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跡
見
花
蹊
筆
和
歌
扇
面
と
昭
憲
皇
太
后

跡
見
学
園
女
子
大
学 

文
学
部 

人
文
学
科 

准
教
授

植
田

　恭
代

　は
じ
め
に

　
本
学
所
蔵
の
学
祖
跡
見
花
蹊
の
作
品
の
な
か
で
も
、
和
歌
扇
面
（
図
１
）
は
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
五
十
年
史
』

を
は
じ
め
学
園
関
連
書
籍
等
で
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
金
地
の
紙
面
に
は
、
次
の
和
歌
が
し
た
た
め
ら
れ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
八
十
四

　
　
　
　
　
　
　
　
花
蹊

　
　
日
〻
に

　
　
　
み
か
け

　
　
　
　
日
〻
に

　
　
み
か
き
て

　
　
　
や
ま

　
　
　
　
さ
ら
は

　
　
こ
こ
ろ

　
　
　
　
の
玉
は

　
　
世
に
か
ゝ

　
　
　
　
や
か
む

　「
日
々
に
み
が
け
　
日
々
に
み
が
き
て
　
や
ま
ざ
ら
ば
　
こ
こ
ろ
の
玉
は
　
世
に
か
が
や
か
む
」
と
い
う
こ
の一
首
は
、

日
々
研
鑽
を
積
み
、
努
力
を
惜
し
ま
ず
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
内
実
が
輝
く
こ
と
を
詠
む
。
花
蹊
八
十
四
歳

は
大
正
十
二
年
、
こ
れ
は
晩
年
の
作
品
で
あ
る
。
そ
の
歌
意
は
生
涯
を
女
子
教
育
に
捧
げ
て
き
た
花
蹊
の
教
え
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
が
、
一つ
の
作
品
は
そ
れ
を
取
り
巻
く
文
化
な
ら
び
に
社
会
の
所
産
と
し
て
あ
り
、
背
後
に
あ
る
事
情

を
広
く
考
慮
し
て
受
け
と
め
る
必
要
が
あ
る
。
み
が
く
と
い
う
行
為
に
日
々
の
努
力
を
重
ね
る
発
想
は
、
ひ
と
た
び

学
外
に
目
を
向
け
れ
ば
お
茶
の
水
女
子
大
学
の
校
歌
に
も
通
じ
、
一
定
の
年
代
以
上
で
あ
れ
ば
こ
の
和
歌
か
ら
か
つ
て

馴
染
ん
だ
唱
歌
が
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
扇
面
に
書
か
れ
た
こ
の
一
首
に
は
、
当
時
の
女
子
教
育
事

情
と
そ
の
な
か
で
の
花
蹊
の
志
向
が
反
映
さ
れ
て
い
よ
う
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
和
歌
扇
面
の
一
首
と
そ
れ
に
関
連
す
る
本
学
所
蔵
の
作
品
を
あ
わ
せ
て
検
討
し
、
晩
年
の
作
品

を
考
え
る
一
助
と
し
た
い
。

　一、
東
京
女
子
師
範
学
校
開
校
式
と
昭
憲
皇
太
后
御
詠

　
本
学
に
は
、同
様
な
発
想
に
よ
る
昭
憲
皇
太
后
の
和
歌
を
花
蹊
が
揮
毫
し
た
別
の
資
料
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る（
図
２
）。

　
　
　
昭
憲
皇
太
后

　
　
　
　
御
詠

　
　
み
か
ゝ

　
　
　
　
す
は

　
　
　
玉
の

　
　
　
　
ひ
か
り
は

　
　
　
出
て
さ
ら
ん

　
　
人
の

　
　
　
こ
ゝ
ろ
も

　
　
　
　
か
く
こ
そ

　
　
　
　
　
あ
る
ら
し

　
　
　
　
　
　
勲
六
等

　
　
　
　
　
　
跡
見
花
蹊

　
　
　
　
　
　
　
　
謹
写
　
　

（図１）

（図２）
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昭
憲
皇
太
后
の
和
歌
は
、
玉
は
み
が
く
こ
と
に
よ
っ
て
光
り
か
が
や
き
、
人
の
心
も
同
様
で
あ
る
と
詠
む
。
本
来

の
語
法
は
「
み
が
か
ず
は
」
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
の
通
行
と
し
て
は
「
み
が
か
ず
ば
」
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

花
蹊
は
明
治
四
十
五
年
（
一
九
四
二
）、
七
十
三
歳
の
時
に
「
勲
六
等
宝
冠
章
」
を
授
け
ら
れ
て
お
り
、『
跡
見
花
蹊

日
記
』
同
年
七
月
七
日
条
に
は
、「
午
下
弐
時
過
、
突
然
文
部
省
よ
り
叙
勲
ニ
相
成
ニ
付
、
礼
服
着
用
、
即
刻
出
頭
申

来
る
」「
大
臣
よ
り
多
年
功
労
よ
り
勲
六
等
宝
冠
章
を
授
け
ら
れ
た
り
」
と
あ
る
（
注
１
）。

　
現
在
確
認
で
き
る
、
本
学
所
蔵
の
玉
を
み
が
く
発
想
に
も
と
づ
く
一
連
の
資
料
に
は
、
花
蹊
の
昭
憲
皇
太
后
に
対

す
る
敬
愛
の
念
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
花
蹊
晩
年
の
作
品
は
、
東
京
女
子
師
範
学
校
開
校
式
に
お
け
る
昭
憲
皇
太
后

の
一
首
に
よ
る
。『
昭
憲
皇
太
后
御
集
　
下
』
で
は
「
附
載
」
の
冒
頭
に
二
句
以
下
の
異
同
の
あ
る
一
首
が
あ
り
、「
右

明
治
九
年
二
月
東
京
女
子
師
範
学
校
に
下
し
賜
へ
る
」
と
す
る
（
注
２
）。

　
こ
こ
で
、
昭
憲
皇
太
后
の
和
歌
が
詠
ま
れ
た
事
情
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
和
歌
は
、
明
治
八
年
十
一
月
二
十

九
日
、
東
京
女
子
師
範
学
校
開
校
式
に
皇
后
時
代
の
昭
憲
皇
太
后
が
行
啓
し
た
時
の
御
詠
で
あ
る
。『
昭
憲
皇
太
后

実
録
』
に
は
（
注
３
）、
そ
の
日
の
次
第
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
少
々
長
い
が
引
用
し
て
み
る
。

　
　

　
　 

二
十
九
日
　
午
前
八
時
三
十
分
御
出
門
に
て
東
京
女
子
師
範
学
校
に
行
啓
、
開
業
式
に
臨
み
た
ま
ふ
。
乃
ち
著

御
の
後
、
先
づ
文
部
大
輔
田
中
不
二
麿
並
に
同
校
摂
理
中
村
正
直
以
下
の
教
員
及
び
来
賓
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
特

命
全
権
公
使
ジ
ョ
ン
・
エ
ー
・
ビ
ン
ガ
ム
夫
妻
以
下
の
外
国
人
に
謁
を
賜
ふ
。
尋
い
で
正
直
の
御
先
導
に
よ
り
講

堂
に
進
ま
せ
ら
れ
、
正
直
の
教
則
捧
呈
畢
れ
る
後
、
左
の
令
旨
を
賜
ふ
。

　
　
　 

女
子
教
育
の
根
柢
を
培
益
せ
ん
為
め
去
年
此
校
を
設
置
有
ん
と
す
る
を
聞
き
嘉
尚
に
堪
へ
す
今
経
営
既
に
成

り
爰
に
開
業
の
典
を
挙
く
庶
幾
く
は
自
今
此
校
の
旺
盛
に
赴
き
遂
に
女
教
の
美
果
を
し
て
全
国
に
蕃
結
す
る

を
観
ん
こ
と
を

　
　 

尋
い
で
不
二
麿
等
祝
詞
を
述
べ
た
る
後
、「
同
校
教
諭
浅
岡
一の
生
理
書
を
、
生
徒
青
山
千
世
の
勧
善
訓
蒙
を
、

同
吉
川
若
菜
の
立
志
篇
を
、
同
古
市
洛
の
国
史
攬
要
を
講
ず
る
を
聴
か
せ
ら
る
。
畢
り
て
教
場
等
を
御
巡
覧
あ

り
、
便
殿
に
入
御
し
て
休
憩
し
た
ま
ふ
。
此
の
間
、
先
に
講
義
せ
る
千
世
・
若
菜
・
洛
を
召
さ
せ
ら
れ
、
褒
賞

と
し
て
罫
画
器
具
一
揃
宛
を
下
賜
あ
ら
せ
ら
る
。
既
に
し
て
十
一
時
同
校
御
発
、
還
御
し
た
ま
ふ
。
尚
本
日
来

校
せ
る
不
二
麿
以
下
の
諸
官
員
並
に
其
の
家
族
及
び
教
員
・
生
徒
・
外
国
人
一
同
へ
茶
菓
を
賜
ふ
。
又
後
日
、

同
校
に
左
の
御
歌
を
下
賜
し
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
み
か
ゝ
す
は
玉
も
か
ゝ
み
も
何
か
せ
む

　
　
　
　
　
　
　
ま
な
ひ
の
道
も
か
く
こ
そ
あ
り
け
れ

　
　 

因
に
此
の
御
歌
は
、
同
校
に
於
て
旋
律
を
附
し
、
生
徒
を
し
て
奉
唱
せ
し
め
て
よ
り
、
弘
く
人
口
に
膾
炙
す
る

に
至
れ
り
。

　
東
京
女
子
師
範
学
校
の
開
業
式
に
は
、
文
部
大
輔
の
外
に
ア
メ
リ
カ
の
特
命
全
権
公
使
夫
妻
も
招
か
れ
、
新
し
い

女
子
教
育
機
関
が
発
足
す
る
開
業
式
の
高
揚
感
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
令
旨
に
は
「
女
子
教
育
の
根
柢
を
培
益
せ
ん

為
め
去
年
此
校
を
設
置
有
ん
と
す
る
を
聞
き
嘉
尚
に
堪
へ
す
」
と
あ
り
、
若
き
日
の
昭
憲
皇
太
后
が
こ
の
開
業
を
大

変
喜
ば
し
く
受
け
止
め
て
い
る
様
子
が
よ
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
後
日
」
に
下
賜
さ
れ

た
の
が
、「
み
か
ゝ
す
は
」
の
和
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
和
歌
が
同
校
の
校
歌
と
な
り
、
広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
と

い
う
。『
お
茶
の
水
女
子
大
学
百
年
史
』
に
よ
れ
ば
（
注
４
）、
明
治
八
年
十
二
月
二
十
日
に
こ
の
和
歌
を
賜
っ
た
と

あ
り
、
翌
月
に
下
賜
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、『
お
茶
の
水
女
子
大
学
百
年
史
』
に
は
、
こ
の
和
歌
は
明
治
十
一
年
十
月
に
伺
い
を
経
て
式
部
寮
雅
楽
課

二
等
怜
人
討
議
季
煕
の
譜
に
よ
り
校
歌
と
し
て
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
曲
は
「
学
道
」
と
い
う
壱
越
調
律
旋
の
も

の
で
、
墨
譜
、
の
ち
に
五
線
譜
と
な
り
、「
み
が
か
ず
ば
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
記
さ
れ
る
（
注
５
）。

　
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
『
昭
憲
皇
太
后
実
録
』
当
日
の
記
述
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
が
、
同
明
治
十
二
年
十
二
月
二
十

八
日
条
に
は
、こ
の
歳
に「
み
か
ゝ
す
は
」の
和
歌
を
鹿
児
島
女
子
師
範
学
校
に
賜
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（
注
６
）。

　
若
き
日
の
昭
憲
皇
太
后
は
、新
し
い
学
問
に
も
意
欲
的
で
あ
っ
た
。明
治
八
年
十
二
月
二
十
三
日
条
に
続
く
記
述
を
、

こ
れ
も
少
々
長
い
が一
連
の
事
情
を
把
握
す
る
た
め
に
あ
げ
て
お
く
。

　
　 

是
の
歳
　
冬
月
、
四
等
侍
講
元
田
永
孚
、
勧
善
訓
蒙
第
二
百
十
八
章
な
る
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
教

誨
に
関
す
る
一
章
を
進
講
す
る
に
当
り
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
自
戒
の
為
服
膺
せ
る
徳
目
十
二
項
に
自
註
を
加
へ
、

手
書
し
て
上
り
し
に
、
皇
后
深
く
感
銘
を
受
け
さ
せ
ら
れ
、
其
の
徳
目
の
意
を
和
歌
に
詠
じ
た
ま
ひ
て
永
孚
に

下
賜
あ
ら
せ
ら
る
。
仍
り
て
永
孚
も
亦
漢
詩
を
作
り
て
之
に
和
し
、
以
て
皇
后
の
御
覧
に
供
し
奉
れ
る
こ
と
あ

り
。
皇
后
の
永
孚
に
示
し
た
ま
へ
る
御
歌
は
彼
の
十
二
徳
に
関
す
る
も
の
の
外
、
虚
誕
に
就
き
て
詠
ま
せ
ら
れ
た

る
一
首
あ
り
て
、
総
て
十
三
首
な
り
。
其
の
御
歌
は
左
の
如
し
。

　
　
　
　
　
　
　
節
制

　
　
　
　
　
花
の
春
も
み
ち
の
あ
き
の
さ
か
つ
き
も

　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
く
に
こ
そ
く
ま
ゝ
ほ
し
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
清
潔

　
　
　
　
　
白
妙
の
こ
ろ
も
の
ち
り
は
は
ら
へ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
う
き
は
心
の
く
も
り
な
り
け
り
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勤
労

　
　
　
　
　
み
か
ゝ
す
は
玉
も
ひ
か
り
は
い
て
さ
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
人
の
こ
ゝ
ろ
も
か
く
こ
そ
あ
る
へ
き

　
　
　
　
　
　
　
沈
黙

　
　
　
　
　
過
た
る
は
及
は
さ
り
け
り
か
り
そ
お
の

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
葉
も
あ
た
に
散
ら
さ
ゝ
ら
な
ん

　
　
　
　
　
　
　
確
志

　
　
　
　
　
人
こ
ゝ
ろ
か
く
こ
そ
あ
る
へ
き
し
ら
玉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
ま
は
火
に
も
や
か
れ
さ
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
誠
実

　
　
　
　
　
と
り
く
に
作
る
か
さ
し
の
花
よ
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　
匂
ふ
こ
ゝ
ろ
の
ま
こ
と
を
そ
思
ふ

　
　
　
　
　
　
　
温
和

　
　
　
　
　
乱
る
へ
き
折
り
を
は
お
き
て
は
な
さ
く
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
笑
む
ほ
と
を
な
ら
ひ
て
し
哉

　
　
　
　
　
　
　
謙
遜

　
　
　
　
　
高
ね
を
も
底
に
う
つ
し
て
山
み
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
き
ゝ
に
ゆ
く
を
心
と
も
か
な

　
　
　
　
　
　
　
順
序

　
　
　
　
　
奥
ふ
か
き
道
に
も
い
ら
ん
も
の
こ
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
は
し
め
終
の
み
た
れ
さ
り
せ
は

　
　
　
　
　
　
　
節
倹

　
　
　
　
　
呉
竹
の
ほ
と
よ
き
ふ
し
を
た
か
へ
す
は

　
　
　
　
　
　
　
　
す
ゑ
は
の
露
は
み
た
れ
さ
ら
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
寧
静

　
　
　
　
　
事
に
ふ
れ
身
は
い
か
さ
ま
に
く
ら
す
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ゝ
ろ
は
ゆ
た
に
な
す
よ
し
も
哉

　
　
　
　
　
　
　
公
義

　
　
　
　
　
よ
ろ
つ
民
す
く
は
ん
道
は
近
き
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
お
し
て
遠
き
に
行
よ
し
も
哉

　
　
　
　
　
　
　
虚
誕

　
　
　
　
　
は
か
り
に
し
鳥
の
空
値
も
関
の
戸
の

　
　
　
　
　
　
　
　
明
て
の
ち
こ
そ
あ
ら
は
れ
に
け
れ

　
　 

尚
十
二
徳
に
関
す
る
御
歌
は
御
集
に
収
め
ら
れ
た
る
も
、
字
句
に
若
干
の
相
違
あ
る
を
拝
す
。
蓋
し
後
年
の
御

推
敲
に
よ
る
も
の
な
る
べ
し
。
又
御
集
は
此
等
の
御
歌
を
明
治
九
年
の
部
に
編
次
せ
る
も
、
暫
く
永
孚
の
後
年

自
ら
記
せ
る
年
紀
に
従
ひ
て
茲
に
掲
記
す
。
　
　
　
　

　
元
田
永
孚
が
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
一
章
を
進
講
し
、
そ
れ
に
深
く
感
銘
を
受
け
た
皇
后
は
「
節
制
」

か
ら
「
公
義
」
ま
で
の
十
二
徳
に
「
虚
誕
」
を
加
え
た
十
三
首
を
詠
む
。
そ
の
十
二
徳
の
和
歌
の
三
番
目
に
あ
る
「
勤

労
」
が
、
前
掲
の
昭
憲
皇
太
后
詠
と
似
通
う
。『
昭
憲
皇
太
后
御
集
』「
明
治
九
年
」
で
は
、「
み
が
か
ず
ば
玉
の
光

は
い
で
ざ
ら
む
人
の
こ
ゝ
ろ
も
か
く
こ
そ
あ
る
ら
し
」
と
二
句
と
五
句
に
異
同
が
み
ら
れ
（
注
７
）、
の
ち
の
推
敲
に

よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、こ
の
十
二
徳
の
和
歌
の
う
ち
、最
初
の
四
首
「
節
制
」「
勤
労
」「
清
潔
」「
沈
黙
」

を
和
歌
短
冊
に
記
し
た
花
蹊
の
作
品
が
本
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る（
図
３
）（「
勤
労
」二
句
五
句
は『
御
集
』に
同
じ
）。

こ
の
作
品
は
、
花
蹊
が
昭
憲
皇
太
后
の
こ
れ
ら
の
和
歌
を
共
感
し
て
受
け
と
め
た
証
し
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

（図３）
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　「
み
が
か
ず
は
（
ば
）」
で
始
ま
る
昭
憲
皇
太
后
の
詠
歌
は
、
揺
れ
も
含
み
な
が
ら
み
が
く
こ
と
を
説
く
。
初
句
の

語
感
の
よ
さ
も
加
わ
り
、
東
京
女
子
師
範
学
校
の
開
校
式
と
い
う
晴
れ
の
場
を
得
て
、
み
が
く
行
為
に
努
力
を
重
ね

る
発
想
と
昭
憲
皇
太
后
の
結
び
つ
き
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
定
着
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
新
聞
等
で
報
道
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て
い
く
。

　二
、
唱
歌
「
金
剛
石
」

　
本
学
所
蔵
品
に
は
、
磨
く
行
為
に
努
力
を
重
ね
て
奨
励
す
る
よ
く
似
た
発
想
の
資
料
（
図
４
）
が
、
も
う
一
点
確

認
で
き
る
。

　
　
金
剛
石
も
み
か
ゝ
す
は

　
　
玉
の
光
り
は
そ
は
さ
ら
む

　
　
人
も
学
ひ
の
後
に
こ
そ

　
　
誠
の
徳
は
あ
ら
は
る
れ

　
　
時
計
の
は
り
の
絶
間
な
く
　

　
　
め
く
る
か
如
く
時
の
間
の

　
　
日
か
け
惜
み
て
は
け

　
　
み
な
は
い
か
な
る
業
か

　
　
な
ら
さ
ら
む

　
こ
れ
は
、
本
学
所
蔵
の
法
帖
の
文
章
末
尾
に
記
さ
れ
た
「
金
剛
石
も
み
か
ゝ
す
は
」
で
始
ま
る
一
節
で
あ
る
。
掲
出

部
分
の
前
半
の
み
が
本
学
園
関
連
図
書
『
跡
見
花
蹊
教
育
詞
藻
』（
注
８
）
に
「
花
蹊
女
子
書
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て

い
る
が
、
法
帖
の一
部
に
あ
た
る
。「
義
勇
公
ニ
奉
ス
」
と
し
て
始
ま
り
人
の
生
き
方
を
説
く
法
帖
の
末
尾
は
、「
貧
賤

の
友
は
　
忘
る
へ
か
ら
す
　
糟
糠
の
妻
は
　
堂
よ
り
下
さ
す
　
金
剛
石
も
み
か
ゝ
す
は
　
玉
の
光
は
そ
は
さ
ら
む
」
と

続
き
「
い
か
な
る
業
の
な
ら
さ
ら
む
」
と
結
ば
れ
る
。
金
剛
石
、
す
な
わ
ち
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
も
み
が
か
な
け
れ
ば
玉
の

光
も
輝
く
こ
と
は
な
く
、
人
も
同
様
で
学
ん
だ
の
ち
に
こ
そ
真
の
徳
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
一
節
は
、
時
計
の
針
の
よ

う
に
絶
え
間
な
く
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
事
も
大
成
す
る
と
続
く
。
こ
れ
は
、
昭
憲
皇
太
后
が
華
族
女
学
校
に

下
賜
し
た
唱
歌
で
あ
り
、『
昭
憲
皇
太
后
御
集
』
に
は
「
金
剛
石
」
と
し
て
次
の
「
水
に
器
」
と
と
も
に
あ
げ
ら
れ
て

い
る
（
注
９
）。一
定
の
年
代
以
上
で
あ
れ
ば
、「
金
剛
石
も
」
と
聞
い
た
だ
け
で
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
歌
詞
で
あ
ろ
う
。

　『
昭
憲
皇
太
后
実
録
』
明
治
二
十
年
三
月
十
八
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　
華
族
女
学
校
に
御
歌
「
金
剛
石
」
並
に
「
水
は
器
」
の
二
篇
を
賜
ふ
。
其
の
御
歌
は
左
の
如
し
。

　
　
　
　
　
　
金
剛
石

　
　
　
　
金
剛
石
も
　
　
　
　
み
か
ゝ
す
は

　
　
　
　
珠
の
ひ
か
り
は
　
　
そ
は
さ
ら
む

　
　
　
　
人
も
ま
な
ひ
て
　
　
の
ち
に
こ
そ

　
　
　
　
ま
こ
と
の
徳
は
　
　
あ
ら
は
る
れ

　
　
　
　
時
計
の
は
り
の
　
　
た
え
ま
な
く

　
　
　
　
め
く
る
か
こ
と
く
　
時
の
ま
の

　
　
　
　
日
か
け
を
し
み
て
　
は
け
み
な
は

　
　
　
　
い
か
な
る
わ
さ
か
　
な
ら
さ
ら
む

　
　
　
　
　
　
水
は
器

　
　
　
　
水
は
う
つ
は
に
　
　
し
た
か
ひ
て

　
　
　
　
そ
の
さ
ま
く
に
　
な
り
ぬ
な
り

　
　
　
　
人
は
ま
し
は
る
　
　
友
に
よ
り

　
　
　
　
よ
き
に
あ
し
き
に
　
う
つ
る
な
り

　
　
　
　
お
の
れ
に
ま
さ
る
　
よ
き
友
を

（図４）
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え
ら
ひ
も
と
め
て
　
も
ろ
と
も
に

　
　
　
　
こ
ゝ
ろ
の
駒
に
　
　
む
ち
う
ち
て

　
　
　
　
ま
な
ひ
の
道
に
　
　
す
ゝ
め
か
し

　
　 

尚
同
校
に
於
て
は
直
ち
に
音
楽
課
授
業
嘱
託
奥
好
義
に
命
じ
て
御
歌
に
曲
を
附
せ
し
め
、
爾
後
生
徒
を
し
て
式

日
等
に
之
を
奉
唱
せ
し
む
る
こ
と
と
な
せ
り
。
因
に
好
義
作
曲
の
此
の
御
歌
は
後
年
小
学
校
教
科
書
用
唱
歌
集

に
「
金
剛
石
」・「
水
は
器
」
と
題
し
て
収
録
せ
ら
れ
、
弘
く
世
に
行
は
る
る
に
至
れ
り
。

　
　

　
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
年
三
月
に
は
、
昭
憲
皇
太
后
御
詠
「
み
が
か
ず
は
（
ば
）」
か
ら
、
華
族
女
学

校
に
「
金
剛
石
も
み
が
か
ず
は
（
ば
）」
と
い
う
歌
詞
が
下
賜
さ
れ
、
雅
楽
の
奥
好
義
に
よ
り
曲
が
付
け
ら
れ
、
前
述

の
『
尋
常
小
学
唱
歌
』に
収
録
、小
学
校
教
育
に
採
用
さ
れ
た
。
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一一
）〜
大
正
三
年
（
一
九
一四
）

に
か
け
て
文
部
省
が
編
纂
し
た
「
尋
常
小
学
唱
歌
　
第
五
学
年
用
」
に
「
み
が
か
ず
ば
」「
金
剛
石
」「
水
は
器
」
が

収
め
ら
れ
、
小
学
校
教
育
と
い
う
全
国
的
な
場
を
得
て
、「
金
剛
石
も
み
が
か
ず
ば
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
一
気
に
浸

透
し
て
い
く
。
皇
后
御
製
の
唱
歌
の
下
賜
は
、
新
聞
で
も
報
じ
ら
れ
、
ほ
ど
な
く
周
知
さ
れ
て
も
い
る
（
注
10
）。

　『
昭
憲
皇
太
后
実
録
』
同
年
五
月
十
七
日
条
に
は
、
華
族
女
学
校
へ
の
行
啓
の
際
に
、
こ
れ
ら
の
唱
歌
が
歌
わ
れ
た

こ
と
も
記
さ
れ
る
。

　
　 

午
後
零
時
三
十
分
御
出
門
に
て
華
族
女
学
校
へ
行
啓
あ
り
、
上
等
小
学
科
及
び
初
等
・
高
等
中
学
科
生
徒
の

授
業
を
覧
た
ま
ひ
、
又
生
徒
一
同
の
唱
歌
「
金
剛
石
」・「
水
は
器
」
を
聞
召
さ
れ
、
畢
り
て
三
時
還
御
あ
ら
せ

ら
る
。

　
御
詠
を
も
と
と
し
て
唱
歌
と
な
っ
た
歌
を
、
実
際
に
聞
い
た
昭
憲
皇
太
后
の
喜
び
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
。

　
前
述
の
和
歌
の
初
句
で
も
あ
る
「
み
が
か
ず
は
（
ば
）」
は
、古
典
和
歌
に
は
み
ら
れ
な
い
語
で
あ
り
、こ
ち
ら
の
「
金

剛
石
」
も
斬
新
な
印
象
の
語
句
で
あ
る
。
五
島
美
代
子
氏
は
、
当
時
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
言
葉
が
原
則
で
、「
金

剛
石
」「
時
計
の
針
」
と
い
う
の
は
新
し
い
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
注
11
）。
ま
た
、長
沢
美
津
氏
は
、

校
歌
の
な
い
女
学
校
で
「
金
剛
石
」
の
歌
が
歌
わ
れ
た
と
い
う
（
注
12
）。

　
あ
ら
た
め
て
顧
み
れ
ば
、「
み
が
か
ず
は
（
ば
）」
の
和
歌
も
「
金
剛
石
も
み
が
か
ず
ば
」
と
い
う
七
五
調
の
こ
と
ば

も
、
昭
憲
皇
太
后
を
中
心
に
、
女
子
教
育
を
先
導
し
そ
の
規
範
と
も
な
る
東
京
女
子
師
範
学
校
と
華
族
女
学
校
と

い
う
存
在
を
介
し
、
小
学
校
教
育
の
場
も
得
て
広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。

  

そ
れ
を
法
帖
と
い
う
か
た
ち
に
取
り
入
れ
、
学
び
の
途
上
に
あ
る
生
徒
た
ち
の
書
写
の
手
本
と
し
、
文
字
の
上
達
に

つ
と
め
な
が
ら
心
地
よ
い
七
五
調
の
響
き
と
と
も
に
手
習
い
を
す
る
人
の
心
に
刻
ま
れ
る
よ
う
配
慮
し
た
の
が
、
こ
こ

に
見
出
せ
る
教
育
の
あ
り
か
た
と
い
え
よ
う
。

　
本
学
所
蔵
の
花
蹊
作
品
は
、
昭
憲
皇
太
后
の
存
在
を
重
く
受
け
と
め
、
手
習
い
に
も
溶
か
し
こ
む
花
蹊
の
姿
勢
を

反
映
し
て
い
る
。

　三
、
昭
憲
皇
太
后
と
女
子
教
育

　
前
掲
の
和
歌
扇
面
は
、
昭
憲
皇
太
后
の
和
歌
に
も
と
づ
き
、
た
ど
り
み
て
き
た
よ
う
な
唱
歌
「
金
剛
石
も
み
が
か

ず
は
（
ば
）」
の
浸
透
を
背
景
に
揮
毫
さ
れ
て
い
る
。
初
句
の
「
日
々
に
み
が
け
」
と
同
様
の
歌
語
は
、
現
段
階
で
管

見
に
入
っ
た
か
ぎ
り
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
こ
れ
が
花
蹊
独
自
の
初
句
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

昭
憲
皇
太
后
の
文
言
を
受
け
と
め
な
が
ら
よ
り
強
く
日
々
の
努
力
を
奨
励
す
る
命
令
形
の
初
句
は
、
御
詠
を
さ
ら
に

進
め
て
訓
育
的
な
語
調
で
あ
る
。
昭
憲
皇
太
后
詠
と
少
し
趣
き
の
異
な
る
一
首
は
、
昭
憲
皇
太
后
へ
の
敬
愛
を
中
核

と
し
私
学
の
教
育
現
場
に
あ
る
花
蹊
の
姿
勢
を
端
的
に
表
し
て
い
よ
う
。

　
昭
憲
皇
太
后
は
、
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
女
子
教
育
の
発
展
に
熱
心
な
皇
后
で
あ
っ
た
（
注
13
）。

『
昭
憲
皇
太
后
実
録
』
明
治
四
年
十
一
月
三
日
条
に
は
、
岩
倉
具
視
の
使
節
団
一
行
と
と
も
に
渡
航
す
る
我
が
国
初
の

女
子
留
学
生
五
名
を
呼
び
、「
其
方
女
子
に
し
て
洋
学
修
行
之
志
誠
に
神
妙
の
事
に
候
追
々
女
学
御
取
建
の
儀
に
候

へ
ば
成
業
帰
朝
の
上
は
婦
女
の
模
範
と
も
相
成
候
様
心
掛
日
夜
勉
励
可
致
事
」
と
い
う
沙
汰
書
な
ど
を
下
賜
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
、
ま
た
明
治
八
年
二
月
二
日
条
に
は
、
女
子
師
範
学
校
設
立
の
趣
を
聞
き
文
部
大
輔
田
中
不
二
麿
を
御

前
に
召
し
て
「
女
学
は
幼
稚
教
育
の
基
礎
に
し
て
忽
略
に
す
へ
か
ら
さ
る
も
の
な
り
聞
く
頃
者
女
子
師
範
学
校
設
立

の
挙
あ
り
と
我
甚
た
是
を
悦
ひ
内
庫
金
五
千
円
を
下
賜
せ
ん
」
と
の
沙
汰
と
金
五
千
円
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
る
（
注
14
）。
同
月
五
日
の
『
読
売
新
聞
』
は
、
こ
れ
を
「
東
京
へ
女
子
師
範
学
校
が
設
立
に
つ
き
　
皇
后
宮
が

之
を
聞
こ
し
め
し
て
幼
稚
を
教
へ
る
基
な
れ
バ
当
今
な
く
て
な
ら
ぬ
も
の
と
思
め
さ
れ
御
手
許
金
の
う
ち
五
千
円
を
此

学
校
の
入
用
に
と
て
御
差
加
へ
遊
ば
さ
れ
ま
し
た
が
実
に
有
り
が
た
い
事
で
ハ
有
り
ま
せ
ん
か
」
と
報
じ
て
い
る
。
女

子
師
範
学
校
設
立
の
準
備
金
を
皇
后
み
ず
か
ら
寄
付
し
た
こ
と
が
、
新
聞
を
介
し
て
広
く
世
間
一
般
に
知
ら
し
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

  

昭
憲
皇
太
后
を
有
力
な
後
援
者
と
す
る
女
子
教
育
の
黎
明
期
に
、
そ
の
御
詠
や
下
賜
さ
れ
た
唱
歌
を
敬
愛
の
念
を

抱
い
て
採
用
し
書
写
し
た
花
蹊
の
姿
が
彷
彿
と
し
て
く
る
。
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　『
昭
憲
皇
太
后
実
録
』
明
治
十
二
年
四
月
十
五
日
条
に
は
、
三
条
実
美
邸
へ
の
行
啓
の
折
に
花
蹊
も
同
席
し
て
い
た

記
述
が
確
認
で
き
る
（
注
15
）。

　　
　
　 

尋
い
で
実
美
の
御
案
内
に
よ
り
庭
中
を
御
散
策
、
桜
花
を
覧
た
ま
ひ
、
又
跡
見
女
学
校
長
跡
見
花
蹊
及
び
同

校
生
徒
た
る
実
美
女
智
恵
子
・
皇
太
后
宮
大
夫
万
里
小
路
博
房
孫
伴
子
・
宮
内
省
御
用
掛
板
倉
勝
達
女
棲
・

故
麝
香
間
祇
候
山
内
豊
信
女
八
重
の
御
前
に
於
て
書
画
を
揮
毫
す
る
を
御
覧
あ
ら
せ
ら
る
。
…
… 

略 

…
…

又
書
画
を
御
覧
に
供
せ
る
花
蹊
に
白
縮
緬
其
の
他
を
、
生
徒
万
里
小
路
伴
子
等
に
夫
々
反
物
其
の
他
を
下

賜
あ
ら
せ
ら
る
。
還
御
あ
ら
せ
ら
れ
し
は
七
時
頃
な
り
。
因
に
本
日
花
蹊
の
描
け
る
賤
男
の
早
苗
採
る
図
に

実
美
の
賛
を
加
へ
し
も
の
は
、
頗
る
皇
后
の
御
感
に
適
ひ
た
る
を
以
て
御
持
帰
り
あ
り
、
毎
年
挿
秧
の
期
に

は
之
を
御
居
室
に
懸
け
て
御
覧
あ
り
し
と
云
ふ
。

　
昭
憲
皇
太
后
は
、
花
蹊
の
描
い
た
賤
の
男
が
早
苗
を
採
る
絵
に
実
美
が
賛
を
加
え
た
作
品
を
た
い
そ
う
気
に
入
り
、

居
室
に
掛
け
て
鑑
賞
し
て
い
る
。
花
蹊
か
ら
ば
か
り
で
は
な
く
、
昭
憲
皇
太
后
の
方
も
花
蹊
に
近
し
い
思
い
を
抱
い
て

い
る
。

　
両
者
の
交
流
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
考
察
の
機
会
を
期
し
た
い
が
、
ま
ず
は
現
段
階
で
、
明
治
十
二
年
と
い
う
時

点
で
こ
の
よ
う
な
親
交
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

　
花
蹊
の
本
学
所
蔵
和
歌
扇
面
は
、
昭
憲
皇
太
后
の
存
在
と
そ
の
影
響
下
に
あ
る
当
時
の
教
育
事
情
、
そ
の
な
か
に

あ
る
花
蹊
の
姿
勢
を
伝
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
同
時
代
に
修
道
会
や
宣
教
師
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
女
子
教
育
機

関
と
は
異
な
る
あ
り
方
が
う
か
が
え
る
。

　
　
　
　
注

１
　『
跡
見
花
蹊
日
記
』
第
三
巻  （
学
校
法
人
　
跡
見
学
園
　
平
成
十
七
年
）。

２
　 『
昭
憲
皇
太
后
御
集
　
下
』（
文
部
省
　
大
正
十
三
年
）。「
み
が
か
ず
ば
玉
も
鏡
も
何
か
せ
む
ま
な
び
の
道
も
か

く
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
あ
る
。

３
　『
昭
憲
皇
太
后
実
録
　
上
巻
』（
吉
川
弘
文
館
　
平
成
二
十
六
年
）。

４
　 『
お
茶
の
水
女
子
大
学
百
年
史
』（「
お
茶
の
水
女
子
大
学
百
年
史
」
刊
行
委
員
会
　
昭
和
五
十
九
年
）。

５
　 

注
４
『
お
茶
の
水
女
子
大
学
百
年
史
』「
第
一
章
　
東
京
女
子
師
範
学
校
時
代
」
に
は
、「
十
一
年
十
月
に
伺
を

経
て
、
式
部
寮
雅
楽
課
二
等
怜
人
討
議
季
煕
（
の
ち
に
一
等
伶
人
と
な
る
）
の
譜
に
よ
り
校
歌
と
し
て
歌
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
曲
は
「
学
道
」
と
い
う
壱
越
調
律
旋
の
も
の
で
、
墨
譜
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
五
線
譜
と
な

り
「
み
が
か
ず
ば
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。」
と
記
さ
れ
る
。

６
　
注
３
文
献
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
是
の
歳
　
鹿
児
島
女
子
師
範
学
校
に
左
の
御
歌
を
賜
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
か
ゝ
す
は
玉
も
か
ゝ
み
も
何
か
せ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
ひ
の
道
も
か
く
こ
そ
あ
り
け
れ

　
　
　
　 

因
み
に
一
等
侍
補
土
方
久
元
、
天
皇
の
命
を
奉
じ
、
本
年
五
月
中
旬
よ
り
八
月
初
旬
に
至
る
間
、
高
知
・

熊
本
・
鹿
児
島
三
県
下
の
近
況
を
視
察
せ
し
が
、
八
代
学
校
及
び
鹿
児
島
女
子
師
範
学
校
の
如
き
は
辺

陬
の
地
に
在
り
、
且
西
南
事
変
後
未
だ
幾
許
な
ら
ざ
る
に
教
育
の
進
歩
顕
著
な
る
も
の
あ
る
に
感
じ
、
両

校
生
徒
の
作
文
・
図
画
等
を
携
へ
帰
り
て
天
覧
に
供
す
。
蓋
し
皇
后
も
亦
之
を
御
覧
あ
り
て
此
の
御
歌
を

賜
へ
る
な
る
べ
し
。

　
　
西
南
戦
争
後
ま
も
な
い
時
に
、
女
子
教
育
へ
の
配
慮
を
示
し
た
行
動
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。

７
　
注
２
に
同
じ
。

８
　『
跡
見
花
蹊
教
育
詞
藻
』（
跡
見
学
園
　
一
九
九
五
年
）。

９
　
注
２
に
同
じ
。

10
　 『
東
京
日
日
新
聞
』
一
八
八
七
年
三
月
廿
七
日
、『
朝
日
新
聞
』（
大
阪
）
一
八
八
七
年
三
月
三
十
一
日
、
同
四
月

一
日
（
訂
正
）
な
ど
。

11
　 

五
島
美
代
子
「
昭
憲
皇
太
后
さ
ま
の
御
坤
徳
―
御
歌
を
通
し
て
―
」 『
美う
る
わ
し
き
み
こ
こ
ろ
と
お
す
が
た
―
昭
憲

皇
太
后
を
偲
び
奉
る
―
」（
平
成
二
十
六
年
　
明
治
神
宮
）。

12
　
長
澤
美
津
「
昭
憲
皇
太
后
の
御
歌
に
つ
い
て
」（
注
11
文
献
所
収
）。

13
　 

小
田
部
雄
次
「
近
代
女
子
教
育
の
模
範
」『
昭
憲
皇
太
后
・
貞
明
皇
后
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
　
二
○
一
○
年
）

参
照
。

14
　
注
３
に
同
じ
。

15
　
注
３
に
同
じ
。

附
記

　 

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
跡
見
学
園
女
子
大
学
花
蹊
記
念
資
料
館
な
ら
び
に
当
館
学
芸
員
中
出
ひ
と
み
氏
の
ご
高

配
を
賜
っ
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。


