
『
み
だ
れ
髪
』

に
お
け
る

「
自
我
独
創
の
詩
」

の
試
み

で
は
じ
め
に

明
治
二
十
年
代
後
半
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
、
「
旧
派
」
に
対
す
る
「
新

派
」
と
し
て
、
与
謝
野
鉄
幹
は
「
自
我
独
創
の
詩
」
を
宣
言
し
、
啓
蒙
活
動
を

展
開
し
た
。
そ
の
鉄
幹
の
主
宰
す
る
東
京
新
詩
社
の
同
人
で
あ
り
、
後
に
妻
と

な
っ
た
与
謝
野
(
鳳
)
晶
子
の
歌
集
吋
み
だ
れ
髪
』
(
東
京
新
詩
社
・
伊
藤
文

友
館
、
明
弘
・

8
)
に
対
し
て
は
、
刊
行
当
初
よ
り
、
「
乱
倫
の
ニ
一
一
口
を
吐
き
て
、

淫
を
勧
め
ん
と
す
る
」
「
狼
行
醜
態
を
記
し
た
る
所
多
し
」
な
ど
の
厳
し
い
批

判
が
相
次
い
だ
。
こ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
、
「
明
星
」
向
人
で
あ
る
平
出
修
は
、

「
み
だ
れ
髪
」
刊
行
の
半
年
後
に
、
「
此
書
一
度
世
に
行
は
る
〉
や
、
雑
然
と
し

て
物
議
起
り
ぬ
。
晦
渋
の
歌
な
り
と
は
一
般
の
一
言
な
り
し
が
実
感
的
な
り
肉
愛

的
な
り
、
尚
一
歩
進
ん
で
、
春
臨
的
な
り
と
の
非
難
亦
少
か
ら
ざ
り
き
」
と
の

言
葉
を
残
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
評
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
、
日
間
子
の
歌
が
、
鉄
幹
と
の
恋
愛
を

街
御
と
さ
せ
る
も
の
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
状
況
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
明
星
」

は
、
文
学
美
術
な
ど
を
通
し
て
人
々
を
啓
蒙
す
る
と
い
う
立
場
で
発
行
さ
れ
た

雑
誌
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
明
星
」
に
晶
子
が
初
め
て
歌
を
発
表
し
て
か
ら
三
ヶ

月
後
の
明
治
三
十
三
年
八
月
、
鉄
幹
は
堺
の
演
寺
に
お
い
て
品
子
ら
と
歌
会
を

ネ高

宙
心

里
1
寸

s'

山

催
し
て
い
る
。
後
日
、
こ
の
歌
会
に
出
席
し
た
「
明
星
」
開
人
等
に
よ
る
歌
が
、

「
明
星
」
(
明
ぉ
・

9
)
に
掲
載
さ
れ
る
な
か
、
晶
子
は
、

か
な
ら
ず
ぞ
別
れ
の
今
の
口
つ
け
の
紅
の
か
を
り
を
い
つ
ま
で
も
君

の
歌
を
発
表
し
、
鉄
幹
は
同
号
に

京
の
紅
は
君
に
ふ
さ
は
ず
我
が
鴫
み
し
小
指
の
血
を
ば
い
ざ
口
に
せ
よ

の
返
歌
を
掲
載
し
た
。
こ
の
贈
答
歌
に
対
し
て
周
闘
が
驚
き
、
二
人
の
関
係
に

つ
い
て
、
様
々
に
思
い
を
廻
ら
せ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
後
も
晶
子
は
、
つ
つ
な
じ
」
や
「
髪
」
、
「
民
こ
な
ど
の
身
体
的
な

表
現
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
恋
人
を
誘
う
歌
や
、
共
に
過
ご
す
一
夜
を
題
材
と
す

る
歌
を
次
々
に
発
表
し
、
「
み
だ
れ
髪
い
刊
行
へ
と
繋
げ
て
い
っ
た
。
ま
た
、

「
み
だ
れ
髪
」
刊
行
二
ヶ
月
後
の
明
治
三
十
四
年
十
月
に
は
、
鉄
幹
と
の
結
婚

に
到
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
晶
子
の
歌
は
、
自
ら
の
恋
愛
を
赤
裸
々
に
表
現

し
た
に
過
ぎ
な
い
、
露
骨
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
実
感
的
」
「
肉
愛
的
」
な

ど
と
否
定
的
に
評
さ
れ
た
。
文
学
的
な
作
品
と
し
て
で
は
な
く
、
晶
子
自
身
の

恋
愛
感
情
を
鮪
動
的
に
披
露
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
歌
は
捉
え
ら
れ
た
の
で



2 

あ
る
。先

行
研
究
に
お
い
て
も
、
女
性
の
多
捺
な
「
春
」
の
姿
態
を
、
王
題
と
す
る
晶

子
の
歌
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
皆
川
品
「
「
み
だ
れ
髪
』
の
位
置
」
が
、

確
か
に
こ
れ
ら
の
歌
は
、
当
時
の
日
本
人
が
好
む
よ
う
に
恋
愛
を
情
趣
的

に
、
奥
ゆ
か
し
く
は
歌
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
恋
し
た
者
だ
け
が
味
わ

う
こ
と
の
で
き
る
感
情
を
、
ま
さ
に
体
得
し
た
品
子
自
身
、
自
ず
か
ら
溢

れ
で
た
喜
び
を
、
「
あ
っ
き
血
汐
」
「
こ
こ
な
る
花
」
「
不
滅
の
命
」
と
し
、

お
お
っ
ぴ
ら
に
す
る
の
は
狼
雑
だ
と
思
っ
て
い
る
封
建
的
な
社
会
や
旧
派

和
歌
歌
人
は
、
恋
愛
賛
美
す
る
品
子
を
、
簡
単
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
忠
わ
れ
る
。

と
、
そ
の
歌
を
享
受
す
る
人
々
と
の
意
識
の
差
を
指
摘
す
る
よ
う
に
、
晶
子
が

彼
女
自
身
の
恋
愛
感
情
を
表
現
し
た
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
、
一
評
価
さ
れ
て
き

た
。
た
し
か
に
、
晶
子
の
詠
作
活
動
が
、
「
明
星
」
と
の
出
会
い
に
端
を
発
し
、

主
筆
で
あ
る
鉄
幹
へ
の
憧
僚
と
擬
似
的
な
も
の
も
含
め
た
恋
愛
に
よ
っ
て
そ
の

才
能
を
開
花
さ
せ
て
き
た
こ
と
は
一
一
一
一
口
を
侠
た
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
明
治
期
に
女
性
が
歌
を
発
表
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
世
間
の

反
応
は
、
あ
る
程
度
、
予
測
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
明
日
生
」
同
人

と
の
交
流
の
記
事
が
誌
上
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
以
上
、
笑
名
で
歌
を
発
表
す
る

こ
と
は
、
何
ら
か
の
覚
悟
の
う
え
で
の
行
動
で
あ
る
と
察
せ
ら
れ
る
。
そ
う
し

た
状
況
に
お
い
て
、
自
ら
の
恋
愛
感
情
を
歌
と
し
て
表
現
す
る
た
め
に
、
過
激

で
露
骨
と
さ
れ
る
表
現
を
用
い
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問

が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
扇
情
的
で
過
激
な
表
現
を
、
品
子
の
恋
愛
と
い
う
個
人

的
な
状
況
に
の
み
帰
結
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
歌
の
革
新
を
試
み
る
時
代
の
潮

流
に
お
け
る
、
よ
り
笠
間
的
な
試
み
と
し
て
捉
え
、
再
考
す
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
晶
子
の
詠
作
の
根
源
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
自
我
独
創
の

詩
」
を
い
か
に
実
践
し
た
か
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
「
新

派
」
の
方
向
性
に
関
し
て
も
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に

ま
ず
、
鉄
幹
の
「
自
我
独
創
の
詩
」
を
め
ぐ
る
言
説
と
、
そ
の
受
容
に
よ
り
発

表
さ
れ
た
同
時
代
の
詠
作
に
つ
い
て
、
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

ニ
.
「
自
我
独
創
の
詩
」

鉄
幹
は
「
明
日
立
」
刊
行
初
期
に
、
自
ら
の
求
め
る
「
自
我
独
創
の
詩
」
を
、

(
t
)
 

「
万
葉
集
古
今
集
等
の
系
統
を
脱
し
た
る
国
詩
」
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。
ま
た
、

発
想
及
び
句
作
り
に
つ
い
て
、
従
来
の
型
か
ら
の
脱
却
を
標
携
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
意
識
の
変
革
を
試
み
、
当
時
の
「
明
日
芝
読
者
に
強
い
影
響
を
与
え

{
5
}
 

る
に
到
っ
た
。
さ
ら
に
、
詠
作
の
在
り
方
に
関
し
て
は
、
「
第
一
に
内
容
が
違
ひ
、

第
二
に
従
来
の
和
歌
に
無
き
新
語
、
新
語
版
、
新
修
辞
を
用
ゐ
」
る
べ
き
で
あ

る
と
し
、
従
来
の
和
歌
の
主
題
や
用
語
で
は
な
く
、
清
新
な
内
容
や
用
語
、
修

辞
を
求
め
る
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
好
例
と
し
て
、
水
野
蝶
郎
の
歌
を
紹
介
す

る。

わ
が
こ
こ
ろ
そ
ぞ
ろ
砕
け
て
流
れ
い
で
て
う
す
紫
や
春
の
野
の
水

(
明
弘
・

5
)

春
の
水
を
詩
化
し
た
の
で
、
こ
の
や
う
な
種
類
、
の
も
の
は
我
屈
に
例
が
知
県

、。
‘U
 



温
か
な
、
う
ら
若
い
、
ゆ
る
や
か
な
春
の
野
川
の
水
と
、
悦
惚
と
し
て
野

に
あ
る
我
の
心
と
が
同
化
し
た
ゃ
う
の
こ
こ
ち
。

う
す
紫
と
一
玄
ふ
所
に
春
の
思
が
能
く
現
れ
て
ゐ
る
し
、
そ
ぞ
ろ
砕
け
て
流

れ
い
で
て
と
云
ふ
措
識
に
富
ん
で
ゐ
る
修
辞
に
、
悦
惚
た
る
開
化
の
感
情

が
甘
く
尽
さ
れ
て
ゐ
る
。
作
者
の
初
め
の
作
は
「
こ
こ
ろ
、
胸
、
眉
、
頬
、

唇
お
ぼ
ろ
/
¥
砕
け
し
と
見
る
春
の
野
の
水
」
と
云
ふ
の
で
、
措
辞
が
新

し
い
と
一
玄
へ
ば
云
ふ
も
の
の
、
実
は
生
硬
で
、
解
剖
学
の
講
義
で
も
聴
く

や
う
、
切
角
の
着
想
が
没
趣
味
に
成
っ
て
ゐ
た
の
を
再
考
の
末
に
斯
う
改

め
た
の
で
、
揮
然
た
る
佳
作
に
成
っ
た
。

3 

改
作
前
の
蝶
郎
が
初
め
に
投
稿
し
た
歌
は
、
「
こ
こ
ろ
、
胸
、
眉
、
類
、
唇
」
と
、

心
情
と
身
体
部
位
を
羅
列
し
た
結
果
、
ぎ
こ
ち
な
さ
が
残
り
、
着
想
の
斬
新

さ
の
み
が
F

評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
歌
を
改
作
し
、
「
わ
が
こ
こ
ろ
」

が
砕
け
、
溶
け
て
流
れ
出
し
、
目
前
の
「
春
の
野
の
水
」
に
融
合
し
て
で
っ
す

紫
」
に
見
え
る
よ
う
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
砕
け
し
」
「
こ
こ
ろ
」
と
は
、
本
来
な
ら
ば
、
思
い
乱
れ
、
悩
め
る
感
情
を

表
現
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
蝶
郎
は
、
「
こ
こ
ろ
」

を
、
も
の
の
よ
う
に
変
化
し
、
自
に
見
え
る
か
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
自
ら

の
胸
臆
に
氷
の
よ
う
に
凝
り
固
ま
っ
た
感
情
が
、
春
の
日
に
緩
め
ら
れ
て
思
い

が
け
ず
溶
け
出
し
、
ま
る
で
「
春
の
野
の
水
」
に
同
化
し
て
流
れ
て
い
く
か
の

よ
う
で
あ
る
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
の
ど
か
な
春
の
情
景
に
よ
っ
て
変
化
し

た
穏
や
か
な
心
構
を
、
問
、
じ
く
春
の
日
射
し
に
暖
め
ら
れ
た
「
春
の
野
の
水
」

と
、
融
合
の
可
能
な
存
在
に
位
置
づ
け
、
表
現
し
た
点
が
、
斬
新
で
あ
る
と
い

え
る
。
同
時
に
、
水
が
流
れ
出
る
さ
ま
を
表
わ
す
か
の
よ
う
な
調
も
、
評
価
さ

れ
よ
う
。

さ
ら
に
、
そ
の
情
感
を
、
淡
い
つ
つ
す
紫
」
と
し
た
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

「
春
の
野
」
に
関
し
て
は
、
「
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
、

仁
和
帝
、
親
王
に
お
ま
し
/
¥
け
る
時
に
、
人
に
若
菜
賜
ひ
け
る
御

しへ辺吋

き
み
が
た
め
春
の
野
に
い
で
、
わ
か
な
つ
む
わ
が
衣
手
に
雪
は
降
り
つ
主

(
春
歌
上
一
二
光
孝
天
皇
)

の
よ
う
に
、
春
の
行
事
と
し
て
若
菜
擁
み
が
行
わ
れ
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

ま
ず
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
よ
っ
て
、
「
雪
」
の
白
色
や
「
わ
か
な
」
の
緑
の
色
が

想
起
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
「
春
の
野
」
に
お
け
る
つ
っ
す
紫
」
と
は
、

明
治
以
前
の
和
歌
で
あ
れ
ば
、
藤
の
花
や
董
の
花
な
ど
の
色
で
あ
っ
た
。

明
治
以
降
、
晶
子
の
歌
に
も
強
い
影
響
を
与
え
た
島
崎
藤
村
や
薄
田
泣
蓋
の

詩
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
「
春
の
野
」
が
歌
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
藤
村
の

「
お
え
ふ
」
の
、

都
鳥
浮
く
大
山
に

流
れ
て
そ
〉
ぐ
川
添
の

白
重
さ
く
若
草
に

夢
多
か
り
し
苦
身
か
な

と
歌
わ
れ
る
情
景
で
は
ベ
大
川
」
(
江
戸
川
)
に
流
れ
込
む
小
川
の
傍
ら
に
「
若

草
」
が
青
々
と
茂
り
、
「
自
重
」
が
咲
く
。
関
様
に
、
泣
室
の
「
揖
保
川
に
て
」



で
は
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水
色
し
ろ
き
揖
保
川
の

み
ぎ
は
を
染
む
る
背
革
に

牛
飼
ひ
な
る
h

里
の
子
を

誰
し
哀
れ
と
見
玉
ふ
か

の
よ
う
に
、
「
揖
保
川
」
沿
い
に
「
青
草
」
が
広
が
り

牛
追
ひ
か
へ
る
野
の
路
に

踏
む
は
、
紫
つ
ぽ
輩
、

践
す
り
ょ
せ
件
み
て

な
げ
く
心
を
知
る
や
君

と
「
つ
ぽ
蔓
」
の
紫
色
が
見
ら
れ
る
。

藤
村
や
泣
藍
の
詩
に
お
け
る
「
春
の
野
」
に
は
、
青
々
と
し
た
草
原
が
広
が

り
、
白
や
紫
の
「
蓋
」
の
咲
く
情
景
が
歌
わ
れ
る
。
「
春
」
の
の
ど
か
な
情
景

の
な
か
で
、
「
お
え
ふ
」
は
、
「
白
輩
」
に
浪
漫
的
な
「
夢
」
を
思
い
描
く
と
問

時
に
、
「
ゆ
き
て
か
へ
ら
ぬ
江
戸
川
や
」
と
、
「
江
戸
川
」
の
流
れ
に
彼
女
の
人

生
を
重
ね
て
嘆
く
。
ま
た
、
藤
村
の
詩
で
は
、
旅
人
と
し
て
の
流
離
の
思
い
や

紫
常
の
念
が
託
さ
れ
る
ば
あ
い
が
多
く
、
そ
こ
に
は
、
藤
村
自
身
が
信
奉
し
た

芭
蕉
ら
古
人
の
影
響
も
認
め
ら
れ
る
。
泣
蓋
の
「
捧
保
問
に
て
」
に
お
い
て
も
、

「
つ
ぼ
室
」
を
踏
む
と
い
う
行
為
は
、
「
牛
飼
ひ
な
る
〉
盟
の
子
」
の
慨
嘆
を
表

現
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
お
え
ふ
」
や
「
牛
飼
ひ
な
る
〉
監
の
子
」
ら
の
抱
く

苦
悩
と
と
も
に
、
「
容
の
野
」
の
「
航
行
革
」
や
「
自
室
」
、
「
紫
」
の
「
つ
ぼ
輩
」

が
詩
に
歌
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
蝶
郎
の
歌
は
、
「
春
の
野
」
に
お
け
る
感
情
の
表
現
に
終
始
し
て

い
る
。
「
春
の
野
の
水
」
に
注
目
し
、
そ
れ
と
同
化
す
る
か
の
ご
と
き
穏
や
か

な
自
ら
の
心
情
を
、
「
う
す
紫
」
で
あ
る
と
す
る
。
視
覚
と
し
て
は
捉
え
ら
れ

な
い
は
ず
の
心
情
を
つ
っ
す
紫
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
淡
く
穏

や
か
な
情
感
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
よ
う
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
心
情
を
も
の
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
春
の
野
の
水
」
と
の

融
合
を
主
題
と
し
、
両
者
に
共
通
す
る
慣
感
を
「
う
す
紫
」
で
あ
る
と
可
視
化

し
て
表
現
し
た
点
が
、
蝶
郎
の
歌
の
清
新
さ
で
あ
ろ
う
。
「
春
の
野
の
水
」
の

穏
や
か
な
流
れ
と
そ
の
色
に
託
し
て
「
わ
が
こ
こ
ろ
」
を
表
現
す
る
と
と
も
に
、

溶
け
て
流
れ
出
る
か
の
よ
う
な
心
情
を
流
箆
な
調
で
詠
み
得
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
蝶
郎
の
歌
は
、
「
自
我
独
創
の
詩
」
に
な
り
得
た
と
評
価
さ
れ
た
の
だ
と

い
、
え
る
。

さ
ら
に
、
蝶
郎
の
歌
に
認
め
ら
れ
る
、
「
わ
が
こ
こ
ろ
」
を
い
か
に
表
現
し

て
い
く
か
と
い
う
試
み
が
、
同
時
代
、
広
く
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
留
意
し

て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
佐
佐
木
信
網
が
、
「
ひ
ろ
く
、
ふ
か
く
、
お
の
が
じ
〉

に
」
と
宣
言
し
、
「
お
の
が
じ
〉
の
思
を
の
ぶ
る
」
こ
と
を
求
め
た
姿
勢
に
も
、

同
じ
意
識
が
見
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
同
時
期
に
子
規
が
提
唱
し
た
「
写
生
」
も
、

「
言
葉
の
多
様
性
」
の
追
求
に
よ
っ
て
「
内
面
」
を
発
見
し
て
い
く
試
み
で
あ
り
、

言
文
一
致
の
運
動
か
ら
連
続
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
、
柄
谷
行
人
氏

は
夙
に
指
摘
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
信
網
、
子
規
、
そ
し
て
、
鉄
幹
の
「
自

我
独
創
の
詩
」
の
試
み
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
、
「
わ
が
こ
こ
ろ
」
の
表
現
方
法

を
模
索
す
る
共
時
的
な
活
動
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ら
ば
、
当
時
否
定



的
に
も
捉
え
ら
れ
た
品
子
の
歌
は
、
同
時
代
の
潮
流
に
お
い
て
、
い
か
な
る
実

践
と
し
て
位
霞
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
次
に
、
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

三
.
「
わ
が
春
」
の
姿

晶
子
の
詠
作
に
お
い
て
、
「
春
」
を
主
題
と
す
る
歌
は
非
常
に
多
く
認
め
ら

れ
る
。
ま
た
、
「
春
」
と
い
う
季
節
に
、
自
ら
の
姿
や
人
生
の
青
春
と
い
っ
た

意
味
を
重
ね
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
諸
注
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
確
か
に
、
晶
子
は
当
時
、
二
十
最
前
後
の
女
性
で
あ
り
、
「
明
星
」

を
中
心
と
し
た
雑
誌
を
通
し
て
、
西
洋
文
化
や
、
鉄
幹
の
唱
え
る
「
自
我
独
創

の
詩
」
な
ど
の
新
た
な
世
界
と
謹
一
返
し
た
。
さ
ら
に
与
謝
野
鉄
幹
と
の
恋
愛
な

ど
の
状
況
か
ら
、
そ
の
詠
作
に
「
春
」
の
主
題
を
多
用
す
る
こ
と
に
は
、
当
然

の
感
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
春
」
の
歌
に
お
け
る
過
剰
な

ま
で
の
自
意
識
と
表
現
も
ま
た
、
晶
子
自
身
の
「
自
我
独
創
の
詩
」
を
追
求
す

る
た
め
の
試
み
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、

は
た
ろ
す
が
た

わ
が
春
の
二
十
姿
と
う
ち
ぞ
見
ぬ
底
紅
の
う
す
い
ろ
牡
丹

(
一
三
四
)
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で
は
、
季
節
の
「
春
」
を
、
自
ら
の
人
生
に
お
け
る
「
春
」
、
す
な
わ
ち
女
性

の
生
や
美
が
最
も
輝
く
時
期
と
重
ね
る
。
さ
ら
に
そ
の
「
二
十
姿
」
を
「
底
紅

の
う
す
い
ろ
牡
丹
」
に
轍
え
る
こ
と
で
、
あ
で
や
か
な
美
し
さ
を
主
題
と
す

る
。
「
牡
丹
」
の
花
は
、
自
活
易
の
「
長
恨
歌
」
に
お
い
て
楊
賞
妃
の
美
し
さ

が
轍
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
の
美
を
表
象
す
る
典
型
的
な
花
の
一
つ
で

あ
る
。
晶
子
は
、
花
の
色
を
つ
っ
す
い
ろ
」
と
し
、
控
え
め
な
外
見
を
持
ち
つ

つ
も
、
「
底
紅
」
と
い
う
、
内
面
に
「
紅
」
、
す
な
わ
ち
情
熱
を
秘
め
つ
つ
咲
く

花
で
あ
る
と
し
て
、
自
身
の
美
の
盛
り
で
あ
る
「
二
十
姿
」
の
具
体
像
を
示
す
。

し
か
も
、
つ
っ
ち
ぞ
見
ぬ
」
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
で
っ
す
い
ろ
牡
丹
」
が
自

ら
の
「
二
十
姿
」
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自

ら
の
姿
と
そ
の
内
に
秘
め
た
思
い
を
客
観
的
に
表
現
で
き
る
存
在
と
し
て
、
「
う

す
い
ろ
牡
丹
」
が
選
ば
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
歌
の
発
想
に
類

似
す
る
、

さ

ゆ

り

ば

な

は

た

ち

ゆ
あ
み
す
る
泉
の
底
の
小
百
合
花
二
十
の
夏
を
う
つ
く
し
と
見
ぬ

(
三
九
)

で
は
、
「
泉
の
底
の
小
百
合
花
」
に
、
自
ら
の
「
二
十
の
夏
」
の
姿
を
轍
え
る
。

晶
子
は
、
「
ゆ
あ
み
」
に
つ
い
て
、

ゆ
あ
み
し
て
泉
を
出
で
し
わ
が
は
だ
に
ふ
る
る
は
つ
ら
き
人
の
世
の
き
ぬ

(
七
七
)

と
い
う
歌
を
既
に
発
表
し
て
い
た
。
こ
の
歌
か
ら
「
ゆ
あ
み
」
は
、
「
人
の
泣

の
き
ぬ
」
に
象
徴
さ
れ
る
、
人
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
生
じ
る
悩
み
や
し
が
ら

み
な
ど
と
い
っ
た
、
生
き
て
い
く
な
か
で
不
本
意
な
が
ら
身
に
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
か
ら
、
一
時
、
解
放
さ
れ
る
行
為
と
し
て
解
さ
れ
よ
う
。

一
方
の
「
小
百
合
花
」
は
、
明
治
三
十
三
年
六
月
以
降
の
「
明
星
」
の
表
紙

に
、
女
神
ら
し
き
女
性
が
手
に
持
つ
花
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
梅
花

女
学
校
出
身
で
キ
リ
ス
ト
教
の
用
語
を
晶
子
に
教
え
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
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「
明
星
」
同
人
の
山
川
登
美
子
の
号
で
も
あ
り
、
「
明
星
」
伺
人
及
び
読
者
に
と
っ

て
最
も
近
し
い
花
で
あ
っ
た
。
く
わ
え
て
、
百
合
の
花
が
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い

て
聖
母
マ
リ
ア
の
象
鍛
で
あ
る
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
晶
子
が
神
聖
で
美
し
い
花
と
し
て
捉
え
て
い
た
で

あ
ろ
う
「
小
百
合
花
」
を
、
外
界
と
は
隔
絶
し
た
「
泉
の
底
」
と
い
う
場
に
置

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
香
の
強
さ
を
消
し
、
美
し
い
姿
の
み
を
歌
に
表
現
す

る
。
さ
ら
に
、
音
数
律
の
関
係
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
接
頭
語
「
小
」
を
加
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
憐
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
ら
は
、
「
ゆ

あ
み
す
る
」
姿
で
あ
る
た
め
に
、
神
聖
で
美
し
い
「
小
百
合
花
」
に
織
え
う
る

存
在
で
あ
り
、
喰
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
め
て
「
二
十
の
夏
」
が
っ
つ
つ
く
し
」

い
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
う
し
た
「
小
百
合
花
」
の
清
純
さ
を
強
調
し
、
そ
の

花
に
、
「
ゆ
あ
み
」
し
た
「
二
十
の
夏
」
を
臨
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の

ウ
つ
つ
く
し
」
さ
を
強
く
訴
え
か
け
る
の
で
あ
る
。
元
来
、
美
し
い
花
と
し
て

受
容
さ
れ
る
つ
っ
す
い
ろ
牡
丹
」
や
「
小
百
合
花
」
に
、
「
二
十
姿
」
や
「
二
十

の
夏
」
を
臨
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
美
を
確
た
る
存
在
と
し
て
表
現
し

よ
う
と
す
る
意
図
が
窺
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
品
子
の
意
識
は
、

4
U
ぞ、

梅
の
渓
の
錨
く
れ
な
ゐ
の
朝
す
が
た
山
、
つ
つ
く
し
き
我
れ
、
つ
つ
く
し
き

(
一
三
ニ
六
)

に
お
い
て
、
よ
り
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
第
四
匂
ま
で
は
、
梅
林
の
渓
谷
に
白

い
認
が
か
か
り
、
梅
の
花
の
紅
色
が
脱
気
に
見
え
る
と
い
う
、
美
し
い
情
景
を

主
題
と
し
た
叙
景
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
五
匂
に
到
っ
て
、
自
然
か
ら
一

個
人
へ
と
視
点
を
反
転
さ
せ
、
「
我
れ
、
つ
つ
く
し
き
」
と
す
る
。
こ
の
歌
で
は
、

い
か
に
「
我
れ
」
が
ウ
つ
つ
く
し
き
」
女
性
で
あ
る
の
か
に
関
し
て
は
、
全
く

言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
山
、
つ
つ
く
し
き
」
た
め
に
、
そ
の
情
景
に
向

き
合
う
「
我
れ
」
も
ま
た
、
ウ
つ
つ
く
し
き
」
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
日
出
子
は
、

第
四
句
ま
で
に
お
け
る
「
梅
の
渓
の
舘
」
が
か
か
り
、
「
山
、
つ
つ
く
し
き
」
清

索
に
、
「
我
れ
、
つ
つ
く
し
き
」
と
の
感
嘆
を
導
き
出
す
役
割
を
持
た
せ
て
い
る
。

自
ら
が
身
を
置
く
情
景
の
美
し
さ
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
自
然
と
対
等
で
あ
る

自
ら
の
美
を
、
品
子
は
宣
言
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
自
ら
の
美
し
さ
を
、
王
題
と
す
る
歌
で
は
、

ひ

と

ぞ

ひ

と

ぢ

ほ

行
く
春
の
一
絃
一
柱
に
お
も
ひ
あ
り
さ
い
へ
火
か
げ
の
わ
が
髪
な
が
き

(
一
ヱ
ハ
四
)

の
よ
う
に
、
「
春
」
と
対
照
的
に
捉
え
る
例
も
認
め
ら
れ
る
。
「
春
」
の
過
ぎ
行

く
こ
と
を
惜
し
み
つ
つ
、
夜
に
一
人
、
琴
を
弾
い
て
い
る
。
し
か
し
、
「
春
」

を
惜
し
む
自
分
自
身
は
、
今
な
お
人
生
の
「
春
」
を
謡
歌
す
る
状
況
で
あ
り
、

長
い
影
と
し
て
部
屋
の
壁
に
映
る
「
わ
が
髪
」
の
美
し
さ
が
誇
ら
し
く
感
じ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
去
り
ゆ
く
「
春
」
と
「
わ
が
髪
」
は
対
照
的
な
存
在
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
行
く
春
」
に
対
し
て
愛
惜
の
念
を
抱
く
ほ
ど
、

今
は
ま
だ
美
し
い
ま
ま
で
あ
る
「
わ
が
髪
な
が
き
」
さ
ま
は
、
「
行
く
春
」
と

対
照
的
な
、
い
と
お
し
む
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
。
「
行
く
春
」

に
よ
っ
て
、
「
わ
が
髪
」
の
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

晶
子
の
歌
で
は
、
「
う
す
い
ろ
牡
丹
」
や
「
小
百
合
花
」
と
い
う
、
当
時
の

読
者
に
と
っ
て
特
定
の
意
味
を
以
て
知
ら
れ
る
花
に
自
ら
の
姿
を
重
ね
る
こ
と



に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
そ
の
美
を
表
現
し
た
。
ま
た
、
情
景
の
美
し
さ
か
ら
、

そ
の
場
に
居
る
自
ら
の
姿
も
ま
た
美
し
い
と
す
る
。
「
う
す
い
ろ
牡
丹
」
や
「
小

百
合
花
」
の
姿
に
限
を
留
め
、
「
梅
の
渓
」
の
「
朝
す
が
た
」
に
向
き
合
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
喰
え
ら
れ
る
自
ら
の
「
姿
」
の
美
も
ま
た
、
認
め
ら

れ
る
。
去
り
ゆ
く
存
在
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
ら
の
美
を
改
め
て
感
じ
、
愛
信

す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
行
く
春
」
を
惜
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
照
的
な

自
ら
の
「
髪
」
の
美
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
句
作
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。

先
掲
、
水
野
蝶
郎
の
歌
に
つ
い
て
、
鉄
幹
は
「
わ
が
こ
こ
ろ
」
と
「
春
の
野
の
水
」

が
「
同
化
」
し
て
い
く
と
い
う
発
想
を
評
価
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
そ
れ

ま
で
注
自
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
わ
が
こ
こ
ろ
」
を
、
「
う
す
紫
」
と
い

う
色
彩
に
よ
っ
て
「
春
の
野
の
水
」
の
「
温
か
な
、
う
ら
若
い
、
ゆ
る
や
か
な
」

さ
ま
に
重
ね
、
表
出
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
蝶
郎
に
対
し
て
、
品
子

の
ば
あ
い
、
内
に
抱
く
心
情
を
、
そ
の
容
姿
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
く
。
す
な

わ
ち
、
自
ら
の
姿
を
、
「
う
す
い
ろ
牡
丹
」
や
「
小
百
合
花
」
に
除
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
務
め
た
情
熱
や
清
簾
さ
を
表
現
す
る
。
ま
た
、
「
山
」
の
姿
や
「
春
」

の
景
物
に
自
ら
の
姿
を
託
し
、
視
覚
的
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
美

し
さ
が
導
き
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
品
子
の
「
春
」
の
情
景
や
花
、
さ
ら
に
は

「
春
」
と
い
う
季
節
を
用
い
た
歌
は
、
蝶
郎
と
同
様
、
「
わ
が
こ
こ
ろ
」
の
形
象

化
へ
の
試
み
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
.
対
比
に
よ
る
意
識
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自
ら
の
美
に
対
す
る
強
い
意
識
に
加
え
、
吋
み
だ
れ
髪
い
に
お
い
て
、
も
っ

と
も
批
判
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
歌
で
は
、
そ
の
過
激
な
表
現
が
注
目
さ
れ
る
。

春
み
じ
か
し
何
に
不
滅
の
命
ぞ
と
ち
か
ら
あ
る
乳
を
手
に
さ
ぐ
ら
せ
ぬ

( 

一

、、，〆

皆
川
氏
前
掲
論
文
が
、
そ
の
過
激
な
表
現
に
つ
い
て
指
摘
し
た
こ
の
一
首
は
、

批
判
さ
れ
た
歌
の
一
つ
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
発
表
当
時
、
鉄
幹
は
こ
の
歌
に

関
し
て
、楳

形
を
詩
に
入
れ
る
の
を
兎
角
に
批
難
す
る
人
の
あ
る
の
は
、
寧
ろ
そ
の

人
の
趣
味
の
低
い
の
を
自
白
す
る
も
の
で
、
美
感
の
上
の
事
を
随
劣
な
自

己
の
実
感
で
解
釈
す
る
愚
論
で
あ
る
。
我
等
は
芸
術
の
上
に
飽
く
ま
で
是

等
の
思
議
と
、
東
洋
流
の
道
徳
を
云
云
す
る
偽
善
的
論
法
と
排
斥
す
る
。

と
し
て
西
洋
の
女
神
の
部
を
例
に
出
し
て
、
裸
体
云
々
と
い
う
人
々
の
浅
薄
さ

を
批
判
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
品
子
ら
の
歌
を
擁
護
し
た
。
た
し
か
に
、
木

股
知
史
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
「
明
星
」
に
お
い
て
多
数
紹
介
さ
れ
て
い
た
西

洋
絵
画
を
想
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
品
子
の
歌
に
お
け
る
裸
体
に
関
す
る
表

現
を
、
生
の
人
間
の
も
の
で
は
な
く
、
神
話
に
お
け
る
女
神
を
主
題
と
す
る
も

の
と
し
て
解
し
得
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
西
洋
絵
画
に
よ
る
美
の
女
神
の
姿

を
主
題
と
す
る
な
ら
ば
、
「
春
み
じ
か
し
」
の
歌
の
下
旬
の
よ
う
に
、
過
激
な

表
現
を
選
択
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
批
判
を
来
す
表
現
に
品
子
が
踏

み
込
ん
だ
姿
勢
と
そ
の
意
図
を
、
看
過
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
の
歌
で
は
、
「
不
滅
の
命
」
と
「
ち
か
ら
あ
る
乳
」
が
対
比
さ
れ
る
存
在

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
ま
ず
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
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こ
の
世
の
「
春
」
は
す
ぐ
さ
ま
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
の
に
、
「
不

滅
の
命
」
な
ど
を
何
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
疑
問
を
呈
す
る
。
そ
し

て
、
今
、
現
前
す
る
「
ち
か
ら
あ
る
乳
」
こ
そ
信
じ
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
と

し
て
「
手
に
さ
ぐ
ら
せ
」
る
の
で
あ
る
。
「
さ
ぐ
る
」
と
は
、
眼
に
頼
ら
ず
に

手
足
の
感
覚
で
探
し
求
め
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
視
覚
に
頼
る
の
で
は
な
く
、

触
れ
る
行
為
を
重
要
視
し
て
い
る
と
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
存
在
を
確
か

め
う
る
「
ち
か
ら
あ
る
乳
」
と
比
較
し
た
と
き
、
「
不
滅
の
命
」
と
は
、
理
想

上
の
存
在
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
存
在
を
否
定
す
べ
く
、
肉
感
的

な
表
現
を
用
い
て
い
る
。
自
身
の
存
在
を
強
調
す
る
た
め
に
、
意
間
的
に
「
不

滅
の
命
」
と
と
も
に
、
身
体
に
関
わ
る
過
激
な
表
現
を
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、
対
比
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
を
見
出
す
と
い
う
発
想
は
、

や
は
肌
の
あ
っ
き
血
し
は
に
ふ
れ
も
見
で
さ
び
し
か
ら
ず
や
道
を
説
く
君

(
二
六
)

に
も
通
底
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
歌
に
関
し
て
は
、
逸
見
久
美
氏
が
、

二
人
(
論
者
注
・
鉄
幹
と
品
子
)
の
情
況
を
踏
ま
え
て
標
題
歌
を
解
す

る
と
、
「
道
を
説
く
君
」
は
単
に
一
般
的
な
道
学
者
に
向
け
た
と
い
う
よ

り
、
個
人
を
対
象
に
し
て
詠
ん
だ
と
し
た
方
が
迫
力
が
あ
る
よ
う
に
思
え

る
。
個
人
と
し
た
場
合
、
す
で
に
鉄
南
説
を
紹
介
し
た
が
、
以
上
の
鉄
幹

の
書
簡
や
二
人
の
歌
か
ら
考
え
て
、
標
題
歌
を
作
っ
た
頃
の
品
子
の
意
中

に
あ
っ
た
男
性
は
鉄
幹
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
鉄
幹
と
推
定

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
「
道
を
説
く
君
」
に
関
し
て
言
及
す
る
よ
う
に
、
「
や
は
肌
」
の
主
と
し
て
、

品
子
自
身
を
想
起
さ
せ
る
歌
と
し
て
受
容
し
う
る
。

こ
の
品
子
の
歌
と
伺
時
期
に
「
肌
」
を
そ
の
発
想
に
取
り
入
れ
た
歌
に
、
「
明

星
」
の
悶
秀
歌
人
と
し
て
、
品
子
と
並
び
称
さ
れ
た
山
川
登
美
子
の
、

世
の
風
は
う
す
肌
さ
む
し
あ
は
れ
君
み
袖
の
か
げ
を
し
ば
し
か
し
ま
せ

(
「
明
星
」
明
ぉ
・

9
)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
で
は
、
「
み
袖
の
か
げ
を
し
ば
し
か
し
ま
せ
」

と
「
君
」
に
呼
び
か
け
る
。
「
世
の
嵐
」
か
ら
「
君
」
の
「
み
袖
」
に
よ
っ
て

守
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
た
め
に
は
、
つ
つ
す
杭
」
と
い
う
、
繊
細
な
存
在
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
明
星
」
の
こ
の
用
例
以
外
で
は
見
ら
れ
な
い
で
っ
す
肌
」

と
い
う
語
に
、
自
ら
の
弱
さ
を
象
徴
さ
せ
、
「
君
」
と
の
交
流
の
契
機
と
す
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
歌
に
較
べ
、
千
原
さ
く
ら
の
発
表
し
た
、

さ
れ
ど
君
そ
の
や
は
跳
に
ふ
れ
も
せ
ば
若
き

'm潮
の
沸
き
か
へ
る
べ
し

(
「
明
日
生
」
明
M
-
2
)

は
、
「
や
は
肌
」
と
「
若
き
血
潮
」
と
い
う
諾
か
ら
、
明
ら
か
に
品
子
の
歌
の

影
響
を
受
け
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
「
や
は
肌
」
に
よ
っ
て
「
君
」
の
「
血
潮
」

を
「
沸
き
か
へ
」
ら
せ
、
誘
う
歌
と
な
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
「
や
は
机
」
の
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に
拠
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
で
は
「
や
は
机
」

に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
底
の
泉
」
す
な
わ
ち
そ
の
女
性
の
精
神
世
界
が
「
天

の
濃
紫
」
の
よ
う
に
深
み
を
有
す
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
と
し
、
「
や
は
肌
」

は
、
「
男
」
に
対
し
て
そ
の
内
部
を
知
る
契
機
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。

歌
に
お
け
る
「
肌
」
の
表
現
に
関
し
て
は
、
詠
み
手
が
女
性
で
あ
る
ば
あ
い
、

そ
の
姿
に
重
ね
て
享
受
さ
れ
て
い
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
品
子
の
歌
に
お

け
る
「
や
は
肌
」
は
、
そ
の
対
象
で
あ
る
「
道
を
説
く
君
」
が
誰
で
あ
れ
、
一

般
的
に
は
、
外
す
べ
か
ら
ざ
る
「
道
」
に
対
峠
す
る
存
在
で
あ
り
、
よ
り
生
'
身

と
し
て
の
人
間
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
道
を
説
く
君
」
を

誘
い
、
そ
の
「
道
」
に
打
ち
勝
つ
ほ
ど
の
存
在
と
し
て
、
「
や
は
肌
」
と
い
う
、

露
骨
で
一
扇
情
的
な
表
現
を
用
い
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、

「
道
」
が
偉
大
な
ほ
ど
、
そ
の
「
道
」
に
対
立
し
得
る
「
や
は
肌
」
も
ま
た
、

強
く
意
識
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
華
人
し
さ
を
、
過
激
な
表
現
を
用
い
、

「
不
滅
の
命
」
や
「
道
」
に
対
持
す
る
存
在
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
道
」
と
対
等
で
あ
る
人
と
し
て
の
誇
り
を
改
め
て
認
識
さ
せ
、
主
張
す
る
こ

と
が
、
晶
子
の
意
図
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
扇
情
的
な
表
現
を
用
い
た
品
子
の
歌
に
お
い
て
、
そ
の
身
体
は
必

ず
し
も
具
体
的
に
、
も
し
く
は
詳
細
に
表
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
、

注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
黒
髪
は
長
く
乱
れ
る
も
の
で
あ
り
、
脱

は
柔
ら
か
い
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
女
性
の
美
の
典
型
で
あ
る
と
向
時
に
、

美
の
至
上
の
表
象
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
に
よ
っ
て
「
自
我
独
創
の
詩
」
を

試
み
た
意
圏
に
は
、
当
時
の
歌
を
発
表
し
て
い
た
人
々
を
取
り
巻
く
状
況
が
、

大
い
に
関
わ
っ
て
い
よ
う
。

明
治
三
十
年
代
の
雑
誌
に
お
け
る
、
投
稿
者
や
問
人
に
関
す
る
多
く
の
情
報

を
掲
載
す
る
風
潮
に
関
し
て
は
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
詠
作

を
発
表
し
注
目
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
実
際
の
晶
子
像
に
つ
い
て
の
読
者
の
興
味

も
ま
た
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
、
「
明
日
生
」
誌
上
の
記
事
か
ら
も
窺
え
る
。
品

子
も
ま
た
、
自
身
の
歌
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
閤
囲
や
誌
上
か
ら

否
応
な
し
に
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
そ
の
印
象
に
関
し
て
は
、
「
品

子
の
風
釆
は
ど
う
か
と
い
ふ
に
」
と
し
て
、

高
島
田
で
、
ド
チ
ラ
カ
と
い
へ
ば
派
手
作
り
の
、
口
の
利
き
ゃ
う
は
、
正

直
の
と
こ
ろ
、
っ
、
ま
し
や
か
と
い
ふ
方
で
は
無
い
が
、
き
れ
ば
と
て
一

部
の
人
か
と
か
く
の
批
評
を
試
る
や
う
な
口
吻
の
婦
人
で
も
な
い
。

の
よ
う
に
記
事
に
さ
れ
、
晶
子
の
歌
に
抱
く
印
象
と
実
際
の
姿
の
差
異
が
、
話

題
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
自
我
独
創
の
詩
」
が
、
例
え
ば
「
写
生
」

を
提
唱
し
、
実
際
の
景
物
を
様
々
な
面
か
ら
歌
う
こ
と
を
試
み
た
子
規
ら
と
違

い
、
現
実
に
迫
る
必
要
性
を
求
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
先
述
し
た
蝶
郎
の

歌
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
現
実
と
の
差
異
や
想
像
的
な
世
界

を
、
歌
に
お
け
る
遊
び
の
要
素
と
し
て
、
穂
撞
的
に
創
造
し
て
い
た
と
い
え
る
。



nu 
、s

e
a

品
子
の
歌
に
関
し
て
も
、
蝶
郎
の
歌
と
同
様
に
、
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
表

現
す
る
こ
と
を
追
求
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
か
え
っ
て
、
自
ら
の
恋
愛
感

情
を
櫨
に
し
な
が
ら
も
、
過
激
な
表
現
に
よ
っ
て
、
新
た
に
恋
愛
に
大
胆
で

積
極
的
な
〈
わ
れ
〉
を
形
作
っ
て
い
く
こ
と
が
、
品
子
の
歌
に
お
け
る
方
法
で

あ
っ
た
。
現
実
の
景
物
に
拘
泥
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
と
し
て
の
要
素

を
意
図
的
に
誇
示
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
「
明
星
」
の
自
指
す
芸
術
へ
と

繋
げ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
実
際
の
晶
子
自
身
か
ら
離
れ
、
象
徴
的
な
女
性
の

美
を
歌
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
晶
子
は
自
ら
の
歌
を
、
「
自
我
独
創

の
詩
」
と
し
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

五
.
お
わ
り
に

品
子
は
、
自
然
の
花
や
清
景
を
、
自
ら
を
表
現
す
る
た
め
の
存
在
と
し
て
歌

に
取
り
入
れ
、
ま
た
、
「
不
滅
の
命
」
や
「
道
を
説
く
君
」
に
対
し
て
、
「
ち
か

ら
あ
る
乳
」
や
「
や
は
肌
」
を
対
峠
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
自
ら
の
美
し
さ
に
つ

い
て
、
比
織
を
用
い
、
客
観
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
歌
を
「
自

我
独
創
の
詩
」
と
し
て
確
立
し
た
の
だ
と
い
え
る
。
こ
の
鉄
幹
の
主
張
と
晶
子

の
方
法
に
関
し
て
、
向
時
代
の
状
況
に
鑑
み
て
、
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。

文
学
の
在
り
方
に
一
石
を
投
じ
た
坪
内
選
這
吋
小
説
神
髄
』
は
、
短
歌
に
関

し
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

総
じ
て
文
化
発
達
し
て
人
智
幾
階
か
進
む
に
い
た
れ
ば
、
人
情
も
ま
た
変

遷
し
て
い
く
ら
か
複
雑
と
な
る
べ
か
ら
ず
。
い
に
し
へ
の
人
は
質
朴
に
て
、

其
暗
合
も
単
純
な
る
か
ら
、
僅
か
に
三
十
一
文
字
も
て
其
胸
懐
を
吐
き
た

り
し
か
ど
、
け
ふ
此
頃
の
人
情
を
ば
述
、
べ
尽
す
べ
う
も
あ
ら
ざ
る
な
り
。

よ
し
ゃ
感
情
の
み
は
数
十
字
も
て
い
ひ
尽
す
こ
と
を
得
た
れ
ば
と
て
、
他

の
情
態
を
写
し
得
ざ
れ
ば
、
い
は
ゆ
る
完
全
の
詩
歌
に
あ
ら
ね
ば
、
彼
の

泰
西
の
詩
歌
と
共
に
美
術
壇
上
に
立
ち
難
か
る
べ
し
。

進
退
は
、
短
歌
よ
り
小
説
を
上
位
に
置
き
、
「
人
情
」
が
文
化
の
発
達
と
と
も

に
「
複
雑
」
に
な
っ
た
が
た
め
に
、
短
歌
と
い
う
三
十
一
文
字
で
は
表
現
し
き

れ
な
い
と
し
た
。
短
歌
は
、
そ
の
形
式
の
短
さ
ゆ
え
に
、
近
代
化
を
否
定
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
向
様
の
評
価
は
、
さ
ら
に
、
明
治
の
毘
詩
の
成
立
を
試
み
た
外

山
正
一
の
吋
新
体
詩
抄
」
の
序
文
、

我
邦
に
も
一
長
歌
だ
の
三
十
二
文
字
だ
の
川
柳
だ
の
支
那
流
の
詩
だ
の
と
、

様
々
の
鳴
方
あ
り
て
、
月
を
見
て
は
鳴
り
、
雲
を
見
て
は
鳴
り
、
花
を
見

て
は
鳴
り
、
別
品
を
見
て
は
鳴
り
、
矢
鱈
に
鳴
り
ち
ら
す
と
も
、
十
分
に

鳴
り
尽
す
こ
と
能
は
ず
、
何
ん
と
な
れ
ば
、
古
来
長
歌
を
以
て
鳴
れ
る
も

の
な
き
に
あ
ら
ね
ど
も
、
こ
は
最
も
稀
な
る
こ
と
に
し
て
、
殊
に
近
所
一
に

至
り
て
は
、
長
歌
は
全
く
地
を
掛
へ
る
有
様
に
て
事
物
に
感
動
せ
ら
れ
た

る
時
の
鳴
方
は
皆
三
十
一
文
字
や
川
榔
や
簡
短
な
る
唐
詩
と
出
掛
け
実
に

手
軽
な
る
鳴
方
な
れ
ば
な
り
、
蓋
し
其
鳴
方
の
斯
く
簡
短
な
る
を
以
て
見

れ
ば
、
其
内
に
あ
る
思
想
と
て
も
又
極
め
て
簡
短
な
る
も
の
た
る
は
疑
な

し
、
甚
だ
佳
…
札
な
る
申
分
か
は
知
ら
ね
ど
も
三
十
一
文
字
や
川
榔
等
の
如

き
鳴
方
に
て
能
く
鳴
り
尽
す
こ
と
の
出
来
る
思
想
は
、
線
香
焔
花
か
流
星

位
の
思
に
過
ぎ
ざ
る
べ
し
、
少
し
く
連
続
し
た
る
思
想
、
内
に
あ
り
て
、

鳴
ら
ん
と
す
る
と
き
は
国
よ
り
斯
く
簡
短
な
る
鳴
方
に
て
満
足
す
る
も
の
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に
お
い
て
、
「
線
香
焔
花
か
流
星
位
の
思
」
ほ
ど
を
表
現
で
き
る
に
過
ぎ
な
い

「
簡
短
な
る
鳴
方
」
で
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
点
に
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
和
歌

を
め
ぐ
る
形
式
の
論
議
の
後
、
明
治
二
十
年
代
後
半
か
ら
三
十
年
に
か
け
て
、

よ
う
や
く
、
そ
の
発
想
に
つ
い
て
の
模
索
へ
と
展
開
さ
れ
る
と
い
う
状
況
に

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
時
勢
の
な
か
、
そ
れ
ま
で
の
否
定
的
な
意
味
で
捉
え
ら
れ

が
ち
な
短
歌
の
存
在
に
つ
い
て
、
そ
の
転
換
を
図
っ
た
の
が
「
明
星
」
に
お
け

る
鉄
幹
の
主
張
「
自
我
独
創
の
詩
」
で
あ
り
、
正
問
子
規
の
「
写
生
」
で
あ
っ
た
。

鉄
幹
は
「
明
日
生
」
発
刊
の
際
、
短
歌
の
存
在
意
義
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て

は
、
短
歌
を
「
詩
」
と
い
う
形
式
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ

て
回
避
し
、
従
来
の
歌
壇
の
中
で
対
抗
す
る
対
象
と
し
て
「
万
葉
集
古
今
集
等

の
系
統
」
を
継
ぐ
桂
関
派
と
、
そ
の
宗
匠
で
あ
っ
た
香
川
景
樹
の
歌
を
設
定
し

た
。
短
歌
の
形
式
に
関
わ
る
問
題
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、
歌
の
主
題
に
関
す
る
争

い
へ
と
そ
の
鉾
先
を
転
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
旧
派
和
歌
か
ら
の
脱
却

を
目
標
と
し
、
明
治
の
短
歌
と
し
て
の
主
題
や
修
辞
の
試
行
を
活
発
化
さ
せ
る

に
到
る
。
晶
子
も
鉄
幹
の
論
を
継
い
で
、
歌
の
研
鍍
を
留
り
つ
つ
、
自
己
の
存

在
を
そ
の
歌
に
お
い
て
よ
り
明
確
に
確
立
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
形
式
の

短
さ
ゆ
え
に
複
雑
な
思
想
を
表
現
で
き
な
い
と
い
う
短
歌
に
対
す
る
批
判
を
翻

し
、
自
ら
の
感
情
を
積
極
的
に
、
主
張
す
る
に
到
っ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
意
義

が
認
め
ら
れ
よ
う
。

晶
子
の
歌
集
「
み
だ
れ
髪
い
で
は
、
鉄
幹
が
否
定
し
た
「
万
葉
集
古
今
集
等

の
系
統
」
の
想
及
び
修
辞
か
ら
脱
却
を
図
る
た
め
に
、
「
万
葉
集
古
今
集
等
の

系
統
」
に
多
く
主
題
と
さ
れ
て
き
た
季
節
と
し
て
の
「
春
」
や
、
「
春
」
の
景

物
を
用
い
つ
つ
、
全
く
違
っ
た
発
想
で
主
題
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
そ

の
際
、
自
ら
の
人
生
の
隆
盛
期
と
し
て
の
「
春
」
と
、
四
季
の
「
春
」
を
重
ね

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
美
を
表
現
し
た
。
ま
た
、
自
ら
の
美
を
、
既
に
美

を
認
識
さ
れ
て
き
た
「
春
」
の
景
物
に
喰
え
る
こ
と
で
、
視
覚
化
し
、
主
張
し

て
い
く
。
さ
ら
に
、
理
想
や
道
徳
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、
自
身
の
存
在
を
露
骨
な

表
現
に
よ
っ
て
強
調
す
る
。
自
ら
の
美
を
象
徴
的
に
歌
に
表
出
し
、
宣
言
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
明
日
三
読
者
ら
を
率
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
品
子
は
、
従
来
に
は
見
ら
れ
な
い
露
骨
で
過
激
な
表
現
を
用
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
自
我
独
創
の
詩
」
を
確
立
し
た
と
い
え
る
。
晶
子
の
歌
の

一
扇
情
的
な
一
部
が
注
目
さ
れ
、
「
口
つ
け
派
」
「
や
は
肌
派
」
と
概
論
さ
れ
る
一

方
、
そ
の
歌
に
類
似
す
る
表
現
や
句
法
は
、
様
々
な
雑
誌
に
投
稿
、
掲
載
さ
れ

た
歌
に
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
品
子
の
歌
に
、
鉄
幹
の
自
指
す
「
自

我
独
創
の
詩
」
の
表
現
を
見
出
し
、
賛
同
す
る
読
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
表
現
や

句
法
の
摂
取
が
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

ま
た
、
そ
の
歌
の
表
現
に
関
し
て
は
、
一
何
時
期
に
、

識
の
清
新
と
造
語
の
超
凡
と
長
き
思
想
を
短
匂
の
中
に
引
締
む
る
と
の
手

腕
は
、
今
の
新
体
詩
人
が
就
い
て
学
ぶ
る
に
足
る
も
の
あ
り

な
ど
と
'
評
価
さ
れ
て
お
り
、
新
体
詩
や
短
歌
と
い
う
形
式
と
い
う
同
時
代
的
な

問
題
意
識
に
も
繋
が
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
晶
子
の
試
み
は
、
明
治
三
十
年
代

に
お
け
る
歌
の
追
求
と
い
う
潮
流
に
お
け
る
、
こ
と
ば
を
契
機
と
し
て
〈
わ
れ
〉

の
表
現
を
試
み
た
活
動
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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L

土(
1
)

無
署
名
「
歌
集
総
ま
く
り
」
(
「
心
の
花
」
明
訓

(
2
)

平
出
修
「
鬼
面
録
」
(
「
小
此
木
市
町
」
明
お
・

3
)

(3)

「
日
本
文
学
研
究
」
(
平
9
・1
)

(
4
)

「
明
星
」
(
明
お
・

9
)
の
「
東
京
新
詩
社
清
規
一
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
た
。
「
自

我
の
詩
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
「
東
西
南
北
』
(
明
治
議
院
、
明
白
・

7
)
の
序
文

に
お
い
て
鉄
幹
は
言
及
し
て
い
る
。

(
5
)

「
明
星
」
(
明
お
・

9
)
に
お
け
る
「
越
後
男
」
と
す
る
読
者
の
投
稿
に
、

自
我
の
上
に
立
て
よ
と
の
み
さ
と
し
、
翻
然
夢
の
さ
め
た
る
心
持
致
し
候
。

げ
に
歌
は
我
れ
の
歌
に
候
べ
き
を
、
何
し
か
例
の
前
に
手
合
す
や
う
な
る

劣
根
鈍
機
に
甘
じ
候
ひ
け
ん
。
さ
れ
ば
と
て
此
み
さ
と
し
の
な
く
ば
、
い

つ
ま
で
も
限
の
開
く
期
は
候
ま
じ
き
に
、
師
と
呼
ぶ
な
と
は
余
り
に
雄
々

し
き
御
心
か
な
。
世
の
風
に
も
え
堪
へ
ぬ
こ
の
若
き
子
の
、
か
り
に
も
君

を
友
と
呼
び
参
ら
す
る
勇
気
あ
り
と
思
し
給
ふ
に
や
。
わ
れ
は
唯
君
が
綱

手
に
す
が
り
て
こ
そ
、
小
さ
く
低
き
自
我
の
琴
を
も
調
べ
候
は
め
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
鉄
幹
の
「
自
我
独
創
の
詩
」
の
宣
言
は
、
読
者
の
意
識
に

多
大
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
祭
せ
ら
れ
る
。

(
6
)

「
新
派
和
歌
大
要
」
(
大
学
館
、
明
お
・

6
)

(
7
)

「
鉄
幹
歌
話
」
(
「
明
星
」
明
M
A

・
7
)
。
後
に
「
新
派
和
歌
大
一
安
』
に
再
収
録

さ
れ
た
。

(
8
)

直
接
的
に
「
う
す
紫
」
と
い
、
つ
語
を
歌
に
取
り
入
れ
た
例
は
、
二
十
一
代

集
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、

整

す
み
れ
つ
む
春
の
野
原
の
ゆ
か
り
あ
れ
ば
う
す
紫
に
袖
や
ぬ
れ
な
ん

9 

吋
土
御
門
院
百
首
』

好
演
一
菜

料
叫
べ
み
れ
ば
、
っ
す
紫
に
さ
く
花
を
た
れ
か
華
と
な
づ
け
そ
め
け
ん

(
「
浦
の
し
は
貝
』
・
春
の
歌
)

な
ど
、
江
戸
期
ま
で
の
用
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
源
氏
物
語
」
「
藤
袴
」
に

お
け
る同

じ
野
の
露
に
や
っ
る
、
藤
袴
哀
れ
は
か
け
よ
か
ご
と
ば
か
り
も
(
タ
霧
)

か
へ
し

た
づ
ぬ
る
に
は
る
け
き
野
辺
の
露
な
ら
ば
う
す
紫
や
か
ご
と
な
ら
ま
し

玉
翠
)

の
よ
う
に
、
秋
の
野
に
お
け
る
例
な
ど
も
見
ら
れ
る
。

(
9
)

品
子
が
藤
村
や
泣
草
の
詩
句
を
自
ら
の
歌
に
摂
取
し
て
い
た
こ
と
は
、
与

謝
野
晶
子
自
選
の
「
与
謝
野
晶
子
歌
集
』
(
岩
波
書
応
、
明
日
・
臼
)
の
あ
と
が
き
(
日

付
は
昭
日
・

5
)
に
お
い
て
、

私
が
歌
を
作
り
初
め
た
の
は
明
治
三
十
年
頃
の
二
十
歳
前
後
か
ら
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
島
崎
藤
村
氏
の
新
し
い
詩
が
雑
誌
吋
文
学
界
」
に
発
表
さ
れ
、

続
い
て
幾
叩
か
の
氏
の
詩
集
が
出
版
さ
れ
、
薄
田
泣
華
氏
が
新
鮮
な
詩
を
多

く
示
さ
れ
た
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
二
氏
に
負
う
所
が
多
い
の
で
あ

る。

と
自
ら
の
詠
作
に
お
け
る
薄
田
泣
室
の
影
響
を
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
言
説
を
も

と
に
、
新
聞
進
一
二
み
だ
れ
髪
い
を
形
成
し
た
も
の
」
(
「
文
学
」
昭
犯
・

9
)
な

ど
に
お
い
て
、
品
子
と
藤
村
、
泣
室
の
短
歌
と
新
体
詩
に
お
け
る
発
想
や
用
語
の

共
通
性
は
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
叩
)
「
若
菜
集
』
(
春
陽
堂
、
明
却

8 
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(
日
)
「
暮
笛
集
」
(
金
尾
文
淵
堂
、
明
辺
・

1
)
所
収
。

(
ロ
)
藤
村
の
詩
に
、
別
が
し
ば
し
ば
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
関
良
一

注
釈
「
日
本
近
代
文
学
大
系
藤
村
詩
集
』
(
角
川
害
賠
、
昭
必
円
以
)
は
、
「
藤

村
に
は
「
川
」
に
ょ
せ
る
人
生
詠
嘆
の
詩
が
多
い
」
と
す
る
。

(
日
)
佐
佐
木
信
網
「
わ
れ
ら
の
希
望
と
学
問
」
(
「
こ
こ
ろ
の
華
」
「
こ
こ
ろ
の
華
」

発
行
所
、
明
担
・

2
)

(
凶
)
正
問
子
規
は
「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
(
「
自
本
」
日
本
新
聞
社
、
明
白

2
・

ロ
i
明
白
・

3
・4
)
に
お
い
て
「
趣
向
の
変
化
を
望
ま
ば
是
非
と
も
用
語
の
区
域

を
広
く
せ
ざ
る
、
べ
か
ら
ず
一
と
主
張
し
、
そ
の
歌
に
お
い
て
用
語
の
多
様
化
を
試

み
て
い
っ
た
。

(
日
)
「
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
増
補
改
訂
版
(
岩
波
書
応
、
平
日
・

9
)

(
出
)
例
え
ば
、
今
野
寿
美
「
担
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
む
与
謝
野
晶
子
』
(
本
阿
弥

書
活
、
平
げ
・

4
)
は
、
「
#
さ
を
そ
の
初
め
の
叢
に
取
り
あ
げ
、
「
人
生
の
世
帯
」
と

い
う
意
味
の
も
と
に
そ
の
歌
の
解
釈
を
試
み
て
い
る
。

(
口
)
明
石
利
代
二
み
だ
れ
髪
」
と
宗
教
的
表
現
」
(
「
女
子
大
文
学
園
文
篇
」
昭

日・

3
)
は
、
晶
子
が
キ
リ
ス
ト
教
の
用
語
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
が
、
登

美
子
と
の
交
際
の
深
ま
り
と
重
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
登
美
子
自
'
身
、

「
明
星
」
誌
上
に
お
い
て
、
「
白
百
合
の
君
」
と
称
さ
れ
た
。

(
出
)
「
鉄
幹
歌
話
」
(
「
明
星
」
明
白
・

9
)

(
凶
)
「
函
文
共
鳴
!
「
み
だ
れ
髪
』
か
ら
「
月
に
吠
え
る
」
へ
』
(
岩
波
警
応
、

-rM
ハ
川
川
V

d

J

百
寸

q
u
.
-〈

(
却
)
「
新
み
だ
れ
髪
全
釈
」
(
八
木
書
活
、
平
8
・6
)

(
幻
)
注
日
に
同
じ
。

(
辺
)
当
時
の
雑
誌
に
お
い
て
、
作
家
個
人
に
対
す
る
記
事
が
増
加
し
て
い
く
傾

向
に
関
し
て
は
、
日
比
嘉
吉
向
「
〈
自
己
表
象
〉
の
文
学
史
i

自
分
を
書
く
小
説
の
登

場

l
』
(
翰
林
害
一
房
、
平
H
・
5
)
に
詳
し
い
。

(
お
)
「
文
壇
活
人
画
(
四
)
」
(
「
文
庫
一
明
白
・

3
)
に
お
い
て
、
堺
市
の
駿
河
屋

が
生
家
で
あ
る
こ
と
や
、
髪
型
、
容
貌
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
ほ
か
、
写
真
の

掲
載
が
既
に
試
み
ら
れ
、
断
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

(
お
)
「
小
説
神
様
』
(
松
月
堂
、
明
出
・

6
)

(
お
)
『
新
体
詩
抄
」
(
丸
屋
善
七
、
明
日
・

8
)

(
お
)
後
藤
富
外
「
時
文
」
(
「
新
小
説
」
明
M
A
-
-
)

*
与
謝
野
晶
子
の
歌
の
引
用
は
「
明
星
」
復
刻
版
(
臨
川
書
応
、
昭
治
・

3
)
、
及

び
逸
見
久
美
編
集
「
鉄
幹
品
子
全
集
2
」
(
勉
誠
社
、
平
M
H

・
8
)
に
拠
る
。
歌

に
付
し
た
括
弧
内
の
数
字
は
、
『
み
だ
れ
髪
』
所
収
歌
の
作
品
番
号
で
あ
る
。
ま
た
、

市
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
た
。
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