た
姫
君
を
中
納
言
（
こ
の
時
大
納
言）
が
太
政
大
臣
邸
か
ら
盗
み
出
す
場
面

は、
こ
の
物
語
の
最
大
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が、
二
人

の
行
動
の
背
扱
に
あ
る
の
は、
や
は
り
r
伊
勢』
第
六
段
で
あ
っ
た
と
考
え

で

8
)

ら
れ
る。
更
に、
事
態
を
打
開
し
よ
う
と
し
た
中
納
言
の
無
謀
な
賭
け
が、

結
局
は
女
方
の
兄
弟
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
件
の
成
り
行

き
も、
第
六
段
の
展
開
と
ほ
ぽ
共
通
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る。

ま
た、
事
件
が
明
る
み
に
出
た
後、
貨
任
を
感
じ
て
自
邸
に
引
き
罷っ
て

い
た
中
納
言
が、
事
件
の
舞
台
と
な
っ
た
五
条
の
屋
敷へ
方
述
え
に
訪
れ
た

際、
庭
に
咲
く
梅
花
を
目
に
し
て
感
慨
に
耽
る
場
面
に
は、
次
の
よ
う
に
『
伊

勢」
第
四
段
の
内
容
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る。

大
将
あ
り
し
五
条
の
家
に
か
た、
が
へ
と
て
渡
り
給
へ
り。
こ
、
に
て

は
つ
ね
よ
り
も
思
ふ
事
お
ほ
く、
は
し
た
な
き
ま
で
し
ほ
た
れ
給
ふ。

か
の
も
ろ
と
も
に
見
給
ひ
し
梅
の
い
と
、
く
ほ
こ
ろ
ぴ
た
る
に、
た
ゞ

そ
の
よ
の
心
地
の
み
し
て、
ら
う
た
げ
な
り
し
悌
の
ま
づ
お
ぼ
え
給ヘ

ば、
か
た
は
ら
さ
び
し
く
ま
ど
ろ
ま
れ
給
は
ず。
月
を
哀
と
の
み
い
は

れ
給
ふ。

(r
ふ
じ
な
み」）

む
か
し、
ひ
ん
が
し
の
五
条
に
お
ほ
き
さ
い
の
み
や
お
は
し
ま
し
け
る、

に
し
の
た
い
に
す
む
人
あ
り
け
り。
そ
れ
を
ほ
い
に
は
あ
ら
で
心
ざ
し

ふ
か、
り
け
る
人、
ゆ
き
と
ぶ
ら
ひ
け
る
を、
む
月
の
十
日
ば
か
り
の

ほ
ど
に、
ほ
か
に
か
く
れ
に
け
り。
あ
り
ど
こ
ろ
は
き
け
ど、
人
の
い

き
か
よ
ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば、
猶
う
し
と
お
も
ひ
つ
、
な

ん
あ
り
け
る。
又
の
と
し
の
む
月
に、
梅
の
花
ざ
か
り
に、
こ
ぞ
を
こ

ひ
て
い
き
て、
立
て
み、
ゐ
て
み、
見
れ
ど、
こ
ぞ
に
に
る
ぺ
く
も
あ

ら
ず。
う
ち
な
き
て、
あ
ば
ら
な
る
い
た
じ
き
に、
月
の
か
た
ぶ
く
ま

で
ふ
せ
り
て、
こ
ぞ
を
お
も
ひ
い
で、
よ
め
る。

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
は
る
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と

の
身
に
し
て

と
よ
み
て、
夜
の
ほ
の

（
と
あ
く
る
に、
な
＜

／＼
か
へ
り
に
け
り。

(r
伊
勢』
第
四
段）

r

ふ
じ
な
み』
と
『
伊
努」
第
四
段
を
比
較
す
る
と、
心
な
ら
ず
も
女
と

引
き
離
さ
れ、
そ
の
居
所
は
知
り
な
が
ら
再
会
す
る
手
立
て
の
な
い
男
主
人

公
が、
か
つ
て
女
と一
緒
に
過
ご
し
た
屈
敷
を
訪
れ、
梅
の
花
に
失
っ
た
女

性
の
面
影
を
偲
ぶ
と
い
う
構
想
に
お
い
て
両
者
は一
致
し
て
い
る
上、
細
部

の
状
況
に
つ
い
て
も
類
似
点
が
見
出
さ
れ
る。
時
節
が
睦
月
初
旬
で
あ
る
こ
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と、
女
を
失
っ
て
か
ら一
年
後
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と、
女
と
の
思
い
出
の

場
所
が
五
条
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
で
あ
る。
現
存
す
る
r
伊
勢』
の

第
三
段
か
ら
第
六
段
に
か
け
て
の
章
段
は、
ー一
条
后
関
連
の
も
の
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
る
が、
罷
女
も
ま
た、
第
六
段
の
後
日
談
と
し
て
第
四
段
を
把

握
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る。

更
に
こ
の
場
面
に
は、
r
後
横
和
歌
集」
巻
第
十．
恋
ニ・
六
八
四・
よ

み
人
し
ら
ず
の
「
ひ
と
り
ね
の
わ
ぴ
し
き
ま
ま
に
お
き
ゐ
つ
つ
月
を
あ
は
れ

(9)
 

．

と
い
み
ぞ
か
ね
つ
る」
も
引
歌
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り、
r
伊
勢』
第
四

段
の
世
界
と
の
相
乗
効
果
で、
最
愛
の
女
性
を
失
っ
た
中
納
言
の
悲
哀
と
悔

恨
の
情
を一
層
際
立
た
せ
て
い
る。

『
ふ
じ
な
み』
で
は、
「
よ
し
や
い
み
じ
き
つ
み
に
あ
た
る
共
お
し
む
ペ

き
身
か
は」
と、
一
切
を
投
げ
捨
て
て
女
君
と
の
恋
に
突
き
進
ん
で
行っ
た

中
納
言
の
言
動
に、
身
分
述
い
の
恋
を
逃
避
行
と
い
う
究
極
の
形
で
成
就
さ

せ
よ
う
と
し
た
『
伊
勢』
第
六
段
の
昔
男
の
情
熱
が
投
影
さ
れ
て
お
り、
r
伊

勢』
の
世
界
が
概
ね
原
話
の
構
想
に
沿っ
た
形
で
移
し
替
え
ら
れ
て
い
る。

し
か
し一
方
で、
『
ふ
じ
な
み」
の
中
納
言
に
は
r
伊
勢』
の
昔
男
と
は

異
な
り、
そ
の
後
の
新
た
な
人
生
が
用
意
さ
れ
て
い
た。
世
間
を
騒
が
せ
た

事
件
か
ら一
年
後、
失
っ
た
脊
春
へ
の
悔
恨
を―
つ
の
契
機
と
し
て、
中
紺

言
は
再
ぴ
政
界
に
復
備
を
果
た
し、
凋
落
の一
途
を
た
ど
る
尚
侍
の一
族
と

は
対
照
的
に、
以
後
滸
実
に
栄
達
へ
の
道
程
を
歩
ん
で
い
く。
中
納
言
の
栄

光
と
挫
折
は、
薗
月
夜
尚
侍
と
の
密
通
事
件
で
窮
地
に
立
た
さ
れ
な
が
ら
も、

須
磨•
明
石
に
流
離
の
の
ち
都
に
帰
還
し、
再
び
宮
廷
に
返
り
咲
き
准
太
上

天
皇
と
し
て
栄
華
を
極
め
る
光
源
氏
の
人
生
か
ら
滸
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
り、

ま
た、
過
去
の
苦
い
思
い
出
と
決
別
し
て、
理
想
的
な
女
性
で
あ
る
女一
の

宮
と
の
結
婚
生
活
に
満
ち
足
り
た
日
々
を
送
る
中
納
言
の
人
物
造
型
は、
貨

女
へ
の
求
愛
は
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の、
代
わ
り
に
今
上
の
女一
の
宮

を
得
た
『
宇
津
保』
の
仲
忠
に
基
づ
い
て
創
出
さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る。

「
呉
竹」
と
r
ふ
じ
な
み』
の
間
に
存
在
す
る
r
伊
勢」
第
六
段
に
対
す

る
扱
い
方
の
相
追
は、
短
篇
と
長
紺
と
い
う
両
者
の
作
品
形
態
の
違
い
も
関

係
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
『
ふ
じ
な
み」
が
長
紺
物
語
と
し
て
成
立

す
る
た
め
に
は、
『
伊
勢』
の
世
界
を
新
た
な
展
開
へ
と
導
<r
源
氏』
や
『
宇

沖
保』
の
趣
向
が
要
硝
さ
れ
た
の
で
あ
る。

麗
女
に
と
っ
て
事
実
上
最
後
の
物
語
作
品
と
な
っ
た
『
怪
世
談』
は、
安

永
三
年（一
七
七
四）
秋
頃
に

執錨
さ
れ
た
十
l＿
話
の
短
篇
集（
十
二
話
本）

に、
安
永
七
年
頃
に
更
に
十
八
話
を
晋
き
足
し、
最
終
的
に
三
十
話
か
ら
構

成
さ
れ
る
短
篇
集
（
三
十
話
本）
の
体
裁
に
絹
慕
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い

る
が、
本
作
品
も
ま
た、
和
漢
の
古
典
作
品
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
短

篇
物
語
梨
で
あ
り、
r
伊
勢」
第
六
段
の
趣
向
も
第
八
話
「
芥
川」
と
第
十

(

10
)
 

二
話
「
何
某
院」
の
二
作
品
に
影
響
を
与
え
て
い
る。
そ
こ
で
先
ず、
＋

二
話
本
の
第
四
話
に
収
録
さ
れ、
「
芥
川」
よ
り
成
立
が
先
行
す
る
と
考
え

ら
れ
る
「
何
某
院」
か
ら

考察
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る。

「
何
某
院
J

の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る。
幼
少
の
頃
か
ら
山
の
座
主
に

五
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預
け
ら
れ
て
い
た
大
納
言
の
末
の
若
君
は、

院
の
御
声
掛
か
り
で
下
山
し
侍

従
と
し
て
朝
廷
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た。

侍
従
は
密
か
に
宰
相
の
律
師
と

契
り
を
結
ん
で
い
た
が、

彼
に
懸
想
す
る
右
大
弁
に
翡
さ
れ
て
河
原
院
に
連

れ
込
ま
れ
て
し
ま
う。

と
こ
ろ
が、

そ
の
夜
半
に、

今
度
は
弁
の
目
の
前
で

侍
従
が
鬼
に
連
れ
去
ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り、

報
告
を
受
け
た
大
納

言
家
は
大
縣
動
と
な
る
。

し
か
し、

や
が
て
侍
従
の
無
事
が
確
認
さ
れ
て
事

件
ば
一

件
落
滸
す
る。

事
件
の
真
相
は`

弁
を
懲
ら
し
め
る
た
め
に、

侍
従

の
家
来
の
左
近
の
将
曹
が
自
ら
鬼
に
仮
装
し
て
仕
組
ん
だ
狂
言
で
あ
っ
た。

「
何
某
院」

の
出
典
に
つ
い
て
は
以
前
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
具
体

的
な
引
用
は
省
略
す
る
が、

そ
の
題
名
が
示
唆
す
る
よ
う
に、
r
源
氏」
「
タ

頗」

の
巻
に
お
け
る
夕
頗
怪
死
事
件
を、
土
要
な
素
材
と
す
る
一

方
で、

右
大

弁
が
侍
従
を
巡
れ
て
人
気
の
な
い
廃
歴
に
居
た
と
こ
ろ、

夜
半
に
侍
従
が
鬼

に
撹
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
や、

鬼
に
喰
い
殺

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
侍
従
が、

実
は
家
来
の
左
近
の
将
前
の
機
転

に
よ
っ
て
弁
の
手
か
ら
取
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
と
い
う
意
外
な
結
末
に、

{
ll
)
 

r
伊
勢」

第
六
段
の
影
得
が
確
認
出
来
る
。

特
に
「
何
某
院」

の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
は、

第
六
段
の
作
品
構
成
が
弛

く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る。

第
六
段
の
内
容
は、

前
半
の
恋
物
語
と

後
半
の
注
釈
部
に
大
別
さ
れ、

前
半
部
で
女
を
喰
い
殺
し
た
鬼
の
正
体
を
後

半
部
で
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
作
品
構
成
に
な
っ
て
い
る
が、
「
何
某
院」

に
お
い
て
も
同
様
の
手
法
が
受
け
継
が
れ
て
い
る。

す
な
わ
ち、

河
原
院
で

の
鬼
の
出
現
を
―

つ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
し
て、

侍
従
を
喪
失
し
た
弁
や

父
大
納
言
の
悲
敵
を
描
い
た
後
に、
「
あ
り
つ
る
鬼
も、

誠
に
は
将
齊
が
し

つ
る
事
に
て・・・」

と
事
件
の
真
相
が
明
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら、
「
何
某
院」

と
r
伊
勢』

第
六
段
と
の
関
係
で
注
意
さ

れ
る
の
は、

悌
一

に、

昔
男
と
二
条
后
と
い
う
男
女
の
恋
物
語
が、

侍
従
を

め
ぐ
る
宰
相
の
律
師
と
右
大
弁
と
い
う
男
色
の
枇
界
に
胚
き
換
え
ら
れ
て
い

る
点
で
あ
る。

し
か
も
律
師
と
侍
従
の
関
係
は、

侍
従
が
山
の
座
主
の
許
に

預
け
ら
れ
て
い
た
時
期
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り、

俯
院
を
採
台
と
し
た
稚
児

物
語
の
性
格
を
も
有
し
て
い
る
。

第
二
は、

侍
従
の
忠
実
な
家
来
と
し
て
活
躍
す
る
左
近
の
将
聾
の
存
在
で

あ
る
。

将
曹
は、

主
人
の
危
機
を
回
避
す
る
た
め
に、

鬼
の
姿
に
扮
装
し
て

就
寝
中
の
二
人
を
舒
か
し、

弁
が
助
け
を
求
め
て
侍
従
か
ら
離
れ
た
隙
に
侍

従
を
救
い
出
し
た。

将
座
に
よ
る
侍
従
球
回
の
モ
チ
ー
フ
は
第
六
段
の
趣
向

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が、

彼
の
既
か
れ
た
立
場
は、

昔
男
に
連
れ
去
ら
れ

そ
う
に
な
っ
た
二
条
后
を
取
り
戻
し
た
払
経
・

国
経
兄
弟
で
は
な
く、

師
直

に
拉
致
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
弁
の
内
侍
を
救
出
し
た
r
吉
野
拾
逍』

の
正
行

の
方
に
よ
り
近
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

更
に、
『
吉
野
拾
逍』

と
の
関

係
に
着
目
す
る
と、

自
ら
の
想
い
を
遂
げ
る
た
め
に
相
手
の
気
持
ち
を
無
視

し
て
実
力
行
使
に
踏
み
切
る
弁
の
人
物
造
型
に
は、

弁
の
内
侍
を
策
略
を
用

い
て
奪
い
取
ろ
う
と
し
た
師
直
の
イ
メ
ー
ジ
の
投
彩
が
想
定
さ
れ
る。

そ
し
て
第
三
は、

基
経
•

国
経
兄
弟
が
昔
男
か
ら
妹
を
取
り
返
し
た
経
緯

を
鬼
の
仕
業
に
仮
託
し
た
第
六
段
に
対
し
て、
「
何
某
院」

で
は
本
当
に
将

咽
自
身
が
鬼
の
扮
装
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
将
咽
の
行
為
は、
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『
源
氏』
r
夕
顔」
の
巻
や
r
伊
勢』
第
六
段
な
ど
と
い
っ
た
若
名
な
古
典

•

作
品
に
お
け
る
怪
異
描
写
を
前
提
に、
河
原
院
に
は
鬼
が
棲
ん
で
い
る
と
い

う
認
識
を
逆
手
に
と
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
点
で、

極
め
て
確
信
犯
的
で

あ
っ
た
と
言
え
る。

さ
て、
「
何
某
院」
と
『
伊
勢』

第
六
段
と
の
関
係
を一
通
り
確
認
し
た

上
で、
次
に、
「
芥
川」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る。
r
芥
川」

は
「
何
某
院」
と
内
容
面
で
極
め
て
密
接
に
関
連
し
て
い
る
が、
そ
の
梗
概

．
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る。

前
斎
宮
に
仕
え
る
女
別
当
の
君
は、
宮
の
中
将
と
密
か
に
契
り
を
交
わ
し

て
い
た。
と
こ
ろ
が、

前
々
か
ら
執
拗
に
別
当
の
君
に
言
い
寄
っ
て
い
た
兵

衛
の
少
尉
が、

女
か
ら
全
く
相
手
に
さ
れ
な
い
こ
と
を
恨
ん
で、
ひ
ず
ま
し

の
女
を
味
方
に
つ
け
て
彼
女
を
局
か
ら
盗
み
出
し
て
し
ま
っ
た。
し
か
し、

少
尉
が
事
前
に
用
意
し
て
お
い
た
所
へ
女
を
辿
れ
て
い
く
途
中、
内
大
臣
が

い
つ
も
方
述
え
に
使
用
し
て
い
る
邸
宅
で
一
晩
を
過
ご
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ、

そ
の一
部
始
終
を
目
繋
し
て
い
た
中
将
の
御
随
身
の
計
略
に
よ
っ
て、

瞬
さ

れ
て
女
か
ら
離
れ
た
隙
に
女
を
取
り
戻
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た。

「
芥
川」
と
い
う
題
名
か
ら
も
察
知
さ
れ
る
よ
う
に、
本
話
で
は、

兵
術

の
少
尉
が
別
当
の
君
を
盗
み
出
す
場
面
に、
『
伊
勢」

第
六
段
の
趣
向
が
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る。
特
に、

執
拗
な
求
愛
に
も
関
わ
ら
ず
全
く
心
を
開
こ

う
と
し
な
い
別
当
の
君
を
少
尉
が
盗
み
出
す
と
い
う
行
動
に
出
た
の
は、

長

い
間
求
愛
し
続
け
て
い
た
姫
君
を
辛
う
じ
て
盗
み
出
し
て
辿
れ
て
逃
げ
た
第

六
段
の
昔
男
の
行
為
を
転
用
し
た
も
の
で
あ
り、
両
者
と
も、

現
在
の
状
況

下
で
は
女
と
添
い
遂
げ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
ゆ
え
に
非
常
手
段
に
訴
え

た
点
が
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る。
ま
た、

計
回
通
り
女
を
盗
み
出
し
た

も
の
の、
「
行
先
き
い
と
く
ら
く、
風
の
気
は
ひ
も
殊
の
外」
で
あ
っ
た
た

め
に、
や
む
を
得
ず
前
斎
宮
の
宮
家
に
隣
接
す
る
内
大
臣
の
別
宅
に
立
ち
寄

る
設
定
も、
「
ゆ
く
さ
き
お
ほ
く
夜
も
ふ
け
に
け
れ
ば、
（
中
略）

神
さ
へ
い

と
い
み
じ
う
な
り、

雨
も
い
た
う
ふ
り
け
れ
ば」、

鬼
の
棲
む
所
と
も
知
ら

ず
に
荒
れ
た
蔵
で一
晩
を
過
ご
そ
う
と
し
た
第
六
段
と
状
況
が
極
め
て
l

致

し
て
い
る。

少
尉
の
言
動
に
『
伊
勢」

第
六
段
の
昔
男
が
弛
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と

は、

別
当
の
君
に
対
し
て
自
己
の
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
少
尉
の
次

の
発
言
内
容
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る。

ゆ
く
り
な
き
を
な
め
し
と
お
ぼ
す
ら
め
ど、
か
、
る
道
に
は
た
め
し
な

き
事
に
も
侍
ら
ず。
か
う
い
み
じ
き
閉
風
に、
あ
や
な
く
あ
く
が
れ
ま

ど
ひ
侍
る
も、
お
ぽ
ろ
げ
の
心
と
や
は
お
ぽ
す。
昔
の
芥
川
に
も
ふ
か

き
思
ひ
は
ま
さ
り
な
ん
も
の
を、
只一
言
哀
と
だ
に
の
た
ま
は
ゞ
、
露

と
消
な
ん
身
も
何
か
惜
か
ら
じ

つ
ま
り
少
尉
は、

自
ら
の
恋
を
背
男
と
二
条
后
の
恋
物
語
に
重
ね
合
わ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る。
た
だ、
こ
こ
で
少
尉
が
「
芥
川」
の
段
を
引

き
合
い
に
出
し
た
こ
と
は、
昔
男
に
擬
え
ら
れ
る
少
尉
が、

昔
男
と
同
様
に

盗
み
出
し
た
女
を
取
り
返
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を、

皮
肉
に
も
暗
示
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る。

一
方、

別
当
の
君
を
め
ぐ
る
宮
の
中
将
と
少
尉
の
三
角
関
係
や、

少
尉
に
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盗
み
出
さ
れ
た
女
君
を
中
将
の
御
随
身
が
取
り
返
す
と
い
う
趣
向
は、
「
何

某
院」
と
同
様
に、
r
吉
野
拾
造』
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。

但
し、
「
芥
川」
と
「
何
某
院」
に
お
い
て
は、
「
呉
竹」
の
宮
の
す
け
の
よ

う
に
男
君
自
身
が
女
の
救
出
に
向
か
う
の
で
は
な
く、
従
者
が
主
人
に
代

わ
っ
て
活
躍
し
て
い
る
点
が、
『
吉
野
拾
逍』
の
構
想
に
よ
り
類
似
し
て
い
る。

し
か
し
そ
の一
方
で、
「
芥
川
L

で
は
「
何
某
院」
と
は
異
な
り、
「
鬼」

が
物
語
中
に
登
場
し
て
い
な
い
点
が
注
意
さ
れ
る。
助
け
に
来
た
御
随
身
に

・
対
し
て
別
当
の
君
が、
「．こ
や
鬼
な
ら
ん
今
喰
る、
に
こ
そ
と
思
ふ
も
せ
ん

か
た
な
く、
身
の
毛
も
い
よ
だ
っ
ぱ
か
り
に
て、
物
も
い
は
れ
ず、
たゞ

わ

た

（
と
ふ
る
は
れ
た
り」
と、
『
伊
勢』
第
六
段
の
姫
君
の
よ
う
に
自
分

．
も
鬼
に
喰
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
応
を
示
し
た
り、
内
大

臣
邸
か
ら
女
の
許へ
飛
ん
で
帰っ
て
き
た
少
尉
が
自
分
の
留
守
の
間
に
女
が

行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
て、
「
さ
は
く
ら
き
夜
の
ま
よ
ひ
に、

叫
も
や
と
り
も
て
い
に
し
と
お
ぽ
ゆ
れ
ば、
む
く
つ
け
う
さ
へ
な
り
て、
又

せ
ん
方
も
な
く
あ
き
れ
た
る
ば
か
り
な
り
L

と、
す
ぐ
さ
ま
第
六
段
の
鬼一

口
を
連
想
す
る
な
ど、
「
芥
川」
の
至
る
所
で
「
鬼」
に
言
及
さ
れ
て
い
る

も
の
の、
原
話
の
怪
異
談
そ
の
も
の
が
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い。
そ

れ
ら
は
全
て
登
場
人
物
達
の
想
像
の
範
賭
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り、
「
昔

の
物
語
め
き
て、
そ
の
叫
よ
り
も
ま
さ
り
て
こ
そ
覚
ゆ
れ
L

と、
そ
の
果
た

し
た
役
割
か
ら
第
六
段
の
鬼
に
見
立
て
ら
れ
た
御
随
身
も、
r
何
某
院」
の

左
近
の
将
曹
の
よ
う
に
実
際
に
鬼
の
扮
装
を
し
た
の
で
は
な
く、
少
尉
を
女

の
傍
か
ら
引
き
離
す
た
め
に、
内
大
臣
が
火
急
の
用
件
で
少
尉
を
捜
し
て
い

る
と
い
う
話
を
捏
ち
上
げ、
少
尉
が
慌
て
ふ
た
め
い
て
女
を
そ
の
場
に
残
し

て
内
大
臣
邸
へ
馳
せ
参
じ
た
後
で、
労
せ
ず
し
て
女
を
取
り
戻
し
た
の
で

(12)
 

あ
っ
た。

「
芥
川」
は
「
何
某
院」
と
同一
の
モ
チ
ー
フ
を
扱
い
な
が
ら
も、
異
な

る
作
品
展
開
を
創
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に、
作
者
の
工
夫
の
跡
が
読
み
収
ら

れ
る。
但
し、
そ
れ
は
同
時
に、
『
呉
竹』
か
ら
「
芥
川
L

に
至
る
創
作
沿

程
に
お
い
て、
r
伊
勢』
第
六
段
の
モ
チ
ー
フ
が
徐
々
に
原
型
か
ら
遠
ざ
か
っ

て
い
っ
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た。

以
上、
r
伊
勢』
第
六
段
と
の
影
聾
関
係
を
中
心
に
作
品
を
読
み
解
く
作

菜
を
通
し
て、
OO
女
が
物
語
作
品
の
創
作
に
際
し
て、
第
六
段
の
趣
向
を
繰

り
返
し
利
用
し
な
が
ら
作
品
を
構
成
し
て
い
る
有
様
が
確
認
さ
れ
た。
麗
女

の
物
語
作
品
に
お
け
る
r
伊
勢」
第
六
段
の
利
用
方
法
の
特
色
に
は、
先
ず、

著
名
な
怪
異
描
写
の
場
面
で
は
な
く、
昔
男
と一一
条
后
の
辿
綿
と
し
た
恋
物

栢
の
方
に
そ
の
基
本
的
な
趣
向
を
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る。
ま

た、
第
六
段
を
単
独
で
用
い
る
の
で
は
な
く、
『
吉
野
拾
遺』
や
r
源
氏』
『
宇

津
保』
と
い
う
別
種
の
趣
向
と
結
び
付
け
た
り
し
て、
同一
の
モ
チ
ー
フ
を

少
し
づ
つ
変
形
さ
せ
な
が
ら
繰
り
返
し
作
品
中
で
利
用
す
る
傾
向
も
指
摘
で

き
る。特

に、
後
者
に
関
し
て
は、
『
伊
勢』
第
六
段
の
利
用
に
限
定
さ
れ
る
手

法
で
は
な
く、
他
の
素
材
の
扱
い
方
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

六
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れ、
今
後、
罷
女
作
品
の
典
拠
探
索
の
際
の
有
力
な
手
掛
か
り
の
―
つ
に
な

り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

注(
1)
例
外
と
し
て、
r
ひ
お
り」
（
擬
古
物
語、
安
永
五
年
四
月
成
立）
と
r
伊

勢』
第
九
十
九
段
の
関
係
に
つ
い
て、
伊
豆
野
タ
ツ
「
荒
木
田
麗
女
作
r
飛

哀
理』
に
つ
い
て」
（『
実
践
女
子
大
学
紀
要』
第
二
集・
昭
和
二
十
九
年一

月）、
内
山
美
樹
子
「
近
世
文
学
と
女
性」
(r
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
〈
第

八
巻＞
十
七・
十
八
世
紀
の
文
学』
岩
波
宦
店•
平
成
八
年）
な
ど
の
論
考

が
俯
わ
る。

(
2)
大
川
茂
雄・
南
茂
樹
囮
『
国
学
者
伝
記
集
成』
第一
巻
（
国
本
出
版
社・

昭
和
九
年）
六
七
五
頁。

(
3)
尚、
こ
の
引
用
箇
所
の
記
事
内
容
に
関
し
て、
船
戸
美
智
子
「r
池
の
泌
屑」

r
月
の
ゆ
く
へ」

—女
流
文
学
者
の
古
典
趣

味ー」
(r
国
文
学
解
釈
と
鑑
政』

第
五
四
巻
第一二
号・
平
成
元
年
三
月）
は、
r
閲
女
の
自
伝
の
中
で、
幼
少

の
頃、
兄
が
r
大
学」
を
院
む
の
を
開
い
て
暗
唱
し
た
と
い
う
下
り
に
は、

明
ら
か
に
紫
式
部
の
逸
話
へ
の
意
織
が
表
わ
れ
て
い
る。」
と
推
察
さ
れ
て

い
る。

(
4)
r
池
の
藻
屈』
へ
の
r
吉
野
拾
遺』
の
影
響
に
つ
い
て
は、
小
泉
弘
「
吉

野
拾
逍
と
東
斎
随
節
の
世
界」
(r
日
本
の
説
話』
第
四
巻、

東京
美
術・
昭

和
四
十
九
年）
に
指
摘
が
あ
る。

(
5)
但
し、
r
池
の
総
屑』
で
は`

四
条
駿
の
戦
い
の
記
事
の
直
前
に
こ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
挿
入
さ
れ
て
お
り、
「
と
て
も
世
に・・・」
の
詠
歌
は
正
行
の
死

を
暗
示
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
るc

(
6)
r
吉
野
拾
逍』
の
表
題
及
ぴ
本
文
は、
『
吉
野
拾
逍
物
栢』
四
巻
匹
冊
（
貞

亨
匹
年
一^
六
八
七〉
刊、
岡
山
大
学
池
田
家
文
耶
所
蔵
本）
に
拠
っ
た。

(
7)
以
下、
『
伊
勢』
の
引
用
は、
r
伊
勢
物
語
拾
穂
抄』
(r
北
村
季
吟
古
注
釈

集
成』
第
二
巻、
新
典
社・
昭
和
五
十一
年）
を
利
用
し
た。

(
8)
そ
の一
方
で、
こ
の
湯
面
に
は、
『
源
氏』
r
夕
顛」
の
巻
に
お
け
る
夕
頗

怪
死
事
件
の
描
写
も
参
照
さ
れ
て
い
る。

(
9)
r
八
代
集
抄』
第
三
咎
(r
北
村
季
吟
古
注
釈
集
成』
第
二
十
七
巻、
新
典

社・
昭
和
五
十
四
年）

(
10)
倉
本
llB
r『
怪
世
談」
に
お
け
る
荒
木
田
龍
女
の
翻
案
の
手
法」
（
平
成
六

年
度
日
本
近
世
文
学
会
秋
季
大
会
発
表
資
科）

(
11)
拙
稿
r『
怪
枇
談』
に
つ
い
て
の一
考

察ー
第
十
二
話
「
何
某
院」
と
第

三
十
話
「
天
の
河」
の
構
想
を
め
ぐ
っ
て
1」
(r
岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科

学
研
究
科
紀
要』
第
十
二
号・
平
成
＋＝一
年
十一
月）

(
12)
女
主
人
公
の
奪
囮
方
法
を
め
ぐ
っ
て
は、
『
伊
勢』
第
六
段
と
は
巽
な
る

索
材
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り、
注
10
の
倉
本
昭
は、
r
字
治

拾
迅
物語
ば
第
二
巻
第
九
話
「
季
通
欲レ
逢レ
事
事」
（『
今
昔』
第
二
十一――

巻
第
十
六
話
と
同
話）
を
指
摘
し
て
い
る。

尚、
罷
女
作
品
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は、
r
池
の
渫
屑』
は
r
改
定
史
桔
集
覧』

第
三
巻
（
臨
川
牲
店・
昭
和
五
十
八
年
復
刻
版）
を、
『
五
菜』
r
ふ
じ
な
み」
r
怪

枇
談」
は
伊
豆
野
タ
ッ
絹『
荒
木
田
開
女
物
栢
集
成』（
桜
楓
社・
昭
和
五
十
七
年）

を
使
m
し、
引
用
に
際
し
て
は
読
み
易
さ
を
考
應
し
て
私
に
改
変
を
加
え
た。

（
も
り
や
す

ま
さ
こ

台
湾•
長
榮
大
学
助
理
教
授）
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