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秋

れ

山

わ

は

！
ー
ー
心
情
表
現
の
構
造
を
中
心
に
ー
ー

蔦
葉
集
巻
一
・
十
六
番
の
額
国
王
の
歌
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
本
集
の
初
め

の
方
に
あ
り
、
且
額
田
王
の
歌
で
あ
る
処
か
ら
、
従
来
の
諸
註
殆
ん
ど
と
れ
を

取
扱
っ
て
居
っ
て
、
一
見
、
意
見
も
出
つ
〈
し
た
観
が
あ
る
が
、
い
ま
だ
疑
問

の
点
を
多
〈
の
と
し
て
居
り
、
私
は
特
に
そ
の
心
情
表
現
の
梼
遣
の
上
よ
り
、

従
来
と
は
別
の
見
解
を
い
だ
い
て
ゐ
る
の
で
、
と
と
に
私
見
を
述
べ
て
み
た
い

と
思
ふ
。

犬

孝

養

天
皇
訪
問
＝
内
大
臣
藤
原
朝
臣
日
競
＝
憐

春
山
高
花
之
艶
秋
山
千
葉
之
彩
』
時
、

額
田
玉
以
v
歌
剣
之
歌

多
ご
も
り
春
さ
り
来
れ
ば

鳴
か
ざ
り
し
烏
も
来
鳴
き
ぬ

咲
か
ぎ
り
し
花
も
暁
け
れ
ど

山
を
茂
み
入
り
て
も
取
ら
ず

草
深
み
取
り
て
も
見
．
す
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と
の
歌
が
い
つ
出
来
た
か
、
大
津
宮
以
前
あ
以
後
糸
、
中
に
は
宍
智
天
皇
七

空
一
一
月
あ
と
規
定
ず
る
設
（
崎
製
お
第
「
一
思
想
も
ら
る
程
で
ゐ
る
で
い
づ

れ
も
定
か
で
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
い
か
な
る
事
情
の
も
と
に
生
ま
れ

た
か
も
、
題
詞
に
明
か
な
如
〈
で
φ

め
る
が
、
詳
し
い
事
情
は
定
か
で
な
い
。
中

に
は
、
一
六
智
天
皇
と
鎌
足
と
春
秋
を
容
は
れ
た
時
、
判
定
を
下
し
た
と
ず
る
設

（
「
僻
案
抄
」
・
「
孜
証
」
）
、
或
は
、
諸
直
に
き
そ
ば
せ
た
時
、
秋
の
方
人
と
し

て
か
両
方
の
剣
者
と
し
て
、
判
定
し
た
と
ず
る
設
ハ
「
代
匠
記
」
）
、
ま
た
、
天
皇

が
、
御
自
分
と
弟
符
大
海
人
皇
子
と
の
い
づ
れ
に
心
を
寄
せ
ら
れ
る
か
を
頼
回

王
に
た
め
さ
号
と
し
て
、
諸
位
に
春
秋
場
）
競
憐
せ
し
め
る
と
と
に
か
こ
つ
け
て
、

玉
の
剣
定
の
員
意
宏
一
言
は
し
め
た
と
す
る
設
（
「
燈
」
）
等
が
お
る
が
、
い
づ
れ

も
穿
撃
に
ナ
ぎ
て
ゐ
る
。
と
も
か
く
も
、
天
皇
を
中
心
に
、
廷
臣
聞
に
こ
の
種

の
文
雅
の
遊
宴
が
行
は
れ
た
折
、
王
自
身
の
春
秋
に
対
す
る
心
情
の
表
白
を
、

歌
で
判
定
し
た
も
の
で
あ
る
点
に
は
間
違
ひ
な
か
ら
4
0
旦
、
近
頃
の
諸
註
の

い
ふ
知
〈
、
大
化
改
新
以
来
、
大
陸
文
化
吸
枚
の
影
響
下
に
忘
る
宮
廷
に
於
い

て
、
進
ん
だ
宮
廷
文
化
の
先
端
に
花
開
い
た
、
美
意
識
（
風
雅
）
の
世
界
の
先
駆
的

出
現
で
あ
る
点
に
も
、
間
違
ひ
な
か
ら
号
。
し
か
し
、
与
り
し
た
問
題
は
と
こ

で
は
聞
は
な
い
官
、
と
の
歌
の
心
情
表
現
の
在
り
方
を
探
究
し
、
今
日
ま
で
の

各
種
各
践
の
解
釈
の
上
に
、
更
に
一
つ
の
試
見
を
加
へ
て
見
た
い
と
恩
ふ
の
で

 

あ
る
。ま

づ
、
心
情
表
現
の
在
り
方
の
考
察
に
さ
き
立
っ
て
、
と
の
歌
の
中
の
問
題

多
含
箇
所
に
つ
い
て
の
、
吟
味
を
と
げ
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（
イ
）
「
曾
許
之
恨
之
」
の
訓
に
つ
い
て
。

室
長
が
「
恨
」
の
字
を
「
怜
」
の
誤
と
み
て
（
川
崎
晴
手
」
）
、
「
そ
こ
し
お
も

し
ろ
じ
と
訓
也
。
ろ
ら
め
し
に
て
は
問
え
ず
」
ハ
「
玉
の
小
琴
」
）
と
し
て
ゐ
る

こ
と
の
非
な
る
と
と
は
、
古
写
本
に
「
怜
」
字
と
な
っ
て
ゐ
る
の
が
一
本
も
な

い
の
み
な
ら
ず
、
「
孜
証
」
「
燈
」

2
芸
大
君
志
」
「
山
田
博
士
講
義
」
で
既
に
論

証
済
み
で
る
る
。
ま
し
て
や
、
「
ソ
コ
シ
タ
ヌ
シ
」
（
「
古
義
」
「
新
考
」
〉
、
「
ソ
コ

シ
メ
ヅ
ラ
ジ
」
岳
製
嘆
き
）
「
ソ
コ
シ
ト
モ
ジ
」
（
謡
謹
製
」
）
の
非
な

る
こ
と
は
い
ふ
ま
宇
も
な
い
。
最
近
土
屋
文
明
氏
の
「
私
註
」
が
「
文
字
の
ま

ま
ウ
ラ
メ
ジ
と
訓
ん
で
も
味
は
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
ご
と
い
っ
て
居
ら
れ
る
の

も
、
泊
極
に
渇
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
と
は
絶
対
的
に
「
ウ
ラ
メ
ジ
」
で
な
け

れ
ば
、
歌
意
を
徒
ら
に
論
理
的
に
合
理
化
す
る
の
み
で
、
心
情
表
現
の
特
殊
性
・

は
失
は
れ
て
し
ま
ふ
処
で
あ
る
。

ハ
ロ
）
「
置
き
て
ぞ
歎
〈
」
の
「
歎
く
」
に
つ
い
て
。

こ
こ
勺
は
「
歎
〈
」
の
語
意
が
問
題
で
あ
る
。
と
れ
に
つ
い
て
以
下
二
類
は

い
づ
れ
も
解
釈
非
な
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
お
る
。

一
つ
は
、
「
曾
許
之
恨
之
」
を
、
（
イ
）
に
謹
べ
た
如
く
、
「
怜
之
」
の
設
と

見
る
も
の
の
解
釈
で
怠
っ
て
、
と
れ
に
も
二
通
り
、
ハ

a
）
は
、
と
の
句
を
「
そ

と
が
お
も
し
ろ
し
」
と
と
る
処
か
ら
、
「
歎
〈
」
の
語
意
を
「
賞
美
す
る
」
の

9 



意
に
す
る
も
の
〔
「
槍
嬬
手
」
「
折
口
氏
口
訳
」
）
で
あ
っ
て
、
（
b
）
は
、
「
歎
〈
」

を
「
残
念
に
思
ひ
歎
〈
」
意
に
は
と
る
が
、
「
残
念
に
忍
ひ
歎
〈
、
そ
と
に
味

あ
り
」
と
見
る
も
の
（
「
古
義
」
安
藤
野
雁
「
新
考
」
）
で
あ
る
。
こ
の
両
訟

は
、
「
怜
之
」
が
既
に
不
成
立
で
あ
る
か
ら
、
（

a
）
の
語
意
も
不
成
立
、
ハ
b
〕

も
「
敷
く
」
の
語
意
そ
の
も
の
は
よ
し
と
し
て
も
、
さ
ち
し
た
心
情
の
関
聯
に

於
け
る
「
敷
く
」
で
は
な
い
。
と
の
両
設
と
も
、
歌
意
の
合
理
化
そ
求
め
る
あ

ま
り
に
、
歌
の
心
情
を
破
壊
し
た
も
の
で
み
め
る
。

二
は
、
「
曾
許
之
恨
之
」
と
は
関
聯
な
し
に
、
「
歎
〈
」
を
「
賞
美
す
る
」
意

と
す
る
も
の
で
、
吉
田
培
綴
氏
の
「
禽
実
集
の
長
歌
を
漢
文
修
辞
法
よ
り
観
た

乙
一
斑
」
（
毘
綜
重
論
毎
」
）
に
述
べ
る
訟
で
ゐ
る
。
吉
田
氏
は
漢
文
修
経
法
と

比
較
し
で
こ
の
散
の
構
成
を
論
じ
、
存
は
「
曾
許
之
恨
之
」
に
汲
接
さ
れ
、
と

の
「
賞
美
す
る
」
は
、
「
そ
れ
ゆ
ゑ
秋
を
よ
し
と
ず
る
」
と
し
て
、
結
句
に
夫
順

接
さ
れ
る
と
見
る
も
の
で
あ
る
。
氏
の
設
か
ら
い
へ
ば
、
「
賞
美
す
る
」
の
語

意
は
成
立
守
る
が
、
こ
れ
は
、
ゐ
ま
り
に
漢
文
修
辞
の
合
理
化
に
ひ
き
つ
け
ナ

ぎ
る
も
の
で
、
こ
れ
で
は
、
人
間
心
情
の
員
突
に
触
れ
ぬ
、
何
の
た
め
の
歌
ぞ

と
息
は
れ
て
〈
る
。
（
哨
一
弘
…
…
…
叡
）

結
局
、
と
の
「
敷
く
」
は
、
弐
の
句
を
「
ウ
ラ
メ
ジ
」
〉
一
訓
ん
だ
上
で
、
「
残

念
に
思
ひ
歎
く
」
意
と
す
べ
き
で
あ
ろ
。

ハ
ハ
）
「
そ
こ
し
号
ら
b
し
」
の
解
釈
如
何
。

「
仙
覚
抄
」
「
管
見
一
」
が
、
「
そ
こ
し
」
を
「
そ
こ
ば
く
」
の
意
と
ナ
る
の
は
論

外
と
し
て
、
「
そ
と
し
ろ
ら
め
し
」
を
、
春
山
の
こ
と
を
承
け
る
と
い
ふ
設
が

あ
る
。
「
代
医
詑
」
・
金
子
一
万
臣
氏
（
「
評
釈
」
）
・
吉
田
氏
（
制
惑
が
と
れ
で
あ

る
。
と
れ
は
恐
ら
〈
、
「
EJ
ら
b
し
」
に
直
ち
に
「
秋
山
わ
れ
は
」
と
つ
づ
く

一
見
矛
告
別
的
に
じ
地
与
え
る
処
か
ら
発
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
代
医
詑
」
は
「
恨

b
し
と
は
春
に
心
ゆ
か
ぬ
所
の
あ
る
に
恨
み
を
残
十
反
り
。
」

氏
の
如
き
は
、

「
春
山
は
あ
の
点
が
恨
診
し
い
。
だ
か
ら
秋
山
の
万
に
団
扇
を
上
げ
ま
寸
ゎ
。

私
は
。
」

－Y一
解
釈
さ
れ
、
徹
底
的
合
理
化
を
め
ざ
し
て
居
ら
れ
る
。

吉
田
氏
は
、
前
越
の
如
〈
漢
文
修
辞
法
と
比
較
し
て
、
こ
の
歌
の
構
成
を
論

ぜ
ら
れ
、
漢
文
の
承
接
法
上
り
、
と
の
句
を
前
後
と
は
独
立
の
句
と
し
て
、
春

山
の
と
と
は
と
の
句
で
承
接
し
、
秋
山
の
と
と
は
「
秋
山
雪
者
」
で
承
接
す
る

と
さ
れ
、
更
に
漢
文
修
辞
の
互
交
法
よ
り
、
こ
の
最
後
・
の
二
句
を
、
「
詞
は
対

句
を
た
さ
ざ
れ
ど
も
、
共
の
意
向
い
相
反
し
、
共
の
表
現
の
形
式
は
対
句
た
る
べ

き
な
り
」
と
し
、
「
十
二
分
に
判
断
の
意
義
を
表
現
十
と
せ
ば
、
左
の
如
く
な

る
べ

L
o

と
い
ひ
、

金
子

10 

恨
め

L

葺
謝
－

一
回
一
秋
山
一
ル
ニ
図
書
」

と
、
独
自
の
設
を
述
べ
ら
れ
た
。
と
れ
で
は
ま
と
と
に
明
快
な
論
断
で
、
論
と

し
て
は
敬
服
の
外
な
く
、
旦
大
陸
文
学
の
影
響
多
き
当
時
の
歌
壇
を
思
へ
ば
、

さ
も
ら
り
な
ん
か
と
思
は
れ
る
ふ
し
も
あ
る
が
、
と
の
見
事
な
合
理
的
表
現
で

は
、
日
本
的
持
情
ぼ
手
も
足
も
出
な
〈
、
ま
し
て
豊
か
な
る
情
感
の
持
主
た
る

額
国
王
が
、
そ
の
極
b
て
女
性
的
な
る
心
情
の
波
動
を
、
果
し
て
か
や
与
な
割

り
き
っ
た
仕
組
の
中
に
、
表
は
し
得
た
ら
ろ
か
を
怪
し
む
の
で
あ
る
。

前
の
「
代
匠
記
」
・
金
子
氏
の
設
と
と
も
に
、
論
理
に
あ
は
せ
ナ
ぎ
て
、
人
間

的
女
性
的
な
生
き
た
野
情
の
余
地
な
か
ら
し
め
る
と
の
解
釈
に
は
賛
L
難
い
。

こ
こ
け
、
そ
の
他
の
殆
ん
ど
唱
す
べ
て
の
諸
註
の
誘
く
如
〈
、
上
旬
の
「
青
き

を
ば
置
ぎ
て
ぞ
歎
〈
」
を
承
〈
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
而
L
て
、
諸
註
の
号
、

そ
と
一
清
同
一
し



「
燈
」
が
「
お
も
ト
ろ
き
方
を
言
外
と
し
、
却
っ
て
号
ら
b
し
き
方
を
詞
と
し

給
へ
る
は
、
倒
語
聞
の
妙
処
」
と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
、
心
情
の
奥
処
に
触
れ
た
言

と
い
へ
よ
ら
。
「
そ
こ
」
の
意
も
山
田
博
士
の
い
は
れ
る
如
〈
ハ
「
講
義
」
）
、

「
そ
の
点
」
な
ど
い
ふ
抽
象
的
な
意
に
用
ゐ
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
た

だ
山
田
博
士
が
、
「
そ
の
秋
の
批
難
は
、
春
山
全
般
の
弱
点
な
る
を
言
外
に
知

ら
し
め
ト
（
「
講
義
」
）
と
い
は
れ
る
の
は
円
と
れ
ま
た
結
論
（
結
句
の
判
断
）

へ
の
合
理
化
を
念
が
れ
る
言
辞
と
い
ふ
べ
き
で
お
る
。

七
六
〉
「
秋
山
否
者
」
の
訓
に
つ
い
て
。

「
秋
山
五
日
者
」
を
「
ア
キ
ヤ
マ
ソ
ワ
レ
ハ
」
（
「
商
本
願
寺
本
」
「
流
布
本
」
「
代

匠
記
初
」
「
考
」
「
新
考
」
）
、
叉
「
ア
キ
ヤ
マ
ヲ
ワ
レ
ハ
」
（
「
細
井
本
」
「
僻
案

抄
」
「
新
考
」
）
と
訓
む
の
は
、
「
曾
」
乎
、
「
乎
」
字
の
あ
る
本
も
な
く
、
の
み
な

ら
ず
、
徒
に
論
理
的
正
確
さ
に
資
す
る
の
み
で
、
折
角
の
結
句
の
感
情
の
躍
動

を
妨
げ
る
こ
と
と
も
な
る
。
こ
こ
は
宣
長
〔
「
玉
の
小
琴
」
）
に
従
っ
て
、
「
ア

キ
ヤ
マ
ワ
レ
ハ
」
と
訓
む
べ
き
で
ふ
め
る
。

以
上
、
主
な
る
問
題
の
点
を
か
へ
り
み
た
が
、
そ
の
他
の
問
題
は
、
表
現
構

造
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
、
趨
宜
留
意
し
て
ゆ
く
つ
も
り
で
ら
る
。

四

さ
て
、
と
の
歌
に
対
ず
る
従
来
の
諸
註
の
考
へ
方
は
い
か
が
で
る
ら
ち
か
。

諸
設
皆
、
こ
の
歌
は
、
前
今
に
大
体
に
於
い
て
春
を
否
定
し
、
後
牛
に
大
体

に
於
い
て
秋
を
肯
定
し
、
結
論
と
し
て
、
秋
を
よ
し
と
断
定
ナ
る
も
の
と
見

る
。
中
に
は
、
も
っ
と
強
調
し
て
、
前
牟
は
、
春
を
完
全
に
抑
へ
、
後
卒
、
秋

を
完
全
に
揚
ぐ
と
見
る
も
の
も
あ
る
店
守
一
町
時
間

43一日
b
t
H
開）
0

武
田
博
士
の

． 
寸
新
解
」
の
如
き
は
、
秩
の
断
定
に
導
く
た
め
に
は
、
秋
の
肯
定
の
部
分
が
弱

す
ぎ
る
と
と
を
懸
念
し
て
居
ら
れ
る
。

而
し
て
、
総
じ
て
、
こ
の
歌
に
は
春
（
花
）
と
秋
ハ
黄
葉
）
と
の
優
劣
が
諭

ぜ
ら
れ
る
と
見
、
従
っ
て
そ
の
論
証
方
法
は
浬
路
を
踏
み
、
議
論
的
理
智
的
で

る
る
と
し
て
、
そ
と
か
ら
と
の
歌
の
－
評
僚
も
、
替
め
ろ
側
に
立
て
ば
、
一
般
に

作
者
の
理
智
の
光
が
見
ら
れ
る
と
し
、
（
嗣
即
時
叫
ん
げ
h
J鱒
骨
’
な
戸
市
立
）

議
論
的
な
も
の
を
歌
に
L
た
の
は
妙
と
し
、
（
忍
欝
一
）

知
的
に
し
て
具
体
感
が
あ
る
と
か
、
臨
時
議
空
襲
臥
需
耕
」
）

等
%
の
批
－
評
と
な
る
。
ま
た
庇
ず
側
に
立
て
ば
、

理
に
な
づ
み
歌
の
味
は
ひ
を
欠
〈
と
か
、
（
唯
一
銭
」
「
雲
脚
」
〉

才
気
で
こ
L
ら
へ
ら
れ
た
構
想

Z
る
と
そ
（
説
明
好
主
研
究
」
）

対
句
で
か
た
b
た
お
雛
様
式
の
形
骸
に
す
ぎ
ぬ
つ
ま
ら
ぬ
作
品
だ
乞
る
と

，
、
盛
唯
木
博
士

J

L
‘

f

「
嘉
一
揖
梓
の
鍾
賀
」
、

内
容
が
抽
象
的
で
描
写
が
な
い
〈
「
民
間
設
務
」
）

と
す
る
等
々
の
批
評
を
生
む
に
至
る
。

し
か
し
、
表
現
、
が
理
智
の
筋
遣
を
逐
ふ
こ
と
は
、
ほ
の
見
え
る
と
し
て
も
、

心
情
ぼ
し
か
く
割
り
ぎ
っ
た
も
の
か
、
否
か
。
い
づ
れ
も
歌
の
表
現
の
表
間
的

な
国
の
観
察
た
る
を
免
か
れ
て
ゐ
な
い
感
が
ゐ
る
。

更
に
、
諸
註
の
中
で
裏
面
に
立
入
っ
た
観
察
に
触
れ
る
も
の
を
見
る
と
、
山

田
博
士
は
「
さ
て
と
れ
に
て
春
秋
の
可
否
決
着
せ
り
と
い
ふ
と
と
を
得
ざ
る
は

勿
論
な
れ
ど
、
婦
人
と
し
て
の
実
際
の
感
情
震
に
か
〈
る
り
L
な
ら
む
。
」
（
「
講

義
」
）
と
い
っ
て
居
ら
れ
る
。
と
れ
ば
正
柏
崎
を
得
た
言
で
あ
る
が
、
考
察
の
後

の
い
は
ば
余
諭
と
し
て
述
べ
て
居
ら
れ
る
も
の
で
、
根
本
の
解
釈
は
、
上
掲
の

理
路
の
線
に
添
号
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
窪
同
窓
穏
氏
〈
「
評
釈
」
）
は
、
女
性
と
し
て
の
心
情
の
個
性
が
一
篇

を
貫
い
て
ゐ
る
と
と
を
い
は
れ
、
特
に
優
劣
の
基
準
を
、
手
に
厭
っ
て
愛
玩
し

得
る
か
否
か
に
置
い
た
と
と
、
秋
山
の
全
面
的
に
黄
葉
し
な
い
の
を
橡
ら
ず
と

十
る
と
と
に
、
女
性
の
心
情
の
機
微
を
見
て
厨
ら
れ
る
の
は
同
感
で
る
り
、
「
個

性
的
な
感
受
を
、
論
理
的
な
構
成
に
溶
か
し
、
整
然
と
、
安
ら
か
に
、
持
情
味

を
漂
は
せ
っ
つ
訓
ん
で
ゐ
る
の
は
、
優
れ
た
手
腕
と
称
ず
べ
き
で
あ
る
ご
と
の

評
言
も
略
々
賛
し
得
る
処
で
あ
る
が
、
と
の
見
地
か
ら
、
さ
ら
に
深
く
心
情
表

現
の
構
迭
に
立
入
ら
れ
ず
、
よ
き
評
昔
一
ロ
に
も
拘
ら
ず
、
解
釈
は
結
局
一
般
的
表

面
的
に
終
っ
て
ゐ
る
の
は
遺
憾
と
い
ふ
べ
き
で
る
る
。

向
「
全
註
釈
」
が
、
「
：
：
：
一
万
来
と
の
人
が
花
賞
葉
の
員
の
美
に
就
い
て
行

同
等
に
感
じ
て
ゐ
た
」
と
と
を
い
ひ
、
次
回
潤
氏
「
新
議
」
及
次
回
目
隠
一
幸
氏

「
評
議
」
が
、
と
の
歌
に
花
賞
薬
の
優
劣
を
判
じ
煩
ふ
心
持
の
・
あ
る
と
と
を
指

摘
し
て
居
ら
れ
る
の
は
、
心
情
の
内
面
に
触
れ
た
注
目
ず
べ
き
言
辞
で
・
あ
る

が
、
全
体
と
L
て
は
、
こ
れ
ま
た
一
般
的
表
面
的
観
察
に
終
っ
て
ゐ
る
の
を
遺

憾
と
ず
る
。

そ
の
他
に
、
印
象
的
直
観
的
一
評
言
で
有
繁
に
当
る
も
の
も
見
ら
れ
た
〈
は
な

い
が
、
そ
の
由
っ
て
来
る
所
以
を
明
か
に
し
て
ゐ
な
い
も
の
は
、
と
と
に
か
へ

り
み
る
べ
く
も
な
い
。

之
を
要
す
る
に
、
従
来
の
諸
註
の
考
へ
方
は
、
時
に
表
現
の
由
民
に
は
い
っ
て

心
情
の
機
後
に
触
れ
る
も
の
は
る
っ
て
も
、
い
づ
れ
も
歌
意
の
合
理
化
に
念
で
、

優
劣
を
剣
断
ず
る
に
至
る
論
理
的
展
開
に
中
心
が
置
か
れ
、
心
情
表
現
の
構
迭

に
触
れ
る
と
と
乏
し
ぐ
、
心
理
展
開
の
必
然
の
波
動
を
見
お
と
し
が
ち
で
ゐ

る
。
か
く
て
は
、
生
き
た
人
間
の
、
更
に
は
女
性
の
、
歌
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ

た
情
感
の
在
り
方
を
、
見
失
ふ
に
至
る
も
の
で
は
な
か
ら
ち
か
。

五
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と
と
に
、
私
の
理
解
す
る
と
の
歌
の
、
心
情
表
現
の
在
り
方
を
述
べ
て
、
い

か
な
る
表
現
構
浩
に
よ
っ
て
心
情
は
そ
の
全
き
表
出
を
と
げ
て
ゐ
る
か
、
私
の

構
造
観
を
明
か
に
し
た
い
。

私
は
、
諸
註
の
多
く
が
分
け
る
如
ぐ
、
一
一
一
段
に
分
け
、
こ
の
一
一
一
段
の
構
成
に

添
ろ
て
、
心
情
は
せ
り
る
げ
ら
れ
、
高
b
ら
れ
、
行
き
つ
ぐ
処
に
い
っ
て
ゐ
る

と
忍
ふ
。
私
の
、
諾
註
と
岡
県
な
る
見
解
を
述
べ
る
た
め
に
は
、
各
段
に
於
け
る

心
情
の
在
り
方
を
あ
と
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
段

多
ご
も
り
春
さ
り
来
れ
ば
：
：
：
・
・

鳴
か
ざ
り
し
烏
も
来
鳴
き
ぬ
；
ー
：
ー

白

l
l

．－
H
H

（

2υ

咲
か
ざ
り
L

花
も
暁
け
れ
ど
i
l
l
－

山
を
茂
み
入
り
て
も
啄
ら
ず
白
t
i
e
－－目

uvu，
（

3
）
 

草
深
み
板
り
て
も
見
ず

i

l

－

－

第
一
段
は
、
勿
論
「
春
」
に
つ
い
て
の
心
情
を
述
べ
た
拠
で
あ
る
。

右
の
歌
の
（
1
〕
の
処
は
、
ま
づ
「
春
」
を
提
示
す
る
0

・
し
か
も
「
多
ご
も

り
」
の
枕
詞
は
、
武
田
博
士
の
設
（
認
陀
吋
即
時
）
の
如
〈
、
「
多
の
終
か
ら

春
に
つ
づ
〈
」
意
味
に
と
る
べ
〈
、
こ
と
に
既
に
多
か
ら
春
へ
の
ハ
と
ざ
さ
れ

た
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
た
も
の
へ
の
）
喜
び
の
心
情
に
於
い
て
「
春
」
は
提
示

さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
序
奏
に
の
っ
て
、
心
情
は
更
に
烏
R
J
た
ひ
花
咲
〈
春
へ
の
快
誼
な
喜
び

ハ（
2
）
）
に
発
展
す
る
。
そ
の
喜
び
の
肯
定
は
、
鳴
か
ぎ
り
し
↓
鳴
〈
、
咲
か

ざ
り
し
↓
咲
〈
、
の
如
〈
、
否
定
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
い
肯
定
を
導
く
方
法
で

：・ハ
1
）



 

ま
さ
に
二
倍
の
肯
定
に
値
ず
る
。
そ
れ
に
更
に
拍
車
を
か
け
る
も
の
は
、
「
も
」

の
助
詞
で
あ
っ
て
、
と
れ
に
よ
っ
て
、
「
春
」
の
喜
び
は
発
展
的
可
能
を
含
ま

L
め
ら
れ
、

L
か
も
見
事
な
る
対
句
の
流
動
を
得
て
、
「
春
」
の
ず
ば
ら
L
さ

へ
の
心
情
は
存
分
に
号
た
ひ
ら
げ
ら
れ
る
。
後
の
考
察
の
た
b
に
、
肯
定
否
定

関
係
を
図
表
L
て
お
け
ば
（
刈
惣
護
下
）
可
と
と
は
、

へ
肯
定

C

O

i

－－

A

V

（

2
U
 

（
肯
定

O

O

－－：

と
・
な
る
。
品
川
、
と
の
ご
行
は
以
上
の
在
り
方
で
ゐ
り
な
が
ら
、
前
行
（
烏
鳴
〈

の
方
ゾ
は
、

F
1
u
の
序
奏
に
応
じ
た
序
的
役
割
を
も
果
し
、
後
行
ハ
花
咲
く

の
方
）
は
、
問
題
の
中
心
「
春
山
葛
花
」
一
に
つ
い
て
、
ハ
3
）
へ
の
序
的
役
割

を
も
果
L
て
ゐ
る
。
さ
て
、
と
の
「
春
」
の
す
ば
ら

L
さ
へ
の
心
情
は
、
最
後

の
「
ど
」
助
詞
に
よ
っ
て
、
滋
態
的
飛
躍
へ
の
契
機
を
得
、
〔
3
u
に
発
展
十

る
c喜

び
の
積
極
面
へ
延
び
た
心
情
は
、
い
は
ば
「
ど
」
の
ぱ
ね
を
得
て
、
あ
ら

ぬ
治
極
聞
へ
の
発
展
を
と
げ
、
ハ
3υ

を
生
む
。
「
山
を
茂
み
」
「
草
深
み
」
と

も
に
前
の
喜
び
に
対
ず
る
否
定
面
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
ゑ
に
否
定
は
更
に
ち
も

つ
づ
い
て
、
「
入
り
て
も
取
ら
．
す
」
「
取
り
て
も
見
ず
」
と
な
り
、
完
全
に
抽
出
極

の
底
に
お
と
さ
れ
る
。
勿
論
と
と
も
ま
た
「
も
」
の
効
果
、
及
び
対
句
の
効
果

は
（
2
）
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
山
田
博
士
が
「
横
と
縦
と
の
二
法
を
交
五

に
用
ゐ
た
る
、
そ
の
浩
句
の
手
腕
凡
な
ら
ざ
る
を
見
る
」
（
「
講
義
」
）
と
L
た

の
は
、
ま
さ
に
至
当
で
る
る
。
多
く
の
諸
一
誌
が
、
と
こ
を
女
性
の
実
情
を
号
た

ひ
得
て
ゐ
る
と
見
る
の
も
至
当
の
こ
と
で
ら
っ
て
、
特
に
、
花
を
手
に
取
り
得

な
い
無
念
さ
を
訴
へ
る
処
、
女
性
心
理
の
機
微
を
号
た
ひ
ら
げ
て
ゐ
る
。
と
の

ハ
3
V
の
処
の
肯
定
否
定
関
係
を
図
表
す
れ
ば

へ
否
定

（
否
定

と
な
る
。

と
こ
で
諸
註
の
如
〈
、
「
春
」
が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
と
見
る
な
ら
ば
、
論

理
の
み
を
辿
ら
ち
と
や

J

る
大
変
た
談
り
で
怠
っ
て
、
心
情
は
却
っ
て
謹
に
、
否

定
ハ
障
害
U
に
ち
も
ひ
L
が
れ
た
中
で
、
思
ひ
き
り
の
つ
か
な
い
方
向
へ
の
発
展

を
と
げ
、
「
春
」
へ
の
愛
蔚
は
裏
に
ひ
た
ひ
た
と
表
出
さ
れ
る
に
至
っ
て
ゐ
る
と

い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
文
字
面
か
ら
見
て
も
二
つ
の
図
表
の
如
く
、
肯
定
符
定
相

中
ば
し
、
ど
ち
ら
と
も
判
断
の
つ
か
な
い
処
で
、
「
春
は
と
て
も
よ
い
、
し
か
し

ま
た
、
と
て
も
工
合
が
わ
る
い
、
ど
号
し
た
ら
よ
い
だ
ら
号
」
と
の
、
女
性
ら

し
い
心
情
の
揺
ら
ぎ
・
迷
ひ
が
、
ニ
聯
の
対
句
の
進
み
行
き
の
ち
も
に
、
表
出

さ
れ
た
処
と
見
ら
る
ぺ
舎
で
ら
る
。
敢
へ
て
合
理
的
表
出
乞
許
す
な
ら
ば
、
「
そ

と
L
号
ら
b
L
」
は
、
と
の
第
一
段
の
終
り
に
も
、
存
置
L
得
る
処
で
あ
る
。

か
く
て
「
春
」
を
、
決
b
か
ね
る
迷
ひ
の
号
ち
に
、
号
も
置
い
て
、
第
二
段
に

入
る
。

x 

X
J
e－
 

－

U
ハ3
）

x
l白

× 

第
一
一
段

秋
山
の
木
の
葉
を
見
て
は
・

j
i－－：：・（
ν〕

黄
葉
を
ば
眠
り
て
ぞ
賞
ぶ

J
J・－－－（引乙

宜
円
き
を
ば
置
き
て
ぞ
敷
く
：
・
：
：
：
：
（
m
J

）

と
の
段
の
冒
頭
（
ハ

ν）
）
は
、
口
「
秋
山
千
葉
」
を
直
ち
に
提
示
ず
る
処
で
、

前
段
末
尾
ま
で
に
痘
ひ
っ
b
ら
れ
て
来
た
心
情
は
、
前
段
の
如
き
ゆ
る
や
か
な

序
奏
を
伴
ふ
と
と
な
〈
、
舞
台
は
直
ち
に
転
換
し
て
、
「
秋
山
千
葉
」
の
本
体

に
卦
ト
、
し
か
も
、
「
て
は
」
は
「
貯
ず
と
い
ふ
脚
結
心
を
つ
く
べ
し
」
と

「
置
」
が
述
べ
た
や
ち
に
注
目
T
べ
〈
、
心
情
は
と
の
本
体
に
多
〈
の
期
待
を
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求
め
た
形
で
、
翻
然
提
示
さ
れ
る
に
至
っ
て
ゐ
ろ
。

「
秋
山
千
葉
」
の
本
体
に
と
び
込
ん
だ
心
街
は
、
直
ち
に
愛
貧
の
一
咳
心
た
る
黄

葉
に
迫
hJ
、
前
段
の
「
春
」
の
す
ば
ら
L
さ
に
応
じ
て
、
「
黄
葉
を
ば
取
り
て

ぞ
賞
ぶ
」
秋
の
す
ば
ら
し
さ
を
訴
へ
る
《
T
〉
）
。
殊
に
助
詞
「
ば
」
に
よ
っ

て
黄
葉
に
対
ず
る
愛
着
は
特
出
さ
れ
、
い
は
ば
肯
定
の
上
の
肯
定
と
な
り
、
さ

ら
に
助
詞
「
ぞ
」
に
よ
っ
て
、
愛
貨
も
倍
加
さ
れ
、
と
れ
ま
た
肯
定
の
上
の
肯

定
と
な
る
。
図
示
す
れ
ば

肯
定

O
O
G
O
－－：：：：：ハタ
υ

と
な
る
。
こ
の
一
行
の
肯
定
観
・
讃
美
観
は
、
ま
さ
に
「
春
」
の
ハ
2
〉
の
一
一

行
の
役
割
を
呆
L
て
ゐ
る
処
で
ら
る
。

し
か
る
に
、
と
の
「
秋
」
の
ナ
ば
ら
L
さ
に
も
拘
ら
ず
、
凡
そ
そ
の
積
極

函
・
肯
定
閣
を
、
滑
極
の
谷
に
お
と
ナ
「
青
き
を
ば
置
き
て
ぞ
歎
〈
」
否
定
国

（
シ
）
の
登
場
と
な
る
。
と
と
も
ま
た
助
詞
「
ば
」
「
ぞ
」
の
効
果
の
関
係
は
同

じ
く
で
、
両
助
詞
は
「
菅
き
」
と
と
及
び
「
置
き
て
歎
〈
」
と
と
の
無
念
さ
・

否
定
面
を
強
調
倍
加
す
る
。
従
っ
て
、
と
の
肯
定
否
定
関
係
を
図
示
ナ
れ
ば
、

否
定

x
x

×
×
・
：
：
・
：
（
g
u

と
な
る
。
と
の
（
シ
）
の
一
行
も
、
第
一
段
の
ハ
3
〉
の
二
行
に
応
じ
た
役
割

を
果
L
て
ゐ
る
処
で
乞
る
。

と
の
（

rv
と
（
F
d

）
と
は
、
ま
た
相
と
も
に
見
事
な
対
句
を
な
し
て
、
恰

も
前
段
（
2
〉
（
3
）
の
ご
聯
の
対
句
の
波
動
を
、
一
つ
の
対
句
に
圧
縮
L
た

感
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
心
情
の
発
展
が
、
第
一
段
よ
り
更
に
念
迫
し

た
進
み
行
き
を
な
し
て
、
流
動
す
る
と
と
ろ
で
、
（

r）
ハ
シ
〉
は
図
表
に
も
明

か
な
如
〈
、
肯
定
否
定
相
中
ば
し
、
「
秋
は
と
て
も
よ
い
、
し
か
し
ま
た
、
と

て
も
無
念
だ
、
ど
号
し
た
ら
よ
い
だ
ら
4
」
と
の
、
女
性
的
な
心
情
の
捺
ら

ぎ
・
迷
ひ
は
、
前
段
の
場
合
に
応
じ
て
、
更
に
そ
れ
よ
り
激
し
ぐ
せ
り
あ
げ
ら

「
秋
」
は
、
決

れ
て
、
号
ち
出
さ
れ
て
〈
る
D

結
局
、
第
二
段
に
於
い
て
も
、

め
か
ね
る
迷
ひ
の
号
ち
に
、
与
も
置
か
れ
て
ゐ
る
の
で
忘
る
。

と
の
度
も
、
手
に
眠
れ
る
回
収
れ
ぬ
の
女
性
心
理
の
愛
情
の
機
徴
を
、
心
情
の

揺
ら
ぎ
の
契
機
と
L
て
ゐ
る
の
は
、
前
段
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
が
、
今
度
の

場
合
は
、
手
に
取
り
得
る
ず
ば
ら
し
い
喜
び
と
、
取
り
得
な
い
も
の
の
ら
る
無

念
さ
を
対
照
に
し
て
ゐ
る
処
が
異
な
る
。
と
の
、
手
に
取
り
得
る
喜
び
の
あ
る

と
と
が
、
第
二
段
そ
の
も
の
と
し
て
は
秋
に
対
し
て
も
決
し
か
ね
る
迷
ひ
に
終

っ
て
ゐ
な
が
ら
、
結
句
に
「
秋
山
わ
れ
は
」
を
与
ち
あ
げ
る
、
心
理
の
裏
の
契

機
と
な
る
も
の
で
怠
る
。

品
川
、
と
の
「
青
き
を
ば
置
き
て
ぞ
歎
く
」
は
、
第
一
段
の
ハ
3
）
の
場
合
と

同
じ
〈
、
文
字
の
上
で
は
否
定
面
で
る
り
な
が
ら
、
そ
れ
ゆ
ゑ
に
却
っ
て
、
心

情
は
こ
れ
ま
た
思
ひ
き
り
の
つ
か
な
い
方
向
へ
の
発
展
を
と
げ
て
、
心
理
の
奏

で
は
秋
へ
の
愛
議
を
い
や
ま
し
に
培
さ
し
b
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。
か
〈
て
、
第

一
一
一
段
、
「
そ
と
し
号
ら
め
し
」
に
発
展
す
る
必
然
性
が
認
め
ら
れ
て
〈
る
。
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以
上
述
べ
た
如
ぐ
、
と
こ
ま
で
の
処
で
は
、
結
局
に
於
い
て
、
「
春
」
が
、

肯
定
も
さ
れ
き
れ
．
ず
、
否
定
も
さ
れ
き
れ
ず
、
判
断
し
ぎ
れ
ぬ
処
に
怠
る
と
同

様
に
、
「
秋
」
も
亦
同
じ
扶
態
の
心
情
の
揺
ら
ぎ
の
中
に
る
る
。
か
や
号
な
表

現
の
中
に
、
私
は
、
ゆ
き
と
ど
い
た
女
性
ら
し
い
情
感
の
と
ま
や
か
さ
と
、
ゆ

た
か
さ
の
波
動
が
、
表
出
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

第
＝
一
段
の
（
一
）

そ
こ

L
ち
ら
め
し

と
れ
ま
で
の
「
春
」
「
秋
」
に
対
ず
る
心
情
表
現
の
在
り
方
は
、
以
上
の
考
察

に
よ
っ
て
朗
か
な
如
〈
、
い
づ
れ
を
優
る
と
も
劣
る
と
も
い
ひ
得
な
い
、
「
春
」



「
秋
」
い
づ
れ
に
対
し
て
も
、
ま
さ
に
等
傑
値
・
等
量
の
思
ひ
で
あ
る
。
図
表

の
如
、
く
、
「
春
」
も
合
計
肯
定
問
、
否
定
四
、
「
秋
」
も
肯
定
問
、
否
定
問
。
旬

数
は
「
春
」
一

o、
「
秋
」
六
、
対
句
数
は
ご
聯
対
一
瞬
、
で
あ
っ
て
も
そ
の

圧
縮
緊
密
度
の
等
量
な
る
こ
と
、
以
上
の
考
察
の
知
く
で
あ
る
。
「
春
」
「
秋
」

と
も
に
甚
だ
し
く
心
ひ
か
れ
、
し
か
も
工
合
の
わ
る
い
点
を
、
甚
だ
し
く
惜
し

ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
〈
て
は
最
後
の
判
断
を
い
か
に
ナ
べ
き
か
。

と
こ
に
「
そ
こ
し
ろ
ら
め
し
」
の
処
は
、
文
字
面
で
は
、
勿
論
、
多
〈
の
諸

註
の
い
ふ
如
ぐ
、
前
段
の
末
尾
「
青
き
を
ば
置
き
て
ぞ
歎
〈
」
を
承
け
る
も
の

で
あ
る
が
、
「
秋
」
に
於
い
て
も
逐
に
迷
ひ
に
絡
っ
た
そ
の
心
理
の
自
然
の
議

続
か
ら
、
と
の
前
段
の
末
尾
に
心
情
の
足
場
を
置
き
つ
つ
、
更
に
迷
ひ
を
発
展

せ
し
め
一
て
ゐ
る
処
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
字
商
か
ら
は
か
や
ら
で
あ
っ
て
も
、

こ
れ
今
「
秋
」
一
方
の
み
の
歎
き
と
解
ず
る
な
ら
ば
、
甚
だ
合
理
化
さ
れ
た
考
へ

方
で
あ
っ
て
、
既
に
第
一
段
で
ご
勝
の
対
句
に
号
た
ひ
乞
げ
ら
れ
た
未
解
決
の

ま
ま
に
終
っ
て
ゐ
る
「
春
」
へ
の
迷
ひ
の
歎
き
は
、
と
の
表
聞
の
「
秋
」
の
迷
ひ

の
歎
き
を
、
心
情
醇
聞
の
足
が
か
り
と
し
て
、
表
現
の
裏
而
に
ひ
た
ひ
た
と
・
う

ち
山
山
さ
れ
て
ゐ
ろ
の
で
あ
る
。
「
春
」
の
終
ふ
り
に
は
、
「
そ
こ
し
4
ら
め
し
」
に

あ
た
る
言
葉
を
入
れ
ず
に
、
「
秋
」
の
こ
と
に
つ
づ
い
て
こ
の
句
を
ち
も
出
し
、

背
後
に
「
春
」
へ
の
迷
ひ
の
歎
き
を
着
得
せ
し
b
る
処
は
、
あ
く
ま
で
も
合
理

化
さ
な
い
、
寸
ぐ
れ
た
女
性
心
理
の
自
然
の
揺
ら
ぎ
を
表
出
せ
し
め
て
ゐ
る
も

のf
で
あ
る
。

即
ち
、
こ
の
句
に
よ
っ
て
、
表
に
は
、
「
秋
」
へ
の
愛
請
の
深
さ
と
、
そ
の

充
た
さ
れ
ぬ
無
念
さ
が
、
特
に
助
調
「
L
」
に
よ
っ
て
微
妙
に
表
出
さ
れ
、
裏

面
、
「
泰
」
の
二
聯
の
対
句
の
波
動
は
こ
と
に
も
頭
を
撞
げ
来
り
、
「
苓
」
へ
の

愛
蔚
と
無
念
さ
も
よ
み
が
へ
っ
て
来
て
、
迷
ひ
の
絶
頂
、
殆
ん
ど
判
断
中
止
の

や
む
な
き
に
至
乙
ほ
ど
の
心
情
表
出
と
な
っ
て
ゐ
る
。

か
ぐ
て
、
こ
と
は
、
言
葉
は
「
そ
こ
し
ろ
ら
め
し
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
心

情
は
、
「
さ
あ
、
ど
与
し
て
い
い
か
し
ら
」
と
の
、
女
性
的
な
ら
ま
り
に
女
性

的
な
心
の
箔
ら
ぎ
の
極
点
を
表
は
し
、
し
か
も
第
一
－
一
一
段
よ
り
漸
暦
的
に
年
伽

迫
し
来
た
っ
た
心
理
波
動
の
せ
り
あ
げ
の
場
に
於
い
て
、
ぢ
れ
ん
ま
の
微
妙
さ

を
表
出
ず
る
も
の
で
、
と
の
後
い
か
な
る
結
論
が
出
る
か
は
、
不
明
の
ま
ま
に

放
置
さ
れ
る
処
で
る
る
。
従
っ
て
、
次
の
結
句
と
の
聞
に
は
、
相
当
の
休
止
が

置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
を
理
性
の
論
理
に
求
b
る
の
は
る
た
ら
ず
、
女

性
心
情
の
心
理
の
自
然
を
、
最
も
簡
潔
鮮
明
に
表
出
し
た
処
と
い
ふ
べ
き
で
あ

る。
第
三
段
の
ハ
一
一
）

秋
山
わ
れ
は

「
そ
こ
L
号
ら
め

L
」
の
苦
衰
の
葛
藤
の
果
に
、
何
と
か
結
論
を
出
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
処
に
、
治
ひ
と
ま
れ
た
（
せ
り
あ
げ
ら
れ
た
）
心
情
円
、
研
ん
ど
無
意
識

的
な
叫
び
と
な
っ
て
、
俗
語
で
い
へ
ば
「
え
え
、
ま
ま
よ
、
秋
山
よ
」
、
或
は

「
秋
山
に
ナ
あ
わ
、
私
」
と
い
っ
た
、
結
論
の
表
出
と
た
っ
た
。
こ
れ
は
合
理

的
に
・
解
ず
る
諸
註
が
、
秋
山
に
賛
や
る
強
い
結
論
の
提
示
で
あ
る
と
な
し
、
中

に
は
「
欽
椎
一
撃
」
で
号
令
と
か
（
せ
震
時
汗
）
、
「
決
然
と
軍
配
」
で
号
。
と

か
設
課

3
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
や
ら
な
、
強
意
の
理
性
的
結
論
で
は
な
ぐ

し
て
、
「
秋
山
わ
れ
は
」
と
倒
袈
句
法
と
な
っ
て
ゐ
る
強
調
化
も
、
迷
ひ
の
心

情
の
究
極
的
爆
発
と
し
て
理
解
せ
ら
る
ベ
唱
き
も
の
と
思
ふ
。
次
の
瞬
間
に
は

「
春
山
わ
れ
は
」
と
な
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
位
の
、
微
妙
な
心
情
の
箔
ら
ぎ

の
中
に
あ
ろ
叫
び
で
為
る
。
と
の
と
と
は
前
段
か
ら
の
心
情
の
在
り
方
を
見
れ

ば
、
極
め
て
自
然
に
理
解
出
来
る
処
で
あ
Z
o

し
か
も
、
ご
と
に
、
叫
び
が
「
春
山
」
と
な
ら
ず
に
訟
に
「
秋
山
」
と
な
っ

． 
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た
と
と
に
は
、
表
現
の
蔭
に
、
心
情
展
開
の
上
の
心
理
的
必
然
性
が
あ
る
。

「
春
」
に
迷
ひ
、
「
秋
」
に
迷
ふ
徴
妙
な
心
情
の
揺
ら
ぎ
の
背
後
に
は
、
「
春
」

に
な
く
て
「
秋
」
に
の
み
可
能
の
「
取
り
て
ぞ
賞
ぶ
」
と
と
は
、
「
春
」
「
秋
」

同
優
位
一
の
迷
ひ
の
底
に
、
無
意
識
心
理
的
連
続
を
な
し
て
存
続
し
、
「
そ
こ
し

号
ら
b
し
」
が
文
字
国
で
は
、
「
秋
」
に
つ
い
て
言
は
れ
て
ゐ
る
そ
の
留
意
の

小
ず
恥
に
乗
っ
て
、
心
情
表
現
で
は
全
〈
五
塁
審
中
に
迷
ひ
な
が
ら
も
、
瞬
間
、

「
秋
」
に
傾
〈
必
然
の
後
妙
さ
を
持
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
べ
舎
で
あ
る
。
決
し
て

「
坂
り
て
ぞ
賞
」
び
得
る
故
に
、
「
秋
」
に
寧
聞
を
挙
げ
る
と
な
す
如
き
論
理

的
必
然
で
は
な
い
。
「
そ
と

L
号
ら
め
し
」
に
よ
っ
て
、
表
－
面
的
に
は
一
見

「
秋
山
」
へ
の
難
点
を
一
京
L
た
あ
と
に
は
、
か
り
に
物
を
表
図
的
合
理
的
に
考

へ
が
も
の
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
「
春
山
」
と
結
論
が
出
さ
ら
に
思
へ
る

処
を
、
そ
の
人
々
に
は
気
づ
か
な
さ
行
む
無
意
識
心
理
的
部
国
を
発
展
せ
し
め

て
、
合
理
的
常
識
的
思
考
の
筋
道
を
の
り
越
え
た
処
で
、
「
秋
山
わ
れ
は
」
と

号
ち
出
し
て
と
そ
、
す
ぐ
れ
た
女
性
心
理
の
微
妙
繊
細
な
律
動
を
窺
は
し
め
、

そ
の
巧
み
な
る
表
出
を
具
現
せ
し
め
た
も
の
と
い
へ
よ
ち
。

街
、
と
の
「
秋
山
わ
れ
は
」
の
処
を
、
額
田
玉
の
悲
L
い
心
の
自
ら
仕
る
表

は
れ
と
見
た
り
（
酔
警
鯨
譲
宅
）
、
「
燈
」
主
義
国
氏
（
器
製
藍

勝
匂
）
の
如
〈
、
天
智
天
皇
対
大
海
人
皇
子
の
問
題
に
絡
ま
せ
た
心
境
と
見
る

の
は
、
柳
か
穿
撃
に
・
す
ぎ
は
L
な
い
だ
ら
号
か
。

以
上
、
私
は
と
の
歌
の
表
現
を
遇
L
て
、
そ
の
内
面
的
心
理
関
係
の
理
解
に

立
ち
入
り
、
心
情
表
現
の
樟
迭
を
明
か
に
し
て
来
た
。
私
は
、
か
か
る
表
現
梼

誼
の
理
解
に
於
い
て
、
初
め
て
、
女
性
と
L
て
の
作
者
の
生
一
き
ま
た
情
感
の
表

出
、
従
っ
て
と
の
歌
の
虞
意
ば
、
把
握
出
来
る
の
で
は
・
な
か
ら
可
か
と
思
ふ
。

－ 
J、

さ
て
、
私
は
と
れ
ま
で
、
作
者
個
人
の
心
情
表
出
に
即
し
て
、
以
上
の
表
現

構
遣
を
求
必
て
き
た
が
、
と
の
構
謹
よ
り
考
へ
ら
れ
る
と
と
は
、
作
者
は
必
ず
や

第
三
者
（
聴
き
手
υ
を
多
分
に
意
識
L
て
、
と
の
歌
の
構
成
を
ほ
か
っ
た
で
る

ら
ろ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
と
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
を
次
に
十
十
必
て
、
私

の
構
法
観
の
一
つ
の
裏
付
け
と
L
た
い
。

も
と
も
と
、
こ
の
磁
が
、
い
か
な
る
事
情
の
も
と
に
生
ま
れ
た
か
は
、
初
必

に
述
べ
た
知
〈
、
題
詞
に
示
す
以
外
に
は
詳
L
い
事
情
ぼ
定
か
で
な
い
。
た
だ

推
定
出
来
る
と
と
は
、
春
山
高
花
之
艶
と
秋
山
千
葉
之
移
を
競
憐
ず
る
文
雄
の

御
遊
の
如
き
が
宵
廷
に
行
は
れ
て
、
額
国
王
が
歌
で
そ
れ
の
判
断
を
申
上
げ
た

と
い
ふ
と
と
で
る
る
。
更
に
推
定
す
れ
ば
、
た
だ
天
皇
に
奉
答
申
上
げ
た
と
い

ふ
の
で
は
な
〈
、
天
皇
初
b
鎌
足
及
び
諸
廷
臣
の
集
ふ
席
上
、
何
ら
か
の
曲
節

で
朗
読
さ
れ
た
も
の
で
乞
ら
号
と
い
ふ
と
と
で
ゐ
る
。
そ
の
ご
と
は
、
何
よ
り

も
、
さ
ぎ
に
述
べ
た
歌
の
樟
造
観
よ
り
い
へ
る
と
と
で
あ
り
、
一
ま
た
歌
の
簡
潔

明
快
な
る
点
、
対
句
を
踏
ま
へ
て
調
子
よ
き
点
、
時
代
も
近
江
朝
で
、
歌
が
い

ま
だ
口
請
の
応
ほ
ひ
を
抜
け
ぎ
っ
て
ゐ
な
い
点
等
よ
り
も
い
へ
る
と
と
で
あ

る
。
と
の
場
合
、
少
〈
も
後
代
に
多
き
独
語
歌
で
は
な
〈
、
多
数
の
聴
き
手
を

意
識
し
て
の
歌
で
る
る
と
と
は
い
へ
よ
号
と
思
ふ
。

上
来
述
べ
き
た
っ
た
如
き
表
現
構
遣
を
見
れ
ば
、
と
の
歌
は
、
恐
ら
く
は
宮

廷
内
の
御
遊
の
当
座
の
席
に
於
い
て
、
歌
の
聴
き
手
へ
の
反
応
を
も
意
識
L
て

構
成
さ
れ
、
ま
た
聴
き
手
の
輿
越
を
充
分
情
感
の
極
点
に
ま
で
誘
導
す
る
だ
け

の
、
効
果
が
た
く
ま
れ
て
表
出
さ
れ
て
ゐ
る
と
恩
ふ
の
で
あ
る
。

か
や
号
に
見
て
、
そ
の
席
の
多
数
の
駒
郡
ぎ
手
（
そ
の
中
に
は
春
山
秋
山
心
身

に
よ
L
と
や
る
も
の
が
あ
ら
与
O

）
を
思
っ
て
み
る
と
、
こ
の
歌
の
橋
治
が
、



 

ゐずJ

脳
細
き
手
の
心
身
の
反
応
と
符
節
を
あ
は
せ
て
、
た
〈
ま
れ
て
ゐ
る
の
を
知
る
の

－
A

占
、
以
下
、
便
宜
上
、
森
山
讃

で
あ

ι。
以
下
そ
の
在
り
方
を
笥
患
に
込
へ
て
み
た
い
0

（
美
の
心
の
若
を
一
歩
、
秋

山
輯
明
美
一
の
む
の
若
を
一
放
の
佐
観
〕

を
以
て
表
は
す
ニ
官
官
す
る
。
、

ハ
第
一
段
）

多
数
の
聴
き
手
が
大
い
な
る
関
心
を
持
っ
て
ゐ
る
時
に
、
ま
づ
「
多
ご
も
り
」

あ
ら
「
花
も
咲
け
れ
」
ま
で
が
ラ
た
は
れ
る
時
に
は
、
一
春
一
は
、
そ
の
発
展
凶

た
意
味
と
禅
動
に
共
感
共
鳴
を
覚
え
、
一
割
一
は
、
粛
然
と
事
の
成
り
行
き
を
待

%
か
ま
へ
る
。

「
院
け
れ
ど
」
の
「
ど
」
に
よ
っ
て
、
一
置
に
思
怜
子
憂
凶
が
見
え
初
必
る
と

と
も
に
、
憂
の
中
に
待
っ
て
ゐ
た
一
剛
一
は
、
ど
り
な
る
か
之
駒
山
き
耳
を
立
て

z
。

「
山
を
茂
み
」
「
草
深
み
」
の
一
粉
の
対
句
に
、
一
帯
一
は
、
い
よ
い
E
憂
色
に

つ
つ
ま
れ
る
に
対
L
、
一
秋
一
に
は
、
喜
色
が
見
え
初
め
る
。

ハ
第
二
段
）

’
間
単
刀
直
入
に
「
秋
山
の
木
の
葉
を
見
て
は
」
と
ラ
た
ひ
出
さ
れ
て
、
既
に
喜

色
の
中
に
あ
る
一
秋
一
は
、
大
い
な
る
期
待
に
次
句
が
一
符
ふ
り
か
ま
へ
る
。
一
春
一
は

憂
色
の
ま
ま
、
成
り
行
き
を
危
ぶ
む
。

「
黄
葉
を
ば
坂
り
て
ぞ
賞
ぶ
」
に
至
っ
て
、
一
秋
一
は
、
い
よ
い
よ
喜
色
満
聞
に

浴
れ
、
一
査
は
、
顔
色
な
〈
、
沈
獄
。

と
、
一
瞬
、
「
音
寺
」
を
ば
置
き
て
ぞ
敷
く
」
と
な
っ
て
、
す
ぐ
前
ま
で
、
一
献
一

〆
に
旗
が
上
・
り
は
し
な
い
か
と
さ
へ
恩
へ
て
、
喜
色
に
充
ち
て
ゐ
た
一
刷
一
段
、
思

は
ぬ
憂
色
に
か
は
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
今
ま
で
漸
を
逐
号
て
悲
歎
の
淵
に
諮

ひ
や
ら
れ
て
い
っ
た
一
帯
一
に
、
思
は
ず
二
度
目
の
喜
色
が
お
と
づ
れ
る
。

~ 

ハ
第
一
一
一
段
の
（
一
）
）

「
そ
と
L
号
ら
め
L
」
で
、
一
秋
一
は
、
い
よ
い
よ
望
み
な
き
か
と
、
憂
色
に
つ

つ
ま
れ
、
沈
歎
十
る
に
対
し
、
一
審
一
は
）
今
度
と
そ
望
み
あ
り
と
、
喜
び
に
は

ず
む
三
慶
一
紙
一
と
も
に
固
唾
を
呑
む
。
緊
張
の
極
。
小
休
止
。

ハ
第
一
一
一
段
の
合
一
〉
）

意
外
に
も
、
一
憲
一
の
望
み
は
一
瞬
に
L
て
茎
震
の
谷
に
提
け
出
さ
れ
、
一
秋
一

の
不
安
と
危
棋
は
、
と
れ
ま
た
一
瞬
に
L
て
、
歓
喜
の
岡
に
「
秋
山
わ
れ
は
」

を
歓
呼
し
て
絡
る
。

両
者
毒
憂
の
流
れ
を
図
示
す
れ
ば
、
左
の
如
〈
と
な
る
。

へ
一
春
喜
↓
憂
↓
喜
↓
審
謄
の
谷

会
馴
一
憂
↓
喜
↓
憂
↓
歓
喜
の
岡

春
に
心
を
寄
せ
る
者
も
、
秋
に
心
を
寄
せ
る
者
も
、
心
情
発
展
の
漸
を
率
り
て

一
土
品
目
一
憂
、
今
一
〈
翻
弄
さ
れ
通
し
で
、

L
か
も
両
者
に
一
刻
た
り
と
も
緊
張
を

ゆ
る
b
る
時
を
与
へ
ず
、
最
後
の
せ
り
あ
げ
（
第
三
段
（
一
U

（一一
υ）
に
持
っ
て

ゆ
〈
呼
吸
、
寸
分
際
の
な
い
構
成
と
な
っ
て
ゐ
る
。

私
は
こ
の
歌
を
、
か
や
ら
に
見
て
来
て
、
さ
き
に
述
べ
た
心
情
表
現
の
在
り

方
も
、
必
ず
や
第
一
一
一
考
へ
の
反
応
と
効
果
を
充
分
考
慮
の
号
ち
に
入
れ
て
、
構

成
さ
れ
て
ゐ
る
と
恩
ふ
し
i

ま
た
、
と
の
歌
の
成
立
事
情
も
窺
へ
て
来
る
の
で

は
な
い
か
と
思
品
。

か
〈
て
、
こ
の
歌
の
心
情
表
現
は
、
表
現
の
内
面
的
心
理
関
係
の
理
解
の
上

か
ら
も
、
第
＝
一
者
を
意
識
し
て
の
構
成
の
上
か
ら
も
、
両
者
符
節
を
併
せ
て
、

緊
密
な
る
関
聯
を
保
ふ
り
、
し
か
も
女
性
的
情
感
あ
ふ
れ
る
巧
綾
な
る
表
現
搭
・
迭

を
見
せ
て
ゐ
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

17 



七

「
賀
茂
翁
家
集
」
ゆ
叩
に
、
「
額
田
姫
王
は
い
に
し
へ
の
み
や
び
人
な
り
。
春
秋

の
あ
ら
そ
ひ
を
刈
J

給
へ
り
L
な
ん
、
を
み
た
ご
と
ろ
の
お
か
し
き
。
」
戸
程
之

一一
U
と
の
、
簡
に
し
て
要
を
得
作
評
言
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
女
心
の
を
か
し

れ
』
姿
ば
、
心
情
表
現
の
橋
治
の
か
や
P

っ
た
麗
解
の
上
に
於
い
て
こ
そ
、
そ
の

艶
美
の
花
を
咲
か
ぜ
号
る
も
の
だ
は
な
か
ら
ち
か
。

私
は
、
以
上
、
従
来
の
諸
註
と
は
別
箇
の
理
解
の
上
に
立
っ
て
、
私
見
を
試

み
た
が
、
幸
に
こ
の
一
試
論
が
、
額
田
玉
の
「
女
心
の
を
あ
し
き
」
実
想
を
伝

へ
ん
こ
と
を
祈
っ
て
、
稿
を
閉
ぢ
る
o
ハ
了
）
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