
『
風
姿
花
伝
』

に
お
け
る

「花」

i
iー
そ
の
開
花
の
条
件
を
め
ぐ
っ
て
|
|
|
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一
、
は
じ
め
に

『
風
姿
花
伝
』
は
世
阿
弥
の
能
楽
論
蓄
の
中
で
前
期
の
代
表
作
で
あ
り
、
そ
の
中
心
課
題
は
舞
台
上
に
「
花
」
を
咲
か
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

乙
の
「
風
姿
花
伝
」
で
説
か
れ
て
い
る
「
花
」
と
は
、
能
の
魅
力
、
あ
る
い
は
能
役
者
が
観
客
に
与
え
る
感
動
を
さ
し
、
吋
風
姿
花
伝
」
第
七

の
別
紙
口
伝
に
は
、

花
と
面
白
き
と
め
づ
ら
し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
同
じ
心
な
り
。

と
、
面
白
さ
・
珍
し
さ
と
同
意
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
風
姿
花
伝
」
に
お
け
る
「
花
」
の
意
味
を
ま
と
め

て
一
一
一
一
口
う
な
ら
ば
、
「
観
客
た
ち
の
視
覚
も
し
く
は
晴
好
に
合
わ
せ
て
能
役
者
が
舞
台
上
に
咲
か
せ
る
面
白
く
て
珍
し
い
演
能
上
の
魅
力
」
と
な

λ
ごっ。世

阿
弥
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
こ
の
「
花
」
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
。
そ
れ
は
彼
の
多
く
の
伝
書
か
ら
確
認
で
さ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
だ
わ

り
ぶ
り
は
、
こ
の
「
風
姿
花
伝
い
の
み
な
ら
ず
、
「
花
鏡
」
「
至
花
道
」
「
拾
玉
得
花
」
吋
却
来
花
」
な
ど
と
い
っ
た
彼
の
主
な
能
楽
論
議
の
名
に

「
花
」
が
つ
い
て
い
る
こ
と
を
晃
て
も
十
分
推
し
は
か
れ
よ
う
。
こ
れ
は
世
阿
弥
自
ら
の
生
涯
の
中
心
課
題
が
こ
の
「
花
」
の
開
花
に
あ
っ
た

こ
と
を
物
語
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
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宙
開
弥
の
こ
う
し
た
「
花
」
へ
の
執
着
が
最
も
強
く
探
り
込
ま
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
吋
風
姿
花
伝
」
で
あ
ろ
う
。
松
関
心
平
氏
も
「
前
期
の

代
表
作
吋
風
姿
花
伝
」
で
の
世
阿
弥
の
「
花
」
へ
の
思
い
は
熱
い
。
と
こ
ろ
が
、
後
期
に
な
る
と
、
彼
の
「
花
」
へ
の
思
い
は
少
々
冷
め
て
く

る
」
と
、
吋
風
姿
花
伝
」
時
代
が
そ
れ
の
ピ

i
ク
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
の
「
花
」
へ
向
か
う
志
向

の
有
り
ょ
う
が
最
も
克
明
に
刻
ま
れ
た
の
が
こ
の
吋
風
姿
花
伝
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
の
「
花
」
へ
の
志
向
の
有
り
よ
う
と

は
、
能
の
遂
に
臨
む
世
阿
弥
の
姿
勢
そ
の
も
の
と
も
言
え
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
「
印
刷
姿
花
伝
い
に
説
か
れ
て
い
る
「
花
」
開
花
の
条
件
に
そ

の
ま
ま
盛
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
能
の
道
へ
の
世
間
一
弥
の
姿
勢
を
う
か
が
っ
て
み
る
べ
く
、
「
風
姿
花
伝
」
に
説

か
れ
て
い
る
「
花
」
繍
花
の
条
件
を
め
ぐ
る
分
析
を
行
っ
て
み
た
い
。

た
だ
、
「
岡
山
姿
花
伝
同
に
盛
ら
れ
て
い
る
世
間
問
弥
の
熱
情
を
云
々
す
る
場
合
、
た
と
え
ば
第
三
篇
〔
問
答
条
々
〕
の
奥
盟
国
の
「
お
よ
そ
、
家

を
守
り
、
芸
を
重
ん
ず
る
に
よ
っ
て
、
亡
父
の
申
し
醤
き
し
事
ど
も
を
、
心
底
に
さ
し
は
さ
み
て
、
大
概
を
録
す
る
:
・
」
と
い
う
よ
う
な
記
事

が
残
す
問
題
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
記
事
は
、
吋
嵐
姿
花
伝
い
が
世
阿
弥
自
ら
の
創
意
に
よ
ら
ず

父
観
阿
弥
の
遺
訓
に
も
と
づ
く
著
述
だ
と
い
う
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
額
面
通
り
に
受
け
と
り
、
吋
風
姿
花
伝
」
は
父

綬
阿
弥
の
教
え
を
祖
述
し
た
も
の
と
す
る
見
解
が
早
く
か
ら
あ
り
、
「
風
姿
花
伝
い
全
体
を
観
阿
弥
の
著
述
と
見
な
し
、
さ
ら
に
は
「
花
鋭
」

の
奥
議
に
も
と
づ
い
て
吋
風
姿
花
伝
い
と
「
花
鏡
」
の
差
異
を
そ
の
ま
ま
般
向
弥
と
世
阿
弥
の
差
奥
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
論
考
も
少
な
く

な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
父
の
死
後
二
十
年
も
の
歳
月
が
下
敷
き
に
さ
れ
て
成
っ
た
「
風
姿
花
伝
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
長
い
間
一

座
を
率
い
る
棟
梁
と
し
て
経
験
し
体
得
し
た
様
々
な
世
阿
弥
な
り
の
方
法
論
が
反
映
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
「
藤

原
定
家
の
歌
論
議
聞
の
「
毎
月
抄
」
が
「
わ
づ
か
に
先
人
申
し
躍
き
候
ひ
し
魔
訓
の
片
端
を
申
し
候
ひ
き
」
と
冒
頭
に
言
う
ご
と
く
、
道
の
後
継

者
が
先
入
を
立
て
る
の
は
常
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
観
阿
弥
没
後
二
十
年
を
経
て
か
ら
、
世
阿
弥
が
彼
'
自
身
の
言
葉
や
文
体
で
綴
り
、
改
訂
・
増

補
す
ら
加
え
て
い
る
の
が
手
化
伝
い
で
あ
る
。
そ
の
所
論
に
観
阿
弥
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
著
述
さ
れ
た
「
花
伝
」
は

あ
く
ま
で
も
世
阿
弥
の
遺
著
で
あ
っ
て
観
阿
弥
の
怯
書
で
は
な
い
」
と
、
批
阿
弥
が
亡
き
父
を
立
て
て
言
っ
た
と
み
る
謙
辞
説
が
説
得
力
が
あ

り
、
本
稿
で
も
こ
の
説
に
従
っ
て
論
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

一
一
、
「
時
分
の
花
」
と
「
ま
こ
と
の
花
」



世
間
弥
が
吋
風
姿
花
伝
』
で
説
い
て
い
る
「
花
」
の
種
類
を
大
き
く
こ
つ
に
分
け
る
と
「
時
分
の
花
」
と
「
ま
こ
と
の
花
」
と
な
ろ
う
。
こ

の
二
つ
の
「
花
」
に
関
し
て
は
、
「
風
姿
花
伝
」
第
一
篇
の
〔
年
来
稽
古
条
々
〕
に
集
中
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
ま
と

め
て
説
明
し
て
い
る
の
は
、
「
風
姿
花
忽
』
第
三
篇
の
(
問
答
条
々
〕
の
末
尾
に
見
え
る
次
の
よ
う
な
記
事
で
あ
る
。

時
分
の
花
、
声
の
花
、
幽
玄
の
花
、
か
ゃ
う
の
条
々
は
、
人
の
日
に
も
克
え
た
れ
ど
も
、
そ
の
態
よ
り
出
で
来
る
花
な
れ
ば
、
咲
く
花
の

ご
と
く
な
れ
ば
、
ま
た
や
が
て
散
る
持
分
あ
り
。
さ
れ
ば
、
久
し
か
ら
ね
ば
、
天
下
に
名
望
少
な
し
。
た
だ
、
ま
こ
と
の
花
は
、
咲
く
道

理
も
、
散
る
道
理
も
、
心
の
ま
ま
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
久
し
か
る
べ
し
。

こ
の
説
明
に
よ
る
と
、
「
時
分
の
花
」
は
、
人
の
自
に
も
そ
の
美
し
さ
が
す
ぐ
見
え
、
そ
れ
な
り
の
効
果
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
身
体
的

好
条
件
か
ら
生
じ
る
花
な
の
で
、
咲
く
花
の
よ
う
に
一
時
的
で
あ
り
、
天
下
に
名
声
を
補
間
す
る
こ
と
も
少
な
く
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
も
の
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
身
体
的
好
条
件
と
い
う
の
は
、
少
年
期
や
青
年
期
に
一
時
的
に
恵
ま
れ
る
声
や
姿
の
美
し
さ
を
さ
し
、
右
の
引
用

文
の
「
声
の
花
」
や
「
幽
玄
の
花
」
と
は
他
な
ら
ぬ
こ
れ
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
ま
こ
と
の
花
」
と
は
、
「
咲
く
道
理
も
、
散
る
道
理

も
、
心
の
ま
ま
」
で
、
一
時
的
に
華
や
い
だ
後
す
ぐ
さ
ま
散
っ
て
し
ま
う
「
時
分
の
花
」
と
は
迷
っ
て
久
し
い
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
咲
く
道
理
も
、
散
る
道
理
も
、
心
の
ま
ま
」
と
は
、
「
(
花
を
)
咲
か
せ
る
の
も
散
ら
せ
る
の
も
患
い
の
ま
ま
」
と
な
ろ
う
。
要
す
る

に
、
「
ま
こ
と
の
花
」
の
芸
域
に
達
し
た
者
な
ら
「
花
」
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
由
自
在
の
境
地
に
あ
る
は
ず
、
の
意
味
と
と
れ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
表
現
が
簡
潔
す
ぎ
て
そ
の
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
れ
を
理
解
す
る
に
は
、
吋
拾
玉
得
花
」
の

位
」
論
が
示
唆
に
富
め
る
手
引
き
と
な
り
得
ょ
う
。

こ
れ
は
安
心
な
り
。
た
だ
、
無
心
の
、
感
、
妙
花
、
同
意
な
り
。
さ
り
な
が
ら
、
そ
の
位
の
有
主
風
を
得
て
こ
そ
、
真
実
の
安
き
位
な
る
べ

け
れ
。
無
位
真
人
と
い
ふ
文
あ
り
。
形
な
き
位
と
い
ふ
。
た
だ
無
位
を
ま
こ
と
の
位
と
す
。
こ
れ
安
位
。

27 

こ
こ
で
「
有
主
風
」
と
は
、
「
我
が
物
と
し
て
体
得
し
き
っ
た
芸
境
」
を
さ
し
、
「
無
位
」
と
は
「
位
を
意
識
し
な
い
境
地
」
を
意
味
す
る
言

葉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
右
の
引
部
文
の
主
旨
は
、
〈
「
安
位
」

(
H
N

安
き
位
)
と
い
う
の
は
、
「
無
心
の
感
」
「
妙
花
」
と
同
じ
境
地
の
も
の
で
、
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そ
の
無
心
・
妙
花
の
境
地
を
わ
が
物
と
し
て
体
得
し
き
っ
て
こ
そ
、
ま
こ
と
の
「
安
北
」
と
い
い
縛
、
ま
た
一
定
の
形
を
持
た
ず
位
を
意
識
し

な
い
自
在
の
境
地
で
あ
る
「
無
位
」
こ
そ
が
「
ま
こ
と
の
位
」
で
、
こ
の
寸
無
位
」
が
す
な
わ
ち
「
安
位
」
だ
〉
と
な
ろ
う
。
世
間
弥
が
定
め

て
い
る
理
想
の
「
花
」
が
「
妙
花
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
と
「
ま
こ
と
の
花
」
と
は
詞
心
円
上
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
ま
こ
と

の
花
」
の
理
解
に
「
無
心
の
感
」
「
無
位
」
「
安
位
」
等
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
て
も
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

こ

の

に

は

ま

た

「

安

位

」

が

次

の

よ

う

に

も

説

か

れ

て

い

る

。

心そ
中も
にそ
ーも
物
も安、
な位、
しと

つ
ば

意
一
葉
‘
態
相
に
ま
っ
た
く
か
か
は
ら
ぬ
一
昨
あ
る
べ
し
。
そ
の
時
は
、
稽
古
・
習
道
を
尽
く
し
つ
る
条
々
、

す
な
わ
ち
、
「
安
位
」
と
い
う
の
は
、
「
意
景
」

(
H
H

演
者
の
意
図
)
や
「
態
相
」

(
H
発
現
し
た
演
技
)
な
ど
と
は
全
然
関
係
が
な
い
も
の
で
、

こ
の
「
安
泣
」
の
芸
境
に
安
定
し
て
い
る
時
は
、
こ
れ
ま
で
多
年
間
模
ん
で
き
た
檎
古
・
習
道
の
数
々
は
何
一
つ
心
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
意
識
的
な
次
元
を
捨
象
し
た
精
神
的
な
無
碍
の
世
界
に
「
安
位
」
は
あ
る
と
世
間
弥
は
述
べ
て
い

る
。
世
間
一
弥
の
定
め
る
「
ま
こ
と
の
花
」
の
境
地
は
、
こ
う
し
た
精
神
的
な
無
碍
の
世
界
、
す
な
わ
ち
一
定
の
形
を
持
た
ず
位
を
意
識
し
な
い

自
由
自
在
の
境
地
と
察
せ
ら
れ
る
。
「
咲
く
道
埋
も
、
散
る
道
埋
も
、
心
の
ま
ま
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
無
位
」
す
な
わ
ち
「
安
位
」
の
境

地
を
指
し
て
い
る
言
葉
に
他
な
る
ま
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
「
無
位
」
「
安
位
」
の
域
に
達
し
た
者
こ
そ
「
ま
こ
と
の
花
」
を
咲
か

せ
る
、
と
い
う
の
が
世
間
弥
の
説
く
「
ま
こ
と
の
花
」
論
で
あ
る
。
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一
、
「
ま
こ
と
の
花
」
の
芸
位
に
至
る
ま
で

こ
の
「
ま
こ
と
の
花
」
の
芸
位
に
達
す
る
こ
と
は
、
世
阿
弥
が
彼
の
能
楽
論
書
の
中
に
定
め
た
能
役
者
に
お
け
る
究
極
の
理
想
で
あ
る
。
こ

れ
は
門
風
姿
花
伝
」
を
貫
い
て
説
か
れ
て
い
る
中
心
テ

i
マ
で
も
あ
る
が
、
前
に
触
れ
た
「
時
分
の
花
」
は
、
こ
れ
に
至
る
過
程
に
お
い
て
誰

も
が
経
験
す
る
一
時
的
な
「
花
」
で
あ
り
、
決
し
て
こ
の
ぺ
ま
こ
と
の
花
」
の
対
概
念
と
し
て
敬
遠
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ

の
「
時
分
の
花
」
の
段
階
に
あ
る
者
が
「
ま
こ
と
の
花
」
の
位
に
向
か
っ
て
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
に
は
幾
つ
か
の
注
意
あ
る
い
は
克
服
す
べ
き



点
が
あ
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
第
一
篇
の
〔
年
来
稽
古
条
々
〕
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

〔
年
来
稽
古
条
々
〕
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
時
分
の
花
」
が
咲
く
時
期
は
、
十
二
三
か
ら
十
五
六
才
く
ら
い
の
少
年
期
が
そ
の
第
一
期
、

そ
し
て
二
十
四
五
の
青
年
期
が
そ
の
第
二
期
と
、
都
合
二
回
に
わ
た
る
と
い
う
。
二
期
と
も
声
と
姿
の
美
し
さ
に
よ
っ
て
「
時
分
の
花
」
が
咲

く
と
い
う
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
二
期
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
「
十
七
八
よ
り
」
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
声
が
変
わ
る
変
声
期
で
あ

り
、
ま
た
精
神
的
に
未
熟
で
物
事
に
敏
感
に
反
応
し
や
す
い
思
春
期
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
急
激
な
身
体
的
な
変
化
の
た
め
戸
惑
い
を
感
じ

た
り
、
観
客
を
意
識
し
す
ぎ
て
差
恥
心
を
覚
え
た
り
し
て
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
悪
条
件
が
重
な
っ
て
へ
こ
た
れ
て
し
ま
い
や
す
い
時
期
で
あ
る
。

こ
う
し
た
様
々
な
問
題
に
対
し
て
世
阿
弥
は
次
の
よ
う
に
注
意
し
て
い
る
。

こ
の
頃
の
稽
古
に
は
、
た
だ
、
指
を
さ
し
て
人
に
笑
は
る
る
と
も
、
そ
れ
を
ば
か
へ
り
み
ず
、
(
中
略
)
心
中
に
は
願
力
を
起
こ
し
て
、

「
一
期
の
境
こ
こ
な
り
」
と
、
生
涯
に
か
け
て
能
を
捨
て
ぬ
よ
り
外
は
、
稽
古
あ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
こ
に
て
捨
つ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
能
は

止
ま
る
べ
し
。

す
な
わ
ち
、
客
席
か
ら
の
視
線
な
ど
気
に
せ
ず
、
神
仏
へ
の
願
を
立
て
て
力
を
ふ
り
起
こ
し
て
、
「
私
の
人
生
の
境
目
が
今
な
の
だ
」
と
覚
悟

を
き
め
て
、
生
涯
を
こ
の
時
期
に
か
け
て
能
の
道
に
し
が
み
つ
く
以
外
は
と
く
に
方
法
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
右
の
傍
線
部

に
は
、
悲
槍
た
る
覚
慣
が
盛
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
克
服
す
べ
き
精
神
的
な
苦
況
の
並
大
抵
で
な
い
こ
と
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

は
お
そ
ら
く
世
阿
弥
自
ら
の
体
験
が
反
映
さ
れ
て
い
よ
う
。
抜
群
に
華
や
か
で
魅
力
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
彼
の
少
年
期
は
、
そ
れ
だ
け
大
き

な
喪
失
惑
を
「
十
七
八
よ
り
」
の
彼
に
味
わ
わ
せ
た
元
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
二
十
二
才
の
若
さ
で
父
観
阿
弥
に
死
別
し
、
二
代

呂
棟
梁
と
し
て
一
盛
の
将
来
を
否
応
な
し
に
担
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
彼
は
、
そ
れ
こ
そ
「
心
中
に
願
力
を
起
こ
し
て
」
、
ま
だ
未
熟

な
身
と
し
て
は
耐
え
難
い
負
担
感
を
凌
い
で
行
っ
た
に
違
い
な
い
。

世
阿
弥
は
さ
ら
に
、
「
二
十
間
五
」
の
時
の
者
に
対
し
て
も
注
意
を
残
し
て
い
る
。

29 

も
と
名
人
な
ど
な
れ
ど
も
、
当
座
の
花
に
め
づ
ら
し
く
し
て
、
立
会
勝
負
に
も
一
日
一
勝
つ
時
は
、
人
も
忠
ひ
上
、
げ
、
幸
一
も
上
手
と
思
ひ
染

む
る
な
り
。
こ
れ
、
か
へ
す
が
へ
す
主
の
た
め
仇
な
り
。
こ
れ
も
ま
こ
と
の
花
に
は
あ
ら
ず
。
年
の
盛
り
と
、
見
る
人
の
一
日
一
の
心
の
め

-168-
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づ
ら
し
き
花
な
り
。

す
な
わ
ち
、
「
立
会
勝
負
」
(
日
競
演
)
の
時
、
そ
の
場
だ
け
の
一
時
的
な
「
当
座
の
花
」
(
日
日
時
分
の
花
)
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
名
人
に
も
勝
っ

た
り
も
す
る
が
、
こ
れ
を
「
一
日
一
の
め
づ
ら
し
き
花
」
と
は
知
ら
ず
、
自
分
は
上
手
な
の
だ
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
う
自
惚
れ
の
愚
を
世
阿
弥
は
「
仇
」

と
し
て
戒
め
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
能
役
者
へ
の
注
意
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

こ
の
頃
の
花
こ
そ
初
心
と
申
す
頃
な
る
を
、
極
め
た
る
や
う
に
主
の
思
ひ
て
、
は
や
申
楽
に
側
み
た
る
輪
説
を
し
、
至
り
た
る
風
体
を
す

る
事
、
あ
さ
ま
し
き
事
な
り
。

す
な
わ
ち
、
前
述
の
よ
う
な
自
惚
れ
の
あ
ま
り
、
も
う
輿
義
を
極
め
た
か
の
よ
う
に
、
円
十
く
も
猿
楽
の
正
道
か
ら
は
ず
れ
た
自
分
勝
手
な
言
動

を
し
、
大
成
し
た
名
手
の
よ
う
な
演
じ
方
を
す
る
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
き
事
と
し
て
警
戒
し
、
さ
ら
に
は
、

時
分
の
花
を
ま
こ
と
の
花
と
知
る
心
が
、
真
実
の
花
に
な
ほ
遠
ざ
か
る
心
な
り
。

て
花
の
失
す
る
を
も
知
ら
ず
。

宇
崎
明
、
-
、

中
/
中
/

人
ご
と
に
、
こ
の
時
分
の
花
に
迷
ひ
て
、

-167-

や
が

と
、
自
摺
れ
が
も
た
ら
す
弊
窓
口
を
く
り
か
え
し
戒
め
、
最
後
に
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

公
案
し
て
忠
ふ
べ
し
。
我
が
位
の
程
を
よ
く
よ
く
心
得
ぬ
れ
ば
、
そ
れ
程
の
花
は
一
期
失
せ
ず
。
位
よ
り
上
の
上
手
と
思
へ
ば
、
も
と
あ

り
つ
る
位
の
花
も
失
す
る
な
り
。
よ
く
よ
く
心
得
べ
し
。

つ
ま
り
、
「
我
が
位
の
程
」
を
正
確
に
自
覚
し
て
い
れ
ば
、
自
覚
し
て
い
る
程
度
の
花
は
一
生
保
持
で
き
る
が
、
自
惚
れ
て
い
て
は
、
そ
れ
ま

で
身
に
つ
い
た
花
ま
で
も
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。
一
要
す
る
に
、
自
分
の
芸
位
を
正
確
に
'
自
覚
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
・
自
惚
れ
て

「
位
よ
り
上
の
上
手
と
怠
」
う
か
に
よ
っ
て
、
「
花
」
を
咲
か
せ
る
か
否
か
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
ま
こ
と
の
花
」
の
芸
位
に
向



か
つ
て
順
調
に
進
む
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
謙
患
な
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
と
世
阿
弥
は
言
っ
て
い
る
。

「
ま
こ
と
の
花
」
は
、
以
上
の
よ
う
な
戒
め
に
注
意
し
つ
つ
稽
古
に
励
ん
だ
者
に
だ
け
卦
一
則
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
が
開
花
す
る
時
期
は
「
三

十
四
五
」
の
頃
と
世
阿
弥
は
定
め
て
い
る
。

こ
の
頃
の
能
、
盛
り
の
極
め
な
り
。
こ
こ
に
て
、
こ
の
条
々
を
極
め
悟
り
て
、
堪
能
に
な
れ
ば
、
定
め
て
天
下
に
許
さ
れ
、
名
望
を
得
つ

べ
し
。

こ
の
「
三
十
四
五
」
の
能
が
盛
り
の
絶
頂
で
あ
り
、
こ
の
段
階
で
、
本
書
の
教
え
の
数
々
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
理
解
し
体
得
し
き
っ
て
、

熟
達
の
域
に
達
す
れ
ば
、
必
ず
や
天
下
の
人
々
に
名
人
と
し
て
認
め
ら
れ
、
名
望
を
も
獲
得
で
き
、
「
ま
こ
と
の
花
」
を
咲
か
せ
得
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
芸
位
に
達
し
た
者
に
も
、
世
間
弥
は
注
意
を
緩
め
な
い
。

こ
こ
に
て
な
ほ
慎
む
べ
し
。
こ
の
頃
は
、
過
ぎ
し
方
を
も
覚
え
、
ま
た
行
く
先
の
手
立
を
も
覚
る
時
分
な
り
。
こ
の
頃
極
め
ず
、
は
、
こ
の

後
天
下
の
許
さ
れ
を
得
ん
事
、
か
へ
す
が
へ
す
難
か
る
べ
し
。

す
な
わ
ち
、
右
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
よ
り
い
っ
そ
う
'
自
重
し
謙
虚
に
な
る
こ
と
を
世
阿
弥
は
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
積
ん
で
き
た

芸
を
消
化
し
尽
く
し
、
ま
た
こ
れ
か
ら
の
演
じ
方
を
悟
得
す
る
大
事
な
時
期
が
こ
の
「
三
十
四
五
」
の
頃
で
、
こ
の
時
に
能
の
奥
義
を
極
め
尽

く
さ
な
く
て
は
、
天
下
の
名
声
を
得
る
こ
と
は
期
待
し
が
た
い
と
戒
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
戒
め
は
、
第
三
篇
(
問
答
条
々
〕
に
お
い
て
、
「
た

と
ひ
随
分
極
め
た
る
上
手
・
名
人
な
り
と
も
、
こ
の
花
の
公
案
な
か
ら
ん
為
手
は
、
上
手
に
て
は
通
る
と
も
、
花
は
後
ま
で
は
あ
る
ま
じ
き
な

り
」
と
、
「
上
手
・
名
人
」
に
お
け
る
「
花
の
公
案
」

(
H
花
に
つ
い
て
の
工
夫
・
研
究
)
を
強
調
し
た
う
え
で
、
「
い
か
な
る
を
か
し
き
為
手

な
り
と
も
、
よ
き
所
あ
り
と
見
ば
、
上
手
も
こ
れ
を
学
ぶ
べ
し
」
と
、
「
下
手
」
か
ら
で
も
「
よ
き
所
」
が
あ
れ
ば
「
上
手
」
は
こ
れ
を
学
ぶ

べ
き
だ
と
し
、
さ
ら
に
、
「
上
手
に
だ
に
も
、
上
慢
あ
ら
ば
、
能
は
下
が
る
べ
し
」
と
、
「
上
手
」
の
「
上
憾
」
(
れ
れ
慢
心
)
を
警
戒
し
て
い
る

と
こ
ろ
と
も
相
通
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
謙
慮
さ
は
、
〔
年
来
稿
古
条
々
〕
の
「
四
十
四
五
」
以
降
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
年
齢
に
よ
る
身
体
的
な
衰
え
を
か
え
り
み
、

31 
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老
衰
し
た
我
が
身
の
程
を
自
覚
す
る
と
い
う
「
我
が
身
を
知
る
心
」
へ
と
様
変
わ
り
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
四
十
四
五
」
の
頃
に
は
、

体
力
を
饗
す
る
あ
ま
り
に
'
掛
か
な
演
技
は
避
け
、
「
や
す
や
す
と
、
骨
を
訴
ら
で
、
:
少
な
少
な
と
す
べ
し
」
と
、
控
え
め
に
な
る
こ
と
を
勧

め
、
こ
の
よ
う
な
心
づ
か
い
を
「
我
が
身
を
知
る
心
」
と
し
、
ご
れ
を
ま
た
「
得
た
る
人
の
心
」
(
日
名
人
の
械
に
達
し
た
人
の
心
づ
か
い
)

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
老
年
期
の
「
五
十
有
余
」
に
お
い
て
も
、
?
」
の
頃
よ
り
は
、
大
か
た
、
せ
ぬ
な
ら
で
は
手
立
あ
る
ま
じ
」
と
、
演
技

を
極
端
に
控
え
る
し
か
方
法
が
な
い
と
述
べ
、
「
四
十
四
五
」
の
時
に
お
け
る
「
我
が
身
を
知
る
心
」
の
延
長
線
上
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
何
も
せ
ず
に
舞
台
上
に
じ
っ
と
し
て
い
る
の
が
良
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
老
い
た
我
が
身
の
程
を
自
覚

し
て
控
え
日
け
に
な
る
「
我
が
身
を
知
る
心
」
の
大
事
さ
が
説
か
れ
て
い
る
と
取
れ
ば
よ
か
ろ
う
。

呂
、
「
相
応
」
に
よ
る
「
花
」

能
に
「
花
」
を
咲
か
せ
、
成
功
を
お
さ
め
る
た
め
の
基
本
的
な
条
件
は
、
「
一
切
の
事
に
、
相
応
な
く
ば
成
就
あ
る
べ
か
ら
ず
」
(
第
六
篇
、

花
修
一
五
)
と
あ
る
が
ご
と
く
、
「
栴
応
」
と
世
阿
弥
は
明
言
し
て
い
る
。
そ
の
「
相
応
」
を
成
す
べ
き
具
体
的
な
要
素
に
関
し
て
は
、

能
の
位
、
為
干
の
位
、
目
利
き
・
在
所
・
時
分
、
こ
と
ご
と
く
相
応
せ
ず
ば
、
出
で
来
る
事
は
左
右
な
く
あ
る
ま
じ
き
な
り
。

(
第
六
篇
、
花
修
云
)

と
、
能
の
質
、
演
者
の
芸
位
、
観
客
の
鑑
賞
限
、
演
能
の
場
所
柄
、
時
機
な
ど
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
「
相
応
」
す
る
こ
と
が
「
出
で
来

る
事
」
(
れ
れ
「
成
就
」
)
の
条
件
と
し
て
い
る
。
こ
の
諸
要
素
の
中
で
「
能
の
位
」
と
「
為
手
の
位
」
は
演
出
す
る
慨
の
力
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
う
一
方
の
「
自
利
き
」
「
在
所
」
「
時
分
」
等
は
、
そ
の
力
量
の
範
岡
山
を
越
え
る
も
の
で
、
役
者
が
そ
の
状
況
に
応
じ
て

適
宜
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
環
境
的
な
要
素
で
あ
る
。
前
者
の
「
能
の
位
」
や
「
為
子
の
位
」
等
の
役
者
側
の
力
量
と
か
か
わ
る
「
相
応
」

に
関
し
て
は
、
主
に
第
六
篇
の
〔
花
修
云
)
に
述
べ
ら
れ
、
後
者
の
「
目
利
き
」
「
在
所
」
「
時
分
」
等
の
環
境
的
な
要
素
へ
の
対
処
法
に
関
し

て
は
、
主
と
し
て
第
三
篇
の
〔
問
答
条
々
〕
に
説
か
れ
て
い
る
と
察
せ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
稿
者
の
方
を
見
て
み
る
と
、



よ
き
本
木
の
能
を
、
上
手
の
し
た
ら
ん
が
、
し
か
も
出
で
来
た
ら
ん
を
、
相
応
と
は
申
す
べ
し
。

(
第
六
篇
、
花
修
一
広
)

と
、
良
き
素
材
の
能
を
「
上
手
」
が
演
じ
て
、
し
か
も
十
分
に
効
果
を
発
揮
し
て
成
功
を
お
さ
め
た
場
合
、
そ
れ
を
「
相
応
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
能
を
作
る
方
法
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
、

開
く
所
は
、
耳
近
に
面
白
き
言
葉
に
て
、
節
の
か
か
り
よ
く
て
、
文
字
移
り
の
、
美
し
く
続
き
た
ら
ん
が
、
こ
と
さ
ら
、
風
情
を
持
ち
た
る

詰
め
を
た
し
な
み
て
書
く
べ
し
。
こ
の
数
々
相
応
す
る
所
に
て
、
諸
人
一
向
に
感
を
な
す
な
り
。
(
第
六
籍
、
花
修
云
)

と
、
問
問
き
な
れ
た
「
面
白
き
一
一
一
一
口
葉
」
「
節
の
か
か
り
」
「
文
字
移
り
」
等
の
諮
要
素
を
う
ま
い
具
合
に
か
み
合
わ
せ
、
そ
れ
に
「
風
情
」

(
1
面

白
い
所
作
)
を
伴
う
山
場
を
設
定
す
る
よ
う
心
が
け
て
書
く
の
が
よ
い
と
し
、
こ
れ
ら
の
諸
条
件
が
「
相
応
」
す
る
所
で
「
諸
人
一
一
同
の
感
」

す
な
わ
ち
「
花
」
は
咲
く
と
説
い
て
い
る
。

「
相
応
」
を
成
す
べ
き
い
ま
一
方
の
「
呂
利
き
」
「
在
所
」
「
時
分
」
等
の
環
境
的
要
素
に
関
し
て
は
、
前
に
も
言
及
し
た
と
お
り
主
と
し
て

〔
問
答
条
々
〕
篇
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
自
利
き
」
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
観
客
の
な
か
で
特
に
鑑
賞
限
に
す
ぐ
れ

た
者
を
さ
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
触
れ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
観
客
に
向
か
う
役
者
の
望
ま
し
い
心
持
ち
に
つ
い
て
は
、
「
力
な
く
、
こ

の
道
は
児
所
を
本
に
す
る
態
」
(
第
六
篇
、
花
移
云
)
と
、
猿
楽
が
「
見
所
」
(
日
観
客
)
を
根
本
に
す
る
こ
と
は
致
し
方
な
き
事
実
と
す
る
表

現
に
尽
き
よ
う
。
ま
し
て
鑑
賞
線
に
す
ぐ
れ
た
「
目
利
き
」
に
対
す
る
心
持
ち
に
つ
い
て
は
一
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
世
間
弥
が
と
く
に
気
を

遺
っ
て
い
た
「
目
利
き
」
は
身
分
の
高
い
「
黄
人
」
の
「
目
利
き
」
で
あ
っ
た
。
彼
の
最
大
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
三
代
将
軍
義
満
が
そ
の
代

表
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
'
有
名
な
話
で
あ
る
が
、
「
貴
人
」
の
存
在
に
対
し
て
世
間
弥
が
ど
れ
ほ
ど
気
を
遣
っ
て
い
た
か
は
次
の
芸
論
に
よ
っ

て
十
分
推
し
は
か
れ
よ
う
。

申
楽
は
貴
人
の
御
出
で
を
本
と
す
れ
ば
、
も
し
早
く
御
出
で
あ
る
時
は
、
や
が
て
始
め
ず
し
て
は
か
な
は
ず
。
(
中
略
)
こ
と
さ
ら
、
そ

の

貴

人

の

御

心

に

合

ひ

た

ら

ん

風

体

を

す

べ

し

。

(

第

三

稿

、

問

答

条

々

)
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つ
ま
り
、
「
貴
人
」
が
来
て
い
る
時
は
、
す
べ
て
が
そ
の
良
人
中
心
に
行
わ
れ
、
そ
の
政
人
の
気
に
入
る
よ
う
な
演
出
を
し
て
見
せ
る
よ
う
に

工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ご
と
で
あ
る
。

ま
た
、
「
時
分
」
「
在
所
」
等
の
時
間
・
空
間
的
な
一
安
紫
を
め
ぐ
る
工
夫
に
つ
い
て
は
、
?
」
の
事
、
一
大
事
な
り
。
そ
の
道
に
得
た
ら
ん
人

な
ら
で
は
心
得
べ
か
ら
ず
」
と
、
述
人
に
し
か
理
解
さ
れ
ぬ
至
難
な
わ
ざ
と
前
提
し
た
上
で
、
「
そ
の
自
の
庭
を
見
る
に
、
今
日
は
能
よ
く
出

で
来
べ
き
、
悪
し
く
出
で
来
べ
き
、
瑞
相
あ
る
べ
し
」
と
、
演
能
の
喝
の
当
司
に
そ
の
司
の
能
の
成
否
を
推
し
は
か
れ
る
「
瑞
相
」

(
H
前
兆
)

が
あ
り
、
至
難
で
は
あ
る
が
こ
れ
を
ま
ず
つ
か
む
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
時
分
」
「
在
所
」
に
臨
む
具
体
的
な
対
処
法
に
関
し

て
は
、
吋
出
向
経
い
に
説
く
万
物
生
成
の
二
大
要
素
た
る
陰
気
と
賜
気
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
世
阿
弥
は
ま
ず
こ
う
し
た
陰
陽
説
に
よ
る
芸

論
を
「
秘
義
に
云
は
く
」
と
、
秘
伝
で
あ
る
こ
と
を
言
明
し
た
上
で
、

そ
も
そ
も

一
切
は
、
陰
陽
の
和
す
る
一
昨
の
境
を
成
就
と
は
知
る
べ
し
。

(
第
三
篇
、
問
答
条
々
)

と
、
一
切
の
「
成
就
」
の
基
本
的
な
条
件
を
陰
と
協
が
和
合
す
る
所
で
求
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
理
論
を
実
際
に
能
の
演
出
に
適
用
し
た
一
例

を
見
る
と
、

畳
の
気
は
陽
気
な
り
。
さ
れ
ば
、
い
か
に
も
静
め
て
能
を
せ
ん
と
思
ふ
工
み
は
陰
気
な
り
。
陽
気
の
時
分
に
陰
気
を
生
ず
る
事
、
陰
陽
和

す
る
心
な
り
。
こ
れ
、
能
の
よ
く
出
で
来
る
成
就
の
始
め
な
り
。
こ
れ
、
面
白
し
と
毘
る
心
な
り
。
夜
は
ま
た
捨
な
れ
ば
、
い
か
に
も
浮

き
浮
き
と
、
や
が
て
よ
き
能
を
し
て
、
人
の
心
花
め
く
は
陽
な
り
。
こ
れ
、
夜
の
陰
に
陽
気
を
和
す
る
成
就
な
り
。
さ
れ
ば
、
問
仰
の
気
に

陽
と
し
、
陰
の
気
に
陰
と
せ
ば
、
和
す
る
所
あ
る
ま
じ
け
れ
ば
、
成
就
も
あ
る
ま
じ
。
成
就
な
く
ば
、
何
か
一
面
白
か
ら
ん
。

(
第
三
篇
、
問
答
条
々
)

と
、
登
と
夜
と
い
っ
た
時
間
的
環
境
に
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
を
、
査
の
陽
気
や
夜
の
陰
気
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
す
べ
き
「
気
」
を
か
も
し
出
す

工
夫
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
「
気
」
の
相
応
が
観
客
に
「
一
面
白
さ
」
を
与
え
、
こ
の
「
陰
陽
の
和
す
る
所
」
で
「
成
就
」
は
成
る
と

い
う
理
屈
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
対
処
が
演
能
に
際
し
た
役
者
に
お
け
る
工
夫
の
基
本
と
な
ろ
う
が
、
昼
の
演
能
の
瞭
で
も
特
に
よ
っ
て
陰
の



気
に
な
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

畳
の
内
に
で
も
、
特
に
よ
り
て
、
何
と
や
ら
ん
座
敷
も
湿
り
て
寂
し
き
ゃ
う
な
ら
ば
、
こ
れ
陰
の
時
と
心
得
て
、
沈
ま
ぬ
や
う
に
、
心
を

入

れ

て

す

べ

し

。

(

第

三

篇

、

問

答

条

々

)

と
、
め
い
っ
た
「
気
」
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
気
を
入
れ
て
楊
気
に
演
じ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
要
す
る
に
、
環
境
的
な
「
気
」
と
釣
り
合

う
よ
う
に
そ
れ
と
正
反
対
の
雰
鴎
気
の
演
技
を
し
て
「
相
応
」
を
成
す
、
と
い
う
こ
と
が
世
阿
弥
の
追
求
す
る
「
相
路
」
論
と
見
て
よ
い
。

以
上
の
よ
う
な
諸
要
素
、
す
な
わ
ち
「
能
の
位
」
「
為
手
の
位
」
「
島
利
き
・
在
所
・
時
分
」
等
が
す
べ
て
「
相
応
」
を
成
し
た
と
こ
ろ
に
、

「
成
就
」
す
な
わ
ち
「
花
」
の
開
花
は
成
さ
れ
る
と
世
阿
弥
は
説
い
て
い
る
。

五
、
「
変
化
」
の
工
夫
に
よ
る
「
花
」

冒
頭
に
も
触
れ
た
が
、
〔
関
紙
口
伝
〕
の
「
花
と
面
白
き
と
め
づ
ら
し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
陪
じ
心
な
り
」
に
は
、
「
花
」
が
「
面
白
さ
」
や

「
珍
し
さ
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
能
の
理
想
で
あ
る
「
花
」
は
、
「
面
白
さ
」
や
「
珍
し

さ
」
に
よ
っ
て
咲
く
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
こ
の
相
関
関
係
を
克
明
に
表
し
て
い
る
の
は
、

物
数
を
尽
く
し
て
、
鬼
を
ば
め
づ
ら
し
く
し
出
、
だ
し
た
ら
ん
は
、
め
づ
ら
し
き
所
花
な
る
べ
き
ほ
ど
に
、
面
白
か
る
べ
し
。

と
い
っ
た
〔
別
紙
口
伝
〕
の
説
明
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
鬼
」
の
物
ま
ね
と
絡
ま
せ
た
芸
論
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
能
を
演
じ
尽
く
し
た
後
、

鬼
の
演
技
を
ご
く
稀
に
見
せ
た
場
合
に
、
稀
だ
と
い
う
「
珍
し
さ
」
が
「
花
」
と
な
り
、
そ
れ
が
「
面
白
」
く
な
る
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
ま

た
こ
の
説
明
の
後
文
に
は
、
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花
と
い
ふ
は
、
余
の
風
体
を
残
さ
ず
し
て
、
幽
玄
至
極
の
上
手
と
人
の
思
ひ
繍
れ
た
る
所
に
、
思
ひ
の
外
に
鬼
を
す
れ
ば
、
め
づ
ら
し
く
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見
ゆ
る
る
所
、
と
れ
花
な
り
。

と
い
う
補
足
も
見
え
、
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
「
鬼
」
意
外
の
能
の
数
々
を
残
さ
ず
漢
じ
、
「
あ
の
役
者
は
幽
玄
無
上
の
上
手
だ
」

と
観
客
が
思
い
こ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
、
意
外
に
も
「
鬼
」
を
演
じ
て
克
せ
る
と
、
観
客
も
「
珍
し
」
く
感
じ
、
そ
れ
が
「
花
」
開
花
へ
と
つ

な
が
る
と
い
う
説
間
切
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
が
右
の
傍
線
部
の
「
忠
ひ
の
外
」
で
、
こ
れ
が
そ
の
「
珍
し
さ
」
の
構
造
を
解

す
る
鍵
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
「
思
ひ
の
外
」
と
い
う
意
外
性
の
効
果
に
関
し
て
は
、
同
じ
く
〔
別
紙
口
伝
〕
に
、

弓
矢
の
遊
の
手
立
に
も
、
名
将
の
案
・
計
ら
ひ
に
て
、
思
ひ
の
外
な
る
手
立
に
て
、
強
敵
に
も
勝
つ
~
ゃ
あ
り
。
こ
れ
、
負
く
る
方
の
た
め

に
は
、
め
づ
ら
し
き
理
に
化
か
さ
れ
て
破
ら
る
る
に
て
は
あ
ら
ず
や
。

と
「
強
敵
に
も
勝
つ
」
こ
と
が
で
き
る
手
立
て
と
し
て
そ
の
効
用
が
実
戦
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
負
け
た
側
と
し
て
は
、
そ
の

「
思
ひ
の
外
」
の
効
果
た
る
「
め
づ
ら
し
き
理
」
に
惑
わ
さ
れ
て
負
け
た
に
違
い
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
外
性
の
効
果
に
関
し
て
は
、

人
の
心
に
底
ひ
も
寄
ら
ぬ
感
を
催
す
手
立
、
こ
れ
花
な
り
。

と
、
予
期
し
て
い
な
い
た
め
の
感
動
を
擢
さ
し
め
る
や
り
方
が
「
花
」
と
藍
結
さ
れ
る
と
い
う
説
明
に
尽
き
よ
う
。
効
果
が
さ
し
も
大
き
い
の

で
、
こ
の
「
思
ひ
の
外
な
る
子
立
」
は
重
大
な
晴
れ
の
猿
楽
の
場
に
も
適
用
さ
れ
、

大
事
の
申
楽
の
自
、
手
立
を
変
へ
て
、
得
手
の
能
を
し
て
、
せ
い
れ
い
を
出
だ
せ
ば
、
こ
れ
ま
た
、
見
る
人
の
忠
ひ
の
外
な
る
心
出
で
来

れ
ば
、
肝
要
の
立
合
、
大
事
の
勝
負
に
、
定
め
て
勝
つ
事
あ
り
。
こ
れ
、
め
づ
ら
し
き
大
舟
な
り
。

と
、
や
り
方
に
変
化
を
加
え
て
う
ま
く
す
れ
ば
、
観
客
を
し
て
意
外
感
(
「
思
ひ
の
外
な
る
心
」
)
を
わ
き
起
こ
ら
せ
、
重
要
な
競
演
で
の
靖
れ



の
勝
負
に
必
ず
勝
利
を
得
る
も
の
と
、
「
め
づ
ら
し
き
大
用
」

(
1
珍
し
さ
の
道
理
の
大
き
な
効
果
)
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
で
見
逃
せ
な
い

と
思
う
の
は
右
の
傍
線
部
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
外
性
の
効
用
を
得
る
た
め
の
仕
組
み
作
り
の
基
本
は
「
変
化
」
の
工
夫
に
あ
る
と
い
う
説

明
で
あ
る
。
こ
の
「
変
化
」
の
工
夫
に
よ
る
効
用
に
関
し
て
は
、
〔
別
紙
口
伝
〕
の
、

め
づ
ら
し
く
替
ふ
る
や
う
な
ら
ん
ず
る
宛
て
が
ひ
を
持
つ
べ
し
。
こ
れ
は
、
大
き
な
る
安
位
な
り
。

と
い
う
く
だ
り
に
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
曲
で
も
演
出
を
変
え
た
り
し
て
、
い
つ
も
珍
し
さ
を
保
つ
よ
う
に
す
る
配
慮
が
必
要
で
、

こ
う
す
る
の
が
「
大
き
な
る
安
位
」

(
H
効
果
絶
大
な
方
法
)
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
六
篇
の
〔
花
修
云
〕
に
も
、

た
と
ひ
悪
き
能
も
、
め
づ
ら
し
く
し
替
へ
し
替
へ
色
、
ど
れ
ば
、
面
白
く
見
ゆ
べ
し
。

と
、
た
と
い
出
来
の
悪
い
能
で
も
演
出
に
「
変
化
」
の
工
夫
を
加
え
て
う
ま
く
「
珍
し
さ
」
を
出
せ
ば
、
「
面
白
」
く
な
る
と
説
い
て
い
る
と

こ
ろ
も
、
「
珍
し
く
て
面
白
」
き
「
花
」
の
開
花
に
は
た
ら
く
「
変
化
」
の
効
用
を
説
明
す
る
芸
論
に
他
な
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
な
「
変
化
」
の
工
夫
に
よ
る
「
花
」
開
花
論
と
相
通
ず
る
も
の
に
は
、
「
住
せ
ぬ
現
」
論
や
「
秘
す
る
花
」
論
等
が
あ
る
。
ま
ず

「
住
せ
ぬ
理
」
に
関
し
て
は
、
〔
別
紙
口
伝
〕
の
冒
頭
に
、

-160-

い
づ
れ
の
花
か
散
ら
で
残
る
べ
き
。
散
る
ゆ
ゑ
に
よ
り
て
、
咲
く
頃
あ
れ
ば
め
づ
ら
し
き
な
り
。
能
も
、

知
る
べ
し
。
住
せ
ず
し
て
、
余
の
風
体
に
移
れ
ば
、
め
づ
ら
し
き
な
り
。

住
す
る
所
な
き
を
、

ま
づ
花
と

と
、
「
住
せ
ず
」
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
変
化
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
珍
し
き
」
感
を
得
ら
れ
る
効
間
が
説
か
れ
て
お
り
、
ま
た

の
後
半
部
に
も
、

〔
別
紙
口
伝
〕
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怒
れ
る
に
柔
か
な
る
心
を
持
つ
事
、
め
づ
ら
し
き
現
な
り
。
ま
た
、
幽
玄
の
物
ま
ね
に
強
き
理
を
忘
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
、

一
切
、
舞
・
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は
た
ら
き
・
物
ま
ね
、
あ
ら
ゆ
る
事
に
住
せ
ぬ
理
な
り
。

と
、
怒
る
強
い
演
技
に
柔
和
な
心
を
持
ち
、
美
し
き
演
技
の
時
に
強
き
心
を
持
つ
と
い
う
ふ
う
に
、
演
技
の
性
格
に
合
わ
せ
た
柔
軟
な
対
応
と

し
て
、
心
持
ち
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

ま
た
、
「
秘
す
る
花
」
論
の
方
を
見
て
み
る
と
、
同
じ
く
〔
別
紙
口
信
〕
に
、

人
に
油
断
を
さ
せ
て
勝
つ
事
を
得
る
は
、
め
づ
ら
し
き
理
の
大
関
な
る
に
て
は
あ
ら
ず
や
。
さ
る
ほ
ど
に
、

知
ら
せ
ぬ
を
以
て
、
生
涯
の
主
に
な
る
花
と
す
。
、
秘
す
れ
ば
花
、
秘
せ
ね
ば
花
な
る
べ
か
ら
ず
。

我
が
家
の
秘
事
と
て
、

人

と
説
き
、
観
客
に
油
断
を
さ
せ
て
「
花
」
を
勝
ち
と
る
こ
と
の
大
き
な
効
用
(
「
大
用
」
)
を
「
秘
す
れ
ば
花
、
秘
せ
ね
ば
花
な
る
べ
か
ら
ず
」

と
結
論
づ
け
て
い
る
。
前
の
「
住
せ
ぬ
理
」
の
理
論
が
演
技
そ
の
も
の
に
「
変
化
」
を
加
え
て
獲
得
す
る
「
花
」
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
秘
す
る

花
」
論
の
方
は
、
演
技
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
加
え
る
よ
り
は
、
「
秘
す
る
」
と
い
う
秘
事
そ
の
も
の
の
効
果
を
説
い
て
い
る
と
い
う
点
で
や

や
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
「
秘
す
る
」
事
の
特
性
に
関
し
て
世
間
弥
も
、
「
秘
事
と
い
ふ
事
を
あ
ら
は
せ
ば
、
さ
せ
る

事
に
で
も
な
き
も
の
な
り
」
(
別
紙
口
伝
)
と
、
そ
れ
が
秘
事
で
な
く
な
っ
た
時
点
に
お
け
る
無
用
さ
を
指
拙
し
て
い
る
が
、
前
の
「
住
せ
ぬ

理
」
論
に
せ
よ
、
こ
の
「
秘
す
る
花
」
論
に
せ
よ
、
「
思
ひ
の
外
」
と
い
う
意
外
性
の
効
用
を
狙
っ
た
「
変
化
」
の
工
夫
に
も
と
づ
い
て
い
る

と
い
う
点
で
は
変
わ
り
が
あ
る
ま
い
。

以
上
は
主
に
役
者
個
人
に
お
け
る
演
技
上
の
「
変
化
」
の
工
夫
と
言
え
る
が
、
演
技
す
る
対
象
に
お
い
て
も
儒
掠
な
構
造
を
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
篇
〔
物
学
条
々
〕
の
「
老
人
」
の
条
を
見
る
と
、
「
お
よ
そ
、
老
人
の
立
ち
振
舞
、
老
い
ぬ
れ
ば
と
て
、
腰
膝

を
か
が
め
、
身
を
つ
む
れ
ば
、
花
失
せ
て
、
古
様
に
克
ゆ
る
な
り
。
さ
る
ほ
ど
に
、
面
白
き
一
昨
稀
な
り
」
と
、
老
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
綾
を

ま
げ
、
膝
を
か
が
め
、
身
を
ち
ぢ
め
で
は
、
「
花
」
は
な
く
な
り
、
「
面
白
さ
」
も
乏
し
く
な
る
と
指
摘
し
、
そ
の
望
ま
し
い
演
じ
方
と
し
て
は
、

「
大
か
た
、
い
か
に
も
い
か
に
も
そ
ぞ
ろ
か
で
、
し
と
や
か
に
立
ち
振
舞
ふ
べ
し
」
と
、
し
ま
り
が
な
く
な
る
こ
と
を
権
力
警
戒
し
な
が
ら

静
々
と
演
技
す
る
方
を
良
し
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
老
人
の
物
ま
ね
だ
か
ら
と
い
っ
て
老
人
ら
し
き
姿
だ
け
を
ま
ね
て
は
一
面
白
く
な
く
、

そ
れ
で
は
「
花
」
は
咲
か
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
〔
別
紙
口
伝
〕
に
お
い
て
も
、
「
善
悪
、
老
し
た
る
風
情
を
ば
心
に
か
け
ま
じ
き



な
り
」
と
、
、
ど
ん
な
場
合
で
も
老
人
ら
し
い
振
る
舞
い
を
心
が
け
て
は
な
ら
な
い
と
、
前
と
同
じ
よ
う
に
老
い
た
様
子
の
み
を
ま
ね
る
演
技
は

し
り
ぞ
け
て
い
る
。
な
お
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
年
寄
り
の
心
に
は
、
何
事
を
も
若
く
し
た
が
る
も
の
な
り
」
と
い
う
老
人
の
若
や
ぎ
た

い
心
理
に
尽
を
つ
け
、
「
年
寄
り
の
若
振
舞
、
め
づ
ら
し
き
理
な
り
。
老
木
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
」
と
、
む
し
ろ
穣
極
的
に
「
若
振
舞
」

を
勧
め
て
い
る
。
世
間
阿
弥
は
、
そ
う
し
た
「
年
寄
り
の
若
振
舞
」
に
「
め
ず
ら
し
き
理
」
が
あ
る
と
見
、
こ
う
し
た
一
種
の
替
わ
り
芸
的
な

「
変
化
」
の
工
夫
に
「
老
木
の
花
」
と
い
っ
た
'
窮
極
の
「
花
」
を
咲
か
せ
る
条
件
を
見
い
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
鬼
」
の
演
技
に
関
す
る
「
巌
の
花
」
論
に
お
い
て
も
同
様
の
構
造
が
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
こ
と
の
冥
途
の
鬼
、
よ
く
学
べ
ば
恐
ろ
し
き
あ
ひ
だ
、
面
白
き
所
さ
ら
に
な
し
。
(
中
略
)
よ
く
せ
ん
に
つ
け
て
面
白
か
る
ま
じ
き
道

理
あ
り
。
恐
ろ
し
き
所
、
本
意
な
り
。
恐
ろ
し
き
心
と
面
白
き
と
は
、
間
前
白
の
逮
ひ
な
り
。
さ
れ
ば
、
鬼
の
面
白
き
所
あ
ら
ん
為
手
は
、

極
め
た
る
上
手
と
も
申
す
べ
き
か
。
(
中
略
)
鬼
の
霞
白
か
ら
ん
た
し
な
み
、
巌
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
。
(
第
三
籍
、
問
答
条
々
)

つ
ま
り
、
「
恐
ろ
し
き
所
」
が
「
本
意
」
で
あ
る
鬼
の
物
ま
ね
に
は
、
よ
く
ま
ね
る
ほ
ど
面
白
く
な
く
な
る
ジ
レ
ン
マ
が
あ
り
、
こ
れ
を
面
白

く
演
C
得
る
役
者
は
巌
に
花
を
咲
か
せ
る
よ
う
な
「
極
め
た
る
上
手
」
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
恐
ろ
し
い
だ
け
の
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
に
「
変

化
」
の
工
夫
を
加
え
、
「
黒
白
の
連
ひ
」
を
克
服
し
た
「
面
白
き
花
」
を
咲
か
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
最
高
の
芸
位
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
屈
か
ら
す
れ
ば
、
「
修
羅
」
の
物
ま
ね
論
に
お
い
て
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
よ
う
。
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よ
く
す
れ
ど
も
、
面
白
き
所
稀
な
り
。
さ
の
み
に
は
す
ま
じ
き
な
り
。
た
だ
し
、
源
平
な
ど
の
名
の
あ
る
人
の
事
を
、
花
鳥
風
月
に
作
り

寄
せ
て
、
能
よ
け
れ
ば
、
何
よ
り
も
ま
た
面
r
臼
し
。
こ
れ
、
こ
と
に
花
や
か
な
る
所
あ
り
た
し
。
(
第
三
稿
、
問
答
条
々
)

す
な
わ
ち
、
「
修
繕
」
の
物
ま
ね
も
「
鬼
」
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
ま
ね
る
対
象
に
恐
ろ
し
い
州
側
面
が
あ
る
た
め
、
よ
く
ま
ね
て
上
手

に
演
じ
て
も
「
面
白
き
所
稀
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
右
の
引
用
文
の
後
に
?
」
れ
体
な
る
修
羅
の
狂
ひ
、
や
や
、
も
す

れ
ば
鬼
の
蝦
舞
に
な
る
な
り
」
と
、
鯵
羅
の
武
人
の
は
げ
し
い
動
作
が
や
や
も
す
れ
ば
「
鬼
の
振
舞
」
に
な
り
が
ち
だ
と
い
う
後
文
が
続
く
の

は
、
そ
れ
だ
け
こ
の
「
修
羅
」
と
「
鬼
」
の
演
技
に
は
似
通
っ
た
性
格
が
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
末
尾
の
?
」
れ
、
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こ
と
に
花
や
か
な
る
所
あ
り
た
し
」
は
、
「
鬼
」
の
物
ま
ね
に
お
け
る
「
巌
の
花
)
の
よ
う
に
、
怖
じ
気
を
立
た
せ
る
「
修
羅
」
の
素
材
で
あ

る
だ
け
に
「
花
や
か
な
る
所
」
が
あ
っ
て
ほ
し
い
と
注
文
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
と
毘
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
紫
材
に
よ
る
こ
わ
ば
っ
た
雰
囲
気
の

中
に
「
花
や
か
な
る
所
」
が
存
す
る
意
外
さ
に
、
成
功
の
鍵
が
あ
る
こ
と
を
右
の
末
尾
部
は
物
諮
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
た
だ
、
前
の
「
鬼
」

の
場
合
と
は
違
っ
て
、
こ
こ
に
は
ジ
レ
ン
マ
を
克
服
す
る
手
段
と
し
て
、
も
と
も
と
「
面
白
き
所
稀
」
な
「
武
」
の
世
界
に
「
花
鳥
風
月
」
の

「
文
」
的
な
素
材
を
接
、
ぎ
木
す
る
と
い
う
「
変
化
」
の
工
夫
が
具
体
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
に
値
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

六
、
む
す
び

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
と
お
り
、
吋
風
姿
花
伝
い
に
は
、
「
花
」
を
咲
か
せ
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
条
件
が
記
さ
れ
て
い
た
。
何
よ
り
も
ま

ず
、
稽
古
に
お
け
る
望
ま
し
い
姿
勢
と
し
て
、
「
我
が
位
の
程
」
を
正
確
に
自
覚
す
る
謙
虚
さ
が
求
め
ら
れ
、
「
位
よ
り
上
の
上
手
と
間
企
う
自

摺
れ
や
穫
心
は
禁
物
と
し
て
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
謙
虚
さ
が
名
人
の
芸
域
に
至
る
た
め
の
基
本
的
な
心
持
ち
で
あ
り
、
能
舞
台
上
に

「
花
」
を
咲
か
せ
よ
う
と
志
す
者
の
備
え
る
べ
き
基
本
的
な
資
質
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
の
演
能
の
場
に
か
か

わ
る
諮
要
索
の
「
抑
制
応
」
が
説
か
れ
、
そ
の
諮
要
素
を
「
杷
応
」
へ
み
ち
び
く
た
め
の
役
者
の
力
量
や
対
応
力
が
い
か
に
「
成
就
」
へ
向
か
っ

て
発
揮
さ
れ
る
べ
き
か
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
相
応
」
を
め
ざ
す
時
、
能
役
者
自
ら
も
そ
の
諸
要
素
の
一
角
を
占
め
る
に
過
ぎ
ず
、
時

に
は
積
極
的
に
持
ち
前
の
能
力
を
発
揮
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
時
に
は
諸
要
素
と
の
「
相
応
」
を
考
慮
し
た
消
極
的
な
対
応
が
望
ま
れ
る
場
合

も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
く
に
場
を
め
ぐ
る
陰
気
と
陽
気
と
の
「
気
」
の
和
合
を
は
か
ら
っ
た
対
賂
に
お
い
て
は
、
役
者
の
順
応
性
が

要
求
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
和
合
に
一
切
の
「
成
就
」
の
基
本
的
な
条
件
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
、
本
稿
で
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
「
花
」
を
咲
か
せ
る
も
う
一
つ
の
条
件
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
「
変
化
」
の
工
夫
を
め
ぐ

る
芸
論
で
あ
る
。
こ
の
「
変
化
」
の
工
夫
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
積
ん
で
き
た
芸
力
を
積
極
的
に
発
揮
で
き
る
場
で
あ
り
、
役
者
に
お
け
る
真
価
が

関
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
。

吋
風
姿
花
伝
同
の
第
四
篇
〔
神
儀
に
云
は
く
〕
の
富
一
頭
に
は
、
猿
楽
の
起
源
に
関
す
る
記
事
と
し
て
「
岩
戸
の
神
楽
」
の
話
が
言
及
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
は
、
「
天
下
常
闇
」
か
ら
「
明
白
」
の
状
態
へ
と
の
変
化
が
「
面
白
」
き
感
を
生
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
、
こ
の
「
岩
戸
の
神
楽
」

が
「
申
楽
の
始
め
」
と
さ
れ
て
い
る
。
世
阿
弥
が
「
風
姿
花
伝
」
に
説
く
「
変
化
」
の
工
夫
は
、
猿
楽
の
起
源
た
る
「
岩
戸
の
神
楽
」
の
中
心



的
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
す
で
に
位
霊
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
の
「
面
白
さ
」
や
「
珍
し
さ
」
関
係
の
述
語
が
集
中
的
に
絡
ま
れ

て
い
る
の
も
こ
の
「
変
化
」
の
工
夫
を
め
ぐ
る
芸
論
の
箇
所
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
と
「
冨
白
さ
・
珍
し
さ
・
花
」
同
義
説
と
を
考
え
合
わ

せ
れ
ば
、
こ
の
「
変
化
」
の
工
夫
が
「
花
」
を
咲
か
せ
る
条
件
と
し
て
吋
風
姿
花
伝
」
の
中
に
占
め
る
位
置
は
大
き
い
と
一
一
一
一
口
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。

主
(1)
本
文
引
用
は
、
表
意
校
注
の
日
本
古
典
文
学
全
集
本
「
能
楽
論
集
」
(
小
学
館
、
昭
和
四
八
年
)
に
拠
る
。
以
下
関
じ
。
な
お
、
本
文
の
解
釈
に
お
い
て
も
持
番
の

注
や
現
代
語
訳
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

(2)
松
冊
心
平
「
世
阿
弥
の
花
!
花
か
ら
風
へ
」
(
「
国
文
学
」
平
成
九
年
四
月
号
)

(3)
第
五
篇
〔
奥
義
云
〕
の
政
文
や
「
花
鏡
」
の
奥
蓄
に
も
問
様
の
記
事
が
見
え
る
。

(4)
表
意
・
竹
本
幹
夫
著
「
能
楽
の
伝
蓄
と
芸
論
」
(
「
岩
波
講
座
能
・
狂
言

E
」
岩
波
書
臣
、
昭
和
六
三
年
)
三
五
質
。
前
掲
注

(1)
の
本
の
「
解
題
」
に
も
同
じ
趣

旨
の
言
及
が
見
え
る
。

(5)
少
年
期
の
「
花
」
に
つ
い
て
は
〔
年
来
措
古
条
々
〕
の
「
十
一
一
一
一
一
よ
り
」
に
、
青
年
期
の
「
花
」
に
つ
い
て
は
同
じ
く
「
二
十
西
五
」
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
詳
し
い
内
容
に
関
し
て
は
後
述
す
る
。

(6)
前
掲
注

(I)
の
本
の
頭
注
。

(7)
間
前
。

(8)
表
章
注
「
世
阿
弥
・
禅
竹
」
(
日
本
思
想
大
系
弘
、
岩
波
寄
宿
、
昭
和
佳
九
年
)
の
頭
注
に
拠
れ
ば
、
「
釣
り
合
い
」
の
意
味
と
す
る
。
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