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岩

坪

健

本
稿
は
『
源
氏
流
極
秘
奥
儀
抄
』
の
松
風
（『
源
氏
物
語
』
第
一
八
帖
）
か
ら
玉
鬘
（
第
二
二
帖
）
ま
で
を
掲
載
す
る
。
各
帖
の
担
当

者
（
出
口
京
香
、
胡
鴻
洋
、
武
蔵
隼
斗
）
は
、
す
べ
て
本
学
博
士
課
程
在
学
者
で
あ
る
。
凡
例
な
ど
は
前
稿
と
同
じ
で
あ
る
の
で
省
略
す

る
。

マ
ツ
カ
セ

十
八

松
風

カ
セ

マ
キ

オ
ン
コ
ヽ
ロ

ア
サ

ニ
ウ
タ
ウ

コ
ラ
ン

ミ
ヤ
コ

１マツ松
風
の
巻
は
、
あ
か
し
に
て
御
心
ざ
し
浅
か
ら
ず
入
道
の
む
す
め
を
お
ぼ
し
め
し
て
、
た
ゝ
な
ら
ざ
り
し
を
御
覧
し
す
て
ゝ
、
都
へ
の
ぼ

オ
ン
ヒ
メ
キ
ミ

ツ
キ
ヒ
ス
キ

ミ
ツ

ナ
リ
タ
マ

２

チ
カ

オ
ホ
ヰ

り
給
ひ
し
を
、
御
姫
君
う
み
奉
り
て
、
と
か
く
月
日
過
て
三
に
成
給
ふ
。
あ
ま
り
、
さ
か
ひ
へ
だ
ゝ
り
て
恋
し
け
れ
は
、

３ミヤ
コ都
近
き
大
井

ス
マ

ナ
ミ
ス
コ

マ
ツ

ア
ラ
シ

モ
ノ

オ
モ

シ

ノ
コ

オ
キ

コ
ト

タ
ン

マ
キ
ナ
リ

と
い
ふ
所
ニ

住
せ
給
ふ
に
、

４カハ川
浪
凄
く
松
の
嵐
に
物
さ
ひ
し
く
思
ひ
て
、

５ケン源
氏
の
か
た
み
に
残
し
置
給
ひ
し
琴
を
弾
し
給
ひ
た
る
巻
也
。

へ

フ
ル
サ
ト

キ
ヽ

ニ

マ
ツ
カ
セ

フ
ク

６ミ身
を
か
へ
て
ひ
と
り
か
ゑ�
れ
る
古
里
に
聞
し
に
似
た
る
松
風
そ
吹

マ
ツ
カ
セ

松
風

コ
テ
ン
イ
ハ
ク

セ
ン
ゴ
チ
ヤ
ウ

カ
ロ

８

コ
ウ
シ
ヤ
ア
ル

御
伝
ニ

曰
、

７ア
カ
シ

明
石
の
こ
と
く
あ
し
ら
へ
、
前
後
長
た
ん
軽
く
す
へ
し
。
又
、
か
け
の
す
ゝ
き
と
て
、
切
留
の
す
ゝ
き
、
遣
ひ
や
う
功
者
有
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マ
ツ

イ
ケ

カ
キ
ツ
ハ
タ

キ
ヽ
ヤ
ウ

オ
ミ
ナ
ヘ
シ

イ
ク

タ
イ
シ

へ
し
。

９モツ
ト
モ尤
う
ら
に
遣
ひ
て
よ
し
。
ワ
カ若
松
を
生
、
マ
ヘ前
に
杜
若
か
桔
梗
か
女
郎
花
な
と
生
へ
し
。
此
も
よ
う
大
事
也
。

ク
ア
ン
イ
ハ
ク

ホ
カ

ハ
ナ

サ
ン
ネ
ン

ソ
テ

ウ
ヘ

タ
マ

タ
テ
マ
ツ

愚
按
ニ

曰
、
ヲ
ハ
ナ

尾
花
に
外
ノ

花
を
あ
し
ら
ふ
。「
ニ二
三
年
か
ほ
と
袖
の
上
の
玉
の
や
う
に
も
て
な
し
、
か
し
つ
き
、
な
じ
み
奉
る
」
と
あ
り
。

ソ
テ

モ
チ
フ

ク
ハ

「
オ
ハ
ナ

尾
花
か
袖
」
と
い
ふ
を
用
る
也
。
マ
ツ松

親
ニ

よ
れ
り
。
ハ
ク白
花
月
お
も
し
ろ
き
あ
た
り
な
れ
は

あ
そ
ひ
給
ふ
と
あ
り
。

十
八

松
風

六
条
の
御
息
所
。
松
、
杜
若
、
桔
梗
、
女
郎
花
。

【
訳
】
松
風
の
巻
は
、
明
石
で
（
光
源
氏
が
）
愛
情
深
く
入
道
の
娘
を
お
思
い
に
な
っ
て
、（
光
源
氏
の
子
を
）
身
ご
も
っ
て
い
た
の
を
見

捨
て
ら
れ
て
、（
光
源
氏
だ
け
）
都
に
上
ら
れ
た
が
、（
明
石
の
君
が
）
姫
君
を
お
産
み
し
て
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
月
日
が
過
ぎ
て
（
姫
君

お
お
い

は
）
三
歳
に
な
ら
れ
る
。
あ
ま
り
に
遠
く
隔
た
っ
て
い
て
恋
し
い
の
で
、（
光
源
氏
は
明
石
の
君
を
）
都
に
近
い
大
堰
と
い
う
所
に
住
ま

せ
な
さ
る
と
、（
明
石
の
君
は
大
堰
川
の
）
川
波
の
音
が
身
に
し
み
て
、
松
を
吹
く
嵐
に
も
の
寂
し
く
思
っ
て
、
光
源
氏
が
形
見
に
残
し

て
置
か
れ
た
琴
を
お
弾
き
に
な
っ
た
巻
で
あ
る
。

尼
姿
に
身
を
変
え
て
、（
夫
の
入
道
を
明
石
に
残
し
て
）
一
人
で
帰
っ
て
来
た
故
郷
で
、（
あ
の
明
石
の
地
で
）
聞
い
た
風
に
似
た
松

風
が
吹
い
て
い
る
こ
と
よ
。

師
伝
に
よ
る
と
、
明
石
の
巻
の
活
け
方
の
よ
う
に
取
り
合
わ
せ
、
前
後
長
短
は
軽
く
す
る
の
が
よ
い
。
ま
た
、
掛
け
の
薄
と
い
っ
て
、
切

り
留
め
の
薄
の
使
い
方
は
巧
み
さ
が
い
る
。
と
り
わ
け
裏
に
使
う
の
が
よ
い
。
若
松
を
活
け
、
前
に
杜
若
か
桔
梗
か
女
郎
花
な
ど
を
活
け

る
の
が
よ
い
。
こ
の
形
が
大
切
で
あ
る
。

愚
案
に
よ
る
と
、
尾
花
に
他
の
花
を
取
り
合
わ
せ
る
。「
二
、
三
年
の
間
、（
明
石
入
道
は
孫
の
姫
君
を
）
袖
の
上
の
玉
の
よ
う
に
世
話

を
し
、
大
切
に
育
て
、
懐
い
て
さ
し
あ
げ
る
」
と
（
物
語
に
）
あ
る
。「
尾
花
が
袖
」
と
い
う
の
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
松
は
親
に
由

来
す
る
。
白
花
は
、「
月
が
趣
深
い
所
な
の
で
合
奏
さ
れ
る
」
と
（
物
語
に
）
あ
る
（
こ
と
に
よ
る
）。
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【
注
】
１
「
此
巻
、
ま
つ
か
せ
と
い
ふ
事
。
け
ん
し
の
、
あ
か
し
に
て
御
心
さ
し
浅
か
ら
ず
、
入
道
の
む
す
め
を
お
ほ
し
め
し
て
、
た
ゝ

な
ら
さ
り
し
を
御
覧
し
す
て
ゝ
、
の
ほ
り
給
ひ
し
を
、
御
ひ
め
き
み
う
み
た
て
ま
つ
り
て
、
と
か
く
月
日
す
き
て
、
三
に
な
り
給
ふ
」

（『
小
鏡
』）。「
松
風
の
巻
は
、
明
石
に
て
あ
ひ
な
れ
給
ひ
し
女
、
ひ
め
君
を
も
ふ
け
、
三
年
へ
た
ゝ
り
て
」（『
龍
野
』）。
光
源
氏
は
明
石

の
地
で
結
ば
れ
た
明
石
の
君
を
残
し
て
、
朝
廷
の
許
し
に
よ
り
帰
京
し
た
。
そ
の
後
、
明
石
の
君
は
明
石
で
姫
君
を
出
産
し
た
。
松
風
の

巻
で
は
そ
れ
か
ら
二
年
が
経
ち
、
姫
君
は
数
え
で
三
歳
に
な
っ
た
。

２
「
あ
ま
り
に
さ
か
ひ
へ
た
ゝ
り
た
れ
は
、
お
ほ
つ
か
な
く
恋
し

く
お
ほ
し
て
」（『
小
鏡
』）。
光
源
氏
は
明
石
の
君
と
三
年
離
れ
て
い
た
間
、
恋
し
く
思
い
絶
え
ず
手
紙
を
送
る
。

３
「
京
ち
か
き
大
井

と
い
ふ
所
に
住
給
ふ
」（『
龍
野
』）。『
源
氏
物
語
』
で
は
光
源
氏
は
改
築
し
た
二
条
の
東
院
に
、
明
石
の
君
を
迎
え
よ
う
と
す
る
。
明
石

の
君
は
姫
君
の
将
来
を
案
じ
て
上
京
を
決
意
す
る
が
、
光
源
氏
の
恋
人
た
ち
が
住
む
二
条
の
東
院
に
入
る
こ
と
を
た
め
ら
い
、
母
方
の
曽

お
お
い
が
わ

祖
父
が
大
堰
川
の
あ
た
り
に
持
っ
て
い
た
屋
敷
に
移
り
住
む
。

４
「
川
な
み
す
こ
く
、
松
風
ふ
き
は
ら
ひ
て
、
ふ
る
さ
と
と
し
も
お
ほ

え
す
、
さ
ひ
し
け
れ
は
」（『
小
鏡
』）。「
川
な
み
す
ご
く
、
松
の
あ
ら
し
に
、
も
の
さ
ひ
し
く
お
も
ひ
て
」（『
龍
野
』）。「
松
の
嵐
」
は
松

の
梢
に
吹
く
強
風
。
明
石
の
君
と
母
君
は
、
大
堰
川
の
波
音
に
明
石
の
海
を
思
い
出
し
、
松
風
の
音
を
聞
い
て
物
思
い
に
ふ
け
る
。

５

「
あ
か
し
を
け
ん
し
、
出
給
ひ
し
お
り
、
都
よ
り
も
た
せ
給
ひ
し
こ
と
を
、
あ
ふ
ま
て
の
か
た
み
と
て
、
を
き
給
ふ
を
取
い
た
し
て
、
ひ

（
弾
）

き
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。「
源
氏
の
形
見
に
残
し
給
ひ
し
琴
を
た
ん
し
た
ま
ひ
た
る
」（『
龍
野
』）。
松
風
の
音
は
琴
の
音
に
例
え
ら
れ
、

「
松
」
に
「
待
つ
」
を
掛
け
て
、
人
を
待
つ
寂
寥
感
や
寂
し
さ
を
歌
う
。
例
、「
夏
の
夜
、
深
養
父
が
琴
ひ
く
を
き
き
て

み
じ
か
夜
の
ふ

け
ゆ
く
ま
ま
に
高
砂
の
峰
の
松
風
吹
く
か
と
ぞ
聞
く
」（
後
撰
和
歌
集
・
夏
・
一
六
七
・
兼
輔
）。

６
巻
名
歌
。
明
石
の
君
が
琴
を
鳴
ら

す
と
、
松
風
が
響
き
合
い
、
母
の
尼
君
が
明
石
の
浦
で
聞
い
た
松
風
を
思
い
出
し
て
詠
ん
だ
歌
。「
ふ
る
さ
と
」
は
尼
君
の
祖
父
が
所
有

し
て
い
た
大
堰
の
屋
敷
。

７

明
石
の
巻
の
注
８
で
は
前
は
海
辺
、
後
ろ
は
人
里
と
す
る
。

８
「
此
薄
の
遣
方
、
か
け
の
薄
と
て
、
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習
也
」（『
龍
野
』）。『
い
け
ば
な
総
合
大
事
典
』（
主
婦
の
友
社
、
一
九
八
〇
年
）
に
よ
る
と
薄
は
陽
の
草
で
あ
る
の
で
、「
か
け
の
す
ゝ

き
」
は
陰
の
薄
で
は
な
く
、
掛
け
の
薄
か
。「
留
」
は

蓬
生
の
巻
の
注

参
照
。「
切
留
」
と
は
草
木
を
傾
け
て
活
け
る
た
め
、
花
瓶
の

口
と
内
壁
と
で
支
え
る
方
法
を
い
う
。
内
側
の
壁
に
沿
う
よ
う
に
草
木
の
根
元
を
斜
め
に
切
り
、
先
の
方
は
花
瓶
口
に
も
た
れ
さ
せ
て
固

定
す
る
。

９
「
薄
は
後
ロ
に
遣
ひ
」（『
龍
野
』）。

明
石
の
巻
の
注
６
で
も
、
松
の
裏
側
に
季
節
の
花
か
糸
薄
を
あ
し
ら
う
。
後
ろ
根

締
め
と
言
い
、
挿
し
た
花
や
枝
の
根
元
を
締
め
て
形
を
整
え
る
た
め
、
後
ろ
に
草
花
を
挿
し
添
え
る
。

「
此
か
た
、
曲
ヒ
松
な
り
」

（『
龍
野
』）。「
曲
ヒ
松
」
は
「
磯
馴
松
」（

明
石
の
巻
の
注
５
）
と
同
じ
か
。
一
方
「
若
松
」
は
多
く
の
年
を
経
な
い
松
で
、
数
え
三
歳

の
明
石
の
姫
君
に
例
え
る
。

「
杜
若
は
前
に
遣
ふ
へ
し
」「
前
の
留
は
、
女
郎
花
か
桔
梗
に
て
も
仕
上
ル
な
り
」（『
龍
野
』）。
こ
れ

ら
の
花
は
明
石
の
君
に
な
ぞ
ら
え
る
。「
女
郎
花
」
は
そ
の
当
て
字
の
通
り
、
女
性
に
例
え
る
。
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
枝
の
先
端
部
に

黄
色
の
小
さ
な
花
が
多
数
、
密
に
集
ま
っ
て
咲
く
。「
桔
梗
」
は
陰
花
で
女
性
を
表
わ
し
、
八
、
九
月
ご
ろ
青
紫
色
の
花
を
咲
か
せ
る
。

桔
梗
も
女
郎
花
も
秋
の
七
草
の
一
つ
。「
杜
若
」
は
そ
の
五
文
字
を
句
の
頭
に
詠
み
こ
ん
だ
和
歌
、「
唐
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
妻
し
あ
れ
ば

き

は
る
ば
る
来
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ
」（
古
今
和
歌
集
・
羈
旅
・
四
一
〇
・
業
平
）
に
よ
り
、
遠
く
離
れ
て
い
る
「
妻
」
を
連
想
さ
せ
る
。

杜
若
は
明
石
の
君
の
ほ
か
、
紫
の
上
に
も
な
ぞ
ら
え
た
（

明
石
の
巻
の
注

）。

「
も
や
う
も
の
な
り
。
大
事
」（『
龍
野
』）。「
模

様
」
は
形
、
趣
の
意
。

絵
合
の
巻
の
注

参
照
。

「
尾
花
」
は
薄
の
別
名
。
穂
の
形
が
動
物
の
尾
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

名
が
つ
い
た
。

「
二
三
年
か
ほ
と
、
袖
の
上
の
玉
の
や
う
に
、
も
て
な
し
か
し
つ
き
、
な
じ
み
た
て
ま
つ
る
」（『
小
鏡
』）。『
源
氏

ほ
か

物
語
』
で
は
、「（
姫
君
は
）
夜
光
り
け
む
玉
の
心
地
し
て
、（
祖
父
の
入
道
は
）
袖
よ
り
外
に
は
放
ち
き
こ
え
ざ
り
つ
る
」（
四
〇
三
頁
）

と
あ
る
。

風
に
な
び
く
尾
花
が
、
人
が
袖
を
振
っ
て
い
る
様
子
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
尾
花
は
袖
に
例
え
ら
れ
る
。
例
、「
心
を

ば
尾
花
が
袖
に
と
ゞ
め
お
き
て
駒
に
ま
か
す
る
野
辺
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」（
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
・
二
二
）。
こ
の
「
尾
花
が
袖
」
は
、
明
石
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入
道
の
「
袖
の
上
」（
注

）
に
見
立
て
る
。

注

の
「
若
松
」
は
明
石
の
姫
君
を
指
す
の
で
、
こ
の
「
松
」
は
親
に
な
っ
た
明
石

の
君
を
表
す
か
。

「
月
お
も
し
ろ
き
あ
た
り
な
れ
ば
あ
そ
ひ
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。「
月
お
も
し
ろ
き
あ
た
り
」
は
、
光
源
氏
が
宴
を

開
い
た
桂
の
地
で
、
平
安
京
の
西
側
に
あ
り
、
明
石
の
君
が
住
む
大
堰
に
近
い
。
桂
の
地
は
月
の
名
所
で
、
月
に
は
桂
の
木
が
生
え
て
い

し
ろ
た
へ

く
れ
な
ゐ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。「
白
妙
の
白
き
月
を
も
紅
の
色
を
も
な
ど
か
あ
か
し
と
言
ふ
ら
ん
」（
拾
遺
和
歌
集
・
雑
下
・
五
一
八
・
藤
原

こ
れ
ひ
ら

伊
衡
）
の
よ
う
に
月
の
色
は
白
と
さ
れ
、
白
い
花
に
例
え
た
。
ま
た
白
は
五
行
思
想
で
は
秋
と
西
に
当
て
る
の
で
、
こ
の
場
面
の
季
節
と

場
所
に
合
う
。

（
出
口
京
香
）

ウ
ス
ク
モ

十
九

薄
雲

ク
モ

ニ
ヨ
イ
ン

フ
チ
ツ
ホ

オ
ン
コ
ト
ナ
リ

マ
イ

ミ
ヤ

ケ
ン
シ

チ
キ
リ

ワ
カ
ミ
ヤ
イ
テ
キ

１ウス薄
雲
の
女
院
と
申
は
藤
壺
の
御
事
也
。

２ケ
ン
シ

源
氏
の
け
い
ぼ
な
れ
ば
、
し
の
び
て
参
り
給
ふ
る
人
也
。

３コノ此
宮
江

源
氏
わ
り
な
く
も
契
、
若
宮
出
来

ク
ラ
イ

チ
ヽ
ミ
カ
ト

ミ

コ

（
マ
マ
）

ミ
ヤ

さ
せ
給
ひ
て
、

４オン御
位
に
つ
き
給
ふ
ま
て
、
父
御
門
の
御
子
と
の
み
、
人
さ
へ
や
お
も
ら
ん
。

５藤
つ
ほ
の
事

か
ゝ
や
く
日
の
宮
、
三
十
七
に
て
、
と
く

ヤ
ヨ
ヒ

コ
ト
ナ
リ

リ
ヤ
ウ
ア
ン

ミ
カ
ト
ハ
シ
メ

オ
ン
ナ
ケ
キ

８

ケ
ン
シ

オ
ン
コ
ヽ
ロ

も
か
く
れ
給
ふ
。

６コロ頃
は
三
月
の
事
也
。

７テ
ン
カ

天
下
諒
闇
、
御
門
を
始
、
御
歎
の
い
ろ
ふ
か
し
。
ま
し
て
源
氏
の
御
心
の
う
ち
、
お
も
ひ
や
る

へ
し
。９

ミ
ネ

ウ
ス
ク
モ

ソ
テ

入
日
さ
す
峰
に
た
な
ひ
く
薄
雲
は
物
思
ふ
袖
に
い
ろ
や
ま
が
へ
る

ウ
ス
ク
モ

薄
雲

コ
ノ
カ
タ

シ
セ
ツ

ハ
ナ

ス
ヽ
キ

フ
ユ
ヲ
ハ
ナ

マ
タ

オ
ホ
ハ

イ
ク

イ
リ
ヒ

御
伝
ニ

曰
ク

、
此
形
、
時
節
の
花
木
よ
し
。
ア
キ秋
芒
か
冬
尾
花
か
、
又
は
大
葉
も
の
か
、
か
た
の
如
く
生
る
也
。
花
を
入
日
と
見
、
す
ゝ
き

ク
モ

コ
ヽ
ロ
ウ

ハ
ル

を
た
な
ひ
く
雲
と
心
得
へ
し
。
コ
ロ頃
は
春
也
。

イ
ハ
ク

フ
チ

テ
ン
カ
リ
ヤ
ン
ア
ン

ト
キ

ハ
ナ
カ
タ

ナ
ラ
ヒ

ク
ア
ン

愚
按
ニ

曰
、
藤
を
い
く
る
も
よ
し
。
か
ゝ
や
く
日
の
宮
に
た
と
ふ
。
又
曰
ク

、
天
下
諒
闇
の
時
な
れ
は
、
花
形
さ
ひ
し
く
い
く
る
事
習

― ５９ ―
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サ
ク
ラ

也
。
マ
タ又
、
桜
を
い
く
る
。

フ
カ深
草
の
野
へ
の
さ
く
ら
し
心
あ
ら
は
こ
と
し
計
は
す
み
そ
め
に
さ
け

ク
ハ
ン
チ
ウ

ケ
イ
フ
ツ

と
、
ひ
と
り
花
に
か
こ
ち
給
ふ
所
あ
り
。
巻
中
の
景
物
か
く
の
如
し
。

十
九

薄
雲

な
つ
の
御
か
た
。
時
節
ノ
花

秋
芒
、
冬
尾
花
、
大
葉
も
の
、
藤
。

【
訳
】
薄
雲
の
女
院
と
申
す
の
は
藤
壺
の
事
で
あ
る
。
光
源
氏
の
継
母
な
の
で
、（
光
源
氏
が
）
忍
ん
で
参
り
な
さ
る
人
で
あ
る
。
こ
の

（
藤
壺
の
）
宮
に
光
源
氏
が
無
理
に
関
係
を
結
ん
で
、
若
宮
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
、（
冷
泉
帝
と
し
て
）
即
位
さ
れ
る
ま
で
、
桐
壺
院
の

皇
子
と
ば
か
り
、
世
人
も
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
輝
く
日
の
宮
と
呼
ば
れ
た
藤
壺
は
三
十
七
歳
で
、
早
く
も
お
亡
く
な
り
に
な
る
。
頃

は
三
月
の
事
で
あ
る
。
世
を
挙
げ
て
喪
に
服
し
、
冷
泉
帝
を
は
じ
め
悲
嘆
の
ご
様
子
は
深
い
。
ま
し
て
や
光
源
氏
の
御
心
の
中
は
、
想
像

し
て
ほ
し
い
。

夕
日
が
射
し
て
い
る
峰
に
た
な
び
い
て
い
る
薄
雲
は
、
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
私
の
喪
服
の
袖
と
色
が
似
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

師
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
形
は
季
節
の
花
木
が
よ
い
。
秋
薄
か
冬
尾
花
か
、
ま
た
は
大
葉
も
の
か
を
型
通
り
に
活
け
る
の
で
あ
る
。
花
を
入

日
と
見
て
、
薄
を
た
な
び
く
雲
と
理
解
し
な
さ
い
。
頃
は
春
で
あ
る
。

愚
案
に
よ
る
と
、
藤
を
活
け
る
の
も
よ
い
。
輝
く
日
の
宮
（
と
讃
え
ら
れ
た
藤
壺
）
に
例
え
る
。
ま
た
（
愚
案
に
）
よ
る
と
、
世
を
あ

げ
て
服
喪
す
る
時
な
の
で
、
花
の
形
は
寂
し
く
活
け
る
こ
と
が
習
わ
し
で
あ
る
。
ま
た
、
桜
を
活
け
る
。

（
亡
骸
を
お
さ
め
た
）
深
草
の
野
の
桜
に
心
が
あ
る
な
ら
ば
、
せ
め
て
今
年
だ
け
は
（
喪
服
と
同
じ
）
墨
色
に
咲
い
て
ほ
し
い
。

と
、（
光
源
氏
が
）
一
人
で
花
に
嘆
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
巻
の
中
の
風
物
は
、
こ
の
通
り
で
あ
る
。

十
九

薄
雲

夏
の
御
方
。
時
節
の
花

秋
薄
、
冬
尾
花
、
大
葉
も
の
、
藤
。
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【
注
】
１
「
此
う
す
雲
の
女
院
と
申
は
、
藤
つ
ほ
の
事
」（『
小
鏡
』）。「
薄
雲
の
女
院
と
申
は
、
藤
つ
ほ
の
御
事
に
て
候
」（『
龍
野
』）。
藤

壺
は
桐
壺
帝
の
后
、
紫
の
上
の
叔
母
。

２
「
か
ゝ
や
く
日
の
宮
と
申
は
、
け
ん
し
の
け
い
ぼ
、
し
の
ひ
て
参
り
た
ま
ふ
る
人
な
り
」

（『
小
鏡
』）。
光
源
氏
が
幼
い
時
に
亡
く
な
っ
た
母
（
桐
壺
の
更
衣
）
と
藤
壺
は
他
人
の
空
似
で
あ
っ
た
の
で
、
光
源
氏
は
義
母
に
あ
た
る

藤
壺
を
密
か
に
慕
っ
た
。

３
「
此
宮
へ
、
源
氏
、
わ
り
な
く
も
し
の
ひ
て
、
若
宮
、
出
来
さ
せ
給
ひ
候
」（『
龍
野
』）。
若
宮
は
冷
泉
帝

を
指
す
。
５
若
紫
の
巻
で
、
藤
壺
が
病
気
で
実
家
に
下
が
っ
た
時
、
光
源
氏
が
人
目
を
忍
ん
で
会
い
、
懐
妊
し
た
。

４
「
十
一
才
に
て

御
位
に
つ
き
給
ふ
ま
て
、
父
御
門
の
御
子
と
の
み
、
人
さ
へ
や
お
も
ひ
ま
い
ら
せ
候
」（『
龍
野
』）。
冷
泉
帝
の
実
父
は
光
源
氏
で
あ
る

が
、
世
間
で
は
桐
壺
帝
の
子
と
さ
れ
、
冷
泉
帝
も
即
位
し
て
藤
壺
が
亡
く
な
る
ま
で
は
実
情
を
知
ら
な
か
っ
た
。

５
「
御
と
し
三
十
七

に
て
、
か
く
れ
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。
当
時
、
三
十
七
歳
は
厄
年
。
光
源
氏
は
「
光
る
君
」、
藤
壺
は
「
輝
く
日
の
宮
」
と
並
び
称
さ
れ
た

（
１
桐
壺
の
巻
、
四
四
頁
）。

６
「
こ
ろ
は
三
月
の
事
な
り
」（『
小
鏡
』）。
藤
壺
が
亡
く
な
っ
た
旧
暦
三
月
は
桜
が
咲
く
頃
。

７
「
天

下
諒
闇
な
り
。
御
門
を
は
し
め
た
て
ま
つ
り
て
、
御
歎
の
い
ろ
、
ふ
か
し
」（『
小
鏡
』）。
慈
悲
深
い
藤
壺
の
死
を
世
人
は
惜
し
み
、
殿
上

人
な
ど
は
皆
、
黒
い
喪
服
を
着
た
。

８
「
と
り
わ
け
、
け
ん
し
の
御
心
の
う
ち
、
お
も
ひ
や
る
へ
し
」（『
小
鏡
』）。
光
源
氏
は
自
邸
の

敷
地
に
設
け
た
念
誦
堂
に
一
人
で
引
き
こ
も
り
、
一
日
中
泣
き
暮
ら
し
た
。

９
巻
名
歌
。
薄
く
た
な
び
い
て
い
る
雲
が
喪
服
と
同
じ
薄

墨
色
で
あ
る
の
を
見
て
、
光
源
氏
が
詠
ん
だ
和
歌
。

「
此
か
た
、
身
木
、
時
節
の
陽
花
」（『
龍
野
』）。「
陽
花
」「
陰
花
」
は

花
散

里
の
巻
の
注

を
参
照
。

「
冬
す
ゝ
き
か
大
葉
も
の
か
、
か
た
の
こ
と
く
生
る
也
」（『
龍
野
』）。「
芒
」
は
秋
の
七
草
の
一
つ
で
、

秋
に
な
る
と
茎
頭
に
大
き
い
黄
褐
色
の
花
穂
を
つ
け
、
小
穂
（
尾
花
と
呼
ぶ
）
に
絹
糸
状
の
白
毛
が
あ
る
。「
尾
花
」
の
名
は
、
花
の
形

が
獣
の
尾
に
似
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。「
大
葉
」
の
葉
は
大
楕
円
形
で
、
裏
面
に
灰
白
色
の
細
毛
が
密
生
す
る
。

「
陽
花
は
入
日
、

す
ゝ
き
は
、
た
な
ひ
く
雲
と
見
る
へ
し
」（『
龍
野
』）。「
た
な
び
く
雲
」
は
注
９
の
和
歌
に
よ
る
。

注
６
参
照
。

藤
を
活
け
る

― ６１ ―

『
源
氏
流
極
秘
奥
儀
抄
』
注
釈
（
三
）

松
風
〜
玉
鬘



の
は
、
藤
壺
の
名
に
ち
な
む
。

注
５
参
照
。

注
７
参
照
。

「�
ふ
か
く
さ
の
野
へ
の
さ
く
ら
し
心
あ
ら
は
こ
と
し
の
は
る

は
す
み
そ
め
に
さ
け
�
な
と
ゝ
、
花
に
ひ
と
り
か
こ
ち
給
ひ
て
、
な
か
め
た
ま
ふ
」（『
小
鏡
』）。
光
源
氏
は
自
邸
の
庭
の
桜
を
見
て
、
こ

の
和
歌
（
古
今
和
歌
集
・
哀
傷
・
八
三
二
・
上
野
岑
雄
）
を
口
ず
さ
ん
だ
。

（
胡
鴻
洋
）

ア
サ
カ
ホ

二
十

朝
貌

サ
イ
イ
ン

シ
キ
フ
キ
ヤ
ウ

ミ
ヤ

ヒ
メ
キ
ミ

カ

モ

イ
ツ
キ

２

ア
リ

１アサ
カ
ホ

朝
貌
の
斎
院
は
、
式
部
卿
の
宮
の
姫
宮
、
加
茂
の
斉
に
て
お
は
し
ゝ
か
、
お
り
ゐ
さ
せ
給
ひ
て
有
け
る
に
、

３ケ
ン
シ

源
氏
御
心
を
よ
せ
給
ひ
け

４

ナ
サ
ケ

ヲ
ン
カ
ヘ
リ
コ
ト

５

キ
コ

６

７

れ
と
も
、
折
ふ
し
の
御
情
し
き
御
返
事
な
と
も
、
に
く
か
ら
ず
聞
え
さ
せ
給
へ
と
も
、
つ
ゐ
に
御
こ
ゝ
ろ
つ
よ
く
て
、
や
み
給
ふ
。
お
り

モ
ヽ
ソ
ノ

ミ
ヤ

ヒ
ト
ヽ
コ
ロ

ゐ
に
な
り
て
は
、
御
お
は
の
桃
園
の
宮
に
一
所
に
す
み
給
ふ
也
。

８

ツ
ユ

サ
カ
リ

見
し
折
の
露
わ
す
ら
れ
ぬ
朝
か
ほ
の
花
の
盛
は
過
や
し
ぬ
ら
ん

ア
サ
カ
ホ
槿

コ
テ
ン
イ
ハ
ク

カ
タ

ア
サ
カ
ホ

イ
ク

コ
ヽ
ロ

キ

ハ
ナ

ツ
ホ
ミ
ハ
ン
カ
イ

御
伝
ニ

曰
、

９ハナ花
形
、
み
き
、
朝
貌
也
。
キ
ク
サ

木
草
に
ま
か
は
ぬ
や
う
に
活
へ
し
。
ソ
ノ其
心
あ
れ
ば
、
あ
し
き
也
。
マ
タ又
、
木
の
花
に
て
も
、
莟
半
開

モ
チ

シ
キ
ブ
キ
ヤ
ウ

ミ
ヤ

ヒ
メ
キ
ミ

ヤ
ク

ま
て
を
用
ふ
へ
し
。
是
は
あ
さ
が
ほ
の
さ
い
ゐ
ん
と
て
、
式
部
卿
の
宮
の
姫
君
、
か
も
の
い
つ
き
の
役
に
て
、
お
り
ゐ
さ
せ
給
ふ
也
。

コ
ノ
ユ
ヘ

故

に
朝
か
ほ
を
、
み
き
と
す
と
心
得
へ
し
。

ク
ア
ン

イ
ハ
ク

オ
ホ

ク
サ
ア
サ
カ
ホ

ア
サ
カ
ホ

カ
ヨ

愚
按
に
曰
、
ア
サ
カ
ホ

槿

と
い
ふ
名
多
し
。
キ
ア
サ
カ
ホ

木
槿
モ
ク
ゲ

、
ワ
タ
ノ
ハ
ナ

木
綿
ア
サ
カ
ホ

、
ア
サ
カ
ホ

桔
梗
キ
ヽ
ヤ
ウ

、
又
、
牽
牛
花
、
藤
バ
カ
マ
、
こ
れ
も
朝
貌
の
名
あ
り
。
い
つ
れ
も
通
ひ

イ
ク

ユ
ヘ

シ
ロ
キ
イ
ロ

ハ
ナ
イ
ク

マ
キ

ハ
ク
ク
ハ

て
活
へ
し
。
マ
タ又
、「
心
つ
よ
き
故
」
と
あ
り
。
よ
り
て
、
白
色
の
花
活
る
も
よ
し
。
い
づ
れ
の
巻
に
て
も
、
つ
れ
な
き
心
に
は
白
花
を

ソ
マ

モ
ヽ

イ
ク

ソ
ノ

ハ
ナ

コ
ロ
モ

い
く
る
也
。
イ
ロ色
に
染
ぬ
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
桃
を
活
る
。
モ
ヽ桃
園
と
い
ふ
に
よ
れ
り
。
ク
ワ
ウ
ハ
ク

黄
白
の
花
、
御
く
し
お
ろ
し
の
御
衣
の
い
ろ
に

た
と
ふ
。
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ア
サ
ガ
ホ

二
十

槿

明
石
の
き
み
。
牽
牛
花
、
木
槿
、
木
綿
、
桔
梗
、
藤
ば
か
ま
、
桃
。

【
訳
】
朝
顔
の
斎
院
は
、
式
部
卿
宮
の
姫
君
で
あ
り
、
賀
茂
神
社
の
斎
院
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
が
、（
斎
院
を
）
退
か
れ
て
い
た
時
に
、
光

源
氏
が
御
心
を
寄
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
折
々
の
御
情
愛
の
深
い
御
返
事
な
ど
も
、
好
意
を
も
っ
て
申
し
上
げ
な
さ
る
が
、
最
後
ま

で
（
光
源
氏
の
求
愛
を
拒
む
）
ご
決
心
は
強
く
て
、
中
途
で
終
わ
ら
れ
る
。（
斎
院
を
）
退
位
し
て
か
ら
は
、
叔
母
君
の
い
る
桃
園
邸
に

一
緒
に
お
住
み
に
な
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
見
た
と
き
の
こ
と
が
少
し
も
忘
れ
ら
れ
な
い
朝
顔
の
花
の
盛
り
の
よ
う
な
、
あ
な
た
の
盛
り
の
美
し
さ
は
、
過
ぎ
て
し
ま
っ

た
で
し
ょ
う
か
。

師
伝
に
よ
る
と
、
花
の
形
で
中
心
と
な
る
の
は
、
朝
顔
で
あ
る
。（
ほ
か
の
）
木
や
草
に
交
じ
り
合
わ
な
い
よ
う
に
活
け
る
の
が
よ
い
。

交
じ
り
合
う
よ
う
な
趣
が
あ
れ
ば
、
悪
い
活
け
方
で
あ
る
。
ま
た
、
木
の
花
で
も
、
莟
が
半
開
ま
で
の
も
の
を
用
い
る
の
が
よ
い
。
こ
れ

は
朝
顔
の
斎
院
と
い
っ
て
、
式
部
卿
宮
の
姫
君
が
賀
茂
神
社
の
斎
院
の
役
職
を
退
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
朝
顔
を
中
心
と
す

る
、
と
心
得
な
さ
い
。

愚
案
に
よ
る
と
、
朝
顔
と
い
う
名
（
の
花
）
は
多
く
あ
る
。
木
槿
や
木
綿
や
桔
梗
、
ま
た
、
牽
牛
花
や
藤
袴
、
こ
れ
も
朝
顔
の
名
が
あ

る
。
ど
れ
も
、
同
じ
よ
う
に
活
け
な
さ
い
。
ま
た
、「
決
心
が
強
い
た
め
」
と
あ
る
。
よ
っ
て
、
白
い
花
を
活
け
る
の
も
よ
い
。
ど
の

巻
に
お
い
て
も
、
よ
そ
よ
そ
し
い
趣
に
は
白
い
花
を
活
け
る
の
で
あ
る
。
色
に
染
ま
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
桃
を
活
け
る
。

桃
園
（
の
宮
）
と
い
う
の
に
よ
る
。
黄
色
と
白
色
の
花
は
、
出
家
し
て
着
る
法
衣
の
色
に
例
え
る
。

【
注
】
１
「
あ
さ
か
ほ
の
さ
い
ゐ
ん
と
て
、
式
部
卿
の
宮
の
姫
君
、
か
も
の
い
つ
き
に
て
お
は
し
ゝ
か
」（『
小
鏡
』）。「
朝

の
斎
院
は
、

か
も
み
お
や
じ
ん
じ
ゃ

か
も
わ
け
い
か
ず
ち
じ
ん
じ
ゃ

式
部
卿
の
宮
の
姫
君
に
て
お
は
し
ま
し
候
」（『
龍
野
』）。「
か
も
の
い
つ
き
」も「
斎
院
」も
、
加
茂
御
祖
神
社（
下
鴨
神
社
）と
加
茂
別
雷
神
社
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（
下
り
居
）

（
上
賀
茂
神
社
）
に
奉
仕
し
た
未
婚
の
皇
女
を
指
す
。

２
「
お
り
ゐ
さ
せ
給
ひ
て
」（『
小
鏡
』）。「
折
居
の
頃
」（『
龍
野
』）。
朝
顔
の
斎

院
は
父
親
（
桃
園
式
部
卿
宮
）
の
死
去
に
よ
り
、
斎
院
の
地
位
を
退
い
た
。

３
「
御
心
に
か
け
て
、
申
か
よ
は
せ
給
へ
と
も
」（『
小

鏡
』）。「
君
、
御
心
を
よ
せ
ら
れ
し
御
歌
、
送
り
ま
い
ら
せ
ら
れ
け
る
に
」（『
龍
野
』）。
光
源
氏
は
若
い
頃
か
ら
朝
顔
の
姫
君
に
思
い
を

寄
せ
て
い
た
が
、
斎
院
は
神
に
仕
え
る
身
で
あ
る
の
で
結
婚
で
き
な
か
っ
た
。
斎
院
を
退
い
て
か
ら
は
彼
女
の
叔
母
の
お
見
舞
い
に
か
こ

つ
け
て
、
何
度
も
桃
園
邸
を
訪
れ
て
い
た
。

４
「
折
ふ
し
の
御
情
し
き
御
返
事
な
と
も
」（『
小
鏡
』）。「�
あ
る
か
な
き
か
に
う
つ
る
あ

ま
が
き

さ
か
ほ
�
と
の
御
返
事
」（『
龍
野
』）。
光
源
氏
が
注
８
の
和
歌
を
贈
る
と
、
朝
顔
の
姫
君
は
、「
秋
は
て
て
霧
の
籬
に
結
ぼ
ほ
れ
あ
る
か

な
き
か
に
う
つ
る
朝
顔
」
と
返
し
た
。
光
源
氏
の
歌
の
「
露
」「
盛
り
は
過
ぎ
」
を
「
霧
」「
移
る
」
と
ず
ら
し
、
お
っ
し
ゃ
る
通
り
盛
り

を
過
ぎ
て
ひ
そ
や
か
に
生
き
て
お
り
ま
す
と
答
え
た
。

５
「
に
く
か
ら
す
聞
え
さ
せ
給
へ
と
も
」（『
小
鏡
』）。
朝
顔
の
姫
君
は
光
源
氏

に
好
意
を
抱
い
て
い
た
が
、
光
源
氏
と
関
係
を
結
ん
だ
六
条
御
息
所
が
９
葵
の
巻
に
お
け
る
車
争
い
の
場
面
で
、
葵
の
上
一
行
の
乱
暴
な

振
る
舞
い
に
よ
り
自
身
の
乗
る
牛
車
を
壊
さ
れ
大
恥
を
か
い
た
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
二
の
舞
を
演
じ
る
の
を
避
け
て
、
光
源
氏
の

求
婚
を
拒
ん
だ
。

６
「
つ
ゐ
に
御
心
つ
よ
く
て
、
や
み
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。「
心
つ
よ
き
御
方
か
と
い
ゝ
し
も
の
か
た
り
に
て
候
」

（『
龍
野
』）。
朝
顔
の
姫
君
が
光
源
氏
の
求
愛
を
拒
む
気
持
ち
は
強
く
、
二
人
が
結
ば
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
も
手
紙
の
や
り

取
り
は
続
い
た
。

７
「
お
り
ゐ
に
な
り
て
は
、
御
お
は
の
も
ゝ
そ
の
ゝ
宮
に
、
一
と
こ
ろ
に
す
み
給
ふ
な
り
」（『
小
鏡
』）。
斎
院
の
地

位
を
退
い
て
後
は
、
叔
母
で
あ
る
女
五
の
宮
の
い
る
桃
園
邸
に
身
を
移
し
た
。

８
巻
名
歌
。
注
４
参
照
。「
朝
顔
」
は
花
の
名
に
、
朝

の
素
顔
を
掛
け
る
。「
露
」
は
「
朝
顔
」
の
縁
語
で
、「
つ
ゆ
」（
少
し
も
、
と
い
う
意
味
の
副
詞
）
を
掛
け
る
。
光
源
氏
が
、
恋
い
慕
う

朝
顔
の
姫
君
に
贈
っ
た
和
歌
で
、
自
分
の
好
意
に
応
え
て
く
れ
な
い
相
手
に
対
し
て
、
ご
自
身
だ
っ
て
盛
り
を
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
戯
れ
た
か
。

９
「
此
か
た
、
身
木
、
朝

な
り
」（『
龍
野
』）。
朝
顔
は
、
ア
ジ
ア
原
産
の
ヒ
ル
ガ
オ
科
の
一
年
草
。
日
本
に
は
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（
纏
わ
ぬ
）

奈
良
時
代
に
中
国
か
ら
渡
来
し
、
薬
用
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
た
。

「
木
草
へ
ま
つ
わ
ぬ
や
う
に
生
へ
し
。」（『
龍
野
』）。
朝
顔
の

ま
つ

ま
が

茎
は
つ
る
性
で
左
巻
き
に
巻
き
付
く
。「
纏
ふ
」
は
巻
き
付
く
、「
紛
ふ
」
は
交
じ
り
合
っ
て
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
る
、
と
い
う
意
味
で

異
な
る
。
物
語
に
は
、「
枯
れ
た
る
花
ど
も
の
中
に
、
朝
顔
の
こ
れ
か
れ
に
這
ひ
ま
つ
は
れ
て
、
あ
る
か
な
き
か
に
咲
き
て
」（
四
七
五

（
纏
う
）

頁
）
と
あ
る
。

「
ま
つ
う
心
あ
り
て
、
あ
し
く
候
」（『
龍
野
』）。
朝
顔
の
姫
君
が
ど
の
男
性
と
も
関
係
を
持
た
ず
、
独
身
を
貫
い
た

（

蕾

）

こ
と
を
表
わ
す
か
。

「
又
、
木
花
に
て
も
、
つ
ほ
み
半
開
ま
で
を
用
ゆ
べ
し
」（『
龍
野
』）。
半
開
ま
で
の
蕾
を
用
い
る
の
は
、
未
婚

の
象
徴
か
。

注
１
２
を
参
照
。

朝
顔
の
姫
君
に
ち
な
み
、
朝
顔
を
こ
の
活
け
花
の
中
心
と
す
る
。

朝
顔
は
秋
の
七
草
の
一

つ
だ
が
、
そ
の
実
態
は
時
代
に
よ
り
異
な
り
諸
説
あ
る
。
江
戸
時
代
中
期
よ
り
観
賞
用
に
品
種
改
良
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
結
果
、
現
代

き
あ
さ
が
ほ

も
く
げ

の
朝
顔
と
は
異
な
る
。

「
木
朝
顔
」
は
朝
鮮
朝
顔
の
異
名
で
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
、
朝
顔
に
似
た
白
い
花
が
咲
く
。「
木
槿
」
は

わ
た

「
む
く
げ
」
と
も
言
い
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
五
弁
花
が
咲
く
。
花
は
朝
開
い
て
夜
し
ぼ
み
、
淡
紅
・
白
・
淡
紫
色
な
ど
が
あ
る
。「
綿
」
の

花
は
白
、
黄
ま
た
紫
色
の
五
弁
花
。「
桔
梗
」
は
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
茎
頂
近
く
に
鐘
状
で
先
の
五
裂
し
た
花
を
開
く
。

「
牽
牛

ひ

花
」
は
朝
顔
の
別
称
。
大
事
な
牛
を
牽
い
て
行
き
、
薬
草
の
朝
顔
に
替
え
た
と
い
う
故
事
に
よ
る
。
宋
の
高
丞
撰
『
事
物
紀
原
』
に
は
、

「
牽
牛
、
本
草
補
注
曰
、
始
出
二

田
野
人
牽
レ

牛
易
一レ

薬
、
故
以
名
レ

之
」
と
あ
る
。

「
藤
袴
」
は
秋
の
七
草
の
一
つ
。
淡
紅
紫
色
の
小

花
が
茎
の
頂
き
に
群
が
る
。

注

の
花
々
の
う
ち
藤
袴
の
み
五
弁
花
で
は
な
い
が
、
ど
の
花
も
同
じ
よ
う
に
活
け
る
。

注

ほ
か

６
参
照
。『
小
鏡
』
に
、「（
朝
顔
の
姫
君
の
）
御
心
つ
よ
き
ゆ
へ
に
、
あ
や
に
く
に
や
、
け
ん
し
の
事
の
外
に
、
お
り
た
ち
申
給
ひ
し
か

と
も
、
御
こ
こ
ろ
つ
よ
く
て
、
の
ち
に
、
つ
ゐ
に
、
御
く
し
お
ろ
し
給
ふ
」
と
あ
る
。

朝
顔
以
外
に
白
い
花
を
活
け
る
の
も
よ
い
。

色
に
染
ま
ら
な
い
と
は
、
他
人
や
物
事
に
影
響
さ
れ
な
い
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
で
は
朝
顔
の
姫
君
が
、
光
源
氏
の
求
婚
を
拒
否
し
た
こ

と
を
表
わ
す
。

朝
顔
の
巻
の
舞
台
が
桃
園
の
宮
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
注
７
参
照
。

「
御
髪
お
ろ
し
」
は
貴
人
が
髪
を
剃
り
落
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と
し
て
仏
門
に
入
る
こ
と
で
、
そ
の
「
御
衣
」
は
法
衣
を
指
す
。
朝
顔
の
姫
君
は
独
身
を
貫
き
、
後
に
出
家
し
た
。

（
武
蔵
隼
斗
）

オ
ト
メ

廿
一

少
女

モ

リ
ン
ジ
サ
イ

オ
ホ
ウ
チ

マ
イ
ネ
ン
シ
モ
ツ
キ
カ
レ
イ

ニ
ヨ
ハ
ウ

１カ加
茂
の
臨
時
祭
と
い
ふ
こ
と
を
、
大
内
に
て
つ
と
め
さ
せ
給
ふ
。

２シ
ブ
ン

時
分
は
毎
年
十
一
月
嘉
例
也
。

３ハ
タ
チ

二
十
よ
り
う
ち
の
女
房
を
そ
ろ
へ
て
、

テ
ン
ニ
ン

マ
イ
ヒ
メ

マ
イ

４

コ
レ

ム
ス
メ

マ
イ
オ
モ
シ
ロ

マ
フ

５

天
人
の
す
が
た
に
い
だ
し
た
て
ゝ
、
舞
姫
と
て
参
ら
せ
ら
る
。
御
め
の
と
、
是
み
つ
の
娘
の
舞
面
白
く
舞
こ
と
を
、
け
ん
じ
、
い
に
し
へ

ワ
ス
レ

ヒ
ト

６

イ
マ

ト
シ

ワ
レ

ト
シ

の
こ
と
な
と
お
も
ひ
い
だ
し
、
い
ま
だ
忘
が
た
く
お
ぼ
し
め
す
人
あ
り
。「
そ
れ
も
今
は
年
ふ
り
ぬ
ら
ん
。
我
も
年
ふ
り
ぬ
」
と
お
ぼ
し

て
、

７

カ
ン

ア
マ
ツ
ソ
デ

を
と
め
子
が
神
さ
び
ぬ
ら
し
天
津
袖
ふ
る
き
世
の
と
も
よ
は
ひ
へ
ぬ
れ
は

ヲ
ト
メ

少
女

コ
テ
ン
イ
ハ
ク

カ
タ

オ
ホ
ハ

コ
キ
ク

エ
ン

ヲ
ト
メ

マ
イ

ソ
テ

ハ
ナ

マ
ヒ

カ
タ

レ
イ
シ
ン

ハ
ナ
カ
タ

御
伝
ニ

曰
、

８コノ此
形
、
大
葉
に
小
菊
の
艶
な
る
も
の
よ
し
。

９オ
ホ
ハ

大
葉
は
少
女
の
舞
の
袖
、
や
さ
し
き
花
は
舞
と
み
る
へ
し
。
ハ
ナ花
形
は
令
人
の
花
形

オ
ナ

シ
モ
ツ
キ

コ
ヽ
ウ

に
同
し
。
コ
ロ頃
は
十
一
月
也
と
心
得
べ
し
。

イ
テ

ナ
サ
ケ

シ
ノ

コ
ト

イ

セ
モ
ノ

ア
リ

ク
ア
ン

愚
按
に
、
む
か
し
を
お
も
ひ
出
ら
れ
た
る
情
あ
れ
は
、
ウ
メ梅
よ
し

ウ
メ
ヲ
イ
ク
ル

。
ウ
メ梅
に
む
か
し
を
忍
ぶ
事
、
伊
勢
物
か
た
り
に
も
有
。

ハ
ル

ハ
ル

ワ
カ
ミ

ナ
リ
ヒ
ラ

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
我
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て

業
平

マ
タ

ハ
ナ
ナ
リ

ソ
ウ
シ
ン

イ
ク

ヒ
カ
ン

ハ

コ
レ

ク
モ
ヰ

カ
リ

コ
シ

又
、
シ
ン
キ

神
祇
の
花
也
。
カ
グ
ラ

神
楽
と
て
奏
人
あ
り
。
タ
ケ竹
を
活
る
に
飛
雁
と
い
ふ
葉
を
、
は
さ
み
入
る
べ
し
。
是
は
雲
井
の
雁
と
い
ふ
故
事
也
。

ロ
ク
シ
ヤ
ウ
キ
ヤ
ウ
コ
ク

シ
ノ
マ
チ

ト
ノ

ト
ノ

ニ
ハ

ツ
ク

ク
サ
キ

マ
タ又
、
六
条
京
極
あ
た
り
に
四
町
を
し
め
て
殿
つ
く
り
し
て
、
コ
ノ此
殿
に
こ
ゝ
ろ
�
�
の
、
こ
の
み
庭
を
作
り
し
也
と
あ
り
。
ハ
ル春
草
木
春
明
ほ
の

ハ
ナ

フ
チ

モ
ミ
チ

マ
ツ

モ
ミ
チ

イ
ケ

ソ
ノ
ハ

ハ
コ

イ
レ

ト
コ

と
い
ふ
春
の

御
方

。
ウ
ノ卯
花
、
藤
、
つ
ゝ
し
夏
の
御
方
。
コ
タ
カ

木
高
き
紅
葉
秋
の
御
方
。
コ
ヨ
ウ

五
葉
の
松
冬
の
御
方
。
ホ
カ外
に
紅
葉
を
活
て
其
葉
を
箱
の
ふ
た
に
入
、
床

オ
ク
コ
ト

ナ
ラ
ヒ

コ
レ

モ
ミ
チ
ハ
コ

オ
ン
ツ
カ
イ

コ

シ

に
置
事
、
習
あ
り
。
是
は
紅
葉
箱
と
て
御
使
あ
り
し
故
事
也
。
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ハ
ル

ソ
ノ

ワ
カ

モ
ミ
チ

カ
セ

こ
ゝ
ろ
か
ら
春
ま
つ
園
は
我
や
と
の
紅
葉
を
風
の
つ
け
て
た
に
み
よ

ヲ
ト
メ
ク
ハ
ン
チ
ウ

ケ
イ
フ
ツ

と
い
ふ
歌
に
よ
れ
り
。
以
上
、
少
女
ノ

巻
中
の
景
物
也
。

二
十
一

乙
女
（
祭
礼
）
こ
き
み
。
葉
、
小
菊
。
春
ノ
草
木
、
卯
ノ

花
、
藤
、
つ
ゝ
し
、
紅
葉
、
五
葉
松
。

【
訳
】
賀
茂
神
社
の
臨
時
祭
と
い
う
こ
と
を
、
宮
中
で
行
わ
せ
な
さ
る
。
時
期
は
毎
年
十
一
月
の
吉
例
で
あ
る
。
二
十
歳
よ
り
下
の
女
性

め
の
と
ご

こ
れ
み
つ

を
そ
ろ
え
て
、
天
女
の
姿
に
仕
立
て
上
げ
て
、
舞
姫
と
し
て
奉
仕
さ
せ
な
さ
る
。（
光
源
氏
の
）
乳
母
子
で
あ
る
惟
光
の
娘
が
舞
を
す
ば

ら
し
く
舞
う
こ
と
を
（
見
て
）、
光
源
氏
は
昔
の
こ
と
な
ど
を
思
い
出
し
、
今
な
お
忘
れ
に
く
く
お
思
い
に
な
る
女
性
が
い
る
。「
そ
の
人

も
今
は
年
老
い
た
で
あ
ろ
う
。
私
も
年
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
お
思
い
に
な
っ
て
、

昔
の
舞
姫
も
、
今
は
年
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
。
天
の
羽
衣
の
袖
を
振
っ
て
舞
う
舞
姫
の
旧
友
で
あ
る
私
も
、
年
を
取
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
か
ら
。

師
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
形
は
大
葉
に
小
菊
の
つ
や
や
か
な
も
の
（
を
活
け
る
の
）
が
よ
い
。
大
葉
は
乙
女
の
舞
の
袖
と
し
て
、
優
美
な
小

菊
は
舞
（
姫
）
と
し
て
見
る
の
が
よ
い
。
花
の
形
式
は
、
雅
楽
を
演
奏
す
る
官
吏
の
形
式
と
同
じ
で
あ
る
。
頃
は
十
一
月
で
あ
る
と
心
得

る
の
が
よ
い
。

愚
案
に
よ
る
と
、
昔
を
思
い
出
さ
れ
る
恋
心
が
あ
る
の
で
、
梅
を
活
け
る
の
が
よ
い
。
梅
に
昔
を
忍
ぶ
事
は
、
伊
勢
物
語
に
も
あ
る
。

月
は
（
昔
の
月
で
は
）
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
春
は
昔
の
春
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
の
身
一
つ
だ
け
が
元
の
ま
ま
な
の
に
（
す

べ
て
は
移
ろ
い
去
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
）。
業
平
（
の
和
歌
）

ま
た
、
天
神
地
祇
の
花
で
あ
る
。
神
楽
と
い
っ
て
、
舞
楽
を
奉
納
す
る
人
が
い
る
。
竹
を
活
け
る
に
あ
た
り
、
飛
雁
と
い
う
葉
を
挟
み

く
も
い

入
れ
る
の
が
よ
い
。
こ
れ
は
雲
居
の
雁
と
い
う
故
事
に
よ
る
。
ま
た
、
六
条
京
極
あ
た
り
に
四
町
を
占
め
て
邸
宅
を
造
っ
て
、
こ
の
邸
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宅
に
思
い
思
い
に
、（
女
君
た
ち
の
）
好
み
の
庭
を
造
っ
た
と
あ
る
。
春
の
草
木
は
、
春
は
曙
と
い
う
、
春
の
御
殿
。
卯
の
花
、
藤
、

つ
つ
じ
は
夏
の
御
殿
。
梢
の
高
い
紅
葉
は
秋
の
御
殿
。
五
葉
松
は
冬
の
御
殿
。
そ
の
ほ
か
に
紅
葉
を
活
け
て
、
そ
の
葉
を
箱
の
蓋
に
入

れ
て
、
床
の
間
に
置
く
こ
と
が
決
ま
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
紅
葉
箱
と
い
っ
て
（
梅
壺
中
宮
か
ら
紫
の
上
に
）
御
使
者
が
あ
っ
た
故
事
に

よ
る
。心

か
ら
春
を
待
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
あ
な
た
の
庭
で
は
（
秋
は
退
屈
で
し
ょ
う
か
ら
）、
私
の
庭
の
美
し
い
紅
葉
を
風
に
付
け
て

で
も
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

と
い
う
和
歌
に
よ
る
。
以
上
、
少
女
の
巻
中
の
景
物
で
あ
る
。

【
注
】
１
「
賀
茂
の
臨
時
の
ま
つ
り
と
い
ふ
事
を
、
大
内
に
て
つ
と
め
さ
せ
給
ふ
」（『
小
鏡
』）。
賀
茂
神
社
の
臨
時
祭
は
陰
暦
十
一
月
、

に
い
な
め
さ
い

下
の
酉
の
日
に
行
わ
れ
た
。
た
だ
し
『
源
氏
物
語
』
で
光
源
氏
が
五
節
の
舞
姫
を
奉
っ
た
の
は
、
十
一
月
の
丑
の
日
の
新
嘗
祭
で
あ
る
。

２
「
時
分
は
十
一
月
な
り
」（『
小
鏡
』）。「
毎
年
の
御
嘉
例
と
て
、
十
一
月
」（『
龍
野
』）。「
嘉
例
」
は
良
い
先
例
、
吉
例
の
意
。

３

（
天
下
カ
）

「
二
十
よ
り
う
ち
の
女
房
を
そ
ろ
へ
て
、
天
人
の
す
か
た
に
い
た
し
た
て
ゝ
、
舞
姫
と
て
大
内
殿
へ
下
一
人
な
と
の
か
た
よ
り
参
ら
せ
ら

だ
い
じ
ょ
う
さ
い

と
よ
の
あ
か
り
の
せ
ち
え

る
」（『
小
鏡
』）。
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
に
お
け
る
豊
明
節
会
で
は
、
公
卿
や
殿
上
人
、
受
領
の
家
々
か
ら
五
節
の
舞
姫
を
出
し
て
競
い
合

う
。
舞
姫
を
出
す
家
に
選
ば
れ
る
こ
と
は
大
変
な
名
誉
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
で
は
光
源
氏
の
ほ
か
、
按
察
大
納
言
、
左
衛
門
督
、

源
良
清
が
自
分
の
娘
を
舞
姫
と
し
て
美
し
く
仕
立
て
る
。
天
武
天
皇
が
吉
野
宮
で
琴
を
弾
じ
た
と
き
、
天
女
が
降
臨
し
て
袖
を
五
度
翻
し

て
舞
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
五
節
の
舞
と
言
わ
れ
る
。

４
「
御
め
の
と
の
こ
れ
み
つ
か
む
す
め
を
出
し
立
て
参
ら
せ
給
ふ
に
」（『
小

鏡
』）。「
こ
れ
み
つ
の
娘
の
舞
、
お
も
し
ろ
く
舞
事
を
か
ん
し
給
ひ
」（『
龍
野
』）。
光
源
氏
は
惟
光
の
娘
を
舞
姫
と
し
て
、
自
邸
よ
り
奉

仕
さ
せ
る
。『
小
鏡
』
に
は
「
御
め
の
と
の
こ
れ
み
つ
」
と
あ
る
が
、
惟
光
の
実
母
が
光
源
氏
を
育
て
た
乳
母
で
あ
る
の
で
、
正
し
く
は
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め
の
と
ご

「
乳
母
子
」
で
あ
る
。

５
「
む
か
し
、
け
ん
し
の
若
く
お
は
せ
し
お
り
、
参
り
し
を
と
め
を
し
の
ひ
お
ほ
し
め
し
て
、
い
ま
た
忘
れ
か

た
く
お
ほ
し
め
す
人
あ
り
。
そ
れ
を
お
ほ
し
め
し
て
」（『
小
鏡
』）。「
い
に
し
へ
の
事
と
も
お
も
ひ
い
た
し
」（『
龍
野
』）。
舞
姫
を
目
に

し
た
光
源
氏
は
、
昔
の
舞
姫
で
今
も
心
に
か
け
て
い
る
筑
紫
の
五
節
を
思
い
出
し
和
歌
を
詠
む
。

６
「�
そ
れ
も
い
ま
は
年
ふ
り
ぬ
ら

ん
。
我
も
年
ふ
り
ぬ
�
と
お
ほ
し
め
し
て
」（『
小
鏡
』）。
時
に
光
源
氏
、
三
十
三
歳
。
筑
紫
の
五
節
と
の
出
会
い
は
、
八
年
以
上
前
に
な

る
。

７
巻
名
歌
。「
を
と
め
子
」
は
五
節
の
舞
姫
で
、
筑
紫
の
五
節
を
指
す
。「
神
さ
び
ぬ
」
は
年
月
を
重
ね
て
神
々
し
く
見
え
る
こ

と
。「
袖
」
は
五
度
袖
を
振
る
舞
姫
の
袖
を
指
し
、「
ふ
る
」
は
「
降
る
」
と
「
古
」
の
掛
詞
。

８
「
此
形
、
大
葉
に
小
き
く
」（『
龍

野
』）。「
大
葉
」
は
大
き
な
葉
、
ま
た
は
シ
ソ
科
シ
ソ
属
の
葉
で
、
こ
こ
で
ど
ち
ら
を
指
す
か
は
不
明
。「
菊
」
は
秋
の
景
物
で
あ
る
が
、

残
菊
は
初
冬
の
も
の
と
し
て
も
歌
わ
れ
る
。
ま
た
、
中
国
の
菊
水
の
故
事
を
背
景
に
し
て
、
不
老
長
寿
の
花
と
し
て
和
歌
で
は
詠
ま
れ

る
。
例
、「
露
な
が
ら
折
り
て
か
ざ
さ
む
菊
の
花
老
い
せ
ぬ
秋
の
久
し
か
る
べ
く
」（
古
今
和
歌
集
・
秋
下
・
二
七
〇
・
紀
友
則
）
９

「
大
葉
は
乙
女
の
舞
の
袖
、
や
さ
し
き
花
は
舞
姫
と
見
る
。」（『
龍
野
』）。
大
葉
は
舞
姫
の
袖
、
小
さ
な
菊
花
は
袖
を
振
る
舞
姫
に
た
と
え

る
。
本
文
で
は
「
舞
」
と
表
記
さ
れ
る
が
、「
舞
姫
」
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
五
節
の
舞
姫
の
起
源
は
天
女
で
あ
る
の
で
（
注
３
参

照
）、
不
老
長
寿
の
象
徴
で
あ
る
菊
の
花
（
注
８
参
照
）
に
な
ぞ
ら
え
る
。

「
生
様
、
れ
い
じ
ん
の
花
形
と
同
し
」（『
龍
野
』）。「
令

人
」
は
伶
人
、
雅
楽
を
奏
す
る
官
吏
。
舞
姫
も
伶
人
も
帝
に
舞
や
雅
楽
を
奉
る
者
と
し
て
、
同
じ
活
け
花
の
形
式
を
と
る
。

注
２
参

照
。

梅
は
、「
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
匂
ひ
け
る
」（
古
今
和
歌
集
・
春
上
・
四
二
・
紀
貫
之
）
の
よ
う

に
、
香
り
を
通
し
て
昔
の
人
や
物
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
花
と
し
て
和
歌
に
詠
ま
れ
る
。
光
源
氏
が
舞
姫
を
見
て
筑
紫
の
五
節
を
懐
か
し
ん

だ
こ
と
か
ら
、
昔
を
思
い
出
す
花
と
し
て
梅
を
活
け
る
。

『
伊
勢
物
語
』
は
平
安
時
代
の
歌
物
語
で
、
作
者
不
明
。
在
原
業
平
の
和

歌
を
多
く
収
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
主
人
公
の
モ
デ
ル
は
在
原
業
平
と
さ
れ
る
。『
伊
勢
物
語
』
第
四
段
で
は
、
姿
を
消
し
た
女
が
住
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ん
で
い
た
屋
敷
に
翌
年
の
一
月
、
男
は
行
き
、
梅
の
香
り
に
昔
を
思
い
出
し
て
泣
き
、
注

の
和
歌
を
詠
む
。

当
歌
は
、『
古
今
和

こ

ち

歌
集
』（
恋
五
・
七
四
七
・
在
原
業
平
）
に
も
収
録
。
業
平
は
女
の
旧
居
に
月
が
沈
む
ま
で
い
て
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
。

「
東
風
吹

あ
る
じ

か
ば
匂
ひ
お
こ
せ
よ
梅
の
花
主
な
し
と
て
春
を
忘
る
な
」（
拾
遺
集
・
雑
春
・
一
〇
〇
六
・
菅
原
道
真
）
は
、
道
真
が
大
宰
府
に
左
遷
さ

と
び
う
め

せ
ら
れ
離
京
す
る
時
、
自
邸
の
梅
を
見
て
詠
ん
だ
歌
。
そ
の
梅
は
、
主
人
を
追
っ
て
大
宰
府
ま
で
飛
ん
で
行
っ
た
と
い
う
、
飛
梅
伝
説
と

し
て
知
ら
れ
る
。
道
真
は
死
後
、
天
満
宮
に
祭
ら
れ
た
の
で
、
梅
は
天
神
地
祇
の
花
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

「
神
楽
」
は
神
前

に
奏
さ
れ
る
歌
舞
の
こ
と
。
賀
茂
臨
時
祭
（
注
１
参
照
）
で
も
披
露
さ
れ
る
。

「
雲
井
の
か
り
」（『
小
鏡
』
寄
合
語
）。「
飛
雁
」
と

は
魚
尾
葉
（
竹
の
葉
が
魚
の
尾
の
よ
う
に
二
枚
あ
る
も
の
）
の
二
枚
の
葉
の
間
に
あ
る
、
芽
吹
き
葉
を
い
う
（

常
夏
の
巻
、
注

参

く
も
い
の
か
り

照
）。

少
女
の
巻
に
お
い
て
、
幼
馴
染
の
雲
居
雁
（
内
大
臣
の
娘
）
と
引
き
離
さ
れ
た
夕
霧
（
光
源
氏
の
子
息
）
が
、
こ
っ
そ
り
雲
居

雁
の
部
屋
の
前
に
行
く
と
、
風
に
吹
か
れ
た
竹
が
そ
よ
め
き
、
雁
の
鳴
き
わ
た
る
声
が
聞
こ
え
た
。
雲
居
雁
は
夕
霧
を
待
つ
自
分
を
雁
に

な
ぞ
ら
え
て
、「
雲
居
の
雁
も
わ
が
ご
と
や
」
と
口
ず
さ
む
。
こ
の
故
事
か
ら
、
飛
雁
の
葉
を
雲
居
雁
に
な
ぞ
ら
え
る
。

「
六
条
京

ひ
が
し
き
ょ
う
ご
く
お
お
じ

極
あ
た
り
に
四
町
を
し
め
て
、
殿
つ
く
り
し
て
」（『
小
鏡
』）。「
六
条
京
極
」
は
平
安
京
の
地
名
で
、
東
京
極
大
路
と
六
条
大
路
の
交
差

す
る
地
点
。「
町
」
は
面
積
の
単
位
で
、
一
町
は
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
四
方
。
光
源
氏
は
六
条
院
と
い
う
大
邸
宅
を
造
営
し
て
、
女
君
た
ち

を
住
ま
わ
せ
た
。

「
此
と
の
に
心
々
の
こ
の
み
庭
を
つ
く
り
し
な
り
」（『
小
鏡
』）。
光
源
氏
は
四
つ
の
屋
敷
と
庭
を
造
り
、
そ
れ
ぞ

れ
四
季
に
な
ぞ
ら
え
た
。

「
春
の
あ
け
ほ
の
を
し
め
給
ふ
。
春
の
く
さ
木
と
も
、
数
を
つ
く
し
て
植
ら
る
ゝ
」（『
小
鏡
』）。
光
源
氏

は
春
を
好
ん
だ
紫
の
上
を
南
東
の
屋
敷
（
春
の
御
殿
）
に
住
ま
わ
せ
、
庭
に
は
あ
ら
ゆ
る
春
の
草
木
を
植
え
込
ん
だ
。

野
分
の
巻
で

は
、
夕
霧
が
六
条
院
を
訪
れ
て
垣
間
見
た
紫
の
上
の
美
し
さ
を
、「
春
の
曙
の
霞
の
間
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
樺
桜
の
咲
き
乱
れ
た
る
を
見

る
心
地
す
」（
二
六
五
頁
）
と
称
し
た
。
ち
な
み
に
清
少
納
言
も
『
枕
草
子
』
で
、「
春
は
曙
。
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山
際
少
し
明
り
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（
薔
薇
）

（
藤
）

て
、
紫
だ
ち
た
る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
」
と
称
賛
し
た
。

「
夏
の
御
か
た
に
て
、
う
の
花
、
さ
う
ひ
、
く
た
に
、
ふ
ち
、
つ
ゝ

い

い

と
よ

し
な
と
植
た
ま
ひ
た
り
」（『
小
鏡
』）。「
卯
の
花
」
は
、「
卯
の
花
の
散
ら
ま
く
惜
し
み
ほ
と
と
ぎ
す
野
に
出
で
山
に
入
り
来
鳴
き
響
も

す
」（
万
葉
集
・
巻
一
〇
・
一
九
五
七
・
作
者
未
詳
）
の
よ
う
に
、
古
く
か
ら
夏
の
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
る
。「
藤
」
は
淡
紫
色
の
花
が
長

く
垂
れ
下
が
り
、
春
の
終
わ
り
か
ら
夏
の
初
め
に
か
け
て
咲
く
。「
つ
つ
じ
」
は
晩
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
花
が
咲
く
。
北
東
の
屋
敷

（
夏
の
御
殿
）
に
は

花
散
里
の
巻
で
五
月
雨
の
頃
に
光
源
氏
が
訪
れ
て
、「
橘
の
香
を
な
つ
か
し
み
ほ
と
と
ぎ
す
花
散
里
を
尋
ね
て
ぞ
問

ふ
」
と
詠
み
、
夏
の
花
と
ゆ
か
り
の
あ
る
花
散
里
（
夕
霧
の
養
母
）
が
住
む
。

「
木
た
か
き
紅
葉
の
色
を
ま
し
へ
」（『
小
鏡
』）。

「
木
高
し
」
は
木
の
梢
が
高
い
の
意
で
、「
引
き
て
植
ゑ
し
人
は
む
べ
こ
そ
老
い
に
け
れ
松
の
木
高
く
な
り
に
け
る
か
な
」（
後
撰
集
・
雑

一
・
一
一
〇
七
・
大
河
内
躬
恒
）
の
よ
う
に
、
権
勢
の
永
続
を
祝
う
意
で
用
い
ら
れ
る
形
容
詞
。「
紅
葉
」
は
木
や
草
の
葉
が
秋
に
赤
や

黄
色
に
色
づ
い
た
も
の
。
南
西
の
屋
敷
（
秋
の
御
殿
）
に
住
む
梅
壺
中
宮
（
秋
を
好
ん
だ
こ
と
か
ら
秋
好
中
宮
と
も
呼
ば
れ
る
）
は
光
源

氏
の
養
女
で
、
当
巻
で
中
宮
に
立
后
し
た
。
木
高
き
紅
葉
は
、
立
后
し
て
権
力
を
光
源
氏
に
も
た
ら
し
た
梅
壺
中
宮
に
た
と
え
る
。

「
五
葉
の
松
」（『
小
鏡
』）。「
五
葉
松
」
は
マ
ツ
科
マ
ツ
属
の
樹
木
。「
淡
雪
も
松
の
上
に
し
降
り
ぬ
れ
ば
久
し
く
消
え
ぬ
も
の
に
ぞ
あ
り

け
る
」（
後
拾
遺
集
・
冬
・
四
〇
三
・
藤
原
国
行
）
の
よ
う
に
、
雪
と
松
の
取
り
合
わ
せ
は
和
歌
に
も
詠
ま
れ
た
。『
源
氏
物
語
』
で
も
雪

景
色
を
美
し
く
見
せ
る
も
の
と
し
て
、
北
西
の
屋
敷
（
冬
の
御
殿
）
の
庭
に
も
松
が
植
え
ら
れ
、
明
石
の
君
が
住
む
。
た
だ
し
物
語
で
は

「
五
葉
」
は
春
の
御
殿
に
植
え
ら
れ
、
冬
の
御
殿
は
「
松
の
木
」
で
あ
る
。

「
紅
葉
を
箱
の
ふ
た
に
入
て
、
う
へ
わ
ら
は
の
い
と
も

て
つ
け
、
き
よ
う
な
る
を
御
つ
か
ひ
に
て
」（『
小
鏡
』）。
梅
壺
中
宮
は
箱
の
蓋
に
色
と
り
ど
り
の
秋
の
花
や
紅
葉
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
入

れ
、
注

の
和
歌
を
添
え
、
少
女
を
使
者
に
仕
立
て
て
紫
の
上
の
元
へ
届
け
さ
せ
た
。「
紅
葉
箱
」
は
梅
壺
女
御
の
贈
り
物
を
表
わ
す
。

梅
壺
中
宮
が
紅
葉
に
添
え
て
紫
の
上
に
贈
っ
た
和
歌
。「
春
待
つ
園
」
は
紫
の
上
が
い
る
春
の
邸
。『
小
鏡
』
で
は
結
句
が
「
つ
て
に
だ
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に
見
よ
」
で
、「
つ
て
」
は
便
り
と
い
う
意
味
。
そ
の
場
合
、
下
の
句
の
訳
は
「
紅
葉
を
風
の
便
り
に
で
も
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
な
る
。
春
の
御
殿
に
い
る
紫
の
上
に
は
、
自
分
の
い
る
秋
の
庭
の
よ
う
な
美
し
い
紅
葉
は
見
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
と
い
う
自
負

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

（
出
口
京
香
）

タ
マ
カ
ツ
ラ

廿
二

玉
鬘コ

ト

ユ
ウ
カ
ホ

ウ
ヘ

ム
ス
メ

ハ
ツ
セ

ウ
コ
ン

１タマ玉
か
つ
ら
の
事
は
夕
顔
の
上
の
娘
に
て
、
つ
く
し
か
た
に
あ
り
し
に
、
お
と
な
し
く
な
り
て
、 ２ミヤ
コ
京
江

の
ほ
り
給
ひ
し
か
、
初
瀬
ま
ふ
て
右
近

ヒ
ト

キ
ミ

オ
ヤ

ヒ
ケ
ク
ロ

オ
ト
ヽ

キ
タ

ナ
リ

コ
ト

マ
キ

と
い
ひ
し
人
に
め
く
り
あ
ひ
て
、

３ヒカ
ル
光
る
君
を
親
と
た
の
み
て
、
鬚
黒
ノ

大
臣
の
北
の
か
た
に
成
給
ひ
し
事
を
か
き
つ
ら
ね
た
る
巻
な
り
。

４

ウ
ヘ

オ
ン
ホ
ト

む
ら
さ
き
の
上
、
い
か
な
る
す
ち
の
御
程
に
か
と
、
う
た
か
ひ
て
、
よ
み
給
ひ
し
也
。

タ
ツ
ネ

５コヒ恋
わ
た
る
身
は
そ
れ
な
れ
と
玉
か
つ
ら
い
か
な
る
す
ち
を
尋
き
つ
ら
ん

タ
マ
カ
ツ
ラ

玉
鬘

イ
ハ
ク

コ
ノ
カ
タ

キ
ク
サ

ク
ハ
キ
ヤ
ウ

シ
セ
ツ

チ
ン
ク
ハ

７

ウ
ヘ

オ
ホ

イ
ク

ナ
ラ
イ

タ
イ

イ
ケ
ハ
ナ

６コ
テ
ン

御
伝
ニ

曰
、
此
形
、
木
草
の
花
形
、
時
節
の
珍
花
た
る
へ
し
。
み
木
の
上
江

覆
ひ
か
ゝ
ら
し
て
活
る
。

８ウタ歌
に
よ
り
て
習
と
す
。

９サウ惣
体
、
活
花

イ
ク

コ
ノ
コ
ヽ
ロ

に
、
み
木
を
お
ほ
は
せ
て
活
る
は
、
此
心
也
。

ク
ア
ン
イ
ハ
ク

シ
コ

イ
ク

ナ
ラ
イ

ハ
ヽ
キ
ヽ

マ
キ

モ
ノ
カ
タ
リ

ナ
テ
シ
コ

イ
ク

愚
按
ニ

曰
、
ナ
テ撫
子
を
活
る
習
あ
り
。
タ
マ玉
か
づ
ら
と
い
ふ
事
、
箒
木
の
巻
に
物
語
せ
し
、
撫
子
の
こ
と
也
。
フ
ネ舟花器
に
て
活
る
も
よ
し
。
ハ
ヤ早

フ
ネ

ウ
メ

ナ
ラ
イ

マ
イ

タ
マ

ユ
キ

ウ
タ

ヒ
ト

船
に
て
の
ぼ
せ
奉
る
也
と
あ
り
。
又
、
梅
を
い
く
る
も
習
あ
り
。
ハ
ツ
セ

初
瀬
に
参
り
給
ふ
と
云
ふ
に
よ
せ
あ
り
。
ツ
ラ貫
之
の
歌
に
、「
人
は

（
マ
マ
）

ス
ナ
ハ
チ
ハ
ツ
セ

ス
キ
フ
タ
モ
ト

ス
キ

い
ざ
心
も
し
ら
ず
」
と
い
へ
る
も
、
則
初
瀬
に
て
の
事
也
。
マ
タ又
、
杉
二
本
い
く
る
も
よ
し
。
杉
を
い
く
る
事
は
、

タ
ツ
ネ

カ
ハ

ふ
た
も
と
の
杉
の
た
ち
と
を
尋
ず
は
ふ
る
河
の
べ
に
君
を
み
ま
し
や

ウ
タ

と
い
ふ
歌
に
よ
せ
あ
り
。
以
上
、
玉
か
つ
ら
巻
中
の
景
物
也
。
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二
十
二

玉
葛

右
近
。
時
節
ノ
珍
花
、
撫
子
、
杉
。

【
訳
】
玉
鬘
の
事
は
夕
顔
の
君
の
娘
で
あ
り
、
筑
紫
の
方
に
い
た
間
に
大
人
に
な
っ
て
都
へ
上
ら
れ
た
が
、
初
瀬
に
参
詣
し
て
右
近
と
呼

ば
れ
た
人
と
再
会
し
て
、
光
源
氏
を
親
と
頼
ん
で
、
髭
黒
大
臣
の
正
妻
に
な
ら
れ
た
こ
と
を
書
き
連
ね
た
巻
で
あ
る
。
紫
の
上
は
（
玉
鬘

が
）
ど
う
い
う
家
柄
の
ご
身
分
で
あ
る
の
か
と
疑
っ
て
、
詠
み
な
さ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
亡
き
夕
顔
を
）
慕
い
続
け
た
私
は
昔
の
ま
ま
だ
が
、
玉
鬘
は
ど
う
い
う
筋
を
た
ど
っ
て
（
私
を
）
尋
ね
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

お
お

か
ぶ

師
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
形
式
で
木
草
の
花
の
姿
は
、
季
節
の
珍
し
い
花
が
よ
い
。（
こ
の
形
の
）
中
心
部
の
上
に
覆
い
被
せ
て
活
け
る
。

（
前
掲
の
）
和
歌
に
よ
っ
て
、（
こ
の
活
け
方
を
）
決
ま
り
と
す
る
。
総
じ
て
、
活
け
花
で
中
心
部
を
覆
っ
て
活
け
る
の
は
、
こ
の
趣
で
あ

る
。愚

案
に
よ
る
と
、
撫
子
を
生
け
る
決
ま
り
が
あ
る
。
玉
鬘
と
い
う
事
は
、
帚
木
の
巻
で
（
玉
鬘
の
父
で
あ
る
頭
中
将
が
光
源
氏
に
）
話

し
た
撫
子
の
事
で
あ
る
。
舟
の
花
器
で
活
け
る
の
も
よ
い
。「
早
船
で
（
玉
鬘
を
）
上
京
さ
せ
て
さ
し
あ
げ
る
」
と
（
物
語
に
）
あ
る
。

ま
た
、
梅
を
活
け
る
の
も
決
ま
り
で
あ
る
。
初
瀬
に
参
詣
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
由
来
が
あ
る
。
紀
貫
之
の
和
歌
に
、「
人
は
さ
あ
、

心
（
が
変
わ
っ
た
か
ど
う
か
）
も
分
か
り
ま
せ
ん
」
と
詠
ん
だ
の
も
、
す
な
わ
ち
初
瀬
で
の
事
で
あ
る
。
ま
た
、
杉
を
二
本
活
け
る
の

も
よ
い
。
杉
を
活
け
る
こ
と
は
（
右
近
が
玉
鬘
に
詠
ん
だ
）、

二
本
の
杉
が
立
っ
て
い
る
こ
の
初
瀬
に
お
参
り
し
な
け
れ
ば
、
古
川
の
ほ
と
り
で
姫
君
（
玉
鬘
）
に
会
え
た
で
し
ょ
う
か
。

と
い
う
和
歌
に
縁
が
あ
る
。
以
上
は
玉
鬘
の
巻
の
風
物
で
あ
る
。

【
注
】
１
「
玉
か
つ
ら
の
事
は
、
夕
顔
の
上
の
娘
に
て
、
つ
く
し
か
た
に
あ
り
し
に
、
お
と
な
し
く
な
り
て
」（『
龍
野
』）。
筑
紫
は
、
筑

前
・
筑
後
を
含
む
北
九
州
地
方
を
指
す
。
玉
鬘
は
四
歳
の
時
、
乳
母
の
夫
が
大
宰
府
の
次
官
に
な
り
、
一
緒
に
筑
紫
に
連
れ
て
行
か
れ
、
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二
十
歳
ぐ
ら
い
ま
で
（『
小
鏡
』
で
は
二
十
三
歳
ま
で
）
留
ま
っ
た
。

２
「
京
へ
の
ぼ
り
給
ひ
、
は
つ
瀬
も
ふ
て
に
、
右
近
と
い
ゝ
し

た
い
ふ
の
げ
ん

人
に
め
ぐ
り
あ
ひ
て
」（『
龍
野
』）。
玉
鬘
の
美
し
さ
を
聞
い
て
、
肥
後
国
（
熊
本
県
）
の
豪
族
で
あ
る
大
夫
監
が
強
引
に
求
婚
し
た
た

め
、
乳
母
は
玉
鬘
を
伴
な
い
上
京
し
た
。
長
谷
寺
に
参
詣
す
る
途
中
、
玉
鬘
と
の
再
会
を
祈
っ
て
い
る
右
近
と
遭
遇
し
た
。
右
近
は
夕
顔

に
仕
え
て
い
た
が
、
夕
顔
の
死
後
は
女
房
と
し
て
光
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
て
い
た
。
初
瀬
は
現
在
の
奈
良
県
桜
井
市
初
瀬
町
の
一
帯
を
い

う
。
古
く
は
武
烈
天
皇
や
雄
略
天
皇
の
宮
殿
の
所
在
地
と
さ
れ
、
平
安
時
代
に
は
長
谷
寺
が
あ
る
こ
と
で
有
名
。

３
「
ひ
か
る
君
を
親

と
た
の
み
、
ひ
け
く
ろ
の
北
の
か
た
に
成
給
ひ
し
事
を
、
か
き
つ
ら
ね
た
る
ま
き
に
て
お
は
し
ま
し
候
」（『
龍
野
』）。
帰
京
し
た
右
近
か

ら
玉
鬘
と
の
再
会
を
告
げ
ら
れ
た
光
源
氏
は
、
玉
鬘
を
引
き
取
る
。
玉
鬘
が
髭
黒
と
結
婚
し
た
の
は

真
木
柱
の
巻
だ
が
、『
小
鏡
』
も

玉
鬘
の
巻
に
、「
か
く
て
の
ほ
り
、
は
せ
に
て
右
近
参
り
あ
ひ
、
け
ん
し
の
お
と
ゝ
に
申
て
、
む
か
へ
侍
り
て
、
ひ
け
く
ろ
の
大
将
の

北
の
方
に
な
り
」
と
あ
る
。

４
「
む
ら
さ
き
の
上
、�
い
か
な
る
す
ち
の
御
程
に
か
�
と
う
た
か
ひ
て
、
よ
み
給
ひ
し
な
り
」（『
小

鏡
』）。
こ
の
文
脈
で
は
紫
の
上
が
注
５
の
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
に
な
る
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
光
源
氏
の
詠
作
。

５
巻
名
歌
。「
い
づ

く
と
て
尋
ね
来
つ
ら
む
玉
か
づ
ら
我
は
昔
の
我
な
ら
な
く
に
」（
後
撰
和
歌
集
・
雑
四
・
一
二
五
三
・
源
善
朝
臣
）
と
い
う
歌
に
よ
る
。

「
玉
鬘
」
は
多
く
の
玉
を
緒
に
通
し
た
髪
飾
り
。

６
「
此
か
た
、
木
草
花
と
も
、
時
節
の
珍
花
を
生
る
也
」（『
龍
野
』）。「
珍
花
」
は
、

（
身
木
の
上
へ
カ
）

長
谷
寺
で
右
近
が
偶
然
見
つ
け
た
玉
鬘
に
た
と
え
る
か
。

７
「
そ
れ
ゆ
へ
、
身
木
上
へ
お
ゝ
ひ
か
ゝ
ら
し
て
生
る
」（『
龍
野
』）。
光
源

氏
が
玉
鬘
を
養
女
と
し
て
庇
護
し
た
こ
と
を
表
わ
す
か
。

８
注
５
の
和
歌
を
指
す
。

９
「
そ
ふ
た
ひ
、
生
花
に
身
木
を
お
ゝ
わ
せ
て

生
る
は
、
此
心
な
り
」（『
龍
野
』）。

撫
子
は
秋
の
七
草
の
一
つ
。

「
此
巻
、
玉
か
つ
ら
と
い
ふ
事
、
箒
木
の
巻
に
物
語
せ
し
、

な
て
し
こ
の
事
な
り
」（『
小
鏡
』）。
２
帚
木
の
巻
で
、
夕
顔
は
娘
の
玉
鬘
を
撫
子
に
例
え
た
和
歌
を
詠
み
、
夫
の
頭
中
将
に
送
っ
た
。

「
撫
子
」
に
「
撫
で
し
子
」（
撫
で
る
よ
う
に
か
わ
い
が
っ
た
子
）
を
掛
け
る
。

玉
鬘
一
行
は
舟
に
乗
っ
て
、
九
州
か
ら
脱
出
し
た
。
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（

少

監

）

（
追
い
手
）

（
怖
じ
）

「
か
の
大
夫
の
し
ゃ
う
け
ん
、を
ひ
て
の
舟
を
や
た
て
ん
す
ら
ん
と
、
お
ち
て
、
は
や
舟
に
て
上
せ
た
て
ま
つ
る
也
。
こ
れ
を
、�
つ
く

し
上
り
の
は
や
舟
�
と
い
ふ
」（『
小
鏡
』）。「
早
船
」
は
漕
ぎ
手
が
多
く
、
速
力
が
早
い
船
。

梅
は
初
春
に
花
が
咲
き
、
香
り
が
愛

で
ら
れ
た
。

初
瀬
は
注
２
を
参
照
。
玉
鬘
一
行
は
都
に
帰
っ
た
が
母
の
夕
顔
を
探
す
当
て
も
な
く
、
神
仏
に
願
を
立
て
て
長
谷
寺
の

御
利
益
を
頼
む
た
め
、
初
瀬
に
参
詣
し
た
。

「
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
匂
ひ
け
る
」（
古
今
和
歌
集
・

春
歌
上
・
四
二
・
紀
貫
之
）
の
歌
は
、
貫
之
が
初
瀬
で
梅
の
花
を
見
て
詠
ん
だ
も
の
。

杉
は
古
来
、
神
木
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
。

へ

ふ
た
も
と

当
歌
は
右
近
（
注
２
参
照
）
が
玉
鬘
に
出
会
っ
て
詠
ん
だ
歌
で
、「
初
瀬
川
古
川
の
辺
に
二
本
あ
る
杉

年
を
経
て
ま
た
も
会
ひ
見
む

二
本
あ
る
杉
」（
古
今
和
歌
集
・
雑
躰
・
旋
頭
歌
・
一
〇
〇
九
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
を
踏
ま
え
る
。
古
川
は
初
瀬
川
の
こ
と
で
、
長
谷
寺

の
南
を
流
れ
る
。

（
胡
鴻
洋
）
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