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美
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伊

原

昭

 
・
枕
草
子
の
日
記
的
部
分
、
つ
ま
か
回
想
の
章
段
に
は
、
主
家
の
非
運
に
ふ
れ

て
の
暗
い
面
の
描
写
が
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
よ
い
二
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う

な
現
実
と
の
相
違
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
、
何
故
そ
う
で
あ
る
の
か
、
古

来
か
ら
諸
説
が
あ
る
が
、
ま
だ
こ
の
疑
念
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

 
こ
れ
に
つ
い
て
、
枕
草
子
は
特
に
作
者
が
ぎ
わ
め
て
鋭
敏
な
感
覚
の
持
主
で

み
り
、
そ
れ
が
特
徴
と
も
な
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
の
で
、
作
者
の
特
性
を
充

分
生
か
す
こ
と
の
で
き
た
視
覚
的
な
描
写
に
よ
る
定
子
の
容
姿
を
と
お
し
て
、

問
題
点
の
ご
く
一
端
を
探
っ
て
み
た
い
。

 
中
関
白
家
の
栄
耀
か
ら
没
落
へ
と
、
急
変
し
て
い
っ
た
運
命
を
そ
の
ま
ま
に

負
い
、
光
輝
か
ら
暗
澹
へ
と
転
じ
、
悲
境
の
う
ち
に
崩
じ
た
定
子
の
生
涯
は
、

輝
き
に
溢
れ
た
時
代
を
経
験
し
た
方
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
一
層
悲
惨
で
あ
り
、

悲
劇
の
人
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

 
作
者
の
宮
仕
え
の
期
間
は
、
里
馬
の
間
を
除
い
て
も
、
定
子
の
逆
境
の
時
期

・
の
方
が
は
る
か
に
長
い
。
そ
れ
は
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
章
段
の
量
か
ら
言
っ

て
も
同
様
で
あ
る
。
日
記
的
部
分
は
、
首
鼠
二
三
・
三
五
・
八
一
・
八
二
・

九
〇
・
九
四
・
九
五
・
一
〇
一
．
一
〇
四
．
＝
一
八
．
＝
一
九
．
一
三
八
．
一

八
四
三
〇
二
三
七
八
三
9
三
一
三
段
。
｝
團
①
道
隆
覆
八
三

・
一
〇
二
・
一
〇
八
・
一
三
三
・
一
三
五
・
一
六
一
．
三
〇
八
．
三
一
乾
期
一

項
②
伊
周
・
隆
家
左
遷
、
定
子
落
飾
、
貴
子
墓
去
五
六
・
九
三
．
一
〇
三
後

半
・
一
四
三
・
＝
ハ
ニ
・
二
七
七
・
三
一
九
第
二
項
 
③
伊
周
・
隆
家
赦
免
、

定
子
入
内
（
密
儀
か
）
、
彰
子
入
内
八
・
九
．
四
九
後
半
吃
七
八
．
八
四
．
八

六
・
八
七
・
九
九
・
一
〇
〇
・
一
〇
三
前
半
・
一
〇
六
．
一
三
六
．
＝
二
七
．

二
三
九
．
二
四
五
．
二
七
三
．
二
七
四
．
二
七
五
．
院
二
段
。
で
あ
り
、
略

と
よ
り
諸
説
が
あ
．
っ
て
決
定
は
で
き
な
い
が
、
山
往
こ
れ
に
よ
っ
て
み
て
も
そ

れ
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
作
者
は
悲
境
に
お
け
る
期
間
に
長
く
“

仕
え
、
そ
の
場
の
定
子
は
熟
知
し
て
い
乃
筈
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
何
故
そ
の

い
た
ま
し
く
暗
い
姿
に
ふ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
定
子
の
生
涯
は
、
現
実
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
一
往
歴

 
 
 
 
 
 
 
注
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。

史
物
語
と
し
て
栄
花
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ

る
。
 
「
さ
ま
み
＼
め
よ
ろ
こ
び
」
「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
の
三
．
四
の
早
々
の
、

入
内
（
上
＝
九
頁
）
道
隆
郵
政
（
上
一
一
＝
頁
）
立
后
（
上
＝
三
頁
）
申

姫
君
東
宮
妃
（
上
・
ご
二
八
頁
）
伊
周
内
大
臣
（
上
一
四
〇
頁
）
内
大
臣
伊
周
内

覧
の
宣
旨
（
上
一
四
四
頁
）
な
ど
の
明
る
い
歓
び
に
満
ち
た
幸
運
の
時
代
の
、

「
内
に
は
中
宮
雌
び
な
き
様
に
て
お
は
し
ま
す
」
 
（
上
一
四
四
頁
）
と
い
う
一
，
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條
天
皇
の
寵
愛
も
深
い
幸
福
な
生
活
は
、
長
徳
元
年
四
月
十
日
の
道
隆
麗
去
に

よ
り
一
転
し
て
暗
い
不
幸
な
道
へ
進
ん
で
行
く
。
道
隆
麗
去
（
上
一
四
四
頁
）

道
兼
関
白
（
上
一
四
七
頁
）
道
兼
受
払
鼠
落
一
四
九
頁
）
道
長
内
覧
の
宣
旨

 
（
上
一
五
二
頁
）
道
長
右
大
臣
（
上
一
五
二
頁
）
こ
れ
ら
の
折
の
定
子
は
、
「
中

宮
藩
中
を
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
歎
き
て
、
里
に
の
み
お
は
し
ま
す
。
さ
れ
ど
、
遠

て
の
み
や
は
と
て
参
ら
せ
給
ぬ
。
み
か
ど
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め
し
た
ヴ
。
」

 
（
上
一
五
三
頁
）
「
中
宮
は
、
「
年
頃
か
㌧
る
事
や
は
あ
り
け
る
。
故
と
の
㌧
一

所
お
は
せ
ぬ
け
に
こ
そ
は
あ
め
れ
」
と
、
あ
は
れ
に
の
み
お
ぼ
さ
る
。
」
 
（
上

 
一
五
五
頁
）
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
島
島
∵
隆
家
が
花
山
院

を
射
奉
っ
た
と
い
う
こ
と
（
上
一
五
六
頁
）
不
法
発
覚
（
上
一
五
六
頁
）
道

・
隆
一
周
忌
（
上
一
五
七
頁
）
な
ど
で
、
「
所
ぐ
に
御
衣
の
色
か
は
り
、
あ
る

は
薄
鈍
な
ど
に
て
お
は
す
る
も
、
あ
は
れ
な
り
。
」
 
（
上
一
五
七
頁
）
の
よ
う

な
喪
服
の
様
子
も
記
さ
れ
て
い
る
。
定
子
懐
妊
（
上
一
五
八
頁
）
。
更
に
「
動

く
の
別
れ
」
の
五
の
巻
に
も
、
伊
周
、
・
檀
家
配
流
（
上
一
六
六
頁
）
が
あ
り

そ
の
折
の
伊
周
は
喪
服
姿
で
描
か
れ
て
い
る
（
上
一
六
七
」
八
頁
）
。
伊
周
・

隆
家
の
配
流
に
よ
り
、
「
宮
は
御
鋏
し
て
御
手
つ
か
ら
尼
に
な
ら
せ
給
ぬ
。
」

 
（
上
一
六
九
頁
）
の
よ
う
に
薙
髪
さ
れ
る
。
町
家
の
大
江
山
よ
り
の
文
を
見
て

'
「
宮
に
は
、
あ
は
れ
に
悲
し
う
よ
う
つ
を
お
ぼ
し
惑
は
せ
給
て
、
物
も
覚
え
さ

せ
給
は
ず
。
」
 
（
上
一
七
〇
頁
）
の
よ
う
に
嘆
き
悲
し
ま
れ
る
。
そ
の
後
も

 
「
宮
に
は
つ
き
も
せ
ぬ
こ
と
を
覚
し
歎
く
に
、
御
腹
も
高
く
成
も
て
い
き
て
、

た
皮
な
ら
ぬ
事
の
み
お
ぼ
し
知
ら
る
＼
に
も
悲
し
う
な
む
。
」
（
上
一
七
二
頁
）

の
よ
う
に
悲
嘆
が
続
き
、
さ
ら
に
母
貴
子
が
心
痛
の
あ
ま
り
病
に
臥
し
伊
周
等

を
泣
き
恋
う
こ
と
を
知
っ
て
伊
周
が
配
所
を
の
が
れ
て
入
京
、
そ
れ
が
発
覚
し

て
更
に
筑
紫
に
配
流
と
な
り
（
上
一
七
五
頁
）
、
遂
に
貴
子
十
月
二
十
日
余
り

に
逝
去
（
上
一
七
九
頁
）
、
十
二
月
二
十
日
脩
子
内
親
王
誕
生
（
上
一
八
℃
頁
）

と
続
き
、
そ
の
折
も
皇
女
誕
生
に
よ
っ
て
今
更
な
が
ら
父
道
隆
母
貴
子
の
亡
い

こ
と
、
兄
弟
の
配
流
と
い
う
非
運
を
悲
し
ま
れ
る
。
尼
姿
の
定
子
を
始
め
誰
も

が
「
御
衣
の
色
よ
り
始
、
誰
も
う
た
て
あ
る
御
身
共
に
」
 
（
上
一
八
○
頁
）
の

よ
う
に
喪
服
の
い
と
わ
し
い
姿
で
み
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
貴
子
に
先
だ

一
た
れ
た
定
子
の
祖
父
高
二
位
成
忠
が
内
親
王
に
会
わ
れ
た
際
も
定
子
は
、
 
「
宮

の
御
前
哀
に
御
覧
じ
て
、
さ
く
り
も
よ
㌧
と
泣
か
せ
給
。
」
 
（
上
一
八
三
頁
）

の
よ
う
に
馨
を
あ
げ
て
泣
か
れ
た
。
そ
の
後
、
中
宮
と
内
親
王
参
内
（
上
一
、
八

四
頁
）
、
職
の
御
曹
司
か
ら
清
涼
殿
の
そ
ば
へ
移
ら
れ
る
な
ど
一
條
天
皇
の
御

寵
愛
は
格
別
で
あ
る
（
上
一
八
六
頁
）
。
そ
の
後
ハ
懐
妊
（
上
一
八
六
頁
）
敦

康
親
王
誕
生
（
上
一
八
八
頁
Y
、
そ
の
よ
ろ
こ
び
の
た
め
、
四
周
．
隆
家
召
還

の
宣
旨
が
下
る
（
上
一
九
〇
頁
）
、
高
二
位
成
忠
の
学
徳
（
上
一
九
四
頁
）
な
ど

あ
り
、
伊
周
に
会
え
ば
会
っ
た
で
様
々
の
思
い
に
、
 
「
宮
の
御
前
、
】
重
の
御

衣
の
袖
も
し
ぼ
る
ば
か
り
に
て
お
は
し
ま
す
。
」
 
（
上
一
九
五
頁
）
 
「
故
上
の

御
事
を
返
く
聞
え
さ
せ
給
つ
㌧
、
誰
も
い
み
じ
う
泣
か
せ
給
。
」
（
上
一
九

五
頁
）
と
悲
し
ま
れ
る
。
次
の
「
か
ゴ
や
く
藤
壼
」
の
巻
の
六
に
は
、
道
長
の

女
彰
子
が
入
内
し
て
（
上
一
九
九
頁
）
華
・
や
か
な
色
ど
り
に
宮
廷
は
包
ま
れ
、

君
寵
も
厚
く
、
藤
壼
に
住
み
、
中
宮
と
称
し
そ
れ
に
つ
れ
て
定
子
は
皇
后
と
称

せ
ら
れ
る
（
上
二
〇
六
頁
）
。
そ
の
後
、
定
子
懐
妊
（
上
二
〇
六
頁
）
、
正
配
に
退

出
さ
れ
る
際
、
一
條
天
皇
に
悲
し
い
こ
と
ば
か
り
申
し
上
げ
幾
重
も
の
袖
の
と

お
る
程
泣
か
れ
る
。
そ
の
後
も
食
も
と
お
巧
ず
夜
書
涙
に
浮
き
上
る
ば
か
り
悲
．

し
ま
、
れ
る
（
上
二
〇
六
・
七
頁
）
。
不
吉
な
事
を
予
想
さ
れ
て
親
王
の
後
見
を

妹
の
四
の
君
に
託
さ
れ
、
「
…
：
」
…
う
ち
暗
で
そ
の
給
は
せ
け
る
。
」
 
（
上
二

〇
九
頁
）
の
よ
う
に
、
ま
た
「
月
日
過
行
ま
㌧
に
、
皇
后
宮
は
い
と
ゴ
物
を
の
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み
お
ぼ
し
歎
く
べ
し
。
」
 
（
上
二
一
〇
頁
）
の
よ
う
に
悲
歎
に
沈
み
、
遂
に

「
と
り
べ
野
」
の
七
の
巻
で
、
「
か
く
て
八
月
ば
か
り
に
な
れ
ば
、
皇
后
宮
に
は

い
と
物
心
細
く
お
ぼ
さ
れ
て
、
明
暮
は
御
涙
に
ひ
ぢ
て
、
あ
は
れ
に
て
過
さ
せ

給
。
…
…
…
い
と
ゴ
昔
の
み
お
ぼ
さ
れ
て
な
が
め
さ
せ
給
ふ
。
」
 
（
上
一
二
三

頁
）
と
あ
り
、
長
保
二
年
十
二
月
十
五
日
に
亡
子
内
親
王
誕
生
（
上
二
一
五
頁
）

十
六
日
に
崩
御
（
上
一
二
六
頁
）
。
「
日
頃
物
を
い
と
心
細
し
と
思
ほ
し
め
し

た
り
つ
る
御
け
し
き
も
い
か
に
と
見
奉
り
つ
れ
ど
、
い
と
か
く
ま
で
は
思
ひ
き

こ
え
さ
せ
ざ
り
つ
る
。
…
…
…
」
 
（
上
一
二
六
頁
）
の
よ
う
に
、
定
子
の
心
情

を
兄
弟
が
語
っ
て
い
る
。
こ
の
巻
に
は
清
少
納
言
の
こ
と
が
「
内
わ
た
り
に
は

五
節
・
臨
時
の
祭
な
ど
う
ち
続
き
、
今
め
か
し
け
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
昔

忘
れ
ぬ
さ
べ
き
君
達
な
ど
参
り
つ
㌧
、
女
房
達
ど
も
物
語
し
つ
～
、
五
節
の
所

み
＼
の
有
様
な
ど
言
ひ
語
る
に
つ
け
て
も
、
清
少
納
言
な
ど
出
で
あ
ひ
て
、
少

く
の
若
き
人
な
ど
に
も
勝
り
て
お
か
し
う
誇
り
か
な
る
け
は
ひ
を
、
猶
捨
て

難
く
お
ぼ
え
て
、
二
、
三
人
づ
，
㌧
つ
れ
て
ぞ
常
に
参
る
。
」
 
（
上
一
二
四
頁
）

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
に
栄
花
物
語
を
と
お
し
て
の
定
子
は
、
父
・
母
・
祖
父
等
の
死
、

兄
弟
の
罪
等
々
の
出
来
事
を
そ
の
ま
ま
の
、
悲
傷
、
悲
痛
の
涙
に
沈
む
暗
い
生

涯
を
送
ら
れ
、
い
わ
．
ば
政
権
を
背
景
に
し
た
苛
酷
な
運
命
に
も
て
あ
そ
ば
れ
た

悲
劇
の
人
で
あ
っ
た
。
た
だ
一
條
天
皇
が
愕
り
な
が
ら
も
変
ら
な
い
深
い
愛
情

を
そ
そ
が
れ
た
こ
と
が
唯
一
の
す
く
い
で
あ
り
、
な
ぐ
さ
め
で
あ
ろ
う
。

 
て
の
よ
う
起
暗
澹
と
し
た
世
界
に
描
か
れ
て
い
る
定
子
が
、
枕
草
子
に
姿
を

見
せ
る
時
は
、
一
転
し
て
ま
っ
た
く
対
躁
的
な
、
華
や
か
な
明
る
さ
で
現
出
す

る
。

．
枕
草
子
に
見
ら
れ
る
定
子
は
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
も
、
涙
を
見
せ
悲
歎
に

枕
草
子
回
想
段
に
つ
い
て
 
1
定
子
の
美
を
と
お
し
て
一

沈
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
明
る
く
、
 
「
笑
は
せ
給
ふ
」
と
い
っ
た
表
現
が
多

い
。
特
に
小
稿
で
探
ろ
う
と
す
る
そ
の
容
姿
は
、
次
の
面
心
の
み
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
目
も
あ
や
な
光
輝
に
溢
れ
た
め
で
た
い
美
の
像
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。

 
宮
に
は
じ
め
て
ま
み
り
た
る
こ
ろ
、
…
…
…
い
と
つ
め
た
き
こ
う
な
れ
ば
、

 
さ
し
出
で
さ
せ
給
へ
る
御
手
の
は
っ
か
に
見
ゆ
る
が
、
い
み
じ
う
に
ほ
ひ
た

 
る
薄
紅
梅
な
る
は
、
か
ぎ
り
な
く
め
で
た
し
と
、
見
知
ら
ぬ
里
人
心
地
に
は
、

 
か
か
る
人
こ
そ
は
世
に
お
は
し
ま
し
け
れ
と
、
お
ど
ろ
か
る
る
ま
で
に
ぞ
ま

 
も
り
ま
み
ら
す
る
。
 
（
一
八
四
段
 
二
二
九
頁
）

作
者
が
、
こ
れ
程
の
方
が
こ
の
世
に
い
ぢ
っ
し
ゃ
る
の
だ
っ
た
、
と
た
だ
目
も

覚
め
る
よ
う
な
驚
嘆
の
心
で
見
つ
め
見
守
っ
て
い
る
、
と
い
う
程
の
定
子
の
美

し
さ
が
、
僅
か
に
見
え
る
手
の
ほ
ん
の
り
紫
が
か
っ
た
う
す
紅
の
、
つ
や
や
か

な
色
合
に
よ
っ
て
描
か
れ
、
そ
の
美
に
「
か
ぎ
り
な
く
め
で
た
し
」
の
よ
う
な

最
高
の
讃
辞
を
呈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

 
宮
は
、
し
ろ
き
御
衣
ど
も
に
d
訓
劇
み
の
唐
綾
を
ぞ
上
に
た
て
ま
つ
⑥
た

 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
る
。
御
髪
の
か
か
ら
せ
給
へ
る
な
ど
、
紬
に
か
き
た
る
を
こ
そ
か
か
る
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
3

 
は
見
し
に
、
う
つ
つ
に
は
ま
だ
知
ら
ぬ
を
、
夢
の
心
地
ぞ
す
る
。
 
（
同
苗
 
・

 
二
三
一
頁
Y

の
よ
う
に
、
下
に
白
上
に
紅
の
衣
裳
、
そ
れ
に
髪
の
色
が
配
せ
ら
れ
た
あ
ざ
や

か
な
対
照
的
な
色
調
の
容
姿
を
捉
え
、
檜
に
重
い
て
あ
る
の
を
こ
そ
こ
う
し
た

事
は
見
た
け
れ
ど
、
現
実
に
こ
の
よ
う
な
美
し
さ
は
ま
だ
見
た
こ
と
も
な
い
。

．
た
だ
も
う
夢
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
持
が
す
る
、
と
口
を
き
わ
め
て
讃
嘆
し
て

い
る
。
〔
こ
の
段
は
、
作
者
が
出
仕
し
始
め
た
頃
で
、
中
関
白
家
の
盛
時
で
あ

る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
U
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F

 
関
白
殿
、
二
丹
廿
一
日
に
法
興
院
の
積
善
寺
と
い
ふ
御
堂
に
て
↓
切
維
供
養

 
ぜ
さ
せ
給
ふ
に
、
女
院
も
お
は
し
ま
す
ぺ
け
れ
ば
、
二
月
一
．
日
の
ほ
ど
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
 
 
 
ヘ
 
へ
 

 
二
條
の
宮
へ
出
で
さ
せ
給
ふ
。
…
…
…
御
前
よ
り
は
じ
め
、
て
、
．
紅
梅
の
濃
、
き

 
 
ヘ
 
 
へ

 
薄
き
織
物
、
固
紋
・
無
紋
な
ど
を
、
あ
る
か
ぎ
り
着
た
れ
ば
、
た
だ
光
り
満

 
ち
て
見
ゆ
。
唐
衣
は
、
萌
黄
・
柳
・
紅
梅
な
ど
も
あ
り
。
 
（
二
七
八
段
 
二

 
八
五
頁
）

 
「
御
前
よ
り
は
じ
め
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
定
子
も
そ
の
他
の
方
々
も
、
す
べ

て
紅
梅
の
濃
・
淡
の
織
物
の
衣
裳
を
着
用
し
て
お
り
、
そ
の
美
し
さ
は
、
あ
た

り
一
帯
が
光
り
輝
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
述
バ
、
て
い
る
。

 
御
文
は
、
…
…
「
あ
な
た
に
ま
か
り
て
、
緑
の
こ
と
も
の
し
侍
ら
ん
」
と
て

 
立
た
せ
給
ひ
ぬ
る
の
ち
ぞ
、
御
文
御
覧
ず
る
。
御
返
し
、
紅
梅
の
薄
様
に
書

 
か
せ
給
ふ
が
、
御
衣
の
お
な
じ
色
に
に
ほ
ひ
通
ひ
た
る
、
な
ほ
、
が
く
し
も

 
お
し
は
か
り
ま
み
ら
す
る
人
は
な
く
や
あ
ら
ん
と
そ
く
ち
を
し
き
。
今
日
の

 
は
こ
と
さ
ら
に
と
て
、
殿
の
御
方
よ
り
豫
は
出
だ
さ
せ
給
ふ
。
女
の
装
束
に

 
紅
梅
の
細
長
添
へ
た
り
。
 
（
特
段
 
二
八
六
・
七
頁
）

天
皇
よ
り
の
御
文
を
御
覧
に
な
っ
て
、
そ
の
御
返
事
を
紅
梅
色
の
色
紙
に
お
書

き
に
な
る
、
'
そ
れ
が
お
召
物
の
同
じ
色
に
映
じ
合
っ
て
い
る
。
そ
の
互
に
映
発

ヒ
し
あ
う
美
し
さ
を
、
こ
れ
程
に
推
量
で
き
る
人
は
自
分
の
他
に
は
な
い
だ
ろ
う

と
思
う
と
残
念
で
あ
る
、
と
述
べ
、
他
の
人
達
に
は
到
底
わ
か
ら
な
い
で
あ
ろ

う
、
と
思
う
程
の
自
身
の
繊
細
な
高
度
の
美
的
感
覚
と
同
様
の
も
の
を
定
子
が

持
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
、
衣
裳
、
色
紙
の
、
紅
梅
色
が
相
映
発
し
あ
う

配
色
に
よ
る
容
姿
の
無
上
の
美
を
自
負
し
な
が
ら
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の

御
文
の
使
者
に
か
づ
け
る
衣
裳
も
紅
梅
の
細
長
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な

同
色
の
何
気
な
い
と
り
あ
わ
せ
の
、
鋭
敏
な
セ
ン
ス
を
持
つ
者
の
み
が
知
る
美

の
世
界
に
定
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

 
お
は
し
ま
し
着
き
た
れ
ば
、
…
…
…
ま
だ
御
…
裳
・
唐
の
御
衣
た
て
ま
つ
り
な

 
が
ら
お
は
し
ま
す
そ
い
み
じ
き
。
ぐ
れ
な
み
の
御
衣
ど
も
よ
ろ
し
か
ら
ん
や

 
は
。
中
忙
唐
綾
の
柳
の
御
衣
、
葡
萄
染
の
五
重
が
さ
ね
の
織
物
に
赤
色
の
唐

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

・
の
御
衣
（
地
摺
の
唐
の
薄
物
に
、
象
眼
重
ね
た
る
御
裳
な
ど
た
て
ま
つ
り
て
、

 
も
の
の
色
な
ど
は
、
さ
ら
に
な
べ
て
の
に
似
る
べ
き
や
う
も
な
し
。
「
我
を

 
ば
い
か
が
見
る
」
と
仰
せ
ら
る
。
「
い
み
じ
う
な
ん
さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
」
な
ど

 
も
、
言
に
出
で
て
は
世
の
つ
ね
の
み
こ
そ
。
…
…
…
い
と
あ
き
ら
か
に
、
は

 
れ
た
る
所
は
、
い
ま
す
こ
し
そ
け
ぎ
や
か
に
め
で
た
き
。
御
薪
あ
げ
さ
せ
給

 
 
へ
り
け
る
御
爪
子
に
、
分
け
目
の
御
髪
の
い
ざ
さ
か
寄
り
て
し
る
く
．
見
え
さ

 
 
せ
給
ふ
さ
へ
そ
、
聞
え
ん
か
た
な
き
。
 
（
同
段
 
二
九
五
～
；
九
七
頁
）

紅
の
御
衣
が
並
一
通
り
で
あ
ろ
う
か
、
中
に
唐
綾
の
柳
襲
の
召
物
、
葡
萄
染
の

五
重
が
さ
ね
の
織
物
に
赤
色
の
唐
衣
、
地
摺
の
唐
の
薄
絹
に
象
眼
を
か
さ
ね
て

あ
る
裳
な
ど
を
召
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
そ
れ
ら
の
色
は
ま
っ
た
く
｝
般
の
も
・

の
に
似
て
い
よ
う
は
ず
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
格
別
す
ぐ
れ
た
様
々
の
色
の
衣

裳
を
着
用
し
て
い
る
容
姿
が
描
か
れ
、
定
子
が
、
今
日
の
こ
の
私
の
様
子
を
ど

」
う
思
っ
て
み
た
か
、
'
と
少
納
言
に
間
わ
れ
る
。
少
納
言
は
、
た
い
そ
う
お
立
派

で
素
晴
ら
し
う
ご
ざ
い
ま
し
た
、
な
ど
と
申
し
上
げ
て
も
言
葉
に
出
し
て
は
も

う
世
問
並
で
し
か
な
い
、
口
に
出
し
て
表
現
で
き
な
い
程
の
美
し
さ
で
あ
る
と

い
う
。
 
「
聞
え
ん
か
た
な
き
」
と
い
う
程
の
美
し
さ
、
そ
し
て
定
子
自
身
が

 
「
我
を
ば
い
か
が
見
る
」
と
作
者
に
問
い
か
け
ら
れ
る
程
の
自
信
に
み
ち
た
姿

は
、
華
麗
な
色
合
の
衣
裳
、
髪
に
鍍
子
を
さ
さ
れ
た
豪
奢
な
晴
の
装
束
で
あ
っ

た
。
な
お
、
作
者
自
身
の
姿
も
、
 
「
赤
色
に
櫻
の
五
重
の
衣
を
御
覧
じ
て
」

 
（
同
段
二
九
八
頁
）
と
あ
り
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
問
答
を
、
「
一
事
と
し
て
め
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で
た
か
ら
ぬ
こ
と
そ
な
き
や
。
」
と
記
し
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
の
い
か
に
明
る

く
素
晴
ら
し
い
か
を
簡
明
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
〔
こ
の
段
は
、
正
暦
五
年
二

様
の
こ
と
で
、
擾
政
で
あ
っ
た
道
隆
が
関
白
に
な
っ
て
か
ら
の
、
中
関
白
家
の

最
盛
時
の
様
子
を
記
し
v
「
ま
た
の
日
、
雨
の
降
り
た
る
を
、
殿
は
、
「
こ
れ

に
な
ん
、
お
の
が
宿
世
は
見
え
侍
り
ぬ
る
。
い
か
が
御
覧
ず
る
」
と
聞
え
さ
せ

給
へ
る
、
御
心
お
ご
り
も
こ
と
わ
り
な
り
。
」
と
い
う
記
述
に
よ
っ
て
も
そ
れ

が
う
か
が
え
る
よ
う
で
あ
る
。
〕

 
淑
景
舎
、
東
宮
に
ま
み
り
給
ふ
ほ
ど
の
こ
と
な
ど
、
い
か
が
め
で
た
か
ら
ぬ

 
こ
と
な
し
。
…
…
紅
梅
の
固
紋
・
浮
紋
の
御
衣
ど
も
、
く
れ
な
み
の
う
ち
た

 
る
、
御
衣
三
重
が
上
に
た
だ
ひ
き
重
ね
て
奉
り
た
る
、
「
紅
梅
に
は
濃
き
衣

 
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
え
着
ぬ
こ
そ
く
ち
を
し
け
れ
。
い
ま
は
、
，
紅
梅
は
着
で

 
も
あ
り
ぬ
べ
し
か
し
。
さ
れ
ど
、
萌
黄
な
ど
の
に
く
け
れ
ば
。
く
れ
な
み
に

 
あ
は
ぬ
か
」
な
ど
の
た
ま
は
す
れ
ど
、
た
だ
い
と
ぞ
め
で
た
く
見
え
さ
せ
給

 
ふ
。
奉
る
御
衣
の
色
ご
と
に
、
や
が
て
御
か
た
ち
の
に
ほ
ひ
あ
は
せ
給
ふ
ぞ
、

 
な
ほ
こ
と
よ
き
人
も
、
か
う
や
は
お
は
し
ま
す
ら
ん
、
ゆ
か
し
き
。
 
（
一
〇

 
四
段
 
一
五
九
・
一
六
〇
頁
）
．

 
淑
景
舎
の
い
と
う
つ
く
し
げ
に
、
縮
に
か
い
た
る
や
う
に
て
る
さ
せ
給
へ
る

 
に
、
宮
は
い
と
や
す
ら
か
に
、
い
ま
す
こ
し
お
と
な
び
さ
せ
給
へ
る
、
御
け

 
し
き
の
く
れ
「
な
み
の
御
衣
に
ひ
か
り
あ
は
せ
給
へ
る
ふ
た
ぐ
ひ
は
い
か
で
か

 
と
見
え
さ
せ
給
ふ
。
 
（
同
段
 
畔
六
一
頁
）

定
子
が
服
色
に
よ
せ
る
は
っ
き
り
し
た
考
え
を
持
ち
、
乙
娘
に
あ
う
色
、
あ
わ

な
い
色
、
季
節
と
二
色
と
の
関
係
、
配
色
、
そ
れ
ら
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
を

作
者
は
も
ら
さ
ず
記
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
そ
う
し
た
衣
裳
の
色
合
に
も
、
高

度
な
識
見
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
定
子
の
、
セ
ン
ス
と
容
貌
と
衣
裳
と
の
す
べ
て

枕
草
子
回
想
段
に
つ
い
て
 
一
定
子
の
美
を
と
お
し
て
一

が
一
つ
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
美
の
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
紅
梅
・
紅
を

主
調
と
す
る
ま
こ
と
に
華
麗
な
色
調
に
包
ま
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
容
貌
に
映

発
し
あ
っ
て
、
「
い
と
ぞ
め
で
た
く
見
え
さ
せ
給
ふ
」
と
い
う
、
素
晴
ら
し
い

美
し
さ
で
あ
り
、
特
に
、
衣
の
紅
に
顔
な
ど
の
様
子
が
「
ひ
か
り
あ
は
せ
給
へ

る
」
、
そ
の
美
し
さ
は
、
ど
の
よ
う
な
人
も
匹
敵
で
き
な
い
程
の
も
の
で
あ
る

と
讃
え
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
道
隆
の
、
わ
が
女
定
子
・
原
子
に
よ
せ

る
得
意
な
気
持
が
「
御
け
し
き
い
と
し
た
り
顔
な
り
。
」
 
（
同
母
一
六
二
頁
）

と
の
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
伊
豆
・
隆
家
の
立
派
さ
も
加
え
て
、
道
隆
・
貴
子
の

「
殿
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
上
の
御
宿
世
こ
そ
い
と
め
で
た
け
れ
。
」
（
同
今
一

六
二
⊥
二
頁
）
．
と
い
う
、
運
勢
の
素
晴
ら
し
さ
が
た
た
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
申
関
白
家
の
権
勢
の
盛
り
に
、
定
子
の
理
想
的
な
容
姿
美
を
、
認
容
を
伴

な
っ
て
目
に
見
る
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
場
面
の
栄
華
を
讃
．
」

美
す
る
た
め
に
、
登
場
す
る
人
々
の
容
姿
を
絵
画
的
に
描
い
て
み
せ
、
そ
れ
に

よ
？
て
い
か
に
豪
華
で
絢
燗
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
〔
こ

の
段
は
長
徳
元
年
正
月
に
定
子
の
妹
原
子
が
東
宮
の
妃
と
な
り
、
そ
の
後
二
月

十
日
余
に
、
定
子
に
会
い
に
来
ら
れ
た
折
の
記
事
で
、
道
隆
一
家
の
最
盛
期
の
．

輝
か
し
い
一
場
面
で
あ
る
。
〕

 
上
の
御
局
の
御
簾
の
前
に
て
、
殿
上
人
、
日
一
日
琴
笛
吹
き
、
遊
び
く
ら
し

 
て
、
．
大
殿
油
ま
み
る
ほ
ど
に
、
ま
だ
御
格
子
は
ま
み
ら
ぬ
に
、
大
殿
油
さ
し

 
出
で
た
れ
ば
、
戸
の
あ
き
た
る
が
あ
ら
は
な
れ
ば
、
琵
琶
の
御
琴
を
た
た
ざ

 
ま
に
持
た
せ
給
へ
り
。
く
れ
な
み
の
御
衣
ど
も
の
、
い
ふ
も
世
の
つ
ね
な
る

 
娃
、
ま
た
、
張
り
た
る
ど
も
な
ど
を
あ
ま
た
奉
り
て
、
い
と
く
ろ
う
つ
や
や

 
か
な
る
琵
琶
に
、
衰
容
を
打
ち
か
け
て
、
と
ら
へ
さ
せ
給
へ
る
だ
に
め
で
た

．
き
に
、
そ
ば
よ
り
、
御
忌
の
程
の
、
い
み
じ
う
し
ろ
う
め
で
た
く
け
ざ
や
か
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に
て
、
は
つ
れ
さ
せ
給
へ
る
は
、
た
と
ふ
べ
き
か
た
ぞ
な
き
や
。
」
 
（
九
四

 
段
 
一
四
四
・
五
頁
）

燈
台
の
光
に
見
え
る
、
紅
色
の
お
召
物
の
、
言
葉
で
は
言
い
あ
ら
わ
し
よ
う
も

な
い
程
の
結
構
な
も
の
、
，
ま
た
光
沢
を
出
し
た
も
の
、
そ
れ
ら
を
何
枚
も
着
て

大
層
黒
く
っ
や
つ
や
と
し
た
立
派
な
琵
琶
に
袖
を
う
ち
か
け
て
持
っ
て
お
ら
れ

る
、
そ
れ
だ
け
で
も
素
晴
ら
し
い
の
に
、
琵
琶
の
わ
き
か
ら
額
の
あ
た
り
が
く

っ
き
り
と
白
く
見
え
る
。
そ
の
御
様
子
は
た
と
え
る
方
法
も
な
い
く
ら
い
素
晴
馳

ら
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
燈
火
に
照
ら
さ
れ
た
衣
裳
の
紅
、
磨
き
上
げ
ら
れ

た
名
器
の
黒
、
お
顔
の
白
、
そ
の
配
色
に
よ
る
鮮
や
か
な
美
レ
さ
は
、
作
者
ほ

ど
の
才
女
で
も
賞
讃
の
言
葉
も
な
く
、
た
だ
「
た
匙
ふ
べ
き
か
た
ぞ
菰
港
や
」

と
言
う
だ
け
で
あ
っ
た
。
 
〔
こ
の
段
は
、
，
正
徳
四
、
五
年
か
ら
長
徳
元
年
頃

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
注
4
，

か
、
作
者
が
出
仕
し
て
一
、
二
年
後
の
事
か
と
さ
れ
、
ま
だ
逆
境
に
到
ら
な
い

年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
〕

 
こ
の
よ
う
に
、
枕
草
子
の
回
想
章
段
に
お
け
る
、
定
子
の
容
姿
は
、
い
ず
れ

も
中
関
白
一
家
の
輝
か
し
い
盛
時
に
お
け
る
場
面
の
そ
れ
に
絞
ら
れ
、
あ
ざ
や

か
な
白
い
顔
色
、
層
ほ
の
か
に
赤
い
冬
の
頃
の
手
、
髪
の
黒
、
と
い
っ
た
容
貌
や
、

紅
を
基
調
と
し
た
様
々
な
色
合
の
派
手
な
黒
色
な
ど
、
絵
画
的
な
色
彩
で
い
う

ど
む
れ
目
も
さ
め
る
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
美
は
、
「
た
と
み
べ

き
か
た
ぞ
な
き
や
」
「
か
か
る
人
こ
そ
は
世
に
お
は
し
ま
し
け
れ
」
「
紬
に
か

き
た
る
を
こ
そ
か
か
る
こ
と
は
悔
し
に
、
う
つ
つ
に
は
ま
だ
知
ら
ぬ
を
、
夢
の

心
地
ぞ
す
る
」
「
聞
え
ん
か
た
な
き
」
「
た
ぐ
ひ
は
い
か
で
か
と
見
え
さ
せ
給

ふ
」
と
い
っ
た
、
言
語
に
絶
す
る
程
の
、
夢
見
心
地
に
な
る
程
の
も
の
で
あ
胤

と
口
を
き
わ
め
て
讃
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
け
ざ
や
か
に
、
光
り
満
ち
、

映
発
す
る
ば
か
り
の
「
め
で
た
き
」
定
子
の
美
の
、
ど
こ
に
栄
花
物
語
に
み
ら

れ
る
現
実
の
定
子
像
を
想
嫁
し
得
よ
う
か
。

 
作
者
の
宮
仕
え
は
、
前
記
の
よ
う
に
、
日
記
的
章
段
に
よ
っ
て
も
、
逆
境
の

時
期
の
方
が
は
る
か
に
長
い
。
そ
の
間
に
は
「
か
へ
る
年
の
二
月
廿
日
よ
日
、

宮
の
職
へ
出
で
さ
せ
給
ひ
し
、
御
供
に
は
ま
み
ら
で
、
…
…
お
ほ
か
た
色
ご
と

頓
愛
憎
な
れ
ば
、
あ
る
か
な
き
か
な
る
薄
鈍
、
あ
は
ひ
も
見
え
ぬ
う
は
衣
な
ど

ば
か
り
、
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
つ
ゆ
の
は
え
も
見
え
ぬ
に
、
」
（
八
三
段
一
一
九
・

一
一
二
頁
）
と
い
う
、
道
隆
麗
後
の
喪
中
で
、
作
者
が
薄
鈍
の
喪
服
を
着
用
ル

「
お
ほ
か
た
色
ご
と
な
る
頃
な
れ
ば
」
と
あ
っ
て
、
大
体
が
、
つ
ま
り
中
宮
方

の
人
々
は
皆
呈
色
を
あ
ら
た
め
喪
服
を
着
用
し
て
い
る
と
い
う
場
面
も
あ
り
、

こ
こ
で
も
作
者
は
、
 
「
暮
れ
ぬ
れ
ば
ま
み
り
ぬ
。
・
御
前
に
人
々
い
と
お
ほ
く
」

と
あ
っ
て
、
参
上
レ
て
定
子
に
接
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
、

六
月
の
つ
ご
も
り
の
日
、
大
流
と
い
ふ
こ
と
に
て
 
宮
の
出
で
さ
せ
給
ふ
べ
き

を
、
…
…
官
の
司
の
朝
所
に
わ
た
ら
せ
給
へ
り
。
：
…
・
わ
か
き
人
々
廿
人
ば
か

り
、
そ
な
た
に
い
き
て
、
階
よ
り
た
か
き
屋
に
の
ぼ
り
た
る
を
、
こ
れ
よ
り
見

あ
ぐ
れ
ば
、
あ
る
か
ぎ
り
薄
鈍
の
裳
6
唐
衣
、
お
な
じ
色
の
輩
襲
、
く
れ
な
み

の
袴
ど
も
を
着
て
の
ぼ
り
た
る
は
、
い
と
天
人
な
ど
こ
そ
え
い
ふ
ま
じ
け
れ
ど
、

空
よ
り
降
り
た
り
に
や
と
そ
見
ゆ
る
。
」
 
（
＝
ハ
一
段
 
二
一
四
頁
）
に
も
、

道
隆
に
よ
る
服
喪
中
の
女
房
達
が
薄
鈍
の
衣
裳
に
よ
っ
て
描
か
れ
、
こ
の
際
も

作
者
は
定
子
に
仕
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
侍
女
達
や
作
者
自
身
も
薄
鈍
姿

で
い
る
問
に
定
子
に
接
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

 
こ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
落
飾
さ
れ
た
り
、
さ
ら
に
母
貴
子
が
逝
去
ざ
れ
る
な

ど
、
尼
と
し
て
の
衣
裳
の
色
合
や
喪
に
よ
る
色
の
姿
の
定
子
が
作
者
の
目
に
う

つ
ら
ぬ
筈
は
な
い
。
服
喪
に
つ
い
て
は
、
天
皇
は
、
本
来
な
ら
喪
に
服
す
べ
き

を
．
悪
戦
だ
け
で
一
般
人
の
よ
う
に
服
喪
し
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
三
后
・
皇
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太
子
は
傍
「
碁
（
傍
系
の
親
族
で
期
の
喪
に
服
す
べ
き
も
の
を
い
う
）
を
絶
す
る

 
 
 
 
 
 
注
5

を
得
ず
と
あ
る
か
ら
、
定
子
も
実
家
の
父
・
母
の
た
め
喪
服
を
着
用
し
た
で
あ

・
ろ
う
。
栄
花
物
語
に
「
危
ぐ
に
御
衣
の
色
か
は
り
、
あ
る
は
薄
鈍
な
ど
に
て

お
は
す
る
も
」
「
御
衣
の
色
よ
り
始
、
誰
も
う
た
て
あ
る
御
姿
共
に
」
な
ど
喪

服
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
証
左
と
な
ろ
う
。
作
者
が
地
味
な
色

合
の
尼
姿
に
も
、
再
度
に
わ
た
る
鈍
や
墨
の
喪
の
定
子
の
姿
に
も
接
し
て
い
る

こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。

 
枕
草
子
で
は
、
日
記
的
章
段
（
回
想
）
以
外
の
、
分
類
・
随
筆
的
章
段
を

み
る
と
、
作
者
の
感
覚
に
訴
え
る
、
特
に
色
彩
に
か
か
わ
る
よ
う
な
面
に
は
、
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「
あ
て
や
か
」
1
，
「
あ
は
れ
」
9
「
あ
ざ
や
か
」
1
「
う
つ
く
し
」
1
「
お
ど

ろ
く
し
」
2
「
き
よ
げ
」
2
「
き
よ
ら
」
2
「
き
ら
き
ら
し
」
2
「
心
あ
る

さ
ま
」
1
「
心
に
く
し
」
1
「
す
ず
し
げ
」
-
2
「
た
と
し
へ
な
し
」
1
「
な
ま

め
か
し
」
4
「
め
で
た
し
」
7
「
め
づ
ら
し
」
1
「
よ
し
」
3
「
を
か
し
」
4
8

 
「
あ
っ
げ
」
1
「
い
や
し
げ
」
1
「
う
た
て
」
1
「
つ
き
な
し
」
1
「
に
げ
な

し
」
1
「
み
ぐ
る
し
」
3
「
わ
う
し
」
2
「
わ
び
し
」
1
な
ど
の
好
悪
、
美
・

非
美
の
感
情
、
意
識
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
と
の
傾
向
を
み
る
と
「
を

か
し
」
を
主
と
す
る
明
る
い
面
の
美
意
識
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
暗
い
面
の
そ
れ

は
、
「
あ
は
れ
」
を
含
め
て
も
僅
少
で
あ
る
。
そ
し
て
「
あ
は
れ
な
る
も
の
」

 
（
＝
九
段
）
「
物
の
あ
は
れ
知
ら
せ
顔
な
る
も
の
」
 
（
八
五
段
）
と
い
う
章

段
を
設
け
な
が
ら
も
、
「
男
も
、
女
も
、
わ
か
く
き
よ
げ
な
る
が
、
い
と
く
ろ

・
き
衣
を
着
た
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。
」
（
一
一
九
段
 
一
七
二
頁
）
と
い
う
、

黒
の
衣
の
色
合
に
「
あ
は
れ
」
的
な
美
を
感
じ
て
い
る
く
ら
い
で
、
．
そ
の
他
は

美
に
か
か
わ
り
の
な
い
記
事
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
あ
は
れ
な
る
こ
そ
を

か
し
け
れ
」
、
「
あ
は
れ
に
を
か
し
」
「
を
か
し
く
あ
は
れ
な
り
し
か
」
な
ど

枕
草
子
回
想
段
に
つ
い
て
 
一
定
子
の
美
を
と
お
し
て
一

の
よ
う
に
、
 
「
を
か
し
」
・
と
結
び
つ
け
て
さ
え
い
る
。
ま
た
、
 
「
あ
は
れ
」

を
感
ず
る
場
を
、
作
者
は
和
歌
的
雰
囲
気
と
む
す
び
つ
け
て
感
じ
、
作
者
の
立
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場
で
は
な
い
よ
う
な
態
度
を
み
せ
て
い
る
場
合
も
あ
る
（
四
〇
段
 
八
八
・
九

頁
、
二
二
八
段
 
二
五
七
・
八
頁
）
。
こ
れ
は
、
色
彩
の
面
か
ら
の
調
査
で
ご

く
一
端
に
す
ぎ
な
い
が
、
作
者
は
明
る
く
華
や
い
だ
美
を
感
じ
、
暗
い
沈
潜
し

た
美
を
殆
ん
ど
感
得
し
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

「
か
へ
る
年
の
二
月
廿
日
よ
日
、
…
…
め
で
た
く
て
ぞ
あ
ゆ
み
出
で
給
へ
る
。
噛

搦
の
直
衣
の
い
み
じ
く
は
な
ば
な
と
、
裏
の
つ
や
な
ど
、
え
も
い
は
ず
き
よ
ら

な
る
に
、
葡
萄
染
の
い
と
濃
き
指
貫
、
藤
の
折
枝
お
ど
ろ
お
ど
う
し
く
織
り
み
，

だ
り
て
、
く
れ
な
み
の
色
、
打
ち
目
な
ど
、
か
が
や
く
ば
か
り
ぞ
見
ゆ
る
。
し

劉
、
薄
色
な
ど
、
下
に
あ
ま
た
か
さ
な
り
、
せ
ば
き
縁
に
、
か
た
つ
か
た
は

下
な
が
ら
、
す
こ
し
簾
の
も
と
に
ち
か
う
よ
り
ゐ
給
へ
る
ぞ
、
ま
こ
と
に
紬
に

か
き
、
物
語
の
め
で
た
き
こ
と
に
い
ひ
た
る
、
こ
れ
に
こ
そ
は
と
そ
見
え
た
る
。

…
…
お
ほ
か
た
色
ご
と
な
る
直
な
れ
ば
、
あ
る
か
な
き
か
な
る
薄
鈍
、
あ
は
ひ
「

も
見
え
ぬ
う
は
衣
な
ど
ば
か
り
、
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
つ
ゆ
の
は
え
も
見
え
ぬ
に
、

お
は
し
ま
さ
ね
ば
裳
も
着
ず
、
申
す
が
た
に
て
み
た
る
こ
そ
、
物
そ
こ
な
ひ
に

て
く
ち
を
し
け
れ
。
」
（
八
二
段
＝
九
～
一
二
一
頁
）
な
ど
、
藤
原
斉
信
と
、

自
身
の
姿
を
描
き
、
風
信
の
、
は
な
や
か
な
様
々
の
色
調
の
衣
裳
と
．
、
作
者
の

喪
の
薄
鈍
を
対
照
的
に
並
べ
、
一
方
に
「
は
な
ば
な
」
「
き
よ
ら
」
「
か
が
や

く
ば
か
り
」
と
い
っ
た
華
麗
な
輝
く
よ
う
な
美
を
、
片
方
に
は
「
つ
ゆ
の
は
．
λ

も
見
え
ぬ
」
と
い
っ
た
見
ば
え
も
し
な
い
と
い
う
非
美
を
感
じ
て
い
る
、
こ
の

事
例
か
ら
も
そ
れ
が
は
っ
き
軌
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
斉
信
の
姿
を
作
者
の
と

比
較
し
て
「
ま
こ
と
に
糟
に
か
き
、
物
語
の
め
で
た
き
こ
と
に
い
ひ
た
る
、
こ

れ
に
こ
そ
は
と
そ
見
え
た
る
。
」
と
絶
讃
し
て
い
る
。
尊
信
が
美
男
で
あ
り
、
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作
者
が
盛
り
を
す
ぎ
た
女
で
あ
り
、
自
分
を
卑
下
し
て
い
る
の
は
も
と
よ
り
で

，
あ
ろ
う
が
、
絢
欄
と
し
た
服
色
と
喪
の
多
色
に
対
す
る
非
常
に
は
っ
き
り
し
た

作
者
⑳
意
識
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
「
す
ぎ
く
見
ゆ
る
鈍
色
ゼ
も
の
、
黄
が
ち
な
る
今
様
色
な
ど
着
想
ひ
て
、

ま
だ
あ
り
つ
か
ぬ
御
か
た
は
ら
目
、
か
く
て
し
も
、
う
つ
く
し
き
子
供
の
心
ち

し
て
、
な
ま
め
か
し
う
、
を
か
し
げ
な
り
。
」
 
（
柏
木
 
四
-
三
七
頁
）
「
入

り
て
見
る
に
、
殊
更
、
人
に
も
見
せ
ま
ほ
し
き
、
馨
し
て
ぞ
㌃
お
は
す
る
。
薄

き
鈍
色
の
綾
、
中
に
は
萱
草
な
ど
、
澄
み
た
る
色
を
着
て
、
い
と
、
さ
＼
や
か

一
に
、
様
体
を
か
し
く
、
今
め
き
た
る
か
た
ち
に
、
髪
は
、
五
重
の
扇
を
廣
げ
た

る
や
う
に
、
こ
ち
た
き
末
つ
き
な
り
。
…
二
・
糟
に
も
書
か
ま
ほ
し
。
」
 
（
手
習

五
-
三
九
九
・
四
〇
〇
頁
）
の
よ
う
な
照
隠
。
 
「
無
紋
の
う
へ
の
御
衣
に
、
鉗

色
の
御
下
襲
、
縷
、
巻
き
給
へ
る
や
つ
れ
姿
噛
花
や
か
な
る
御
よ
そ
ひ
よ
り

も
、
な
ま
め
か
し
さ
、
ま
さ
り
給
へ
り
。
」
 
（
葵
 
一
一
三
五
五
頁
）
「
鈍
だ

る
御
衣
ど
も
な
れ
ど
、
色
あ
ひ
・
か
さ
な
り
好
ま
し
く
、
な
か
ノ
＼
．
見
え
て
、

雪
の
光
に
、
い
み
じ
く
艶
な
る
御
姿
を
、
見
い
だ
し
て
、
」
、
（
朝
顔
 
ニ
ー
二

五
八
頁
）
な
ど
の
喪
中
の
姿
。
 
こ
れ
ら
の
鈍
色
を
主
体
に
し
た
、
色
と
も
言

え
な
い
地
味
な
衣
裳
に
包
ま
れ
た
人
々
は
、
 
「
か
く
て
し
も
」
「
殊
更
に
」
の

よ
う
に
格
別
に
、
「
花
や
か
な
る
御
よ
そ
ひ
よ
り
も
」
平
常
の
美
し
い
色
合
を

か
さ
ね
た
華
麗
な
衣
裳
よ
り
も
、
 
「
な
か
く
」
却
っ
て
、
 
「
な
ま
め
か
し
」

 
「
を
か
し
げ
」
「
艶
な
る
」
と
い
っ
た
非
常
に
美
し
い
「
糟
に
も
書
か
ま
ほ
し
」
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と
い
う
程
の
姿
で
あ
る
と
し
て
い
る
、
こ
れ
は
源
氏
物
語
で
あ
り
、
こ
う
し
た

例
は
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
「
白
き
御
衣
に
、
髪
は
け
つ
る
こ
と
も
し
給
は
で
、

程
経
ぬ
れ
ど
、
ま
よ
ふ
筋
な
く
う
ち
や
ら
れ
て
、
日
頃
に
、
す
こ
し
青
み
給
へ

．
る
し
も
、
な
ま
め
か
し
さ
ま
（
さ
）
り
て
、
眺
め
い
だ
し
給
へ
る
ま
み
・
額
つ

き
の
程
も
、
見
知
ら
ん
人
に
見
せ
ま
ほ
し
。
」
 
（
総
角
 
四
t
四
四
九
頁
）
の

よ
う
に
、
色
も
な
い
白
い
衣
に
け
ず
る
こ
と
も
し
な
い
で
う
ち
や
ら
れ
た
髪
、

少
し
青
み
の
あ
る
顔
色
、
そ
う
し
た
病
の
折
の
容
貌
こ
そ
が
、
平
生
や
晴
や
、

そ
う
し
た
元
気
の
時
ど
比
べ
て
、
な
ま
め
か
し
さ
が
ま
さ
っ
て
美
し
く
、
風
情

の
わ
か
る
人
に
見
せ
た
い
程
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
源
氏
物
語
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
源
氏
物
語
で
は
、
光
源
氏
を
例
に
と
っ
て
み
て
も
、
須
磨
に
講

評
し
て
い
る
場
、
桐
壼
院
の
崩
御
、
葵
の
上
の
死
、
娑
羅
の
麗
去
な
ど
に
お
け

る
場
な
ど
、
彼
が
遭
遇
す
る
暗
い
悲
傷
の
場
面
の
、
容
貌
・
衣
裳
の
色
合
に
よ

る
容
姿
が
、
そ
う
で
は
な
い
様
々
な
明
る
い
場
に
お
け
る
そ
れ
に
よ
る
よ
り
も
、

却
っ
て
一
層
の
す
ぐ
れ
た
美
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
鈍
や
墨
の
、

'
最
も
地
味
な
、
色
と
も
言
え
な
い
服
色
を
、
晴
や
常
の
、
絢
瀾
豪
華
な
、
は
な
．

や
か
な
衣
裳
の
色
合
に
よ
る
場
合
と
比
較
し
、
そ
れ
を
着
用
し
た
人
物
に
平
常

に
は
見
ら
れ
な
い
程
の
美
し
さ
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
容
貌
に
お
い
て
も
同

様
で
あ
り
、
心
痛
や
病
に
よ
る
蒼
白
な
顔
色
に
元
気
な
折
に
は
み
ら
れ
ぬ
す
ぐ

れ
た
美
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
常
套
を
脱
し
た
異
常
の
美
を
、

源
氏
物
語
の
作
者
は
、
常
識
を
熟
知
し
、
そ
れ
を
・
ふ
ま
え
な
が
ら
意
識
的
に
創

造
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
 
「
な
か
な
か
」
と
い
う
、
屈
折
し
た
心

情
を
示
す
語
を
媒
体
と
し
て
形
象
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
、
「

な
か
な
か
」
に
櫨
る
よ
う
な
意
識
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
人
物
の
、
心
・
身
に

鰯
の
あ
る
場
の
蒼
白
な
顔
色
、
尼
や
喪
の
墨
染
や
鈍
色
の
、
ま
っ
た
く
明
る
さ
華

や
か
さ
か
ら
は
対
臆
的
な
場
の
姿
に
美
の
極
致
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
、
異
常
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
形
象
は
他
の
作
品
忙
は
殆
ん
ど
み
ら
れ

な
い
。

 
枕
草
子
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
「
な
か
な
か
」
は
僅
少
で
あ
り
、
視
覚
的
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な
容
姿
の
描
写
な
ど
に
は
、
．
「
ほ
そ
や
か
な
る
男
の
、
末
濃
だ
ち
た
る
袴
、

二
藍
か
な
に
ぞ
「
髪
は
い
か
に
も
い
か
に
も
、
掻
練
・
山
吹
な
ど
着
た
る
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

沓
の
い
と
つ
や
や
か
な
る
、
と
う
の
も
と
近
う
走
り
た
る
は
、
な
か
な
か
心
に

く
く
見
ゆ
。
」
 
（
二
〇
三
段
 
二
四
七
頁
）
の
一
例
し
か
み
ら
れ
な
い
。
枕
草

子
の
作
者
は
、
他
の
．
一
般
の
作
品
と
同
様
、
源
氏
物
語
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、

い
わ
ば
「
な
か
な
か
」
的
な
意
識
は
、
少
な
く
と
も
容
姿
を
描
く
場
合
は
持
っ

て
い
な
い
、
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
他
の
面
で
も
一
元
的
で
あ
σ
、
直
藏
的

 
 
 
 
 
 
 
 
注
9

で
．
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
清
少
納
言
の
美
の
意
識
か
ら
探
っ
て
み
て
、
定
子
の
順
境
の
は
な
や
か
な
姿

に
美
の
理
想
像
を
求
め
、
そ
れ
の
み
を
憧
憬
の
対
象
と
し
て
生
き
て
い
た
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
。
紫
式
部
の
よ
う
な
、
人
生
の
深
奥
を
見
き
わ
め
た
上
で
の
、

常
識
を
越
え
た
、
屈
折
し
た
意
識
を
持
つ
特
異
な
天
才
的
作
家
で
な
け
れ
ば
、

幸
福
な
輝
か
し
い
、
例
え
ば
華
や
か
な
紅
の
像
を
さ
ら
に
超
え
て
、
悲
境
に
沈

む
、
例
え
ば
鈍
色
の
像
に
究
極
の
美
を
見
出
す
こ
と
な
ど
考
え
も
及
ば
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
1
0

 
作
者
が
こ
の
よ
う
に
、
定
子
の
美
を
、
ひ
た
す
ら
中
関
白
家
の
盛
時
の
、
幸

福
な
輝
く
ば
か
り
の
容
貌
と
絢
燗
と
し
た
衣
裳
に
よ
っ
て
の
み
描
き
上
げ
た
の

と
軌
を
一
に
し
て
、
逆
境
に
お
け
る
定
子
も
、
こ
の
理
想
像
に
あ
わ
せ
て
、
そ

れ
に
副
う
、
あ
く
ま
で
も
明
る
く
は
な
や
い
だ
面
の
み
を
と
り
上
げ
、
暗
く
悲

し
く
哀
れ
な
面
に
は
ふ
れ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

 
定
子
を
た
だ
一
途
に
讃
仰
し
敬
慕
し
て
や
ま
な
か
っ
た
少
納
言
と
レ
て
は
そ

れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
（
5
3
・
9
・
2
0
）

枕
草
子
回
想
段
に
つ
い
て
 
一
定
子
の
美
を
と
お
し
て
一

直

1
「
枕
草
子
 
紫
式
部
日
記
」
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
 
昭
和
3
3

 
・
9
）
所
収
の
、
「
枕
草
子
年
表
」
な
ら
び
に
、
各
段
の
頭
注
に
よ
る
。

2
「
榮
花
物
語
上
」
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
 
昭
和
3
9
．
M
）
に

 
よ
る
。
「
浦
ぐ
、
の
別
」
の
巻
は
「
小
右
記
」
 
「
百
錬
抄
」
と
異
同
の
あ

 
る
部
分
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
 
（
上
一
六
〇
頁
）

3
「
枕
草
子
」
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
 
昭
和
4
9
・
4
）
 
（
底
本
、

 
能
因
本
系
統
本
の
学
習
院
大
学
蔵
三
條
西
家
旧
蔵
本
）
に
よ
れ
ば
「
宮
は

 
白
き
御
衣
ど
も
に
、
紅
の
唐
綾
二
つ
、
薄
き
唐
綾
と
奉
り
た
る
」
と
あ
る
。

4
注
1
の
補
注
三
四
四
頁

三
凡
天
皇
．
為
・
本
服
駒
澤
嶺
寒
．
服
・
錫
紆
・
．
獺
業
繋
穿

 
唯
有
二
心
喪
一
。
尊
霊
二
本
服
「
。
其
三
后
及
皇
太
子
。
不
レ
得
レ
絶
聡
慧
碁
一
。
故

 
律
除
二
本
二
字
［
也
。
依
二
儀
制
令
。
一
子
為
二
一
等
【
。
故
。
構
二
二
等
以
上
一
。
即

繊
鋭
醗
醒
墨
譜
煮
」
（
令
藷
荒
海
喪
葬
令
）

6
数
字
は
用
例
数
を
示
し
た
も
の
。

7
「
花
の
木
な
ら
ぬ
は
…
…
臼
樫
と
い
ふ
も
の
は
、
…
…
三
位
・
二
位
の
う

 
へ
の
き
ぬ
染
む
る
を
り
ば
か
り
こ
そ
、
…
…
素
耳
鳴
尊
出
雲
の
国
に
お
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
し
け
る
御
こ
と
を
思
ひ
て
、
人
丸
が
よ
み
た
る
歌
な
ど
を
思
ふ
に
、
い
み

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
じ
く
あ
は
れ
な
り
。
」
 
（
八
八
・
九
頁
）
「
九
月
廿
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
、

 
…
…
夜
ふ
け
て
、
月
の
窓
よ
り
洩
り
た
り
し
に
、
人
の
臥
し
た
り
し
ど
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
が
衣
の
上
に
、
し
ろ
う
て
う
つ
り
な
ど
し
た
り
し
こ
そ
、
い
み
じ
う
あ
は

 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
れ
と
お
ぼ
え
し
か
。
さ
や
う
な
る
を
り
ぞ
、
人
歌
よ
む
か
し
。
 
（
二
五
七

 
・
八
頁
）

8
小
著
「
平
安
朝
文
学
の
色
相
」
 
（
笠
間
書
院
 
昭
和
4
2
・
9
）
所
収
「
色
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層



 
に
よ
る
す
が
た
、
か
た
ち
を
と
お
し
て
み
た
人
物
造
型
へ
の
一
態
度
1
源

 
氏
物
語
に
お
け
る
」
及
び
「
墨
染
の
美
一
源
氏
物
語
に
お
け
る
一
」
に
詳

 
し
い
。

9
注
8
の
小
著
所
収
「
色
彩
の
対
比
的
表
現
一
枕
草
子
に
お
け
る
一
」
「
色
彩

 
に
対
す
る
一
態
度
一
枕
草
子
に
お
け
る
一
」
等
の
小
論
で
ふ
れ
て
い
る
。

10

闔
q
の
み
で
な
く
、
中
関
白
家
一
族
の
、
伊
周
（
一
八
四
段
）
道
隆
・
隆

 
円
僧
都
・
道
雅
・
中
姫
君
・
御
厘
殿
・
三
の
御
前
（
二
七
八
段
）
貴
子
・

淑
景
舎
・
道
隆
（
一
〇
四
段
）
の
、
定
子
も
描
か
れ
て
い
る
同
じ
盛
時
の

段
の
描
写
は
も
と
よ
り
、
さ
ら
に
、
伊
周
（
二
一
二
段
）
道
隆
（
三
五
段
）

 
道
隆
（
一
二
九
段
）
伊
周
（
ご
二
三
段
）
な
ど
の
段
に
も
そ
の
容
姿
が
描

 
か
れ
、
こ
れ
ら
の
段
も
、
一
族
盛
時
の
場
面
が
記
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
人
々

 
の
は
な
や
か
な
服
色
に
よ
る
美
し
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
族
，

 
の
人
達
に
つ
い
て
も
栄
花
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
伊
周
の
喪
服
姿
な
ど
、

 
ま
っ
た
く
か
げ
も
見
る
ご
と
が
で
き
な
い
程
、
定
子
へ
の
態
度
と
同
様
、

 
最
盛
時
の
は
な
や
か
な
容
姿
の
描
写
に
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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小
稿
が
回
っ
た
文
献
は
、
「
枕
草
子
」
は
注
1
と
同
書
、
↓
榮
花
物
語
」

は
注
2
と
同
書
、
．
「
源
氏
物
語
」
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
。
引
用
文
の

中
に
、
1
・
…
等
の
傍
に
記
し
た
も
の
は
、
稿
者
に
よ
る
。


