
道
長
詠
の
真
意

－
『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る
「
女
郎
花
」
の
贈
答
歌
を
め
ぐ
っ
て
ー

柴
　
田
　
ま
さ
み

一　
は
じ
め
に

　
広

く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
稀
代
の
平
安
女
流
作
家
・
紫
式
部
が

著
し
た
『
源
氏
物
語
』
と
、
ほ
と
ん
ど
時
同
じ
う
し
て
成
立
し
た
現
行

　
　
　
　
　
　
エ
　

『
紫
式
部

日
記
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
た

　
　
渡
殿
の

戸
口

の

局
に

見
出
だ
せ
ば
、
ほ
の
う
ち
霧
り
た
る
朝
の
、

　
　
露
も
ま
た
落
ち
ぬ
に
、
殿
あ
り
か
せ
た
ま
ひ
て
、
御
随
身
召
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
み
な
へ
し

　
　
遣
水

は
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
橋
の
南
な
る
女
郎
花
の
、
い
み
じ
う
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み

　
　

り
な
る
を
、
一
枝
折
ら
せ
給
ひ
て
几
帳
の
上
よ
り
、
さ
し
の
ぞ
か

　
　
せ

た
ま
へ
る
御
さ
ま
の
、
い
と
は
つ
か
し
げ
な
る
に
、
わ
が
朝
が

　
　
ほ

の

思
ひ

知

ら
る
れ
ば
、
「
こ
れ
、
遅
く
て
は
わ
う
か
ら
む
」
と

　
　
の
た

ま
は
す
る
に
こ
と
つ
け
て
、
硯
の
も
と
に
寄
り
ぬ
。

　
　
　
　
女
郎
花
盛
り
の
色
を
見
る
か
ら
に
露
の
分
き
け
る
身
こ
そ
知

　
　
　
　
ら
る
れ

　
　
F
あ
な
疾
」
と
ほ
ほ
ゑ
み
て
、
硯
召
し
出
づ
。

　
　
　
　
白
露
は
分
き
て
も
お
か
じ
女
郎
花
心
か
ら
に
や
色
の
染
む
ら

　
　
　
　
ア
こ

　
　
　
　
む

　
右
述

は
、
寛
弘
五
（
一
〇
〇
八
）
年
八
月
中
旬
の
条
で
あ
り
、
内
容

と
し
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
敦
成
親
王
御
産
の
た
め
里
下
が
り

し
た
一
条
帝
中
宮
彰
子
に
、
紫
式
部
も
随
行
し
た
。
そ
し
て
、
彼
女
に

当
て
が
わ
れ
た
在
所
（
寝
殿
と
東
対
と
を
結
ぶ
東
廊
の
東
端
の
戸
口
付

　さ
　近

）
か
ら
、
庭
内
を
眺
望
し
て
い
る
と
、
随
身
を
召
喚
し
て
遣
水
を
清

掃
・
整
備
さ
せ
て
い
る
殿
、
す
な
わ
ち
道
長
が
、
目
に
飛
び
込
ん
で
き

た
。
道
長
は
、
橋
廊
の
南
側
に
あ
る
見
頃
の
「
女
郎
花
」
を
手
折
っ
て
、

式
部
の
居
る
局
の
几
帳
の
上
部
か
ら
、
ち
ら
つ
か
せ
た
。
当
代
切
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
い
め
い

の

政
治
家
と
し
て
、
邸
内
の
経
営
に
勤
し
む
道
長
の
す
が
た
に
、
紫
式

部

は
、
一
介
の
女
房
風
情
で
あ
り
、
か
つ
定
過
ぎ
た
自
ら
を
恥
じ
る
。

そ

の

よ
う
な
彼
女
に
、
「
こ
れ
遅
く
て
は
悪
か
ら
む
」
と
、
要
す
る
に
、

花
盛

り
の
女
郎
花
に
対
し
て
当
意
即
妙
の
歌
を
詠
じ
な
さ
い
と
い
う
邸

の

主
・
道
長
か
ら
の
お
達
し
が
下
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
紫
式
部
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は
、
「
女
郎
花
さ
か
り
の
色
を
見
る
か
ら
に
露
の
わ
き
け
る
身
こ
そ
し

ら
る
れ
」
と
詠
ん
で
見
せ
た
の
だ
っ
た
。
す
る
と
、
道
長
は
、
「
お
お

即
妙
な
こ
と
だ
」
と
い
よ
い
よ
笑
み
を
湛
え
て
、
「
白
露
は
わ
き
て
も

お
か
じ
を
み
な
へ
し
心
か
ら
に
や
色
の
染
む
ら
む
」
と
返
歌
す
る
わ
け

で

あ
る
が
、
こ
の
贈
答
歌
に
関
し
て
、
と
り
わ
け
答
歌
の
解
に
つ
い
て
、

再
検
討
す
る
こ
と
が
小
考
の
課
題
で
あ
る
。
な
お
、
同
記
事
に
お
け
る

贈
答
歌
は
、
『
紫
式
部
集
』
は
も
と
よ
り
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十

六
・
雑
歌
上
・
一
五
六
七
番
歌
お
よ
び
一
五
六
八
番
歌
と
し
て
も
入
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
と
こ
ろ
の
「
紫
式
部
道
長
妾
説
」
の
根
拠
の
一

つ

と
さ
れ
る
一
節
で
あ
る
か
ら
、
比
較
的
、
有
名
な
叙
述
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。
以
後
、
諸
註
の
見
解
に
鑑
み
つ
つ
、
考
究
を
試
み
る
こ
と
と

す
る
。

11　
r
女
郎
花
」
の
寓
意

　
道
長
の
手
折
っ
た
女
郎
花
の
返
礼
と
し
て
、
紫
式
部
は
歌
を
詠
ま
ね

ば

な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
女
は
「
女
郎
花
さ
か
り
の
色
を
見

る
か
ら
に
露
の
わ
き
け
る
身
こ
そ
し
ら
る
れ
」
と
詠
じ
、
道
長
に
贈
っ

た
。
当
該
歌
に
つ
い
て
、
諸
註
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
　

o
池

田
亀
鑑
・
秋
山
度
氏
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
一
九
五
八

　
　
年
・
岩
波
書
店
）

　
　
女
郎
花
の
露
に
は
え
た
盛
り
の
色
を
見
た
ば
か
り
に
、
露
の
め
ぐ

　
　
み

か

ら
分
け
へ
だ
て
ら
れ
た
わ
が
身
の
み
に
く
さ
が
思
い
知
ら
れ

　
　

る
。
自
卑
し
て
道
長
が
時
め
い
て
い
る
様
を
讃
嘆
し
た
。
天
、

F身
こ
そ
つ
ら
け
れ
」
。

o
萩
谷
朴
氏

『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』
（
一
九
七
1
年
・
角
川
書

店
）ど

こ
か
の
誰
か
さ
ん
み
た
い
に
、
き
っ
と
そ
の
女
郎
花
も
、
恵
み

の

露

を
い
っ
ぱ
い
受
け
て
、
今
を
盛
り
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。
そ
れ
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
世
間
か
ら
忘
れ
ら
れ
て
し

ま
っ
て
、
情
け
を
か
け
て
く
だ
さ
る
お
方
も
な
い
私
が
、
ど
ん
な

に

か
わ

き
き
っ
て
色
艶
も
な
い
見
苦
し
い
女
か
、
そ
れ
は
よ
く
わ

か
っ

て
い

る
の
で
す

o
山
本
利
達
氏
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
（
一
九
八
o
年
・
新
潮

社
）

（露
に
美
し
く
染
め
ら
れ
た
）
女
郎
花
の
盛
り
の
色
を
見
ま
す
と
、

分

け
へ
だ
て
を
し
て
露
の
置
い
て
く
れ
な
い
私
の
み
に
く
さ
が
身

に

し
み
て
感
じ
ら
れ
ま
す
。

o
伊
藤
博
氏

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
一
九
八
九
年
・
岩
波

書
店
）

女
郎
花
の
、
今
を
盛
り
の
美
し
さ
を
見
る
に
つ
け
、
恵
み
の
露
に

隔
て
ら
れ
て
花
を
咲
か
す
こ
と
も
な
い
我
が
身
の
つ
た
な
さ
が
思

い

知

ら
れ
る
こ
と
で
す
。

o
中
野
幸
一
氏
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
一
九
九
四
年
・

小
学
館
）

お

み

な
え
し
の
露
を
含
ん
で
今
を
盛
り
の
美
し
い
色
を
見
ま
し
た

ば

か

り
に
、
露
が
分
け
へ
だ
て
を
し
て
置
い
て
く
れ
な
い
盛
り
を

一
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過
ぎ
た
こ
の
身
の
上
が
つ
v
つ
く
と
思
い
知
ら
れ
る
こ
と
で
ご
ざ

　
　
い
ま
す
。

　
　
o
宮
崎
荘
平
氏
『
講
談
社
学
術
文
庫
』
（
二
〇
〇
二
年
・
講
談
社
）

　
　
女
郎
花
が
朝
露
の
恵
み
を
受
け
て
、
今
を
盛
り
と
美
し
い
色
に
咲

　
　
い
て
い
る
の
を
見
る
と
す
ぐ
に
、
露
が
分
け
へ
だ
て
を
し
て
恵
み

　
　
を
与
え
て
く
れ
な
い
こ
の
わ
が
身
の
不
遇
が
、
思
い
知
ら
れ
る
こ

　
　
と
で
す
。

　
　
o
小
谷
野
純
一
氏
『
紫
式
部
日
記
』
（
二
〇
〇
七
年
・
笠
間
書
院
）

　
　
女
郎
花
、
（
そ
の
、
露
に
潤
う
）
い
ま
盛
り
の
（
美
し
い
）
色
を

　
　
見

る
と
、
露
が
差
別
し
て
い
る
わ
が
身
の
（
輝
き
の
な
い
様
）
が

　
　
実
感
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　
o
山
本
淳
子
氏
『
紫
式
部
日
記
』
（
1
1
0
1
O
年
・
角
川
文
庫
）

　
　
今
を
盛
り
の
女
郎
花
。
秋
の
露
が
花
を
こ
ん
な
に
き
れ
い
に
し
た

　
　
の

で
す

ね
。
こ
れ
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
露
の
恵
み
を
受
け
ら
れ

　
　
ず
、
美
し
く
は
な
れ
な
か
っ
た
わ
が
姿
が
恥
ず
か
し
く
思
わ
れ
ま

　
　
す
。

と
訳
出
な
い
し
は
註
し
て
お
ら
れ
る
が
、
花
盛
り
の
女
郎
花
と
、
恩
恵

の

露
の
降
り
な
い
わ
が
身
と
が
対
置
さ
れ
て
い
る
構
図
で
あ
る
と
す
る

点
、
共
通
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
『
新
編
全
集
』
が
、
「
露
は
道
長
の

情
愛
」
と
頭
注
に
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
露
」
は
、
道
長
の

喩
的
表
現
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
「
女
郎
花
」

に

つ
い

て

は
、
「
（
露
に
美
し
く
染
め
ら
れ
た
）
女
郎
花
の
盛
り
の
色
」

（『
古
典
集
成
』
）
と
か
「
お
み
な
え
し
の
露
を
含
ん
で
今
を
盛
り
の
美

し
い
色
」
（
『
新
全
集
』
）
、
F
今
を
盛
り
の
女
郎
花
」
（
『
角
川
文
庫
』
）
な

ど
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
　
一
見
す
る
と
、
「
女
郎
花
」
に
は
、
特
に
如

何

な
る
寓
意
も
託
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
『
全
注
釈
』

が
、
「
ど
こ
か
の
誰
か
さ
ん
み
た
い
に
、
き
っ
と
そ
の
女
郎
花
も
、
恵

み

の

露
を
い
っ
ぱ
い
受
け
て
」
と
訳
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
露
」

と
同
様
、
「
女
郎
花
」
に
も
何
ら
か
の
意
が
準
え
ら
れ
て
い
る
と
、
捉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
こ

え

る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
式
部
が
「
自
卑
し
て
道
長

が

時
め
い
て
い
る
様
を
讃
嘆
し
た
」
と
註
さ
れ
る
『
大
系
』
や
、
近
註

だ

が
、
「
道
長
の
立
派
さ
と
栄
え
を
讃
え
つ
つ
、
わ
が
身
を
謙
遜
し
た

も
の
」
と
さ
れ
る
『
学
術
文
庫
』
な
ど
が
提
示
す
る
「
女
郎
花
道
長
比

喩
説
」
に
対
し
、
『
全
注
釈
』
は
、
語
釈
項
に
お
い
て
、

　
　

こ
の
一
首
の
歌
意
に
つ
い
て
は
、
『
全
釈
（
小
室
）
』
『
全
釈
（
阿

　
　
部
）
』
『
考
証
』
『
大
系
』
『
文
庫
（
秋
山
）
』
等
、
近
来
の
諸
註
は

　
　

こ
と
ご
と
く
、
女
郎
花
を
全
盛
の
道
長
に
た
と
え
、
盛
り
を
過
ぎ

た
式
部
自
身
の
醜
さ
を
卑
下
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
郎
花
の
美

　
　
し
さ
、
従
っ
て
道
長
の
栄
え
を
讃
嘆
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
点

　
　
に

お
い
て
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
い
さ
さ
か
異
論
な
き
を

　
　
得
な
い
。

と
さ
れ
、
さ
ら
に
、

　
　
こ
の
一
首
の
主
題
は
、
盛
り
の
女
郎
花
に
比
較
し
て
、
わ
が
身
の

　
　
薄
幸
と
衰
貌
を
嘆
く
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
身
に
比

　
　
べ
て
の
相
手
へ
の
讃
嘆
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
、
女
郎
花
を
道
長
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に

た
と
え
た
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
怨
嵯
の
歌
と
な
っ



て
、
は
な
は
だ
妥
当
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
、
歌
語
と
し

て
の

女
郎
花

は
、
あ
く
ま
で
も
女
性
を
讐
喩
す
る
の
に
用
い
ら
れ

　
　

る
の
で
あ
っ
て
、
男
性
た
る
道
長
を
女
郎
花
に
擬
す
る
こ
と
は
許

　
　

さ
れ
な
い
。
や
は
り
、
同
じ
女
性
と
し
て
の
女
郎
花
と
式
部
自
身

　
　
と
の
比
較
が
一
首
を
構
成
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
続
け
て
お
ら
れ
る
が
、
和
歌
内
部
の
構
図
が
、
「
讃
嘆
」
で
は
な
く

F比
較
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
和
歌
的
な
表
現
と
し
て
の
女
郎
花

は
、
女
性
を
比
喩
す
る
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
、
当

を
得
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
他
方
で
、
「
女
郎
花
」
は
、
女
性
を
喩
え

る
歌
語
で
あ
る
と
踏
ま
え
つ
つ
、
同
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
『
紫
式
部

　
　
　
　
　
ど
　

集
』
の
詞
書
に
鑑
み
、
田
中
新
一
氏
は
、
『
新
注
和
歌
文
学
叢
書
2

紫
式
部
集
新
注
』
（
1
1
0
0
八
・
青
簡
社
）
に
お
い
て
、

　
　

F
を
み
な
へ
し
」
は
正
に
若
い
姫
君
、
中
宮
彰
子
を
指
す
。
（
中

　
　
略
）
道
長
が
差
し
入
れ
た
真
っ
盛
り
の
女
郎
花
を
賞
賛
し
て
中
宮

　
　
の

栄
耀

を
祝
い
、
そ
こ
に
仕
え
る
我
が
身
の
楼
小
さ
を
述
懐
す
る

　
　
式
部
、
と
い
う
構
図
で
あ
り
、
式
部
の
詠
む
の
は
、
「
日
記
」
の

　
　

よ
う
な
容
姿
美
の
落
差
な
ど
で
は
な
い
。

と
さ
れ
、
女
郎
花
中
宮
彰
子
比
喩
説
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
、
久
保
田

淳
・
馬
場
あ
き
子
氏
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
g
（
』
　
（
1
九
九
九
・
角

川
書
店
）
「
女
郎
花
」
の
項
で
、
黒
田
彰
子
氏
が
、
「
勅
撰
集
の
中
で
女

郎
花
の
用
例
が
多
い
の
は
、
『
後
撰
集
』
で
『
あ
だ
な
る
女
性
』
と
い

う
点
に
発
想
の
基
本
を
置
く
も
の
が
多
い
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、

　
　
o
女
郎
花
花
の
心
の
あ
だ
な
れ
ば
秋
に
の
み
こ
そ
あ
ひ
わ
た
り
つ

　
　
れ

　
　
（
『
後
撰
和
歌
集
』
・
巻
第
六
・
秋
中
・
読
み
人
知
ら
ず
・
二
七
六
）

　
　
o
女
郎
花
色
に
も
あ
る
か
な
松
虫
を
も
と
に
宿
し
て
た
れ
を
恋
ふ

　
　
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
上
・
秋
中
・
読
み
人
知
ら
ず
・
三
四
六
）

な
ど
と
い
っ
た
詠
に
み
て
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
中
宮
を
寓
喩
し

て
い

る
と
捉
え
る
の
は
、
厳
し
か
ろ
う
。
で
は
、
「
女
郎
花
」
に
は
、

い

っ

た

い

如
何

な
る
内
容
が
託
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
繰
り
返
し

に

な
る
が
、
当
該
歌
の
構
図
は
、

　
　
o
花
盛

り
の
女
郎
花
1
1
露
を
い
っ
ぱ
い
に
浴
び
て
い
る

　
　
o
式
部
じ
し
ん
ー
　
e
s
u
に
分
け
隔
て
さ
れ
て
い
る
身

と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。
男
性
で
あ
る
道
長
で
も
な
け
れ
ば
、
式
部
じ

し
ん
が
伺
候
す
る
中
宮
彰
子
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
身
の
上
的
に
式
部

と
相
応
の
女
性
、
す
な
わ
ち
、
同
僚
女
房
た
ち
で
あ
る
と
三
口
え
は
し
ま

い

か
o
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
久
保
田
淳
氏
は
、
『
新
古
今
和
歌
集
全

注
釈
⑪
』
（
1
1
0
1
1
1
・
角
川
書
店
）
に
お
い
て
、

　
　

r女
郎
花
」
は
道
長
に
手
折
ら
れ
た
眼
前
の
お
み
な
え
し
を
意
味

　
　
す

る
と
と
も
に
、
中
宮
の
御
所
な
ど
に
宮
仕
え
し
て
い
る
若
く
美

　
　
し
い
盛
り
の
女
房
た
ち
を
寓
す
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
『
全
注
釈
』
が
r
誰
か
さ
ん
」
と

さ
れ
る
よ
う
に
、
「
女
郎
花
」
は
1
輪
な
の
だ
か
ら
、
特
定
の
誰
か
で

は

な
い
か
、
と
い
う
議
論
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
女
郎
花
」

と
い
う
花
は
、
一
輪
に
小
さ
な
花
を
数
多
つ
け
る
植
物
で
あ
る
。
そ
の
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花
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
中
宮
方
の
光
輝
く
女
房
た
ち
で
あ
っ
た
と
看

倣
せ

ば
、
「
女
郎
花
さ
か
り
の
色
を
見
る
か
ら
に
露
の
わ
き
け
る
身
こ

そ
し
ら
る
れ
」
と
の
式
部
詠
は
、
女
郎
花
の
花
盛
り
の
色
の
ご
と
く
、

照

り
映
え
る
女
性
た
ち
を
見
る
に
つ
け
、
白
露
の
よ
う
な
道
長
様
に
、

分

け
隔
て
さ
れ
る
私
め
の
身
の
上
が
知
ら
れ
る
こ
と
で
す
、
と
解
せ
は

し
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
中
宮
方
の
道
長
の
恩
沢
を
一
身
に
浴
び
る
女
房

た

ち
と
、
女
盛
り
が
過
ぎ
た
、
道
長
の
恩
恵
も
受
け
て
い
な
い
わ
が
身

（
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
和
歌
的
論
理
に
お
け
る
皮
肉
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ

う
け
れ
ど
も
）
を
対
比
し
た
和
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

三
　
答
歌
の
解
釈

　
元
来
、
当
該
節
に
お
け
る
道
長
の
答
歌
は
「
白
露
は
わ
き
て
も
お
か

じ
を
み
な
へ
し
心
か
ら
に
や
色
の
染
む
ら
む
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、　

　

o
池

田
亀
鑑
・
秋
山
度
氏
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
一
九
五
八

　
　
年
・
岩
波
書
店
）

　
　
白
露
は
分
け
隔
て
な
ど
す
ま
い
。
女
郎
花
は
美
し
く
な
ろ
う
と
す

る
か
ら
こ
そ
盛
り
の
色
が
染
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。

o
萩
谷
朴
氏

『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』
（
一
九
七
1
年
・
角
川
書

店
）露

は
、
こ
の
女
郎
花
だ
っ
て
ど
の
花
だ
っ
て
、
え
り
好
み
し
て
置

V
わ
け
じ
ゃ
あ
る
ま
い
。
た
だ
そ
の
露
の
情
け
を
感
じ
て
色
気
が

出
る
か
で
な
い
か
、
そ
れ
は
花
自
身
、
い
っ
て
み
り
ゃ
、
お
ま
え

の

心
が

け
次
第
だ
ろ
う

o
山
本
利
達
氏
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
（
一
九
八
o
年
・
新
潮

社
）白

露
は
分
け
隔
て
な
ど
し
て
置
い
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
女
郎
花

は
（
美
し
く
な
ろ
う
と
す
る
）
自
分
の
心
で
美
し
く
染
ま
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
。

o
伊
藤
博
氏
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
一
九
八
九
年
・
岩
波

書
店
）

白
露
は
分
け
隔
て
な
ど
し
て
置
い
た
り
な
ど
す
ま
い
。
女
郎
花
は

心
の

持
ち
方
ひ
と
つ
で
美
し
く
も
染
ま
る
の
だ
ろ
う
。

o
中
野
幸
一
氏
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
一
九
九
四
年
・

小
学
館
）

白
露
は
な
に
も
分
け
へ
だ
て
を
し
て
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
る

ま
い
。
お
み
な
え
し
が
美
し
い
色
に
染
ま
っ
て
い
る
の
は
、
自
分

が
美

し
く
な
ろ
う
と
す
る
心
だ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
よ

o
宮
崎
荘
平
氏
『
講
談
社
学
術
文
庫
』
（
二
〇
〇
二
年
・
講
談
社
）

白
露
は
分
け
へ
だ
て
し
て
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

女
郎
花

は
み
ず
か
ら
の
心
の
持
ち
よ
う
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に

色
美

し
く
花
を
咲
か
せ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

o
小
谷
野
純
一
氏
『
紫
式
部
日
記
』
（
二
〇
〇
七
年
・
笠
間
書
院
）

白
露
は
差
別
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
女
郎
花
は
お
の
が
心
に
よ
っ
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て
、
（
こ
う
も
美
し
く
）
色
が
染
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

o
山
本
淳
子
氏
『
紫
式
部
日
記
』
（
1
1
0
l
O
年
・
角
川
文
庫
）



白
露
は
ど
こ
に
で
も
降
り
る
。
そ
の
恵
み
に
分
け
隔
て
な
ど
あ
り

は
し
ま
い
。
女
郎
花
は
、
自
分
の
美
し
く
あ
ろ
う
と
す
る
心
に
よ
っ

て
染
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
（
お
前
の
心
が
け
次
第
で
は
な
か
な
か

　
　
の
も
の
だ
よ
）

と
い
う
旦
ハ
合
に
、
上
句
「
白
露
は
分
き
て
も
お
か
じ
」
の
註
釈
は
原
文

の

と
お
り
で
は
あ
る
も
の
の
、
下
句
「
心
か
ら
に
や
色
の
染
む
ら
む
」

の

解
釈
に

つ
い

て

は
、
疑
問
の
係
助
詞
F
や
」
の
意
味
が
反
映
さ
れ
て

い

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
道
長
詠
は
、
紫
式
部
が
、

〈花
盛
り
の
女
郎
花
に
白
露
が
置
い
て
、
華
や
か
で
あ
る
の
に
つ
け
、

道
長

に
分
け
隔
て
さ
れ
る
自
ら
の
身
の
上
が
思
い
知
ら
れ
る
〉
と
詠
ん

だ

の

に

対
し
て
の
返
歌
で
あ
る
た
め
、
　
〈
白
露
が
分
け
隔
て
も
し
な
い

よ
う
に
、
自
分
も
差
別
し
な
い
し
、
女
性
た
ち
は
、
女
郎
花
の
ご
と
く
、

め
い
め
い
の
意
志
に
よ
っ
て
色
づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
〉
と
、
贈
歌
の

　
　
　
　
　
　
　
つ
い

切
り
返
し
と
し
て
対
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
論
理
に
よ
っ
て
、

上
記
の
と
お
り
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
が
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
係
助
詞
F
や
」
を
読
み
取
ら
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
。

　
知

ら
れ
る
と
お
り
、
係
助
詞
r
や
」
の
語
法
的
意
味
と
し
て
は
、
疑

問
な
い
し
は
反
語
で
あ
り
、
文
章
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
際
の
位
置
と

し
て
は
、
文
中
だ
け
で
な
く
文
末
に
も
用
い
ら
れ
る
。
当
該
箇
所
は

F心
か

ら
に
や
色
の
染
む
ら
む
」
で
あ
る
か
ら
、
文
中
に
来
て
い
る
わ

け
だ
け
れ
ど
も
、
種
々
の
語
句
の
連
用
形
に
接
続
し
、
連
体
形
で
結
ば

れ

る
と
い
う
点
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
「
に
」
に
接

続
し
て
い
る
し
、
文
末
は
、
現
在
推
量
の
助
動
詞
「
ら
む
」
の
連
体
形

で
結
ば
れ

て
い

る
と
み
て
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
か
ら
、
原
則
ど
お
り
で

あ
る
。
ま
た
、
係
助
詞
r
か
」
は
、
事
象
に
対
す
る
疑
念
が
深
い
と
さ

れ

る
一
方
、
「
や
」
は
柔
ら
か
な
疑
い
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う

　
　
　
ア
ロ

で

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
語
法
的
側
面
に
鑑
み
れ
ば
、

当
該
歌
の
下
句
は
、
　
〈
心
か
ら
色
が
染
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
〉

と
訳
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
先
に
、
当
該
歌
は
、

『
新
古
今
和
歌
集
』
に
入
集
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
実
は
、
同
集
の

註
釈
に

お

い

て
は
、

　
　
o
久
松
潜
一
・
山
崎
敏
夫
・
後
藤
重
郎
氏
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』

　
　
（
1
九
五
八
・
岩
波
書
店
）

　
　
白
露
が
相
手
を
区
別
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
女
郎

　
　
花
は

自
分
の
心
か
ら
、
色
々
の
色
に
或
い
は
濃
く
ま
た
薄
く
染
ま

　
　
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
▼
私
は

人

を
区
別
し
は
し
な
い
が
、
あ
な
た
の
方
で
依
枯
贔
屓
が

　
　
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
o
久
保

田
淳
氏
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
（
1
九
七
九
・
新
潮
社
）

白
露
は
区
別
し
て
置
く
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
お
み
な
え
し

は

自
分
か
ら
そ
う
心
が
け
て
色
美
し
く
咲
く
の
で
す
。
あ
な
た
も
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気

を
若
く
持
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
美
し
く
し
て
い
た
ら
よ
い
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

怨
み

が

ま
し
い
紫
式
部
の
言
を
慰
撫
し
た
。
彼
女
は
道
長
の
召
人

（愛
情

を
か
け
ら
れ
た
女
房
）
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
参
考
「
秋



萩
に

ま
つ
さ
す
枝
よ
り
う
つ
ろ
ふ
を
露
の
分
く
と
は
思
は
ざ
ら
な

む
」
（
『
拾
遺
集
』
雑
下
、
壬
生
忠
苓
）

o
田
中
裕
・
赤
瀬
信
吾
氏
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
一
九
九

二
・

岩
波
書
店
）

い

や
、
白
露
は
分
け
隔
て
な
ど
す
ま
い
。
女
郎
花
は
自
分
の
心
が

け
で
あ
で
や
か
に
色
づ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

▼
分

け
隔
て
す
る
の
で
は
な
く
、
全
て
の
人
が
心
が
け
次
第
、
副

分
で

く
す
ん
で
は
よ
く
な
い
と
応
じ
て
い
る
。
参
考
「
秋
萩
に
ま

つ

さ
す
枝
よ
り
う
つ
ろ
ふ
を
露
の
分
く
と
は
思
は
ざ
ら
な
む
」

（拾
遺
・
雑
下
・
壬
生
忠
苓
）

○
峯
村
文
人
氏
『
新
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
一
九
九
五
・
小
学

館
）白

露
は
、
差
別
し
て
置
く
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
女
郎
花
は
、
部

分
の
心
か
ら
色
が
美
し
く
染
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
女
郎
花
の
美
し
さ
は
、
白
露
が
差
別
し
て
置
く
か
ら
で
は
な

　
　
く
、
そ
れ
自
身
の
も
の
か
と
応
じ
、
贈
歌
の
恨
み
を
軽
く
あ

　
　
し
ら
っ
た
。
感
味
が
ほ
ど
よ
く
き
い
て
い
る
。
1
口
語
訳
及

　
　
び
左
注
項
よ
り

分

き
て
も
置
か
じ
ー
差
別
し
て
置
く
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。

心
か

ら
に
や
ー
自
分
の
心
か
ら
。
「
や
」
は
疑
問
の
係
り
の
助
詞
。

▼
上
句
で
作
者
（
道
長
ー
論
者
註
）
が
差
別
し
て
心
を
か
け
る
の

で

は
な
い
こ
と
、
下
句
で
差
別
す
る
と
思
う
の
は
紫
式
部
の
心
か

ら
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
ー
頭
注
及
び
批
評
の
項
よ
り

と
あ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
、
疑
問
の
係
助
詞
「
や
」
を
訳
出
し
て
は

い

る
も
の
の
、
解
釈
に
は
難
渋
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

疑
問
の
係
助
詞
を
訳
文
に
加
味
し
て
お
き
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
『
紫

式
部
日
記
』
の
諸
註
釈
が
示
す
訳
文
〈
め
い
め
い
の
意
志
に
よ
っ
て
色

づ
い

て

い

る
の
だ
ろ
う
〉
と
い
っ
た
展
開
と
し
て
読
も
う
と
し
て
い
る

点
、
注
意
し
た
い
。

　

ま
ず
、
『
大
系
』
で
は
「
染
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
、
ほ
ぼ
原
文

ど
お
り
に
訳
し
て
い
る
も
の
の
「
濃
く
ま
た
薄
く
」
と
意
訳
を
示
し
て

お
ら
れ
る
点
、
賛
否
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
紫
式
部

は
贈
歌
で
、

　
　
o
他
の
女
房
た
ち
（
女
郎
花
）
1
1
道
長
（
白
露
）
に
よ
っ
て
輝
い

　
　
て
い
る

　
　
o
式
部
じ
し
ん
＝
道
長
（
白
露
）
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
て
い
る
身

　
　
の

上

と
い
う
図
式
を
構
え
た
の
に
対
し
て
、
道
長
は
、
「
女
郎
花
は
自
分
の

心
か

ら
（
中
略
）
染
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
疑
念
を
呈
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
あ
な
た
の
方
で
依
甘
贔
屓
が
あ

る
」
と
断
ず
る
の
は
、
い
さ
さ
か
本
来
の
原
文
の
方
向
性
に
齪
齪
を
き

た
し
た
批
評
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
次
に
、
『
古
曲
ハ
集
成
』
で
は
、
「
心
か
ら
に
や
色
の
染
む
ら
む
」
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
自
分
か
ら
そ
う
心
が
け
て
色
美
し
く
咲
く
の

で

す
。
あ
な
た
も
気
を
若
く
持
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
美
し
く
し
て
い
た

ら
よ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
し
て
い
る
点
や
、
貴
女
も
若
く
云
々
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と
い
う
の
は
、
「
思
ひ
知
ら
」
れ
る
「
わ
が
朝
が
ほ
」
を
、
な
か
ば
老

境
に
差
し
掛
か
っ
た
わ
が
身
の
衰
え
を
慨
嘆
し
て
の
言
で
あ
る
と
解
し

た
上
で
の
所
為
で
あ
ろ
う
が
、
「
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
否
定
的
な
文

言

を
創
出
し
て
い
る
時
点
で
、
原
文
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

を

得
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
冒
頭
に
述
べ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
紫
式
部

道
長
妾
説
」
を
持
ち
出
し
、
ゆ
え
に
「
慰
撫
」
し
た
と
の
評
言
は
、
原

文
を
如
何
に
読
み
解
け
ば
、
そ
う
し
た
解
釈
に
至
る
の
か
、
疑
念
を
禁

じ
得
な
い
。

　
続
く
、
『
新
大
系
』
も
『
古
典
集
成
』
同
様
、
「
な
か
ろ
う
か
」
と
、

原
文
に
は
無
い
否
定
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
盛
り
込
み
、
さ
ら
に
は
、
そ
の

訳
文
か
ら
「
自
分
で
く
す
ん
で
は
よ
く
な
い
と
応
じ
て
い
る
」
と
の
評

言
に

ま
で
発
展
し
て
い
る
。

　
他
方
、
『
新
全
集
』
は
、
「
自
分
の
心
か
ら
色
が
美
し
く
染
ま
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
」
と
語
法
を
遵
守
し
た
上
で
解
釈
を
施
し
、
な
お

か

つ
、

頭
注
に

お
い
て
「
『
や
』
は
疑
問
の
係
り
の
助
詞
」
と
示
し
て

お
ら
れ
る
点
は
、
慧
眼
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
な
が
ら
、

r贈
歌
の
恨
み
を
軽
く
あ
し
ら
っ
た
」
と
い
う
鑑
賞
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
「
下
句
で
差
別
す
る
と
思
う
の
は
紫
式
部
の
心
か
ら
で
あ
る
こ
と

を
暗
示
す
る
」
と
い
う
、
訳
文
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
原
文
か
ら
は
、

ま
ず
読
み
取
り
得
な
い
臆
断
を
展
開
し
て
い
る
点
、
遺
憾
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
疑
問
の
係
助
詞
「
や
」
を
黙
殺
す
る
こ
と
な
く
、

訳
文
に

反
映
し
て
い
る
点
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
系
統
の
註
釈
書
は
、

一
定
の
評
価
は
で
き
る
も
の
の
、
訳
出
し
た
う
え
で
、
如
何
な
る
内
実

を

伴
っ
た
返
歌
で
あ
る
の
か
、
道
長
詠
の
真
意
を
読
み
取
る
に
は
至
っ

て
い

な
い
た
め
、
再
考
す
べ
き
余
地
が
あ
る
と
見
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

四
　
道
長
詠
の
真
意

　
前
節
に

お
い
て
は
、
『
紫
式
部
日
記
』
の
諸
註
釈
は
、
当
該
歌
「
心

か

ら
に
や
色
の
染
む
ら
む
」
の
疑
問
の
係
助
詞
r
や
」
を
訳
出
し
て
い

な
い
点
、
そ
し
て
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
諸
註
釈
は
、
同
語
句
を
訳

し
て
こ
そ
い
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
解
析
を
反
映
し
た
う
え
で
、
よ
り

奥
深

く
に
あ
る
道
長
の
真
意
に
辿
り
着
く
こ
と
な
く
、
あ
た
か
も
、

『
紫
式
部

日
記
』
の
註
釈
に
迎
合
す
る
か
の
よ
う
な
か
た
ち
に
終
止
し

て

し
ま
っ
て
い
る
現
状
を
確
認
し
た
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
当
該
歌

に

つ
い

て
、
そ
の
表
現
を
追
認
し
な
が
ら
、
果
た
し
て
、
道
長
が
本
当

に

伝
え

た
か
っ
た
こ
と
は
、
如
何
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
、

検
討
を
重
ね
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
改

め
て
、
本
場
面
の
展
開
を
整
理
し
て
お
く
。
ま
ず
、
ほ
の
か
に

「霧
」
が
か
か
っ
て
い
る
、
葉
に
置
く
露
も
こ
ぼ
れ
ぬ
早
朝
、
道
長
は
、

御
随
身
を
招
い
て
、
遣
水
を
掃
除
さ
せ
て
い
た
。
そ
し
て
、
道
長
は
紫

式
部
に
、
「
橋
」
の
南
に
あ
る
花
盛
り
の
女
郎
花
を
コ
枝
」
、
折
ら
せ

な
さ
っ
て
、
紫
式
部
の
局
の
几
帳
の
上
か
ら
、
覗
か
せ
な
さ
っ
た
と
い

う
。
そ
の
道
長
の
「
御
さ
ま
」
が
、
彼
女
に
と
っ
て
は
、
気
が
退
け
る

ほ
ど
立
派
に
映
り
、
そ
れ
に
引
き
換
え
、
自
ら
の
「
朝
が
ほ
」
の
酷
い

こ
と
を
思
い
知
っ
た
の
だ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
道
長
が
女
郎
花
の
折
枝

を
差
し
の
ぞ
か
せ
た
の
は
、
紫
式
部
と
の
風
雅
な
や
り
と
り
を
期
待
し
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て
の

こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
返
事
が
「
遅
く
て
は
悪
か
ら
む
と
の
た

ま
」
っ
た
た
め
、
紫
式
部
は
、
硯
の
も
と
に
寄
り
、
和
歌
を
贈
答
す
る

の

で

あ
っ
た
。
再
掲
出
と
な
る
が
、
当
該
場
面
の
贈
答
歌
は
、
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
　
o
女
郎
花
さ
か
り
の
色
を
見
る
か
ら
に
露
の
分
き
け
る
身
こ
そ
知

　
　
ら
る
れ
（
紫
式
部
）

　
　
o
白
露
は
分
き
て
も
お
か
じ
女
郎
花
心
か
ら
に
や
色
の
染
む
ら
む

　
　
（
道
長
）

　
贈
答
歌
の
論
理
に
従
い
つ
つ
、
概
観
す
る
な
ら
、
答
歌
は
、
贈
歌
に

用
い
ら
れ
た
「
女
郎
花
」
「
色
」
と
い
っ
た
語
句
を
受
け
継
ぎ
、
「
露
」

は
「
白
露
」
と
言
い
換
え
て
、
「
分
き
け
る
」
と
い
う
語
句
は
「
分
き

て

も
お
か
じ
」
と
否
定
す
る
形
を
採
り
、
往
な
し
て
い
る
、
と
い
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
内
容
と
し
て
は
、
贈
歌
に
つ
い
て
は
、
花
盛
り
の

女
郎
花
の
ご
と
き
女
性
た
ち
を
見
る
に
つ
け
、
花
に
お
り
る
露
が
分
け

隔
て
す
る
が
ご
と
く
、
盛
り
は
過
ぎ
て
い
る
と
は
い
え
、
私
も
一
輪
の

花
で

あ
る
の
に
、
露
の
よ
う
な
道
長
様
の
差
別
さ
れ
る
わ
が
身
が
思
い

知

ら
れ
る
の
で
す
、
と
の
詠
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
道
長
は
、
白
露
も

私

も
分
け
隔
て
な
ど
は
し
ま
せ
ん
、
女
郎
花
は
心
か
ら
色
が
染
ま
っ
て

い

る
の
で
し
ょ
う
か
、
と
返
歌
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、

な
ぜ
、
道
長
は
「
心
か
ら
に
や
色
の
染
む
ら
む
」
す
な
わ
ち
「
心
か
ら

色
が
染

ま
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
な
ど
と
い
う
疑
問
を
、
返
歌
で

投
げ
か

け
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
贈
歌
に
あ
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
紫
式
部
は
、
周
囲
の
女
房
た
ち
と
自
分

自
身
の
現
在
と
を
比
較
し
た
う
え
で
、
女
と
し
て
、
並
ぶ
べ
く
も
な
い

わ
が
身
の
す
が
た
を
嘆
き
（
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
定
の
謙
辞
に
ほ
か

な
ら
な
い
が
）
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
道
長
の
差
別
に
も
よ
る
の
だ
と

詰
っ
た
（
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
ま
た
、
歌
の
贈
答
ゆ
え
の
、
ひ
と
つ
の
ポ
ー

ズ

す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
し
、

道
長

は
、
「
分
き
て
も
お
か
じ
」
ー
分
け
隔
て
な
ど
し
て
は
い
な
い
と
、

明
確
に
返
答
し
た
の
で
あ
っ
た
。
分
け
隔
て
を
し
て
い
な
い
と
い
う
の

は
、
白
露
は
、
女
郎
花
に
平
等
に
お
り
、
輝
か
せ
る
と
い
う
、
言
い
換

え
る
な
ら
、
邸
内
の
女
性
た
ち
I
人
I
人
に
き
ち
ん
と
目
を
か
け
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
女
郎
花
は
、
自
ら
の
心
の
持

ち
よ
う
の
み
で
、
色
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
女
郎
花
は
、
白
露
の
恩
恵
を
蒙
る
こ

と
で
照
り
映
え
る
よ
う
に
、
邸
内
の
女
性
た
ち
は
、
主
人
道
長
の
恩
沢

に

浴

し
て
活
躍
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
紫
式
部
も
例
外

で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
如
上
の
歌
意
を
図
式
化
す

る
な
ら
、

　
　
o
白
露
は
分
き
て
も
お
か
じ
1
1
白
露
（
1
1
道
長
）
は
女
郎
花
（
1
1

　
　
女
房
衆
な
ど
の
女
性
た
ち
）
を
分
け
隔
て
な
ど
し
て
は
お
る
ま
い
ー

　
　
↓
白
露
は
女
郎
花
に
平
等
に
置
く
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
女
郎
花
は

め

い

め

い

の

心
の

持
ち
よ
う
で
色
づ
い
て
い
る
の
だ

　
　
ろ
う
か
、
む
し
ろ
、
白
露
が
平
等
に
お
く
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
い
う
具
合
と
な
る
。
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こ
れ
ま
で
、
当
該
場
面
の
答
歌
に
お
け
る
「
女
郎
花
」
は
、
め
い
め

い

の

F
心
」
に
よ
っ
て
「
染
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
訳
さ
れ
、
そ

れ

は
要
す
る
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
持
ち
よ
う
で
女
性
た
ち
は
花
開
く

の

だ

と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
が
、
「
心
か
ら
に
や
」
の
係
助
詞
r
や
」

に

留
意
し
て
解
す
る
と
、
「
女
郎
花
」
は
、
め
い
め
い
の
「
心
」
に
よ
っ

て

r染
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
か
つ
、

F白
露
は
分
き
て
も
お
か
じ
」
1
白
露
は
分
け
隔
て
な
ど
す
ま
い
、
と

い

う
の
は
、
白
露
は
、
分
け
隔
て
な
く
、
平
等
に
花
に
下
り
る
、
と
い
っ

た
意
味
で
は
な
か
っ
た
か
。
要
す
る
に
、
道
長
は
、
女
房
た
ち
は
各
人

各
様
の
心
持
に
よ
っ
て
活
躍
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
何
よ
り
、

私
の
力
添
え
に
よ
っ
て
こ
そ
、
皆
、
輝
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

紫
式
部
も
そ
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な

い

だ

ろ
う
か
。

　
翻
っ
て
み
る
に
、
本
場
面
に
お
け
る
道
長
は
、
邸
の
確
固
た
る
主
と

し
て
威
光
を
放
っ
て
い
る
。
そ
の
動
作
こ
そ
、
邸
内
の
遣
水
を
、
随
身

を
し
て
払
わ
せ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
何
の
変
折
ロ
も
な
い
の
だ
が
、
式

部
の
筆
は
、
そ
う
終
止
す
る
こ
と
を
赦
さ
な
い
。
ほ
の
か
に
立
つ
霧
の

向
こ
う
か
ら
、
当
代
き
っ
て
の
権
力
者
・
道
長
が
、
「
女
郎
花
」
を
手

折
っ
て
、
式
部
に
ち
ら
つ
か
せ
る
す
が
た
は
「
い
と
は
つ
か
し
げ
な
る
」

と
評
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
当
該
歌
に
つ
い
て
、
窪
田

空
穂
氏
の
『
完
本
新
古
今
和
歌
集
評
釈
」
（
一
九
六
四
・
東
京
堂
）
に

お
け
る
「
高
所
に
立
っ
て
、
紫
式
部
と
い
う
人
を
認
め
、
尊
重
の
心
を

も
っ
て
詠
ん
で
い
る
歌
で
、
道
長
と
い
う
人
を
現
わ
し
て
い
る
」
と
の

言

を
承
け
て
、
久
保
田
淳
氏
は
、
前
掲
『
全
注
釈
』
に
お
い
て
「
女
房

に

対
す

る
主
人
と
い
う
優
越
的
立
場
で
歌
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
、

道
長
の
人
物
が
う
か
が
え
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ

る
が
、
中
宮
彰
子
出
産
と
い
う
大
事
を
目
前
に
し
て
、
土
御
門
邸
に
集

う
「
女
房
衆
」
に
と
っ
て
、
確
か
に
そ
う
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
同

氏

は
、
『
古
典
集
成
』
に
お
い
て
、
同
歌
を
「
怨
み
が
ま
し
い
紫
式
部

の

言

を
慰
撫
し
た
」
と
す
る
が
、
む
し
ろ
、
道
長
は
、
女
房
衆
を
「
鼓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

舞
」
す
る
意
味
で
詠
ん
だ
と
看
倣
し
て
も
よ
い
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
か
。

道
長

は
、
邸
の
主
と
し
て
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
集
う
女
房
衆
の
一
主
人

と
し
て
、
激
励
と
〈
道
長
こ
こ
に
在
り
〉
と
い
う
意
味
を
込
め
て
詠
ん

だ
、
こ
れ
こ
そ
が
道
長
詠
の
真
意
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
余
談
で
は
あ
る
が
、
白
露
は
分
け
隔
て
な
ど
し
な
い
し
私
は

差
別

な
ど
す
る
ま
い
、
女
郎
花
の
ご
と
き
女
た
ち
は
、
め
い
め
い
の
心

で

も
っ
て
色
づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
む
し
ろ
愛
情
は
平
等
に
向
け

て
い

る
ゆ
え
だ
、
と
い
う
よ
う
な
歌
意
が
、
道
長
詠
の
真
意
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
例
え
ば
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
紫
式
部
道
長
妾
説
」
は
、
少

な
く
と
も
、
本
節
贈
答
歌
に
お
い
て
は
、
成
立
し
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

F白
露
」
は
分
け
隔
て
な
ど
せ
ず
、
道
長
の
恩
恵
は
、
邸
内
の
女
性
た

ち
皆
に
降
り
注
ぐ
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
、
対
象
は
、
紫
式
部
だ
け
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
総
括
の
意
味
を
込
め
て
、
最
後
に
、
当
贈
答
歌
の
口
語
訳
を
、
以
下

に

示
し
て
お
く
。

　
　
o
女
郎
花…
女
郎
花
の
花
盛
り
の
色
を
み
る
に
つ
け
て
、
邸
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内
の
女
た
ち
の
華
や
か
さ
が
想
い
起
さ
れ
る
け

　
　
　
　
　
　
　
　

れ

ど
も
、
そ
れ
に
引
き
換
え
、
白
露
が
花
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
分
け
隔
て
す
る
が
ご
と
く
、
道
長
様
が
差
別

　
　
　
　
　
　
　
　

す

る
わ
が
身
の
魅
力
の
無
さ
こ
そ
思
い
知
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　

る
こ
と
で
す
。

　
　

o
白
露
は
…
白
露
は
分
け
隔
て
な
ど
す
る
は
ず
も
な
い
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　

わ
た
く
し
も
女
性
を
差
別
す
る
ま
い
。
女
郎
花

　
　
　
　
　
　
　
　

が
め

い

め

い

に

色
づ

く
よ
う
に
、
女
房
衆
は
自

　
　
　
　
　
　
　
　

ら
の
心
持
で
華
や
い
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
分
け
隔
て
し
な
い
わ
た
く
し
の
親
愛
な
る
情

　
　
　
　
　
　
　
　

が

あ
っ
て
こ
そ
そ
な
た
も
含
め
皆
輝
い
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ち
が
い
な
い
の
だ
）

　

す
な
わ
ち
、
紫
式
部
は
、
道
長
の
赫
灼
た
る
す
が
た
を
目
の
当
た
り

に

し
、
か
つ
邸
内
の
中
宮
方
の
才
色
兼
備
た
る
女
房
と
わ
が
身
を
比
較

す
る
に
つ
け
て
、
自
ら
の
醜
貌
を
思
い
知
る
に
至
り
、
道
長
に
分
け
隔

て

さ
れ
て
し
ま
う
身
分
で
あ
る
の
だ
と
詠
嘆
し
た
わ
け
で
あ
る
。
道
長

は
、
そ
う
し
た
慨
嘆
の
妙
に
、
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
、
女
性
は
各
人

各
様
の
心
模
様
で
も
っ
て
花
開
く
の
は
も
と
よ
り
、
分
け
隔
て
な
ど
せ

ず
、
恩
恵
は
平
等
に
与
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
光
り
輝
く
の
で
あ
る
の
だ
、

と
返
答
し
た
の
だ
か
ら
、
道
長
な
り
に
、
式
部
を
鼓
舞
し
た
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
小
考
で

は
、
『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
（
一
〇
〇
八
）
年
八
月
中
旬

の

記
述
の

内
容
を
確
認
し
た
う
え
で
、
「
女
郎
花
」
を
め
ぐ
る
贈
答
歌

を

読
み

解
い
た
。
贈
歌
に
お
け
る
「
女
郎
花
」
の
喩
的
内
容
、
ま
た
、

答
歌
で

あ
る
道
長
詠
の
下
句
「
心
か
ら
に
や
色
の
染
む
ら
む
」
に
お
け

る
疑
問
の
係
助
詞
F
や
」
に
着
眼
し
、
そ
れ
を
訳
出
す
る
と
、
如
何
な

る
歌
意
と
な
る
の
か
、
そ
し
て
、
テ
ク
ス
ト
と
の
か
か
わ
り
は
、
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
具
合
に
な
る
の
か
、
試
解
を
述
べ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
女
郎
花
」
を
め
ぐ
る
贈
答
歌
を
含
む
、
寛
弘
五
二

o
o
八
）
年
八
月
中
旬
の
条
に
お
い
て
、
道
長
詠
以
降
の
歌
の
や
り
と

り
は
記
さ
れ
な
い
、
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
往
還
は
、
こ
れ
以
上
な
さ

れ

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
叙
述
は
、
さ
ら
に
、
次
の
よ

う
に
展
開
し
て
い
る
。

　
　
　
し
め
や
か
な
る
夕
暮
に
、
宰
相
の
君
と
二
人
、
物
語
し
て
ゐ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
だ
れ
　
　
つ
ま

　
　
る
に
、
殿
の
三
位
の
君
、
簾
の
端
引
き
上
げ
て
ゐ
た
ま
ふ
。
年
の

　
　
ほ

ど
よ
り
は
い
と
お
と
な
し
く
、
心
に
く
き
さ
ま
し
て
、
「
人
は

　
　
な
ほ
、
心
ば
へ
こ
そ
難
き
も
の
な
め
れ
」
な
ど
、
世
の
物
語
し
め

　
　
じ
め
と
し
て
お
は
す
る
け
は
ひ
、
「
『
を
さ
な
し
』
と
あ
な
づ
り
聞

　
　

こ
ゆ
る
こ
そ
悪
し
け
れ
」
と
、
は
つ
か
し
げ
に
見
ゆ
。
う
ち
と
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
す

　
　
ぬ
ほ

ど
に
て
、
「
多
か
る
野
辺
に
」
と
う
ち
請
じ
て
、
立
ち
た
ま

　
　
ひ

に

し
さ
ま
こ
そ
、
物
語
に
ほ
め
た
る
男
の
心
地
し
は
べ
り
し
か
。

　
　
　
か
ば

か

り
な
る
こ
と
の
、
う
ち
思
ひ
出
で
ら
る
る
も
あ
り
、
そ
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の

を

り
は
を
か
し
き
こ
と
の
、
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
忘
る
る
も
あ
る
は

　
　
い

か
な
る
ぞ
。

　
い

わ
ゆ
る
、
不
意
に
想
い
出
さ
れ
る
風
流
謹
で
あ
る
が
、
前
文
が

rほ
の

う
ち
霧
り
た
る
朝
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
し
め
や
か
な
る

夕
暮
」
で
あ
る
。
「
宰
相
の
君
」
（
藤
原
道
綱
女
曲
豆
子
）
と
話
を
し
て
い

る
時
に
、
「
殿
の
三
位
の
君
」
（
藤
原
道
長
男
頼
通
、
当
時
十
七
歳
）
が

現

れ
、
「
人
は
心
ば
へ
こ
そ
難
き
も
の
」
な
ど
と
、
落
ち
着
い
て
語
る

も
の
だ
か
ら
、
式
部
は
、
若
い
か
ら
と
言
っ
て
、
「
あ
な
づ
り
聞
こ
ゆ

る
こ
そ
悪
し
け
れ
」
す
な
わ
ち
、
侮
っ
て
は
悪
い
と
評
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
寛
が
ぬ
う
ち
に
「
女
郎
花
多
か
る
野
辺
に
宿
り
せ
ば
あ
だ
な
く

あ
や
の
名
を
や
立
ち
な
む
」
（
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
四
・
秋
下
・
小
野

美
材
・
二
七
六
）
の
一
節
を
口
ず
さ
ん
で
、
頼
通
は
、
出
て
行
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
「
物
語
に
ほ
め
た
る
男
」
の
よ
う

に

思

わ
れ
た
の
だ
と
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
朝
と
夕
、
道
長
と
頼
通
、

と
い
う
こ
と
で
対
瞭
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
風
雅
な
振
舞
い
は
前
段
と

共
通

し
て
い
る
し
、
引
歌
と
は
言
え
、
「
女
郎
花
」
に
連
関
す
る
章
節

で

あ
る
こ
と
も
ま
た
同
断
で
あ
る
。
若
き
日
の
頼
通
と
相
対
し
た
記
憶

で

あ
る
が
、
紫
式
部
は
、
「
女
郎
花
」
を
ち
ら
つ
か
せ
、
女
房
衆
を
鼓

舞
す
る
よ
う
な
和
歌
を
う
た
い
上
げ
た
道
長
を
想
起
し
つ
つ
、
頼
通
の

F年
の
ほ
ど
よ
り
は
い
と
お
と
な
し
く
、
心
に
く
き
」
一
挙
手
一
投
足

を
目
の
当
た
り
に
す
る
に
つ
け
、
頼
通
も
き
っ
と
、
父
道
長
の
ご
と
き

権
勢
家
に
な
る
は
ず
だ
と
、
夢
想
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

れ
ば

か

り
は
、
想
像
の
俘
を
脱
す
る
に
は
至
ら
な
い
。

　
い

ず
れ
に

し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
頼
通
の
父
・
道
長
は
、
寛
弘
五

（
1O
O
八
）
年
八
月
中
旬
、
「
女
郎
花
」
を
め
ぐ
る
贈
答
歌
に
お
い
て
、

邸
の
主
と
し
て
の
威
厳
と
慈
し
み
の
情
を
見
せ
た
。
そ
う
解
し
た
方
が
、

時
に
、
豪
放
石
砺
落
と
評
さ
れ
る
道
長
ら
し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
道

長
の
代
名
詞
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
「
こ
の
世
を
ば
我
が
世
と
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

思
ふ
望
月
の
欠
け
た
る
こ
と
も
無
し
と
思
へ
ば
」
が
吟
詠
さ
れ
る
、
十

年
前
の
詠
歌
で
あ
っ
た
。

注

（
1
）
　
現
行
『
紫
式
部
日
記
』
と
言
わ
れ
る
所
以
は
、
既
に
明
ら
か
に
さ
れ

　

　
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
念
の
た
め
、
以
下
に
概
述
し
て
お
く
。

　

『
源

氏
物
語
』
作
者
・
紫
式
部
の
思
考
や
趣
味
が
表
れ
た
著
述
で
あ
る

　

同
『
日
記
』
は
、
寛
弘
七
（
一
〇
一
〇
）
年
ご
ろ
の
成
立
と
さ
れ
る
が
、

　

陽

明
文
庫
蔵
古
本
系
『
紫
式
部
集
』
（
以
下
、
同
集
の
本
文
引
用
は
、

　

南
波
浩
氏
校
注
『
紫
式
部
集
』
一
九
七
I
I
I
　
・
岩
波
文
庫
に
よ
る
が
、
適

　

宜
、
通
常
な
さ
れ
る
範
囲
内
で
、
私
に
表
記
を
整
え
た
箇
所
が
あ
る
）

　

末
尾
に

付
さ
れ
て
い
る
「
日
記
歌
」
の
中
に
あ
る
、

　
　
　

三
十
講
の
五
巻
、
五
月
五
日
な
り
。
け
ふ
し
も
あ
た
り
つ
ら
む
提

　
　
　

婆
品
を
思
ふ
に
、
「
阿
私
仙
よ
り
も
、
こ
の
殿
の
御
た
め
に
や
、

　
　
　
木
の
実
も
拾
ひ
を
か
せ
け
む
」
と
思
ひ
や
ら
れ
て
、

　
　
　
　

妙
な
り
や
け
ふ
は
五
月
の
五
日
と
て
五
つ
の
巻
に
あ
へ
る
み
の

　
　
　
　
　
り
も

　
　
と
い
う
詞
書
の
波
線
部
に
相
当
す
る
内
容
が
、
『
紫
式
部
日
記
』
に
取

　

材

し
て
書
か
れ
た
と
言
わ
れ
る
『
栄
花
物
語
』
「
は
つ
は
な
巻
」
に
収

　

載

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
傍
線
を
付
し
た
箇
所
、
同
書
に
は
、
「
あ
し

一 74一



　
　
た

山
」
「
さ
だ
め
」
と
あ
る
が
、
浜
口
俊
裕
氏
蔵
『
日
記
可
可
　
紫
式
部
」

　
　
（
曽
沢
太
吉
氏
が
昭
和
六
年
、
京
都
帝
国
大
学
国
文
学
科
研
究
室
本
を

　
　
書
写
し
た
写
本
）
に
は
、
「
あ
し
仙
」
　
r
御
た
め
」
と
あ
り
、
特
に
前
者

　

　
の
r
あ
し
仙
」
は
、
『
法
華
経
提
婆
達
多
品
第
十
二
』
に
登
場
す
る

　
　
F
阿
私
仙
」
な
る
仙
人
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
貴
重
な
所
蔵
本
の
開
示
、

　
　
お

よ
び
、
ご
教
示
を
下
さ
っ
た
大
東
文
化
大
学
浜
口
俊
裕
先
生
に
は
、

　
　
衷
心
に

て
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
そ
し
て
、
後
代
の
藤
原
定
家
の
日
記
『
明
月
記
』
天
福
I
R
　
（
1
二
三

　
　
五
）
年
三
月
二
十
日
の
条
、
「
月
並
絵
」
を
め
ぐ
る
記
録
の
中
に
「
五

　
　
月
、
紫
式
部
が
日
記
せ
る
、
暁
の
景
気
」
（
国
書
刊
行
会
編
『
明
月
記

　
　
　
i
E
K
I
i
l
』
　
1
九
l
1
1
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
現
行
冒
頭

　
　
以
前
の
寛
弘
五
（
一
〇
〇
八
）
年
五
月
記
事
が
元
来
あ
っ
た
の
で
は
な

　
　
い
か
と
言
わ
れ
、
首
部
の
欠
落
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ

　
　
る
、
書
簡
体
部
分
が
、
鼠
入
し
た
も
の
な
の
か
、
は
た
ま
た
、
日
記
体

　
　
部
分

（寛
弘
五

〈
1O
O
八
〉
年
～
寛
弘
六
〈
一
〇
〇
九
〉
年
正
月
）

　
　
か
ら
書
き
継
が
れ
、
そ
し
て
ま
た
日
記
体
部
分
（
年
次
不
明
十
一
月
お

　
　
よ
び
五
月
、
寛
弘
七
く
一
〇
一
〇
V
年
正
月
）
と
し
て
復
帰
し
て
い
っ

　
　
た
も
の
な
の
か
な
ど
、
新
資
料
の
発
見
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
研
究
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
況
の

変
わ
る
蓋
然
性
が
低
く
は
無
い
た
あ
、
し
ば
し
ば
、
現
行
『
紫
式

　
　
部

日
記
』
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

（
2
）
　
『
紫
式
部
日
記
』
の
本
文
引
用
は
、
小
谷
野
純
一
氏
訳
注
『
笠
間
文

　
　
庫
　
原
文

＆
現
代
語
訳
シ
リ
ー
ズ
　
紫
式
部
日
記
』
（
二
〇
〇
七
・
笠

　
　
間
書
院
）
に
拠
る
。
な
お
、
勅
撰
集
入
集
歌
の
本
文
引
用
は
、
岩
波
文

　
　
庫
版
に
よ
る
が
、
適
宜
、
通
常
な
さ
れ
る
範
囲
内
で
、
私
に
表
記
を
改

　
　
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
3
）
　
萩
谷
朴
氏
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
　
上
巻
』
（
一
九
七
1
年
・
角
川

　
　
書
店
）
六
六
～
六
九
頁
に
お
い
て
「
作
者
紫
式
部
の
視
基
点
」
と
題
し
、

　
　
詳
密
な
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
当
該
箇
所
に
つ
い
て
「
早
朝
の
道
長
の
気
さ
く
な
ふ
る
ま
い
。
お
み

　
　
な
え
し
を
折
っ
て
女
に
見
せ
る
と
い
う
趣
向
は
意
味
あ
り
げ
で
あ
る
。

　
　

こ
れ
に
対
し
て
愛
の
分
け
隔
て
を
嘆
く
式
部
の
ポ
ー
ズ
も
、
単
な
る
主

　
　
人

と
女
房
以
上
の
関
係
を
思
わ
せ
る
」
（
『
新
編
全
集
』
）
や
r
怨
み
が

　
　
ま
し
い
紫
式
部
の
言
を
慰
撫
し
た
。
彼
女
は
道
長
の
召
人
（
愛
情
を
か

　
　
け
ら
れ
た
女
房
）
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
」
（
『
古
典
集
成
』
）
な
ど
と
評

　
　
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
尊
卑
分
脈
』
も
「
御
堂
関
白
道
長
妾
」
と
註
し
て

　
　
い
る
ほ
ど
だ
が
、
叙
述
の
機
微
の
み
で
、
そ
う
決
す
る
の
は
早
計
で
あ

　
　
る
。

（
5
）
　
小
谷
野
純
一
氏
は
、
「
古
今
和
歌
集
』
（
巻
第
十
二
・
恋
歌
二
・
五
八

　
　
九
）
に
お
け
る
紀
貫
之
の
詠
「
露
な
ら
ぬ
心
を
花
に
お
き
そ
め
て
風
吹

　
　
く
ご
と
に
も
の
思
ひ
そ
つ
く
」
，
p
a
　
F
　
＜
＜
C
s
u
〉
〉
で
は
な
い
が
、
お
の
が
心

　
　
i
N
　
＜
＜
花
》
に
本
気
で
置
き
始
め
た
の
で
、
風
が
吹
く
度
に
振
り
払
わ
れ

　
　

は
し
な
い
か
と
気
が
気
で
な
い
」
と
解
し
、
同
歌
に
つ
い
て
、
F
表
象

　
　
と
す
れ
ば
、
　
《
露
》
に
男
性
、
　
《
花
》
に
女
性
が
お
の
お
の
託
さ
れ
た

　
　
メ
タ
フ
ァ
ー
の
修
辞
に
も
と
つ
い
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
て
お
く
必
要

　
　
が
あ
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
（
F
＜
＜
花
〉
〉
と
《
露
》
の
構
図
　
　
メ
タ

　
　
フ
ァ
ー
と
し
て
の
介
在
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
会

　
　
編
『
日
本
文
学
研
究
』
五
十
三
号
・
1
1
0
1
三
・
1
1
）

（
6
）
　
『
紫
式
部
集
』
の
当
贈
答
歌
収
載
箇
所
の
詞
書
は
、
以
下
の
と
お
り

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

朝
露
の
を
か
し
き
ほ
ど
に
、
御
前
の
花
ど
も
、
色
々
に
乱
れ

　
　
　
　
　

た

る
中
に
、
女
郎
花
い
と
盛
り
な
る
を
、
殿
、
御
覧
じ
て
、

　
　
　
　
　
　
一
枝
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
几
帳
の
上
よ
り
、
『
こ
れ
、
た
だ

　
　
　
　
　

に

返
す

な
』
と
て
、
た
ま
は
せ
た
り
。

　
　
　
　
女
郎
花
さ
か
り
の
色
を
見
る
か
ら
に
露
の
分
き
け
る
身
こ
そ
知
ら
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る
れ

　
　
　
　
と
書
き
つ
け
た
る
を
、
い
と
疾
く

　
　
白
露
は
分
き
て
も
お
か
じ
女
郎
花
心
か
ら
に
や
色
の
染
む
ら
む

　
ち
な
み
に
、
山
本
淳
子
氏
『
角
川
文
庫
』
に
お
け
る
補
注
項
で
は
、

如
上
の

1
文
を
引
用
し
た
う
え
で
、
「
家
集
の
道
長
は
多
種
の
花
の
中

か

ら
こ
と
さ
ら
に
女
郎
花
を
選
ぶ
。
紫
式
部
に
か
け
た
言
葉
も
返
事
の

遅
速
で

は
な
く
内
容
の
機
微
を
求
め
る
。
ま
た
紫
式
部
の
詠
歌
に
応
じ

て
道
長
が
早
く
返
し
て
い
る
。
家
集
の
道
長
に
は
恋
め
い
た
雰
囲
気
が

見
て
取
れ
る
。
比
し
て
『
紫
式
部
日
記
』
の
道
長
は
、
随
身
を
従
え
、

庭

を
清
め
、
紫
式
部
に
早
い
詠
歌
を
要
求
し
褒
め
る
な
ど
、
一
家
を
経

　
　
営
す
る
あ
る
じ
と
し
て
の
姿
が
強
調
さ
れ
て
い
る
」
と
評
さ
れ
る
が
、

　
　
『
家
集
』
本
文
の
、
こ
の
程
度
の
展
開
だ
け
で
、
道
長
に
は
恋
愛
あ
い

　
　
た
気
色
を
認
定
で
き
る
と
断
じ
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま

　
　
た
、
『
日
記
』
本
文
で
は
、
土
御
門
邸
主
人
と
し
て
の
存
在
が
「
強
調
」

　
　
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
『
家
集
』
本
文
の
「
い
と
疾
く
」
も
、
女

　
　
房
の
在
り
方
の
手
本
と
な
る
よ
う
、
主
と
し
て
素
早
く
返
歌
し
た
と
読

　
　
む
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
か
ら
、
『
日
記
』
の
み
が
、
主
人
と
し
て

　
　
の
道
長
を
「
強
調
」
し
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

　
　
か
o

（
7
）
　
中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
氏
編
『
古
語
大
辞
典
（
コ
ン
パ

　
　
ク
ト
版
）
』
　
（
1
九
九
四
・
小
学
館
）
に
は
「
か
」
と
「
や
」
に
つ
い
て
、

　
　
r
『
か
』
が
疑
問
点
を
取
り
上
げ
て
鋭
く
疑
う
の
に
対
し
、
『
や
』
は
文

　
　
全
体
の
叙
述
を
柔
ら
か
に
疑
い
問
い
か
け
る
意
で
あ
る
と
い
え
る
よ
う

　
　
で

あ
る
」
と
あ
り
、
ま
た
、
山
口
明
穂
・
秋
本
守
英
氏
編
『
日
本
文
法

　
　
大
辞
典
』
（
二
〇
〇
二
年
・
明
治
書
院
）
に
は
「
『
や
』
は
、
当
該
部
分

　
　
を
疑
問
点
と
し
て
明
示
す
る
性
格
が
乏
し
い
の
で
、
文
全
体
の
肯
否
を

　
　
た
ず
ね
る
判
定
要
求
の
疑
問
語
と
し
て
の
性
格
が
強
い
」
と
あ
る
。

（
8
）
　
山
本
淳
子
氏
は
、
前
掲
『
角
川
文
庫
』
の
脚
注
に
お
い
て
「
自
ら
の

　
　
意
志

を
強
く
持
て
と
、
女
房
と
し
て
の
紫
式
部
を
鼓
舞
す
る
。
返
事
の

　
　
早

さ
へ
の
評
価
同
様
、
主
人
の
視
点
か
ら
の
詠
歌
」
と
解
説
さ
れ
る
が
、

　
　
確
か

に
、
家
を
切
り
盛
り
す
る
主
人
と
し
て
の
視
点
か
ら
、
道
長
は
、

　
　
式
部

を
評
価
こ
そ
し
て
い
る
も
の
の
、
r
あ
な
疾
、
と
ほ
ほ
ゑ
み
て
」

　
　
と
あ
る
よ
う
に
、
決
し
て
、
自
分
自
身
の
意
志
を
強
く
持
て
と
い
う
意

　
　
味
合
い
で
鼓
舞
し
て
は
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
9
）
　
藤
原
実
資
『
小
右
記
』
寛
仁
二
（
一
〇
一
八
）
年
十
月
十
六
日
条
、

　
　
威
子
立
后
に
よ
る
宿
縁
行
事
に
て
詠
ま
れ
た
歌
。
「
此
世
乎
は
我
世
と

　
　
所
思
望

月
乃
欠
た
る
事
も
無
と
思
へ
は
」
と
あ
る
。
（
笹
川
種
郎
氏
編

　
　
『
史
料
通
覧
　
小
右
記
二
』
一
九
l
六
・
日
本
史
籍
保
存
会
）
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