
『若
菜
集
』
の
実
り
、
恋
愛
詩
の
展
開

藤

　
岡
　
加
　
世
　
子

　
明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
九
月
＝
日
、
東
北
学
院
始
業
式
に
間
に

合
う
よ
う
に
仙
台
市
内
に
入
っ
た
島
崎
藤
村
は
、
翌
三
十
年
七
月
一
日
に

上
京

し
、
再
び
文
京
区
湯
島
に
在
住
す
る
。
そ
の
間
の
十
カ
月
、
作
文
の

教
員
の
傍
ら
、
仙
台
市
の
廣
瀬
川
の
畔
に
建
つ
家
で
、
次
々
と
詩
を
書
き
、

東
京
の
雑
誌
に

発
表
す
る
。
そ
れ
ら
の
詩
が
第
一
詩
集
『
若
菜
集
』
（
明

治
三
十
（
一
八
九
七
）
年
八
月
二
九
日
　
春
陽
堂
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
、

藤
村
が
文
壇
の
人
と
し
て
開
花
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
若
菜
」
と
は
春
の
七
草
を
指
し
、
不
老
長
寿
を
寿
ぐ
祝
福
の
歌
言
葉

と
し
て
上
代
よ
り
用
い
ら
れ
て
来
た
。
『
若
菜
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る

全
五
二
篇
は
、
二
篇
（
「
夏
の
夜
」
「
深
林
の
遣
遥
」
）
を
除
き
、
五
十
篇

は
七
つ
の
仮
題
を
付
さ
れ
た
上
で
誌
上
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
「
若
菜
」

は
、
「
文
学
界
」
第
四
九
号
（
明
治
三
十
年
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
六
篇

の
詩
の
仮
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
第
一
詩
集
の
表
題
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　
従
来
、
「
若
菜
集
』
を
生
み
出
し
た
最
大
の
要
因
は
、
藤
村
が
五
十
代

に

加
藤
静
子
と
出
会
い
、
彼
女
と
深
く
関
わ
り
合
う
ま
で
は
心
の
中
を
離

れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
佐
藤
輔
子
へ
の
恋
愛
感
情
に
拠
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
佐
藤
、
加
藤
、
両
者
の
女
性
と
も
控
え
め
で
お
と
な
し
い
性
格
の
一

方
で
、
芯
は
し
っ
か
り
と
し
た
強
さ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
学
問
好
き
な

こ
と
、
キ
リ
ス
ト
教
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
の
信
者
で
あ
っ
た
こ
と
（
加

藤
静
子
は
四
谷
の
イ
グ
ナ
チ
オ
教
会
で
洗
礼
を
受
け
直
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク

信
者
と
し
て
改
宗
す
る
）
、
体
が
頑
健
で
は
な
く
弱
か
っ
た
こ
と
、
ほ
ぼ

共
通
事
項
が
多
い
。
「
若
菜
集
」
の
詩
群
が
仙
台
で
生
み
出
さ
れ
る
前
年

の
明
治
二
八
年
八
月
一
三
日
、
佐
藤
輔
子
は
急
逝
し
て
い
る
。
佐
藤
は
結

婚
し
て
お
り
、
妊
娠
中
の
死
去
で
あ
っ
た
上
に
、
藤
村
と
佐
藤
と
の
間
で

は
、
経
済
的
、
家
庭
的
な
事
情
に
よ
り
結
婚
を
諦
め
た
も
の
の
、
本
心
で

は
心
が
通
じ
合
っ
て
い
る
こ
と
を
互
い
に
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
、
と
い
う

深
い
理
解
が
、
物
理
的
距
離
が
あ
ろ
う
と
持
続
し
て
い
た
状
態
で
も
あ
っ

た
。
言
っ
て
見
れ
ば
、
藤
村
に
と
っ
て
は
恋
愛
感
情
が
凍
結
さ
れ
た
よ
う

な
も
の
で
あ
り
、
佐
藤
が
死
去
し
た
た
め
に
そ
の
感
情
も
行
き
場
の
な
い

八
方
塞
が
り
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
よ
く
推
測
で
き
る
。

　
『
若
菜
集
』
の
詩
の
創
作
が
、
閉
じ
塞
が
っ
て
居
た
彼
の
心
を
開
放
さ

せ
た
が
、
藤
村
が
四
十
代
に
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
へ
三
年
間
在
住
し
た
際
に
、

最
も
辛
い
時
は
佐
藤
輔
子
を
思
い
出
し
て
い
た
こ
と
は
、
当
事
者
で
な
け

れ
ば
計
り
知
れ
な
い
恋
愛
感
情
の
結
晶
が
あ
っ
た
と
素
直
に
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
藤
村
が
五
十
代
で
出
会
っ
た
加
藤
静
子
が
、
佐
藤
輔
子
と
の
間

で
藤
村
が
果
た
せ
な
か
っ
た
恋
愛
と
結
婚
と
の
現
実
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
も
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た

ら
し
た
と
言
え
る
。

　
フ

ラ
ン
ス
で
佐
藤
を
思
い
出
し
て
い
た
藤
村
は
、
第
四
詩
文
集
『
落
梅

集
』
（
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
八
月
二
五
日
　
春
陽
堂
）
以
来
、
約

十
五
年
ぶ
り
に
パ
リ
で
詩
を
創
る
。
藤
村
の
場
合
、
恋
愛
感
情
は
詩
の
創

作
の
動
機
づ
け
と
な
る
こ
と
が
、
十
五
年
と
い
う
時
を
隔
て
て
い
る
か
ら

こ
そ
よ
り
証
拠
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
『
若
菜
集
』
で
は
、
表
題

と
さ
れ
た
仮
題
「
若
菜
」
の
詩
篇
に
お
い
て
、
恋
愛
詩
は
ど
の
よ
う
に
生

み
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
若
菜
」
の
詩
篇
六
篇
の
う
ち
、
二
篇
（
「
天
馬
」
「
若
水
」
）
が
恋
愛
詩

に
該
当
す
る
。
こ
こ
で
は
、
「
若
水
」
を
取
り
挙
げ
る
。

　
　
　
　
若
水

　
　
く
め
ど
つ
き
せ
ぬ
／
わ
か
み
つ
を
／
き
み
と
く
ま
ま
し
／
か
の
い
つ

　
　
み

　
　
か
わ

き
も
し
ら
ぬ
／
わ
か
み
つ
を
／
き
み
と
の
ま
ま
し
／
か
の
い
つ

　
　
み

　
　
か

の

わ
か
み
つ
と
／
み
を
な
し
て
／
は
る
の
こ
こ
ろ
に
／
わ
き
い
で

　
　
ん

　
　
か
の
わ

か
み
つ
と
／
み
を
な
し
て
／
き
み
と
な
が
れ
ん
／
花
の
か
げ

　
若
水
と
は
、
元
旦
に
汲
む
、
一
年
中
の
邪
気
を
払
う
縁
起
の
良
い
水
で

あ
る
。
若
水
と
し
て
汲
む
こ
と
が
出
来
、
決
し
て
洞
れ
な
い
特
定
の
泉
を

詩
中
の
男
性
は
知
っ
て
お
り
、
「
き
み
」
で
あ
る
恋
人
の
女
性
と
そ
の
泉

へ
行
き
、
一
緒
に
若
水
を
汲
み
、
飲
み
た
い
と
望
ん
で
い
る
。
彼
と
彼
女

と
が
一
緒
に
泉
の
水
を
飲
ん
で
初
め
て
、
二
人
が
一
つ
の
〈
若
水
〉
と
な

る
こ
と
が
第
三
連
か
ら
の
展
開
と
な
り
、
恋
愛
関
係
に
神
聖
で
誠
実
な
安

定
が
付
与
さ
れ
る
。

　
詩
中
の
男
性
が
、
恋
人
の
女
性
と
〈
若
水
〉
と
成
っ
て
流
れ
て
い
き
た

い
場
が
何
故
、
咲
い
た
花
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
「
花
の
か
げ
」
と
い
う
、

咲
い
た
花
の
隠
れ
て
見
え
な
い
、
光
の
当
た
ら
な
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
『
若
菜
集
』
で
は
、
和
歌
集
、
物
語
、
漢
詩
文
、
浄
瑠
璃
と
い
っ

た
日
本
文
学
の
み
な
ら
ず
、
聖
書
、
讃
美
歌
（
聖
歌
）
、
英
文
学
と
い
っ

た

外
国
文
学
も
詩
の
言
葉
の
背
景
を
与
え
て
い
る
。
関
良
一
氏
は
「
若

水
」
注
釈
で
「
花
の
か
げ
」
の
言
葉
の
背
景
に
、
前
句
の
「
き
み
と
な
が

れ

ん
」
と
関
連
し
て
落
花
流
水
の
言
葉
合
わ
せ
が
あ
る
こ
と
を
解
釈
と
し

　
　
ば
エ

て

い

る
。
落
花
流
水
に
、
男
性
が
女
性
を
慕
う
心
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、

女
性
も
男
性
を
慕
う
心
が
生
じ
て
、
互
い
に
思
い
合
う
感
情
が
存
在
す
る

よ
う
に
な
る
、
と
い
う
意
味
を
与
え
た
の
は
、
宮
崎
湖
処
子
で
あ
る
。
藤

村

は
宮
崎
が
北
村
透
谷
の
友
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
を
留
意
し
て
い

た
が
、
平
田
禿
木
や
馬
場
孤
蝶
と
い
っ
た
「
文
学
界
」
メ
ン
バ
ー
全
体
へ

の
感
化
を
も
宮
崎
は
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
、
藤
村
が
落
花
流
水
の
言
葉

の
イ
メ
ー
ジ
を
宮
崎
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、

「
花
の
か
げ
」
の
み
に
注
目
し
て
み
る
と
、
花
蔭
の
最
古
の
出
典
は
『
後

撰
和
歌
集
』
巻
二
「
春
中
」
六
二
番
「
春
く
れ
ば
木
が
く
れ
お
ほ
き
ゆ
ふ

つ
く
夜
お
ぼ
つ
か
な
く
も
花
か
け
に
し
て
」
と
い
う
、
よ
み
人
し
ら
ず
の

歌
に

挙
げ

ら
れ
る
。
春
が
来
る
と
、
葉
が
繁
っ
て
木
陰
に
隠
れ
て
し
ま
う

こ
と
が
多
い
夕
暮
れ
時
の
月
で
あ
る
け
れ
ど
、
繁
っ
た
木
に
花
が
咲
い
て

い

る
な
ら
、
咲
く
花
に
隠
れ
て
な
お
さ
ら
夕
暮
れ
時
の
月
が
ぼ
ん
や
り
と

し
か
見
え
な
い
と
い
う
歌
意
で
あ
る
。
花
蔭
は
、
葉
の
繁
る
木
や
花
が
咲

い
て

い

る
こ
と
を
示
し
、
春
で
あ
る
こ
と
を
揺
る
ぎ
な
く
伝
え
る
状
態
を

指
す
こ
と
に
な
る
。
男
性
が
恋
人
の
女
性
と
花
蔭
に
向
う
こ
と
は
、
二
人

は
一
緒
に
春
の
状
態
の
ま
ま
で
ず
っ
と
居
る
の
だ
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
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「
花
の
か
げ
」
は
三
連
目
の
第
三
句
「
は
る
の
こ
こ
ろ
」
を
成
就
さ
せ
る

結
句
と
も
な
る
。

　
「
若
水
」
は
、
何
も
の
に
も
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
安
定
に
満
ち

溢
れ

た
恋
愛
を
歌
っ
て
お
り
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
明
る
さ
で
見
通
さ
れ

て

い

る
。
第
一
詩
集
の
表
題
に
藤
村
が
選
ん
だ
「
若
菜
」
に
、
こ
の
よ
う

な
恋
愛
詩
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
若
菜
集
』
全
体
の
基
調

を
成
す
上
で
、
恋
愛
詩
を
観
る
こ
と
が
優
勢
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
『
若
菜
集
』
の
「
序
詩
」
も
ま
た
、
詩
集
全
体
の
基
調
を
伝
え
て
い
る
。

　
　
　
　
序
詩
（
無
題
）

　
　
こ
こ
ろ
な
き
う
た
の
し
ら
べ
は
／
ひ
と
ふ
さ
の
ぶ
ど
う
の
ご
と
し
／

　
　
な
さ
け
あ
る
て
に
も
つ
ま
れ
て
／
あ
た
た
か
き
さ
け
と
な
る
ら
む

　
　
ぶ

ど
う
だ
な
ふ
か
く
か
か
れ
る
／
む
ら
さ
き
の
そ
れ
に
あ
ら
ね
ど
／

　
　

こ
こ
ろ
あ
る
ひ
と
の
な
さ
け
に
／
か
げ
に
お
く
ふ
さ
の
み
つ
よ
つ

　
　
そ
は
う
た
の
わ
か
き
ゆ
え
な
り
／
あ
じ
わ
い
も
い
う
も
あ
さ
く
て
／

　
　
お
お
か
た
は
か
み
て
す
つ
べ
き
／
う
た
た
ね
の
ゆ
め
の
そ
ら
ご
と

　
す
べ
て
平
仮
名
の
表
記
で
あ
る
が
、
詩
集
の
六
回
の
改
版
中
で
、
岩
波

文
庫
に
収
め
た
「
藤
村
詩
抄
』
（
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
七
月
十
日

初
版
）
よ
り
、
漢
字
交
じ
り
の
表
記
を
施
し
て
い
る
。
読
者
の
読
み
や
す

さ
を
考
慮
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
藤
村
の
詩
が
有
名
と
な
っ
た
故

の
手
直
し
と
考
え
る
。
初
出
に
お
い
て
、
序
詩
は
「
お
と
め
こ
の
う
た
え

る
う
た
は
／
ひ
と
ふ
さ
の
ぶ
ど
う
の
ご
と
し
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
無
邪

気
な
女
性
の
手
に
よ
る
詩
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
藤
村
は
〈
素

直
で
無
垢
な
部
分
の
あ
る
女
性
〉
の
存
在
を
自
己
の
詩
の
世
界
に
必
要
不

可
欠
と
考
え
、
初
出
で
は
仮
題
の
「
序
詩
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
内
容
を
、

詩
集
全
体
の
冒
頭
に
置
い
て
、
『
若
菜
集
』
の
視
点
に
は
女
性
的
な
手
節

が
要
る
こ
と
を
外
せ
な
い
こ
と
を
、
「
女
手
」
と
呼
ば
れ
た
平
仮
名
の
文

字
表
記
に
よ
っ
て
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
「
若
菜
集
」
の
詩
一
つ
一
つ
を
葡
萄
に
た
と
え
、
大
半
は
未
熟
で
、
眠

気
の
あ
る
夢
の
中
の
、
は
か
な
げ
な
言
葉
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
伝
え
る
一

方
で
、
第
一
連
に
書
か
れ
る
よ
う
に
、
理
解
と
好
感
を
詩
に
抱
く
読
者
を

通

し
て
は
、
未
熟
な
詩
も
美
味
し
い
葡
萄
酒
の
よ
う
な
成
熟
を
感
じ
る
言

葉
と
受
け
取
る
で
あ
ろ
う
と
表
現
す
る
。
読
者
次
第
で
、
お
酒
に
も
な
り

寝
言
に
も
な
る
ほ
ど
、
振
り
子
の
あ
る
詩
の
数
々
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

「
あ
た
た
か
き
さ
け
」
で
あ
る
美
味
し
い
葡
萄
酒
に
た
と
え
ら
れ
る
、
成

熟
し
た
言
葉
に
属
し
て
い
る
詩
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
詩
集
を
振
り

返
っ
た
上
で
自
ず
と
読
者
が
判
断
す
る
こ
と
に
序
詩
の
解
釈
が
導
か
れ
て

い

る
。
眠
い
よ
う
な
夢
の
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
成
熟
さ
を
兼
ね
備
え
て

い

る
こ
と
を
捨
て
た
く
は
無
い
希
望
、
そ
れ
が
序
詩
の
意
味
で
あ
り
、

『若
菜
集
』
の
詩
群
を
性
格
的
に
表
現
し
て
い
る
。

　
藤
村
が
自
作
の
詩
の
中
で
最
も
好
き
な
詩
で
あ
る
と
伝
え
、
仙
台
に
赴

く
前
に
書
か
れ
た
も
の
の
、
「
若
菜
集
』
の
基
調
と
し
て
選
集
さ
れ
た
の

が
、
「
流
星
（
り
ゅ
う
せ
い
）
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
流
星

（り
ゅ
う
せ
い
）

　
　
門
（
か
ど
）
に
た
ち
出
で
た
だ
ひ
と
り

　
　
人
待
ち
顔
の
さ
み
し
さ
に

　
　
ゆ
う
べ
の
空
を
な
が
む
れ
ば

　
　
雲
の
宿
り
も
捨
て
は
て
て

　
　
何
を
か
こ
い
し
人
の
世
に

　
　
流
れ
て

落
つ
る
星
一
つ

　
夕
暮
れ
時
に
、
一
人
の
女
性
が
我
が
家
の
門
前
で
、
恋
人
の
男
性
が
ま
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だ
現
れ
な
い
こ
と
を
寂
し
く
思
い
な
が
ら
黄
昏
の
空
を
見
上
げ
る
と
、
世

の

中
を
恋
し
く
思
う
か
の
よ
う
に
、
流
れ
星
が
一
つ
落
ち
て
来
た
と
い
う

歌
意
に

な
る
。
恋
人
が
ま
だ
目
の
前
に
現
れ
て
く
れ
な
い
「
さ
み
し
さ
」

を
す
ぐ
に
解
消
さ
せ
た
の
は
流
星
を
見
た
こ
と
に
あ
る
。
居
所
で
あ
る
空

の
上

を
き
っ
ぱ
り
と
離
れ
て
も
、
女
性
の
居
る
世
の
中
へ
流
れ
て
落
ち
て

き
た
星
は
、
恋
を
し
て
い
る
女
性
に
と
っ
て
、
ま
る
で
自
分
を
慕
っ
て
流

れ
落
ち
て
来
た
よ
う
に
感
じ
る
。
流
星
は
、
恋
人
の
男
性
自
身
を
暗
喩
し

て

い

る
。
流
星
は
、
人
智
で
は
ど
う
に
も
出
来
な
い
天
体
現
象
を
指
す
た

め
、
女
性
が
恋
人
の
男
性
と
結
ば
れ
る
こ
と
は
、
天
の
定
め
で
あ
る
と
読

め

る
。
男
性
が
星
に
警
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
女

性
と
男
性
と
で
は
、
社
会
的
身
分
や
立
場
が
か
な
り
異
な
る
と
い
う
可
能

性
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
自
然
に
年
齢
差
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
男

性
の
側
が
〈
流
星
〉
の
よ
う
に
自
分
の
立
場
は
そ
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
、

女
性
の
立
場
と
同
じ
位
置
へ
男
性
が
自
分
自
身
を
馴
染
ま
せ
、
恋
人
の
女

性

に
恋
愛
感
情
を
伝
え
る
、
と
い
う
読
み
方
へ
も
通
じ
る
。

　
「
流
星
」
は
、
け
な
げ
で
優
し
い
、
運
命
的
な
ロ
マ
ン
ス
を
歌
っ
て
い

る
。
藤
村
が
最
も
「
流
星
」
を
好
ん
だ
本
当
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、

こ
の
詩
で
歌
わ
れ
て
い
る
読
み
の
延
長
線
上
に
、
加
藤
静
子
と
の
恋
愛
と

結
婚
が
閃
く
。
藤
村
が
明
る
い
詩
聖
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
詩
で
あ
る
。

　
『
若
菜
集
』
に
収
録
さ
れ
た
五
二
篇
の
う
ち
で
最
も
年
代
の
古
い
詩

「夏
の
夜
」
は
、
二
番
目
に
古
い
詩
で
あ
る
「
流
星
」
の
次
に
編
ま
れ
て

い

る
。
「
流
星
」
が
女
性
か
ら
の
視
点
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
夏
の
夜
」
は

男
性
か
ら
の
視
点
の
恋
愛
詩
と
な
る
。

　
　
　
　
夏
の
夜

　
　
君

と
遊
ば
ん
夏
の
夜
の
／
青
葉
の
影
の
下
す
ず
み
／
短
か
き
夢
は
結

　
　
ば
ず
も
／
せ
め
て
こ
よ
い
は
歌
え
か
し

　
　
雲

と
な
り
ま
た
雨
と
な
る
／
昼
の
愁
い
は
た
え
ず
と
も
／
星
の
光
を

　
　
か

ぞ
え
見
よ
／
楽
み
の
か
ず
夜
は
尽
き
じ

　
　
夢
か
う
つ
つ
か
天
の
川
／
星
に
仮
寝
の
織
姫
の
／
ひ
び
き
も
す
み
て

　
　
こ
い
わ
た
る
／
稜
の
遠
音
を
聞
か
め
や
も

　
初
出
は
「
世
界
之
日
本
」
五
号
（
明
治
二
九
年
九
月
）
に
掲
載
さ
れ
て

い

る
。
「
夏
の
夜
」
を
除
き
、
『
若
菜
集
一
の
五
一
篇
の
詩
は
、
星
野
天
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
　

が
創
刊
し
た
「
文
学
界
」
に
初
出
掲
載
を
行
っ
て
い
る
。
平
岡
敏
夫
氏
に

よ
れ
ば
、
「
文
学
界
」
の
区
分
は
同
誌
終
刊
号
に
あ
る
「
文
学
界
総
要
目
」

を
一
般
的
に
採
用
し
て
い
る
。
第
一
期
は
北
村
透
谷
の
評
論
（
「
内
部
生

命
論
」
等
）
、
第
二
期
は
樋
口
一
葉
の
小
説
（
「
た
け
く
ら
べ
」
等
）
、
最

後
の
第
三
期
に
藤
村
の
詩
を
中
心
と
し
て
区
分
さ
れ
る
。
当
時
の
文
学
上

の

登
竜

門
的
な
意
義
が
「
文
学
界
」
に
は
あ
っ
た
が
、
「
夏
の
夜
」
だ
け

は

初
出
が
異
な
る
上
に
、
原
詩
の
最
後
の
連
の
み
を
、
表
題
詩
の
内
容
と

し
て
『
若
菜
集
』
に
収
め
て
い
る
。

　
原
詩
「
夏
の
夜
」
は
、
母
と
息
子
と
の
対
話
形
式
で
語
ら
れ
る
。
母
に

歌
っ
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
、
息
子
は
自
分
の
書
い
た
詩
を
朗
読
す
る
。
朗

読
部
分
が
原
詩
で
の
最
後
の
連
と
な
る
た
め
、
構
造
的
に
は
異
な
る
世
界

観
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
の
が
原
詩
で
あ
る
。

　
息
子
が
母

に
歌
う
詩
は
、
酔
い
が
醒
め
る
こ
と
は
な
い
「
涙
に
濁
る
吾

が
酒
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
恋
愛
内
容
に
満
ち
た
詩
は
、
彼
に
と
っ
て

は

自
分
の
恋
愛
体
験
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
胸
に
抱
い
て
い
る
彼

女
へ
の
恋
愛
の
気
持
ち
は
生
涯
続
く
こ
と
を
歌
っ
て
居
る
自
分
の
詩
を
、
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酔
い
の
醒
め
な
い
恋
愛
関
係
の
故
に
涙
す
る
こ
と
や
泣
く
よ
う
な
思
い
に

も
滲
む
、
彼
自
身
が
創
っ
た
お
酒
に
警
え
て
表
現
し
て
い
る
。
詩
を
お
酒

に
讐
え
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
序
詩
に
表
現
が
あ
る
。
序
詩

は
『
若
菜
集
』
の
詩
全
体
の
ト
ー
ン
を
伝
え
て
お
り
、
原
詩
「
夏
の
夜
」

に
書
か
れ
る
息
子
の
詩
が
こ
の
ト
ー
ン
に
合
致
す
る
内
容
と
し
て
、
詩
集

に
組
み
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
若
菜
集
』
に
収
め
ら
れ
た
「
夏
の
夜
」
で
は
、
第
三
連
に
歌
わ
れ
て

い

る
七
夕
の
彦
星
と
織
姫
と
の
関
係
か
ら
、
詩
の
歌
い
手
で
あ
る
男
性
と

「君
」
で
あ
る
女
性
と
の
恋
愛
関
係
に
当
て
は
め
て
い
る
。
本
来
、
中
国

か

ら
の
伝
説
で
あ
る
七
夕
は
、
女
性
か
ら
男
性
に
逢
い
に
行
く
の
が
一
般

的
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
古
代
よ
り
、
男
性
か
ら
女
性
ヘ
コ
ン
タ
ク
ト
を

取
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
七
夕
の
本
来
の
意
味
は
機
を
織
る
女
性
を
指

し
、
織
姫
を
主
体
と
す
る
の
で
、
藤
村
は
七
夕
の
原
典
を
理
解
の
上
で
、

織
姫
の
視
点
を
中
心
に
し
て
第
三
連
を
書
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
詩
全
体

は
、
男
性
が
恋
人
の
女
性
に
恋
心
を
伝
え
聴
か
せ
る
と
い
う
、
日
本
の
七

夕
に
即
し
た
視
点
で
貫
か
れ
て
い
る
。

　
男
性
に
せ
よ
女
性
に
せ
よ
、
互
い
に
現
実
の
世
界
が
順
調
と
い
う
訳
で

も
な
く
、
〈
雲
〉
や
〈
雨
〉
に
讐
え
ら
れ
る
よ
う
な
苦
労
が
あ
り
、
晴
れ

な
い
思
い
や
心
配
を
感
じ
る
現
状
が
互
い
の
場
で
続
い
て
い
る
。
そ
の
中

で
も
、
二
人
が
短
い
時
間
で
あ
れ
一
緒
に
逢
え
ば
幸
せ
な
気
持
ち
が
尽
き

な
い
。
「
夏
の
夜
」
は
歌
言
葉
「
夏
夜
（
な
つ
の
よ
）
」
と
し
て
存
在
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

短
く
明
け
や
す
い
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
藤
村
は
「
万
葉
集
』
、

『古
今
和
歌
集
』
を
始
め
と
す
る
和
歌
集
（
「
貫
之
集
』
な
ど
の
私
家
集
も

含
め
て
）
を
多
岐
に
詩
の
表
現
の
ヒ
ン
ト
に
し
て
い
る
。
「
夏
の
夜
」
と

い
う
表
題
は
、
詩
の
内
容
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
七
夕
の
言
葉
に
意
味
を
置

き
換
え
ら
れ
る
が
、
歌
言
葉
か
ら
の
裏
付
け
が
あ
る
と
解
釈
を
加
え
れ
ば

尚
更
、
第
一
連
の
第
四
句
と
第
三
連
と
の
関
係
が
密
接
で
あ
る
と
読
め
る
。

　
日
中
の
現
実
で
は
ま
ま
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
制
約
が
あ
ろ

う
と
も
、
夜
の
ひ
と
と
き
に
互
い
の
恋
愛
感
情
が
純
粋
に
通
行
し
て
い
る

こ
と
を
わ
か
り
あ
う
こ
と
を
、
第
三
連
の
七
夕
の
表
現
を
通
し
て
恋
人
の

女
性
に
男
性
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
話
す
。
第
二
連
の
第
一
句
と
第
二
句

に
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
、
現
実
の
つ
ら
さ
が
彼
と
彼
女
と
に
は
障
害
で
あ

る
と
い
う
よ
り
は
、
必
要
な
愁
い
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

「夏
の
夜
」
の
独
自
性
と
考
え
ら
れ
る
。
男
性
に
と
っ
て
は
、
現
実
の
愁

い
が
あ
ろ
う
と
も
、
彼
女
と
恋
心
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
の
方
が
大
切

と
い
う
選
択
が
成
さ
れ
て
い
る
。
原
詩
「
夏
の
夜
」
で
は
、
『
若
菜
集
』

に
収
め
ら
れ
た
「
夏
の
夜
」
に
該
当
す
る
〈
息
子
の
詩
〉
に
は
、
涙
が

入
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
歌
い
手
で
あ
る

男
性
の
選
択
は
、
そ
れ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
恋
愛
感
情
と
涙
と
の
親
密
さ
に
つ
い
て
は
、
「
相
思
」
に
お
い
て
も
歌

わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
相
思

　
　
髪
を
洗
え
ば
紫
の
／
小
草
の
ま
え
に
色
み
え
て
／
足
を
あ
ぐ
れ
ば
花

　
　
鳥
（
は
な
と
り
）
の
／
わ
れ
に
従
う
風
情
あ
り

　
　
目
に
な
が
む
れ
ば
彩
雲
の
／
ま
き
て
は
ひ
ら
く
絵
巻
物
／
手
に
と
る

　
　
酒
は
美
酒
（
う
ま
ざ
け
）
の
／
若
き
愁
を
た
た
う
め
り

　
　
耳
を
た
つ
れ
ば
歌
神
の
／
き
た
り
て
玉
の
鯖
（
ふ
え
）
を
吹
き
／
口

　
　
を
ひ
ら
け
ば
う
た
び
と
の
／
一
ふ
し
わ
れ
は
こ
い
う
た
う

　
　
あ
あ
か
く
ま
で
に
あ
や
し
く
も
／
熱
き
こ
こ
ろ
の
わ
れ
な
れ
ど
／
わ

　
　
れ

を
し
君
の
こ
い
し
た
う
／
そ
の
涙
に
は
お
よ
ば
じ
な
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相
思
相
愛
の
二
人
の
様
子
を
、
恋
す
る
男
性
の
視
点
か
ら
歌
っ
て
い
る
。

第
一
連
で
は
、
彼
の
眼
に
映
る
恋
人
の
女
性
の
姿
が
語
ら
れ
る
。
洗
っ
た

髪
だ
と
わ
か
る
彼
女
の
顔
の
様
子
は
、
紫
草
の
可
憐
な
花
が
、
彼
の
眼
の

前
で
白
い
色
を
映
え
さ
せ
て
咲
い
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
は
見
え
て
い
る
。

「紫
」
は
紫
草
を
指
し
、
山
地
で
夏
に
小
さ
な
白
い
花
を
咲
か
せ
、
根
を

紫
色
の
染
料
と
し
て
重
用
す
る
。
ま
た
、
歌
言
葉
に
相
当
し
、
い
と
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
る

女
性
そ
の
も
の
（
或
い
は
大
切
な
女
性
そ
の
も
の
）
を
意
味
す
る
。
『
古

今
和
歌
集
』
巻
一
七
「
雑
歌
上
」
八
六
七
番
「
紫
の
一
本
ゆ
え
に
武
蔵
野

の
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
そ
見
る
」
と
い
う
和
歌
が
当
時
た
い
へ
ん
有

名
に
な
り
、
そ
の
影
響
か
ら
〈
紫
の
ゆ
か
り
〉
と
い
う
表
現
が
起
こ
る
。

好
き
な
女
性
に
縁
の
あ
る
人
や
物
は
、
好
き
な
女
性
と
つ
な
が
っ
て
い
る

の

で
親
し
み
を
心
に
感
じ
る
、
と
い
う
意
味
内
容
か
ら
、
紫
と
言
え
ば
好

き
な
女
性
と
い
う
定
義
に
な
っ
た
。
藤
村
が
『
古
今
和
歌
集
』
巻
一
七
の

和
歌
か
ら
「
紫
」
を
恋
人
の
女
性
と
し
て
詩
の
言
葉
に
用
い
た
と
注
釈
で

き
る
。
一
方
で
、
紫
は
藤
の
花
の
色
で
も
あ
る
た
め
、
当
時
の
藤
村
が
詩

を
仙
台
で
書
く
最
大
の
影
響
を
も
た
ら
し
た
佐
藤
輔
子
の
苗
字
に
あ
る

「藤
」
か
ら
紫
の
連
想
に
通
じ
、
「
相
思
」
の
詩
に
は
佐
藤
と
の
関
係
が
背

景
に

わ

か
り
や
す
い
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。

　
第
一
連
の
第
三
句
と
第
四
句
で
は
、
恋
人
の
女
性
の
歩
く
姿
が
、
美
し

い
花
や

■
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
女
性
の
恋
人
で
あ
る
彼
に

し
て
み
れ
ば
、
彼
女
の
足
は
彼
女
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
彼
に
従
っ
て

歩
く
、
そ
の
姿
が
彼
女
の
歩
く
行
為
の
本
意
な
の
だ
と
、
彼
に
は
感
じ
て

し
ま
う
。
彼
な
し
に
は
ま
る
で
彼
女
は
歩
く
こ
と
が
彼
女
ら
し
く
な
い
、

そ
ん
な
風
に
男
性
は
恋
人
の
女
性
を
見
つ
め
て
い
る
。

　
そ

れ
ほ

ど
彼
女
に
恋
を
し
て
い
る
男
性
の
日
常
の
一
こ
ま
を
、
第
二
連

で
は

伝
え
て
い
る
。
黄
昏
時
に
、
外
を
歩
い
て
居
る
男
性
が
空
を
見
上
げ

る
と
、
黄
昏
の
時
間
帯
の
故
に
色
彩
も
模
様
も
美
し
い
雲
が
浮
ん
で
い
た
。

し
か
し
、
彼
の
眼
に
は
た
だ
の
美
し
い
自
然
現
象
な
の
で
は
な
く
、
巻
物

を
巻
い
て
は
次
の
展
開
を
見
る
た
め
に
そ
の
巻
物
を
先
へ
と
開
き
、
読
ん

で
行
く
絵
が
描
か
れ
た
巻
物
の
書
籍
の
よ
う
に
彩
雲
が
見
え
る
。
ま
た
、

お
酒

を
飲
め
ば
美
味
し
さ
を
感
じ
る
だ
け
で
は
な
く
、
恋
を
し
て
い
る
故

の

物
思
い
や
、
一
見
沈
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
深
げ
に
留
ま
っ
て
い

る
恋
の
感
情
、
そ
う
い
う
胸
の
う
ち
に
い
る
彼
を
、
飲
ん
で
美
味
し
さ
を

感

じ
る
こ
と
で
、
お
酒
も
ま
る
で
彼
女
と
の
恋
愛
を
良
い
状
態
と
褒
め
て

い

る
よ
う
に
男
性
は
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
思
っ
て
し
ま
う
。
黄
昏
時
の
散

歩
も
、
お
酒
を
楽
し
む
行
為
も
、
日
常
を
送
り
な
が
ら
も
、
彼
の
心
の
中

に
は
い
つ
も
恋
す
る
彼
女
へ
の
深
い
想
い
が
あ
り
、
日
常
の
過
ご
し
方
に

生
き
生
き
と
し
た
美
し
さ
や
喜
び
を
与
え
て
い
る
。

　
第
一
連
で
は
彼
女
を
、
第
二
連
で
は
歌
い
手
の
彼
が
自
分
自
身
を
間
接

的
に
紹
介
し
て
い
た
が
、
第
三
連
に
お
い
て
二
人
が
一
緒
に
居
る
時
の
様

子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
歌
神
」
は
和
歌
の
神
を
指
す
。
住
吉
大
社
（
大

阪
）
と
玉
津
島
神
社
（
和
歌
山
）
が
和
歌
の
神
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で

は
恋
人
の
女
性
を
歌
神
に
警
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
室
町
時
代
の
日

本
語
資
料
で
あ
る
抄
物
の
『
玉
塵
抄
』
（
永
禄
六
（
一
五
六
三
）
年
）
三

　
　
　
　

五

「
環
」
に
、
玉
の
篇
を
、
歌
を
上
手
に
歌
う
女
性
に
な
ぞ
ら
え
る
記
述

が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
女
性
を
「
歌
姫
」
と
同
書
で
は
記
述
し
て
い
る
。

「相
思
」
第
三
連
で
は
、
恋
人
の
女
性
を
「
歌
姫
」
で
は
な
く
「
歌
神
」

と
表
記
し
た
の
は
何
故
で
あ
る
の
か
、
単
純
に
藤
村
が
和
歌
の
神
で
あ
る

「
歌
神
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
或
い
は
敢
え

て

神
の
位
置
に
女
性
を
置
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
湧
き
お
こ
る
。
同
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連
で
は
、
彼
が
彼
女
と
同
じ
空
間
に
共
に
居
て
、
恋
心
を
互
い
に
、
歌
を

歌
う
こ
と
で
伝
え
あ
っ
て
い
る
。
詩
全
体
の
歌
い
手
で
あ
る
男
性
は
、
第

一
連
に

も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
の
様
子
を
そ
の
ま
ま
、
ま
ず
は

受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
女
へ
の
支
え
の
視
点
と
基
軸
は
男
性
の
思

う
ま
ま
に
一
貫
し
て
い
る
。
第
二
連
ま
で
で
既
に
、
彼
に
し
て
み
れ
ば
、

恋
人
の
女
性

は
紫
草
の
白
い
小
さ
な
花
で
あ
り
、
美
し
い
鳥
で
あ
り
、
彼

の

日
常
に
絵
巻
物
の
世
界
や
酔
い
の
楽
し
さ
を
展
開
さ
せ
る
、
極
め
て
ロ

マ
ン

テ

ィ
ッ
ク
で
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
存
在
価
値
に
昇
っ
て
い
る
。
そ
の

流
れ
で
考
え
れ
ば
、
彼
が
恋
人
を
神
聖
化
す
る
ほ
ど
、
彼
女
の
美
し
さ
や

恋
心
を
慕
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
相
思
」
の
ポ
イ
ン
ト
は
第
四
連
で
彼
が
語
る
、
彼

女
の
彼
へ
の
深
い
恋
愛
感
情
に
あ
る
。
男
性
の
「
若
き
愁
」
と
女
性
の

「
涙
」
は
一
致
す
る
内
容
で
あ
る
。
男
性
か
ら
す
れ
ば
、
恋
人
の
女
性
も

自
分
と
同
じ
よ
う
に
、
一
見
悲
し
い
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に

考
え
に
沈
ん
で
い
る
と
見
え
る
ほ
ど
の
恋
の
感
情
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、

そ

れ
は

自
分
の
彼
女
へ
の
恋
心
に
勝
る
と
男
性
は
伝
え
て
い
る
。
彼
に

と
っ
て
は
、
恋
人
の
女
性
の
涙
を
見
て
、
自
分
達
二
人
が
相
思
な
の
だ
と

知
る
に
至
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
女
性
の
恋
心
が
男
性
に
は
貴
重
で
あ
り
、

自
分
の
心
は
そ
れ
に
及
ば
な
い
、
と
い
う
、
歌
い
手
の
男
性
の
素
直
で
、

女
性
と
は
ま
た
異
な
る
深
い
恋
愛
感
情
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　
「
相
思
」
の
次
に
置
か
れ
た
「
一
得
一
失
」
で
は
、
女
性
の
涙
が
や
は

り
歌
わ
れ
る
。

　
　
　

　
一
得
一
失

　
　
君
が

こ
こ
ろ
は
蜷
蝉
の
／
風
に
さ
そ
わ
れ
鳴
く
ご
と
く
／
朝
影
清
き

　
　
花
草

に
／
惜
し
き
涙
を
そ
そ
ぐ
ら
む

　
　
そ
れ
か
き
な
ら
す
玉
琴
の
／
一
つ
の
糸
の
さ
わ
り
さ
え
／
君
が
こ
こ

　
　
ろ
に
か
ぎ
り
な
き
／
し
ら
べ
と
こ
そ
は
き
こ
ゆ
め
れ

　
　
あ
あ
な
ど
か
く
は
触
れ
や
す
き
／
君
が
優
し
き
心
か
ら
／
か
く
ば
か

　
　
り
な
る
吾
こ
い
に
／
触
れ
た
ま
わ
ぬ
ぞ
恨
み
な
る

　
第
三
連
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
男
性
の
女
性
へ
の
片
思
い
を
歌
っ
た
詩

で
あ
る
。
女
性
の
涙
は
、
男
性
に
で
は
な
く
、
朝
日
の
光
を
受
け
て
清
々

し
く
咲
く
花
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
連
で
は
女
性
が
琴
を
弾

く
様
子
が
書
か
れ
て
お
り
、
女
性
の
動
作
は
す
べ
て
、
男
性
に
は
目
も
く

れ

な
い
様
子
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
彼
女
の
動
作
で
は
な
く
、

そ
の
動
作
を
起
こ
し
て
い
る
時
の
彼
女
の
心
に
注
目
し
て
い
る
。
花
を
愛

で
、
琴
を
弾
く
、
一
見
何
で
も
な
い
女
性
の
行
為
に
、
男
性
が
女
性
の
と

て

も
繊
細
で
感
じ
や
す
く
、
優
し
い
心
の
本
質
を
読
み
取
る
の
は
、
も
と

も
と
、
彼
と
彼
女
と
の
問
で
、
年
単
位
の
長
い
時
間
、
一
緒
に
居
た
と
い

う
何
ら
か
の
関
係
性
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
友
人
関
係
、

先
輩
後
輩
や
師
弟
な
ど
の
上
下
関
係
、
い
ろ
い
ろ
と
背
景
を
読
め
る
が
、

男
性
が
女
性
よ
り
も
年
上
で
成
熟
し
て
い
な
い
と
、
女
性
の
普
段
の
パ

タ
ー
ン
に
対
し
て
、
彼
女
の
本
質
を
読
む
理
解
は
得
ら
れ
な
い
。
恋
愛
詩

に

は
藤
村
の
佐
藤
輔
子
へ
の
恋
愛
感
情
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
「
一
得
一

失
」
で
も
、
藤
村
に
と
っ
て
は
、
明
治
女
学
校
の
教
員
の
島
崎
春
樹
と
し

て

授
業
で
教
え
た
佐
藤
へ
の
見
方
と
い
う
、
教
師
と
学
生
と
い
う
上
下
関

係
か
ら
個
人
と
し
て
の
感
情
へ
流
れ
て
行
っ
た
こ
と
が
、
男
性
か
ら
女
性

へ

の
、
想
い
の
機
微
の
歌
わ
れ
方
の
背
景
に
含
み
取
れ
る
。

　
第
一
連
の
第
三
句
「
朝
影
清
き
花
草
」
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
『
万
葉
集
』

を
ヒ
ン
ト
に
し
て
い
る
。
「
早
春
』
（
定
本
版
「
藤
村
文
庫
』
第
三
篇
（
昭

和
二
（
一
九
三
六
）
年
四
月
二
八
日
新
潮
社
）
）
の
中
で
、
藤
村
は
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「朝
影
清
き
花
草
の
ご
と
き
言
葉
の
使
い
ざ
ま
も
、
万
葉
集
を
さ
ぐ
っ
て

試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
記
述
し
て
い
る
。
「
万
葉
集
』
巻
十
一
の

「朝
影
に
我
が
身
は
な
り
ぬ
玉
か
き
る
ほ
の
か
に
見
え
て
去
に
し
児
ゆ
え

に
（
二
三
九
四
）
」
で
は
、
男
性
の
女
性
へ
の
届
か
な
い
恋
心
が
詠
ま
れ

る
。
コ
得
一
失
」
で
も
、
女
性
が
男
性
の
恋
心
に
は
「
触
れ
た
ま
わ
ぬ
」
、

感
受
性
を
合
わ
せ
な
い
と
い
う
、
や
は
り
届
か
な
い
恋
へ
の
が
っ
か
り
し

た
気
持
ち
が
歌
わ
れ
て
お
り
、
詩
の
題
材
と
し
た
『
万
葉
集
』
の
恋
の
世

界
と
通
じ
合
わ
せ
る
内
容
で
あ
る
。

　
た

だ
、
＝
得
一
失
」
で
は
、
男
性
が
自
分
の
恋
心
を
彼
女
に
向
っ
て

伝
え
る
時
に
は
「
た
ま
ふ
」
と
い
う
敬
語
を
突
然
使
い
な
が
ら
、
「
恨
み
」

と
い
う
心
中
の
強
い
表
現
を
ぶ
つ
け
て
い
る
。
彼
と
彼
女
と
の
間
で
は
、

既

に
長
い
間
の
関
係
性
が
あ
り
、
親
和
性
も
あ
る
故
に
、
彼
女
が
、
感
じ

や
す
く
優
し
い
心
を
彼
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
出
し
て
く
れ
な
い
こ
と
は
、

彼

に
と
っ
て
は
ま
る
で
納
得
で
き
な
い
。
彼
女
と
の
間
を
思
い
返
せ
ば
、

怒
り
が
湧
き
出
る
ほ
ど
に
、
甘
さ
や
優
し
さ
が
関
係
性
の
雰
囲
気
に
あ
っ

た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼
女
の
繊
細
さ
を
受
け
入
れ
て
き
た
彼

も
優
し
い
心
の
持
主
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

詩
人
の
蒲
原
有
明
は
、
『
万
葉
集
』
か
ら
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
作
ら
れ
た

こ
の
詩
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
。
蒲
原
と
は
、
明
治
三
五
（
一
九
〇

二
）
年
か
ら
始
ま
っ
た
龍
土
会
で
藤
村
は
顔
を
合
わ
せ
る
。
龍
土
会
は
、

麻
布
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
料
理
店
の
龍
土
軒
で
、
毎
月
九
日
に
フ
ラ
ン
ス
料

理

を
頂
き
な
が
ら
行
わ
れ
た
芸
術
家
（
美
術
家
や
文
学
者
）
の
会
合
で
あ

る
。
蒲
原
は
、
国
木
田
独
歩
や
柳
田
国
男
、
中
沢
臨
川
と
い
っ
た
主
要
メ

ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
。
蒲
原
と
言
え
ば
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
翻
訳
詩
や
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

詩
へ
の
そ
の
影
響
に
お
い
て
有
名
で
あ
る
。
鏡
味
國
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
蒲

原
が
ロ

セ
ッ

テ

ィ
を
知
っ
た
最
初
の
契
機
は
、
藤
村
の
第
二
詩
集
三
葉

舟
』
（
明
治
三
一
年
六
月
一
五
日
　
春
陽
堂
）
所
収
の
「
西
花
余
香
」
第

六
章
に
あ
る
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
紹
介
文
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
『
新
生
』
第

一
巻
の
序
の
章
に
語
ら
れ
る
「
中
野
の
友
人
の
手
紙
」
と
は
、
蒲
原
の
手

紙
を
題
材
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
第
二
巻
の
百
一
章
に
載
せ
ら
れ
て

い

る
ロ
セ
ッ
テ
ィ
翻
訳
詩
「
生
命
の
家
」
は
、
藤
村
の
た
め
に
蒲
原
が
特

別
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
仕
事
上
で
蒲
原
は
藤
村
を

助
け
て
い
る
が
、
藤
村
に
と
っ
て
も
、
貰
い
受
け
る
手
紙
の
中
で
蒲
原
の

も
の
を
大
事
に
し
た
り
、
自
分
の
子
ど
も
を
託
す
上
で
蒲
原
に
お
願
い
す

る
な
ど
、
個
人
上
で
の
信
頼
関
係
が
あ
っ
て
の
自
然
な
成
り
立
ち
で
も

あ
っ
た
。

　
「
一
得
一
失
」
で
、
蒲
原
が
印
象
に
残
っ
た
フ
レ
ー
ズ
が
「
朝
影
清
き

花
草
」
と
い
う
詩
の
言
葉
の
使
い
方
に
あ
っ
た
。
「
朝
影
の
句
」
と
し
て

蒲
原
は
こ
の
詩
を
ま
と
め
て
お
り
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
が
詩
の
恋
愛
観
と
直

通

し
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
え
に
し
」
で
は
「
相
思
」
＝
得
一
失
」
同
様
に
、
花
が
歌
わ
れ
る
。

　
　
　
　
え
に
し

　
　

わ
が
手
に
植
ゑ
え
し
白
菊
の

　
　

お
の
つ
か
ら
な
る
時
く
れ
ば

　
　
一
も
と
花
の
暮
陰
（
ゆ
う
ぐ
れ
）
に

　
　
秋

に
隠
れ
て
窓
に
さ
く
な
り

　
　
　
　
ぱ
　

　

関
良
一
氏
は
、
白
菊
の
花
が
『
若
菜
集
』
全
体
の
詩
群
を
指
し
て
い
る

と
注
釈
す
る
。
従
っ
て
、
表
題
の
「
え
に
し
」
は
詩
の
新
し
い
表
現
が
開

花
す
る
時
期
と
繋
が
る
こ
と
が
出
来
た
縁
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
詩
の

構
成
と
し
て
は
、
「
相
思
」
＝
得
一
失
」
「
傘
の
う
ち
」
次
に
「
え
に
し
」
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が
配
置

さ
れ
て
い
る
。
「
傘
の
う
ち
」
は
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
を
詩

の
背
景
と
し
た
恋
愛
詩
で
あ
る
。
ま
た
、
「
え
に
し
」
の
次
に
置
か
れ
た

「知
る
や
君
」
も
恋
愛
詩
で
あ
る
。
「
え
に
し
」
と
「
知
る
や
君
」
に
は
連

動
し
た
構
成
上
の
関
係
内
容
が
あ
り
、
「
相
思
」
と
「
知
る
や
君
」
と
の

間
に
も
連
動
し
た
そ
れ
が
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
「
え
に
し
」
は
恋
愛

詩
に
相
当
す
る
と
考
え
る
の
が
自
然
な
解
釈
と
思
う
。

　
表
題
の

「え
に
し
」
が
男
女
の
縁
を
意
味
す
る
原
典
は
、
『
伊
勢
物
語
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぱ
さ

第
六
九
段
「
狩
の
使
」
に
同
語
が
初
出
さ
れ
た
こ
と
に
拠
る
。
「
伊
勢
物

語
』
全
一
二
五
段
の
う
ち
、
最
重
要
と
さ
れ
る
段
は
、
六
九
段
で
あ
る
と

言
わ
れ
る
。
主
人
公
で
あ
る
男
性
（
在
原
業
平
）
と
、
男
性
と
の
愛
情
関

係
は
全
く
ゆ
る
さ
れ
て
い
な
い
立
ち
位
置
に
あ
る
伊
勢
の
斎
宮
で
あ
る
女

性

（括
子

（や
す
ご
）
内
親
王
）
と
が
、
恋
愛
関
係
に
陥
る
と
い
う
内
容

が
、
「
伊
勢
物
語
』
の
中
心
内
容
で
あ
り
、
ま
た
同
段
か
ら
物
語
が
始
ま

る
伝
本
が
あ
る
な
ど
か
ら
、
作
品
名
が
六
九
段
に
由
来
す
る
と
、
定
説
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
藤
村
は
「
文
学
界
」
時
代
の
こ
の

時
期
に
、
同
誌
の
仲
間
た
ち
と
外
国
文
学
の
摂
取
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の

古
典
文
化
を
探
求
、
再
評
価
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
取
り
挙
げ
た
藤
村
の

恋

愛
詩
は
、
古
典
文
学
の
背
景
が
あ
る
こ
と
を
随
時
述
べ
て
き
た
が
、

「伊
勢
物
語
」
に
つ
い
て
は
、
「
文
学
界
」
時
代
（
二
一
歳
よ
り
）
か
ら
晩

　
　
ば
り

年
ま
で
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
最
後
の
第
六
感
想
集
『
桃
の
雫
』

（昭
和

＝
　
（
一
九
三
六
）
年
六
月
五
日
　
岩
波
書
店
）
の
中
で
、
「
業
平

は
わ
た
し
が
好
き
な
古
人
の
一
人
だ
。
あ
の
和
歌
の
高
い
香
気
は
、
お
の

つ
か

ら
に
し
て
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
も
の
だ
」
（
「
回
顧
」
）
と
在
原
業
平
を

好
き
な
歌
人
と
明
言
し
て
い
る
。
同
年
九
月
五
日
よ
り
一
五
日
ま
で
ア
ル

ゼ

ン
チ
ン
で
開
催
さ
れ
た
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
大
会
に
は
、
日
本
会
長
と
し

て

出
席
す
る
。
そ
の
際
に
ブ
ラ
ジ
ル
日
系
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
「
大

和
言
葉
の
碑
文
」
と
し
て
、
柿
本
人
麿
、
源
実
朝
、
西
行
と
共
に
、
業
平

の

和
歌
を
選
ん
で
い
る
。
「
回
顧
」
で
は
、
業
平
と
『
伊
勢
物
語
』
と
の

関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
箇
所
も
あ
る
が
、
藤
村
と
し
て
は
、
業
平
の
和
歌
に

よ
っ
て
、
彼
に
惹
か
れ
る
と
い
う
、
歌
人
と
詩
人
と
職
種
で
の
同
じ
目
線

や
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
言
葉
の
調
子
を
好
む
者
同
士
、
と
い
っ
た
、
在

原
業
平
自
身
へ
の
興
味
が
強
い
こ
と
が
文
中
か
ら
は
読
み
と
れ
る
。

　
白
菊
は
男
性
が
恋
し
て
居
る
女
性
で
あ
る
。
男
性
は
主
体
的
に
自
分
の

方
法

で
、
彼
女
と
の
関
係
性
が
恋
の
縁
へ
と
育
つ
よ
う
に
、
彼
女
の
身
の

上

に
手
を
か
け
て
き
た
、
と
い
う
の
が
第
一
句
の
内
容
と
な
る
。
『
伊
勢

物
語
』
第
五
一
段
「
菊
」
に
は
「
植
ゑ
し
植
ゑ
ば
秋
な
き
時
や
咲
か
ざ
ら

む
花
こ
そ
散
ら
め
根
さ
へ
枯
れ
め
や
」
と
い
う
和
歌
が
あ
る
。
『
古
今
和

歌
集
』
巻
第
五
「
秋
歌
下
」
二
六
八
番
で
は
、
業
平
の
和
歌
と
し
て
載
せ

ら
れ
て
い
る
。
「
植
ゑ
し
植
ゑ
ば
」
は
、
自
分
の
手
で
し
っ
か
り
植
え
た

白
菊
な
の
で
、
と
訳
出
で
き
、
「
え
に
し
」
第
一
句
め
は
、
近
代
日
本
語

表
現
と
し
て
大
変
類
似
し
て
い
る
。
藤
村
は
「
伊
勢
物
語
』
同
段
の
業
平

の
和
歌
を
「
え
に
し
」
の
参
考
歌
と
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
白
菊
は
、
秋
の
終
わ
り
の
夕
方
に
、
誰
の
眼
に
も
つ
か
な
い
窓
辺
で
開

花
す
る
。
第
三
句
の
「
暮
陰
（
ゆ
う
ぐ
れ
）
」
は
、
「
文
学
界
」
初
出
で
は

「
ゆ
う
か
げ
」
と
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
て
い
た
。
「
若
菜
集
』
に
収
め
る
に
あ
た

り
、
「
ゆ
う
ぐ
れ
」
に
書
き
改
め
た
訳
で
あ
る
が
、
本
来
は
夜
が
迫
り
く

る
夕
方
の
時
間
に
花
開
く
設
定
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

「早
春
』
で
は
表
題
を
「
え
に
し
」
か
ら
「
秋
に
隠
れ
て
」
に
変
更
さ
せ

て

い

る
。
「
隠
れ
て
」
は
陰
、
す
な
わ
ち
（
一
）
後
ろ
、
終
わ
り
の
方
で

（
二
）
人
の
眼
に
ふ
れ
ず
に
、
秘
か
に
、
の
二
通
り
の
解
釈
を
重
ね
て
い
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る
。
秋
と
開
花
と
の
、
物
理
的
・
空
間
的
時
間
設
定
に
意
味
を
与
え
て
い

る
。　

「
秋
に
隠
れ
て
」
は
「
え
に
し
」
の
内
容
に
相
当
す
る
た
め
、
藤
村
は

表
題
に

選
び
直
し
た
と
思
わ
れ
る
。
詩
中
に
あ
る
男
女
二
人
の
関
係
は
、

秋
の
後
半
に
、
人
目
に
は
つ
か
な
い
時
間
と
空
間
の
う
ち
に
、
彼
女
が
自

然

に
心
を
開
い
た
こ
と
で
、
秘
か
に
恋
の
縁
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
、

第
三
句
、
四
句
の
白
菊
の
開
花
表
現
に
対
し
て
、
具
体
的
に
告
げ
ら
れ
た

意
味
内
容
で
あ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
第
六
九
段
「
狩
の
使
」
も
ま
た
、
女
性
（
活
子
内
親
王
）

が
斎
宮
と
し
て
伊
勢
へ
下
向
し
た
の
が
十
月
五
日
の
残
菊
の
宴
の
日
で

　
　
な
け

あ
っ
た
。
菊
は
九
月
九
日
の
重
陽
の
宴
で
不
老
長
寿
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

祝
わ
れ
る
花
で
あ
る
が
、
翌
十
日
に
な
る
と
残
菊
と
呼
ば
れ
、
香
り
の
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ほ

さ
、
色
の
変
化
を
賞
美
さ
れ
、
十
月
五
日
の
宴
に
通
じ
る
。
第
七
三
段

「
月
の
う
ち
の
桂
」
で
、
秋
の
終
わ
り
か
ら
冬
の
初
め
の
歌
言
葉
「
月
の

ぱ
ロ桂

」
を
斎
宮
の
女
性
（
活
子
内
親
王
）
に
警
え
て
、
手
紙
す
ら
書
け
ず
、

彼
女
に
逢
う
こ
と
が
か
な
わ
な
い
思
い
を
表
現
し
た
、
男
性
（
業
平
）
の

和
歌
が
あ
り
、
季
節
の
特
定
は
七
三
段
で
も
可
能
で
あ
る
。
「
え
に
し
」

の
背
景

に
「
伊
勢
物
語
』
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
当
時
の
若
い
藤
村

が
同
作
品
を
ど
の
程
度
読
み
込
ん
で
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
提
起
が
生

じ
る
。
重
陽
の
宴
や
残
菊
、
月
の
桂
は
素
養
と
し
て
知
っ
て
居
た
可
能
性

が
あ
る
こ
と
は
「
文
学
界
」
掲
載
の
初
期
の
文
章
か
ら
既
に
予
想
さ
れ
る

の

で

あ
る
が
、
通
常
で
は
全
く
考
え
ら
れ
ず
、
ま
ず
も
っ
て
滅
多
に
な
い

か

ら
こ
そ
、
人
智
に
拠
ら
な
い
定
め
の
結
び
つ
き
が
男
女
の
人
間
関
係
に

は
あ
る
。
そ
れ
が
聖
域
、
神
域
で
起
さ
れ
た
こ
と
で
、
本
来
の
男
女
の
結

び

つ
き
も
皆
そ
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
本
意
、
と
い
う
、
深
い
神
秘
の
内

容
を
、
藤
村
は
『
伊
勢
物
語
』
第
六
九
段
か
ら
読
ん
だ
結
果
を
「
え
に

し
」
に
歌
っ
た
と
い
う
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信

者
で
あ
り
、
既
婚
者
で
あ
っ
た
佐
藤
へ
の
恋
愛
感
情
に
よ
る
共
感
で
あ
る
。

　
「
え
に
し
」
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
「
知
る
や
君
」
は
、
先
に
述
べ
た

よ
う
に
「
え
に
し
」
と
連
続
し
て
考
え
ら
れ
る
恋
愛
詩
で
あ
る
。

　
　
　
　
知
る
や
君

　
　

こ
こ
ろ
も
あ
ら
ぬ
秋
■
の
／
声
に
も
れ
く
る
一
ふ
し
を
／
知
る
や
君

　
　
深
く
も
澄
め
る
朝
潮
の
／
底
に
か
く
る
る
真
珠
（
し
ら
た
ま
）
を
／

　
　
知
る
や
君

　
　
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
や
み
の
夜
に
／
静
に
う
ご
く
星
く
づ
を
／
知
る
や

　
　
君

　
　
ま
だ
弾
き
も
見
ぬ
を
と
め
こ
の
／
胸
に
ひ
そ
め
る
琴
の
音
を
／
知
る

　
　
や
君

　

こ
の
詩
の
特
徴
は
、
「
知
る
や
君
」
の
言
葉
に
、
句
ご
と
で
常
に
特
別

な
改
行
を
施
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
何
を
知
っ
て
居
る
の
か
、
と
い
う
問

い
か
け
の
内
容
が
詩
の
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
歌

い
手
の
男
性
が
一
番
伝
え
た
い
問
い
か
け
は
、
第
四
句
に
あ
る
、
彼
が
好

き
だ
と
思
っ
て
居
る
女
性
が
胸
に
潜
め
て
い
る
恋
の
気
持
ち
に
あ
ふ
れ
た

言
葉
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
を
伝
え
た
い
た
め
に
、
第
一
句
か
ら
三
句

ま
で
の
問
い
か
け
が
、
彼
に
は
必
要
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
無
心
に
鳴
く

秋
の
鳥
、
朝
の
海
の
水
に
流
れ
て
、
母
貝
に
生
れ
て
い
る
真
珠
、
夜
の
時

間
に
静
か
な
風
情
で
天
空
を
移
動
す
る
星
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
女
性
を
警

え
た
景
物
で
あ
る
。

　

真
珠
に
「
し
ら
た
ま
」
と
ル
ビ
を
ふ
っ
て
い
る
の
は
、
藤
村
が
心
惹
か

れ

た
用
例
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
真
珠
を
「
し
ら
た
ま
」
、
白
玉
と
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漢
字
表
記
す

る
の
は
、
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
「
芥
河
」
に
「
白
玉
か
何

ぞ

と
人
の
問
ひ
し
時
つ
ゆ
と
こ
た
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の
を
」
と
い
う
男

性

（業
平
）
の
和
歌
が
該
当
す
る
。
「
知
る
や
君
」
は
「
え
に
し
」
と
共

に
「
秋
の
夢
」
を
表
題
と
し
て
「
文
学
界
」
四
七
号
（
明
治
二
九
年
一
一

月
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
相
関
関
係
が
二
つ
の
詩
に
は
初
出
時
よ
り

あ
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
『
若
菜
集
』
に
収
録
す
る
時
に
は
「
伊
勢
物
語
』

を
背
景
と
し
て
、
二
つ
の
詩
を
同
じ
男
女
の
関
係
を
歌
っ
た
内
容
に
構
成

し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
で
業
平
が
歌
う
女
性
は
、
深
窓
育
ち
で
あ
る
。

「
こ
こ
ろ
も
あ
ら
ぬ
」
よ
う
に
邪
気
が
な
く
、
ま
だ
見
つ
け
ら
れ
て
い
な

い
宝
石
の
「
真
珠
」
の
よ
う
に
育
て
ら
れ
、
「
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
」
よ
う

に
分
別
は
つ
か
ず
に
静
か
で
い
る
。
「
星
く
ず
」
の
よ
う
に
、
ま
だ
役
に

は

立
た

な
い
段
階
で
あ
る
も
の
の
、
光
り
輝
い
て
い
る
麗
し
い
存
在
、
そ

れ

が
詩
の
歌
い
手
で
あ
る
男
性
が
恋
い
慕
い
続
け
て
来
た
「
お
と
め
ご
」

で

あ
る
若
い
少
女
の
よ
う
な
女
性
で
あ
る
。
「
え
に
し
」
で
は
、
男
性
が

彼
女
と
の
関
係
を
、
自
分
の
方
法
で
恋
の
縁
へ
と
育
て
、
彼
女
は
自
然
に
、

彼
以
外
に
は
誰
も
知
ら
な
い
時
空
の
う
ち
に
、
彼
に
は
心
を
開
い
た
と
い

う
解
釈
へ
と
論
じ
て
き
た
。
そ
の
続
き
と
し
て
、
「
知
る
や
君
」
を
読
む

と
、
次
の
よ
う
な
展
開
が
予
想
さ
れ
る
。
男
性
に
と
っ
て
は
、
好
き
で
関

わ
っ
て
来
た
女
性
と
思
い
が
通
じ
た
の
で
、
こ
の
喜
び
や
驚
き
を
誰
か
に

伝
え
た
い
と
思
い
、
「
君
」
を
選
ん
で
問
い
か
け
た
。
「
君
」
と
は
広
義
で

読
者
を
指
す
が
、
「
え
に
し
」
か
ら
の
物
語
性
で
読
み
解
く
と
、
一
般
的

に
男
性
を
尊
ぶ
呼
び
方
と
し
て
の
「
君
」
を
考
え
、
歌
い
手
の
男
性
が
尊

敬
し
て
信
頼
で
き
る
男
友
達
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
彼
女
が

ま
だ
若
く
未
熟
で
あ
っ
て
も
、
彼
に
と
っ
て
は
彼
女
が
ど
ん
な
に
素
晴
ら

し
い
の
か
、
説
明
が
必
要
と
な
る
。
第
一
句
か
ら
三
句
ま
で
は
、
恋
し
い

女
性
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
景
物
で
彼
女
の
麗
し
さ
を
歌
う
た
め
、
男
性
の
独

壇
場
と
し
て
の
詩
の
言
葉
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
は
、
彼
女
が
自
分
と

同
じ
心
を
通
じ
て
く
れ
た
こ
と
が
一
つ
の
〈
事
件
〉
で
あ
っ
た
と
い
う
意

味
に
導
く
。

　
二
人

の

関
係
は
、
確
実
に
恋
愛
の
結
び
つ
き
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
、

男
性
は
彼
女
の
様
子
か
ら
予
感
し
て
い
る
。
「
琴
の
音
」
は
恋
愛
の
言
葉

を
指
す
。
「
音
」
は
、
お
さ
え
ら
れ
ず
に
自
然
と
出
て
し
ま
う
性
質
を
持

ち
、
特
に
、
ま
だ
発
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
状
況
で
の
人
の
声
を
意
味
す
る
。

従
っ
て
、
彼
は
彼
女
が
自
然
に
心
を
開
い
て
か
ら
、
彼
女
が
彼
に
示
す
普

段
の
し
ぐ
さ
や
態
度
、
恋
を
伝
え
な
い
日
常
の
言
葉
を
語
る
彼
女
の
声
、

そ
れ
ら
の
奥
に
は
、
彼
へ
の
恋
の
気
持
ち
を
お
さ
え
き
れ
ず
に
自
然
と
伝

え
て
く
る
、
彼
を
好
き
で
あ
る
と
い
う
彼
女
の
声
を
、
彼
も
彼
女
の
普
段

の

麗
し
い
と
感
じ
る
様
子
か
ら
心
で
感
じ
取
り
、
既
に
比
喩
的
に
〈
聴
い

て

い

る
〉
こ
と
に
な
る
。
彼
に
恋
を
し
て
い
る
と
告
げ
る
、
こ
の
彼
女
の

声
す
ら
、
「
知
る
や
君
」
と
彼
の
男
友
達
に
問
い
か
け
る
こ
と
は
、
尋
常

で

は
な
い
。
勿
論
、
歌
い
手
の
彼
だ
け
が
知
っ
て
い
る
真
実
で
あ
り
、
こ

の
詩

中
の
問
い
は
す
べ
て
歌
い
手
の
彼
だ
け
が
、
こ
れ
か
ら
も
唯
一
の
知

者
と
な
る
。
男
性
は
友
人
に
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
経
験

を
味
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
経
験
を
通
し
て
の
心
情
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
か
と
尋
ね
た
と
い
う
よ
り
も
、
彼
自
身
が
相
思

と
な
り
た
か
っ
た
女
性
と
恋
愛
感
情
が
通
じ
て
い
る
と
い
う
、
ド
ラ
マ

テ

ィ
ッ
ク
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
驚
き
を
知
っ
た
こ
と
そ
の
も
の
を
語
り

た
か
っ
た
と
読
め
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
詩
群
の
構
成
を
連
続
し
た
内
容
と
捉
え
て
の
観
点
か
ら
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詩

を
読
ん
だ
場
合
、
散
文
的
な
展
開
が
起
こ
り
得
る
。
藤
村
が
韻
文
か
ら

散
文
へ
移
行
し
た
後
、
晩
年
ま
で
詩
集
を
六
回
も
改
編
し
た
こ
と
は
、
自

作
の
詩
に
彼
の
言
葉
の
独
自
性
や
特
質
が
あ
り
、
小
説
へ
と
発
展
さ
せ
る

物
語
性
が
強
い
た
め
で
あ
る
。
藤
村
が
詩
を
書
く
契
機
は
佐
藤
輔
子
へ
の

恋
愛
感
情
に
拠
る
と
述
べ
た
。
佐
藤
の
日
記
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
ま
る

で
聖
職
者
の
よ
う
に
、
敬
度
な
信
仰
心
の
持
主
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
当

時
、
藤
村
も
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
る
が
、
師
弟
関
係
で
あ
り
な
が

ら
個
人
同
士
と
し
て
佐
藤
と
恋
愛
感
情
を
抱
い
た
こ
と
へ
の
煩
悶
と
、
そ

れ
に

加
え
て
信
仰
と
両
立
さ
せ
る
こ
と
へ
の
葛
藤
、
す
べ
て
が
精
神
的
に

強
い
負
担
の
あ
る
問
題
と
し
て
、
若
い
藤
村
の
人
生
に
押
し
寄
せ
た
。
支

障
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
藤
村
と
佐
藤
と
の
間
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
い

う
聖
域
が
存
在
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
藤
村
は
苦
し
さ
の
あ
ま
り
、
プ
ロ

テ

ス

タ
ン
ト
か
ら
は
離
れ
る
。
そ
れ
故
、
気
持
ち
が
自
由
に
な
り
、
彼
は

佐
藤
へ
の
恋
愛
感
情
を
詩
の
言
葉
で
表
現
す
る
ま
で
に
至
る
の
で
あ
る
が
、

「
文
学
界
」
時
代
の
こ
の
時
期
に
、
藤
村
は
日
本
の
古
典
文
学
や
西
洋
の

文
学
の
中
に
、
聖
域
や
神
域
と
共
に
あ
る
恋
愛
関
係
の
作
品
を
見
出
し
て

い

く
。
『
新
生
』
で
重
要
な
芸
術
表
現
と
さ
れ
る
ロ
セ
ッ
テ
ィ
翻
訳
詩

「
ア

ベ

ラ
ー
ル
と
エ
ロ
イ
ー
ズ
」
に
、
「
文
学
界
」
時
代
の
こ
の
時
期
に
藤

村
は

出
会
い
、
第
三
詩
集
『
夏
草
』
（
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
一
二

月
六
日
　
春
陽
堂
）
中
の
詩
「
天
の
河
二
首
」
で
取
り
挙
げ
る
。
同
種
に

近
い
形
で
、
『
若
菜
集
」
で
は
、
「
え
に
し
」
「
知
る
や
君
」
の
連
続
し
た

構
成
の
背
景
に

『伊
勢
物
語
』
、
特
に
第
六
九
段
を
題
材
と
し
た
流
れ
を

組
み
立

て
、
取
り
挙
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
『
若
菜
集
』
か
ら
『
落
梅
集
』
ま
で
を
合
本
し
た
『
藤
村
詩
集
』
（
明
治

三
七

（
一
九
〇

四
）
年
九
月
四
日
　
春
陽
堂
）
で
は
、
新
た
な
序
が
書
か

れ

る
。
「
新
し
き
詩
歌
」
と
藤
村
は
自
作
の
詩
を
表
現
す
る
。
詩
歌
と
書

く
よ
う
に
、
全
詩
集
で
は
、
近
代
日
本
語
の
自
詩
の
み
な
ら
ず
、
漢
詩
・

和
歌
・
俳
句
も
自
作
の
詩
の
表
現
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
れ
は
「
詩
を
新

し
く
す
る
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
言
葉
を
新
し
く
す
る
と
同
じ
意
味
で

あ
っ
た
」
（
「
自
伝
」
）
と
晩
年
に
書
く
通
り
、
新
し
い
言
葉
が
彼
の
詩
の

テ

ー
マ
で
あ
っ
た
。
藤
村
は
、
同
文
の
中
で
、
新
し
い
言
葉
を
生
む
こ
と

が

『若
菜
集
』
の
出
発
点
と
明
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
な
ロ

　
三

好
行
雄
氏
は
、
「
若
菜
集
』
に
お
け
る
和
歌
へ
の
傾
き
を
重
視
し
て

い
る
。
『
若
菜
集
』
と
し
て
開
花
す
る
数
々
の
詩
を
書
く
前
、
「
韻
文
に
就

て
」
（
「
太
陽
」
第
一
巻
一
二
号
（
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
＝
一
月
五

日
）
の
文
中
に
、
和
歌
の
限
界
を
伝
え
て
い
た
彼
は
、
和
歌
を
超
え
た
言

葉
の
世
界
を
自
作
の
詩
に
展
開
さ
せ
る
思
い
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か

し
実
際
は
、
和
歌
を
詩
の
言
葉
の
背
景
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
言

葉
は

誕
生
し
て
い
っ
た
。
三
好
行
雄
氏
は
、
和
歌
的
世
界
の
外
へ
拡
張
す

る
こ
と
が
な
く
、
却
っ
て
和
歌
へ
の
接
近
が
、
『
若
菜
集
』
に
お
け
る
詩

語

と
し
て
の
〈
新
し
い
言
葉
〉
を
も
た
ら
し
た
と
指
摘
す
る
。
細
川
正
義

ば

ロ氏

は
、
三
好
氏
の
論
考
を
、
藤
村
自
身
の
〈
人
生
の
春
〉
の
視
点
か
ら
同

感
し
て
い
る
。
藤
村
自
身
、
「
私
は
仙
台
へ
行
っ
た
。
（
略
）
私
の
生
涯
は

そ
こ
へ
行
っ
て
初
め
て
夜
が
明
け
た
よ
う
な
気
が
し
た
」
（
改
訂
版
『
藤

村
詩
集
』
（
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
＝
一
月
一
〇
日
　
春
陽
堂
）
）
と
、

仙
台
在
住
が
た
っ
た
一
年
間
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
ら
し
い
人
生
の
軌
道

に

乗
っ
た
こ
と
を
感
じ
た
明
る
い
時
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

彼
が
仙
台
で
詩
の
言
葉
を
表
現
し
た
こ
と
は
、
個
人
の
自
然
な
生
き
方
に

則
り
な
が
ら
、
古
代
か
ら
の
日
本
人
の
持
情
性
と
も
合
致
し
た
こ
と
に
な

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
藤
村
が
自
分
の
恋
愛
体
験
を
契
機
に
詩
を
生
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み

出
し
た
こ
と
は
、
言
葉
が
「
言
の
葉
」
で
あ
る
和
歌
の
恋
の
歌
か
ら
の

正
統
な
流
れ
に
乗
り
、
近
代
日
本
語
と
し
て
の
新
し
い
言
葉
を
恋
愛
詩
か

ら
誕
生
さ
せ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
注

－
　
関
良
一
注
釈
「
若
水
」
第
三
項
（
日
本
近
代
文
学
大
系
1
5
「
藤

　
　
　
　
村
詩
集
』
（
昭
和
四
六
年
＝
一
月
　
角
川
書
店
）
）

　
　
2
　
平
岡
敏
夫
「
文
学
界
」
事
項
（
伊
東
一
夫
編
「
島
崎
藤
村
事

　
　
　
　
典
』
改
訂
版
（
昭
和
五
一
年
九
月
　
明
治
書
院
）
）
。

　
　
3
　
片
桐
洋
一
「
な
つ
の
よ
（
夏
夜
）
」
事
項
（
片
桐
洋
一
「
歌
枕

　
　
　

歌

こ
と
ば
辞
典
』
増
訂
版
（
平
成
ニ
ハ
年
二
月
　
笠
間
書
院
）
）
。

　
　
4
　
片
桐
洋
一
「
む
ら
さ
き
（
紫
）
」
事
項
（
注
3
に
同
じ
）
。

　
　
5
　
大
塚
光
信
編
『
新
抄
物
資
料
集
成
」
第
四
巻
　
五
六
頁
下
段

　
　
　
　
（
平
成
＝
一
年
八
月
　
清
文
堂
出
版
）
。

　
　
6
　
鏡
味
國
彦
「
ロ
セ
ッ
テ
ィ
と
蒲
原
有
明
」
（
「
ダ
ン
テ
・
ゲ
イ
ブ

　
　
　

リ
エ
ル
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
と
明
治
期
の
詩
人
た
ち
』
三
章
（
平
成

　
　
　
　
二
年
九
月
文
化
書
房
博
文
社
）
）
。

　
　
7
　
関
良
一
注
釈
「
ゑ
に
し
」
第
十
項
（
注
1
に
同
じ
）
。

　
　
8
　
「
え
に
し
（
縁
）
」
事
項
（
精
選
版
「
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
一

　
　
　

巻
（
平
成
一
八
年
四
月
　
小
学
館
）
）
。

　
　
9
　
福
井
貞
助
『
伊
勢
物
語
』
解
説
（
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

　
　
　

12

（平
成
一
一
年
三
月
　
小
学
館
）
）
。

　
　
1
0
　
藤
村
の
蔵
書
目
録
（
千
代
田
区
下
六
番
町
一
七
の
自
宅
内
に
よ

　
　
　

る
蔵
書
）
に
は
、
上
田
万
年
、
山
本
信
哉
、
平
田
盛
胤
共
編

　
　
　

「平
田
篤
胤
全
集
』
（
昭
和
七
年
＝
月
内
外
書
籍
株
式
会
社
）

　
　
　

が
載
せ

ら
れ
て
い
る
。
藤
村
が
晩
年
に
お
い
て
在
原
業
平
や

14 13　　121115

「伊
勢
物
語
』
に
言
及
す
る
の
は
昭
和
十
年
～
＝
年
頃
で
あ

る
が
、
平
田
篤
胤
は
「
伊
勢
物
語
梓
弓
』
と
い
う
『
伊
勢
物

語
』
注
釈
書
を
書
い
て
お
り
、
「
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

「伊
勢
物
語
年
譜
」
（
注
9
に
同
じ
）
。

「き
く
（
菊
）
」
「
し
ら
ぎ
く
（
白
菊
）
」
「
ざ
ん
ぎ
く
（
残
菊
）
」

事
項

（注
8
に
同
じ
）
。

片
桐
洋
一
「
つ
き
の
か
つ
ら
（
月
桂
）
」
事
項
（
注
3
に
同
じ
）
、

「
つ
き
（
月
）
」
事
項
（
注
8
に
同
じ
）
。

三
好
行
雄
「
詩
人
藤
村
　
「
若
菜
集
」
の
世
界
」
（
コ
ニ
好
行
雄

著
作
集
』
第
一
巻
「
島
崎
藤
村
論
』
（
平
成
五
年
七
月
　
筑
摩

書
房
）
）
。

細
川
正
義
「
「
若
菜
集
」
の
世
界
」
（
「
日
本
文
芸
学
」
第
＝

号

（昭
和
五
一
年
十
月
日
本
文
芸
学
会
）
）
。

　　　　　　　　　　
（

本
学
大
学
院
第
一
回
修
了
生
、
国
語
国
文
学
科
研
究
室
勤
務
）

一 42一


