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友
の
来きた
っ
て
誘
う
も
の
あ
れ
ば
、
わ
た
く
し
は
今
猶なお
向
島
の
百
花
園
に
遊

ぶ
こ
と
を
辞
さ
な
い
。
是これ
恰
あ
た
かも
一
老
夫
の
た
ま
た
ま
夕
刊
新
聞
を
手
に
す
る

や
、
倦う
ま
ず
し
て
講
談
筆
記
の
赤
穂
義
士
伝
の
如
き
も
の
を
読
む
に
似
て
い

る
と
で
も
謂い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
老
人
は
眼
鏡
の
力
を
借
り
て
紙
上
の
講
談

筆
記
を
読
む
。
そ
の
講
談
は
老
人
の
猶
衰
え
な
か
っ
た
頃
徒
歩
し
て
昼
寄
席

ひ
る
よ
せ

に
通
い
、
其
耳
に
親
し
く
聴
い
た
も
の
に
較
べ
た
な
ら
、
呆
れ
る
ば
か
り
拙

劣
な
若
い
芸
人
の
口
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
老
人
は
倦
ま
ず
に
よ
く
之

を
読
む
。

　
わ
た
く
し
が
菊
塢
の
庭
を
訪
う
の
も
亦また
斯か
く
の
如
く
で
あ
る
。
老
人
が
靉め

靆がね
の
力
を
借
る
が
如
く
、
わ
た
く
し
は
電
車
と
乗
合
自
動
車
に
乗
っ
て
向
島
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に
行
き
、
半
枯
れ
か
か
っ
て
い
る
病
樹
の
下
に
立
っ
て
更
に
珍
し
く
も
な
い

石
碑
の
文
を
よ
み
、
ま
た
朽
廃
し
た
林
亭
の
縁
側
に
腰
を
か
け
て
は
、
下
水

の
よ
う
な
池
の
水
を
眺
め
て
、
猶
且
つ
倦
ま
ず
に
半
日
を
送
る
。

　
老
人
が
夕
刊
紙
に
目
を
注
ぐ
の
は
偶
然
夕
刊
紙
が
そ
の
手
に
触
れ
て
、
そ

の
目
の
前
に
展ひろ
げ
ら
れ
た
が
故
で
あ
ろ
う
。
紙
上
に
見
渡
さ
れ
る
世
事
の
報

道
に
は
、
い
か
に
重
大
な
事
件
が
記
載
せ
ら
れ
て
い
て
も
、
老
人
の
身
に
は

本
よ
り
何
等
の
痛
痒
を
も
感
じ
さ
せ
ぬ
の
で
、
遣や
り
場
の
な
い
其
の
視
線
は

纔わず
かに
講
談
筆
記
の
上
に
つ
な
ぎ
留
め
ら
れ
る
。
し
か
も
講
談
筆
記
の
題
材
た

る
や
既
に
老
人
の
熟
知
す
る
と
こ
ろ
。
其
の
陳
腐
に
し
て
興
味
な
き
こ
と
も

亦
よ
く
予
想
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
却
っ
て
未
知
の
新
し
き
も

の
よ
り
も
老
人
の
身
に
は
心
易
く
心
丈
夫
に
思
わ
れ
、
覚
え
ず
知
ら
ず
行
を
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逐お
っ
て
読
過
せ
し
め
る
所
以
ゆ
え
ん
と
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
の
消
息
は
直

に
わ
た
く
し
が
身
の
上
に
移
す
こ
と
が
出
来
る
。
わ
た
く
し
は
近
年
東
京
市

の
内
外
に
某
処
の
新
公
園
、
ま
た
は
遊
園
地
の
開
か
れ
た
こ
と
を
聞
い
て
い

る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
杖
を
曳
く
心
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
矢
張
見
馴
れ

た
菊
塢
が
庭
を
歩
い
て
、
茫
然
と
し
て
病
樹
荒
草
に
対
し
て
い
た
方
が
、
ま

だ
し
も
不
快
な
る
感
を
起
す
ま
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
菊
塢
の
百
花
園
は
世
人
の
知
る
が
如
く
亀
戸
村
の
梅
園
に
対
し
て
新
梅
荘

と
称
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
梅
は
次
第
に
枯
死
し
、
明
治
四
十
三
年
八
月
の
水

害
を
蒙
っ
て
か
ら
今
は
遂
に
一
株
を
も
存
せ
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
。
水
害
の
前

の
年
、
園
中
に
は
尚
数
株
の
梅
の
残
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
花
候
の
一
日
わ

た
く
し
は
園
梅
の
枝
頭
に
幾
枚
と
な
く
短
冊
の
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
を
目
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に
し
て
、
何
心
な
く
之
を
手
に
取
っ
た
時
、
そ
れ
は
印
刷
せ
ら
れ
た
都
新
聞

の
広
告
で
あ
っ
た
の
に
唖
然
と
し
て
言
う
所
を
知
ら
ず
、
興
趣
忽
た
ち
ま
ち索
然
と
し

て
踵
を
回
し
て
去
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
二
三
年
前
初
夏
の
一
日
、
神
田
五
軒
町
通
の
一
古
書
肆
の
店
頭
を
過
ぎ
て
、

偶
然
高
橋
松
莚
、
池
田
大
伍
の
二
君
に
邂
逅
し
た
。
わ
た
く
し
は
行
先
の
当

て
も
な
く
漫
然
散
策
し
て
い
た
途
上
で
あ
っ
た
。
二
君
は
こ
の
日
午
前
よ
り

劇
場
に
在
っ
て
演
劇
の
稽
古
の
思
い
の
外
早
く
終
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
相
携

え
て
こ
の
店
に
立
寄
ら
れ
た
の
だ
と
云
う
。
店
の
主
人
は
既
に
わ
た
く
し
と

は
相
識
の
間
で
あ
る
。
偶
然
の
会
合
に
興
を
得
て
店
頭
の
言
談
に
は
忽
花
が

さ
い
た
。
主
人
は
喜
ん
で
新
に
買
入
れ
た
古
書
錦
絵
の
類
を
取
出
し
て
示
す
。

展
覧
に
時
刻
を
移
し
た
が
、
初
夏
の
日
は
猶
高
く
食
時
に
も
ま
だ
大
分
間
が
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あ
る
。
さ
り
と
て
こ
の
人
数
袂
を
つ
ら
ね
て
散
歩
に
行
く
べ
き
処
も
な
い
。

上
野
公
園
の
森
は
目
の
前
に
見
え
て
い
る
が
無
論
行
く
気
に
は
な
ら
な
い
。

兎
に
角
一
同
自
動
車
に
乗
ろ
う
と
す
る
間
際
に
な
っ
て
、
ふ
と
震
災
後
向
島

は
ど
ん
な
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
言
う
よ
う
な
事
か
ら
、
始
め
て
車
を
東

に
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
が
、
さ
て
吾
妻
橋
を
渡
り
枕
橋
を
過
る
と
、
ま

た
し
て
も
行
先
が
定
ま
ら
な
い
の
で
、
已
む
こ
と
を
得
ず
百
花
園
と
い
う
事

に
き
め
た
。
向
島
へ
来
れ
ば
百
花
園
で
休
む
と
い
う
事
が
曾
て
一
般
の 

習  

な
ら
わ

慣 し
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
時
代
に
わ
た
く
し
達
は
人
と
成
っ
た
の
で
、
今

之
に
対
し
て
異
議
を
言
う
も
の
は
一
人
も
な
い
。
わ
た
く
し
達
は
又
既
に
百

花
園
の
荒
廃
に
帰
し
て
今
更
こ
れ
を
訪
う
べ
き
価
値
の
な
い
こ
と
を
も
熟
知

し
て
い
た
。
さ
れ
ば
こ
の
場
合
に
之
を
云
々
す
る
の
は
、
恰
も
七
十
の
老
翁
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を
捉
え
て
生
命
保
険
の
加
入
契
約
を
勧
告
し
、
或
は
ま
た
玉
の
井
の
女
に
向

っ
て
悪
疾
の
有
無
を
問
う
に
も
ひ
と
し
く
、
あ
ま
り
に
ば
か
ば
か
し
過
る
事

で
あ
る
。
是
亦
車
中
百
花
園
行
を
拒
む
も
の
の
な
か
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

わ
た
く
し
達
は
、
又
日
々
社
会
の
新
事
物
に
接
す
る
毎
に
絶
間
な
く
之
に
対

す
る
批
判
の
論
を
耳
に
し
て
い
る
。
今
の
世
は
政
治
学
芸
の
こ
と
に
留
ら
ず

日
常
坐
臥
の
事
ま
で
一
と
し
て
鑑
別
批
判
の
労
を
か
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

之
が
た
め
鑑
賞
玩
味
の
興
に
我
を
忘
る
る
機
会
が
な
い
。
平
生
わ
た
く
し
達

は
心
窃
ひ
そ
かに
こ
の
事
を
悲
し
ん
で
い
る
の
で
、
こ
こ
に
前
時
代
の
遺
址
た
る
菊

塢
が
廃
園
の
如
何
を
論
じ
よ
う
と
い
う
心
に
は
な
ろ
う
筈
が
な
い
。
こ
れ
が

保
存
の
法
と
恢
復
の
策
と
を
講
ず
る
如
き
は
時
代
の
趨
勢
に
反
し
た
事
業
で

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
又
既
に
其
時
を
逸
し
て
い
る
。
わ
た
く
し
達
は
白
鬚
神
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社
の
ほ
と
り
に
車
を
棄
て
歩
ん
で
園
の
門
に
抵いた
る
ま
で
の
途
す
が
ら
、
胸
中

窃
に
廃
園
は
唯
そ
の
有
る
が
ま
ま
の
廃
園
と
し
て
之
を
な
が
め
た
い
。
そ
し

て
聊
い
さ
さ
かた
り
と
も
荒
涼
寂
寞
の
思
を
味
い
得
た
な
ら
ば
望
外
の
幸
で
あ
ろ
う
と

な
し
た
。

　
予
め
期
す
る
と
こ
ろ
は
既
に
斯
く
の
如
く
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
失

意
の
憾うら
み
の
生
ず
べ
き
筈
は
な
い
。
コ
ー
ル
タ
を
流
し
た
よ
う
な
真
黒
な
溝

の
水
に
沿
い
、
外
囲
い
の
間
の
小
径
に
進は
入い
る
と
、
さ
す
が
に
若
葉
の
下
陰

青
々
と
し
て
苔
の
色
も
鮮
か
に
、
漂
い
く
る
野
薔
薇
の
花
の
香
に
虻
の
む
ら

が
り
鳴
く
声
が
耳
立
っ
て
聞
え
る
。
小
径
の
片
側
に
は
園
内
の
地
を
借
り
て

二
階
建
の
俗
悪
な
料
理
屋
が
あ
る
。
そ
の
生
垣
に
つ
づ
い
て
、
傾
き
か
か
っ

た
門
の
廡
ひ
さ
しに
は
其
文
字
も
半
不
明
と
な
っ
た
南
畝
の 

匾  

額 

へ
ん
が
く

が
旧
き
ゅ
うに
依よ
っ
て
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来
り
訪
お
と
なう
者
の
歩
み
を
引
き
留
め
る
。
門
を
は
い
る
と
左
手
に
瓦
葺
の 

一  

ひ
と
む

棟 ね
が
あ
っ
て
其
縁
先
に
陶
器
絵
葉
書
の
た
ぐ
い
が
並
べ
て
あ
る
。
家
の
前

方
平
坦
な
る
園
の
中
央
は
、
枯
れ
た
梅
樹
の
伐
除
か
れ
た
後
朽
廃
し
た 

四  

あ
ず
ま

阿 や
の
残
っ
て
い
る
外
に
は
何
物
も
な
い
。
中
井
碩
翁
が
邸
址
か
ら
移
し
来

っ
た
と
い
う
石
の
井
筒
も
打
棄
て
ら
れ
た
ま
ま
、
其
来
歴
を
示
し
た
札
の
文

字
も
雨
に
汚
れ
て
読
難
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
池
の
ほ
と
り
に
至
る
ま

で
広
袤
お
よ
そ
三
四
百
坪
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
花
圃
は
僅
に
草
花
の
苗

の
二
三
尺
伸
び
た
ば
か
り
。
花
圃
の
北
方
、
地
盤
の
稍やや
小
高
く
な
っ
た
処
に

御
成
座
敷
と
称
え
る
一
棟
が
あ
る
。
百
日
紅
の
大
木
の
蟠
わ
だ
か
まっ
た
其
縁
先
に
腰

を
か
け
る
と
、
こ
こ
か
ら
は
池
と
庭
と
の
全
景
が
程
好
く
一
目
に
見
渡
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
苗
の
ま
だ
舒の
び
な
い
花
畑
は
、
そ
の
間
の
小
径
も
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明
か
に
、
端
か
ら
端
ま
で
目
を
遮
る
も
の
が
な
い
の
で
、
も
う
暮
近
い
に
も

係
ら
ず
明
い
心
持
が
す
る
。
池
の
ほ
と
り
に
は
蒹
葭
が
生
え
て
い
た
が
、
水

は
鉄
漿
の
よ
う
に
黒
く
な
っ
て
、
蓮
は
既
に
根
も
絶
え
た
の
か
浮
葉
も
な
く

巻
葉
も
見
え
ず
、
こ
の
時
節
に
は
噪
し
か
る
べ
き
筈
の
蛙
の
声
も
聞
え
な
い
。

小
禽
や
鴉
の
声
も
聞
え
な
い
。
時
節
ち
が
い
で
あ
る
上
に
、
時
間
も
お
そ
い

の
で
無
論
遊
覧
の
人
の
姿
も
見
え
な
い
。
わ
た
く
し
達
一
同
の
視
線
は
唯
前

栽
の
中
に
咲
い
て
い
る
箱
根
ウ
ツ
ギ
と
池
の
彼
方
に
一
本
生
残
っ
て
い
る
老

松
の
梢
に
空
し
く
注
が
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
園
主
佐
原
氏
は
久
し
く
一

同
と
は
相
識
の
間
で
あ
る
。
下
婢
に
茶
菓
を
持
運
ば
せ
た
後
、
そ
の
蔵
幅
中

の
二
三
品
を
示
し
、
ま
た
楽
焼
の
土
器
に
俳
句
を
請
い
な
ど
し
た
が
、
辞
し

て
来
路
を
堤
に
出
た
。
そ
の
時
に
は
日
は
全
く
暮
れ
て
往
来
ゆ
き
き
の
車
に
は
も
う
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灯
が
つ
い
て
い
た
。

　
昭
和
改
元
の
年
も
わ
ず
か
二
三
日
を
余
す
ば
か
り
の
時
、
偶
然
の
機
会
は

ま
た
も
や
わ
た
く
し
を
し
て
同
臭
の
二
三
子
と
共
に
、
同
じ
こ
の
縁
先
か
ら

同
じ
く
花
の
な
い
庭
に
対
せ
し
め
た
。
嘗
て
初
夏
の
夕
に
来
り
見
た
時
、
ま

だ
苗
で
あ
っ
た
秋
花
は
霜
枯
れ
た
其
茎
さ
え
悉
く
刈
去
ら
れ
て
切
株
を
残
す

ば
か
り
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
庭
の
隅
々
か
ら
は
枯
草
や
落
葉
を
燬や
く
烟

が
土
臭
い
に
お
い
を
園
内
に
漲
ら
せ
て
い
た
。

　
わ
た
く
し
は
友
を
顧
み
て
、
百
花
園
を
訪
う
の
は
花
の
な
い
時
節
に
若
く

は
な
い
と
言
う
と
、
友
は
笑
っ
て
、
花
の
い
ま
だ
開
か
な
い
時
に
看
て
、
又

花
の
既
に
散
っ
て
し
ま
っ
た
後
来
り
看
る
の
は
、
杜
樊
川
が
緑
葉
成
陰
子
満

枝
の
歎
き
に
も
似
て
い
る
。
風
流
と
は
こ
ん
な
事
だ
ろ
う
。
他
の
一
友
は
更
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に
傍
よ
り
、
花
壇
に
花
の
な
い
の
は
、
あ
る
べ
き
筈
の
も
の
が
在
る
べ
き
処

に
な
い
の
だ
。
之
を
看
て
よ
ろ
こ
ぶ
の
は
奇
中
の
奇
を
探
る
も
の
。
世
に
は

風
流
を
解
し
な
い
も
の
も
往
々
こ
の
奇
を
知
る
。
と
言
出
し
た
の
で
、
一
同

お
ぼ
え
ず
笑
っ
て
座
を
立
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
二
年
六
月
草
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2010

年1

月18

日
作
成

青
空
文
庫
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：
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ト
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図
書
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青
空
文
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