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「
春
は
あ
け
ぼ
の
」、
こ
の
有
名
な
冒
頭
文
か
ら
始
ま
る
『
枕
草
子
』
は
、

光
と
笑
い
、
日
常
の
さ
さ
や
か
な
と
き
め
き
に
包
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
清
少
納
言
が
仕
え
た
定
子
の
そ
の
一
族
、
中
関
白
家
の
凋
落
と
い

う
闇
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
背

景
の
な
か
で
、『
枕
草
子
』
が
目
指
し
た
作
品
の
あ
り
方
や
作
品
に
込
め
ら

れ
た
思
い
を
、
初
段
（
随
想
的
章
段
）、
類
聚
的
章
段
、「
郭
公
探
訪
」
の
段

（
日
記
的
章
段
）、
跋
文
等
を
通
し
て
逸
脱
と
創
造
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
し

て
い
き
た
い
。

　

本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
を
使
用
し
、
章
段
の
三
分
類
に
つ

い
て
は
、以
下
か
ら
類
想
段
（
＝
類
聚
的
章
段
）、随
想
段
（
＝
随
想
的
章
段
）、

回
想
段
（
＝
日
記
的
章
段
）
と
記
す

（
注
１
）。

　
一
　
初
段
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
考
察

　

初
段
に
は
春
、
夏
、
秋
、
冬
と
、
四
季
の
移
ろ
い
が
順
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
四
季
の
各
巻
を
最
初
に
置
く
『
古
今
和
歌
集
』
の
構
成
に
倣
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る

（
注
２
）。『
古
今
和
歌
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
勅
撰
和
歌
集
の
部

立
が
、
四
季
折
々
の
美
し
さ
を
詠
じ
た
各
巻
か
ら
始
ま
る
の
は
、
天
皇
や
上

皇
の
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
奏
覧
す
る
書
物
と
し
て
、
四
季
が
穏
や
か
に
移

ろ
い
自
然
が
美
し
い
平
穏
な
世
界
を
讃
え
る
こ
と
が
、
そ
の
世
界
を
統
べ
る

天
皇
と
そ
の
御
代
を
讃
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様

に
、『
枕
草
子
』
は
定
子
か
ら
執
筆
の
命
を
受
け
定
子
に
献
上
す
る
特
別
な

作
品
と
し
て
、
定
子
の
存
在
や
定
子
の
生
き
る
世
界
を
讃
え
て
い
る
の
だ
と

考
え
る
。
勅
撰
和
歌
集
が
そ
の
時
代
の
高
度
な
文
化
を
体
現
し
た
も
の
で
あ

る
よ
う
に
、『
枕
草
子
』
も
ま
た
、
文
化
の
最
先
端
を
目
指
し
た
定
子
サ
ロ

ン
文
化
の
書
と
し
て
、
勅
撰
集
を
つ
く
る
よ
う
な
意
気
込
み
を
持
っ
て
執
筆

さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
初
段
に
は
全
て
の
季
節
に
天
象
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、「
天

象
部
」
か
ら
始
ま
る
中
国
の
類
書
の
構
成
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
す
る

見
方
も
あ
る

（
注
３
）。
和
歌
だ
け
で
な
く
漢
籍
の
知
識
も
備
え
た
定
子
サ
ロ
ン
の
文

化
の
書
と
し
て
、
和
漢
の
融
合
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
の
だ
。『
枕

草
子
』
は
仮
名
散
文
と
い
う
形
式
を
選
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
四
季
を
最
初

に
書
く
国
風
方
式
か
、
天
象
を
最
初
に
書
く
漢
風
方
式
か
の
二
者
択
一
で
は

な
く
、
ど
ち
ら
も
含
み
ど
ち
ら
か
ら
も
自
由
な
作
品
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
論
　
―
逸
脱
と
創
造
の
方
法
―
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菜　
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『
枕
草
子
』
は
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
、
当
時
の
絶
対
的
な
美
的
価

値
観
で
あ
っ
た
「
春
と
言
え
ば
花
」
と
い
う
常
識
を
裏
切
る
革
新
的
な
一
文

か
ら
始
ま
る
。
と
は
言
え
、
春
と
あ
け
ぼ
の
が
異
様
な
組
み
合
わ
せ
か
と
い

う
と
そ
う
と
も
言
え
な
い
。『
古
今
和
歌
集
』
の
伝
統
的
美
意
識
に
は
、「
春
・

朝
・
花
」
の
組
み
合
わ
せ
が
多
々
見
ら
れ
る
か
ら
だ

（
注
４
）。
し
か
し
、「
あ
け
ぼ
の
」

と
い
う
言
葉
は
『
枕
草
子
』
以
前
で
は
用
例
が
少
な
く
、
特
に
春
と
あ
け
ぼ

の
の
組
み
合
わ
せ
は
調
べ
た
限
り
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、『
枕
草
子
』
以
前
で
「
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て

い
る
作
品
を
調
べ
る
と
、『
日
本
書
紀
』、『
蜻
蛉
日
記
』、『
う
つ
ほ
物
語
』、

『
順
集
』
に
用
例
が
見
ら
れ
た
が
、
単
な
る
時
間
帯
と
し
て
の
記
述
も
し
く

は
季
節
が
夏
や
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
あ
け
ぼ
の
」
が
美
的
価
値
を
持

つ
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
春
と
あ
け
ぼ
の
の
組
み
合
わ
せ
に

関
し
て
も
典
型
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、『
枕

草
子
』
以
後
に
な
る
と
「
あ
け
ぼ
の
」
の
用
例
が
、『
源
氏
物
語
』
に
十
四

例
（
こ
の
う
ち
三
例
が
「
春
の
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
）、

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
一
例
、『
新
古
今
和
歌
集
』
に
十
四
例
（
こ
の
う
ち
春

歌
に
属
し
て
い
る
も
の
が
六
例
、「
春
の
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
表
現
を
用
い

て
い
る
も
の
が
五
例
）、
他
作
品
で
も
数
例
見
ら
れ
る
な
ど
急
激
に
増
え
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
冒
頭
の
一
文
が
伝
統
的
な
美

的
価
値
観
に
新
風
を
吹
き
込
み
、「
あ
け
ぼ
の
」
や
春
と
あ
け
ぼ
の
の
組
み

合
わ
せ
が
、
美
的
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
始
め
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。『
枕
草
子
』
は
「
春
・
朝
・
花
」
と
い
う
『
古
今
和
歌
集
』
的

伝
統
を
受
け
継
ぎ
認
め
つ
つ
も
、
そ
こ
に
盲
従
し
な
い
作
品
の
姿
勢
を
冒
頭

で
高
ら
か
に
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
に
つ
い
て
、「
あ
け
ぼ
の
」
と
は
暁
が

終
わ
り
夜
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
は
じ
め
る
、
日
の
出
も
し
く
は
そ
の
直
前
の

時
間
帯
を
指
す
。
こ
こ
で
は
単
に
朝
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
あ
け
ぼ
の
と
い

う
暗
い
夜
が
明
け
太
陽
が
昇
り
始
め
る
一
瞬
の
時
間
が
切
り
取
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
中
関
白
家
凋
落
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
苦
難
を
経
験
し
、
暗
闇

の
中
に
い
る
定
子
に
捧
げ
る
希
望
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
政
治
的

状
況
は
そ
れ
ほ
ど
甘
く
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、初
段
や
三
段
「
正
月
一
日
は
」

で
各
季
節
の
美
し
さ
や
面
白
さ
、
人
の
営
み
の
尊
さ
を
描
き
、
初
段
に
続
く

二
段
「
こ
ろ
は
」
で
は
「
す
べ
て
を
り
に
つ
け
つ
つ
、一
年
な
が
ら
を
か
し
」

と
言
い
切
る
。
こ
れ
ら
は
、
生
き
る
希
望
す
ら
失
う
よ
う
な
状
況
に
あ
る
定

子
に
向
け
て
の
生
き
る
こ
と
の
賛
歌
な
の
で
あ
る
。

　

同
じ
く
春
の
条
に
は
「
紫
だ
ち
た
る
雲
」
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
聖

代
に
現
れ
る
と
い
う
紫
雲
を
意
味
す
る
と
い
う

（
注
５
）。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
勅

撰
集
は
編
纂
を
命
じ
た
天
皇
の
御
代
の
文
化
度
の
高
さ
を
示
す
た
め
に
つ
く

ら
れ
る
。『
枕
草
子
』
は
定
子
に
執
筆
を
託
さ
れ
、
定
子
が
つ
く
り
あ
げ
た

文
化
を
記
し
、
定
子
に
捧
げ
る
書
と
し
て
勅
撰
集
を
つ
く
る
か
の
よ
う
な
意

気
込
み
を
持
っ
て
執
筆
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
清
少
納
言
に
と
っ
て
の
勅
撰
集

に
も
等
し
い
『
枕
草
子
』
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
世
界
の
統
治
者
は

定
子
で
あ
り
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
重
視
す
る
。
一
条
朝
の
否
定
で
は
な
い
こ

と
は
予
め
断
っ
て
お
く
が
、「
紫
だ
ち
た
る
雲
」
の
聖
代
観
に
関
し
て
は
、
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あ
え
て
定
子
一
人
も
し
く
は
定
子
に
焦
点
を
あ
て
て
捉
え
た
い
。
初
段
に
描

か
れ
た
紫
雲
は
、
ま
さ
に
定
子
に
捧
げ
る
書
の
冒
頭
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も

の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
教
で
は
阿
弥
陀
仏
が
紫
雲
に
乗
っ
て
来
迎
す
る

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
吉
兆
を
表
す
瑞
雲
で
あ
る
。
初
段
の
執
筆
を

定
子
崩
御
後
と
仮
定
し
た
場
合
に
は
、
仏
教
の
紫
雲
と
い
う
読
み
も
可
能
に

な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
和
歌
で
は
こ
の
頃
か
ら
紫
雲
に
天
皇
の
后
を
重
ね

合
わ
せ
る
歌
が
詠
ま
れ
始
め
て
い
る

（
注
６
）こ
と
か
ら
、
ま
さ
に
定
子
そ
の
人
を
表

し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
紫
だ
ち
た
る
雲
」
は
、
こ
れ
ら
の
意
味
を

重
層
的
に
含
ん
だ
表
現
な
の
で
あ
る
。「
あ
け
ぼ
の
」
そ
し
て
「
紫
だ
ち
た

る
雲
」
は
ど
ち
ら
も
、
定
子
そ
し
て
定
子
の
生
き
る
世
界
を
言
祝
ぐ
象
徴
的

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

初
段
は
冬
の
条
の
「
昼
に
な
り
て
、
ぬ
る
く
ゆ
る
び
も
て
い
け
ば
、
火
桶

の
火
も
白
き
灰
が
ち
に
な
り
て
わ
ろ
し
」
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
作
品

の
冒
頭
を
飾
る
初
段
に
お
い
て
「
わ
ろ
し
」
と
い
う
否
定
的
評
価
が
下
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
通
常
反
み
や
び
的
な
も
の
や
美
し
く
な
い
も
の
は

徹
底
的
に
排
除
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
が
、『
枕
草
子
』
で
は
否
定
的
評

価
を
下
し
つ
つ
も
排
除
し
無
視
す
る
こ
と
を
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を

取
り
上
げ
書
く
の
は
、
こ
の
世
界
が
そ
れ
ら
を
含
め
て
成
り
立
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
み
や
び
な
も
の
や
美
し
い
も
の
だ
け
で
は
な
い
こ
の
世
界
を
肯

定
す
る
こ
と
で
、
定
子
の
生
き
る
世
界
を
上
辺
だ
け
で
な
く
ま
る
ご
と
肯
定

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
凋
落
と
い
う
苦
難
を
背
負
う
こ
と
で
獲
得
し

た
視
座
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
世
界
だ
か
ら
こ
そ
愛
し
く
、
全
て
が
か
け
が

え
の
な
い
も
の
な
の
だ
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
二
　
類
想
段
に
お
け
る
逸
脱
と
創
造
　

　
『
古
今
和
歌
集
』
は
当
時
の
仮
名
文
学
作
品
の
最
高
峰
と
し
て
君
臨
し
、

そ
の
美
的
価
値
観
は
王
朝
貴
族
達
の
絶
対
的
な
規
範
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、『
枕
草
子
』
に
と
っ
て
越
え
る
べ
き
壁
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、『
枕
草
子
』
は
『
古
今
和
歌
集
』
を
意
識
し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
の

逸
脱
こ
そ
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
逸
脱
は
類
想
段
に
お
い
て
特
に
顕
著
な

の
で
あ
る
が
、
例
を
挙
げ
る
前
に
類
想
段
（
い
や
作
品
全
体
と
言
っ
て
も

良
い
か
も
し
れ
な
い
）
の
基
盤
と
な
る
言
語
意
識
を
端
的
に
表
し
て
い
る

一
四
八
段
「
見
る
に
こ
と
な
る
事
な
き
も
の
の
、
文
字
に
書
き
て
こ
と
ご
と

し
き
も
の
」
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　

見
る
に
こ
と
な
る
事
な
き
も
の
の
、
文
字
に
書
き
て
こ
と
ご
と
し
き

　
　

も
の　

覆い

盆ち

子ご

。
鴨つ

頭ゆ

草く
さ

。
水み

づ
ふ
ぶ
き茨
。
蜘く

蛛も

。
胡く

る
み桃
。
文
章
博
士
。
得
業

　
　

の
生
。
皇
太
后
宮
権
大
夫
。
楊や

ま

梅も
も

。
い
た
ど
り
は
ま
い
て
、
虎
の
杖
と

　
　

書
き
た
る
と
か
。
杖
な
く
と
も
あ
り
ぬ
べ
き
顔
つ
き
を
。

　

一
四
八
段
に
は
、
見
た
目
に
は
格
別
な
こ
と
が
な
い
も
の
で
、
文
字
に
書

く
と
仰
々
し
い
も
の
と
し
て
、覆
盆
子
や
鴨
頭
草
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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清
少
納
言
は
、
あ
る
言
葉
そ
れ
自
体
と
は
別
に
、
そ
の
言
葉
か
ら
喚
起
さ
れ

る
イ
メ
ー
ジ
が
持
つ
世
界
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
積
極
的
に
導
入
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
和
歌
に
お
い
て
枕
詞
や
縁
語
な
ど
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を

共
通
基
盤
と
し
、
言
葉
の
効
果
を
最
大
限
に
活
用
し
て
い
た
平
安
貴
族
達
に

と
っ
て
の
常
識
で
も
あ
っ
た
。
類
想
段
は
こ
の
常
識
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

逆
に
常
識
を
崩
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、『
古
今
和
歌
集
』
意
識
と
逸
脱
の
姿
勢
が
顕
著
な
類
想
段
に
お
い

て
特
に
そ
う
し
た
傾
向
に
あ
る
の
が
、「
は
」
型
章
段
と
り
わ
け
地
理
的
章

段
で
あ
る
。
地
理
的
章
段
の
筆
頭
で
あ
る
一
一
段
「
山
は
」
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　

山
は　

小
倉
山
。
鹿
背
山
。
三
笠
山
。
こ
の
く
れ
山
。
い
り
た
ち
の

　
　

山
。
わ
す
れ
ず
の
山
。
末
の
松
山
。
か
た
さ
り
山
こ
そ
、
い
か
な
ら
む

　
　

と
を
か
し
け
れ
。
い
つ
は
た
山
。
か
へ
る
山
。
の
ち
瀬
の
山
。
あ
さ
く

　
　

ら
山
、
よ
そ
に
見
る
ぞ
を
か
し
き
。
お
ほ
ひ
れ
山
も
を
か
し
。
臨
時
の

　
　

祭
の
舞
人
な
ど
の
思
ひ
出
で
ら
る
る
な
る
べ
し
。

　
　
　

三
輪
の
山
、
を
か
し
。
手
向
山
。
ま
ち
か
ね
山
。
た
ま
さ
か
山
。
耳

　
　

な
し
山
。

　

一
一
段
に
は
全
部
で
十
八
の
山
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。そ
の
中
の「
小

倉
山
」、「
三
笠
山
」、「
末
の
松
山
」、「
か
へ
る
山
」、「
三
輪
の
山
」
は
、
歌
枕

と
し
て
多
く
の
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
歌
枕
と
し

て
有
名
な
「
吉
野
山
」
や
「
立
田
山
」
は
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
所
在
未
詳

の
山
も
多
い
。
当
時
の
行
動
範
囲
の
限
ら
れ
て
い
た
女
性
に
と
っ
て
、
地
理

的
章
段
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
全
て
の
場
所
に
行
く
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。

実
際
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
地
に
対
す
る
知
識
は
、
そ
の
地
に
ま
つ
わ
る

伝
説
や
和
歌
説
話
、
そ
の
地
が
詠
み
込
ま
れ
た
和
歌
の
イ
メ
ー
ジ
に
頼
る
し

か
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
和
歌
的
世
界
を
主
軸
に
据
え
た
テ
ー
マ
に
設

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
枕
草
子
』を
歌
枕
の
書
と
す
る
見
方
が
あ
る
が
、

和
歌
的
世
界
を
主
軸
に
据
え
る
の
は
、
目
的
で
は
な
く
手
段
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
歌
枕
の
書
と
の
関
係
は
否
定
し
な
い
。
む
し
ろ
、
類
想

段
は
歌
枕
の
書
の
形
式
を
意
識
的
に
導
入
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
十
八
の
山
は
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
選
択
・
配
列
さ

れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
和
歌
を
媒
介
と
し
て
連
想
さ
れ
挙
げ
ら
れ
て
い

る
と
い
う

（
注
７
）。
例
え
ば
、
一
一
段
は
有
名
な
歌
枕
で
も
あ
る
「
小
倉
山
」
か
ら

始
ま
る
。「
小
倉
山
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
和
歌
に
、『
古
今
和
歌
集
』
紀
貫
之

の
「
夕
月
夜
を
ぐ
ら
の
山
に
鳴
く
鹿
の
声
の
う
ち
に
や
秋
は
暮
る
ら
む
」（
巻

五
秋
歌
下
312
）
や
、
同
じ
く
貫
之
の
「
小
倉
山
峰
立
ち
な
ら
し
鳴
く
鹿
の
経

に
け
む
秋
を
知
る
人
ぞ
な
き
」（
巻
十
物
名
439
）
が
あ
る
。
小
倉
山
の
鹿
は

歌
に
よ
く
詠
ま
れ
、「
鹿
」
か
ら
連
想
し
て
、
二
番
目
の
「
鹿
背
山
」
に
つ

な
が
る
と
い
う
。「
鹿
背
山
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
和
歌
に
は
、『
古
今
和
歌
集
』

読
人
知
ら
ず
の
「
都
出
で
て
今
日
み
か
の
原
泉
川
川
風
寒
し
衣
か
せ
山
」（
巻

九
羇
旅
歌
408
）
が
あ
る
。
鹿
背
山
は
み
か
の
原
と
相
対
し
て
お
り
、
こ
の
歌

の
「
み
か
の
原
」
の
「
み
か
」
が
、
三
番
目
の
「
三
笠
山
」
に
つ
な
が
る
。

ま
た
、『
万
葉
集
』
田
辺
福
麻
呂
の
「
鹿
背
の
山
木
立
を
茂
み
朝
さ
ら
ず
来
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鳴
き
響
も
す
鶯
の
声
」（
巻
六
1057
）
の
「
木
立
を
茂
み
」
か
ら
、
言
語
遊
戯

的
に
「
傘
」、「
笠
」
を
連
想
す
る
昼
夜
暗
い
三
笠
山
が
連
想
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。
三
笠
山
の
山
頂
浮
雲
峰
は
、
七
六
八
年
に
春
日
大
社
の
祭
神
で
あ
る

武
甕
槌
命
が
藤
原
氏
に
よ
っ
て
勧
請
さ
れ
、
白
鹿
に
乗
っ
て
降
り
立
っ
た
場

所
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
鹿
か
ら
三
笠
山
の
連
想
が
で
き
る
要
因
と
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
以
降
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
一
一
段
は
和
歌
に
詠

む
べ
き
有
名
な
歌
枕
の
列
挙
で
は
な
い
。
歌
枕
の
書
の
形
式
や
、「
山
は
」

と
い
う
題
が
持
つ
和
歌
の
イ
メ
ー
ジ
を
逆
手
に
と
っ
て
、
和
歌
に
詠
む
べ
き

歌
枕
を
書
く
と
い
う
和
歌
的
常
識
か
ら
逸
脱
し
、
歌
枕
の
書
と
は
違
っ
た
意

識
で
選
択
と
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
。
小
倉
山
、
鹿
背
山
と
い
っ
た
言
葉
そ

れ
自
体
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
持
つ
和
歌
や
伝
説
な
ど
の
世
界

を
取
り
込
み
な
が
ら
、
連
想
や
言
語
遊
戯
な
ど
を
通
し
て
言
葉
の
持
つ
可
能

性
を
追
求
し
、
伝
統
と
創
造
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
形

の
作
品
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
「
も
の
」
型
章
段
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。「
も
の
」
型
章
段

の
冒
頭
に
提
示
さ
れ
た
主
題
に
つ
い
て
挙
げ
ら
れ
た
各
項
目
に
は
、
大
な
り

小
な
り
差
が
生
じ
て
い
る
。
例
と
し
て
、
一
〇
三
段
「
は
る
か
な
る
も
の
」

を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　

は
る
か
な
る
も
の　

半
臂
の
緒
ひ
ね
る
。
陸
奥
国
へ
行
く
人
、
逢
坂

　
　

越
ゆ
る
ほ
ど
。
生
ま
れ
た
る
ち
ご
の
、
大
人
に
な
る
ほ
ど
。

　
「
は
る
か
な
る
も
の
」
と
い
う
言
葉
で
一
括
り
に
す
る
に
は
、最
初
の
「
半

臂
の
緒
ひ
ね
る
」
と
最
後
の
「
生
ま
れ
た
る
ち
ご
の
、
大
人
に
な
る
ほ
ど
」

で
は
明
ら
か
に
次
元
が
違
う
。
こ
の
「
半
臂
の
緒
ひ
ね
る
」
か
ら
「
生
ま
れ

た
る
ち
ご
の
、大
人
に
な
る
ほ
ど
」
ま
で
を
包
含
す
る
「
は
る
か
な
る
も
の
」

と
い
う
言
葉
が
持
つ
世
界
の
広
さ
、
す
な
わ
ち
可
能
性
に
よ
っ
て
、「
は
る

か
な
る
も
の
」
の
本
質
が
探
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
な
る
清

少
納
言
の
考
え
る
「
…
な
も
の
」
の
列
挙
と
い
う
域
を
超
え
、
主
題
の
言
葉

か
ら
喚
起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
、
挙
げ
ら
れ
た
各
項
目
か
ら
喚
起
さ
れ
る
イ

メ
ー
ジ
に
導
か
れ
て
現
れ
て
く
る
〝「
は
る
か
な
る
も
の
」
と
は
何
か
〟
と

い
う
主
題
の
問
い
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
（
注
８
）。

　

以
上
、
類
想
段
は
使
い
古
さ
れ
た
和
歌
や
言
葉
、
日
常
に
あ
ふ
れ
る
何
気

な
い
も
の
や
感
情
の
数
々
に
向
き
合
い
、
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
で
、
そ
れ

ら
を
新
鮮
な
輝
き
を
持
つ
も
の
と
し
て
蘇
ら
せ
て
い
る
。
日
常
の
些
細
な
も

の
の
な
か
に
感
動
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
生
き
る
こ
と
の
賛
歌
で
も
あ
る
の

だ
。

　
三
　
回
想
段
「
郭
公
探
訪
」
に
お
け
る
逸
脱
と
創
造

　
『
枕
草
子
』
の
逸
脱
の
姿
勢
は
、
和
歌
的
世
界
の
固
定
観
念
だ
け
に
と
ど

ま
ら
な
い
。あ
ら
ゆ
る
物
事
に
対
す
る
固
定
観
念
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
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次
に
、
九
五
段
「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
を
取
り
上
げ
、
回
想
段
の
逸
脱

と
創
造
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

九
五
段
は
、
中
関
白
家
没
落
期
に
あ
た
る
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
の
出
来

事
で
あ
る
。
清
少
納
言
ら
女
房
四
人
が
定
子
の
許
し
を
得
て
、
郭
公
の
歌
を

詠
む
と
い
う
使
命
の
も
と
山
里
に
出
か
け
る
。
山
里
に
郭
公
の
声
を
聞
き
に

行
く
と
い
う
行
為
は
、
当
時
男
性
歌
人
を
中
心
に
行
わ
れ
始
め
て
お
り
、
清

少
納
言
ら
の
郭
公
探
訪
も
、
そ
の
よ
う
な
風
流
行
事
を
積
極
的
に
取
り
入
れ

た
定
子
サ
ロ
ン
の
看
板
を
背
負
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
注
９
）。
回
想

段
の
中
で
も
と
り
わ
け
和
歌
的
色
合
い
の
濃
い
章
段
で
あ
る
が
、
意
図
的
に

和
歌
的
規
範
を
ゆ
さ
ぶ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
郭
公
探

訪
が
男
性
の
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
こ
こ
に
は
、
男
性
／

女
性
と
い
う
二
項
対
立
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
越
境
へ
の
挑
戦
の

姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

）
（注

（
注

。

　

さ
て
、
九
五
段
に
は
五
月
雨
と
卯
の
花
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
郭

公
と
と
も
に
夏
の
代
表
的
景
物
で
あ
り
、
郭
公
と
合
わ
せ
て
歌
に
詠
ま
れ
る

こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
九
五
段
に
書
か
れ
た
五
月
雨
と
卯
の
花
は
、
郭
公

の
歌
を
詠
む
契
機
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
詠
歌
の
機
会
を
妨
げ
る
。

ま
た
、
和
歌
の
世
界
で
は
卯
の
花
は
「
憂
し
」、
五
月
雨
は
「
心
も
晴
れ
ず

物
思
い
に
耽
る
心
情
」
を
導
く
例
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ

う
な
暗
い
心
情
に
取
っ
て
代
わ
る
よ
う
に
、
楽
し
さ
や
笑
い
が
導
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
目
当
て
の
郭
公
の
声
よ
り
も
、
田
舎
風
な
農
作
業
の
様
子
や
食

事
の
物
珍
し
さ
と
い
っ
た
反
み
や
び
的
要
素
に
夢
中
に
な
り
、
肝
心
の
郭
公

の
歌
は
詠
め
ず
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
郭
公
の
歌
を
詠
め
ず
、
定
子
の
書
い

た
「
下
蕨
こ
そ
恋
し
か
り
け
れ
」
の
下
の
句
に
、「
郭
公
た
づ
ね
て
聞
き
し

声
よ
り
も
」
と
い
う
上
の
句
を
つ
け
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
郭
公
の
声
を

聞
き
に
行
く
と
い
う
風
流
な
行
為
が
下
蕨
に
圧
倒
さ
れ
る
こ
と
で
、
和
歌
的

規
範
を
問
い
直
し
て
い
る
。
同
時
に
、
歌
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
と
い
う
固

定
観
念
を
も
壊
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

当
時
の
風
流
を
意
識
し
、
歌
詠
み
を
目
的
と
し
た
郭
公
探
訪
の
答
え
が
、

歌
を
詠
ま
な
い
と
い
う
選
択
だ
っ
た
。
定
子
に
詠
歌
免
除
を
願
い
出
た
の
に

は
、
歌
人
の
家
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
る
和
歌
へ
の
劣
等
意
識
と
い
う
、
清

少
納
言
の
発
言
通
り
の
意
味
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
詠
歌

拒
否
は
清
少
納
言
個
人
の
問
題
だ
け
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
定
子
に
仕

え
る
女
房
と
し
て
、
そ
し
て
執
筆
姿
勢
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
あ
え
て
歌

を
詠
ま
な
い
と
い
う
元
輔
の
娘
と
い
う
立
場
を
逆
手
に
取
っ
た
戦
略
な
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
あ
り
き
た
り
の
郭
公
の
歌
を
詠
む
よ
り
は
い
っ
そ
差

別
化
を
は
か
っ
た
の
だ
。
歌
人
の
娘
が
歌
を
詠
ま
ず
、
和
歌
的
固
定
観
念
に

盲
従
し
な
い
こ
と
で
話
題
性
を
生
み
、
衰
退
し
て
も
な
お
文
化
の
最
先
端
に

い
る
定
子
サ
ロ
ン
の
存
在
感
を
示
し
、
盛
り
立
て
よ
う
と
す
る
意
図
が
働
い

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歌
を
詠
ま
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
と

し
て
、
歌
の
た
め
に
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
た
郭
公
よ
り
も
、
自
ら
の
感
性
や

体
験
に
よ
っ
て
感
じ
た
面
白
さ
美
し
さ
に
心
惹
か
れ
、
そ
こ
に
価
値
を
見
出

し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
清
少
納
言
の
郭
公
好
き
は
『
枕
草
子
』

の
随
所
に
見
ら
れ
、
郭
公
の
否
定
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
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で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
ら
の
感
性
や
体
験
に
よ
っ
て
価
値
を
見
出
し
た
面
白

さ
や
美
し
さ
に
蓋
を
し
、
郭
公
の
歌
を
詠
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
固

定
観
念
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
形
骸
化
し
た
郭
公
に
型
通
り
の
賛
美
を
す
る
こ

と
は
、
清
少
納
言
の
望
む
郭
公
賛
美
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
し
、
そ
う
し
て

詠
ま
れ
た
歌
に
は
露
ほ
ど
の
価
値
も
な
い
。
こ
の
段
は
郭
公
の
歌
を
詠
め
な

か
っ
た
失
敗
談
と
し
て
解
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
空
虚
な
歌
を
詠

む
こ
と
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
失
敗
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ
で
は
明
確
な
意
図

を
も
っ
て
郭
公
が
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
は
単
な

る
歌
物
語
や
歌
枕
の
書
に
な
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
。
歌
と
い
う
主
役
の
た

め
に
物
事
が
存
在
し
、
文
が
書
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
ど
ん
な
に
些
細
な
物

事
で
も
、
そ
れ
自
体
が
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
書
か
れ
、
ま
た
散
文
そ
の
も

の
に
も
価
値
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
清
少
納
言
の
歌
を
詠

む
ま
い
と
す
る
姿
勢
に
最
初
は
不
興
げ
な
様
子
を
見
せ
て
い
た
定
子
も
、
下

蕨
の
味
の
話
に
は
「
思
ひ
出
づ
る
事
の
さ
ま
よ
」
と
笑
い
、「
下
蕨
こ
そ
恋

し
か
り
け
れ
」
と
い
う
下
の
句
を
書
く
。
こ
こ
に
は
、
み
や
び
の
世
界
か
ら

の
逸
脱
と
い
う
大
胆
な
試
み
さ
え
も
認
め
て
笑
う
定
子
の
姿
が
描
か
れ
て
い

る
。
こ
の
章
段
か
ら
は
、
定
子
に
導
か
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
宮
仕
え
初
期

か
ら
、
自
ら
主
体
的
に
定
子
サ
ロ
ン
文
化
を
牽
引
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た

清
少
納
言
と
、
そ
れ
を
承
認
し
評
価
す
る
定
子
と
い
う
構
造
へ
の
変
化
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
後
期
章
段
の
特
徴
と
し
て
、
下
衆
の
登
場
が
挙
げ
ら
れ

る
。
八
三
段
「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
西
の
廂
に
」
に
は
常
陸

の
介
と
い
う
下
衆
が
登
場
し
、「
む
げ
に
仲
よ
く
な
り
て
、
よ
ろ
づ
の
事
語

る
」
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
下
衆
に
対
す
る
軽
蔑
の
態
度
は
一
貫

し
て
い
る
も
の
の
、
本
質
的
に
は
何
も
変
わ
ら
な
い
の
に
、
政
治
的
状
況
に

よ
っ
て
立
場
が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
主
家
の
人
達
を
見
て
き
た
か
ら

こ
そ
、
簡
単
に
は
無
視
で
き
な
い
存
在
と
し
て
視
界
に
入
り
込
ん
で
く
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
王
朝
的
み
や
び
に
盲
目
で
あ
っ
た
宮
仕
え
初
期
と

は
違
い
、
中
関
白
家
の
凋
落
後
は
こ
れ
ま
で
み
や
び
の
対
象
外
と
し
て
排
除

し
て
き
た
も
の
に
も
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
へ
の

捉
え
直
し
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
捉
え
直
し
の
姿
勢
こ
そ
が
、
固
定

化
さ
れ
た
価
値
観
や
規
範
に
と
ら
わ
れ
ず
、
新
た
な
価
値
観
を
発
見
し
創
造

し
て
い
く
と
い
う
『
枕
草
子
』
の
新
し
い
道
を
開
い
た
の
だ
と
考
え
る
。
そ

し
て
そ
れ
を
、
規
範
が
あ
り
決
ま
っ
た
型
に
収
め
る
和
歌
で
は
な
く
、
む
し

ろ
規
範
や
型
を
打
破
す
べ
く
自
由
な
散
文
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
す
る
こ
と

を
選
び
、
あ
ら
ゆ
る
固
定
的
価
値
観
を
超
え
た
全
く
新
し
い
作
品
を
創
ろ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

四
　
跋
文
の
構
造
と
源
経
房
に
つ
い
て

　

跋
文
は
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
の
執
筆
契
機
や
内
容
、
世
間
の
評
価
、

流
布
に
至
っ
た
事
情
が
述
べ
ら
れ
た
重
要
な
意
味
を
持
つ
章
段
で
あ
る
。
し

か
し
「
公
的
要
素
と
私
的
要
素
」
や
「
事
実
と
虚
構
」
な
ど
、
二
つ
の
相
反
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す
る
も
の
が
混
在
し
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
か
ら
複
雑
か
つ
不
明
瞭
な
章
段
で

も
あ
る
。

　

ま
ず
「
公
的
要
素
と
私
的
要
素
」
の
混
在
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
第
一
段

落
に
は
「
人
や
は
見
む
と
す
る
と
思
ひ
て
」
や
「
心
よ
り
ほ
か
に
こ
そ
洩
り

出
で
に
け
れ
」、
第
三
段
落
に
は
「
た
だ
、
人
に
見
え
け
む
ぞ
ね
た
き
」
な

ど
、
人
が
見
る
は
ず
の
な
い
私
的
な
作
品
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
。
そ
の
一
方
で
、
第
二
段
落
で
は
執
筆
の
契
機
を
定
子
か
ら
の
紙
の
下
賜

と
し
て
い
る
。
第
二
段
落
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
紙
に
は
「
枕
」
な

る
も
の
を
書
き
、
書
き
上
げ
た
作
品
は
定
子
に
献
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
ず
で
、
私
的
な
も
の
に
は
な
り
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
定
子
か
ら
の
執

筆
の
命
を
受
け
た
公
的
性
格
を
持
つ
作
品
で
あ
る
こ
と
と
、
私
的
性
格
を
持

つ
作
品
で
あ
る
こ
と
と
が
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
「
事
実
と
虚
構
」
の
混
在
に
つ
い
て
、
第
四
段
落
で
は
来
訪
し
た
経

房
に
畳
を
勧
め
る
際
、
そ
の
上
に
載
っ
て
い
た
草
子
に
気
付
か
ず
一
緒
に
出

し
て
し
ま
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
事
実
と
し
て
受
け
取
り
難
く
、
清
少
納
言

が
偶
然
を
装
い
意
図
的
に
草
子
を
出
し
た
の
だ
と
す
る
見
方
が
強
い
。
た
だ

し
、
こ
の
い
か
に
も
意
図
的
な
行
為
が
事
実
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ

よ
り
も
、
作
者
が
読
者
に
虚
構
と
わ
か
る
よ
う
わ
ざ
と
仕
組
ん
で
い
る
の
だ

と
考
え
た
い
。『
枕
草
子
』
が
必
ず
し
も
事
実
の
み
を
記
し
た
作
品
で
は
な

い
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
跋
文
が
あ
と
が
き
ゆ
え
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が

全
て
事
実
だ
と
思
い
込
む
の
で
は
な
く
、
あ
と
が
き
と
い
う
形
を
取
り
な
が

ら
も
仕
掛
け
が
隠
さ
れ
た
一
章
段
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
公
的
要

素
と
私
的
要
素
」
や
「
事
実
と
虚
構
」
な
ど
二
つ
の
相
反
す
る
も
の
を
混
在

さ
せ
る
こ
と
で
、
二
者
択
一
の
常
識
を
壊
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
相

反
す
る
も
の
が
混
ざ
り
合
い
、対
立
構
造
を
超
え
て
い
く
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、

常
識
の
打
破
そ
し
て
逸
脱
と
い
う
『
枕
草
子
』
の
本
質
に
も
つ
な
が
る
姿
勢

が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
五
九
段
「
御
前
に
て
人
々
と
も
、

ま
た
物
仰
せ
ら
る
る
つ
い
で
な
ど
に
」
は
、
跋
文
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
同
僚
女
房
達
か
ら
道
長
方
に
内
通
し
て
い
る
と
の
疑
惑
を
受

け
里
に
引
き
こ
も
っ
て
い
た

）
（（

（
注

清
少
納
言
の
も
と
に
定
子
か
ら「
め
で
た
き
紙
、

二
十
」
と
「
高
麗
縁
の
畳
」
が
贈
ら
れ
る
。「
紙
」
と
「
畳
」
は
跋
文
に
も

登
場
し
て
お
り
、
両
段
に
象
徴
的
な
言
葉
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
二
五
九

段
の
前
半
に
は
、
か
つ
て
清
少
納
言
が
定
子
の
御
前
で
「
ど
ん
な
に
生
き
る

の
が
わ
ず
ら
わ
し
い
と
き
で
も
、
上
等
の
筆
や
白
い
紙
、
陸
奥
紙
が
手
に
入

る
と
、
ま
た
高
麗
縁
の
畳
を
見
る
と
、
心
が
晴
れ
て
や
は
り
し
ば
ら
く
生
き

て
い
た
い
と
思
う
の
で
す
」
と
語
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き

の
こ
と
を
定
子
は
覚
え
て
お
り
、
辛
い
思
い
を
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
清
少
納

言
に
紙
と
畳
を
贈
っ
た
。
定
子
の
心
遣
い
に
感
動
し
た
清
少
納
言
は
、
こ
の

紙
を
草
子
に
仕
立
て
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
に
『
枕
草
子
』
の
本

格
的
な
執
筆
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
が
跋
文
第
一
段
落
の
「
つ
れ
づ
れ
な
る
里

居
の
ほ
ど
に
、
書
き
あ
つ
め
た
る
を
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
め

で
た
き
紙
、
二
十
」
と
、
あ
え
て
「
二
十
」
と
い
う
数
を
記
す
こ
と
に
も
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注
目
し
た
い
。
こ
の
「
二
十
」
と
い
う
数
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
巻
数
が

二
十
巻
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に
も
『
枕

草
子
』
の
『
古
今
和
歌
集
』
意
識
が
う
か
が
え
る
。
次
に
、
贈
ら
れ
た
畳
に

も
注
目
す
る
と
、
跋
文
で
は
清
少
納
言
は
草
子
を
畳
に
載
せ
て
経
房
に
出
し

て
い
る
。
二
五
九
段
の
末
尾
に
は
、
清
少
納
言
が
お
礼
の
文
を
書
い
て
定
子

の
御
前
の
高
欄
に
置
か
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
使
い
の
者
が
御
階
の
下
に

落
と
し
て
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
』
が
「
書
い
た
も
の
が
失
せ
た
と
い
う
記
述
は
、
執
筆
と
か
か
わ
っ
て

述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
文
学
作
品

に
あ
り
が
ち
な
謙
辞
と
思
わ
れ
る
が
、
時
期
的
に
も
私
は
二
五
九
段
で
落
と

し
た
と
い
う
手
紙
が
、
跋
文
第
四
段
落
で
畳
に
載
せ
て
経
房
に
出
し
た
『
枕

草
子
』
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
跋
文
で
草
子
を
誤
っ
て
畳
に
載

せ
て
差
し
出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
記
述
と
、
二
五
九
段
の
文
を
落
と
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
記
述
が
内
容
だ
け
で
な
く
、「
…
も
の
は
…
け
り
」、「
ま

ど
ひ
」
と
い
う
表
現
ま
で
類
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

・「
端
の
方
な
り
し
畳
を
さ
し
出
で
し
も
の
は
、
こ
の
草
子
載
り
て
出

　
　
　

で
に
け
り
。
ま
ど
ひ
取
り
入
れ
し
か
ど
、
や
が
て
持
て
お
は
し
て
…

　
　
　

…
」（
跋
文
）

　
　

・「
文
を
書
き
て
、
ま
た
み
そ
か
に
御
前
の
高
欄
に
置
か
せ
し
も
の
は
、

　
　
　

ま
ど
ひ
け
る
ほ
ど
に
、
や
が
て
か
け
落
し
て
、
御
階
の
下
に
落
ち
に

　
　
　

け
り
。」（
二
五
九
段
）

　

定
子
に
献
上
す
る
べ
き
は
ず
の
も
の
を
、
ま
ず
定
子
に
見
せ
る
こ
と
を
せ

ず
、
対
立
す
る
道
長
に
近
し
い
経
房
に
渡
し
た
と
い
う
跋
文
の
記
述
か
ら
、

道
長
方
へ
の
転
身
を
疑
う
説

）
（注

（
注

が
あ
る
。
し
か
し
、
二
五
九
段
と
跋
文
を
読
み

重
ね
る
こ
と
で
、
定
子
か
ら
執
筆
を
託
さ
れ
下
賜
さ
れ
た
紙
（
跋
文
）、
再

び
贈
ら
れ
た
紙
（
二
五
九
段
）
に
書
い
た
作
品
を
定
子
に
届
け
よ
う
と
し

（
二
五
九
段
）、
定
子
か
ら
贈
ら
れ
た
畳
（
二
五
九
段
）
に
載
せ
て
経
房
に
出

し
た
（
跋
文
）
と
い
う
読
み
が
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
、『
枕
草
子
』
は
経

房
に
よ
っ
て
定
子
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
の
だ
。

　

経
房
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
。
経
房
は
道
長
の
第
二
夫
人
明
子

の
実
弟
で
あ
り
、
道
長
が
後
見
を
務
め
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
経
房
が
道

長
に
近
し
い
人
物
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、

八
〇
段
「
里
に
ま
か
で
た
る
に
」
で
は
、
里
居
中
の
清
少
納
言
の
所
在
を
知

る
数
少
な
い
人
物
と
し
て
書
か
れ
、
一
三
七
段
「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で

後
、
世
の
中
に
事
出
で
来
」
で
は
、
里
居
中
の
清
少
納
言
に
定
子
方
の
様
子

を
伝
え
出
仕
を
勧
め
て
い
る
。
そ
し
て
跋
文
に
は
、『
枕
草
子
』
が
経
房
に

よ
っ
て
世
に
広
ま
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
道
長
方
で
あ
り
な
が
ら
、

定
子
方
の
清
少
納
言
と
も
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
安
和
二
年

（
九
六
九
）
に
起
き
た
安
和
の
変
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
経
房
の

父
源
高
明
は
か
つ
て
左
大
臣
で
あ
り
人
望
も
能
力
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
安

和
の
変
に
よ
っ
て
嵌
め
ら
れ
大
宰
府
に
左
遷
さ
れ
て
し
ま
う
。
経
房
は
安
和
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の
変
の
年
に
誕
生
し
た
た
め
、
こ
の
事
件
を
直
接
経
験
し
た
わ
け
で
は
な
い

も
の
の
、
一
家
の
没
落
と
い
う
事
実
は
彼
の
人
生
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与

え
た
は
ず
だ
。
経
房
は
中
関
白
家
の
悲
劇
を
自
ら
の
一
族
の
悲
劇
と
重
ね
合

わ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
清
少
納
言
に
道
長
方

へ
の
転
身
を
促
す
の
で
は
な
く
、
定
子
と
清
少
納
言
を
結
ぶ
よ
う
な
働
き
を

し
た
の
だ
と
考
え
る
。

　
『
栄
花
物
語
』
に
は
定
子
の
死
後
、
隆
家
が
大
宰
府
に
赴
く
際
、
経
房
に

定
子
の
遺
児
脩
子
内
親
王
を
託
し
た
こ
と（
巻
第
十
二「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」）

や
、
定
子
の
遺
児
に
仕
え
、
敦
康
親
王
の
葬
儀
の
際
に
し
か
る
べ
き
指
示
を

出
し
奉
仕
し
た
こ
と（
巻
第
十
四「
あ
さ
み
ど
り
」）が
書
か
れ
て
い
る
。ま
た
、

定
子
没
後
に
隆
家
の
長
男
良
頼
と
経
房
の
娘
が
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
る
こ

と
も
、
経
房
が
道
長
派
一
筋
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
だ
ろ
う
。
清
少
納
言
が
里
居
の
居
場
所
を
教
え
た
の
も
、『
枕
草
子
』
を

畳
に
載
せ
て
確
信
犯
的
に
出
し
た
の
も
、
道
長
方
へ
の
転
身
の
意
思
が
あ
っ

た
か
ら
で
は
な
く
、
経
房
が
信
頼
す
る
に
値
す
る
人
物
で
あ
る
と
認
め
て
い

た
か
ら
な
の
で
あ
る

）
（注

（
注

。

　

ま
た
、
道
長
方
で
あ
り
な
が
ら
定
子
方
に
と
っ
て
も
信
頼
で
き
る
経
房
を

選
ん
で
託
し
た
と
こ
ろ
に
、
第
一
の
読
者
を
定
子
と
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に

広
い
範
囲
に
読
者
を
設
定
し
、
作
品
を
広
め
よ
う
と
す
る
意
思
が
働
い
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
村
上
朝
の
後
継
者
た
ら
ん
と
文
化
の
最
先

端
を
目
指
し
続
け
て
き
た
定
子
サ
ロ
ン
の
存
在
と
そ
の
試
み
が
、
中
関
白
家

凋
落
に
よ
っ
て
世
間
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
た
か
ら
で

あ
り
、
回
想
段
に
は
世
間
の
定
子
へ
の
再
評
価
を
引
き
出
す
意
味
も
含
ん
で

い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
定
子
崩
御
後
は
い
っ
そ
う
『
枕
草
子
』
を
世
間
に

広
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
定
子
崩
御
後
に
書
か
れ
た
と
思
し
き
回
想
段
が
存

在
す
る
こ
と
か
ら
も
、
崩
御
後
は
亡
き
定
子
へ
の
鎮
魂
の
た
め
で
あ
る
と
同

時
に
、
世
間
や
後
世
の
人
の
定
子
に
対
す
る
「
悲
劇
の
后
」
と
い
う
固
定
観

念
を
払
拭
す
る
目
的
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
中
関
白
家
衰
退
後
の
定
子
の

人
生
は
、
ま
さ
に
壮
絶
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
死
後
に
怨
霊
と
な
り
出
て
き

て
も
不
思
議
で
は
な
い
ほ
ど
、
定
子
に
対
す
る
道
長
の
態
度
は
ひ
ど
い
も
の

で
あ
っ
た
し
、
実
際
に
道
長
が
中
関
白
家
や
定
子
の
怨
霊
に
怯
え
て
い
た
こ

と
が
、『
権
記
』（
長
保
二
年
十
二
月
十
六
日
の
条
）
な
ど
に
見
え
る
。
し
か

し
、
清
少
納
言
は
『
枕
草
子
』
に
哀
れ
な
定
子
の
姿
を
ほ
と
ん
ど
記
し
て
い

な
い
。『
枕
草
子
』
の
中
の
定
子
は
明
る
く
優
し
く
、
怨
霊
と
は
全
く
無
縁

な
存
在
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
歴
史
的
事
実
に
目
を
つ
ぶ
り
、
定

子
が
悲
劇
の
女
性
で
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
定
子
の
傍

に
仕
え
て
き
た
当
事
者
側
の
立
場
か
ら
、
歴
史
に
は
記
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

定
子
の
真
実
と
し
て
、
定
子
は
最
後
ま
で
素
晴
ら
し
い
理
想
の
主
で
あ
っ
た

と
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
が
存
在
し
な
け
れ

ば
、
千
年
後
の
読
者
で
あ
る
私
達
に
と
っ
て
、
定
子
は
政
治
的
に
敗
れ
消
え

て
い
っ
た
数
多
の
后
の
一
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
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五
　「
枕
」
と
は
何
か

　

跋
文
第
二
段
落
に
は
、『
枕
草
子
』
誕
生
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
紙
の
下

賜
の
や
り
と
り
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
会
話
部
分
を
引
用
す
る
。

　
　
（
中
宮
定
子
）「
こ
れ
に
何
を
書
か
ま
し
。
上
の
御
前
に
は
史
記
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　

文
を
な
む
、
書
か
せ
た
ま
へ
る
」

　
　
（
清
少
納
言
）「
枕
に
こ
そ
は
侍
ら
め
」

　
　
（
中
宮
定
子
）「
さ
は
得
て
よ
」

　
「
こ
れ
に
何
を
書
か
ま
し
。上
の
御
前
に
は
…
…
」と
い
う
定
子
の
発
言
は
、

「
一
条
天
皇
の
『
史
記
』
に
対
抗
で
き
る
も
の
を
書
き
た
い
が
、
何
を
書
い

た
ら
良
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
こ
の
発
言
に
よ
っ
て

「
枕
」
と
い
う
提
案
が
導
き
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、「
史
記
」
と
「
枕
」
は
不

可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
史
記
』
に
既
存
の
作
品
で
対
抗
し

よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
当
時
の
仮
名
文
学
作
品
の
最
高
峰
で
あ
る
『
古
今
和

歌
集
』
が
最
も
適
当
で
あ
っ
た
。
能
因
本
長
跋
で
は
、
下
賜
の
や
り
と
り
の

際
に
定
子
が
「
古
今
を
や
書
か
ま
し
」
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ

は
う
か
が
え
る
。「
古
今
を
や
書
か
ま
し
」
と
い
う
記
述
が
な
い
三
巻
本
に

お
い
て
も
、
定
子
が
『
古
今
和
歌
集
』
を
書
こ
う
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
あ

り
、
念
頭
に
置
い
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
、
能
因
本
長
跋
の
「
ま

し
」
と
い
う
語
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
書
く
べ
き
適
当
な
も
の
が
思
い
当

た
ら
ず
、『
古
今
和
歌
集
』
さ
え
も
た
め
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
定
子
が

『
古
今
和
歌
集
』
を
書
写
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
多

く
の
回
想
段
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
定
子
が
目
指
し
た
文
学
的
に

優
れ
た
サ
ロ
ン
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
知
識
を
そ
の
場
に
応
じ
て
工
夫
し

て
使
え
る
こ
と
で
あ
り
、
た
だ
知
っ
て
い
る
だ
け
の
お
飾
り
の
よ
う
な
知
識

で
は
な
い
。『
古
今
和
歌
集
』を
書
写
す
る
の
が
最
も
適
当
で
は
あ
る
も
の
の
、

や
は
り
定
子
サ
ロ
ン
の
あ
り
方
と
し
て
、
何
の
工
夫
も
な
い
あ
り
き
た
り
な

選
択
は
つ
ま
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。結
果
的
に
清
少
納
言
の「
枕

に
こ
そ
は
侍
ら
め
」（
能
因
本
長
跋
で
は
「
こ
れ
給
ひ
て
、
枕
に
し
は
べ
ら

ば
や
」）と
い
う
一
言
で
即
座
に
下
賜
さ
れ
、『
古
今
和
歌
集
』で
は
な
く
、「
枕
」

な
る
作
品
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

で
は
、「
枕
」
と
は
何
な
の
か
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
清
少
納
言
が
答
え

た
「
枕
」
は
、
第
一
義
と
し
て
は
「
寝
具
の
枕
」
を
指
す
と
考
え
る
。
た
だ

し
単
な
る
枕
で
は
な
い
。
定
子
方
が
書
く
に
ふ
さ
わ
し
い
、
国
風
と
漢
風
の

世
界
を
兼
ね
備
え
た
「
枕
」
な
の
で
あ
る
。
初
段
で
和
漢
の
融
合
と
い
う
方

法
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
に
起
因
す
る
。
定
子
の
「
上
の
御
前
に
は

史
記
と
い
ふ
文
を
な
む
、書
か
せ
た
ま
へ
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
「
し
き
（
史

記
→
敷
き
）
た
へ
の
枕
」
と
い
う
枕
詞
を
想
起
し
た
と
す
る
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
し
か
し
、『
古
今
和
歌
集
』さ
え
も
候
補
か
ら
外
し
た
結
果
の「
こ

れ
に
何
を
書
か
ま
し
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、和
歌
的
な
内
容
で
あ
る
「
歌
枕
」

や
「
枕
詞
」
も
定
子
に
よ
っ
て
す
で
に
一
考
さ
れ
、
同
様
に
候
補
か
ら
外
さ

れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
和
歌
だ
け
に
拘
泥
す
る
意
識
か
ら
抜
け
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出
す
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
清
少
納
言
の
漢
籍
の
知
識
を
思
え
ば
、「
し

き
た
へ
の
枕
」
の
「
枕
」
を
媒
介
と
し
て
、『
文
選
』
の
「
枕
経
藉
書
」
や
『
白

氏
文
集
』
の
「
枕
書
眠
」
を
想
起
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
容
易
に
想
像
が
で

き
る
。
清
少
納
言
が
分
厚
い
紙
を
枕
に
喩
え
た
こ
と
は
、「
枕
経
藉
書
」と「
枕

書
眠
」
が
書
を
枕
と
し
て
い
る
こ
と
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。

　

清
少
納
言
が
「
枕
に
こ
そ
は
侍
ら
め
」
と
答
え
た
と
き
、
定
子
に
も
共
通

理
解
と
し
て
「
し
き
た
へ
の
枕
」
か
ら
連
想
す
る
国
風
の
世
界
と
、「
枕
経

藉
書
」
と
「
枕
書
眠
」
か
ら
連
想
す
る
漢
風
の
世
界
が
想
起
さ
れ
た
は
ず
だ
。

和
歌
だ
け
で
な
く
漢
籍
の
知
識
も
兼
ね
備
え
、
活
か
せ
る
環
境
で
あ
る
こ
と

が
定
子
サ
ロ
ン
の
最
大
の
特
色
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
し
て
定
子
も
最
も

適
当
な
『
古
今
和
歌
集
』
を
候
補
か
ら
外
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
清
少
納
言

は
『
史
記
』
に
対
す
る
も
の
と
し
て
国
風
の
古
典
を
書
く
と
い
う
固
定
観
念

の
埒
外
に
出
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
史
記
』
を
対
と
し
な
が
ら
、
最
終

的
に
は
そ
の
対
か
ら
も
逸
脱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
表
に
は
寝
具
の
枕
に
す

る
と
言
い
、
そ
の
裏
に
は
国
風
世
界
と
漢
風
世
界
の
両
世
界
を
有
す
る
、
既

存
の
も
の
で
は
な
い
全
く
新
し
い
も
の
を
書
き
ま
し
ょ
う
と
答
え
た
の
だ
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
和
漢
の
世
界
を
有
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
定
子
サ
ロ
ン

の
特
徴
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、清
少
納
言
が
答
え
た
全
く
新
し
い
作
品
「
枕
」

は
、定
子
方
が
書
く
和
漢
の
世
界
を
有
し
た
世
界
＝
定
子
サ
ロ
ン
文
化
の
書
、

と
し
て
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
固
定
観
念
に
縛
ら
れ
ず
、
全
く
新
し
い
作
品

を
つ
く
る
と
い
う
こ
の
発
想
は
定
子
に
認
め
ら
れ
、「
さ
は
得
て
よ
」
と
、

作
品
の
内
容
に
関
す
る
全
て
が
清
少
納
言
に
委
ね
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。

　

定
子
は
定
子
サ
ロ
ン
文
化
の
結
晶
で
あ
る
『
枕
草
子
』
に
期
待
を
寄
せ
執

筆
を
応
援
し
て
い
た
が
、
そ
の
完
成
を
見
る
前
に
第
二
皇
女

子
内
親
王
を

出
産
し
て
崩
御
し
て
し
ま
う
。
主
家
凋
落
そ
し
て
定
子
の
死
に
よ
っ
て
『
枕

草
子
』
は
後
ろ
盾
を
失
う
も
の
の
、
清
少
納
言
は
道
長
の
脅
威
と
な
り
得
た

敦
康
親
王
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ず
、
建
前
と
し
て
「
心
よ
り
ほ
か
に
こ
そ
漏

り
出
で
に
け
れ
」
と
い
う
立
場
を
主
張
し
、
経
房
を
通
し
て
世
間
に
流
布
さ

せ
る
な
ど
、
戦
略
的
に
『
枕
草
子
』
を
生
存
さ
せ
た
。『
古
今
和
歌
集
』
仮

名
序
は
、「
た
と
ひ
時
移
り
事
去
り
、
楽
し
び
悲
し
び
ゆ
き
か
ふ
と
も
、
こ

の
歌
の
文
字
あ
る
を
や
。
…
…
歌
の
さ
ま
を
知
り
、
こ
と
の
心
を
得
た
ら
む

人
は
、
大
空
の
月
を
見
る
が
ご
と
く
に
、
古
を
仰
ぎ
て
今
を
恋
ひ
ざ
ら
め
か

も
）
（注

（
注

」
と
い
う
文
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
文
化
の
最

先
端
を
目
指
し
た
定
子
サ
ロ
ン
の
文
化
を
書
き
と
ど
め
、
人
の
心
に
遺
し
続

け
る
こ
と
こ
そ
が
、『
枕
草
子
』
に
込
め
ら
れ
た
願
い
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
六
　
お
わ
り
に

　
『
枕
草
子
』
は
作
品
を
通
し
て
逸
脱
の
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
。
そ
れ
は
単

な
る
伝
統
の
否
定
で
は
な
い
。
文
化
の
旗
手
と
し
て
新
た
な
価
値
を
創
造
す

る
定
子
サ
ロ
ン
文
化
の
挑
戦
の
姿
勢
で
あ
る
。
定
子
サ
ロ
ン
に
と
っ
て
越
え

る
べ
き
大
き
な
壁
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
よ
っ
て
絶
対
化
さ
れ
て
い
た
美
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意
識
や
価
値
観
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
た
る
例
が
春
の
花
（
桜
）
で
あ
る
。『
枕

草
子
』
は
初
段
冒
頭
で
、
春
と
言
え
ば
花
と
い
う
絶
対
性
を
崩
し
、「
春
は

あ
け
ぼ
の
」
と
す
る
こ
と
で
、
伝
統
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
、
そ
れ
に
盲
従
し

な
い
姿
勢
を
示
し
た
。
ま
た
、
定
子
サ
ロ
ン
の
文
化
と
と
も
に
『
枕
草
子
』

に
記
し
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、定
子
の
素
晴
ら
し
さ
で
あ
る
。『
枕
草
子
』

は
定
子
の
理
想
性
を
死
守
し
て
い
る
。
二
二
四
段「
御
乳
母
の
大
輔
の
命
婦
、

日
向
へ
く
だ
る
に
」
は
、
定
子
の
不
遇
を
記
さ
な
い
『
枕
草
子
』
の
性
格
に

反
し
、
悲
哀
に
満
ち
た
章
段
で
あ
る
。
定
子
の
乳
母
が
中
関
白
家
の
将
来
を

見
限
り
、
定
子
を
見
捨
て
て
去
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
と
き
で
も
、
定
子

は
乳
母
を
非
難
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
乳
母
が
旅
立
つ

日
向
を
「
あ
か
ね
さ
す
日
」
と
表
現
す
る
思
い
や
り
を
見
せ
た
。
こ
の
章
段

は
、
定
子
は
誰
の
こ
と
も
怨
ん
で
は
い
な
か
っ
た
の
だ
と
主
張
し
、
そ
の
理

想
性
を
強
調
し
て
い
る
。
道
長
の
台
頭
と
圧
迫
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

奪
わ
れ
て
も
少
し
も
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
定
子
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
回
想

段
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

回
想
段
に
は
定
子
崩
御
後
と
思
わ
れ
る
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
定
子
没

後
も
作
品
を
書
き
足
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
書
か
れ
た
も
の

は
あ
く
ま
で
も
定
子
生
前
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
一
切
記

さ
ず
沈
黙
し
て
い
る
。
こ
の
沈
黙
に
、『
枕
草
子
』
の
評
判
と
定
子
の
理
想

性
に
傷
を
つ
け
ま
い
と
す
る
思
い
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

清
少
納
言
の
『
枕
草
子
』
に
か
け
る
思
い
に
よ
っ
て
、
志
半
ば
で
潰
え
よ
う

と
し
て
い
た
定
子
サ
ロ
ン
文
化
は
潰
え
る
こ
と
な
く
、
定
子
は
明
る
く
知
的

で
思
い
や
り
に
満
ち
た
理
想
の
主
と
し
て
、『
枕
草
子
』
の
な
か
で
輝
き
続

け
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
１　

萩
谷
朴
『
枕
草
子
解
環
』（
同
朋
舎
出
版
、一
九
八
一
年
）
に
拠
っ
た
。

注
２　

日
向
一
雅
「『
枕
草
子
』
の
聖
代
観
の
方
法　

―
「
陰
陽
の
燮
理
」
と

　
　

天
暦
聖
代
観
を
媒
介
に
し
て
―
」（『
源
氏
物
語
の
準
拠
と
話
型
』
至
文

　
　

堂
、
一
九
九
九
年
）
に
詳
し
い
。

注
３　

中
島
和
歌
子
「『
枕
草
子
』
初
段
「
春
は
曙
」
の
段
を
め
ぐ
っ
て

　
　

―
和
漢
の
融
合
と
、
紫
の
雲
の
象
徴
性
―
」（『
む
ら
さ
き
』
四
一
、二

　
　

〇
〇
四
年
十
二
月
）

注
４　

藤
本
宗
利
「
空
白
へ
の
視
点
―
「
春
は
曙
」
の
読
み
を
め
ぐ
っ
て
」

　
　
（『
む
ら
さ
き
』
二
一
、一
九
八
四
年
七
月
／
『
枕
草
子
研
究
』（
風
間
書

　
　

房
、
二
〇
〇
二
年
）
は
、
初
段
の
表
現
は
和
歌
的
伝
統
に
支
え
ら
れ
た

　
　

美
意
識
の
硬
直
性
へ
の
烈
し
い
挑
発
で
あ
り
、
通
念
的
素
材
に
つ
い
て

　
　

あ
え
て
沈
黙
す
る
こ
と
で
逆
に
鮮
明
な
心
象
を
読
者
に
も
た
ら
す
と
説

　
　

く
。

注
５　

初
段
の
聖
代
観
に
つ
い
て
、
注
２
の
日
向
論
文
は
、「
一
条
朝
を
聖

　
　

代
と
す
る
構
成
」
と
し
、
注
３
の
中
島
論
文
は
、「
一
条
天
皇
・
定
子

　
　

皇
后
揃
っ
て
の
聖
代
」
と
し
て
い
る
。

注
６　
『
枕
草
子
』
以
前
で
は
、
醍
醐
朝
の
飛
香
舎
藤
花
宴
の
歌
と
さ
れ
る

　
　

藤
原
敏
行
の
「
藤
の
花
風
吹
か
ぬ
世
は
紫
の
雲
立
ち
去
ら
ぬ
所
と
ぞ
見
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る
」（『
秋
風
和
歌
集
』
春
下
122
）
が
あ
る
。
注
３
中
島
論
文
に
詳
し
い
。

注
７　

注
１
に
同
じ
。

注
８　

三
田
村
雅
子
「
枕
草
子
類
聚
章
段
の
性
格　

―
「
名
」
と
「
名
」
を

　
　

背
く
も
の
―
」（『
平
安
朝
文
学
研
究
』、
一
九
八
三
年
十
月
）
／
『
枕

　
　

草
子　

表
現
の
論
理
』（
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
）
は
、
物
の
日

　
　

常
的
イ
メ
ー
ジ
と
実
態
の
ず
れ
の
瞬
間
を
捉
え
て
そ
の
差
異
性
を
対
象

　
　

化
し
て
い
く
こ
と
が
「
も
の
」
型
章
段
の
興
味
の
主
眼
と
な
っ
て
い
る

　
　

と
説
く
。

注
９　

車
田
直
美
「「
尋
郭
公
」
考
―
『
枕
草
子
』「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」

　
　

の
段
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
中
古
文
学
』
五
四
、一
九
九
四
年
十
一
月
）　

　
　

に
詳
し
い
。

注
10　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
越
境
に
関
し
て
、
小
森
潔
「〈
性
差
〉
を
越
え
て
―　

　
　

清
少
納
言
と
中
宮
定
子
」（『
枕
草
子　

逸
脱
の
ま
な
ざ
し
』
笠
間
書
院
、

　
　

一
九
九
八
年
）
は
、
漢
籍
の
価
値
評
価
や
「
男
性
性
」
文
化
と
い
う
価

　
　

値
観
す
ら
も
ず
ら
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
『
枕
草
子
』
の
逸
脱
へ
の
執
着

　
　

が
見
え
る
と
説
く
。

注
11　

二
五
九
段
は
、
一
三
七
段
「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
、
世
の
中

　
　

に
事
出
で
来
」に
見
え
る
里
居
と
同
時
期
と
考
え
る
。
一
三
七
段
に
は
、

　
　

定
子
が
里
居
中
の
清
少
納
言
に
「
言
は
で
思
ふ
ぞ
」
と
書
か
れ
た
山
吹

　
　

の
花
び
ら
を
包
ん
だ
文
を
送
り
出
仕
を
求
め
、
清
少
納
言
は
そ
の
後
し

　
　

ば
ら
く
し
て
再
出
仕
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

注
12　

注
１
に
同
じ
。

注
13　

源
経
房
に
関
し
て
は
、
久
保
木
秀
夫
「
枕
草
子
に
お
け
る
源
経
房
」

　
　
（『
語
文
』
九
八
、一
九
九
七
年
六
月
）
に
詳
し
い
。

注
14　

本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
。

〈
お
ざ
わ　
な
え
／
二
〇
二
〇
年　
日
本
語
・
日
本
文
学
科
卒
〉


