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明
治
二
〇
年
代
の
女
子
向
け
歌
論
と
与
謝
野
鉄
幹
「
亡
国
の
音
」 

堀 

下 

翔 

 

は
じ
め
に 

 

与
謝
野
鉄
幹
「
亡
国
の
音
（
現
代
の
非
丈
夫
的
和
歌
を
罵
る
）」
は
『
二
六
新

報
』
に
明
治
二
七
年
五
月
一
〇
日
か
ら
五
月
一
八
日
ま
で
、
一
四
日
を
除
い
て

連
続
全
八
回
掲
載
さ
れ
た
歌
論
で
あ
る
。
鉄
幹
の
初
期
歌
論
と
し
て
し
ば
し
ば

参
照
さ
れ
る
も
の
で
、
成
立
背
景
と
し
て
萩
野
由
之
「
和
歌
改
良
論
」
の
存
在

（
小
泉
苳
三
）

（

1

）

、
日
清
開
戦
を
目
前
と
す
る
時
局
（
和
田
繁
二
郎
）

（

2

）

、
賀
茂
真

淵
の
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
の
議
論
（
中
晧
）

（

3

）

な
ど
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
期
に
お
け
る
百
人
一
首
の
受
容
を
明
ら
か
に
し

た
岩
井
茂
樹
が

（

4

）

重
要
な
示
唆
を
し
て
い
る
。
岩
井
に
よ
る
と
、
明
治
期
に
は
恋

歌
を
非
難
す
る
言
説
が
多
出
し
て
お
り
、
そ
の
一
つ
に
「
亡
国
の
音
」
が
数
え

ら
れ
る
と
い
う
。
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
る
記
事
は
以
下
。

（

5

）

 

 ■
落
合
直
文
「
恋
歌
と
い
ふ
も
の
」（『
女
鑑
』
第
四
号
、
明
治
二
四
年
一
一
月

五
日
）
。 

■
林
甕
臣
「
恋
歌
は
よ
む
べ
か
ら
ず
」（
『
女
鑑
』
第
二
一
号
、
明
治
二
五
年
九

月
二
〇
日
） 

■
奎
堂
散
史
「
恋
歌
は
詠
む
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
説
を
読
み
て
」（
『
女
鑑
』
第
二

六
号
、
明
治
二
五
年
一
一
月
五
日
） 

■
与
謝
野
鉄
幹
「
亡
国
の
音
」
（
前
出
） 

■
高
崎
正
風
「
恋
歌
を
論
じ
て
作
歌
の
精
神
に
及
ぶ
」（
遠
山
稲
子
編
『
歌
も
の

が
た
り
』
明
治
四
五
年
五
月
、
東
京
社
） 

 

鉄
幹
以
前
の
言
説
が
『
女
鑑
』
に
集
中
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
上
京

以
前
の
鉄
幹
は
徳
山
女
学
校
の
教
師
で
あ
っ
た
し
、
二
六
新
報
社
に
入
社
す
る

以
前
に
は
『
婦
女
雑
誌
』
に
し
ば
し
ば
寄
稿
す
る
な
ど
、
初
期
の
キ
ャ
リ
ア
は

女
子
教
育
と
関
係
す
る
も
の
が
多
い
。 

 

「
亡
国
の
音
」
の
背
景
に
は
、
当
時
の
女
子
教
育
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
を
問
う
の
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。 

こ
と
は
何
も
鉄
幹
に
限
ら
な
い
。
明
治
期
の
和
歌
は
女
子
教
育
と
近
い
位
置

に
あ
っ
た
。
片
桐
顕
智
が
「
明
治
初
期
の
詠
歌
論
は
、
「
女
学
雑
誌
」
「
女
鑑
」

を
中
心
と
し
て
女
性
対
象
か
ら
発
足
す
る
。
雑
誌
の
性
質
上
啓
蒙
的
論
文
と
し

て
の
詠
歌
論
は
、
女
性
雑
誌
を
中
心
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
現
象
も
あ
り
、

又
和
歌
文
学
の
同
好
層
、
普
及
性
が
女
性
を
対
象
と
す
る
文
学
的
性
質
に
も
由

る
の
で
あ
ら
う
」

（

6

）

と
い
う
よ
う
に
、
明
治
期
と
り
わ
け
明
治
二
〇
年
代
の
歌
論
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に
は
、
読
者
を
女
性
と
想
定
し
た
り
、
内
容
を
女
性
に
ひ
き
つ
け
た
り
す
る
も

の
が
散
見
さ
れ
る
。
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
が
急
速
に
発
達
す
る
中
で
、
細
分
化
さ
れ

た
読
者
層
に
応
じ
た
歌
論
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
歌
論
は
顧
み
ら
れ
る
機
会
が
極
め
て
乏
し
い
。
例
え
ば
小
泉
苳
三

編
『
明
治
大
正
短
歌
資
料
大
成 

第
一
巻
』（
昭
和
一
五
年
六
月
、
立
命
館
出
版

部
）
と
い
う
明
治
期
歌
論
を
集
成
し
た
一
冊
が
あ
る
が
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
の
は
萩
野
由
之
の
「
和
歌
改
良
論
」
や
佐
々
木
弘
綱
の
「
長
歌
改
良
論
」、
山

田
美
妙
の
「
日
本
韻
文
論
」
と
い
っ
た
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
歌
論
が
中
心
で

あ
り
、
片
桐
が
指
摘
す
る
女
子
向
け
の
歌
論
群
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。 

明
治
二
〇
年
代
、
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
で
女
子
に
向
け
て
書
か
れ
た
歌
論
で
は
い

っ
た
い
何
が
語
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
ま
ず
は
迂
遠
を
厭
わ

ず
明
治
二
〇
年
代
に
お
け
る
女
子
と
和
歌
と
に
関
す
る
言
説
の
生
成
を
跡
づ

け
、
最
終
的
に
は
「
亡
国
の
音
」
の
新
し
い
位
置
づ
け
を
探
っ
て
い
く
。 

 

一 

女
子
の
特
性
と
和
歌 

 
 

明
治
二
〇
年
代
の
女
子
向
け
歌
論
に
お
い
て
は
「
実
情
」「
真
情
」
を
詠
む
こ

と
が
重
視
さ
れ
る
（
以
下
、
傍
線
は
筆
者
）。 

 
 

鈴
木
弘
恭
「
和
文
学
講
義 

第
五
回 

和
歌
の
事
」（
『
女
学
雑
誌
』
第
六
八

号
、
明
治
二
〇
年
七
月
二
三
日
） 

 
 

正
直
に
実
情
実
景
を
述
べ
た
る
歌
は
実
に
人
の
心
を
感
ぜ
し
む
る
も
の

な
り
貴
嬢
等
こ
と
に
此
所
に
注
意
す
べ
し 

 

 

佐
々
木
小
鈴
（
佐
々
木
信
綱
か
）「
詠
歌
論
第
一
」（『
女
学
雑
誌
』
第
一
一
三

号
、
明
治
二
一
年
六
月
九
日
） 

 
 

歌
は
真
情
よ
り
出
る
も
の
に
し
あ
れ
ば
そ
の
主
と
す
る
と
こ
ろ
は
誠
実

を
基
と
し
て
か
り
に
も
詐
偽
の
作
物
を
よ
ま
し
と
心
が
く
へ
き
な
り 

 

磯
貝
雲
峰
「
詩
歌
を
学
ぶ
の
効
用
」
（『
女
学
雑
誌
』
第
二
〇
〇
号
、
明
治
二 

三
年
二
月
一
五
日
） 

 
 

人
よ
り
題
を
与
ら
る
ゝ
に
せ
よ
苟
も
詩
歌
を
作
為
せ
ん
と
欲
せ
ば
先
づ

実
情
実
景
を
想
像
の
中
に
画
か
ざ
る
可
ら
ず 

 

井
口
隆
太
郎
「
和
歌
の
し
る
べ
」
（『
女
鑑
』
第
一
号
、
明
治
二
四
年
八
月
八

日
） 

 
 

和
歌
は
耳
に
聞
き
目
に
見
て
心
に
起
る
感
情
の
、
外
に
現
は
れ
た
る
も
の

な
れ
ば
、
い
た
く
巧
み
に
よ
み
い
で
ん
と
す
べ
か
ら
ず
。
た
ゞ
あ
り
の

ま
ゝ
に
よ
み
い
づ
べ
し
。 

 

虚
飾
の
な
い
詠
歌
を
是
と
す
る
志
向
が
共
通
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
近
世
歌

論
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
実
情
」
は
近
世
歌
論
の
鍵
語
で
あ

る
。
武
者
小
路
実
陰
が
「
歌
は
た
ゞ
実
情
を
先
と
し
つ
ね
に
実
情
を
心
が
く
べ

し
」（
似
雲
『
詞
林
拾
葉
』

（

7

）

）
と
述
べ
た
よ
う
に
堂
上
歌
人
ら
が
重
視
し
た
の
に

対
し
て
、
国
学
派
は
概
ね
否
定
的
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
香
川
景
樹
が
賀
茂
真

淵
を
批
判
す
る
形
で
「
い
に
し
へ
の
歌
の
調
も
情
も
と
ゝ
の
へ
る
ハ
、
他
の
義

あ
る
に
あ
ら
ず
。
ひ
と
へ
の
誠
実
よ
り
出
れ
バ
な
り
」（
『
新
学
異
見
』

（

8

）

）
と
論

じ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
明
治
二
〇
年
代
の
女
子
向
け
の
歌
論
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は
主
に
「
誠
実
」
を
追
究
す
る
景
樹
歌
論
の
影
響
下
に
あ
る
。 

 
も
っ
と
も
「
誠
実
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
実
情
」
の
称
揚
は
、
女
子
を
対
象

と
す
る
も
の
に
限
ら
な
い
。
景
樹
を
始
祖
と
す
る
桂
園
派
の
影
響
力
が
強
か
っ

た
こ
の
時
期
の
歌
論
で
あ
れ
ば
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
女
子
教
育
に
関
し
て
い
え
ば
、
か
よ
う
な
言
説
は
女

子
の
特
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
形
で
発
展
し
て
ゆ
く
。 

男
女
同
権
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
当
時
、
女
子
の
地
位
向
上
が
目
指
さ
れ
る
に

あ
た
っ
て
、
啓
蒙
家
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
女
子
の
特
性
を
育
む
と
い
う
回
路
を

採
用
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
女
子
の
特
性
と
さ
れ
た
の
が
感
情
で
あ
る
。
例
え

ば
老
川
居
士
「
文
学
は
男
子
の
天
職
に
非
ず
」
（
『
女
学
雑
誌
』
第
二
〇
一
号
、

明
治
二
三
年
二
月
二
二
日
）
は
人
間
の
特
性
の
性
差
を
「
豪
放
と
云
ひ
磊
落
と

云
ひ
剛
毅
と
云
ふ
皆
男
子
の
天
質
に
し
て
婉
美
と
云
ひ
精
緻
と
云
ひ
温
和
と

云
ふ
皆
女
子
の
本
性
な
り
」
と
区
分
し
た
上
で
、
精
緻
な
感
性
を
必
要
と
す
る

詩
歌
や
小
説
は
女
子
に
と
っ
て
の
「
天
職
」
で
あ
る
と
す
る
。 

「
天
職
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
概
念
を
介
し
て
女
子
と
文
学
の
実
作
と
を

結
び
つ
け
る
発
想
は
、
同
年
に
発
表
さ
れ
た
雲
峰
の
「
女
子
盍
ぞ
和
歌
を
学
ば

ざ
る
」（
『
女
学
雑
誌
』
第
二
〇
六
号
、
明
治
二
三
年
三
月
二
九
日
）
に
も
共
通

し
て
い
る
。
こ
こ
で
雲
峰
は
「
余
は
今
女
性
諸
君
の
事
に
就
き
多
言
を
費
さ
ず

只
諸
君
が
男
子
に
比
し
て
大
に
感
情
に
富
む
事
を
諸
君
と
共
に
認
む
る
を
以

て
足
れ
り
と
す
」
と
述
べ
、
女
子
が
持
つ
と
さ
れ
る
小
心
や
多
涙
と
い
っ
た
心

性
も
感
情
の
豊
か
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
て
そ
れ
は
む
し
ろ
長
所
な
の

だ
と
説
き
、「
其
天
職
を
全
ふ
せ
ん
事
を
希
望
す
る
」
と
読
者
に
呼
び
か
け
て
い

る
。 詠

歌
が
実
情
を
誠
実
に
表
出
す
る
営
為
な
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
適
性
は

感
情
が
豊
か
だ
と
さ
れ
る
女
子
に
見
出
さ
れ
た
の
だ
。 

 

こ
れ
ら
『
女
学
雑
誌
』
の
言
説
が
出
回
っ
た
明
治
二
三
年
に
は
中
島
歌
子
の

萩
の
舎
で
歌
を
学
ん
だ
田
辺
龍
子
（
三
宅
花
圃
）
も
「
女
子
詠
歌
論
」（『
日
本

之
文
華
』
第
一
巻
第
八
号
、
明
治
二
三
年
四
月
一
四
日
）
で
近
い
意
見
を
述
べ

て
い
る
。 

  
 

日
本
は
美
術
こ
と
に
進
歩
し
、
泰
西
諸
国
の
人
々
も
を
さ
〳
〵
及
ば
ぬ
よ

し
い
ふ
と
か
聞
に
、
女
の
長
所
も
又
美
術
な
り
と
い
へ
バ
、
よ
き
が
う
へ

に
も
よ
か
ら
ん
事
を
願
ひ
て
、
其
美
術
を
習
ひ
あ
き
ら
め
ず
ハ
あ
る
べ
か

ら
ず
。
美
術
と
い
ふ
も
さ
ま
〳
〵
あ
れ
ど
、
か
の
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
あ

は
れ
と
思
は
せ
、
猛
き
も
の
ゝ
ふ
の
心
を
も
や
は
ら
ぐ
る
と
い
ふ
や
ま
と

歌
こ
そ
、
此
国
に
生
れ
て
は
一
際
心
を
つ
く
し
て
学
ば
ま
ほ
し
き
業
な
れ
。

泰
西
諸
国
に
て
も
詩
を
美
術
中
の
美
術
と
た
と
ひ
、
殊
に
女
の
を
（
よ
）

（

9

）

し
と
す
と
き
く
。
さ
る
を
歌
と
し
い
へ
ば
、
徒
に
明
石
の
浦
に
嶋
か
く
れ

ゆ
く
舟
を
を
し
み
、
田
子
の
浦
に
富
士
の
雪
を
め
で
、
月
に
う
そ
ぶ
き
花

に
う
か
る
ゝ
も
の
と
の
み
思
ひ
た
る
ハ
か
た
は
ら
い
た
く
、
を
こ
の
限
と

い
ふ
べ
し
。
歌
は
知
識
を
す
ゝ
め
心
を
優
美
に
す
る
具
に
て
、
女
に
は
か

の
泰
西
詩
の
如
く
、
よ
く
適
当
し
た
る
も
の
な
る
を
（…

） 

  
こ
う
し
た
言
説
が
明
治
二
三
年
に
相
次
い
で
出
現
し
て
い
る
の
は
、
男
女
同

権
を
め
ぐ
る
当
時
の
情
況
が
関
係
し
て
い
よ
う
か
。
男
女
同
権
の
理
念
自
体
は

明
治
初
年
代
か
ら
議
論
さ
れ
、
和
歌
で
も
こ
の
語
を
新
題
と
し
て
取
り
入
れ
る

も
の
が
現
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
〈
咲
か
は
す
い
も
せ
の
山
の
桜
花
い
つ
れ
を

ま
さ
る
い
ろ
と
か
は
見
ん
〉
細
川
春
流
『
奇
題
百
詠
』
明
治
一
二
年
七
月
、
小
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林
二
郎
）
。
し
か
し
な
が
ら
明
治
二
二
年
二
月
に
公
布
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
憲

法
で
は
女
性
の
権
利
が
民
間
の
議
論
ほ
ど
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
結

果
、『
女
学
雑
誌
』
で
は
こ
れ
を
危
機
と
す
る
姿
勢
を
取
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（

10

）

明

治
二
三
年
は
一
一
月
の
憲
法
施
行
に
あ
た
っ
て
女
子
の
地
位
向
上
に
益
す
る

特
性
の
性
差
を
強
調
す
べ
き
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

龍
子
の
「
女
子
詠
歌
論
」
に
な
お
付
言
し
て
お
く
。
和
歌
を
風
雅
の
遊
び
と

み
な
さ
ず
「
知
識
を
す
ゝ
め
心
を
優
美
に
す
る
具
」
と
す
る
位
置
づ
け
は
萩
野

由
之
の
「
和
歌
改
良
論
」（
小
中
村
義
象
・
萩
野
由
之
『
国
学
和
歌
改
良
論
』
明

治
二
〇
年
六
月
、
吉
川
半
七
）
に
始
ま
る
一
連
の
和
歌
改
良
運
動
で
共
有
さ
れ

て
い
た
も
の
だ
が
、
龍
子
は
こ
れ
を
女
子
の
特
性
と
紐
付
け
て
い
る
。 

「
女
子
詠
歌
論
」
末
尾
に
は
「
い
か
で
こ
の
都
の
女
学
校
に
て
は
和
歌
の
一

科
を
ま
う
け
、
あ
れ
に
し
歌
の
あ
ら
す
田
す
き
か
へ
さ
れ
ん
事
こ
そ
願
は
し
け

れ
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
は
香
川
景
樹
の
歌
〈
し
き
島
の
哥
の
あ
ら
す

田
荒
に
け
り
あ
ら
す
き
か
へ
せ
う
た
の
あ
ら
樔
田
〉（『
桂
園
一
枝
』
月
、
事
に

つ
き
時
に
ふ
れ
た
る
）

（

11

）

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
龍
子
と
と
も
に
萩
の
舎
で

和
歌
を
学
ん
だ
樋
口
夏
子
（
一
葉
）
に
も
〈
敷
嶌
の
う
た
の
あ
ら
す
田
す
き
か

へ
し
昔
の
春
は
た
れ
か
見
す
ら
ん
〉（
題
「
寄
哥
述
懐
」

（

12

）

）
の
作
例
が
あ
る
か
ら
、

桂
園
派
と
の
交
流
も
あ
っ
た
萩
の
舎
の
女
子
た
ち
に
と
り
身
近
な
歌
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
和
歌
／
短
歌
史
記
述
で
は
新
派
に
否
定
さ
れ
た
旧
派
の

代
表
格
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
桂
園
派
だ
が
、
龍
子
は
む
し
ろ

景
樹
の
歌
を
よ
り
し
ろ
に
し
て
新
時
代
の
和
歌
の
あ
り
か
た
を
夢
み
て
い
た

わ
け
で
あ
る
。 

 

二 

女
子
が
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と 

  

し
か
し
な
が
ら
、
女
子
は
自
由
に
和
歌
を
詠
む
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

冒
頭
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
恋
歌
が
非
難
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

『
女
鑑
』
第
二
一
号
（
明
治
二
五
年
九
月
二
〇
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
歌
論
「
恋

歌
は
詠
む
べ
か
ら
ず
」（
の
ち
『
淑
女
』
第
二
巻
第
四
号
、
明
治
三
三
年
四
月
一

五
日
に
転
載
）
で
、
国
学
者
・
林
甕
臣
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

  
 

歌
バ
か
り
徳
性
を
涵
養
し
、
風
教
を
感
化
す
る
に
、
預
り
て
、
力
あ
る
も

の
は
、
有
ら
じ
。
ゆ
ゑ
に
よ
う
せ
ず
ば
、
風
教
を
害
し
、
徳
性
を
、
み
だ

す
も
、
ま
た
推
し
て
知
ら
れ
た
り
。
世
に
恋
て
ふ
歌
の
題
、
与
へ
て
、
を

み
な
児
ど
も
に
詠
ま
す
る
は
、
何
ご
と
ぞ
や
。
い
か
な
る
考
へ
に
か
。
俗

曲
の
野
鄙
猥
褻
の
う
た
ど
も
、
酒
の
む
し
ろ
、
こ
と
ほ
ぎ
の
た
た
み
、
な

ど
に
、
ざ
れ
く
つ
が
へ
ら
ん
に
、
何
ぞ
異
な
る
べ
き
。
ほ
ゝ
え
ま
ん
も
、

苦
々
し
。
腹
か
ゝ
へ
ん
も
、
お
坐
が
醒
め
た
り
。 

  

女
子
や
児
童
が
恋
題
の
歌
を
詠
む
風
景
は
異
様
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。 

和
歌
史
上
、
恋
を
詠
む
営
為
は
自
明
の
も
の
で
あ
っ
た
。『
万
葉
集
』
が
す
で

に
相
聞
歌
の
巻
を
持
ち
、
勅
撰
集
以
降
ほ
と
ん
ど
の
歌
集
は
恋
部
を
備
え
、
題

詠
が
隆
盛
し
て
か
ら
は
無
数
の
恋
題
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
て
い
る
。

近
世
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
よ
く
知
ら
れ
る
本
居
宣
長
の
「
歌
ハ
恋
を
む
ね

と
す
る
事
を
し
る
べ
し
」（
『
石
上
私
淑
言
』

（

13

）

）
の
言
葉
の
よ
う
に
、
恋
歌
は
む

し
ろ
称
揚
さ
れ
る
こ
と
が
大
半
で
あ
っ
た
。
淫
靡
に
傾
い
た
恋
歌
が
非
難
さ
れ

る
こ
と
こ
そ
あ
れ
実
情
に
基
づ
い
た
恋
歌
な
ら
ば
問
題
に
は
な
ら
な
か
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っ
た
。

（

14

）

か
つ
、
前
近
代
の
社
会
が
多
分
に
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

い
つ
の
時
代
に
も
女
性
歌
人
は
存
在
し
、
子
ど
も
が
歌
を
詠
む
こ
と
も
あ
っ
た
。 

 

に
も
か
か
わ
ら
ず
恋
歌
が
非
難
の
対
象
と
な
る
事
態
が
招
来
さ
れ
た
の
は
、

社
会
に
お
け
る
「
恋
」
の
位
相
が
変
調
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
西
洋
の
概
念
で

あ
る
「
愛
」
が
受
容
さ
れ
た
結
果
、「
恋
」
は
情
欲
の
口
吻
を
有
す
る
も
の
と
し

て
「
愛
」
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
磯
貝
雲
峰
が
『
女

学
雑
誌
』
第
二
四
二
号
（
明
治
二
三
年
一
二
月
六
日
）
に
寄
稿
し
た
「
文
人
は

愛
な
く
ん
ば
不
可
也
」
を
挙
げ
よ
う
。
こ
こ
で
雲
峰
は
「
余
は
愛
情
の
天
賦
の

美
性
な
る
を
信
ず
る
が
故
に
決
し
て
之
を
卑
し
め
ず
、
卑
し
め
ざ
る
が
故
に
強

ひ
て
之
を
絶
て
と
云
は
ず
、
さ
れ
ど
東
洋
に
古
来
云
ひ
伝
ふ
る
所
謂
恋
な
る
も

の
に
至
つ
て
は
其
宜
し
き
を
見
ず
、
何
と
な
れ
ば
必
ら
ず
下
等
の
情
欲
を
伴
ふ

を
見
れ
ば
な
り
、
是
豈
真
誠
の
愛
情
な
り
と
せ
ん
や
」
と
述
べ
、「
恋
」
を
「
愛
」

よ
り
も
下
等
に
置
い
て
い
る
。 

 

「
恋
」
が
含
意
し
て
い
た
情
欲
自
体
が
元
来
は
あ
な
が
ち
下
等
の
も
の
と
は

考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
、
ひ
と
た
び
そ
の
価
値
観
が
顛
倒
し
て
し
ま

え
ば
、『
女
学
雑
誌
』
内
外
で
女
学
生
に
和
歌
を
指
南
し
て
い
た
鈴
木
弘
恭
に
よ

る
「
徒
然
草
の
第
三
段
は
猥
褻
に
非
る
論
」（『
女
学
雑
誌
』
第
二
一
三
号
、
明

治
二
三
年
五
月
一
七
日
）
の
よ
う
な
論
考
も
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。「
い
ろ
こ

の
ま
ざ
ら
ん
男
」
を
「
い
と
さ
う
〴
〵
し
」
と
嘆
く
『
徒
然
草
』
第
三
段
を
猥

褻
と
す
る
見
方
に
反
駁
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
「
是
れ
は
至
愛
の

情
を
い
へ
る
な
れ
ど
言
葉
を
強
め
て
か
く
大
げ
さ
に
い
は
れ
し
」
と
い
う
も
の

で
あ
る
。「
至
愛
」
は
こ
の
時
期
、
キ
リ
ス
ト
教
関
係
者
の
言
説
に
お
い
て
神
の

愛
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
た
語
で
あ
り
、
鈴
木
は
情
欲
と
西
洋
的
な
「
愛
」
を

重
ね
て
い
る
わ
け
だ
が
、
い
さ
さ
か
無
理
筋
と
も
思
え
る
こ
の
筆
致
は
、
幕
末

に
国
学
を
修
め
た
キ
ャ
リ
ア
を
維
新
後
に
は
女
子
教
育
に
活
か
す
こ
と
に
な

っ
た
鈴
木
が
価
値
の
転
換
の
中
で
抱
え
て
い
た
矛
盾
を
反
映
し
て
い
よ
う
。 

 

加
う
る
に
、
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
明
治
期
歌
論
で
は
実
情
を
詠
む
こ

と
が
奨
励
さ
れ
、
女
子
は
感
情
に
特
性
が
あ
る
ゆ
え
に
和
歌
に
適
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
女
子
が
詠
む
恋
歌
は
、
さ
し
ず
め
実
情
に
満
ち

満
ち
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
さ
ら
に
考
え
て
み
る
と
、
当
時

の
題
詠
に
つ
い
て
の
理
解
も
問
題
と
な
る
。
前
節
で
挙
げ
た
雲
峰
の
「
詩
歌
を

学
ぶ
の
効
用
」
が
「
人
よ
り
題
を
与
ら
る
ゝ
に
せ
よ
苟
も
詩
歌
を
作
為
せ
ん
と

欲
せ
ば
先
づ
実
情
実
景
を
想
像
の
中
に
画
か
ざ
る
可
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
点

に
注
意
し
た
い
。
鉄
幹
が
「
亡
国
の
音
」
で
再
三
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
当

時
の
和
歌
は
大
部
分
が
題
詠
で
詠
ま
れ
る
。
し
か
し
題
詠
で
あ
っ
て
も
そ
の
題

か
ら
発
想
し
た
景
を
心
に
映
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
ひ
と
り
雲
峰
の
理
解
で
は
な
く
、
藤
井
行
麿
「
和
歌
手
ひ
き
く
さ
」（
『
女
鑑
』

第
一
号
、
明
治
二
四
年
八
月
八
日
）
に
も
「
題
を
得
て
も
題
と
思
ふ
べ
か
ら
ず
、

や
は
り
実
景
実
事
に
な
し
て
、
花
な
ら
バ
は
な
を
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
さ
か
せ
、

月
な
ら
バ
月
を
こ
ゝ
ろ
に
い
だ
し
、
そ
れ
を
見
る
心
に
な
り
て
よ
む
べ
し
」
と

あ
る
よ
う
に
、
常
識
に
属
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。 

藤
井
の
「
花
な
ら
バ
は
な
を
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
さ
か
せ
、
月
な
ら
バ
月
を

こ
ゝ
ろ
に
い
だ
し
」
と
い
う
表
現
を
借
り
れ
ば
、
恋
な
ら
ば
恋
を
心
に
浮
べ
る

こ
と
が
題
詠
で
あ
る
。
そ
の
と
き
女
子
た
ち
は
、
恋
題
を
実
情
と
し
て
心
中
に

想
起
し
、
内
面
化
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。 

 

具
体
的
な
説
明
を
試
み
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
明
治
二
四
年
に
萩
の
舎
の
門

下
生
ら
が
行
っ
た
難
陳
の
様
子
で
あ
る
。
作
者
は
不
詳
、
判
者
は
樋
口
夏
子
が

務
め
た
。
題
は
「
寄
橋
恋
」。 
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八
ツ
は
し
の
く
も
て
に
物
を
お
も
ふ
哉
つ
れ
な
き
人
を
恋
わ
た
る
ミ
は 

 
 

 
上
の
句
少
し
ふ
る
け
れ
と
詞
の
つ
ゝ
け
か
ら
優
に
聞
え
侍
れ
は
恋
の

御
哥
の
う
ち
に
は
こ
れ
を
こ
そ

（

15

）

 

  

『
後
撰
集
』
巻
九
恋
一
に
「
つ
ら
か
り
け
る
男
に
」
の
詞
書
で
載
る
〈
た
え

は
つ
る
物
と
ハ
み
つ
ゝ
さ
ゝ
が
に
の
糸
を
頼
め
る
心
ぼ
そ
さ
よ
〉

（

16

）

の
返
歌
〈
う

ち
わ
た
し
長
き
心
ハ
や
つ
橋
の
く
も
で
に
思
ふ
こ
と
ハ
た
え
せ
じ
〉
を
証
歌
と

す
る
歌
で
あ
る
。〈
た
え
は
つ
る…
〉
の
「
さ
ゝ
が
に
」
は
「
蜘
蛛
」（
佐
々
木

弘
綱
編
『
雅
言
小
解 

下
』
明
治
一
二
年
八
月
、
加
藤
万
作
）
の
異
称
で
、「
蜘

蛛
の
糸
の
衣
に
か
ゝ
る
時
は
必
思
ふ
人
の
来
る
前
証
な
り
と
い
ふ
諺
」
（
佐
々

木
弘
綱
・
佐
々
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
全
書 

第
二
編
』
明
治
二
三
年
一
二
月
、

博
文
館
）
を
踏
ま
え
る
。
返
歌
の
「
く
も
で
」
は
「
橋
の
架
け
方
打
違
ひ
た
る
」

さ
ま
（
増
田
于
信
・
落
合
直
文
校
訂
編
『
後
撰
和
歌
集
』
明
治
三
一
年
九
月
、

東
京
図
書
出
版
）
の
謂
い
で
、
懸
歌
の
「
さ
ゝ
が
に
」
に
か
こ
つ
け
て
い
る
。 

 

難
陳
の
掲
出
歌
の
歌
意
は
、
な
さ
け
知
ら
ず
の
人
を
恋
い
慕
い
つ
づ
け
て
い

る
と
、
三
河
八
橋
の
蜘
蛛
手
の
よ
う
に
四
方
八
方
に
物
思
い
を
し
て
し
ま
う

―

と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
が
、「
物
を
お
も
ふ
」「
恋
わ
た
る
」
と
い
っ
た
詞
の

み
な
ら
ず
、
初
句
「
八
ツ
は
し
の
く
も
て
」
も
証
歌
か
ら
恋
を
匂
わ
せ
て
い
る
。

「
寄
橋
恋
」
と
い
う
歌
題
は
建
久
年
間
の
六
百
番
歌
合
の
頃
に
生
じ
、
そ
の
後

各
種
の
百
首
歌
や
『
題
林
愚
抄
』
や
『
新
明
題
和
歌
集
』
な
ど
近
世
の
有
力
な

類
題
集
に
も
採
ら
れ
て
い
る
が
、『
後
撰
集
』
の
前
出
歌
を
踏
ま
え
る
類
想
は
見

ら
れ
な
い
。
香
川
景
樹
の
秋
歌
に
〈
ゆ
く
水
の
く
も
て
に
か
く
る
八
橋
を
き
り

ハ
ひ
と
つ
に
た
ち
わ
た
り
け
り
〉（
『
桂
園
一
枝
』
雪
、
題
「
橋
上
霧
」

（

17

）

）
が
あ

る
が
、
景
樹
歌
で
は
証
歌
の
恋
の
匂
い
が
骨
抜
き
に
さ
れ
、
叙
景
的
な
歌
と
な

っ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
掲
出
歌
は
、
題
に
つ
き
づ
き
し
い
趣
向
を
凝
ら
し
た

佳
什
と
い
え
よ
う
。 

も
っ
と
も
こ
の
趣
向
は
夏
子
の
眼
に
は
い
く
ら
か
大
時
代
と
映
っ
た
ら
し

い
。
評
は
、
そ
の
欠
点
を
補
う
ば
か
り
に
続
け
が
ら
が
す
ぐ
れ
て
い
て
い
か
に

も
恋
の
歌
ら
し
い―

と
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
続
け
が
ら
と
は
歌
詞
の
続

き
よ
う
を
指
す
歌
学
用
語
で
、
停
滞
の
な
い
こ
と
が
よ
し
と
さ
れ
る
。
「
歌
ハ

た
ゞ
お
な
じ
詞
な
れ
ど
、
つ
ゞ
け
が
ら
い
ひ
が
ら
に
て
、
よ
く
も
あ
し
く
も
聞

こ
ゆ
る
な
り
」（
鴨
長
明
『
無
名
抄
』

（

18

）

）
と
い
う
よ
う
に
、
詠
歌
で
は
詞
の
選
択

だ
け
で
は
な
く
そ
の
配
置
に
も
気
を
配
る
必
要
が
あ
っ
た
。 

御
歌
所
の
高
崎
正
風
は
「
年
齢
等
に
関
は
ら
ず
、
誰
で
も
詠
み
得
ら
る
ゝ
や

う
な
題
が
よ
ろ
し
い
と
思
ふ
」（「
恋
歌
を
論
じ
て
作
歌
の
精
神
に
及
ぶ
」）
と
い

う
理
由
か
ら
宮
中
の
歌
会
で
恋
題
を
出
題
し
な
い
よ
う
に
し
た
と
い
う
。
正
風

の
方
針
は
国
民
か
ら
広
く
詠
進
を
募
る
場
合
に
は
有
意
義
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
和
歌
規
範
を
習
得
し
た
者
で
あ
れ
ば
、
た
と
い
年
若
い
女
子

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
題
を
解
釈
し
、
あ
ま
つ
さ
え
批
評
を
加
え
る
身
ぶ
り
を

示
す
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
の
ち
に
師
・
歌
子
か
ら
後
継
者
と
さ
え
ま
な
ざ
さ
れ
る
夏
子
の
属
人

的
な
才
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
こ
の
難
陳
が
門
下
生
同
士
で
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
窺
え
よ
う
。
別
の
難
陳
歌
合
で
は
「
隔
年
恋
」
の
題
で

夏
子
が
出
詠
し
、
別
の
門
下
生
の
判
を
受
け
て
も
い
る
。
い
ず
れ
の
難
陳
も
門

下
生
の
邸
宅
に
一
〇
数
名
が
集
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
出
題
さ
れ
る
恋
題
は

近
代
的
価
値
観
に
お
い
て
は
「
下
等
の
情
欲
を
伴
ふ
」
も
の
（
雲
峰
「
文
人
は

愛
な
く
ん
ば
不
可
也
」
）
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
の
種
の
題
を
女
子
た
ち
が
こ
と
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も
な
げ
に
詠
む
風
景
を
見
る
者
が
も
し
あ
れ
ば
、「
ほ
ゝ
ゑ
ま
ん
も
、
苦
々
し
」

（
甕
臣
「
恋
歌
は
詠
む
べ
か
ら
ず
」
）
と
い
う
感
想
が
惹
起
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

女
学
校
に
通
う
門
下
生
も
い
た
と
は
い
え
、
萩
の
舎
自
体
は
一
私
塾
で
あ
り
、

学
校
制
度
の
埒
外
に
あ
っ
た
。
歌
会
や
難
陳
に
恋
題
が
出
題
さ
れ
た
の
も
、
そ

う
し
た
場
の
性
質
が
影
響
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
萩
の
舎
に
若
き
女
子
た

ち
が
集
っ
て
い
た
の
と
同
時
期
に
、
鈴
木
弘
恭
が
『
女
子
穎
才
集
』（
明
治
二
一

年
七
月
、
中
外
堂
）
と
い
う
撰
集
を
編
ん
で
い
る
。
華
族
女
学
校
、
高
等
女
学

校
、
跡
見
女
学
校
、
成
立
学
舎
女
子
部
、
明
治
女
学
校
な
ど
に
通
う
女
学
生
の

歌
と
和
文
を
輯
め
た
一
冊
で
、
和
歌
は
部
立
ご
と
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

四
季
部
で
完
結
し
て
お
り
、
恋
部
が
な
い
。 

御
歌
所
派
の
税
所
敦
子
を
は
じ
め
と
す
る
旧
派
の
女
性
歌
人
の
家
集
は
、
管

見
の
限
り
で
は
西
升
子
『
磯
若
菜
』（
明
治
四
三
年
三
月
、
私
家
版
）
を
除
い
て

総
じ
て
四
季
部
の
後
に
恋
部
を
備
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
『
女
子
穎
才

集
』
が
恋
部
を
欠
い
て
い
る
の
は
、
女
学
生
に
恋
歌
を
詠
ま
せ
る
こ
と
を
避
け

た
結
果
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
同
書
の
同
時
代
評
に
は
「
凡
そ
和
歌
及

び
和
文
は
今
の
女
子
教
育
に
欠
く
可
ら
ざ
る
の
学
科
た
り
吾
人
は
何
れ
の
女

学
校
に
於
て
も
此
二
科
の
備
わ
ら

（

マ

マ

）

ん
こ
と
を
望
む
が
故
に
亦
た
其
女
生
方
が

能
く
此
の
二
科
に
熱
心
な
ら
ん
こ
と
を
尤
も
願
ふ
も
の
な
り
」（
無
署
名
「
批
評 

女
子
穎
才
集
」
、『
女
学
雑
誌
』
一
二
一
号
、
明
治
二
一
年
七
月
二
八
日
）
と
い

う
一
節
が
見
出
せ
る
。
田
辺
龍
子
も
前
出
「
女
子
詠
歌
論
」
で
女
学
校
に
お
け

る
和
歌
教
育
を
熱
望
し
て
い
た
。
裏
を
返
せ
ば
、
学
校
制
度
上
の
身
分
に
あ
る

女
学
生
が
和
歌
を
詠
む
と
き
、
そ
こ
に
は
教
育
の
見
地
が
差
し
挟
ま
れ
る
。 

 

三 

鉄
幹
「
亡
国
の
音
」
へ
の
展
開 

 
 

 

さ
て
、
こ
こ
ま
で
明
治
二
〇
年
代
の
歌
論
を
女
子
教
育
の
側
面
か
ら
辿
っ
て

き
た
が
、
最
後
に
こ
れ
ら
の
歌
論
と
鉄
幹
の
「
亡
国
の
音
」
と
の
関
係
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。
そ
の
最
終
回
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。 

 彼
等
歌
人
の
多
数
は
『
恋
歌
』
を
排
斥
せ
ざ
る
也
、
排
斥
せ
ざ
る
猶
可
な

り
と
雖
も
之
を
奨
励
す
る
者
あ
る
に
於
て
は
沙
汰
の
限
と
云
べ
し
、
云
く

『
恋
歌
』
は
歌
の
真
髄
、
よ
む
こ
と
最
困
難
な
る
者
、
之
を
よ
む
易
々
た

る
に
至
つ
て
初
め
て
歌
を
知
り
得
た
る
也
と
、
先
づ
授
る
に
百
人
一
首
伊

勢
物
語
等
の
情
歌
を
以
て
す
、
之
を
久
し
う
し
て
模
倣
的
情
歌
は
作
ら
る
、

題
に
云
く
初
恋
、
通
書
恋
、
逢
恋
、
恨
恋
、
甚
し
き
に
至
り
て
は
思
二
人

恋
、
比
丘
尼
恋
、
思
伯
母
恋
な
ど
云
ふ
題
さ
へ
あ
り
、
教
ふ
る
者
学
ぶ
者

老
人
青
年
互
に
坐
を
交
へ
て
歌
ふ
、
彼
等
は
以
て
得
々
た
る
也
、
而
し
て

醜
聞
は
往
々
妙
齢
歌
人
の
間
に
起
る
、
世
に
風
俗
を
壊
乱
す
る
も
の
あ
ら

は
余
は
此
『
恋
歌
』
を
以
て
其
一
に
加
ふ
る
を
躊
躇
せ
ざ
る
べ
し 

 

 

恋
歌
を
非
難
す
る
論
調
が
甕
臣
の
「
恋
歌
は
詠
む
べ
か
ら
ず
」
と
共
通
し
て

い
る
。
た
だ
し
甕
臣
の
論
は
掲
載
誌
や
「
恋
て
ふ
歌
の
題
、
与
へ
て
、
を
み
な

児
ど
も
に
詠
ま
す
る
は
、
何
ご
と
ぞ
や
」
と
い
う
文
言
か
ら
い
っ
て
主
に
女
子

が
恋
歌
を
詠
む
こ
と
を
問
題
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
亡
国
の
音
」
と
の
関
係

が
指
摘
で
き
る
の
は
む
し
ろ
、「
恋
歌
は
詠
む
べ
か
ら
ず
」
に
対
す
る
賛
意
を
示

し
た
奎
堂
散
史
「
恋
歌
は
詠
む
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
説
を
読
み
て
」（『
女
鑑
』
第

二
六
号
、
明
治
二
五
年
一
一
月
五
日
）
の
方
で
あ
る
。 
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同
記
事
に
は
「
恋
の
題
を
与
へ
て
歌
よ
ま
し
む
る
が
如
き
は
、
実
に
少
壮
男

女
の
徳
性
を
汚
し
、
心
術
を
破
る
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
恋
歌
が
害
を
も
た

ら
す
も
の
が
「
少
壮
男
女
」
へ
と
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
鉄
幹
の
「
亡

国
の
音
」
で
も
同
様
で
、「
老
人
青
年
」
が
列
座
す
る
な
か
の
「
妙
齢
歌
人
」
た

ち
が
問
題
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
奎
堂
散
史
は
前
出
箇
所
に
続
け
て
「
延
て
国

家
の
風
教
を
破
り
、
道
徳
を
紊
る
の
害
、
挙
げ
て
言
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
て

い
る
が
、「
亡
国
の
音
」
に
も
先
に
引
い
た
箇
所
の
直
前
に
「
国
を
危
う
す
る
者

は
大
丈
夫
の
元
気
衰
へ
て
女
性
之
に
克
つ
に
在
り
」
と
い
う
箇
所
が
あ
り
、
こ

と
が
国
家
の
存
亡
へ
の
憂
慮
に
紐
付
け
ら
れ
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。 

 

女
子
向
け
歌
論
と
の
関
係
は
恋
歌
に
言
及
し
た
箇
所
に
限
ら
な
い
。 

「
亡
国
の
音
」
に
は
大
家
た
ち
の
歌
を
挙
げ
て
「
今
や
上
下
挙
つ
て
此
類
の

女
性
的
和
歌
を
崇
拝
す
其
害
毒
果
し
て
如
何
」(
最
終
回)

と
主
張
す
る
箇
所
が

あ
る
。
女
性
的
な
和
歌
の
拡
大
を
危
惧
す
る
こ
の
論
旨
は
、
そ
の
原
型
が
明
治

二
六
年
の
「
女
子
と
国
文
」

（

19

）

に
見
い
だ
せ
る
こ
と
が
永
岡
健
右
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、

（

20

）

「
女
子
と
国
文
」
は
第
一
回
で
鉄
幹
が
自
ら
明
ら
か
に
し
て

い
る
よ
う
に
、
同
誌
の
第
二
巻
第
一
号
（
明
治
二
五
年
一
月
一
日
）
に
掲
載
さ

れ
た
落
合
直
文
の
「
明
治
の
清
紫
」
を
受
け
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
直

文
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

女
子
ハ
も
と
優
美
な
る
を
最
上
の
徳
と
す
。
さ
て
ハ
、
そ
の
作
る
文
よ
む

歌
も
お
の
つ
か
ら
優
美
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。（…

）
国
文
学
は
優
美
な
り
。

女
子
に
は
適
当
な
り
。
女
子
に
は
、
学
び
や
す
く
、
さ
と
り
や
す
き
な
り
。

言
を
か
へ
て
い
へ
ば
、
国
文
学
ハ
ふ
る
く
よ
り
女
子
の
長
所
と
す
る
と
こ

ろ
な
り
。
優
美
を
徳
と
す
る
女
子
に
し
て
、
こ
の
優
美
な
る
国
文
学
に
力

を
用
ゐ
れ
ば
、
た
だ
に
女
子
の
品
位
を
高
う
す
る
の
み
な
ら
ず
、
た
だ
に

女
子
そ
の
人
の
娯
楽
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
伴
ふ
と
こ
ろ
の
幸
福
実
に
い

ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
ら
む
。 

 

特
性
に
合
致
し
た
分
野
を
選
択
す
る
こ
と
で
幸
福
が
得
ら
れ
る
と
い
う
論

旨
は
、
明
治
二
三
年
に
湧
出
し
た
女
子
の
特
性
を
め
ぐ
る
議
論
の
延
長
線
上
に

布
置
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う 

鉄
幹
は
「
女
子
と
国
文
」
で
述
べ
る
。
師
の
「
明
治
の
清
紫
」
か
ら
一
年
を

経
て
各
種
の
女
性
雑
誌
で
和
歌
・
和
文
が
隆
盛
し
て
い
る
の
は
喜
ば
し
い
。
し

か
し
憂
う
べ
き
こ
と
が
な
い
で
は
な
い
。「
女
子
の
意
大
に
驕
り
、
益
々
国
文
学

に
耽
り
ぬ
」（
第
三
巻
第
八
号
、
明
治
二
六
年
四
月
一
五
日
）
。
直
文
が
女
子
の

幸
福
と
し
て
想
像
し
た
風
景
を
鉄
幹
は
否
定
的
に
捉
え
る
。
問
題
の
所
在
は
女

子
教
育
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
国
文
学
が
女
性
的
な
優
美
に
偏
し
て
発
達
し
て

き
た
こ
と
だ
と
い
う
。
た
め
に
議
論
は
「
亡
国
の
音
」
へ
と
接
続
す
る
男
性
的

な
文
学
へ
の
理
想
へ
と
続
い
て
ゆ
く
。 

こ
う
し
て
み
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
亡
国
の
音
」
の
前
提
に
は
明
治
二
三

年
に
お
け
る
女
子
と
文
学
の
適
性
の
議
論
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（

21

）

 

萩
野
由
之
「
和
歌
改
良
論
」
が
詠
史
題
を
「
学
問
ノ
資
ト
ナ
リ
、
識
見
ヲ
モ

長
ス
ル
利
益
ア
ル
ヘ
シ
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、
和
歌
改
良
運
動
自
体

が
、
和
歌
を
教
育
の
文
脈
で
見
よ
う
と
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
た
。
『
婦
女
雑

誌
』
に
も
改
良
論
者
の
一
人
・
高
津
鍬
三
郎
が
「
和
歌
と
教
育
」（
第
三
巻
第
一

号
、
明
治
二
六
年
一
月
一
日
）
と
題
す
る
一
文
を
草
し
、
和
歌
を
教
化
の
具
と

し
て
活
用
す
る
道
を
論
じ
て
い
る
。
本
論
で
見
て
き
た
一
連
の
女
子
向
け
の
歌

論
も
和
歌
改
良
運
動
の
一
廓
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
女
子
向
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け
の
歌
論
に
あ
っ
て
は
、
和
歌
は
国
民
教
化
の
具
に
留
ま
ら
ず
、
作
者
の
人
生

や
和
歌
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
、
女
性
の
地
位
、
ひ
い
て
は
国
家
に
も
利
す
る
可
能

性
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。 

鉄
幹
は
そ
の
土
壌
か
ら
出
立
し
、
ひ
と
た
び
は
生
じ
た
女
子
の
可
能
性
を
転

換
さ
せ
る
こ
と
で
、
和
歌
改
良
の
志
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。 

と
い
う
の
も
、
甕
臣
に
せ
よ
奎
堂
散
史
に
せ
よ
あ
く
ま
で
根
底
に
は
恋
歌
を

詠
む
者
の
心
性
に
対
す
る
憂
い
が
あ
る
わ
け
で
、
現
代
で
は
抑
圧
と
み
な
さ
れ

る
性
質
の
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
甕
臣
で
あ
れ
ば
「
を
み
な
児
ど
も
」、
奎
堂
散

史
で
あ
れ
ば
「
少
壮
男
女
」
を
教
導
す
る
意
識
が
あ
る
。
こ
れ
は
恋
歌
非
難
に

対
す
る
反
論
で
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
前
出
の
高
津
鍬
三
郎
「
和
歌
と
教
育
」

に
は
、「
古
の
賢
婦
の
志
操
を
慕
は
し
む
る
効
」
の
あ
る
和
歌
も
あ
る
か
ら
、
害

の
有
無
を
教
師
が
選
択
し
て
教
授
す
る
の
が
肝
要
で
あ
る
と
す
る
一
節
が
あ

る
。
ま
た
時
期
と
し
て
は
や
や
下
る
が
、
佐
々
木
信
綱
は
「
恋
歌
に
つ
き
て
」

（『
こ
こ
ろ
の
華
』
第
三
号
、
明
治
三
一
年
四
月
）

（

22

）

に
て
、
自
著
『
歌
の
し
を
り
』

（
明
治
二
五
年
四
月
、
博
文
館
）
で
恋
歌
を
挙
げ
な
か
っ
た
こ
と
を
評
価
す
る

読
者
に
対
し
て
、
こ
れ
は
「
若
き
人
を
導
か
む
た
づ
き
」
で
あ
っ
て
恋
歌
自
体

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。 

か
よ
う
に
恋
歌
非
難
に
対
す
る
反
論
は
、
恋
歌
自
体
は
擁
護
し
な
が
ら
も
年

少
者
へ
の
教
育
的
配
慮
を
認
め
る
と
い
う
立
論
が
多
い
。
恋
歌
非
難
の
言
説
自

体
が
教
育
的
見
地
か
ら
出
発
し
て
い
る
わ
け
で
、
反
論
者
と
し
て
も
そ
の
非
難

の
妥
当
性
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。
従
っ
て
議
論
は
教
育

が
焦
点
と
な
る
。 

し
か
し
「
亡
国
の
音
」
に
は
こ
の
意
識
が
見
出
し
が
た
い
。
俎
上
に
上
が
る

の
は
〈
女
性
〉
で
は
な
く
〈
女
性
性
〉
で
あ
る
。

（

23

）

 

女
子
向
け
歌
論
を
転
換
さ
せ
た
の
が
「
亡
国
の
音
」
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ

の
歌
論
の
達
成
は
那
辺
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。 

『
帝
国
文
学
』
第
八
号
（
明
治
二
八
年
八
月
一
〇
日
）
の
雑
報
欄
に
「
和
歌

の
題
目
」
と
題
す
る
無
署
名
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
歌
壇
に
お
け
る
恋
歌

非
難
の
言
説
と
日
清
開
戦
前
後
か
ら
増
加
し
た
時
局
的
な
和
歌
に
対
す
る
批

判
で
あ
る
。 

 

彼
恋
歌
は
淫
靡
厭
ふ
べ
く
、
風
俗
を
壊
乱
す
る
も
の
な
り
な
ど
い
ふ
者
は
、

徒
に
肉
躰
の
恋
を
知
て
、
所
謂
物
の
憐
を
知
る
の
何
物
た
る
を
解
せ
ざ
る

の
徒
の
み
。
和
歌
の
精
粋
は
実
に
恋
歌
に
あ
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。（…

）
征

清
の
一
挙
、
歌
人
の
心
を
動
か
し
た
る
も
の
少
な
か
ら
ざ
ら
む
。
然
れ
ど

も
雄
壮
奇
矯
は
漢
詩
の
長
所
に
し
て
和
歌
の
短
所
な
れ
ば
、
戦
場
角
闘
の

事
之
を
漢
詩
に
譲
て
可
也
。
然
れ
ど
も
孤
児
飢
に
泣
く
処
寡
婦
病
に
臥
す

る
処
、
果
し
て
歌
人
の
同
情
を
博
す
る
に
足
ら
ざ
る
乎
。
和
歌
の
精
粋
た

る
広
義
に
い
ふ
恋
歌
を
作
る
の
時
期
は
正
に
今
日
に
在
る
を
信
ず
る
也
。 

 

「
風
俗
を
壊
乱
す
る
」
と
い
う
表
現
が
「
亡
国
の
音
」
と
共
通
し
て
い
る
こ

と
か
ら
い
っ
て
、
と
り
わ
け
鉄
幹
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。 

こ
の
批
判
は
恋
歌
を
擁
護
す
る
に
あ
た
っ
て
日
清
戦
争
を
噛
ま
せ
て
い
る

点
に
特
色
が
あ
る
。
恋
歌
非
難
に
対
す
る
反
論
が
総
じ
て
年
少
者
へ
の
配
慮
の

視
点
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
。
と
こ
ろ
が
「
和
歌
の
題
目
」
に

は
教
育
の
視
点
が
欠
落
し
、
恋
歌
を
時
局
の
問
題
と
絡
め
よ
う
と
し
て
い
る
。 

こ
の
時
期
に
は
日
清
戦
争
に
関
す
る
歌
を
詠
ん
だ
歌
人
が
多
い
。
新
聞
紙
上

に
は
報
道
に
即
応
し
た
時
事
詠
が
並
び
、
ま
た
佐
々
木
信
綱
編
『
征
清
歌
集
』
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（
明
治
二
七
年
一
〇
月
、
博
文
館
）、
四
宮
憲
章
篇
『
甲
午
振
兵
雅
頌
』（
同
年

一
二
月
、
明
治
文
学
会
）、
大
淵
渉
編
『
討
清
歌
集
』（
明
治
二
八
年
二
月
）
と

い
っ
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
も
編
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
は
鉄
幹
や

落
合
直
文
、
小
中
村
義
象
ら
改
良
陣
営
の
歌
人
が
参
加
し
た
も
の
も
あ
る
。 

和
歌
改
良
運
動
で
は
、
実
作
を
示
す
新
人
の
登
場
を
待
望
す
る
機
運
が
明
治

二
〇
年
代
前
半
に
高
ま
り
、

（

24

）

そ
の
期
待
は
明
治
二
六
年
の
浅
香
社
結
成
を
経

て
明
治
二
九
年
に
新
派
の
最
初
の
作
品
集
で
あ
る
鉄
幹
『
東
西
南
北
』
刊
行
に

よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
清
戦
期
に
お
け
る
時
事
詠
の
流
行
は
こ

の
〈
言
説
〉
か
ら
〈
実
作
〉
へ
の
移
行
と
い
う
改
良
運
動
の
転
換
期
と
重
な
っ

て
い
る
わ
け
で
、『
東
西
南
北
』
の
基
調
を
な
す
の
が
壮
烈
な
時
事
詠
で
あ
る
こ

と
を
思
え
ば
、
両
者
は
あ
な
が
ち
無
関
係
で
は
な
く
、
日
清
戦
争
が
実
作
を
活

性
化
さ
せ
た
節
が
あ
る
。 

一
方
で
こ
の
時
期
、
由
之
の
「
和
歌
改
良
論
」
に
端
を
発
す
る
論
争
は
す
で

に
ほ
ぼ
収
束
し
た
観
が
あ
り
、
時
勢
を
読
ん
だ
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
議
論
へ
と
進

む
展
開
も
「
亡
国
の
音
」
の
ほ
か
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
〈
実

作
〉
が
〈
言
説
〉
を
追
い
越
し
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。 

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
「
和
歌
の
題
目
」
が
日
清
戦
争
を
問
題
と
し
て
い

る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
箇
所
を
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
記
事

の
核
心
は
「
和
歌
の
精
粋
は
実
に
恋
歌
に
あ
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
い
う
一
点

に
尽
き
て
お
り
、
実
の
と
こ
ろ
日
清
戦
争
は
論
旨
に
関
係
し
な
い
。
に
も
関
わ

ら
ず
日
清
戦
争
に
筆
が
及
ん
で
い
る
の
は
、
執
筆
者
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
が
、

時
事
性
を
孕
む
「
亡
国
の
音
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
「
亡
国
の
音
」
の
達
成
と
は
、
教
育
と
不
可
分
な
女
子
向
け
の
歌

論
を
読
み
替
え
、
最
新
の
社
会
情
況
を
視
野
に
入
れ
た
議
論
に
持
ち
込
む
こ
と

で
、
和
歌
改
良
運
動
の
言
説
の
水
準
を
引
き
上
げ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
。 

 

お
わ
り
に 

 

明
治
二
七
年
一
月
二
三
日
付
の
『
二
六
新
報
』
に
、「
殊
勝
な
る
少
女
」
と
題

さ
れ
た
次
の
よ
う
な
美
談
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

社
員
が
国
文
学
者
の
家
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
日
た
ま
た
ま
講
義
を
需
め

て
来
訪
し
て
い
た
少
女
が
お
り
、
学
者
は
そ
の
少
女
に
、
二
六
新
報
社
内
で
話

題
に
な
っ
て
い
る
話
を
聞
か
せ
る
。
そ
れ
は
春
以
来
、
二
六
新
報
社
に
掲
示
し

て
あ
る
当
日
の
新
聞
を
熟
読
し
、「
詞
叢
」
欄
に
載
る
和
歌
を
手
帳
に
書
き
留
め

て
ゆ
く
少
女
の
話
で
あ
る
。
す
る
と
来
訪
し
て
い
た
少
女
は
顔
を
紅
潮
さ
せ
て
、

そ
れ
は
自
分
の
こ
と
だ
と
明
か
す
。
埼
玉
出
身
の
そ
の
少
女
は
幼
少
期
か
ら
文

学
が
好
き
で
、
長
じ
て
女
子
高
等
師
範
学
校
に
進
ん
だ
が
、
病
や
家
業
の
斜
陽

に
よ
っ
て
退
学
、
し
か
し
国
文
へ
の
志
は
捨
て
が
た
く
、
日
本
橋
の
親
戚
を
頼

っ
て
再
上
京
し
、
家
事
手
伝
い
の
傍
ら
諸
大
家
を
訪
問
し
て
学
び
を
授
け
ら
れ

て
い
る
と
い
う―

。 

美
談
の
真
偽
は
措
く
が
、
当
時
、
女
学
校
や
メ
デ
ィ
ア
、
大
家
の
私
宅
な
ど

の
場
で
和
歌
に
向
き
合
っ
て
い
た
女
子
た
ち
は
、
た
し
か
に
い
た
。 

こ
の
時
期
の
『
二
六
新
報
』
の
学
芸
部
長
は
、
落
合
直
文
の
推
薦
を
受
け
て

入
社
し
た
直
文
の
書
生
・
鉄
幹
そ
の
人
で
あ
る
。「
殊
勝
な
る
少
女
」
も
鉄
幹
の

筆
か
も
し
れ
な
い
。 

こ
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
頃
、
鉄
幹
は
こ
ん
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
。 
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賤
が
家
の
山
吹
さ
け
り
あ
る
じ
に
は
歌
よ
む
ほ
ど
の
少
女
子
も
が
な 

 

初
出
：
『
二
六
新
報
』
明
治
二
七
年
四
月
八
日
付 

無
題 

我
ど
ち
の
、
歌
の
こ
ゝ
ろ
に
、
か
な
ひ
た
る
、
少
女
も
あ
れ
や
、
い
ざ
恋

し
て
む
。 

初
出
：
未
詳 

『
東
西
南
北
』
（
明
治
二
九
年
七
月
、
明
治
書
院
）
所
収 

 

和
歌
を
解
す
る
「
少
女
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
姿
は
同
時
代
の
言
説

で
期
待
さ
れ
る
女
子
像
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
。
賤
の
家
な
が
ら
に
見
い
だ
せ

る
風
流
を
体
現
す
る
少
女
。「
我
ど
ち
」
の
歌
材
に
ふ
さ
わ
し
い
少
女
。
少
女
は

客
体
化
さ
れ
て
い
る
。「
我
ど
ち
」
は
直
文
の
も
と
に
集
っ
て
新
時
代
の
和
歌
の

実
作
を
試
み
た
浅
香
社
の
同
人
た
ち
だ
ろ
う
。
鉄
幹
に
と
り
賤
の
家
の
あ
る
じ

で
あ
る
少
女
が
詠
む
和
歌
と
「
我
ど
ち
」
の
和
歌
と
に
価
値
の
高
低
が
あ
っ
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
浅
香
社
に
は
国
分
操
子
ら
数
名
の
女
性
同
人

が
あ
っ
た
が
、
鉄
幹
、
金
子
薫
園
、
尾
上
柴
舟
、
服
部
躬
治
ら
男
性
同
人
が
明

治
三
〇
年
代
ま
で
に
早
々
に
家
集
を
刊
行
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
彼
女
ら
が

家
集
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

明
治
三
〇
年
代
以
降
の
鉄
幹
の
文
学
活
動
が
恋
や
美
を
鮮
烈
に
歌
う
晶
子

の
存
在
に
支
え
ら
れ
た
こ
と
を
思
う
と
き
、
明
治
二
〇
年
代
に
お
け
る
鉄
幹
の

動
き
は
む
し
ろ
迂
回
と
も
見
え
る
。 

し
か
し
、
明
治
二
〇
年
代
の
和
歌
改
良
運
動
の
機
運
な
く
し
て
晶
子
は
登
場

し
え
ず
、
そ
し
て
そ
の
和
歌
改
良
運
動
が
二
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
鉄
幹
の
論

作
の
躍
進
な
く
し
て
実
質
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。 

け
だ
し
和
歌
改
良
運
動
の
達
成
に
は
、
日
清
戦
争
以
前
の
空
気
を
色
濃
く
残

す
運
動
の
内
実
を
、
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
を
多
分
に
含
ん
だ
我
田
引
水
で
は
あ
れ
、
列

強
各
国
と
比
肩
し
つ
つ
あ
る
明
治
二
〇
年
代
後
半
の
社
会
情
況
に
合
致
す
る

と
こ
ろ
ま
で
引
き
上
げ
る
手
続
き
が
有
効
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（

25

）

 

 注 （

1

）
小
泉
苳
三
編
『
明
治
大
正
短
歌
資
料
大
成 

第
一
巻
』（
昭
和
一
五
年
六
月
、
立

命
館
出
版
部
） 

（

2

）
和
田
繁
二
郎
「「
亡
国
の
音
」
に
お
け
る
人
間
と
文
学
」（『
立
命
館
文
学
』
第
一

一
八
号
、
昭
和
三
〇
年
三
月
） 

（

3

）
中
晧
「
与
謝
野
鉄
幹
の
短
歌
観
（
其
二
）
」（
『
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報
』

第
一
八
号
、
昭
和
四
二
年
一
二
月
） 

（

4

）
岩
井
茂
樹
「
恋
歌
の
消
滅―

『
百
人
一
首
』
の
近
代
的
特
徴
に
つ
い
て
」（
『
日

本
研
究
』
第
二
七
号
、
平
成
一
五
年
三
月
） 

（

5

）
岩
井
論
は
鉄
幹
の
「
亡
国
の
音
」
が
正
風
の
「
恋
歌
を
論
じ
て
作
歌
の
精
神
に
及

ぶ
」
に
対
す
る
反
論
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
歌
論
が
収
め

ら
れ
て
い
る
遠
山
稲
子
の
『
歌
も
の
が
た
り
』
は
、
稲
子
の
師
に
あ
た
る
正
風
が
明
治
四

五
年
二
月
二
八
日
に
歿
し
た
の
ち
、「
と
し
ご
ろ
己
が
、
師
の
君
よ
り
承
り
つ
る
く
さ
〴
〵

の
物
が
た
り
を
、
後
の
思
ひ
出
に
と
て
、
其
を
り
〳
〵
書
い
し
る
し
、
猶
一
わ
た
り
校
閲

を
ね
が
ひ
し
も
の
」（
「
序
」
）
を
纏
め
て
公
刊
し
た
書
物
で
あ
る
か
ら
、
鉄
幹
の
「
亡
国
の

音
」
が
こ
れ
を
受
け
た
も
の
と
す
る
岩
井
説
は
不
審
で
あ
る
。
な
お
小
泉
編
『
明
治
大
正

短
歌
資
料
大
成 

第
一
巻
』
は
「
恋
歌
を
論
じ
て
作
歌
の
精
神
に
及
ぶ
」
と
「
亡
国
の
音
」

を
並
置
し
、「
亡
国
の
音
」
に
関
し
て
「
そ
の
鋒
先
が
特
に
御
歌
所
派
に
向
か
つ
て
ゐ
る
こ

と
は
高
崎
正
風
の
「
恋
歌
を
論
じ
て
作
歌
の
精
神
に
及
ぶ
」
と
合
は
せ
見
る
こ
と
に
よ
つ
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て
容
易
に
諒
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
書
は
明
治
期
に
お
け
る
重
要

な
歌
論
を
概
ね
編
年
体
で
採
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
初
出
年
代
が
大
幅
に
異
な
る
こ
の

二
論
が
並
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
正
風
の
「
恋
歌
を
論
じ
て
作
歌
の
精
神
に
及
ぶ
」
で
説

か
れ
て
い
る
内
容
が
旧
派
陣
営
に
お
い
て
あ
る
程
度
普
遍
的
な
理
解
で
あ
っ
た
こ
と
を
推

定
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

（

6

）
片
桐
顕
智
『
明
治
短
歌
史
論
』（
昭
和
一
四
年
一
一
月
、
人
文
書
院
）
所
収
「
明

治
初
期
に
於
け
る
詠
歌
論
」 

（

7

）
引
用
は
佐
々
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系 

第
六
巻
』（
昭
和
三
一
年
四
月
、
風

間
書
房
） 

（

8

）
引
用
は
佐
々
木
弘
綱
・
佐
々
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
全
書 

第
十
二
編
』（
明
治

二
四
年
一
二
月
、
博
文
館
） 

（

9

）
判
読
不
能
。
稿
者
が
補
っ
た
。 

（

10

）
野
辺
地
清
江
「
『
女
学
雑
誌
』
概
観―

形
態
の
変
遷
を
中
心
に
し
て―

」（
青

山
な
を
・
野
辺
地
清
江
・
松
原
智
美
編
『
女
学
雑
誌
諸
索
引
』
昭
和
四
五
年
一
二
月
、
慶

應
通
信) 

（

11

）
引
用
は
香
川
景
樹
『
桂
園
一
枝
』（
明
治
二
五
年
三
月
、
し
き
し
ま
発
行
所
） 

（

12

）『
樋
口
一
葉
全
集
』
第
四
巻
上
、
昭
和
五
六
年
一
二
月
、
筑
摩
書
房
）
所
収
の
数

詠

10

「
か
す
よ
み
詠
艸 

写
し
」 

（

13

）
引
用
は
佐
々
木
信
綱
編
『
続
日
本
歌
学
全
書 

第
三
編
』
（
明
治
三
一
年
四
月
、

博
文
館
） 

（

14

）
林
達
也
「
近
世
和
歌
研
究
の
諸
問
題―

十
七
世
紀
恋
歌
を
め
ぐ
っ
て
」（
『
江
戸

文
学
』
第
二
七
号
、
平
成
一
四
年
一
一
月
）
に
詳
し
い
。 

（

15

）『
樋
口
一
葉
全
集
』
第
四
巻
上
、
昭
和
五
六
年
一
二
月
、
筑
摩
書
房
）
所
収
の
難

陳
３
「
難
陳
点
く
ら
へ 

水
辺
花 

寄
橋
恋
」 

（

16

）
引
用
は
佐
々
木
弘
綱
・
佐
々
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
全
書 

第
二
編
』（
明
治
二

三
年
一
二
月
、
博
文
館
）。
返
歌
も
同
。 

（

17

）
引
用
は
香
川
景
樹
『
桂
園
一
枝
』（
明
治
二
五
年
三
月
、
し
き
し
ま
発
行
所
） 

（

18

）
引
用
は
佐
々
木
弘
綱
・
佐
々
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
全
書 

第
十
二
編
』（
明
治

二
四
年
一
二
月
、
博
文
館
） 

（

19

）『
女
子
と
国
文
』
第
三
巻
第
六
号
（
明
治
二
六
年
三
月
一
五
日
）、
同
第
八
号
（
同

四
月
一
五
日
）
、
同
第
九
号
（
同
五
月
一
日
）
、
同
第
一
一
号
（
同
六
月
一
日
）
。
名
義
は
「
与

謝
野
寛
」 

（

20

）
永
岡
健
右
『
与
謝
野
鉄
幹
研
究―

明
治
の
覇
気
の
ゆ
く
え―

』（
平
成
一
八

年
一
月
、
お
う
ふ
う
）、
第
四
章
「
鉄
幹
の
歌
評
形
式
の
系
譜
」 

（

21

）
前
出
岩
井
論
は
こ
の
ほ
か
に
、
恋
題
を
列
挙
し
て
批
判
す
る
論
述
の
体
裁
が
直
文

の
「
恋
歌
と
い
ふ
も
の
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 

（

22

）
当
該
記
事
の
存
在
は
鈴
木
健
一
『
佐
佐
木
信
綱 

本
文
の
構
築
』（
令
和
三
年
二

月
、
岩
波
書
店
）
に
教
え
ら
れ
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。 

（

23

）
関
礼
子
「
花
圃
と
鉄
幹
を
め
ぐ
る
問
題
系
」（『
日
本
近
代
文
学
』
第
七
五
号
、
平

成
一
八
年
一
一
月
）
は
「
亡
国
の
音
」
に
つ
い
て
「
鉄
幹
は
「
女
子
と
国
文
」
で
行
っ
た

よ
う
に
、
女
性
性
を
否
定
的
媒
介
に
す
る
こ
と
で
男
性
性
を
押
し
た
て
旧
派
和
歌
の
牙
城

た
る
御
歌
所
派
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。 

（

24

）
注
（
６
）
片
桐
著
「
明
治
初
期
に
於
け
る
歌
人
待
望
論
」 

（

25

）
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
む
ろ
ん
、
か
た
え
に
埋
没
し
た
女
子
向
け
歌
論
群

の
存
在
と
そ
の
価
値
に
つ
い
て
は
、
充
分
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。 

※
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｔ
次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
（JP

M
JS

P
2

1
2

4

）
の
成
果

の
一
部
で
あ
る
。 




