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一 
 

は
じ
め
に 

「
花
桜
折
る
少
将
」
は
、
堤
中
納
言
物
語
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る

短
編
の
一
つ
で
、
色
好
み
の
中
将
が
、
姫
君
を
盗
み
出
そ
う
と
し
て
、

間
違
え
て
老
尼
を
盗
み
出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
冒
険
失
敗
譚
で
あ

る
。
物
語
の
最
後
は
、
語
り
手
が
文
中
で
自
ら
の
感
想
を
述
べ
る
所
謂

草
子
地
の
中
で
、「
を
こ
が
ま
し
う
こ
そ
。」
と
嘆
い
て
終
わ
る
。『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
１
）

で
は
、
こ
れ
を
「
ま
っ
た
く
あ
ほ
ら
し

い
出
来
事
」
と
訳
し
、
中
将
の
こ
の
一
連
の
行
動
を
批
判
し
て
い
る
よ

う
に
と
れ
る
。
し
か
し
、
文
中
で
語
り
手
は
、
中
将
の
人
物
像
を
、
風

流
人
で
、
美
し
い
顔
立
ち
、
ま
た
管
弦
の
才
に
も
優
れ
て
お
り
、
圧
倒

的
な
魅
力
を
放
つ
存
在
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
れ
ほ
ど
の
人
物
を
、「
あ
ほ
ら
し
い
」
と
批
判
し
て
話
を
終
わ
ら

せ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
他
の
注
釈
書
で
は
こ
の
「
を
こ
が
ま
し

う
こ
そ
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、『
日
本
古
典

文
学
大
系
』（
２
）

で
は
、
「
ど
ん
な
に
ば
か
ら
し
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
」

と
し
、
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
３
）

で
は
、
「
あ
ほ
ら
し
か
っ
た
に
ち

が
い
な
い
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
４
）

で
は
、「
ま
っ
た
く
間
が
抜
け
て
い
る
こ
と
だ
」
と
し
、
土
岐
武
治
氏

（
５
）

は
こ
の
「
を
こ
が
ま
し
」
の
解
釈
を
「
を
こ
が
ま
し
う
こ
そ
あ
り

つ
ら
め
の
略
。
そ
れ
を
知
っ
た
後
の
少
将
は
、
ど
ん
な
に
馬
鹿

〱
し

か
っ
た
こ
と
で
せ
う
の
意
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
注
釈
書
を
比
較
す
る
と
、
こ
こ
の
「
を
こ
が
ま
し
」
の
解
釈
は
、
中

将
の
行
い
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
と
、
中
将
に
同
情
し
て
い

る
と
み
る
解
釈
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
私
は
、
先
ほ
ど
挙
げ

た
語
り
手
に
よ
る
中
将
の
描
か
れ
方
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
と
、
語

り
手
は
中
将
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
彼
に
同
情
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
物
語
は

単
な
る
冒
険
失
敗
譚
で
は
な
く
な
っ
て
来
よ
う
。 
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石
川
徹
氏
（
６
）

は
こ
の
「
を
こ
が
ま
し
」
の
語
義
に
つ
い
て
、
「
あ

ほ
ら
し
い
」
と
訳
す
の
は
完
全
な
誤
訳
で
あ
り
、
「
馬
鹿
に
見
え
る
」

に
近
い
と
し
、「
（
中
将
は
）
世
間
の
笑
い
物
に
な
っ
て
、
さ
ぞ
か
し
恥

ず
か
し
い
思
い
を
し
た
こ
と
だ
ろ
う
」
と
、
中
将
の
外
聞
を
思
い
や
っ

た
結
末
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
保
科
恵
氏
（
７
）

は
こ
れ
を
う
け

て
、
語
り
手
は
中
将
の
行
動
を
正
当
化
し
、
同
情
し
て
お
り
、
中
将
の

立
場
に
味
方
す
る
、
略
奪
の
成
功
を
述
べ
る
結
末
と
解
釈
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
語
り
手
が
中
将
に
同
情
し
味
方
し
た
語
り
が
な
さ
れ

て
い
る
と
い
う
解
釈
は
、
わ
ず
か
に
こ
の
二
論
文
の
み
が
存
在
し
て

い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
花
桜
」
研
究
史
で
は
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
両
氏
と
も
語
義
や
結
末
部
、
男
主
人
公
の

み
を
考
察
対
象
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、

「
花
桜
折
る
少
将
」
の
全
体
の
語
り
の
性
質
や
、
関
連
し
た
作
品
群
ま

で
も
視
野
に
入
れ
た
考
究
が
必
要
だ
ろ
う
。 

本
論
文
で
は
、
ま
ず
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
語
り
手
の
立
場
を
明
ら

か
に
し
、「
中
将
の
批
評
」
と
「
語
り
手
の
批
評
（
草
子
地
）
」
か
ら
考

察
す
る
。
ま
た
、
同
じ
堤
中
納
言
物
語
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
女
盗
み

に
準
じ
る
話
で
あ
る
「
思
は
ぬ
方
に
泊
ま
り
す
る
少
将
」
の
語
り
手
の

批
評
や
、「
源
氏
物
語
」
の
語
り
手
に
よ
る
光
源
氏
へ
の
批
評
と
比
較

し
た
う
え
で
、「
花
桜
折
る
少
将
」
の
語
り
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
て

い
き
た
い
。
な
お
、
本
論
文
中
に
引
用
し
た
物
語
の
本
文
は
、
す
べ
て

小
学
館
の
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
を
底
本
と
し
て
い
る
。 

二 
 

草
子
地
の
定
義 

ま
ず
、
本
論
文
で
扱
う
草
子
地
の
定
義
に
つ
い
て
、
明
確
に
し
て
お

く
。『
源
氏
物
語
事
典
』（
８
）

で
「
草
子
地
」
を
調
べ
る
と
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。 

十
六
世
紀
に
入
る
と
、『
細
流
抄
』
な
ど
の
三
条
西
家
の
注
釈
が
、

一
般
的
な
地
の
文
以
外
で
、
も
し
く
は
語
り
手
当
人
の
こ
と
ば

と
し
て
特
に
注
意
さ
れ
る
部
分
を
「
草
子
地
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。
中
野
幸
一
は
、
そ
れ
ら
を
説
明
・
推
量
・
批
評
・
省
略
・

伝
達
の
五
類
に
大
別
し
、
さ
ら
に
強
調
・
感
動
・
傍
観
の
草
子
地

な
ど
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
本
文
に
お
い
て
草

子
地
と
地
の
文
と
を
峻
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
作
中
人

物
の
こ
と
ば
と
区
別
し
が
た
い
箇
所
も
あ
る
。
一
方
、
草
子
地
は

作
者
の
こ
と
ば
か
、
そ
れ
と
も
語
り
手
の
こ
と
ば
か
、
と
い
う
問

題
も
重
大
で
あ
る
が
、
作
中
に
設
定
さ
れ
て
い
る
語
り
手
を
物

語
作
家
と
分
け
て
考
え
る
の
が
一
般
的
に
な
っ
た
現
在
で
は
、

あ
え
て
「
草
子
地
」
な
る
述
語
を
使
わ
ず
に
（
略
） 

こ
の
定
義
に
沿
っ
て
、
本
論
文
で
は
、
草
子
地
を
語
り
手
の
こ
と
ば

と
し
て
特
に
注
意
さ
れ
る
部
分
と
定
義
す
る
。
な
お
、
中
野
氏
の
指
摘

は
草
子
地
を
作
者
の
言
葉
と
し
て
定
義
し
て
い
る
（
９
）

が
、
現
在
に
お

い
て
、
草
子
地
は
語
り
手
の
言
葉
と
み
な
す
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
こ

こ
で
は
草
子
地
の
分
類
を
参
考
に
し
て
、
そ
の
中
の
批
評
の
草
子
地
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と
い
う
言
葉
を
借
り
て
、
語
り
手
が
感
想
や
人
物
の
容
姿
を
語
っ
て

い
る
草
子
地
を
「
批
評
の
草
子
地
」
と
し
て
あ
え
て
扱
う
。 

三 
 

語
り
の
視
点
の
変
容 

語
り
手
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
「
花
桜
折
る
少
将
」

の
語
り
の
特
性
を
見
て
い
き
た
い
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
冒
頭
部
、

月
の
光
に
だ
ま
さ
れ
、
常
よ
り
も
早
く
恋
人
の
家
を
後
に
し
た
男
主

人
公
が
、
花
桜
の
邸
の
姫
君
を
垣
間
見
る
場
面
で
あ
る
。 

①
月
に
は
か
ら
れ
て
、
夜
深
く
起
き
に
け
る
も
、
思
ふ
ら
む
と
こ
ろ

い
と
ほ
し
け
れ
ど
、
た
ち
帰
ら
む
も
遠
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
や
う
や

う
ゆ
く
に
、
小
家
な
ど
に
例
お
と
な
ふ
も
の
も
聞
こ
え
ず
、
く
ま

な
き
月
に
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
花
の
木
ど
も
も
、
ひ
と
へ
に
ま
が

ひ
ぬ
べ
く
霞
み
た
り
。
い
ま
少
し
、
過
ぎ
て
見
つ
る
と
こ
ろ
よ
り

も
、
お
も
し
ろ
く
、
過
ぎ
が
た
き
心
地
し
て
、（
中
略
）
築
地
の

く
づ
れ
よ
り
、
白
き
も
の
の
、
い
た
う
咳
き
つ
つ
出
づ
め
り
。（
中

略
）「
そ
の
御
方
は
、
こ
こ
に
も
お
は
し
ま
さ
ず
。
な
に
と
か
い

ふ
と
こ
ろ
に
な
む
住
ま
せ
た
ま
ふ
」
と
聞
こ
え
つ
れ
ば
、「
あ
は

れ
の
こ
と
や
。
尼
な
ど
に
や
な
り
た
る
ら
む
」
と
、
う
し
ろ
め
た

く
て
、「
か
の
み
つ
と
を
に
あ
は
じ
や
」
な
ど
、
ほ
ほ
ゑ
み
て
の

た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
妻
戸
を
や
は
ら
か
い
放
つ
音
す
な
り
。
を
の
こ

ど
も
少
し
や
り
て
、
透
垣
の
つ
ら
な
る
群
す
す
き
の
繁
き
下
に

隠
れ
て
見
れ
ば
、（
中
略
）
よ
き
ほ
ど
な
る
童
の
、
や
う
だ
い
を

か
し
げ
な
る
、
い
た
う
萎
え
す
ぎ
て
、
宿
直
姿
な
る
、
蘇
芳
に
や

あ
ら
む
、（
中
略
）
し
ば
し
見
れ
ば
、（
中
略
）
あ
り
つ
る
童
は
と

ま
る
な
る
べ
し
。（
中
略
）「
こ
れ
ぞ
主
な
る
ら
む
」
と
見
ゆ
る
を
、

よ
く
見
れ
ば
、（
中
略
）
と
思
ふ
に
、
や
う
や
う
明
く
れ
ば
、
帰

り
た
ま
ひ
ぬ
。 

（
三
八
七
～
三
八
九
頁
） 

二
重
傍
線
部
で
は
中
将
の
行
為
を
表
す
箇
所
に
敬
語
が
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
傍
線
部
に
は
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
無

敬
語
の
表
現
は
、「
主
観
直
叙
」（
10
）

ま
た
は
「
自
由
直
接
言
説
」（
11
）

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の
で
、
陣
野
英
則
氏
は
こ
の
表
現

に
つ
い
て
、
語
り
手
の
敬
意
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
動
作
主
自
身
の

意
識
に
語
り
手
が
密
着
し
て
い
る
た
め
尊
敬
語
が
用
い
ら
れ
な
い
（

12
）

と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
井
上
新
子
氏
は
、
こ
の
場
面
の
語
ら
れ
方
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
（

13
）
。 

主
格
が
明
示
さ
れ
ず
、
敬
語
も
欠
如
し
て
い
る
。
男
主
人
公
の
心

内
語
と
い
っ
た
趣
の
語
り
で
あ
る
。（
中
略
）
同
様
、
男
主
人
公

の
視
点
で
物
語
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
視
点
と
語
り
手
の
そ
れ
と

が
重
な
る
叙
述
で
あ
る
。「
め
り
」
、「
な
り
」
等
の
使
用
は
、
読

み
手
が
男
主
人
公
と
と
も
に
立
ち
止
ま
り
覗
い
て
い
る
よ
う
な

錯
覚
を
起
こ
さ
せ
る
。
こ
こ
に
到
っ
て
は
じ
め
て
「
聞
え
」「
の

た
ま
ふ
」
と
い
う
敬
語
が
使
用
さ
れ
、
彼
を
外
側
か
ら
と
ら
え
よ
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う
と
す
る
語
り
に
転
じ
る
。
し
か
し
次
の
瞬
間
、
ま
た
語
り
手
は

男
主
人
公
の
視
点
と
同
化
し
て
し
ま
う
。（
中
略
）
彼
の
視
線
に

よ
っ
て
世
界
が
発
見
さ
れ
て
ゆ
く
さ
ま
は
、「
べ
し
」
と
い
う
語

に
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
場
面
の
最
後

に
、
再
び
男
主
人
公
は
敬
語
の
使
用
に
よ
っ
て
客
体
化
さ
れ
る
。

男
主
人
公
が
桜
の
屋
敷
の
姫
君
を
発
見
す
る
ま
で
の
冒
頭
部
分

は
、
彼
の
視
点
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
世
界
あ
る
い
は
彼
の

主
観
に
映
じ
た
世
界
で
あ
っ
た
事
を
、
そ
の
語
り
が
証
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。 

冒
頭
部
の
語
り
は
、
語
り
手
の
視
点
が
中
将
の
視
点
と
一
体
化
し
た

も
の
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
陣
野
氏
の
、
語
り
手
と
登
場
人

物
の
視
点
が
重
な
っ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
語
り
手
は
存
在
す
る
と
い

う
指
摘
も
あ
る
が
（

14
）
、
今
回
は
屋
敷
を
観
察
す
る
場
面
で
あ
り
、
か

つ
無
敬
語
で
、
中
将
の
視
点
が
極
め
て
支
配
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ

こ
で
は
井
上
氏
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、
語
り
手
の
視
点
が
中
将
と
一

体
化
し
て
い
る
と
考
え
て
進
め
る
。 

つ
づ
い
て
、
語
り
手
が
中
将
の
意
識
か
ら
離
れ
た
場
面
、
す
な
わ
ち

語
り
手
に
よ
る
語
り
の
場
面
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
中
将
が
昨
夜

見
た
姫
君
に
手
紙
を
書
く
場
面
と
、
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
、
中
将

が
姫
君
と
間
違
え
て
老
尼
を
盗
み
出
す
場
面
を
引
用
す
る
。 

②
日
さ
し
あ
が
る
ほ
ど
に
起
き
た
ま
ひ
て
、
昨
夜
の
と
こ
ろ
に
文

書
き
た
ま
ふ
。 

（
三
九
〇
頁
） 

③
み
つ
す
ゑ
が
車
に
て
お
は
し
ぬ
。
花
は
、
け
し
き
見
あ
り
き
て
、

入
れ
た
て
ま
つ
り
つ
。
火
は
物
の
後
へ
取
り
や
り
た
れ
ば
、
ほ
の

か
な
る
に
、
母
屋
に
い
と
小
さ
や
か
に
て
う
ち
臥
し
た
ま
ひ
つ

る
を
、
か
き
抱
き
て
乗
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
車
を
急
ぎ
て

や
る
に
、 

（
三
九
三
頁
） 

ど
ち
ら
の
場
面
も
、
中
将
に
対
し
て
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
語
り

手
の
視
点
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
点
線
部
の
敬
意
の
対
象

は
老
尼
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
井
上
氏
は
本

文
③
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
（

15
）
。 

結
び
の
、
男
主
人
公
が
姫
君
と
間
違
え
て
老
尼
君
を
盗
み
出
す

場
面
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
場
面
に
比
し
て
、
よ
り
男
主
人
公
が
突

き
放
さ
れ
た
体
で
記
さ
れ
、
ま
た
語
り
手
の
作
中
世
界
へ
の
介

入
の
度
合
い
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。（
中
略
）
男
主
人
公
の
行

動
を
記
す
際
は
、
敬
語
を
用
い
て
客
体
化
し
て
い
る
も
の
の
、
彼

の
視
線
に
沿
っ
た
叙
述
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
語
り
は

彼
の
失
敗
を
後
で
種
明
か
し
し
読
み
手
あ
る
い
は
聞
き
手
に
驚

き
と
笑
い
を
も
た
ら
す
物
語
の
結
構
に
有
効
に
寄
与
し
て
い
る
。 

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
こ
の
物
語
は
中
将

の
視
点
と
密
着
し
た
語
り
と
、
語
り
手
に
よ
る
語
り
の
二
つ
が
存
在

す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
将
と
視
線
が
一
体
化
し
て
い
る
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場
面
の
草
子
地
は
、
中
将
の
心
情
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。
中
将
の
視
点
と
一
体
化
し
た
場
面
で
の
姫
君
側
へ
の
批
評
の

草
子
地
と
、
客
体
化
し
た
場
面
で
の
批
評
の
草
子
地
を
比
較
す
れ
ば
、

語
り
手
と
中
将
の
姫
君
側
へ
の
思
い
の
違
い
（
ウ
エ
イ
ト
）
が
明
ら
か

に
な
り
、
そ
こ
か
ら
語
り
手
の
立
場
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。 

四 
 

中
将
の
視
点
に
よ
る
姫
君
側
へ
の
批
評
の
草
子
地 

 

ま
ず
、
冒
頭
部
の
語
り
手
と
中
将
の
視
点
が
一
体
化
し
て
い
る
中

で
、
姫
君
側
の
人
物
を
批
評
し
て
い
る
場
面
を
引
用
す
る
。
④
は
童
女

に
対
し
、
⑤
は
女
主
人
（
姫
君
）
に
対
す
る
批
評
で
あ
り
、
女
童
に
対

す
る
批
評
の
草
子
地
を
傍
線
で
、
姫
君
に
対
す
る
批
評
の
草
子
地
を

二
重
傍
線
で
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
。 

④
よ
き
ほ
ど
な
る
童
の
、
や
う
だ
い
を
か
し
げ
な
る
、
い
た
う
萎
え

す
ぎ
て
、
宿
直
姿
な
る
、
蘇
芳
に
や
あ
ら
む
、
つ
や
や
か
な
る
衵

に
、
う
ち
す
き
た
る
髪
の
す
そ
、
小
袿
に
映
え
て
、
な
ま
め
か
し
。

月
の
明
き
か
た
に
、
扇
を
さ
し
か
く
し
て
、「
月
と
花
と
を
」
と

口
ず
さ
み
て
、
花
の
方
へ
歩
み
来
る
に
、
お
ど
ろ
か
ま
ほ
し
け
れ

ど
、
し
ば
し
見
れ
ば 

（
三
八
八
～
三
八
九
頁
） 

⑤
下
る
る
ほ
ど
も
い
と
な
や
ま
ほ
し
げ
に
、「
こ
れ
ぞ
主
な
る
ら
む
」

と
見
ゆ
る
を
、
よ
く
見
れ
ば
、
衣
ぬ
ぎ
か
け
た
る
や
う
だ
い
、
さ

さ
や
か
に
、
い
み
じ
う
児
め
い
た
り
。
物
言
ひ
た
る
も
、
ら
う
た

き
も
の
の
、
ゆ
う
ゆ
う
し
く
聞
こ
ゆ
。「
う
れ
し
く
も
見
つ
る
か

な
」
と
思
ふ
に
、
や
う
や
う
明
く
れ
ば
、
帰
り
た
ま
ひ
ぬ
。 

（
三
八
九
頁
） 

④
で
は
、
女
童
に
対
し
て
「
を
か
し
げ
な
る
」
「
な
ま
め
か
し
」
と
、

上
品
な
美
し
さ
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
⑤
で
は
、
姫
君
に
対
し
て
、

「
児
め
い
た
り
」「
ら
う
た
き
」「
ゆ
う
ゆ
う
し
き
」
と
い
っ
た
形
容
詞

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ゆ
う
ゆ
う
し
」
に
つ
い
て
、
土
岐
氏
は

「
ゆ
ゑ
〳
〵
し
」
と
し
、
「
気
品
の
あ
る
や
う
に
聞
こ
え
る
と
の
意
。

ゆ
ゑ
〳
〵
し
は
故
〳
〵
し
で
、
由
緒
あ
り
げ
で
あ
る
。
ど
こ
と
な
く
由

緒
が
あ
る
な
ど
の
趣
に
言
ふ
。
こ
の
一
異
文
に
「
ゆ
う
〳
〵
し
く
」
が

あ
り
、
李
花
亭
文
庫
本
の
書
込
「
ゆ
う
〳
〵
し
く 

優
々
ト
ス
」
と
あ

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（

16
）
。
中
将
は
姫
君
を
、
見
た
目
は
幼
く
、
話

し
方
は
か
わ
い
ら
し
い
も
の
の
、
気
品
が
あ
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
と

評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
子
供
ら
し
い
様
子
は
欠
点
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
逆
説
的
に
姫
君
の
纏
う
気
高
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
中
将
は
、
姫

君
側
に
対
し
て
思
慕
の
念
が
強
い
こ
と
が
伺
え
る
。 

五 
 

語
り
手
に
よ
る
姫
君
側
へ
の
批
評
の
草
子
地 
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で
は
、
語
り
手
の
視
点
に
よ
る
姫
君
側
へ
の
人
物
批
評
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
調
査
し
た
結
果
、
語
り
手
の
視
点
と
み
ら
れ
る
部
分
に
よ

る
姫
君
側
へ
の
批
評
は
、
中
将
よ
り
も
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
に

よ
り
も
、
語
り
手
の
姫
君
に
対
す
る
批
評
が
一
つ
も
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
語
り
手
の
立
場
が
中
将
寄
り
に
あ
る
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
の
一
方
で
、
童
女
に
対
し
て
は
批
評
が
見
ら
れ
た
た
め
、
注
意
深

く
検
討
し
て
い
く
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
語
り
手
の
視
点
に
よ
る
童

女
に
対
し
て
の
批
評
の
草
子
地
で
あ
る
。
該
当
部
に
傍
線
を
示
し
た
。 

 

⑥
か
の
花
に
は
、
物
い
と
よ
く
言
ふ
も
の
に
て
、
こ
と
よ
く
語
ら
ふ
。 

（
三
九
二
頁
） 

⑦
こ
と
に
責
む
れ
ば
、
若
き
人
の
思
ひ
や
り
少
な
き
に
や
、「
よ
き

折
あ
ら
ば
、
今
」
と
言
ふ
。
御
文
は
、
こ
と
さ
ら
に
け
し
き
見
せ

じ
と
て
伝
へ
ず
。 

（
三
九
三
頁
） 

 

⑧
花
は
、
け
し
き
見
あ
り
き
て
、
入
れ
た
て
ま
つ
り
つ
。 

（
三
九
三
頁
） 

い
ず
れ
に
し
て
も
敬
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
今
回
は
童
女
に

対
し
て
の
批
評
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
も
妥
当
と
い
え
る
。
注
目
し
た
い

の
は
⑦
で
、
こ
の
物
語
の
結
末
へ
と
つ
な
が
る
取
り
違
え
の
原
因
と

な
っ
た
の
が
こ
の
部
分
で
あ
る
。
童
女
が
手
紙
を
姫
君
に
渡
さ
な
か

っ
た
た
め
に
、
姫
君
が
事
情
を
知
ら
な
い
ま
ま
話
は
進
み
、
結
果
中
将

は
姫
君
と
間
違
え
て
老
尼
を
盗
み
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
と
さ
ら
に
責
め
ら
れ
た
の
で
手
引
を
拒
否
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

思
慮
の
浅
さ
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
行
動
に
つ
い
て
語
り
手
は
、「
若
き

人
の
思
ひ
や
り
少
な
き
に
や
」
と
嘆
い
て
い
る
。
こ
の
「
～
に
や
」
は
、

詠
嘆
的
な
言
い
切
り
を
表
す
典
型
的
な
批
評
の
草
子
地
で
あ
り
、
語

り
手
が
童
女
に
対
し
て
「
若
い
童
女
だ
か
ら
、
思
慮
分
別
も
足
り
な
い

の
だ
ろ
う
」
と
、
批
判
的
に
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。 

 

同
様
に
、
⑧
の
本
文
で
は
、
助
動
詞
「
つ
」
に
注
目
し
た
い
。『
日

本
国
語
大
辞
典
』（
17
）

に
は
、「
つ
」
は
意
志
的
、
人
為
的
動
作
を
表
す

動
詞
に
つ
く
と
記
さ
れ
て
い
る
。
文
末
を
「
つ
」
の
終
止
形
で
強
く
締

め
る
こ
と
か
ら
、
語
り
手
が
童
女
の
手
引
き
行
為
に
対
し
て
、
そ
の
意

志
を
こ
と
さ
ら
見
出
し
て
い
る
書
き
方
で
あ
り
、
⑦
と
同
様
そ
の
思

慮
浅
さ
を
語
り
手
が
暴
き
立
て
て
い
る
批
評
と
い
え
よ
う
（

18
）
。 

こ
う
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
中
将
に
よ
る
批
評
と
語
り
手
に
よ

る
批
評
が
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
中
将
は
童
女
の
外
見
の

美
し
さ
や
、
姫
君
の
幼
い
物
言
い
の
中
に
垣
間
見
え
る
気
高
さ
を
評

価
し
て
い
る
の
に
対
し
、
語
り
手
は
童
女
に
対
し
て
思
慮
分
別
の
足

り
な
い
人
物
と
批
判
し
、
好
意
的
な
視
線
を
ま
っ
た
く
向
け
て
お
ら

ず
、
姫
君
に
対
し
て
は
批
評
し
て
い
る
場
面
す
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
よ
く
あ
る
女
盗
み
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
姫
君
側
の
配

慮
が
足
り
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
三
田
村
雅
子
氏
は
、
堤
中
納
言
物
語
に
お
け
る
姫
君
の
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存
在
は
、
徹
底
的
に
虚
像
化
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
見
た
目
は
不
要
な

だ
け
で
な
く
物
語
の
効
果
的
な
展
開
を
妨
げ
か
ね
な
い
も
の
と
指
摘

し
て
い
る
（

19
）
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
語
り
手
が
姫
君
の
容
姿
を
語

っ
て
い
な
い
こ
と
も
、
物
語
の
展
開
に
は
不
要
な
も
の
と
し
て
納
得

で
き
る
。 

つ
ぎ
に
語
り
手
が
唯
一
姫
君
側
で
敬
語
を
用
い
、
容
姿
を
批
評
し

て
い
る
人
物
を
検
討
す
る
。
そ
の
人
物
こ
そ
、
物
語
の
オ
チ
と
な
る
尼

で
あ
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
老
尼
へ
の
批
評
の
草
子
地
で
あ
る
。 

⑨
母
屋
に
い
と
小
さ
や
か
に
て
う
ち
臥
し
た
ま
ひ
つ
る
を
、
か
き

抱
き
て
乗
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て 

 

 

（
三
九
三
頁
） 

⑩
車
よ
す
る
ほ
ど
に
、
古
び
た
る
声
に
て
、「
い
な
や
、
こ
は
誰
そ
」

と
の
た
ま
ふ
。 

（
三
九
四
頁
） 

⑪
御
か
た
ち
は
限
り
な
か
り
け
れ
ど
。 

（
三
九
四
頁
） 

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
語
り
手
の
視
点
に
よ
る
語
り
の
た
め
、
語
り

手
が
尼
に
対
し
て
敬
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
⑨
で
は
、
小
さ

や
か
に
臥
し
て
い
る
人
物
を
中
将
や
読
者
は
姫
君
で
あ
る
と
思
っ
て

い
る
こ
と
に
な
る
が
、
語
り
手
は
こ
の
場
面
で
も
敬
語
を
用
い
て
い

る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
全
知
の
立
場
と
し
て
、
語
り
手
は
こ
の
人
物
が
尼

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
敬
語
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

し
た
が
っ
て
、
語
り
手
の
立
ち
位
置
と
し
て
は
、
中
将
や
尼
よ
り
は

下
の
立
場
で
あ
り
、
姫
君
や
童
女
よ
り
は
上
の
立
場
に
位
置
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
⑪
で
、
初
め
て
語
り
手
に
よ
る
姫
君
側
へ
の
容
姿

の
批
評
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
「
御
か
た
ち
」
を
老
尼
と
見
る
と
、
盗
み

出
し
て
き
た
老
尼
の
容
貌
が
、
と
て
も
美
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
老
尼
の
容
姿
が
と
て
も
美
し
い
と
い
う
評
価
は
な
か
な
か
現

実
的
で
は
な
い
た
め
、
ひ
ね
く
れ
た
表
現
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
も
す

れ
ば
こ
の
表
現
は
、
中
将
の
立
場
に
な
っ
て
受
け
取
る
と
、
姫
君
を
盗

み
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
結
果
的
に
美
し
い
老
尼
を
連
れ

て
き
た
た
め
、
美
人
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
目
的
は
達
成
で
き
た
と

い
う
、
語
り
手
の
精
一
杯
の
フ
ォ
ロ
ー
や
同
情
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
姫
君
側
の
立
場
か
ら

見
た
と
き
に
、
こ
の
表
現
は
、
美
し
い
は
ず
の
な
い
老
尼
の
容
姿
を
あ

え
て
美
し
い
と
評
価
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
大
級
の
皮
肉
と
し
て

受
け
取
る
は
ず
で
あ
る
。 

こ
こ
ま
で
中
将
の
視
点
に
よ
る
姫
君
側
へ
の
人
物
評
価
と
、
語
り

手
に
よ
る
姫
君
側
へ
の
人
物
評
価
を
論
じ
て
き
た
。
中
将
は
姫
君
た

ち
に
対
す
る
思
慕
の
念
が
強
く
、
好
意
的
な
批
評
が
多
か
っ
た
の
に

対
し
、
語
り
手
は
姫
君
た
ち
に
対
し
て
の
草
子
地
が
少
な
く
、
ま
た
批

判
的
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
語
り
手
が
中
将
を
批

判
し
て
い
る
よ
う
な
草
子
地
は
な
く
、
明
ら
か
に
中
将
に
味
方
し
た

語
り
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
男
主
人
公
が
絶
対
的
な
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存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
作
品
が
、
ほ
か
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
次

の
節
で
、「
思
は
ぬ
方
に
泊
ま
り
す
る
少
将
」
に
登
場
す
る
男
主
人
公

の
語
ら
れ
方
や
、「
源
氏
物
語
」
の
光
源
氏
に
対
す
る
批
判
的
な
草
子

地
と
比
較
し
た
う
え
で
、「
花
桜
折
る
少
将
」
の
語
り
手
の
特
異
性
を

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 

六 
 

「
思
は
ぬ
方
に
泊
ま
り
す
る
少
将
」
の
草
子
地
と
の
比
較 

次
に
、
同
じ
く
堤
中
納
言
物
語
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
思
は
ぬ
方
に

泊
ま
り
す
る
少
将
」
の
草
子
地
を
検
証
す
る
。
故
大
納
言
の
姉
妹
は
、

姉
が
右
大
将
の
子
の
少
将
と
、
妹
が
右
大
臣
の
子
の
権
少
将
と
交
渉

を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
二
人
の
少
将
は
呼
び
名
も
似
て
お
り
、
親
し
い

親
戚
同
士
だ
っ
た
の
で
、
あ
る
夜
、
お
の
お
の
が
相
手
を
取
り
違
え
て

契
っ
て
し
ま
う
と
い
う
物
語
で
あ
る
。「
花
桜
折
る
中
将
」
と
「
思
は

ぬ
方
に
泊
ま
り
す
る
少
将
」
、
ど
ち
ら
の
話
も
女
盗
み
を
し
よ
う
と
し

て
、
結
果
取
り
違
え
て
し
ま
う
と
い
う
点
が
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
な

ら
ば
、
こ
の
「
思
は
ぬ
方
に
泊
ま
り
す
る
少
将
」
の
語
り
手
は
、
ど
の

立
場
か
ら
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
男
側
（
少
将
、
権
少

将
）
に
対
し
て
の
批
評
を
見
て
い
く
。 

次
に
引
用
す
る
⑫
～
⑮
は
、
右
大
臣
の
子
の
権
少
将
に
対
し
て
の

語
り
手
の
批
評
や
、
女
君
が
男
達
に
抱
い
た
感
情
を
語
り
手
が
述
べ

て
い
る
場
面
で
あ
る
。
権
少
将
に
対
し
て
批
判
的
な
語
り
方
を
し
て

い
る
部
分
を
傍
線
で
示
し
た
。 

⑫
按
察
使
の
大
納
言
の
御
許
に
は
心
と
ど
め
た
ま
は
ず
、
あ
く
が

れ
あ
り
き
た
ま
ふ
君
な
れ
ば
、
御
文
な
ど
、
ね
ん
ご
ろ
に
聞
こ
え

た
ま
ひ
け
れ
ど
つ
ゆ
あ
る
べ
き
こ
と
と
も
思
し
た
ら
ぬ
を 

（
四
六
〇
頁
） 

⑬
権
少
将
は
、
大
将
殿
の
上
の
御
風
の
気
お
は
す
る
に
こ
と
つ
け

て
、
例
の
泊
ま
り
た
る
に
、
い
と
も
の
さ
わ
が
し
く
、
客
人
な
ど

多
く
お
は
す
る
ほ
ど
な
れ
ど
、
い
と
忍
び
て
御
車
奉
り
た
ま
ふ

に
、
左
衛
門
尉
も
候
は
ね
ば
、
時
々
も
か
や
う
の
こ
と
に
、
い
と

つ
き
づ
き
し
き
侍
に
さ
さ
め
き
て
、
御
車
奉
り
た
ま
ふ
。
大
将
殿

の
上
、
例
な
ら
ず
も
の
し
た
ま
ふ
ほ
ど
に
て
、
い
た
く
ま
ぎ
る
れ

ば
、
御
文
も
な
き
よ
し
を
の
た
ま
ふ
。 

（
四
六
三
頁
） 

⑭
や
う
や
う
あ
ら
ぬ
と
見
な
し
た
ま
ひ
ぬ
る
心
惑
ひ
ぞ
、
う
つ
つ

と
は
お
ぼ
え
ぬ
や
。
か
の
、
昔
夢
見
し
は
じ
め
よ
り
も
、
な
か
な

か
恐
ろ
し
う
あ
さ
ま
し
き
に
、
や
が
て
、
ひ
き
か
づ
き
た
ま
ひ
ぬ
。 

（
四
六
四
頁
） 

⑮
君
は
、
た
だ
に
は
あ
ら
ず
、
い
か
に
思
さ
る
る
こ
と
も
や
あ
り
け

む
、
い
と
う
れ
し
き
に
、
い
た
く
泣
き
し
ず
み
た
ま
ふ
け
し
き
も
、

こ
と
わ
り
な
が
ら
、
い
と
馴
れ
顔
に
、
か
ね
て
し
も
思
ひ
あ
へ
た

ら
む
こ
と
め
き
て
、
さ
ま
ざ
ま
聞
こ
え
た
ま
ふ
こ
と
も
あ
る
べ
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し
。（
略
）
か
か
る
こ
と
は
、
例
の
、
あ
は
れ
も
浅
か
ら
ぬ
に
や
、

た
ぐ
ひ
な
く
ぞ
思
さ
る
る
。 

（
四
六
五
頁
） 

い
ず
れ
の
場
面
で
も
、
男
君
達
に
批
判
的
な
言
辞
が
目
立
ち
、「
花
桜

折
る
少
将
」
の
語
り
と
は
正
反
対
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
見
て
取
れ
る
。

⑭
で
は
、「
昔
夢
見
し
」
悪
夢
の
よ
う
な
初
め
て
夫
の
少
将
と
会
っ
た

夜
よ
り
も
、
恐
ろ
し
く
あ
き
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
姉
姫
君
が
思
っ

て
お
り
、
少
将
と
権
少
将
二
人
の
強
引
さ
を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
⑬

で
は
、
権
少
将
が
妹
姫
君
の
も
と
に
通
う
の
で
は
な
く
、
自
分
の
も
と

に
呼
び
出
し
て
い
る
。 

次
に
も
う
一
人
の
少
将
を
見
る
と
、
こ
ち
ら
も
権
少
将
と
同
じ
よ

う
に
自
分
の
も
と
に
よ
び
出
し
て
お
り
、
次
の
⑯
で
二
人
の
非
常
識

さ
が
語
ら
れ
て
い
る
。 

⑯
い
づ
れ
も
、
い
と
を
か
し
き
御
ふ
る
ま
ひ
も
、
あ
な
が
ち
に
制
し

き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
い
と
い
た
く
忍
び
て
、
大
将
殿
へ
迎
へ
た
ま

ふ
折
も
あ
る
を
、
い
と
か
る
が
る
し
う
、
つ
つ
ま
し
き
心
地
し
た

ま
へ
ど 

（
四
六
二
頁
） 

次
の
⑰
は
、
少
将
が
妹
姫
君
と
逢
瀬
を
持
つ
場
面
で
あ
る
。 

⑰
君
も
心
と
く
心
得
た
ま
ひ
て
、
日
ご
ろ
も
、
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
、

見
ま
ほ
し
き
御
さ
ま
の
、
お
の
づ
か
ら
聞
き
た
ま
ふ
お
り
も
あ

り
け
れ
ば
、
い
か
で
、「
思
ふ
と
だ
に
も
」
な
ど
、
ひ
と
知
れ
ず

思
ひ
わ
た
り
た
ま
ひ
け
る
こ
と
な
れ
ば
、「
何
か
。
あ
ら
ず
と
て
、

う
と
く
思
す
べ
き
」
と
て
、
か
き
抱
き
て
、
お
ろ
し
た
ま
ふ
ほ
ど

に
、
い
か
が
は
す
べ
き
。（
略
）「
今
は
、
た
だ
さ
る
べ
き
に
思
し

な
せ
。
よ
に
、
人
の
御
た
め
あ
し
き
心
は
侍
ら
じ
」
と
て
、
几
帳

お
し
隔
て
た
ま
へ
れ
ば
、
せ
む
か
た
な
く
て
泣
き
居
た
り
。
こ
れ

も
、
い
と
あ
は
れ
限
り
な
く
ぞ
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
る
。 

（
四
六
六
～
四
六
七
頁
） 

⑮
と
⑰
の
二
重
傍
線
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
男
君
が
共
通
に
抱
い
た
感

情
で
あ
り
、
浮
気
心
か
ら
の
風
変
わ
り
な
契
り
に
、
姫
君
が
い
っ
そ
う

愛
し
く
思
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
語
り
手
は
物
語
の
最
後
に
、
次
の
よ
う

な
感
想
を
残
し
て
い
る
。 

⑱
劣
り
ま
さ
る
け
ぢ
め
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
深
か
り
け
る
御
志
ど
も
、

は
て
ゆ
か
し
く
こ
そ
侍
れ
。
な
ほ
、
と
り
ど
り
な
り
け
る
中
に
も
、

め
づ
ら
し
き
は
、
な
ほ
立
ち
ま
さ
り
や
あ
り
け
む
に
、
見
な
れ
た

ま
ふ
に
も
、
年
月
も
あ
は
れ
な
る
か
た
は
、
い
か
が
劣
る
べ
き 

（
四
六
六
頁
） 

語
り
手
は
、
新
し
く
ま
た
珍
し
い
恋
は
、
印
象
的
な
も
の
と
な
る
が
、

そ
れ
も
次
第
に
慣
れ
て
い
く
も
の
で
、
長
年
恋
親
し
ん
だ
馴
染
み
の

あ
る
女
性
に
勝
る
は
ず
が
な
い
と
嘆
い
て
い
る
。
浮
気
者
で
あ
っ
た

二
人
の
少
将
を
批
判
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
れ
ら
を
み
る
と
、「
思
は
ぬ
方
に
泊
ま
り
す
る
少
将
」
の
語
り
手

の
立
場
は
、「
花
桜
折
る
少
将
」
の
そ
れ
と
は
っ
き
り
と
異
な
る
こ
と
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が
わ
か
る
。「
花
桜
折
る
少
将
」
の
中
将
も
色
好
み
の
浮
気
者
で
は
あ

る
が
、
こ
こ
ま
で
直
接
的
な
言
葉
で
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
話
は
、
取
り
違
え
の
原
因
が
男
側
に
あ
る
と
い

う
点
も
、「
花
桜
折
る
少
将
」
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
ろ
う
。
女
盗
み

の
パ
タ
ー
ン
を
無
視
し
て
、
男
側
に
配
慮
が
足
り
な
い
も
の
と
し
て

描
か
れ
た
展
開
は
、
男
側
の
常
識
の
な
さ
を
強
調
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。「
い
と
馴
れ
顔
に
」「
た
だ
さ
る
べ
き
に
思
し
な
せ
」
と
い
っ
た

自
分
勝
手
な
考
え
方
か
ら
も
そ
れ
は
伺
え
る
。
こ
の
「
馴
れ
顔
」
は
、

男
の
身
勝
手
な
様
を
表
す
表
現
で
、
光
源
氏
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
次

の
⑲
は
、「
源
氏
物
語
」
若
紫
巻
で
、
光
源
氏
が
紫
の
上
の
寝
所
へ
入

る
場
面
で
あ
る
。 

⑲
い
と
馴
れ
顔
に
御
帳
の
内
に
入
り
た
ま
へ
ば
、
あ
や
し
う
思
ひ

の
外
に
も
と
あ
き
れ
て 

（「
源
氏
物
語
・
若
紫
」
二
四
四
頁
） 

こ
の
よ
う
に
、
周
り
の
人
々
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
思
っ
て

い
て
も
、
本
人
は
さ
も
当
然
で
あ
る
か
の
よ
う
な
顔
で
身
勝
手
に
振

る
舞
う
様
を
表
し
て
お
り
、
批
判
的
な
表
現
と
い
え
る
。 

ま
た
、
男
側
の
容
姿
を
批
評
す
る
記
述
が
な
い
点
も
、「
花
桜
折
る

少
将
」
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
ろ
う
。「
花
桜
折
る
少
将
」
の
中
将
は
、

ま
さ
に
圧
倒
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

⑳
御
簾
巻
き
上
げ
て
な
が
め
出
で
た
ま
ひ
つ
る
御
か
た
ち
、
い
は

む
か
た
な
く
光
り
み
ち
て
、
花
の
に
ほ
ひ
も
、
む
げ
に
け
お
さ
る

る
心
地
ぞ
す
る
。
琵
琶
を
黄
鐘
調
に
し
ら
べ
て
、
い
と
の
ど
や
か

に
、
を
か
し
く
弾
き
た
ま
ふ
御
手
つ
き
な
ど
、「
限
り
な
き
女
も
、

か
く
は
え
あ
ら
じ
」
と
見
ゆ
。 （「

花
桜
折
る
少
将
」
三
九
一
頁
） 

光
り
輝
い
て
見
え
る
ほ
ど
の
容
姿
や
、
音
楽
に
も
精
通
し
て
い
る

知
識
人
ぶ
り
は
、
あ
の
光
源
氏
を
思
わ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
⑳
の
描
写

か
ら
み
て
も
、
中
将
が
ま
だ
若
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
で
い

て
中
将
と
い
う
地
位
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
光
源
氏
と
肉

薄
す
る
人
物
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ほ
ど
光
源
氏
と
共
通
し
て

い
る
中
将
で
あ
る
が
、
彼
は
光
源
氏
と
は
違
い
、
直
接
的
な
批
判
を
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
。
光
源
氏
の
批
判
的
な
語
ら
れ
方
は
次
の
節
で
述

べ
る
が
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
馴
れ
顔
の
よ
う
に
、
光
源
氏
も
批
判
的
な

語
ら
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
将
は
一
貫
し
て
批

判
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
読
者
は
中
将
の
行
動
に
対
し
て
、「
思
は
ぬ

方
に
泊
ま
り
す
る
少
将
」
の
男
二
人
の
よ
う
な
滑
稽
さ
や
嫌
悪
感
を

抱
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。 

続
い
て
、「
思
は
ぬ
方
に
泊
ま
り
す
る
少
将
」
の
女
側
の
草
子
地
を

比
較
し
て
み
た
い
。 

㉑
大
納
言
の
姫
君
、
二
人
も
の
し
た
ま
ひ
し
、
ま
こ
と
に
物
語
に
書

き
つ
け
た
る
あ
り
さ
ま
に
劣
る
ま
じ
く
、
何
事
に
つ
け
て
も
生

ひ
出
で
た
ま
ひ
し
に 

（
四
五
七
頁
） 
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㉒
も
と
よ
り
御
志
あ
り
け
る
こ
と
に
て
、
姫
君
を
か
き
抱
き
て
、
御

帳
の
う
ち
へ
入
り
た
ま
ひ
に
け
り
。
思
し
あ
き
れ
た
る
さ
ま
、
例

の
こ
と
な
れ
ば
書
か
ず
。 

（
四
五
八
頁
） 

㉓
さ
る
べ
き
に
思
し
慰
め
て
、
や
う
や
う
う
ち
な
び
き
た
ま
へ
る

さ
ま
、
い
と
ど
ら
う
た
く
、
あ
は
れ
な
り
。
昼
な
ど
、
お
の
づ
か

ら
寝
過
ご
し
た
ま
ふ
折
、
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
い
と
あ
て

に
、
ら
う
た
く
、
う
ち
見
る
よ
り
心
苦
し
き
さ
ま
し
た
ま
へ
り
。 

（
四
五
八
頁
） 

㉔
い
と
恥
づ
か
し
う
て
、
御
顔
ひ
き
い
れ
た
ま
へ
る
さ
ま
、
い
と
ら

う
た
く
児
め
き
た
り
。 

（
四
六
〇
頁
） 

㉕
へ
だ
て
な
く
さ
へ
な
り
ぬ
る
を
、
女
は
死
ぬ
ば
か
り
ぞ
心
憂
く

思
し
た
る
。 

（
四
六
五
頁
） 

ま
ず
わ
か
る
の
が
こ
の
語
り
手
は
女
側
に
対
し
て
も
、
二
重
傍
線
部

の
よ
う
に
敬
語
を
用
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
女
側
の
容
姿
や
、

感
情
に
対
し
て
批
評
し
て
い
る
草
子
地
が
多
い
。
「
花
桜
折
る
少
将
」

の
語
り
手
と
は
対
照
的
に
、
女
側
の
容
姿
を
評
価
し
、
同
情
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
語
り
手
は
、
女
側
に
寄
り
添
っ
た
語
り
方
を

し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
男
側
に
配
慮
が
足
り
な

い
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
納
得
で
き
る
。 

七 
 

「
源
氏
物
語
」
と
の
比
較
（
光
源
氏
に
対
す
る
批

判
的
な
草
子
地
） 

先
ほ
ど
の
節
で
、「
花
桜
折
る
少
将
」
の
中
将
と
光
源
氏
と
の
容
姿

や
地
位
に
共
通
す
る
点
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
い
て
中
将
は
直
接
的
な

批
判
が
さ
れ
な
い
の
に
対
し
、
光
源
氏
は
「
思
は
ぬ
方
に
泊
ま
り
す
る

少
将
」
の
権
少
将
の
よ
う
に
、「
馴
れ
顔
」
と
い
っ
た
批
判
的
な
語
り

も
さ
れ
て
い
る
事
を
述
べ
た
。
こ
の
節
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
源
氏
物

語
」
の
語
り
手
が
光
源
氏
を
批
判
的
に
評
価
し
て
い
る
場
面
を
検
証

す
る
。
帚
木
巻
の
冒
頭
を
引
用
す
る
。 

㉖
光
る
源
氏
、
名
の
み
こ
と
ご
と
し
う
、
言
ひ
消
た
れ
た
ま
ふ
咎
多

か
な
る
に
、
い
と
ど
、
か
か
る
す
き
事
ど
も
を
末
の
世
に
も
聞
き

つ
た
へ
て
、
軽
び
た
る
名
を
や
流
さ
む
と
、
忍
び
た
ま
ひ
け
る
隠

ろ
へ
ご
と
を
さ
へ
語
り
つ
た
へ
け
ん
人
の
も
の
言
ひ
さ
が
な
さ

よ
。 

（「
帚
木
」
五
三
頁
） 

冒
頭
か
ら
揶
揄
的
な
語
り
で
あ
る
。「
光
源
氏
」
と
い
う
名
前
だ
け
が

も
て
は
や
さ
れ
、
そ
れ
で
い
て
と
て
も
言
え
な
い
よ
う
な
過
ち
が
多

い
と
、
光
源
氏
の
色
恋
沙
汰
を
非
難
し
て
い
る
。 

次
に
引
用
す
る
の
は
、
続
く
場
面
、
光
源
氏
が
中
将
で
あ
っ
た
当
時

を
顧
み
て
語
る
場
面
で
あ
る
。 



- 32 - 

 

㉗
ま
だ
中
将
な
ど
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
時
は
、
内
裏
に
の
み
さ
ぶ

ら
ひ
よ
う
し
た
ま
ひ
て
、
大
殿
に
は
絶
え
絶
え
ま
か
で
た
ま
ふ
。

忍
ぶ
の
乱
れ
や
、
と
疑
ひ
き
こ
ゆ
る
こ
と
も
あ
り
し
か
ど
、
さ
し

も
あ
だ
め
き
目
馴
れ
た
る
う
ち
つ
け
の
す
き
ず
き
し
さ
な
ど
は

好
ま
し
か
ら
ぬ
御
本
性
に
て
、
ま
れ
に
は
、
あ
な
が
ち
に
ひ
き
違

へ
心
づ
く
し
な
る
こ
と
を
御
心
に
思
し
と
ど
む
る
癖
な
む
あ
や

に
く
て
、
さ
る
ま
じ
き
御
ふ
る
ま
ひ
も
う
ち
ま
じ
り
け
る
。 

（「
帚
木
」
五
三
～
五
四
頁
） 

光
源
氏
は
、
若
く
し
て
中
将
と
な
り
、
ま
さ
に
前
途
有
望
な
花
形
貴
公

子
で
あ
る
が
、
根
は
真
面
目
で
あ
り
な
が
ら
も
、
ま
れ
に
恋
を
す
る
と

別
人
の
よ
う
に
執
心
し
て
し
ま
う
癖
が
あ
り
、
不
都
合
な
こ
と
が
多

い
と
語
り
手
は
批
判
し
て
い
る
。 

 

続
い
て
、
具
体
的
な
や
り
と
り
の
中
で
、
中
将
時
代
の
光
源
氏
が
批

判
的
に
語
ら
れ
て
い
る
場
面
を
引
用
す
る
。
夕
顔
巻
で
、
軒
端
萩
と
歌

を
贈
答
す
る
場
面
で
あ
る
。 

㉘
高
や
か
な
る
萩
に
つ
け
て
、「
忍
び
て
」
と
の
た
ま
へ
れ
ど
、
と

り
あ
や
ま
ち
て
、
少
将
も
見
つ
け
て
、
我
な
り
け
り
と
思
ひ
あ
は

せ
ば
、
さ
り
と
も
罪
ゆ
る
し
て
ん
と
、
思
ふ
御
心
お
ご
り
ぞ
あ
い

な
か
り
け
る
。 

（「
夕
顔
」
一
九
一
頁
） 

軒
端
萩
は
蔵
人
少
将
と
結
婚
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で

光
源
氏
と
も
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
語
り
手
は
、
光
源
氏
が
こ
の
関
係

を
蔵
人
少
将
に
た
と
え
知
れ
よ
う
と
も
、「
私
で
あ
れ
ば
彼
も
許
し
て

く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
う
ぬ
ぼ
れ
が
あ
る
と
、
そ
の
傲
慢
さ
を
批

判
し
て
い
る
。 

 

続
い
て
、
軒
端
萩
か
ら
の
返
歌
を
見
て
、
思
い
を
馳
せ
る
光
源
氏
に

対
し
て
語
り
手
が
批
評
す
る
場
面
で
あ
る
。 

㉙
手
は
あ
し
げ
な
る
を
紛
ら
は
し
、
さ
れ
ば
み
て
書
い
た
る
さ
ま

品
な
し
。
火
影
に
見
し
顔
思
し
出
で
ら
る
。
う
ち
と
け
で
向
か
ひ

ゐ
た
る
人
は
、
え
疎
み
は
つ
ま
じ
き
さ
ま
も
し
た
り
し
か
な
、
何

の
心
ば
せ
あ
り
げ
も
な
く
さ
う
ど
き
誇
り
た
り
し
よ
と
思
し
出

づ
る
に
憎
か
ら
ず
、
な
ほ
懲
り
ず
ま
に
、
ま
た
も
あ
だ
名
立
ち
ぬ

べ
き
御
心
の
す
さ
び
な
め
り
。 

 

（「
夕
顔
」
一
九
一
頁
） 

語
り
手
は
、
光
源
氏
が
夕
顔
の
急
死
で
忍
び
歩
き
に
は
懲
り
た
は
ず

な
の
に
、
ま
た
も
悪
い
評
判
が
立
つ
よ
う
な
、
衰
え
な
い
軒
端
萩
へ
の

好
色
な
心
の
あ
り
よ
う
を
批
判
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
場
面
は
、「
花
桜
折
る
少
将
」
と
同
じ
中
将
と
い
う
地
位

で
あ
る
点
に
お
い
て
も
、
近
似
性
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
語
ら
れ
方
は

全
く
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
光
源
氏
は
恋
す
る
青
年
と
し
て
物
語

に
登
場
す
る
に
際
し
、
す
で
に
語
り
手
か
ら
大
変
な
批
判
を
う
け
て

い
る
が
、
同
じ
よ
う
な
色
恋
沙
汰
の
多
い
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
中
将

は
、
女
の
元
か
ら
の
帰
途
に
新
し
い
女
を
見
出
し
て
盗
み
出
そ
う
と
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す
る
そ
の
乱
行
に
対
し
て
も
、
決
し
て
批
判
的
な
草
子
地
は
見
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。 

こ
こ
ま
で
ワ
ン
サ
イ
ド
な
語
り
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
花
桜
」

成
立
当
時
薫
型
主
人
公
が
流
行
し
て
い
た
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

仕
事
か
ら
楽
器
の
演
奏
ま
で
何
か
ら
何
ま
で
完
璧
で
、
過
剰
な
ほ
ど

も
て
は
や
さ
れ
る
中
将
は
ま
さ
に
薫
型
に
あ
て
は
ま
り
、
望
ん
だ
恋

が
な
か
な
か
成
就
し
な
い
パ
タ
ー
ン
も
共
通
し
て
い
る
。
短
編
の
た

め
、
比
較
し
づ
ら
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
。 

も
っ
と
も
「
源
氏
物
語
」
で
は
薫
の
執
心
に
対
し
て
、
語
り
手
が
批

評
す
る
よ
う
な
箇
所
は
あ
る
。
有
名
な
も
の
と
し
て
は
夢
浮
橋
巻
末

尾
の ㉚

人
の
隠
し
す
ゑ
た
る
に
や
あ
ら
ん
と
、
わ
が
御
心
の
、
思
ひ
寄
ら

ぬ
隈
な
く
落
と
し
お
き
た
ま
へ
り
し
な
ら
ひ
に
と
ぞ
、
本
に
は

べ
め
る
。 

（「
夢
浮
橋
」
三
九
五
頁
） 

な
ど
が
あ
る
が
、「
花
桜
」
の
中
将
お
よ
び
語
り
手
は
、
そ
う
い
っ
た

批
判
的
な
視
点
を
捨
像
し
た
上
で
、
成
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。
本
論

文
で
は
扱
え
な
か
っ
た
が
、
機
会
が
あ
れ
ば
同
じ
短
編
の
薫
型
で
、
恋

の
実
ら
な
い
話
で
あ
る
「
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
」
の
語
り
と
も
比
較

し
た
い
も
の
で
あ
る
。 

八 
 

お
わ
り
に 

本
論
文
は
、「
花
桜
折
る
少
将
」
の
物
語
の
一
つ
の
読
み
方
と
し
て
、

語
り
手
の
草
子
地
と
中
将
の
批
評
に
注
目
し
た
。
語
り
手
に
よ
る
姫

君
側
へ
の
草
子
地
と
中
将
へ
の
草
子
地
を
比
較
す
る
と
、
姫
君
側
に

は
批
判
的
な
、
皮
肉
的
な
語
ら
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
中
将

に
は
一
切
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
語
り
手
が
中
将
に
味
方
し

た
立
場
に
位
置
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

ま
た
「
思
は
ぬ
方
に
泊
ま
り
す
る
少
将
」
の
語
り
手
と
比
較
す
る
と
、

男
君
達
に
批
判
的
な
草
子
地
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
中
将

に
終
始
味
方
す
る
「
花
桜
折
る
少
将
」
の
語
り
手
の
特
殊
性
が
見
ら
れ

た
。「
源
氏
物
語
」
と
比
較
し
て
も
、
中
将
の
容
姿
や
地
位
に
光
源
氏

と
共
通
性
は
あ
る
が
、
決
し
て
光
源
氏
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
そ
こ
に
、「
花
桜
折
る
少
将
」
の
語
り
手
の
特
異
性
が
見
ら

れ
、
語
り
手
は
中
将
を
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
中
将
の

造
形
と
語
り
手
の
関
わ
り
か
ら
は
、
む
し
ろ
薫
型
主
人
公
の
性
質
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。 

こ
う
し
た
性
質
か
ら
考
え
る
に
、
最
後
の
「
を
こ
が
ま
し
う
こ
そ
」

の
解
釈
は
、「（
取
違
い
に
気
づ
い
た
中
将
の
感
情
は
、
本
当
に
）
馬
鹿

馬
鹿
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」
と
な
り
、
続
く
「
御
か

た
ち
は
限
り
な
か
り
け
れ
ど
」
は
、
語
り
手
が
中
将
の
不
幸
を
自
分
の

こ
と
の
よ
う
に
思
い
や
っ
て
い
た
わ
り
の
気
持
ち
で
発
し
た
言
葉
で

あ
り
、「
（
取
違
い
は
し
た
け
ど
、
老
尼
の
）
容
姿
は
と
て
も
美
し
か
っ

た
。（
だ
か
ら
美
人
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
の
だ
よ
）」
と
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い
う
、
励
ま
し
と
も
と
れ
る
、
最
後
ま
で
中
将
に
寄
り
添
っ
た
語
り
で

あ
る
と
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 
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