
常
陸
宮
の
姫
君、
「
末
摘
花」
へ
の
印
象
は、
輿
謝
野
品
子
に
と
っ
て、

両呻

氏
物
語」
の
女
君
の
内
で
は、
好
も
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る。

源
氏
な
ど
お
も
ひ
う
か
べ
わ
れ
は
た
れ
さ
り
と
て
も
よ
も
ぎ
ふ
と
は
お

も
は
ず

鉄
幹
宛
晶
子
婁
簡
（
明
治
三
十
四
年
五
月
二
十
九
日）

鉄
幹
宛
の
世
簡
中、
自
分
は
r
源
氏
物
語』
の
中
の
誰
だ
ろ
う
か
と
想
俊
し

た
時、
そ
う
は
言
っ
て
も
「
よ
も
ぎ
ふ」、

す
な
わ
ち
末
摘
花
で
は
さ
す
が

に
な
い
だ
ろ
う
と
戯
れ
て
い
る。
輿
謝
野
晶
子
に
よ
る
『
源
氏
物
語』
現
代

語
訳、

所
謂
「
品
子
源
氏」
の
う
ち、
最
も
短
か
く
要
約
さ
れ
て
い
る
r
梗

朕
源
氏
物
語」
（
鶴
見
大
学
文
学
部
紺
染

池
田
利
夫
解
説
一
九
九
三
年

旦
源
氏
物
語
「
源
氏
物
語
礼
讃」
の
「
末

摘花」

「蓬生」

本
稿
で
は、
輿
謝
野
品
子
が
影
響
を
受
け
た
r
源
氏
物
梧』
の
中
で
も
特

に
「
末
摘
花」
「
蓬
生」
を
と
り
あ
げ、
晶
子
が
こ
れ
ら
の
巻
を
ど
の
よ
う

に
受
容
し
て
い
る
か
を
問
俎
に
し
た。
晶
子
の
歌
に
表
わ
れ
る
r
零
洛
し
た

女」
「
待
っ
女」
の
面
影
に
通
う
存
在
と
し
て、
『
源
氏
物
語』
の
こ
の
女
君

の
姿
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る。

十
月
十
七
日

を
め
ぐ
っ
て

武
蔵
野
歯
院）
の
「
末
摘
花」
に
は、
「
故
常
陸
宮
の
太
守

の
宮
の
姫
君」
と
し
て、
次
の
よ
う
に
概
略
が
述
べ
ら
れ
て
い
る。

然
も
ま
た
女
王
は
醜
く
か
っ
た。
鼻
は
高
過
ぎ
る
ば
か
り
で
無
く
先
の

方
が
赤
く
な
っ
て
居
た。
末
摘
花
の
君
と
紅
の
花
の
異
名
を
源
氏
の
君

は
新
し
い
情
人
の
名
に
附
け
て
し
ま
っ
た。

r
源
氏
物
語』
「
末
摘
花」
に
は、
「
あ
な
か
た
は
と
見
ゆ
る
も
の
は、
御
鼻

な
り
け
り」、
「
な
ほ
か
の
末
摘
花、
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
さ
し
出
で
た
り」

と
あ
り、
そ
れ
に
対
し
て
源
氏
は
r
見
苦
し
の
わ
ざ
や」
と
感
じ
て
い
る。

晶
子
は、
そ
の
末
摘
花
の
劣
っ
た
容
貌
を
「
醜
く
か
っ
た」
と、
「
醜
い
」

の一
語
を
以
っ
て
形
容
し
て
い
る
の
で
あ
る。
ま
た、
同
じ
く
『
梗
概
源
氏

物
語』
「
蓬
生」
に、

こ
の
人
を
誰
が
救
は
う、
こ
の
貧
し
い
低
能
な
女
を
慰
め
る
の
は
自
分

が
天
か
ら
受
け
た
使
命
だ
と
云
ふ
や
う
な
感
を
源
氏
の
君
は
抱
い
た
の

で
あ
っ
た。

「
哀
れ
な
人」
で
あ
る
「
常
陸
宮
の
末
摘
花
の
君」
に、
「
貧
し
い
低
能
な
女

」

と、
容
赦
の
な
い
寸
評
を
加
え
て
い
る。
末
榜
花
の
救
済
を、
源
氏
が
決
意

|ー
晶
子
源
氏、

典
謝
野
晶
子
に
お
け
る
『
源
氏
物
語』
「
末
摘
花
」

「
女
あ
る
じ
の
零
落」、
蕪
村

ー|

加

「
蓬
生」

古

美

奈

子
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す
る
場
面
は、
r
源
氏
物
語』
「
蓬
生」
の
原
典
で
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る。同

じ
さ
ま
に
て
年
古
り
に
け
る
も
あ
は
れ
な
り。
ひ
た
ぶ
る
に
も
の
づ

つ
み
し
た
る
け
は
ひ
の、
さ
す
が
に
あ
て
や
か
な
る
も、

心
に
く
く
お

ぼ
さ
れ
て、
さ
る
か
た
に
て
忘
れ
じ
と
心
苦
し
く
思
ひ
し
を、
年
ご
ろ

さ
ま
ざ
ま
の
も
の
思
ひ
に
ほ
れ
ぼ
れ
し
く
て
陥
て
つ
る
ほ
ど、
つ
ら
し

と
思
は
れ
つ
ら
む
も
い
と
ほ
し
く
お
ぼ
す。

た
し
か
に、
末
摘
花
は、
も
の
言
い
も
は
か
ば
か
し
く
な
い
女
君
で
あ
っ
た

が、
「
蓬
生」
で
は、
「
あ
て
や
か」
「
心
に
く
く」
「
い
と
ほ
し
く」
な
ど
の

．
形
容
に
瑚
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に、
源
氏
の
帰
京
後
も
忘
れ
ら
れ
た
存
在
で

あ
り
な
が
ら、
い
さ
さ
か
も
変
わ
る
こ
と
な
く
源
氏
の
訪
れ
を
待
ち
続
け、

源
氏
に
感
銘
を
与
え
て
い
る。
「
末
摘
花」
巻
で
は、
そ
の
鈍
韮
さ
と
見
苦

し
い
容
姿
が、
非
常
に
滑
稽
に
語
ら
れ
て
い
た
が、
「
蓬
生」
巻
で
は、

太

宰
大
弐
の
北
の
方
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
新
興
の
受
領
階
級
の
隆
盛、
そ
れ

に
比
し
て
没
落
し
て
い
く
王
族
の
窮
乏
へ
の
同
情
が
描
か
れ、
ま
た、
源
氏

の
須
磨
流
滴
に
際
し
て、
世
情
に
流
さ
れ
た
多
く
の
人
々
の
中
で、

決
し
て

変
わ
ら
な
か
っ
た
宮
家
の
出
自
の
姫
君
の一
途
な
姿
を、
い
と
お
し
む
箪
致

へ
と
物
語
は
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る。
が、
晶
子
は
r
梗
概
源
氏
物
語』

に
お
い
て
は、
そ
の
内
容
は
省
筆
し
て
い
る
の
で
あ
る。

品
子
が
r
源
氏
物
語』
の
巻
ご
と
に
歌
を
詠
ん
だ
「
源
氏
物
語
礼
語」
（
第

二
次
「
明
星」
大
正一
一
年一
月）
の、
「
末
摘
花」
f

蓬
生」
の
詠
み
ぶ
り

は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か。

革
ご
ろ
も
上
に
箔
た
れ
ば
我
妹
子
は
聞
く
こ
と
の
皆
身
に
泌
ま
ぬ
ら
し

（
末
摘
花）

道
も
な
き
蓬
を
分
け
て
君
ぞ
来
し
誰
に
も
勝
る
身
の
心
地
す
る（
蓬
生）

品
子
は、
「
末
摘
花」
の
歌
は
源
氏
の
詠
に
な
ぞ
ら
え、
「
蓬
生」
は
末
摘
花

の
側
か
ら
詠
ん
で
い
る。
「
革
ご
ろ
も」
は、
「
末
摘
花」
巻
に、
「
表
滸
に

は
黒
紹
の
皮
衣、
い
と
き
よ
ら
か
に
か
う
ば
し
き
を
箔
た
ま
へ
り」
と
あ
り、

源
氏
が
末
摘
花
の
姿
を
見
顕
わ
し
て
し
ま
っ
た
雪
の
朝、
末
摘
花
の
箔
て
い

た
「
皮
衣」
の
こ
と
を
言
う。
こ
の
黒
紹
の
皮
衣
は、
「
げ
に
こ
の
皮
な
う
て、

は
た、
寒
か
ら
ま
し
と
見
ゆ
る
御
顔
ざ
ま
な
る
を、
心
苦
し
と
見
た
ま
ふ」

と、
そ
れ
が
な
く
て
は
寒
く
て
や
り
き
れ
ま
い
と
源
氏
に
同
情
さ
せ、
「
黒

紹
の
皮
な
ら
ぬ
絹、

綾、
錦
な
ど」
を
届
け
さ
せ
る
と
い
っ
た
記
述
も
見
ら

れ、
印
象
的
で
あ
る。
品
子
が
「
革
ご
ろ
も」
を
詠
ん
だ
歌
に、

恋
ご
ろ
も
革
ご
ろ
も
よ
り
重
け
れ
ば
素
肌
の
上
に―
つ
の
み
著
る

(r
明
星」
大
正一
四
年一
月
／
r
心
の
速
景』
昭
和
三
年
六
月一
五
日）

が
あ
る
（
初
出
で
は
「
革
衣」
と
表
記
さ
れ
て
い
る）。
こ
の
歌
を
大
岡
信

氏
は、

「
恋
と
い
う
滸
物
は
革
製
の
コ
ー
ト
よ
り
皿
い
の
で、
素
肌
の
上
に
は

恋
ご
ろ
も一
枚
を
洛
て
い
る
の
み」。
品
子
は
奇
抜
な
箔
想
の
歌
人
だ
っ

た。
こ
れ
も
そ
の
一
例
だ
が、
歌
を
作
っ
た
時
は
四
十
代
半
ば、
上
記

は
二
十一
番
目
の
歌
集
で
あ
る。
多
く
は
旅
行
吟
の
な
か
に
ま
じ
っ
て、

こ
ん
な
な
ま
な
ま
し
い
歌
も
不
意
に
詠
ま
れ
た。
心
の
若
さ
を
保
つ
練

習
と
し
て
こ
ん
な
歌
を
作
っ
た
の
だ
ろ
う
か。
晶
子
の
創
作
心
理
に
は
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謎
が
あ
る
。

「
折
々
の
う
た」
(r
朝
日
新
聞」

平
成
十
一

年）

と
鑑
披
し
て
い
る
が、

こ
の
「

革
ご
ろ
も」

は、
「
革
製
の
コ
ー
ト」

で
は

な
く、

こ．
の
末
摘
花
の
皮
衣
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
恋
衣」

は、

品
子
の

歌
集
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
（
『
恋
衣」

明
治
三
八
年
一

月
一

日

本
郷
店
院

山
川
登
美
子、

増
田
雅
子
と
の
共
著）

が、
一

首
は、

恋
の
梢

緒
を
解
し
得
な
い
末
摘
花
が
愛
用
し
た
古
め
か
し
く
実
用
的
な
「
革
ご
ろ
も」

．

で
は
な
く、

自
分
は
「
恋
ご
ろ
も」

を
ま
と
う
の
だ
と
い
う
意
味
に
な
る
。

そ
の
「
恋
ご
ろ
も
L

は
一

見
煎
た
げ
な
r
革
ご
ろ
も」

よ
り
実
は
煎
い
も
の

だ
と
言
う。
『
源
氏
物
語』
「

初
音」

巻
で
末
摘
花
は
「
皮
衣
さ
へ
取
ら
れ
に

し
後、

寒
く
は
ぺ
る
」

と
源
氏
に
言
っ
て
呆
れ
さ
せ
て
い
る
。
「

素
肌
の
上

に
ー

つ
の
み」

と
は、
r
末
摘
花」

の
場
面
を
連
想
す
る
な
ら、

常
陸
宮
邸

の
営
の
朝
の
よ
う
な
逆
境
に
あ
っ
て
も、

暖
か
な
革
ご
ろ
も
を
揺
ね
き
る
よ

う
な
無
枠
は
す
ま
い
と
い
う
気
分
が
感
じ
ら
れ
る。
「
奇
抜」
「
謎」

と
思
わ

れ
が
ち
な
品
子
の
「
創
作
心
理」

だ
が、
一

語
に
よ
っ
て
品
子
の
想
像
が
何

処
の
空
間
に
及
ん
で
い
た
の
か、

例
え
ば
そ
れ
が
古
典
へ
の
経
路
と
し
て
開

け
る
場
合
が
あ
る。

こ
の
歌
も
そ
の
例
に
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

‘
 先

の
「

源
氏
物
語
礼
讃」

の
歌
に
戻
る。

末
摘
花
を
詠
ん
だ
品
子
の
歌
の

古
め
か
し
い
呼
称
の
「
我
妹
子」

は
こ
の
場
合、

諧
朗
味
の
あ
る
語
で、
「
末

摘
花」

巻
の
滑
稽
な
描
か
れ
方
の
投
影
が
感
じ
ら
れ
る。

源
氏
が
末
摘
花
の

救
済
を
考
え
る、

さ
る
か
た
に
て
忘
れ
じ
と
心
苦
し
く
思
ひ
し
を
年
ご
ろ
さ
ま
ざ
ま
の
も

の
思
ひ
に
ほ
れ
ぽ
れ
し
く
て
隔
て
つ
る
ほ
ど、

つ
ら
し
と
思
は
れ
む
も

い
と
ほ
し
く
お
ほ
す。

と
い
う
箇
所
を、

品
子
は
r
新
繹
源
氏
物
梧』
（
上
巻

大
正
十
五
年
二
月

十
日

大
鐙
oo
)

に
お
い
て、

一

生
要
の
一

人
と
し
て
槌
か
う
と
恩
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
に、

外
の
こ

と
に
紛
れ
て
忘
れ
て
居
た
自
分
を
班
情
な
男
だ
と
女
に
は
と
ら
れ
た
ら

う
と
不
愁
に
思
ふ
の
で
あ
っ
た
。

と
し
て
い
る
。

品
子
は、

源
氏
が
末
摘
花
を
「
要
の
一

人
」

と
も
し
よ
う
と

考
え
て
い
た
と
し
て
い
る。

が、
「
我
妹
＋」

は、

や
は
り
古
め
か
し
い
用

語
を
こ
と
さ
ら
に
つ
か
っ
て、

古
風
な
末
摘
花
を
諧
綽
化
す
る
効
果
を
ね

ら
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
う。
「
涵
生」

を
詠
ん
だ
r
道
も
な
き
蓬

を
分
け
て
君
ぞ
来
し」

は、
「
源
氏
物
語
絵
巻」

に
も
描
か
れ
て
い
る
源
氏

が
末
摘
花
を
訪
れ
る
場
面
を
ふ
ま
え
て
い
る。
「
道
も
な
き
迷」

と
あ
る
が、

「
蓬
生」

に
は
惟
光
の
言
葉
と
し
て、
「
さ
ら
に
え
分
け
さ
せ
た
ま
ふ
ま
じ

き
蓬
の
露
け
さ
に
な
む
は
べ
る」

と
語
ら
れ、

そ
の
折
の
源
氏
の
歌、
「
尋

ね
て
も
わ
れ
こ
そ
と
は
め
道
も
な
く
深
き
蓬
の
も
と
の
心
を
」

に、
「
道
も

な
く
深
き
蓬」

が
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
蓬
生
」

に、

末
摘
花
の
存
在
は
「
な

か
な
か
そ
の
数
と
人
に
も
知
ら
れ
ず」

と
語
ら
れ、

晶
子
の
『
新
繹
源
氏
物

据』
（
既
出）

は
「
源
氏
の
君
の
情
人
で
あ
る
と
も
人
の
知
ら
な
い
」

と
訳

し
て
い
る
。

品
子
の
「
誰
に
も
勝
る
身
の
心
地
す
る」

は、

そ
う
し
た
埋
も

れ
た
立
場
の
姫
君
で
あ
る
末
摘
花
の
至
上
の
喜
ぴ
を
詠
ん
で
い
る。
r
源
氏

物
語』

に
お
い
て、
「

末
摘
花」

巻
で
は
源
氏
の
視
点
か
ら
滑
稽
化
さ
れ、
「
蓬
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生」
で
は、
女
君
の
側
を
中
心
と
し
て、
嘆
き
と
喜
ぴ
が
描
か
れ
て
い
た。「
源

氏
物
語
礼
讃」
の
歌
は、
「
末
摘
花」
「
蓬
生」
へ
の
正
確
な
理
解
に
基
づ
い

た
上
で、
物
語
の
人
物
の
立
楊
に
没
入
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

晶
子
の
「
末
摘
花」
「
蓬
生」
の
歌
ー
待
っ
女
の
姿

「
末
摘
花」
を
直
接
詠
み
込
ん
だ
品
子
の
歌
に、
次
の
例
が
あ
る。

似
も
つ
か
ぬ

甜摘相
に
当
る
な
ど
こ
と
さ
ら
め
き
し
恋
人
あ
は
れ

（
明
治
四
二
年
五
月
「
ス
バ
ル」
／
拾
四
二
m)

末
摘
花
な
ど
に
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ、
お
そ
ら
く
は
機
知
も
あ
る
美
し
い
人

．
が、
自
身
を
末
摘
花
に
な
ぞ
ら
え
て
卑
下
し
て
い
る。
「
恋
人」
と
あ
る
こ

と
か
ら、
男
の
立
場
に
仮
託
し
た
詠
み
ぶ
り
で
あ
る。
次
は、
晶
子
が
旧
派

和
歌
会
に
属
し
て
居
た
頃
の
初
期
の
作
品
で、
「
蓬
生」
と
い
う
言
葉
が
詠

ま
れ
て
い
る。

よ
ひ
の
間
の
し
く
れ
や
霜
を
む
す
ひ
け
ん
真
白
に
な
り
ぬ
に
は
の

11

（
明
治――1
0
年一
月
「
敷
島」
／
拾
三
十
1)

「
に
は
の
蓬
生」
に、
「
蓬
生」
巻
で
源
氏
来
訪
の
場
面
に
も
見
え
て
い
た「
し

く
れ」
が
配
合
さ
れ
て
い
る。
こ
こ
で
は
「
露」
で
は
な
く、
そ
れ
が
「
霜」

と
な
っ
た
風
情
を
詠
ん
で
い
る。
後
の
歌
に
も、

い
に
し
へ
の
さ
ぴ
し
き
人
も
か
く
し
け
ん
蓬
生
に
居
て
大
空
を
見
る

（
明
治
四
四
年
九
月
「
二
六
新
報」
／
r
青
海
波』
156)

と、
「
蓬
生」
が
詠
ま
れ
て
い
る。
「
い
に
し
へ
の
さ
ぴ
し
き
人」
に
自
身
の

寂
峯
の
思
い
を
煎
ね
あ
わ
せ
て
い
る。
「
大
空
を
見
る」
と
あ
る
が、
末
摘

花
の
邸
は、
「

は
か
な
き
板
茸
な
り
し
な
ど
は、
骨
の
み
わ．つ
か
に
残
り
て」、

「
さ
は
る
べ
き
渡
殿
だ
っ
屋
も
な
く、
軒
の
つ
ま
も
残
り
な
け
れ
ば、
い
と

は
な
や
か
に
さ
し
入
り
た
れ
ば
L

と
あ
る
よ
う
に、
さ
え
ぎ
る
も
の
な
く
月

光
が
さ
し
入
っ
て
く
る
と
い
う
あ
り
様
で
あ
っ
た。
ま
た、
「
空」
の
用
例

と
し
て、
「
大
空
の
星
の
光」
「
女
ば
ら
も
空
を
仰
ぎ
て
な
む」
と
い
う
表
現

も
「
蓬
生」
巻
に
は
見
え
る。
r
枕
草
子』
の一
本
に、

荒
れ
た
る
家
の、
蓬
深
く、
葎
延
ひ
た
る
庭
に、
月
の
隈
な
く
明
か
く、

澄
み
昇
り
て
見
ゆ。
ま
た、
さ
や
う
の
荒
れ
た
る
板
間
よ
り
洩
り
く
る

月。
荒
う
は
あ
ら
ぬ
風
の
音。

と
あ
り、
「
蓬
生」
の
場
面
に
通
う
風
情
が
描
か
れ、
荒
れ
た
庭
に、
「
板
間

よ
り
洩
り
く
る
月」
が
配
合
さ
れ
て
い
る。
次
の
歌
に
も
「
蓬
生」
巻
の
女

君
の
面
影
の
投
影
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

手
に
ふ
れ
し
寝
く
た
れ
嬰
を
わ
れ
思
ひ
居
れ
ば
蓬
に
し
ろ
き
露
お
く

（
明
治
四一
年
七
月
「
苺
日
新
聞」
／
r
佐
保
姫」
177)

「
寝
く
た
れ
髪」
は、
女
の
寝
乱
れ
た
髪
を
言
い`

晶
子
の
歌
で
は、
恋
人

の
手
に
ふ
れ
て
乱
れ
た
自
身
の
髪
へ
の
追
想
を
表
現
し
て
い
る。
こ
の
よ
う

に
艶
な
情
趣
は、
末
摘
花
の
雰
囲
気
と
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る。
が、

末
摘
花
も
髪
だ
け
は、

頭
つ
き
髪
の
か
か
り
は
し
も、
う
つ
く
し
げ
に、
め
で
た
し
と
思
ひ
き

こ
ゆ
る
人
々
に
も
を
さ
を
さ
劣
る
ま
じ
う、
桂
の
裾
に
た
ま
り
て
引
か

れ
た
る
ほ
ど一
尺
ば
か
り
あ
ま
り
た
ら
ん
と
見
ゆ。

（
末
摘
花）

と
あ
る
よ
う
に、
他
の
女
君
に
劣
ら
ず
桂
の
裾
に
あ
ま
る
ほ
ど
股
か
で、
「
蓬
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•

生」
巻
に
も、
侍
従
へ
の
餞
別
と
し
て
陪
っ
た
槃
に
つ
い
て、

こし
が
御
髪

の
落
ち
た
り
け
る
を
取
り
集
め
て
槃
に
し
た
ま
へ
る
が、
九
尺
余
ば
か
り
に

て、
い
と
き
よ
ら
な
る
を」
と
あ
り、
九
尺
余
も
あ
る
見
事
な
髪
の
持
ち
主

で
あ
っ
た。

r
梗
概
源
氏
物
語」
（
既
出）
に
お
い
て
は、
「
醜
い」
「
低
能」
と
い
っ
た、

末
摘
花
の
寸
評
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
「
蓬
生」
に
描
か
れ
る、

荒
れ

．

果
て
た
邸
に一
人、
か
つ
て
訪
れ
の
あ
っ
た
男
君
を
待
ち
絞
け
る
姫
君
の
姿

は、
晶
子
の
抽
く
「
待
っ
女」
の
寂
莫
や
悲
憤、
怨
女
の
面
影
を
感
じ
さ
せ

る
歌
の、
古
典
的
情
緒
の
背
景
と
し
て、
早
く
か
ら
好
ん
で
引
か
れ
た
あ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る。

三
「
女
あ
る
じ
の
零
落」
と「
紅
梅」
の
歌
ー『
大
き、

紫
上、

逍
愛
の
梅

次
の
晶
子
の
歌
も、
「
明
星」
発
表
以
前
の
初
期
の
作
品
で
あ
る。

琴
う
り
て
涙
せ
き
あ
へ
ぬ
夕
暮
を
散
そ
め
に
け
り
軒
の
紅
梅

（
明
治
芸
1一
年
四
月
「
よ
し
あ
し
草」
／
拾
三一l-
18)

「
琴
う
り
て」
と
あ
る
が、
窮
乏
か
ら
女
君
の
手
慣
れ
の
閤
度
品
を
売
ら
ね

ば
な
ら
な
い
状
況
に
お
か
れ
る、
と
い`
つ
内
容
が
「
蓬
生」
に
も
描
か
れ
る。

御
調
度
ど
も
も、
い
と
古
代
に
な
れ
た
る
が
昔
や
う
に
て
う
る
は
し
き

を、
な
ま
も
の
の
ゆ
ゑ
知
ら
む
と
思
へ
る
人、
さ
る
も
の
要
じ
て、
わ

ざ
と
そ
の
人
か
の
人
に
せ
さ
せ
た
ま
へ
る
と
辱
ね
聞
き
て
案
内
す
る
も、

お
の
づ
か
ら
か
か
る
貧
し
き
あ
た
り
と
思
ひ
あ
な
づ
り
て
言
ひ
来
る
を、

（
中
略）
（
末
摘
花
は）
い
み
じ
う
い
さ
め
た
ま
ひ
て、
「
見
よ
と
思
ひ

た
ま
ひ
て
こ
そ、
し
お
か
せ
た
ま
へ
け
め。
な
ど
て
か
軽
々
し
き
人
の

家
の
飾
り
と
は
な
さ
む。
亡
き
人
の
本
意
述
は
む
が
あ
は
れ
な
る
こ
と
L

と
の
た
ま
ひ
て、
さ
る
わ
ざ
は
せ
さ
せ
た
ま
は
ず。

末
摘
花
の
道
具
類
は、
故
常
陸
宮
が
特
別
に
つ
く
ら
せ
た
も
の
で、
古
代
の

名
人
と
い
わ
れ
る
人
の
作
な
の
で、
売
っ
て
く
れ
と
い
う
成
り
上
が
り
者
も

お
り、
女
房
た
ち
は
急
場
を
し
の
ぐ
た
め
に
売
ろ
う
と
す
る
が、
姫
君
は
父

宮
の
遺
志
を
思
い
厳
し
く
戒
め
る。

お
ほ
か
た
の
御
家
居
も、
あ
り
し
よ
り
け
に
あ
さ
ま
し
け
れ
ど、
わ
が

心
も
て、
は
か
な
き
御
調
度
な
ど
も
失
は
せ
た
ま
は
ず、
心
弛
く
同
じ

さ
ま
に
て
念
じ
過
ぐ
し
た
ま
ふ
な
り
け
り。

（
蓬
生）

末
摘
花
は、
困
窮
し
た
状
況
に
あ
っ
て
も
調
度
は
失
う
ま
い
と
し
て
い
る。

晶
子
の
歌
で
は、
琴
が
売
ら
れ
て
し
ま
っ
た
嘆
き
が
詠
ま
れ
て
い
た
が、
そ

れ
は
お
そ
ら
く
身
近
な
十
三
弦
の
「
第」
の
琴
で
あ
ろ
う。
末
摘
花
は、
「
琴」

の
手
を
父
宮
よ
り
伝
え
ら
れ
て
い
る。
命
婦
が
源
氏
に
開
か
せ
た
常
陸
宮
姫

君
の
略
に
も
「
琴
ぞ
な
つ
か
し
き
語
ら
ひ
人
と
思
へ
る」
と
あ
る。
ま
た、

源
氏
が
初
め
て
訪
れ
た
と
き、

ほ
の
か
に
掻
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ、
を
か
し
う
聞
こ
ゆ。
何
ば
か
り
深
き

手
な
ら
ね
ど、
も
の
の
音
が
ら
の
筋
こ
と
な
る
も
の
な
れ
ば、
聞
き
に

く
く
も
お
ぽ
さ
れ
ず。

（
末
摘
花）

と
あ
る
よ
う
に、
格
別
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
も
な
い
が、
r
を
か
し」

と
い
う
評
価
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た。

女
君
の
「
零
落」
を
詠
ん
だ
品
子
の
他
の
歌
を
見
て
ゆ
き
た
い。
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紅
梅
や
女
あ
る
じ
の
零
落
に
と
も
な
ふ
鳥
の
龍
か
け
に
け
り

（
明
治
三
八
年一
月
「
明
星」
／
r
恋
衣」
118)

先
の
歌
に
も、

r散
り
そ
め
に
け
り
軒
の
紅
梅」
と
あ
っ
た
が、
こ
の
歌
に
も、

「
紅
梅」
が
詠
ま
れ
て
い
る。
晶
子
の
歌
に
は、
琴
を
売
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
女
と、
零
落
し
た
女
主
人
の
も
と
に、
い
ず
れ
も
「
紅
梅」
が
配
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る。
特
に、
右
の一
首
で
は、
「
紅
梅」、
r
女
あ
る
じ
の
答
落」、

「
烏」
が
詠
ま
れ
て
お
り、
r
大
鏡」
に
r
い
と
を
か
し
う
あ
は
れ
に
侍
り

し
事
は」
と
し
て
語
ら
れ
る、
次
の
場
面
を
想
起
さ
せ
る。

こ
の
天
暦
（
村
上
帝）
の
御
時
に、
消
涼
殿
の
御
前
の
梅
の
木
の
枯
れ

た
り
し
か
ば、
求
め
さ
せ
た
ま
ひ
し
に、
（
中
略）
西
の
京
な
る
そ
こ

そ
こ
な
る
家
に、
色
濃
く
咲
き
た
る
木
の
様
態
美
し
き
が
侍
り
し
を、

掘
り
取
り
し
か
ば、

家
主
の、
「
木
に
結
ひ
つ
け
て
持
て
参
れ」
と
言．

は
せ
た
ま
ひ
し
か
ぱ、
（
帝
は）
「
何
ぞ」
と
て
御
苑
じ
け
れ
ば、
女
の

手
に
て
書
き
て
侍
り
け
る。

勅
な
れ
ば
い
と
も
長
し
篤
の
宿
は
と
問
は
ば
い
か
が
答
へ
ん

と
あ
り
け
る
に、
怪
し
く
お
ぽ
し
め
し
て、
「
何
者
の
家
ぞ」
と
葬
ね

さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば、
貰
之
主
の
御
娘
の
住
む
所
な
り
け
り。

貰
之
の
娘
の
家
の
紅
梅
を、
勅
命
に
よ
り
掘
り
取
っ
て
し
ま
っ
た
折
の
哀
れ

深
い
歌
の
記
述
で
あ
る。
貰
之
の
娘
は、
人
知
れ
ず
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て

い
た
が、
歌
の
技
祗
に
よ
っ
て
結
局
は
そ
れ
と
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た

の
で
あ
る。
晶
子
の
歌
の
「
紅
梅」
に
は、
こ
の
「
色
湊
く
咲
き
た
る」
梅

を
惜
し
ん
だ
零
落
し
た
女
「
家
主」
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か。
ま
た
「
烏
の
籠」
に
も、
「
篤
の
宿」
か
ら
の
連
想
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る。
品
子
は、
『
大
鏡」
を
愛
読
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も、

こ
の
摂
取
の
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ、
ま
た、
「
勅
な
れ
ば」
の
歌
は、

「
明
星」
に
も、
明
治
三
十
三
年
四
月
号
に
「
色
彩
の
嗜
好
(-
)」
中
の

梅
の
枝
の
挿
絵
と
と
も
に、
「
勅
な
れ
ば
い
と
も
か
し
こ
し
篤
の
宿
は
と
と

は
ば
い
か
が
こ
た
へ
ん」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

一
方
で、
晶
子
の
こ
の
歌
を
「
末
摘
花」
と
の
関
辿
で
見
る
な
ら、
ま
ず

「
女
あ
る
じ」
と
い
う
酋
菜
が、
や
は
り
品
子
の
『
新
諜
源
氏
物
語」
（
既
出）

に
見
出
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る。

然
し
源
氏
の
君
は
こ
の
女
が
ど
ん
な
顔
を
し
て
居
る
の
か一
度
見
た
い

と
思
っ
て
居
た。
あ
る
夜
そ
つ
と
入
っ
て
行
っ
た。
そ
し
て
覗
い
て
見

た
け
れ
ど
古
風
な
教
育
を
受
け
た
女
主
人
は
そ
ん
な
端
近
い
処
に
出
て

居
よ
う
筈
が
な
い。
外
か
ら
見
る
と
几
帳
な
ど
は
随
分
ひ
ど
い
も
の
に

な
っ
て
居
る。
女
達
が
四
五
人
欠
け
た
食
器
な
ど
を
並
べ
て
食
事
を
し

て
居
る。
（
中
略）
美
し
い
人
ば
か
り
を
見
つ
け
て
居
る
源
氏
の
君
の

目
に
は
妖
怪
の
や
う
に
見
え
る
人
述
で
あ
る。

同
じ
箇
所
の
r
源
氏
物
語」
「
末
摘
花」
は、

ま
た
う
ち
か
へ
し、
見
ま
さ
り
す
る
や
う
も
あ
り
か
し、
手
さ
ぐ
り
の

た
ど
た
ど
し
さ
に、
あ
や
し
う
心
得
ぬ
こ
と
も
あ
る
に
や、
見
て
し
が

な
と
思
ほ
せ
ど、
け
ざ
や
か
に
と
り
な
さ
む
も
ま
ば
ゆ
し。
う
ち
と
け

た
る
宵
居
の
ほ
ど、
や
を
ら
入
り
た
ま
ひ
て、
格
子
の
は
ざ
ま
よ
り
見

た
ま
ひ
け
り。
さ
れ
ど、
み
づ
か
ら
は
見
え
た
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず。
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几
帳
な
ど、
い
た
く
そ
こ
な
は
れ
た
る
も
の
か
ら、
年
経
に
け
る
立
処

か
は
ら
ず、
お
し
や
り
な
ど
乱
れ
ね
ば、
心
も
と
な
く
て、
御
達
四
五

人
ゐ
た
り。
御
台、
秘
色
や
う
の
唐
土
の
も
の
な
れ
ど、
人
わ
ろ
き
に、

何
の
く
さ
は
ひ
も
な
く
あ
は
れ
げ
な
る、
ま
か
で
て
人
々
氏
ふ。（
中
略）

か
け
て
も
人
の
あ
た
り
に
近
う
ふ
る
ま
ふ
者
と
も
知
り
た
ま
は
ざ
り
け

り。

．

品
子
の
訳
文
に

盆K
し
い
人
ば
か
り
を
見
つ
け
て
居
る
源
氏
の
君
の
目
に
は

妖
怪
の
や
う
に
見
え
る
人
達
で
あ
る」
と
あ
る
の
が
目
に
つ
く
が、
「
か
け

て
も
ひ
と
の
あ
た
り
に
近
う
ふ
る
ま
ふ
者
と
も
知
り
た
ま
は
ざ
り
け
り」
の

訳
で
あ
る。
「
新
潮
日
本
古
典
集
成」
の
傍
注
は
「
源
氏
は
歩
に
も
こ
ん
な

者
た
ち
が
貴
人
の
邸
で
立
居
振
舞
う
と
は
想
像
さ
れ
な
か
っ
た」
と
あ
る。

品
子
の
r
妖
怪」
と
い
っ
た
語
を
使
っ
た
訳
は、
『
新
諜
源
氏
物
語』
の
特

徴
と
言
わ
れ
る、
か
な
り
自
由
な
意
訳
で
あ
る
と
言
え
る
と
思
う。
こ
こ
で

問
題
に
し
て
い
る
「
女
主
人」
と
い
う
語
も、
「
古
風
な
教
育
を
受
け
た」

と
い
う
形
容
も、
該
当
の
原
文
に
は
な
い
品
子
独
自
の
訳
で
あ
る。

ま
た、
「
紅
梅」
に
つ
い
て
も、
「
末
摘
花」
巻
に、

「
い
た
う
け
し
き
ば
ま
し
ゃ。
こ
の
こ
ろ
の
薗
月
夜
に
忍
ぴ
て
も
の
せ

む。
ま
か
で
よ」
（
中
略）
の
た
ま
ひ
し
も
し
る
＜、
十
六
夜
の
月
を

か
し
き
ほ
ど
に
お
は
し
た
り。
「
い
と
か
た
は
ら
い
た
き
わ
ざ
か
な、

も
の
の
音
澄
む
ぺ
き
夜
の
さ
ま
に
も
は
べ
ら
ざ
め
る
に」
と
聞
こ
ゆ
れ

ど
「
な
ほ
あ
な
た
に
わ
た
り
て、
た
だ一
声
も
も
よ
ほ
し
き
こ
え
よ。

む
な
し
く
て
帰
ら
む
が、
ね
た
か
る
べ
き
を」
と
の
た
ま
へ
ば、
う
ち

す
み
か

と
け
た
る
住
処
に
す
ゑ
た
て
ま
つ
り
て、
う
し
ろ
め
た
う
か
た
じ
け
な

し
と
思
へ
と、
寝
殿
に
参
り
た
れ
ば、
ま
だ
格
子
も
さ
な
が
ら、
梅
の

香
を
か
し
き
を
見
い
だ
し
て
も
の
し
た
ま
ふ。

末
摘
花
が、
源
氏
の
初
め
て
の
訪
れ
の
夜、
十
六
夜
の
罰
月
に
格
子
も
降
ろ

さ
ず
情
趣
あ
り
げ
に
「
梅
の
香」
を
め
で
る
風
情
が
描
か
れ
て
い
る。
晶
子

の
r
新
膵
源
氏
物
語』
の
同
じ
場
面
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る。

さ
う
す
る
と
源
氏
の
君
は
直
ぐ
そ
の
家
へ
来
た。

r
こ
ん
な
晩
な
ど
は
琴
の
音
の
出
な
い
も
の
で
す
よ。」

臨
月
夜
の
外
を
眺
め
な
が
ら
命
婦
が
困
つ
て
か
う
云
っ
た。

r
そ
ん
な
こ
と
を
云
は
な
い
で
姫
様
の
お
傍
へ
行
っ
て一
声
だ
け
で
も

聞
け
る
や
う
に
お
は
か
ら
ひ』

と
源
氏
の
君
が
云
ふ
の
で、
為
方
な
し
に
命
婦
は
自
身
の
居
間
へ
源
氏

の
君
を
置
い
て
廊
下
の
彼
方
の
姫
様
の
方
へ
行
っ
て
見
る
と
梅
の
香
が

す
る
か
ら
と
云
つ
て
ま
だ
戸
も
閉
め
な
い
で
居
た。

r
源
氏
物
語」
の
読
み
手
は、
作
中
人
物
の
源
氏
と
と
も
に
女
君
へ
の
期
待

を
高
め
て
い
る
段
階
で、
こ
の
後
に
出
て
く
る
「
琴」
と
と
も
に、
哀
れ
な

挽
涯
に
あ
る
由
緒
正
し
き
姫
君
と
の
風
情
あ
る
配
合
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る。
「
末
摘
花」
に
は、
最
後
の
楊
面
に
再
ぴ
「
紅
梅」
が
描
か
れ
て
い
る。

梅
は
け
し
き
ぱ
み、
ほ
ほ
ゑ
み
わ
た
れ
る、
と
り
わ
き
て
見
ゆ。
階
阻

の
も
と
の
紅
梅、
い
と
疾
く
咲
く
花
に
て、
色
づ
き
に
け
り。

（
源
氏）
「
紅
の
花
ぞ
あ
や
な
く
う
と
ま
る
る
梅
の
立
ち
枝
は
な
っ
か

し
け
れ
ど
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奥
謝
野
品
子
が
評
釈
を
執
箪
し
た
「
巽
謝
蕪
村」
(r
俳
句
講
座』
第
五
巻

昭
和
七
年
七
月
十
日

改
造
社）
に
お
い
て、
『
源
氏
物
語」
「
末
摘
花」
に

言
及
し
て
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
の
で
引
用
し
て
お
Vo
r
甜
m
の
直
き
郡
や

春
の
暮」
の
句
に
つ
い
て
述
べ
た
評
釈
文
の一
節
で
あ
る。

季
節
は
ち
が
ふ
が、
源
氏
物
語
の
末
摘
花
の
巻
に、
雪
の
降
つ
て
ゐ
る

四

蕪
村
「
大
門
の
重
き
扉
や
春
の
暮」

と
r
末
摘
花」

い
で
や」
と、
あ
い
な
く
う
ち
う
め
か
れ
た
ま
ふ。

こ
こ
で
は、
紅
梅
は、
「
紅
の
花」、
末
摘
花
の
鼻
に
か
け
て
描
か
れ
る。

な
お
ま
た、
「
雰
落」
の
女
君
で
は
な
い
が、
「
な
つ
か
し
き
色
と
も
な
し

に」
と
言
わ
れ
る
「
末
摘
花L
と
対
照
的
に、
紫
上
も
同
じ
「
末
摘
花」
巻

に
お
い
て、
「
紫
の
君、
い
と
も
う
つ
く
し
き
片
生
ひ
に
て、
紅
は
か
う
な

つ
か
し
き
も
あ
り
け
り
と
見
ゆ
る
に」
と
美
し
い
紅
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ

れ
て
い
る。
紫
上
は
ま
た、
後
に、
「
大
人
に
な
り
た
ま
ひ
な
ば、
こ
こ
に

住
み
た
ま
ひ
て、
こ
の
対
の
前
な
る
紅
梅
と
桜
と
は、
花
の
を
り
を
り
に、

心
と
ど
め
よ」
と、
二
条
院
の
こ
れ
も
や
は
り
「
紅
梅」
を
幼
い
匂
宮
に
託

．
す
と
い
う
「
遺
愛
の
梅」．
の
印
象
深
い
場
面
も
「
御
法」
巻
に
描
か
れ
て
い

る。
晶
子
の
歌
に
も、

わ
か
紫
十
五
の
君
は
紅
梅
の
や
う
に
紅
し
て
夜
も
寝
た
ま
ひ
ぬ

（
明
治
三
八
年―
二
月
「
明
星」
／
拾＝＿
八
59)

が
あ
り、
十
五
歳
の
幼
い
紫
上
の
寝
姿
が、
「
紅
梅」
「
紅」
を
配
し
て
描
か

れ
て
い
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。

早
朝、
常
陸
の
宮
の
大
門
の
古
ぴ
て
韮
た
い
扉
を、
門
守
の
老
人
と
孫

娘
の
二
人
で
開
け
か
ね
て
ゐ
る
光
景
が
よ
く
描
写
さ
れ
て
ゐ
る。
私
は

此
句
を
読
む
度
に
そ
の
光
兼
が
思
ひ
出
さ
れ
る。
早
朝
と
薄
硲
と、
冬

と
暮
春
と
の
相
違
は
あ
る
が、
源
氏
を
よ
く
味
読
し
て
ゐ
た
ら
し
い
蕪

村
の
心
に、
或
は
末
摘
花
の
巻
の
光
景
か
ら
得
た
情
趣
が
潜
在
し
て
は

ゐ
な
か
っ
た
か。
此
句
を
鑑
狼
す
る
の
に
関
係
の
無
い
こ
と
な
が
ら
世

き
添
へ
て
置
く。

「
末
摘
花」
巻
の、
r
雪
の
降
つ
て
い
る
早
朝、
常
陸
の
宮
の
大
門
の
古
ぴ

て
璽
た
い
扉
を、
門
守
の
老
人
と
孫
娘
の
二
人
で
開
け
か
ね
て
ゐ
る
光
景」

は、
源
氏
の
訪
れ
の
翌
朝
の
場
面
で、

御
車
出
づ
べ
き
門
は、
ま
だ
あ
け
ざ
り
け
れ
ば、
鍵
の
あ
づ
か
り
尋
ね

出
で
た
れ
ば、
翁
の
い
と
い
み
じ
き
ぞ
出
で
来
た
る。
女
に
や、
孫
に

や、
は
し
た
な
る
大
き
さ
の
女
の、
（
中
略〉
翁、
門
を
え
あ
け
や
ら

ね
ば、
寄
り
て
ひ
き
助
く
る、
い
と
か
た
く
な
な
り。

「
鍵
の
あっ
か
り」
の
翁
が
門
を
開
け
ら
れ
ず、
そ
の
娘
か
孫
か
が
助
け
る

と
い
う
く
だ
り
で
あ
る。
ま
た、「
源
氏
を
よ
く
味
読
し
て
ゐ
た
ら
し
い
蕪
村」

と
あ
る
が、
蕪
村
に
は、

嫉
の
灯
に
い
ぬ
き
か
袂
か
か
る
な
り

（
蕪
村
逍
稿）

の
句
が
あ
る。
「
い
ぬ
き」
は
言
う
ま
で
も
な
く、
「
若
紫」
巻
で
雀
の
子
を

逃
が
し
た、
紫
上
に
仕
え
る
女
童
で
あ
る。
「
雛」
は
幼
い
紫
上
の
遊
ぴ
迫

具
で、
r
紅
葉
賀」
巻
に、

（
紫
上
は）
い
つ
し
か、
雛
し
す
ゑ
て、
そ
そ
き
ゐ
た
ま
へ
る。
（
中
略）
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「
債
や
ら
ふ
と
て、
犬
君
が
こ
れ
を
こ
ぽ
ち
は
べ
り
に
け
れ
ば、
つ
く

ろ
ひ
は
ぺ
る
ぞ」

と
あ
る
よ
う
に、
紫
上
の
雛
の
「
小
さ
き
屋」
を
鬼
や
ら
い
を
す
る
と
い
っ

て
こ
わ
し
て
し
ま
っ
た
の
も、
犬
君
で
あ
っ
た。
「
雛」
か
ら
思
い
出
さ
れ

る
の
は、
品
子
の
『
み
だ
れ
髪』
の
中
で
も、
最
も
初
出
の
早
い、
次
の
歌

で
あ
る。大

御
油
ひ
ひ
な
の
殿
に
ま
ゐ
ら
す
る
わ
が
前
髪
に
桃
の
花
ち
る

（
明
治
三
三
年
四
月
「
よ
し
あ
し
草」
／
r
み
だ
れ
髪』
邸）

こ
の
歌
は、
r
源
氏
物
語』
と、
そ
れ
を
摂
取
し
た
先
の
蕪
村
の
句
よ
り
発

想
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。
蕪
村
に、
「
雛
の
灯」
と
あ
っ
た
が、

品
子
に
も
;
ひ
ひ
な
の
殿」
の
灯
が
詠
ま
れ
て
い
る。
「
大
御
油」
は、
晶

子
の
造
藷
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が、
同
じ
「
紅
葉
賀」
巻
に
「
大
殿
油
参
り

て、
絵
ど
も
な
ど
御
覧
ず
る
に」
と、
紫
上
が
絵
を
見
る
光
景
が
描
か
れ
る。

源
氏
の
外
出
に
紫
上
は、

姫
君、
例
の、
心
細
く
て
屈
し
た
ま
へ
り。
絵
も
見
さ
し
て、
う
つ
ぶ

し
て
お
は
す
れ
ば、
い
と
ら
う
た
く
て、
（
源
氏
は）
御
髪
の
い
と
め

で
た
く
こ
ぽ
れ
か
か
り
た
る
を、
か
き
撫
で
て

と、
絵
を
見
さ
し
て、
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
し
ま
う。
そ
の
紫
上
の
髪
は
「
い
と

め
で
た
く
こ
ぽ
れ
か
か
り
た
る
L

と
い
う
美
し
い
様
子
だ
っ
た。
品
子
の
歌

は、
王
朝
の
女
君
の
長
い
髪
で
は
な
い
が、
初
々
し
い
娘
を
連
想
さ
せ
る「
前

髪」
が
詠
ま
れ、
さ
ら
に
そ
こ
に
艶
な
る
趣
を
派
え
る
よ
う
に
「
桃
の
花」

が
散
り
か
か
っ
て
い
る。
品
子
が、
『
源
氏
物
梧』
は
じ
め、
古
典
的
情
緒

を
摂
取
す
る
技
法
を、
蕪
村
に
学
ん
だ
可
能
性
を
示
唆
す
る
例
の一
っ
と
言

え
よ
う。

底
本
は
r
定
本
興
甜
野
晶
子
全
集」
（
昭
和
五
四
年
十一
月
し
五
十
六
年

十
二
月

餓
談
社）
に
よ
っ
た。
（
）
内
に
は
（
初
出
年
月
日
「
初
出
誌
名」

／
『
歌
集
名』
歌
番
号）
の
顛
に
記
し
た。
歌
集
未
収
録
歌
は
『
定

本ー』

に
従
っ
て、
拾
遺、
発
表
年
（
明
治
1
年
は
略
す）
歌
番
号
を
示
し
た。
r
源

氏
物
語」
の
引
用
は
「
新
潮
日
本
古
典
集
成」
に
よ
っ
た。

（
か
こ

み
な
こ

岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科
修
了）
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