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泉
鏡
花
の
『
婦
系
図
』
は
、
新
派
に
よ
る
演
劇
化
や
度
重
な
る
映
画
化
の
影

響
も
あ
り
、
鏡
花
の
小
説
の
な
か
で
も
知
名
度
の
高
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
知
名
度
と
は
裏
腹
に
、
文
学
研
究
の
世
界
で
は
概
し
て
評
価
は

高
く
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
先
行
論
文
に
し
て
も
、
実
在
の
モ

デ
ル
を
確
認
し
、
そ
れ
を
小
説
の
読
解
に
直
結
す
る
か
、
鏡
花
の
他
の
小
説
に

見
ら
れ
る
〈
母
恋
い
〉
の
テ
ー
マ
と
い
う
観
点
か
ら
小
説
を
解
釈
し
よ
う
と
す

る
か
、
と
い
っ
た
も
の
が
多
く
、
小
説
そ
の
も
の
を
正
面
か
ら
分
析
の
対
象
と

し
た
研
究
は
、
い
ま
だ
充
分
に
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。

ま
た
、
物
語
内
容
に
関
す
る
検
討
を
行
う
場
合
に
も
、
小
説
そ
の
も
の
を
自

律
し
た
物
語
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
演
劇
化
に
よ
る
変
容
を
前
提
と
し
た

議
論
が
な
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
演
劇
化
に

よ
っ
て
前
景
化
さ
れ
た
お
蔦
を
め
ぐ
る
前
半
の
プ
ロ
ッ
ト
が
注
目
を
集
め
る
一

方
、
後
半
で
焦
点
化
さ
れ
る
菅
子
を
め
ぐ
る
物
語
は
、
前
半
部
分
と
整
合
性
を

欠
い
て
い
る
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
小
説
『
婦
系
図
』
は
全
体
と
し
て
の

統
一
性
の
な
い
失
敗
作
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
定
説
と
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
小
説
と
し
て
の
『
婦
系
図
』
は
本
当
に
、
一
貫
性
を
欠
い
た
、
ち

ぐ
は
ぐ
な
物
語
な
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、『
婦
系
図
』
を
「
湯
島
の
境
内
」

の
場
面
で
代
表
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
新
派
劇
の
知
識
を
必
ず
し
も
共
有
し
な

い
今
日
の
読
者
に
と
っ
て
、
こ
の
小
説
は
そ
れ
ほ
ど
ち
ぐ
は
ぐ
な
印
象
を
与
え

な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し
た
読
者
は
同
時
に
、
鏡
花
の
伝

記
的
情
報
を
も
共
有
し
て
お
ら
ず
、〈
母
恋
い
〉
と
い
っ
た
鏡
花
受
容
の
ジ
ャ
ー

ゴ
ン
を
知
ら
な
い
と
し
て
も
、
お
ろ
ら
く
こ
の
小
説
は
興
味
深
く
読
み
う
る
の

で
は
な
い
か
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
小
説
『
婦
系
図
』
の
魅
力
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
？　

そ
の
よ
う
に
問
い
返
す
と
き
改
め
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
小
説
が

そ
も
そ
も
、
新
聞
小
説
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
物
語
の
全
体
像

を
把
握
す
る
す
べ
を
持
た
ず
、
次
回
へ
の
期
待
を
繋
ぎ
な
が
ら
物
語
を
読
み
進

め
る
新
聞
小
説
の
読
者
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
直
後
に
ど
の
よ
う
な
展

開
が
起
こ
る
の
か
と
い
う
ス
リ
リ
ン
グ
さ
で
あ
り
、
ま
た
毎
回
登
場
す
る
作
中

人
物
た
ち
が
体
現
す
る
人
間
的
魅
力
（
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
造
型
の
巧
み
さ
）
で
あ

ろ
う
。

本
稿
は
、『
婦
系
図
』
を
改
め
て
新
聞
小
説
と
し
て
捉
え
返
し
、
そ
の
面
白

さ
の
所
以
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。

一　

遺
書
の
付
加
と
抹
消

『
婦
系
図
』
は
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
一
月
一
日
か
ら
四
月
二
八
日
に
か

日
蝕
と
月
の
女

―
新
聞
小
説
と
し
て
の
『
婦
系
図
』

―

鬼
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け
て
「
や
ま
と
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
た
新
聞
小
説
で
あ
る
。
こ
の
約
一
年
後
に

前
篇
・
後
篇
に
分
け
ら
れ
て
春
陽
堂
か
ら
単
行
本
化
さ
れ
た
（『
婦
系
図
』
前

篇
、
一
九
〇
八
・
二
、『
婦
系
図
』
後
篇
、
一
九
〇
八
・
六
）。

鏡
花
が
「
や
ま
と
新
聞
」
に
小
説
を
連
載
す
る
に
当
た
っ
て
、
友
人
の
登
張

竹
風
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
前
年
の
年
の
暮
れ
、
一

九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
一
二
月
二
五
日
に
、
逗
子
に
住
ん
で
い
た
鏡
花
の
も

と
を
訪
れ
、「
や
ま
と
新
聞
」
へ
の
連
載
を
依
頼
し
た
竹
風
に
対
し
、
鏡
花
が

「
お
も
し
ろ
い
材
料
は
な
い
か
ね
」
と
問
い
た
だ
し
、
竹
風
が
「
掏
摸
の
話
」

を
提
供
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る⑴
。
た
だ
し
、
こ
の
竹
風
に
よ
る
回
想
文
に
は
、

誤
り
の
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鈴
木
康
子⑵
に
よ
れ

ば
、
鏡
花
の
新
小
説
の
連
載
を
予
告
す
る
記
事
が
、
実
は
一
九
〇
六
年
一
二
月

二
一
日
か
ら
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
か
つ
、
竹
風
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た

「
掏
摸
の
話
」
と
、
そ
れ
が
利
用
さ
れ
た
「
隼
」
の
章
で
の
早
瀬
主
税
の
来
歴

と
は
、
両
者
が
「
一
致
し
す
ぎ
て
」
お
り
「
話
が
出
来
す
ぎ
て
い
る
」
と
感
じ

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
竹
風
に
よ
る
回
想
文
が
、
鏡
花
の
思
い
出
話
か
ら
始
ま
り
、『
婦

系
図
』
の
酒
井
俊
蔵
の
モ
デ
ル
を
自
分
だ
と
し
て
得
意
気
に
物
語
る
も
の
で
あ

る
こ
と
に
引
き
ず
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
鈴
木
康
子
は
新
聞
紙
面
で
初
出
本
文

を
確
認
し
、
単
行
本
化
に
当
た
っ
て
主
に
後
半
で
大
幅
な
改
変
が
試
み
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
丹
念
に
跡
づ
け
な
が
ら
も
、
こ
の
改
稿
を
や
は
り
モ
デ
ル
問
題
へ

と
収
斂
さ
せ
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
人
々
へ
の
配
慮
に
よ
る
も
の
と
し
て
指
摘
す

る
の
み
で
終
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
新
聞
連
載
時
か
ら
単
行
本

へ
の
改
稿
は
、
な
ぜ
改
変
さ
れ
た
の
か
を
問
う
よ
り
も
ま
ず
、
こ
の
改
変
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
物
語
か
ら
ど
の
よ
う
な
物
語
へ
と
改
変
さ
れ
た
の
か
を
読

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
初
出
本
文
と
単
行
本
本
文
と
は
、
そ
の
志
向
す
る
方
向

性
に
お
い
て
、
い
か
に
違
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
は
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る

の
か
、
本
文
そ
の
も
の
の
全
体
像
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
小
説

『
婦
系
図
』
の
統
一
像
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
と
き
、
ま
ず
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
物
語
末

尾
の
遺
書
の
改
稿
と
抹
消
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
早
瀬
主
税
の
服
毒
自
殺
を
描
い
て
終
わ
る
初
出
本
文
に
対

し
て
、
単
行
本
で
は
「
早
瀬
の
遺
書
」
が
付
加
さ
れ
た
。
さ
ら
に
春
陽
堂
か
ら

出
さ
れ
た
『
鏡
花
全
集
第
七
巻
』（
春
陽
堂
、
一
九
二
五
・
一
一
）
に
お
い
て

「
早
瀬
は
潔
く
云
々
以
下
、
十
九
行
抹
消
。

―
前
篇
後
篇
を
通
じ
其
の
意
味

に
て
御
覧
を
願
ふ
。
は
じ
め
新
聞
に
連
載
の
時
、
此
の
十
九
行
な
し
。
後
単
行

出
版
に
際
し
都
合
に
よ
り
、
徒
を
添
へ
た
る
も
の
。
或
は
お
な
じ
単
行
本
御
所

有
の
方
々
の
、
こ
ゝ
に
お
心
つ
か
ひ
も
あ
ら
む
か
と
て
。」
と
い
う
抹
消
の
断

り
書
き
が
付
加
さ
れ
、
遺
書
の
部
分
が
全
面
的
に
抹
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
奇
妙
な
改
稿
の
履
歴
は
ど
の
よ
う
に
し
て
説
明
可
能
と
な
る
の
か
。

春
陽
堂
版
全
集
に
お
い
て
、
抹
消
の
断
り
書
き
に
よ
っ
て
無
効
と
さ
れ
た
は

ず
の
遺
書
部
分
に
重
ね
て
改
変
を
施
し
、
そ
れ
ま
で
の
物
語
を
攪
乱
し
て
い
る

点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
金
子
亜
由
美
に
よ
る
考
察
が
あ
る⑶
。
金
子
に
よ
れ
ば
、

単
行
本
に
お
い
て
、
早
瀬
主
税
が
河
野
英
吉
に
宛
て
た
遺
書
の
な
か
で
「
英
吉

君
、
能
ふ
べ
く
は
、
我
意
を
体
し
て
、
更
め
て
酒
井
氏
の
阿
嬢
を
娶
り
て
、
よ

り
美
く
、
よ
り
清
き
、
第
二
の
家
庭
を
建
設
せ
よ
」
と
述
べ
る
件
り
の
な
か
で

（
傍
線
部
分
）「
更
め
て
酒
井
氏
の
阿
嬢
を
娶
り
て
」
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
主
税
が
遺
書
に
お
い
て
、
酒
井
俊
蔵
の
娘
・
妙
子
と
家
庭
を
作
れ
と
述
べ

る
の
で
は
な
く
、
単
に
（
誰
で
も
い
い
か
ら
）
伴
侶
を
見
つ
け
て
家
庭
を
作
れ

と
英
吉
に
向
か
っ
て
述
べ
る
と
い
う
よ
う
に
改
変
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
こ
れ
に
付
け
加
え
て
注
意
し
た
い
の
は
、「
早
瀬
は
潔
く
云
々
以
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下
」
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
改
変
に
よ
っ
て
早
瀬
主
税
は
服
毒

自
殺
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
全
て
の
事
件
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
主
税
は
、

眠
る
妙
子
の
傍
ら
で
、
か
つ
て
夫
婦
同
様
に
暮
ら
し
た
亡
き
お
蔦
の
黒
髪
を
抱

い
て
い
る
、
と
い
う
情
景
で
終
わ
る
物
語
を
指
向
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
春
陽
堂
版
全
集
で
は
、
こ
う
し
た
改
変
の
あ
と
を
、
あ
た
か
も
見

せ
消
ち
の
よ
う
に
見
え
る
形
で
抹
消
と
の
み
作
者
の
言
葉
を
付
し
、
先
の
「
更

め
て
酒
井
氏
の
阿
嬢
を
娶
り
て
」
の
よ
う
に
完
全
に
本
文
か
ら
削
除
し
て
し
ま

わ
な
い
（
異
同
を
確
認
し
な
い
と
分
か
ら
な
い
よ
う
な
完
全
削
除
を
行
わ
な

い
）
こ
と
に
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
春
陽
堂
版
全
集
で
は
、

主
税
が
自
殺
し
な
い
物
語
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
指
向
し
な
が
ら
も
、
こ
れ

と
平
行
し
て
、
た
と
え
当
初
の
よ
う
に
主
税
が
自
殺
す
る
物
語
と
し
て
読
ま
れ

た
と
し
て
も
、
そ
の
遺
書
内
容
に
よ
っ
て
、
英
吉
は
別
の
女
性
と
結
婚
す
る
だ

ろ
う
、
妙
子
は
英
吉
の
も
の
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
読
み
を
読
者
に
促

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
を
し
も
「
創
作
上
の
ミ
ス⑷
」
と
読
む
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
読
解
上
の

ミ
ス
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
早
瀬
の
遺
書
」
の
付
加
に
し
て
も
「
こ
れ
ま
で
読

ん
で
き
た
ス
ト
ー
リ
ー
そ
れ
自
体
を
完
璧
に
無
化
し
さ
る
よ
う
な
告
白
」
と
言

う
よ
り
は
、
む
し
ろ
主
税
一
流
の
啖
呵
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
英
吉
に
の
み

向
け
ら
れ
た
方
便
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う⑸
。

二　
〈
月
〉
が
〈
日
〉
を
蝕
む
物
語

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
物
語
末
尾
の
遺
書
の
改
稿
と
抹
消
の
問
題

は
、
主
人
公
と
も
言
う
べ
き
早
瀬
主
税
が
死
ぬ
の
か
死
な
な
い
の
か
と
い
う
こ

と
を
め
ぐ
る
改
稿
・
抹
消
で
あ
る
た
め
、
物
語
の
読
解
に
も
関
わ
っ
て
く
る
重

要
な
問
題
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
物
語
の
主
要
な
関
心
は
、
主
税
が
死
ぬ

か
ど
う
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
主
税
が
何
を
問
題
に
し
、
何
と
戦
う
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
主
税
の
生
き
方
、

あ
る
い
は
こ
だ
わ
り
を
き
ち
ん
と
読
解
す
る
な
ら
ば
、
末
尾
に
遺
書
を
付
加
し

た
こ
と
や
、
そ
れ
を
含
む
物
語
設
定
（
＝
主
税
の
自
殺
）
そ
の
も
の
を
抹
消
す

る
と
い
う
試
み
は
、
実
は
大
し
た
瑕
疵
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か⑹
。

主
税
は
、
蔦
吉
と
い
う
芸
妓
を
落
籍
し
、
夫
婦
の
真
似
事
の
よ
う
な
同
棲
生

活
を
送
る
も
、
こ
れ
は
自
分
の
師
で
あ
る
酒
井
に
は
秘
密
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、

酒
井
の
娘
の
妙
子
を
芸
者
遊
び
の
仲
間
で
あ
ろ
う
河
野
英
吉⑺
が
見
初
め
、
結
婚

の
相
談
を
主
税
に
持
ち
か
け
、
妙
子
の
品
行
、
遺
伝
、
借
金
な
ど
に
つ
い
て
問

い
た
だ
し
、「
裸
体
に
し
て
検
査
す
る
よ
う
な
事
を
聞
く
」（「
縁
談
」
の
章
）

に
及
び
、
主
税
は
こ
れ
に
猛
反
発
の
態
度
を
示
す
。
義
理
や
恩
義
の
あ
る
師
の

娘
・
妙
子
へ
の
純
然
た
る
義
憤
な
の
か
、
ほ
の
か
な
愛
情
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る

の
か
、
に
わ
か
に
は
判
別
し
が
た
い
態
度
で
も
っ
て
、
主
税
は
妙
子
の
行
く
末

を
案
じ
、
師
の
意
向
を
受
け
入
れ
る
形
で
蔦
吉
と
も
分
か
れ
た
主
税
は
、
河
野

一
家
の
「
家
族
主
義
」（「
草
深
辺
」
の
章
）
を
駆
逐
す
る
べ
く
静
岡
へ
と
下
る
。

注
目
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
主
税
を
中
心
と
し
て
、
物
語
内
部

に
お
い
て
多
数
の
女
性
が
配
置
さ
れ
る
『
婦
系
図
』
で
は
、
女
性
た
ち
そ
れ
ぞ

れ
に
ユ
ニ
ー
ク
な
属
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
酒
井
と

長
い
馴
染
み
で
あ
り
、
物
語
途
中
で
実
は
妙
子
の
産
み
の
母
だ
と
明
か
さ
れ
る

芸
妓
・
小
芳
は
、
そ
の
登
場
の
仕
方
に
お
い
て
「
水
の
よ
う
に
透
通
る
細
長
い

月
の
中
か
ら
抜
出
し
た
よ
う
」（「
柏
家
」
の
章
）
と
形
容
さ
れ
、
つ
い
に
は
「
月

に
露
添
う
顔
を
見
て
」（
同
）
と
い
う
よ
う
に
月
の
換
喩
で
も
っ
て
語
ら
れ
る
。

主
税
が
駆
逐
し
よ
う
と
す
る
河
野
家
の
夫
人
・
富
子
と
か
つ
て
河
野
家
の
馬
丁

だ
っ
た
貞
造
と
の
間
に
生
ま
れ
た
不
義
の
子
・
道
子
は
、「
日
向
よ
り
蔭
に
、

昼
よ
り
夜
、
日
よ
り
も
月
に
風
情
が
あ
」（「
道
子
」
の
章
）
る
人
物
と
し
て
登
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場
す
る
。
こ
の
道
子
が
、
主
税
に
乞
わ
れ
て
い
ま
わ
の
際
に
あ
る
貞
造
を
見
舞

う
こ
と
を
承
諾
し
、
日
が
暮
れ
て
か
ら
貞
造
宅
を
訪
ね
（「
宵
闇
」
の
章
）、
主

税
が
人
事
不
省
に
陥
り
、
河
野
家
の
病
院
に
入
院
し
て
い
る
間
に
主
税
の
病
室

を
訪
問
す
る
の
も
月
夜
の
晩
で
あ
る
（「
廊
下
づ
た
い
」
の
章
）。

極
め
つ
け
は
、
主
税
が
静
岡
で
家
を
借
り
る
と
こ
ろ
か
ら
何
も
か
も
世
話
を

焼
く
河
野
家
の
次
女
・
菅
子
と
主
税
が
性
的
な
関
係
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
る

「
う
つ
ら
う
つ
ら
」
の
章
の
直
前
で
あ
る
。「
う
つ
ら
う
つ
ら
」
の
章
で
は
、
鏡

花
得
意
の
朦
朧
と
し
た
文
体
に
よ
っ
て
、
そ
の
関
係
が
暗
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま

る
が
、
こ
の
朦
朧
体
に
よ
る
表
現
の
は
じ
ま
る
直
前
の
場
面
で
、
主
税
は
湯
に

入
る
。
そ
の
と
き
に
主
税
は
月
を
見
、「
思
わ
ず
打
仰
い
で
、「
お
お
、
お
妙
さ

ん
。」
俯
向
い
た
肩
が
ふ
る
え
て
、「
お
蔦
！
」
と
蹌
踉
め
い
た
よ
う
に
」
な
る

（「
貸
小
袖
」
の
章
）。
月
夜
の
晩
に
、
お
妙
や
お
蔦
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
菅

子
と
の
性
的
な
関
係
へ
と
踏
み
出
す
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
挙
げ
た
女
性
た
ち
は
、
芸
妓
で
あ
っ
た
り
、
正
統
な
出
自
で
な
か
っ

た
り
、
い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
日
陰
者
と
言
っ
て
よ
い
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
主
税
は
彼
女
ら
の
救
済
を
願
い
、
彼
女
ら
の
境
遇
に
義
憤
を
覚
え
る
。

主
税
は
、
け
っ
し
て
声
に
出
し
て
は
主
張
さ
れ
な
い
彼
女
ら
の
恨
み
や
悲
し
さ

を
そ
の
身
に
引
き
受
け
て
行
動
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
物
語
の
な
か
で
彼
女
た

ち
は
一
貫
し
て
〈
月
の
女
〉
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
れ
ら
の
〈
月
の
女
〉
た
ち
に
対
し
て
、
主
税
が
勧
善
懲
悪
よ
ろ
し

く
駆
逐
す
る
対
象
で
あ
る
河
野
一
家
の
描
か
れ
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

主
税
は
「
日
蝕
」
か
ら
「
隼
」
の
章
に
か
け
て
、
ま
さ
に
日
蝕
の
さ
な
か
に

河
野
家
の
当
主
で
あ
る
英
臣
に
対
し
て
、
河
野
家
の
腐
敗
を
知
ら
し
め
、
様
々

な
要
求
を
突
き
つ
け
る
。
こ
れ
に
対
し
、
河
野
英
臣
は
用
意
し
て
持
っ
て
い
た

ピ
ス
ト
ル
で
妻
の
富
子
を
撃
ち
、
さ
ら
に
は
自
ら
を
も
撃
つ
こ
と
で
、
河
野
家

そ
の
も
の
の
始
末
を
つ
け
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、〈
月
〉
に
対
し
て
河
野
家
あ
る
い
は
河
野
英
臣

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が0

〈
日
〉
と
し
て
定
位
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら

逆
に
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
富
子
や
菅
子
ら
と
い
っ
た
河
野
家
の
女
性
た
ち
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

け
っ
し
て
〈
日
の
女
〉
と
し
て
定
位
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
彼
女
等
と
て
も
、
河
野
家
を
い
に
し
え
の
藤
原
氏
に
な
ぞ
ら
え
よ
う

と
目
論
む
英
臣
の
言
い
な
り
に
な
る
し
か
な
い
、
か
弱
い
女
性
た
ち
な
の
で
あ

る
。そ

し
て
、
以
上
の
よ
う
な
設
定
は
、
明
ら
か
に
物
語
の
終
わ
り
近
く
に
置
か

れ
た
「
日
蝕
」
の
章
に
対
応
し
て
い
る
。「
日
蝕
は
日
の
煩
い
と
て
、
そ
の
影

に
は
毒
あ
り
、
光
に
は
魔
あ
り
、
熱
に
は
病
あ
り
と
言
伝
え
」
ら
れ
る
た
め
、

誰
も
が
家
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
り
外
に
は
人
影
も
な
い
と
い
う
情
景
の
な
か
で
、

そ
れ
ま
で
、
あ
た
か
も
日
の
よ
う
に
河
野
家
に
君
臨
し
、「
一
家
一
門
」（
こ
の

章
題
も
あ
る
！
）
の
繁
栄
を
図
っ
て
き
た
河
野
英
臣
は
、
様
々
な
女
性
た
ち
の

負
の
要
素
を
引
き
受
け
た
主
税
の
前
で
自
殺
す
る
。
こ
の
構
図
は
、
ま
さ
し
く

日
が
月
に
蝕
ま
れ
る
日
蝕
の
構
図
そ
の
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

興
味
深
い
の
は
、『
婦
系
図
』
の
初
出
紙
で
あ
る
「
や
ま
と
新
聞
」
の
紙
面
で
、

一
九
〇
七
年
一
月
一
四
日
に
は
「
今
日
の
日
蝕
」
と
い
う
記
事
が
、
一
月
一
五

日
に
は
「
昨
日
の
日
蝕
」
と
い
う
記
事
が
、
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
（「
新
学
士
」
の
章
を
連
載
中
）。
シ
ベ
リ
ア
辺
り
で
金
環
食
が
見
ら
れ
、

日
本
で
は
部
分
日
蝕
が
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
報
じ
、
さ
ら
に
当
日
の

東
京
が
曇
り
で
あ
っ
た
た
め
観
測
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
報
じ
る

こ
の
記
事
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
重
要
な
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
こ
の
と
き
報
じ
ら
れ
た
「
日
蝕
」
と
い
う
現
象
は
、
同
じ
紙
面
に
連
載

さ
れ
て
い
た
小
説
『
婦
系
図
』
の
な
か
に
、
物
語
を
動
か
す
重
要
な
仕
掛
け
と
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し
て
巧
み
に
取
り
込
ま
れ
た
の
だ
と
言
え
る
。

改
め
て
確
認
し
て
お
く
と
、
小
説
内
に
お
い
て
日
蝕
は
、
ま
ず
「
貴
婦
人
」

の
章
に
お
い
て
主
税
と
菅
子
が
汽
車
の
な
か
で
出
会
う
場
面
で
登
場
し
て
い
た
。

食
堂
車
で
主
税
と
会
話
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
人
は
日
蝕
を
話
題
に
し
、
来
年
、

東
洋
で
皆
既
食
が
見
ら
れ
る
か
ら
そ
の
頃
ま
た
日
本
に
来
る
と
言
う
。
こ
れ
を

受
け
て
「
日
蝕
」
の
章
で
は
、
同
じ
列
車
に
乗
り
合
わ
せ
、
二
人
の
会
話
の
内

容
に
つ
い
て
主
税
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
菅
子
が
、
理
学
士
で
あ
る
夫
の
島
山

へ
イ
タ
リ
ア
人
の
話
を
伝
え
、
理
学
士
の
島
山
が
「
未
だ
何
等
の
風
説
の
無
い

時
、
東
京
の
新
聞
へ

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
日
の
現
象
を
細
か
に
論
じ
て
載
せ
」（
傍
点
引
用

者
）
る
。
物
語
内
で
起
こ
る
日
蝕
の
当
日
に
は
、
夫
の
記
事
が
評
判
と
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
菅
子
は
得
意
と
な
り
、
地
元
の
静
岡
で
は
「
今
度
の
日
蝕
を
、

（
島
山
蝕
）

―
と
さ
え
称
え
た
」
と
い
う
。
物
語
内
で
の
過
去
の
あ
る
時
点

で
「
東
京
の
新
聞
」
に
日
蝕
に
つ
い
て
の
論
説
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
と
語
っ
て

い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
を
読
む
新
聞
読
者
は
（「
日
蝕
」
の
章
は
四
月
二
三
日
、

二
四
日
に
掲
載
）、
あ
る
い
は
、
三
ヶ
月
ほ
ど
前
に
日
蝕
の
記
事
を
目
に
し
た

こ
と
を
思
い
出
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
物
語
内
で
の
日
蝕
に
つ
い
て
の
設
定
と
、

現
実
に
起
こ
り
記
事
と
し
て
報
じ
ら
れ
た
日
蝕
に
つ
い
て
の
言
説
と
は
、
必
ず

し
も
ぴ
た
り
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
読
者
の
念
頭
に
は
微
か
に

意
識
に
の
ぼ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
小
説
に
は
、
こ
う
し
た
新
聞
小
説
と

し
て
の
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
タ
イ
ム
リ
ー
な
題
材
と
し
て
の
「
日
蝕
」
は
、
主
税
を

主
軸
と
し
た
プ
ロ
ッ
ト
展
開
に
お
い
て
、
象
徴
的
な
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
日
蝕
」
と
は
〈
日
〉
の
光
を
〈
月
〉

が
遮
る
と
い
う
現
象
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
物
語
の
な
か
で
そ
の
時
の
到

来
を
い
ち
早
く
知
る
の
は
主
税
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三　

未
来
に
託
さ
れ
た
自
由
恋
愛

以
上
の
よ
う
に
、
主
税
の
動
き
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
主
税
が
最
後
に
死
ぬ

か
ど
う
か
は
あ
ま
り
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、〈
月
〉
に
象
徴
さ
れ
る
い
わ

ゆ
る
日
陰
者
の
女
性
た
ち
の
恨
み
や
悲
し
み
を
背
負
う
主
税
が
、〈
日
〉
に
象

徴
さ
れ
る
河
野
家
と
そ
の
「
家
族
主
義
」
を
打
ち
砕
く
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
そ
の

も
の
こ
そ
は
、
掲
載
紙
で
あ
る
「
や
ま
と
新
聞
」
を
考
慮
す
る
と
き
、
そ
の
重

要
性
が
増
す
だ
ろ
う
。
花
柳
界
や
芸
能
の
記
事
を
多
く
掲
載
し
て
い
た
「
や
ま

と
新
聞
」
の
読
者
た
ち
に
は
痛
快
な
も
の
と
し
て
読
ま
れ
た
に
違
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
読
者
た
ち
に
と
っ
て
、
主
税
が
自
由
恋
愛
に
基

づ
く
結
婚
の
必
然
性
を
主
張
す
る
こ
と
で
河
野
の
「
家
族
主
義
」
に
対
峙
す
る

展
開
こ
そ
は
、
時
代
の
一
歩
先
を
行
く
ス
リ
リ
ン
グ
な
内
容
と
し
て
受
容
さ
れ

た
こ
と
だ
ろ
う
。

当
時
、
恋
愛
結
婚
に
対
す
る
許
容
度
は
ま
だ
ま
だ
低
か
っ
た
。「
は
な
む
け
」

の
章
に
お
い
て
、
河
野
英
吉
と
妙
子
の
縁
談
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る
ア
バ
大
人

に
対
し
て
、
娘
に
惚
れ
て
い
る
男
（
主
税
の
こ
と
）
に
妙
子
の
縁
談
を
任
せ
る

と
酒
井
が
言
う
と
き
、
ア
バ
大
人
が
「
し
ま
す
る
と
云
う
と
、
貴
下
は
自
由
結

婚
を
御
賛
成
で
」
と
問
い
返
す
部
分
に
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
代
の
常
識
が
現
れ

て
い
た
。
一
方
、「
私
語
」
の
章
に
お
い
て
主
税
と
菅
子
が
互
い
の
主
張
を
戦

わ
せ
、
家
が
大
事
か
個
人
の
自
由
が
大
事
か
を
論
じ
合
っ
て
い
る
場
面
で
は
、

「
そ
う
貴
下
の
云
う
よ
う
に
は
参
り
ま
せ
ん
も
の
」
と
思
う
通
り
に
行
動
で
き

な
い
世
の
中
で
あ
る
こ
と
を
吐
露
す
る
菅
子
に
対
し
て
、
主
税
は
は
っ
き
り
と

「
恋
愛
は
自
由
で
す
」
と
宣
告
し
て
い
た
。
主
税
を
動
か
す
基
本
原
理
は
、
ま

さ
に
こ
う
し
た
自
由
恋
愛
に
関
す
る
信
念
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
改
め
て
紙
面
に
目
を
転
じ
る
な
ら
、
こ
の
「
私
語
」
の
章
が
連
載
さ
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れ
て
い
る
前
後
に
お
い
て
、
実
は
「
や
ま
と
新
聞
」
で
は
登
張
竹
風
の
「
自
由

恋
愛
の
説
」
と
い
う
論
説
文
が
連
載
さ
れ
て
い
た
（
全
一
二
回⑻
）。

竹
風
は
ま
ず
は
じ
め
に
「
或
る
一
説
に
よ
る
と
」
と
断
っ
た
上
で
「
恋
愛
は

古
今
東
西
白
昼
公
然
と
天
日
を
仰
い
で
行
は
る
ヽ
も
の
で
は
な
」
く
、「
照
り

も
せ
ず
曇
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
朧
月
夜
と
し
や
れ
て
、
人
目
を
忍
ん
で
、
手

に
手
を
取
り
て
、
嬉
し
い
仲
ぢ
や
な
い
か
い
な
と
」（
四
・
三
）
行
わ
れ
る
も

の
だ
と
述
べ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、「
恋
愛
の
自
由
」
に
つ
い
て
「
今
日
の

わ
が
社
会
は
、
少
し
も
認
め
て
居
な
い
」
し
（
四
・
七
）、「
恋
愛
は
ま
た
結
婚

と
離
し
て
論
ず
る
こ
と
は
出
来
」
ず
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
「
国
家
」
や
「
宗
教
」

や
「
社
会
」「
家
族
」「
友
人
」
な
ど
が
干
渉
し
て
く
る
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る

（
四
・
八
）。
要
す
る
に
当
時
の
日
本
で
は
「
恋
愛
あ
つ
て
の
結
婚
で
は
な
く
、

結
婚
あ
つ
て
而
し
て
後
の
恋
愛
」（
四
・
一
〇
）
と
い
う
現
状
で
あ
っ
た
こ
と

を
確
認
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
し
か
し
、
竹
風
は
「
自
由
恋
愛
と
は
、
個
人
と

個
人
と
の
抱
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
家
族
が
干
渉
し
た
り
、
社
会
が
束
縛
し

た
り
す
る
の
は
、
以
て
の
外
の
沙
汰
だ
」（
四
・
一
三
）
と
主
張
し
、
女
子
教

育
へ
の
期
待
を
も
表
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
女
子
教
育
が
「
女
子
の
個
人
性
を

発
達
せ
し
め
、
女
子
の
人
格
を
高
尚
な
ら
し
め
て
、
い
つ
か
は
男
子
と
平
等
の

地
位
に
立
た
し
む
る
」
べ
き
で
あ
り
、「
女
子
教
育
の
目
的
は
良
妻
賢
母
を
作

る
」
の
で
は
な
く
「
女
子
の
個
人
性
の
円
満
な
る
発
達
を
図
り
、
優
に
自
由
恋

愛
に
遊
び
得
る
資
格
を
養
成
す
る
を
本
義
と
す
」
と
論
じ
て
い
る
（
同
）。
そ

し
て
最
後
に
は
、
女
性
が
独
立
で
き
る
だ
け
の
才
能
と
技
術
を
身
に
備
え
た
上

で
自
由
離
婚
さ
え
も
勧
め
る
に
至
る
（
四
・
一
四
）。
こ
れ
ら
は
現
状
で
は
無

理
だ
と
い
う
認
識
が
あ
る
の
か
、
将
来
の
こ
と
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。

竹
風
の
論
説
文
「
自
由
恋
愛
の
説
」
が
当
時
の
現
状
認
識
を
物
語
る
も
の
で

あ
る
な
ら
、
結
婚
は
相
変
わ
ら
ず
旧
来
通
り
の
し
き
た
り
に
則
っ
て
、
当
人
の

（
主
に
女
性
の
側
の
）
自
由
意
志
や
感
情
は
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
周
囲

が
勧
め
る
縁
談
に
従
う
だ
け
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。『
婦
系

図
』
に
描
か
れ
る
主
税
と
お
蔦
の
よ
う
な
自
由
な
恋
愛
は
や
は
り
タ
ブ
ー
で
あ

り
、
河
野
家
の
論
理
の
方
が
圧
倒
的
多
数
派
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、

主
税
が
女
性
と
性
的
な
関
係
を
持
つ
よ
う
な
場
面
で
は
、「
天
日
を
仰
い
で
行

は
」
れ
る
こ
と
な
く
「
人
目
を
忍
」
ぶ
形
で
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
竹
風
の
自
由
恋
愛
を
奨
励
す
る
論
説
文
と
並
行
し
て
、「
私
語
」
の
章

で
の
主
税
と
菅
子
の
対
決
と
も
言
う
べ
き
議
論
の
応
酬
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
の
意
味
は
無
視
で
き
な
い
。
自
由
恋
愛
主
義
者
の
主
税
が
、
家
の
繁
栄
を
願

う
家
族
主
義
者
の
菅
子
を
言
い
負
か
し
つ
つ
、
し
か
し
菅
子
と
性
的
な
関
係
を

持
つ
と
い
う
一
見
す
る
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
関
係
性
を
描

く
物
語
の
傍
ら
で
、
竹
風
の
論
説
文
は
自
由
恋
愛
を
め
ぐ
る
現
状
を
的
確
に
整

理
し
て
み
せ
て
く
れ
て
い
る
。
こ
の
竹
風
の
主
張
を
参
照
す
る
な
ら
、
矛
盾
を

は
ら
ん
だ
主
税
の
行
動
は
ま
さ
し
く
、
規
範
に
抗
う
者
の
曲
折
と
し
て
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
や
ま
と
新
聞
」
の

紙
面
で
は
、
小
説
と
論
説
文
と
が
互
い
に
響
き
合
う
よ
う
に
し
て
「
自
由
恋
愛
」

に
関
す
る
主
張
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
竹
風
が
自
由
恋
愛
を
将
来
に
期
待
す
る
論
旨
を

展
開
し
た
最
終
回
（
四
・
一
四
）
で
は
、
そ
の
同
じ
紙
面
に
「
蛍
」
の
章
に
お

け
る
酒
井
に
よ
る
お
蔦
の
看
取
り
の
場
面
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
酒
井

は
、
お
蔦
に
向
か
っ
て
「
未
来
で
会
え

0

0

0

0

0

、
未
来
で
会
え

0

0

0

0

0

。
未
来
で
会
っ
た
ら
一

生
懸
命
に
縋
着
い
て
居
て
離
れ
る
な
。
己
の
よ
う
な
邪
魔
者
の
入
ら
な
い
よ
う

に
用
心
し
ろ
」（
傍
点
引
用
者
）
と
声
を
か
け
る
が
、
こ
の
「
未
来
で
会
え
」

の
意
味
は
も
は
や
竹
風
の
論
説
文
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
酒
井
は
こ
の
発
言
に
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お
い
て
自
ら
を
旧
世
代
に
属
す
る
「
邪
魔
者
」
と
称
し
、
竹
風
言
う
と
こ
ろ
の

「
干
渉
」
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

酒
井
は
、「
草
深
辺
」
の
章
で
、
家
族
主
義
と
個
人
主
義
が
か
つ
て
新
聞
紙

0

0

0

上0

で
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
、
家
族
主
義
論
者
の
河
野
英
臣
に
対
し
、

敵
対
す
る
よ
う
に
戦
っ
た
個
人
主
義
論
者
だ
と
描
か
れ
て
お
り
、
か
つ
妙
子
の

縁
談
を
め
ぐ
る
ア
バ
大
人
と
の
や
り
と
り
か
ら
も
、
個
人
主
義
者
で
あ
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
が
、
し
か
し
、
物
語
全
体
を
通
し
て
見
た
と
き
、
酒
井
の
人
格

に
は
不
徹
底
さ
が
見
て
取
れ
る
。
新
聞
で
個
人
主
義
を
標
榜
し
た
と
は
い
え
、

酒
井
は
妻
で
は
な
い
女
性
す
な
わ
ち
芸
妓
の
小
芳
と
の
間
に
一
子
（
妙
子
）
を

設
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
生
さ
ぬ
仲
の
子
を
引
き
取
り
認
知
し
て
育
て
る
態

度
は
、
妙
子
が
芸
者
の
子
だ
と
知
っ
て
「
家
名
に
係
わ
る
」
と
い
う
理
由
で
縁

談
を
断
る
英
臣
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
マ
シ
か
も
し
れ
な
い
が
、「
自
由
恋

愛
は
、
一
生
た
ヾ
一
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
一
世
一
代
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
」（
四
・
一
四
）
と
主
張
す
る
竹
風
の
自
由
恋
愛
観
か
ら
す
れ
ば
、
酒
井

は
す
で
に
自
由
恋
愛
の
理
想
か
ら
外
れ
て
い
る
。
小
芳
や
酒
井
の
妻
の
側
に

立
っ
て
み
れ
ば
、
生
さ
ぬ
仲
の
子
を
不
平
一
つ
言
わ
ず
に
我
が
子
同
然
に
育
て

る
妻
に
も
、
自
ら
産
ん
だ
子
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
小
芳
に
も
、
負
担
を

か
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。
酒
井
が
自
ら
「
邪
魔
者
」
と
述
べ
る
件

り
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
読
者
は
酒
井
の
人
格
に
多
少
の
納
得
を
覚
え
る
の
で

あ
る
。

同
じ
こ
と
は
、
主
税
そ
の
人
に
も
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
子
ど
も
こ
そ

な
い
も
の
の
、
複
数
の
女
性
と
関
係
を
持
ち
、
お
妙
に
も
気
持
ち
を
向
け
て
い

る
よ
う
で
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
お
蔦
を
一
筋
に
想
う
か
の
よ
う
な
主
税
の

態
度
振
る
舞
い
は
、
竹
風
の
自
由
恋
愛
観
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
理
想
を
逸
脱

し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
主
税
の
人
物
造
型
に
つ
い
て
は
、

河
野
家
へ
天
誅
を
下
す
役
回
り
と
い
う
側
面
か
ら
も
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
か
つ
「
十
六
や
七
の
何
に
も
知
ら
な
い
、
無
垢
な
女む
す
め
が
」「
羞は
に
か含
ん
で
、

ぼ
う
と
成
っ
て
、
俯
向
く
の
で
話
が
極
っ
て
」（「
隼
」
の
章
）
結
婚
す
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
現
実
社
会
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
見
れ
ば
、
主
税
は
女
性
た

ち
の
内
面
に
お
い
て
は
じ
め
て
慰
安
を
感
じ
る
存
在
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
側
面

に
も
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
聞
読
者
た
ち
に
と
っ
て
主
税
と
は
、

矛
盾
を
抱
き
、
葛
藤
し
な
が
ら
闘
う
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

新
派
劇
を
介
し
て
、
多
分
に
バ
イ
ア
ス
の
か
か
っ
た
受
容
が
な
さ
れ
て
き
た

『
婦
系
図
』
は
、
改
め
て
新
聞
小
説
と
い
う
本
来
の
様
態
に
即
し
て
読
み
返
す

と
き
、
そ
の
魅
力
を
再
発
見
し
う
る
。
本
論
文
は
、
こ
う
し
た
読
解
に
向
け
た

一
つ
の
問
題
提
起
の
試
み
で
あ
る
。

注
⑴　

登
張
竹
風
「
鏡
花
の
人
と
な
り
」（「
文
藝
往
来
」
一
九
四
九
・
三
）

⑵　

鈴
木
康
子
「『
婦
系
図
』
論
」（「
国
語
と
国
文
学
」
一
九
七
八
・
二
）

⑶　

金
子
亜
由
美
「
妙
子
と
い
う
「
婦を
ん
な」
―
『
婦
系
図
』
を
司
る
も
の
―
」（『
論
集
泉

鏡
花　

第
五
集
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
・
九
）。

⑷　

山
田
有
策
『
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
近
代
文
学
編　

泉
鏡
花
の
「
婦
系

図
」』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
一
・
六
）

⑸　

例
え
ば
、「
は
な
む
け
」
の
章
に
お
い
て
、
酒
井
俊
蔵
が
ア
バ
大
人
に
向
か
っ
て
、

娘
に
惚
れ
て
い
る
男
（
主
税
の
こ
と
）
に
娘
の
結
婚
話
を
取
り
決
め
さ
せ
る
の
だ
、

と
啖
呵
を
切
る
場
面
で
の
酒
井
俊
蔵
の
理
屈
は
、
論
理
的
に
破
綻
し
て
い
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
し
、
主
税
は
「
故
郷
の
静
岡
へ
引
込
む
、
と
云
っ
て
居
ま
し
た
」
と

い
う
酒
井
の
発
言
も
、
本
当
は
静
岡
出
身
な
ど
で
は
な
く
浅
草
育
ち
で
あ
る
主
税
の

来
歴
と
は
合
わ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
単
に
ア
バ
大
人
に
対
す
る
啖
呵
で
あ
り
方

便
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
酒
井
の
人
物
像
と
と
も
に
説
明
可
能
な
も
の
と
な
り
、
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ア
バ
大
人
を
虚
仮
に
す
る
物
語
構
造
と
合
致
す
る
も
の
と
な
る
。

⑹　

こ
の
点
に
つ
い
て
付
け
加
え
れ
ば
、
鏡
花
自
身
が
こ
の
物
語
を
断
片
化
し
一
部
を

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
た
戯
曲
「
湯
島
の
境
内
」
を
書
き
残
し
て
き
た
こ
と
や
、

様
々
な
パ
タ
ー
ン
で
舞
台
上
演
さ
れ
る
際
に
そ
の
都
度
、
立
ち
会
っ
て
見
て
き
た
こ

と
を
踏
ま
え
る
と
き
、
主
税
が
死
ぬ
結
末
、
あ
る
い
は
死
な
な
い
結
末
、
遺
書
が
あ

る
場
合
な
い
場
合
、
ど
れ
で
あ
っ
て
も
時
と
場
合
に
よ
っ
て
物
語
は
そ
れ
ぞ
れ
に
成

立
す
る
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
し
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
都
度
の
と
り
あ
え
ず
の

結
末
（
決
着
）
の
付
け
方
で
あ
っ
て
、
結
末
の
付
け
方
さ
え
も
が
方
便
（
便
宜
的
な

措
置
）
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
物
語
に
と
っ
て
唯
一
絶
対
の
強
固

な
ス
ト
ー
リ
ー
ラ
イ
ン
は
必
要
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
ア
ン
チ
近
代
小
説
を
実
践
し

て
み
せ
た
、
結
末
の
書
き
換
え
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、『
婦
系
図
』
に
お

い
て
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
書
き
換
え
ら
れ
な
か
っ
た
箇
所
の
方
で
あ
ろ
う
。

⑺　

河
野
英
吉
と
早
瀬
主
税
が
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
知
り
合
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

は
っ
き
り
と
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
不
明
で
あ
る
。
文
学
士
で
あ
る
河
野
英
吉
と
、

学
位
を
持
っ
て
い
な
い
早
瀬
主
税
と
は
、
一
体
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
知
り
合
う
こ
と

が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。「
新
学
士
」
の
章
で
の
二
人
の
会
話
か
ら
類
推
で
き
る
の

は
、
主
税
は
女
性
の
こ
と
で
い
つ
も
河
野
か
ら
相
談
を
受
け
、
い
わ
ば
「
遊あ

そ
び蕩
の
顧

問
」
の
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
は
じ
め
て
知
り
合
っ
た
の
も

「
遊
蕩
」
の
場
面
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

⑻　

一
九
〇
七
年
四
月
三
日
～
四
月
一
八
日
ま
で
断
続
的
に
連
載
さ
れ
た
。
こ
の
記
事

が
掲
載
さ
れ
て
い
た
間
、『
婦
系
図
』
は
「
道
子
」「
私
語
」「
宵
闇
」「
蛍
」
の
各
章

が
連
載
さ
れ
て
い
た
。

受　

贈　

雑　

誌
（
五
）

上
智
大
学
国
文
学
論
集	

上
智
大
学
国
文
学
会

湘
南
文
学	

東
海
大
学
日
本
文
学
会

昭
和
女
子
大
学
大
学
院
日
本
文
学
紀	

昭
和
女
子
大
学

要叙
説	

奈
良
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会

人
文	

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学

人
文
学
報	

都
立
大
学
人
文
学
部
国
文
学
研
究
室

成
蹊
国
文	

成
蹊
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
研
究

	

室

成
城
国
文
学	

成
城
国
文
学
会

成
城
国
文
学
論
集	

成
城
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

清
心
語
文	

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
日
本

	

語
日
本
文
学
会

全
国
文
学
館
協
議
会
紀
要	

全
国
文
学
館
協
議
会

専
修
国
文	

専
修
大
学
日
本
語
日
本
文
学
文
化
学

	

会

高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要	

高
岡
市
万
葉
歴
史
館

高
岡
市
万
葉
歴
史
館
叢
書	

高
岡
市
万
葉
歴
史
館

滝
川
国
文	

國
學
院
短
期
大
学
国
文
学
会

滝
川
文
藝	

國
學
院
短
期
大
学
国
文
学
会

玉
藻	

フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
会


