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一

｢

長
春
花｣

と
は
、
薔
薇
の
一
品
種

｢

庚
申
薔
薇｣
の
漢
名
で
あ
り
、

『

邦
訳
日
葡
辞
書』

に

�������
チ
ャ
ウ
シ
ュ
ン(

長
春)

一
年
中
咲
く
、
一
種
の
花
。

¶
ま
た
、
こ
の
花
の
咲
く
あ
る
灌
木
。

と
あ
る
通
り
、
四
季
を
通
し
て
花
を
咲
か
せ
る
。

こ
の

｢

長
春
花｣

は
、
現
存
す
る
平
安
期
の
物
語
や
和
歌
の
中
に
用

例
を
一
切
見
出
せ
な
い
も
の
な
の
だ
が
、『

無
名
草
子』

に
は
、
そ
の

語
り
の
舞
台
と
な
る
古
檜
皮
屋
の
庭
を
彩
る
花
と
し
て
登
場
し
て
い
た
。

い
か
な
る
人
の
住
み
た
ま
ふ
に
か
と
、
あ
は
れ
に
目
と
ま
り
て
、

や
う
や
う
歩
み
寄
り
て
見
れ
ば
、
築
地
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
崩
れ
、

門
の
上
な
ど
も
あ
ば
れ
て
、
人
住
む
ら
む
と
も
見
え
ず
。
た
だ
寝

殿
、
対
、
渡
殿
な
ど
や
う
の
屋
ど
も
少
々
、
い
と
こ
と
す
み
た
る

さ
ま
な
り
。
庭
の
草
も
い
と
深
く
て
、
光
源
氏
の
露
分
け
た
ま
ひ

け
む
蓬
も
所
得
顔
な
る
中
を
分
け
つ
つ
、
中
門
よ
り
歩
み
入
り
て

見
れ
ば
、
南
面
の
庭
い
と
広
く
て
、
呉
竹
植
ゑ
わ
た
し
、
卯
の
花

垣
根
な
ど
、
ま
こ
と
に
ほ
と
と
ぎ
す
蔭
に
隠
れ
ぬ
べ
く
、
山
里
め

き
て
見
ゆ
。
前
栽
む
ら
む
ら
い
と
多
く
見
ゆ
れ
ど
、
ま
だ
咲
か
ぬ

夏
草
の
茂
み
、
い
と
む
つ
か
し
げ
な
る
中
に
、
撫
子
、
長
春
花
ば

か
り
ぞ
、
い
と
心
地
よ
げ
に
、
盛
り
と
見
ゆ
る
。

(

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
七
五
〜
一
七
六
頁
／
傍
線
引
用
者
・

以
下
同)

こ
れ
は
、『
無
名
草
子』

の
導
入
部
、
老
尼
が
古
檜
皮
屋
へ
入
っ
て

行
く
場
面
で
、
そ
の
南
面
の
庭
に
植
え
ら
れ
た
撫
子
と

｢

長
春
花｣

が
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盛
り
の
時
を
迎
え
て
い
る
。

｢
長
春
花｣

は
現
在
で
は

｢

チ
ョ
ウ
シ
ュ
ン
カ｣

と
呼
ば
れ
て
い
る

が
、『
無
名
草
子』

の
主
要
伝
本
で
あ
る
天
理
図
書
館
本
・
彰
考
館
文

庫
本
・
群
書
類
従
本
の
い
ず
れ
も

｢

ち
や
う
春
く
ゑ｣

と
表
記
に
至
る

ま
で
一
致
し
て
お
り
、
異
同
は
見
出
せ
な
い
。

二

こ
の
夏
の
庭
の
描
写
に
つ
い
て
は
、
川
島
絹
江
氏
が

｢『

無
名
草
子』

の
方
法
―
い
と
ぐ
ち
の
部
分
の
虚
構
に
つ
い
て
―｣
(『

中
古
文
学』

第

28
号
、
一
九
八
一
年)

の
中
で
、
六
条
院
に
お
け
る
花
散
里
の
住
ま
い

で
あ
る
夏
の
町
を
描
写
し
た

『

源
氏
物
語』

少
女
巻
と
の
類
似
を
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
に
も

｢

山
里
め
き
て｣

と
い
う
語
が
使
わ
れ
、

取
り
上
げ
ら
れ
た
草
木
―

｢

呉
竹｣
｢

卯
の
花｣

｢

撫
子｣

｢
薔
薇｣

―

の
順
序
も
一
致
し
て
い
る
。

北
の
東
は
、
涼
し
げ
な
る
泉
あ
り
て
、
夏
の
陰
に
よ
れ
り
。
前

近
き
前
栽
、
呉
竹
、
下
風
涼
し
か
る
べ
く
、
木
高
き
森
の
や
う
な

る
木
ど
も
木
深
く
お
も
し
ろ
く
、
山
里
め
き
て
、
卯
の
花
の
垣
根

こ
と
さ
ら
に
し
わ
た
し
て
、
む
か
し
お
ぼ
ゆ
る
花
橘
、
撫
子
、
薔

薇
、
く
た
に
な
ど
や
う
の
花
く
さ

ぐ
を
植
へ
て
、
春
秋
の
木
草
、

そ
の
中
に
う
ち
ま
ぜ
た
り
。

(

新
日
本
古
典
文
学
大
系
②
少
女
巻
三
二
三
〜
三
二
四
頁)

両
者
の
表
現
を
対
照
す
れ
ば
、
次
の
表
の
よ
う
で
あ
る
。

｢

山
里
め
き
て｣

と
い
う
表
現
が
、『

源
氏
物
語』

で
は

｢

呉
竹｣

の

後
に
使
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、『

無
名
草
子』

で
は

｢

卯
の
花
垣
根｣

の
後
に
き
て
お
り
、
ま
た
、『

源
氏
物
語』

に
登
場
す
る

｢

花
橘｣

｢

く

た
に｣

が
、『

無
名
草
子』

に
は
出
て
こ
な
い
と
い
う
違
い
は
あ
る
も

の
の
、
両
者
に
共
通
す
る｢

呉
竹｣｢

卯
の
花｣｢

撫
子｣｢

薔
薇｣

以
上
四
つ

の
植
物
の
順
序
は
同
じ
で
あ
る
。

両
者
の
相
違
点
の
う
ち

｢

花
橘｣

が
除
か
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、

川
島
氏
が
同
じ
論
文
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
事
を
述
べ
て
お
ら

れ
る
。

『

源
氏
物
語』

に
お
い
て

｢

橘｣

は
、
花
散
里
巻
お
よ
び
花
散
里
本

人
を
強
く
印
象
付
け
る
物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、｢

卯
の
花
垣
根
な
ど
、

ま
こ
と
に
ほ
と
と
ぎ
す
蔭
に
隠
れ
ぬ
べ
く｣

と
、
能
因
本

『

枕
草
子』

の
｢

木
の
花
は｣

の
段
の

卯
の
花
は
、
品
お
と
り
て
、
何
と
な
け
れ
ど
、
咲
く
こ
ろ
の
を

か
し
う
、
郭
公
の
陰
に
隠
る
ら
む
思
ふ
に
、
い
と
を
か
し
。

(

日
本
古
典
文
学
全
集
四
四
段
一
二
六
頁)
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ま
た
、｢

見
る
も
の
は｣

の
段
の

扇
よ
り
は
じ
め
て
、
青
朽
葉
ど
も
の
、
い
と
を
か
し
く
見
ゆ
る
に
、

所
衆
の
、
青
色
、
白
襲
を
け
し
き
ば
か
り
ひ
き
か
け
た
る
は
、
卯

の
花
垣
根
近
う
お
ぼ
え
て
、
郭
公
も
陰
に
隠
れ
ぬ
べ
う
お
ぼ
ゆ
か

し
。

(

日
本
古
典
文
学
全
集
二
〇
三
段
三
五
〇
頁)

と
い
っ
た
叙
述
を
踏
ま
え
て
、『

源
氏
物
語』

だ
け
で
な
く

『

枕
草
子』

を
も
連
想
さ
せ
よ
う
と
し
た

『
無
名
草
子』

で
は
、
そ
の
使
用
を
故
意

に
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
と
。

も
う
一
つ

『

無
名
草
子』

に
は
採
ら
れ
な
か
っ
た

｢

く
た
に｣

で
あ

る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
植
物
で
あ
っ
た
の
か
、
現
在
で
は
不
明

(

注
１)

。

は
や
く

『

古
今
和
歌
集』

の
物
名
歌
―
巻
第
十
４
３
５
番
歌
―
に
詠

み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
藤
原
教
長
が
治
承
元
年

(
一
一
七
七
年)

に
講

じ
た

『

古
今
集
註』�
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵�
で
は
、

ハ
キ
ノ
チ
ヒ
サ
キ
ヤ
ウ
ナ
ル
ハ
ナ
ノ
ハ
ヘ
ル
ナ
リ
ク
タ
ン
ト
ソ
コ

ノ
心見

消

コ
ロ
ノ
人
ハ
申
ス
メ
ル

と
言
わ
れ
、
ま
た
、
建
久
二
年(

一
一
九
一
年)

に
成
立
し
た
顕
昭
の
註

に
よ
れ
ば
、

又
或
人
云
、
ク
タ
ニ
ハ�ダ

ニ

ト
イ
フ
虫
也
ト
イ
ヘ
リ
。

(『

日
本
歌
学
大
系』

別
巻
四
二
三
八
頁)

と
、｢

く
た
に｣

を
植
物
で
は
な
く
虫
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
り
、
そ

の
実
体
は
、『

無
名
草
子』

が
成
立
し
た
頃
に
は
す
で
に
定
か
で
な
か
っ

た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
、『

無
名
草
子』

で
は
、
こ
の

｢

く
た
に｣

を

採
用
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
共
通
す
る
四
つ
の
植
物
の
中
で｢

薔
薇｣

だ

け
が
、『

無
名
草
子』

に
お
い
て

｢

長
春
花｣

に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の

｢

長
春
花｣

は
、
前
述
の
通
り
、
天
理
図
書
館
本
・

彰
考
館
文
庫
本
・
群
書
類
従
本
の
い
ず
れ
も
表
記
に
至
る
ま
で
一
致
し

て
い
る
。

『

源
氏
物
語』

に
関
し
て
も
、
少
な
く
と
も

『

源
氏
物
語
大
成』

が

扱
っ
た
諸
本
の
中
に
は
、
少
女
巻
の｢

薔
薇｣

を｢

長
春
花｣

と
す
る
異
文

は
見
出
せ
な
い
。『

無
名
草
子』

が
意
識
的
に｢

薔
薇｣

で
は
な
く｢

長
春

花｣

を
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

単
調
な
模
倣
と
な
る
こ
と
を
避
け
た
の
だ
と
し
て
も
、
例
え
ば｢

呉

竹｣

を｢

竹｣

、｢

撫
子｣

を｢

常
夏｣

な
ど
に
変
化
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、

何
故｢

薔
薇｣

だ
け
を｢

長
春
花｣

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

｢
ま
だ
咲
か
ぬ
夏
草
の
茂
み｣

と
あ
る
の
で
、
夏
の
花
で
あ
る

｢

薔

薇｣

の
開
花
時
期
に
は
少
し
早
過
ぎ
る
せ
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
に
し
て
も
、
わ
ざ
わ
ざ
前
栽
の
中
で

｢

撫
子｣

と

｢

長
春
花｣

だ
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け
が
他
に
先
駆
け
て
花
を
咲
か
せ
て
い
る
時
期
を
選
ん
だ
の
は
何
故
な

の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に

｢

長
春
花｣

は
、
現
存
す
る
平
安
期
の
物
語
や

和
歌
の
中
に
一
切
見
ら
れ
な
い
。｢

薔
薇｣

の
方
も
平
安
・
鎌
倉
期
の
物

語
や
和
歌
に
さ
ほ
ど
多
く
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『

古
今
和
歌

集』

に
収
録
さ
れ
た

さ
う
び

つ
ら
ゆ
き

我
は
け
さ
う
ひ
に
ぞ
見
つ
る
花
の
色
を
あ
だ
な
る
物
と
い
ふ
べ
か

り
け
り

(

巻
第
十
物
名
４
３
６
／
以
下
、
詩
歌
の
引
用
は
注
記
し
な
い
限

り
全
て

『

新
編
国
歌
大
観』

に
依
る)

を
は
じ
め
と
し
て
、
少
な
い
な
が
ら
も
あ
る
程
度
の
用
例
が
見
出
せ
る

(

注
２)

。

ま
た
、
白
居
易
の｢

薔
薇
正
開
、
春
酒
初
熟
。
因
招
二
劉
十
九
・
張

大
・
崔
二
十
四
一
同
飲｣

か
ら
、『

和
漢
朗
詠
集』

に
収
録
さ
れ
た
次
の

二
句

甕
頭
竹
葉
經
レ
春
熟

階
底
薔
薇
入
レ
夏
開

(『

白
氏
文
集』

巻
第
十
七
律
詩

新
釈
漢
文
大
系
④
五
七
頁)

を
典
拠
に
し
て
い
る
場
合
も
多
い

(

注
３)

。

｢

薔
薇｣

が
古
く
貫
之
の
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

｢

長
春
花｣

の
初
出
は
、
通
行
の
辞
書
類
に
よ
れ
ば
、『

明
月
記』

建
保

元
年

(

一
二
一
三
年)

十
二
月
十
六
日
の
記
事
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

十
六
日

天
晴

籬
下
長
春
花
猶
有
紅
蘂
早
晩
不
似
例

此
間
鶯
舌
頻
歌

早
速
先
春
歟
又
白
梅
間
開
云
々
…

(

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書

『

明
月
記
三』

四
六
二
頁)

と
こ
ろ
が
、『

明
月
記』

『

無
名
草
子』

と
同
時
代
の

｢

長
春
花｣

の

用
例
を
探
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
両
者
に
先
行
す
る
と
思
し
き
資
料
が
存

在
し
た
。
定
家
が
判
者
を
務
め
た
か
と
推
定
さ
れ
る

『

通
具
俊
成
卿
女

歌
合』

で
、
そ
の
判
詞
に

｢

長
春
花｣

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

左

18
は
れ
く
も
る
そ
ら
を
ば
し
ら
ず
こ
の
は
ち
る
お
と
に
た
も
と
は
う

ち
し
ぐ
れ
つ
つ

右

19
こ
が
ら
し
に
こ
の
は
ふ
り
し
く
や
ど
な
れ
ば
つ
ゆ
も
と
ま
ら
ぬ
そ

で
の
う
へ
か
な

そ
ら
を
ば
し
ら
ず
こ
の
は
ち
る
、
か
か
ら
ん
を
り
だ
に
左
の

か
ち
と
申
さ
ま
ほ
し
く
侍
る
を
、
こ
の
つ
ゆ
の
た
ま
ら
ぬ
そ

で
の
う
へ
、
猶
と
こ
な
つ
長
春
花
な
ど
を
よ
め
ら
ん
や
う
に

や
き
こ
え
侍
る
べ
き

を
ぎ
の
う
は
ば
の
か
ぜ
の
お
と
、
そ
こ
ぞ
と
き
き
わ
か
れ
ね

ど
、
そ
の
ふ
し
と
も
侍
ら
ぬ
を
の
の
し
の
は
ら
も
、
す
ず
ろ

に
い
う
に
い
ひ
つ
づ
け
ら
れ
て
、
よ
そ
の
そ
で
も
つ
ゆ
け
き

心
ち
し
侍
れ
ば
、
ま
さ
る
と
申
す
べ
し
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こ
の
歌
合
の
判
詞
に
見
え
る
も
の
が
、『

新
編
国
歌
大
観』

全
十
巻

に
お
け
る

｢

長
春
花｣

の
唯
一
の
例
で
あ
る
。

『

通
具
俊
成
卿
女
歌
合』

は
、
現
在
、
定
家
筆
の
古
筆
断
簡
が
残
る

の
み
で
、
完
本
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
久
曽
神
昇
氏
に
よ
っ
て
、

○
そ
の
草
稿
本
ら
し
い
形
態
か
ら
、
筆
者
で
あ
る
定
家
が
歌
合
の
判

者
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
。

○
和
歌
の
作
者
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
中
か
ら
数
首
が
俊

成
卿
女
作
、
源
通
具
作
と
し
て
、『

新
古
今
和
歌
集』

に
収
録
さ

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
源
通
具
と
俊
成
卿
女
と
の
二
人
の
歌

合
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
。

○
こ
の
歌
合
の
中
か
ら『

新
古
今
和
歌
集』
に
選
出
さ
れ
た
作
に
は
、

定
家
・
通
具
以
外
の
撰
者
が
撰
ん
だ
も
の
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、

撰
集
の
資
料
と
さ
れ
た
こ
と
。

等
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る

(『

仮
名
古
筆
の
内
容
的
研
究』
ひ
た
く

書
房
、
一
九
八
〇
年)

。

前
掲
の
番
い
に
お
い
て
、
左
が
源
通
具
の
詠
歌
、
右
が
俊
成
卿
女
の

詠
歌
で
、
右
を
勝
ち
と
評
す
る
判
詞
に

｢

長
春
花｣

の
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
ち
な
み
に
、｢

か
か
ら
ん
を
り
だ
に
左
の
か
ち
と
申
さ
ま
ほ

し
く
侍
る
を｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
体
と
し
て
も
こ
の
歌
合
で
優
っ

て
い
た
の
は
俊
成
卿
女
の
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
歌
合
の
成
立
年
次
は
不
明
だ
が
、
久
曽
神
氏
は
、『

新
古
今
和

歌
集』

の
各
撰
者
が
入
集
候
補
作
の
選
定
を
終
え
た
の
が
建
仁
三
年

(

一
二
〇
三
年)

四
月
な
の
で
、
建
仁
二
年
以
前
に
成
立
し
た
も
の
と

推
定
さ
れ
て
い
る

(

前
掲
書)

。

一
方
、『

無
名
草
子』

の
成
立
年
次
は
、
樋
口
芳
麻
呂
氏
に
よ
っ
て

正
治
二
年(

一
二
〇
〇
年)

七
、
八
月
か
ら
建
仁
元
年(

一
二
〇
一
年)

十
一
月
の
間
と
推
定
さ
れ
て
い
る

(｢『

無
名
草
子』

の
成
立
時
期｣

[『

平
安
・
鎌
倉
時
代
散
逸
物
語
の
研
究』

ひ
た
く
書
房
、
一
九
八
二
年]

。

初
出
は
、｢

袋
草
紙
・
無
名
草
子
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
―
付
藤
原
範

永
の
没
年
―｣

[『

国
語
と
国
文
学』

第
47
巻
４
号
、
一
九
七
〇
年])

。

つ
ま
り
、『

通
具
俊
成
卿
女
歌
合』

と

『

無
名
草
子』

と
は
、
極
め
て

近
い
時
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『

無
名
草
子』

の
作
者
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
未
だ
特
定
さ
れ

て
は
い
な
い
が
、
極
め
て
用
例
の
少
な
い

｢

長
春
花｣

が
、
成
立
時
期

の
近
接
す
る

『

通
具
俊
成
卿
女
歌
合』

『

無
名
草
子』

の
ど
ち
ら
に
も

登
場
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
両
者
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る

こ
と
を
思
わ
せ
る
。

『

源
氏
物
語』

少
女
巻
を
下
敷
き
に
し
て
夏
の
庭
を
描
写
し
な
が
ら

も
、『

無
名
草
子』

の
作
者
は
、｢

薔
薇｣

の
み
を

｢

長
春
花｣

と
変
え

て
表
現
し
た
。
そ
の

｢

長
春
花｣

と
は
、
俊
成
卿
女
に
と
っ
て
、『

通

具
俊
成
卿
女
歌
合』

に
お
い
て
、
判
者
を
務
め
た
定
家
が
彼
女
の
歌
を

通
具
の
作
と
比
較
し
て
よ
り
優
れ
て
い
る
と
評
し
た
判
詞
の
中
で
使
用
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さ
れ
た
特
別
な
言
葉
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四

定
家
と
通
具
が
と
も
に
和
歌
所
の
寄
人
に
任
命
さ
れ
た
の
が
建
仁
元

年
七
月
。
同
年
十
一
月
に
は
、
彼
ら
に
勅
撰
集
撰
進
の
院
宣
が
下
さ
れ

た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、『
無
名
草
子』

が
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
時

期
に
合
致
し
て
い
る
。『

通
具
俊
成
卿
女
歌
合』

で
、
そ
の
歌
才
は
通

具
に
優
る
と
定
家
に
認
め
ら
れ
た
俊
成
卿
女
の
目
に
、
一
連
の
事
態
は
、

ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

勅
撰
集
の
撰
集
と
女
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
、『

無
名
草
子』

で
次

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

あ
は
れ
、
折
に
つ
け
て
、
三
位
入
道
の
や
う
な
る
身
に
て
、
集

を
撰
び
は
べ
ら
ば
や
。

(

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
六
二
頁)

い
で
や
、
い
み
じ
け
れ
ど
も
、
女
ば
か
り
口
惜
し
き
も
の
な
し
。

昔
よ
り
色
を
好
み
、
道
を
習
ふ
輩
多
か
れ
ど
も
、
女
の
、
い
ま
だ

集
な
ど
選
ぶ
こ
と
な
き
こ
そ
、
い
と
口
惜
し
け
れ
…
。

(

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
六
三
頁)

仮
に
、『

無
名
草
子』

が
俊
成
卿
女
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
こ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、｢

勅
撰
集
の
編
纂
に
携
わ
る
女

性
が
い
な
い
の
は
残
念
だ｣

と
い
う
一
般
論
な
ど
で
は
な
く
、｢

自
分

よ
り
歌
才
の
劣
る
通
具
で
さ
え
勅
撰
集
の
撰
者
に
任
命
さ
れ
た
の
に
、

歌
人
と
し
て
彼
に
優
る
と
認
め
ら
れ
た
自
分
は
、
女
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

そ
れ
が
出
来
な
い｣

と
い
う
痛
烈
な
批
判
と
も
受
け
取
る
こ
と
が
出
来

る
。

『

通
具
俊
成
卿
女
歌
合』

の
判
詞
に
は
、｢

と
こ
な
つ
長
春
花
な
ど
を

よ
め
ら
ん
や
う
に
や
き
こ
え
侍
る
べ
き｣

と
あ
り
、｢

と
こ
な
つ｣

と

｢

長
春
花｣

は
、
少
女
巻
の

｢

撫
子｣

と

｢

薔
薇｣

と
に
、
そ
の
順
序

を
も
含
め
て
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
偶
然
の
一
致
を
巧
み
に
利
用
し
て
、

『

無
名
草
子』

は
少
女
巻
を
引
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

｢

呉
竹｣

｢

卯
の
花｣

｢

撫
子｣

｢

薔
薇｣

と
並
べ
る
際
に
、
少
女
巻
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
気
付
か
せ
る
た
め
に
は
、
重
な
る
四
種
類
の

植
物
名
の
内
二
つ
を
別
の
名
称
に
し
て
し
ま
っ
て
は
、『

源
氏
物
語』

自
体
の
印
象
が
薄
れ
か
ね
な
い
。
名
称
の
入
れ
替
え
を
一
つ
に
と
ど
め
、

猶
且
つ
、
そ
の
変
更
を
よ
り
印
象
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
い
ず
れ

も
歌
語
と
し
て
の
使
用
頻
度
が
高
い

｢

撫
子｣

と

｢

常
夏｣

と
の
何
の

変
哲
も
な
い
入
れ
替
え
で
は
な
く
、｢

薔
薇｣

を
目
慣
れ
ぬ

｢

長
春
花｣

に
替
え
る
方
を
選
択
し
た
。

こ
の
一
見
些
細
な
変
更
は
、
そ
の
実
、
さ
り
気
な
さ
を
装
っ
た
俊
成

卿
女
の
自
己
主
張
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
。

『

新
古
今
和
歌
集』

の
撰
集
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
時
期
に
、
あ

え
て
少
女
巻
の

｢
薔
薇｣

を

｢

長
春
花｣

に
変
え
て

『

無
名
草
子』

に
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引
い
た
の
は
、
そ
れ
が
撰
集
資
料
の
一
つ
で
も
あ
っ
た

『

通
具
俊
成
卿

女
歌
合』

に
お
い
て
定
家
が
俊
成
卿
女
の
歌
を
通
具
詠
よ
り
も
優
れ
て

い
る
と
評
し
た
判
詞
に
用
い
ら
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
俊
成
卿
女
は
自
分

に
対
す
る
定
家
の
讃
辞
を
借
り
て
、｢

自
分
自
身
は
勅
撰
集
の
撰
者
に

な
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
撰
者
に
任
ぜ
ら
れ
た
通
具
よ
り
も
自
分
の
方

が
歌
人
と
し
て
は
優
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
通
具
と
同
じ
く
勅

撰
集
の
撰
者
で
あ
る
定
家
も
認
め
て
い
る
事
実
な
の
だ｣

と
、
お
そ
ら

く
は

｢

長
春
花｣

が
使
用
さ
れ
た
判
詞
を
目
に
し
た
で
あ
ろ
う
他
の
撰

者
達
に
も
向
け
て
高
ら
か
に
宣
言
し
た
の
だ
。
女
性
が
撰
集
に
携
わ
ら

な
い
こ
と
へ
の

｢

口
惜
し｣

さ
を
表
明
し
た
前
掲
の
物
言
い
と
併
考
え

れ
ば
、
そ
こ
に
は
、｢

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
分

は
撰
者
に
は
な
れ
な
か
っ
た｣

と
い
う
皮
肉
も
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。｢

私
に
だ
っ
て
其
処
に
連
な
る
資
格
は
有
る
は
ず
な
の
に｣

と
自
身
の
歌
才
を
恃
む
彼
女
は
、｢

私
が
其
処
に
居
な
い
理
由｣

を
世

に
問
う
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
、『

新
古
今
和
歌
集』

入
集
歌
数
は
、

俊
成
卿
女
二
十
九
首
に
対
し
、
通
具
は
十
七
首
で
、
他
の
撰
者
達
に
も

歌
人
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
の
は
彼
女
の
方
で
あ
る
よ
う
だ
。

そ
れ
程
の
歌
才
を
も
っ
て
し
て
も
勅
撰
集
の
編
纂
に
携
わ
る
こ
と
の

叶
わ
ぬ
無
念
さ
を
抱
く
俊
成
卿
女
に
と
っ
て

｢

長
春
花｣

と
は
、
定
家

と
い
う
当
代
随
一
の
歌
詠
み
に
秀
で
た
詠
歌
力
を
認
め
ら
れ
た
歌
人
と

し
て
の
矜
持
を
象
徴
す
る
花
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

注

注
１

島
内
景
二
氏
は
、『

無
名
草
子』

の
作
者
が

『

源
氏
物
語』

古
注
釈
書
の

説
を
踏
ま
え
て

｢

く
た
に｣

を
バ
ラ
科
の

｢

長
春
花｣

に
置
き
換
え
、

｢

薔
薇
、
く
た
に｣

を
一
セ
ッ
ト
に
し
て
意
識
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

天
理
大
学
所
蔵
の

『

河
海
抄』

に
は
、
少
女
巻
の

｢

く
た
に｣

に

関
し
て
、｢

或
云
、
薔
薇
荷
な
ど
い
へ
り｣

と
い
う
一
説
が
載
っ
て

い
る
。『

無
名
草
子』

の
作
者
は
、
こ
の
少
女
巻
の

｢

く
た
に｣

に

関
す
る

『

源
氏
物
語』

古
注
釈
書
の
指
摘
を
知
っ
た
う
え
で
、
そ

れ
を
薔
薇
科
の

｢

長
春
華｣

と
い
う
植
物
名
に
置
き
換
え
た
も
の

と
も
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(｢『

無
名
草
子』

の
意
義
―
再
評
価
さ
れ
た
王
朝
文
学｣

[『

源
氏
物

語
の
影
響
史』

笠
間
書
院
、
二
〇
〇
〇
年])

確
か
に
、
天
理
図
書
館
蔵
真
如
蔵
本

『

河
海
抄』

に
は

｢

く
た
に｣

の

注
に

岩
藤
也
苦
膽
ト
云

薔
薇
荷
ナ
ト
云
リ

古
今
集
物
名
部
ニ
ハ
ク

ダ
ニ
ト
云
書
リ

と
あ
り
、
更
に
、
龍
門
文
庫
蔵
本

『

河
海
抄』

に
も

｢

く
た
に｣

を

｢

薔
薇
荷｣

と
言
う
説
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

岩
藤
也
苦
膽
と
い
ふ
草
あ
り
と
云
々
同
物
歟
薔
薇
荷
な
と
い
へ
り

古
今
集
物
名
部
に
は
く
た
に
と
か
け
り

だ
が
、｢

薔
薇
荷｣

が
必
ず
し
も
バ
ラ
科
の
植
物
名
で
あ
る
と
は
限
ら
な

い
。

し
か
も
、『

源
氏
物
語』

の

｢

花
橘
、
撫
子
、
薔
薇
、
く
た
に
な
ど
や
う

の
花
く
さ

ぐ
を
植
へ
て
、
春
秋
の
木
草
、
そ
の
中
に
う
ち
ま
ぜ
た
り｣

は
、
花
橘
・
撫
子
・
薔
薇
・
く
た
に
等
の
夏
の
花
々
の
中
に
春
秋
の
木

草
を
混
ぜ
植
え
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
必
然
的
に

｢

く
た
に｣
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は
夏
の
花
と
な
り
、
四
季
咲
き
の

｢

長
春
花｣

で
は
あ
り
え
な
い
。

仮
に
、『

無
名
草
子』

の
作
者
に
と
っ
て

｢

く
た
に
＝
長
春
花｣

で
あ
っ

た
と
し
て
も
、『

無
名
草
子』

が
依
っ
た

『

源
氏
物
語』

で
は

｢

薔
薇｣

と｢
く
た
に｣

と
を
個
々
に
扱
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、｢

薔
薇
、
く
た
に｣

を
一
ま
と
め
に
し
て

｢

長
春
花｣

と
す
る
の
で
は
な
く
、｢

薔
薇
、
長
春

花｣

と
す
る
方
が
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。

注
２

｢

薔
薇｣

の
用
例
。

・『

西
国
受
領
歌
合』

三
番

薔
薇

左
勝

５
こ
と
し
う
ゑ
て
み
る
が
を
か
し
さ
う
ひ
に
さ
く
は
な
の
え
だ
え
だ
く

れ
な
ゐ
に
し
て

右

６
色
ふ
か
く
わ
き
て
か
つ
ゆ
の
お
き
つ
ら
ん
け
さ
う
ひ
に
さ
く
は
つ
は

な
の
色

左
く
れ
な
ゐ
の
い
ろ
ふ
か
く
よ
め
り
、
右
は
い
ろ
と
い
ふ
こ
と
も

と
す
ゑ
に
を
か
し
て
か
き
あ
や
ま
り
て
け
り
も
と
す
ゑ
に
こ
と
の

は
を
や
は
し
た
る
べ
き
く
れ
な
ゐ
い
ろ
は
ふ
か
さ
ま
さ
れ
り

・『

現
存
和
歌
六
帖』

さ
う
び

卜
部
兼
直
宿
禰

133
し
ら
ず
い
さ
う
び
と
は
歌
の
す
が
た
に
て
か
み
の
五
も
じ
な
き
名
と

ぞ
き
く

正
三
位
知
家

134
は
や
せ
が
は
さ
で
に
は
ち
か
ふ
い
し
ぶ
し
を
い
さ
う
ひ
と
つ
に
ま
か

せ
て
を
み
む

・
能
因
本

『

枕
草
子』

草
の
花
は

さ
う
び
は
、
ち
か
く
て
、
枝
の
さ
ま
な
ど
は
む
つ
か
し
け
れ
ど
、
を

か
し
。
雨
な
ど
晴
れ
ゆ
き
た
る
水
の
つ
ら
、
黒
木
の
は
し
な
ど
の
つ

ら
に
、
乱
れ
咲
き
た
る
夕
映
え
。

(

日
本
古
典
文
学
全
集
七
十
段
一
五
七
頁)

・『

栄
花
物
語』

巻
第
十
八
た
ま
の
う
て
な

こ
の
御
堂
の
御
前
の
池
の
方
に
は
、
高
欄
高
く
し
て
、
そ
の
下
に
薔

薇
、
牡
丹
、
唐
撫
子
、
紅
蓮
花
の
花
を
植
ゑ
さ
せ
た
ま
へ
り
。

(

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
②
三
〇
七
頁)

注
３

『

白
氏
文
集』

を
典
拠
と
し
た
用
例
。

・『

和
漢
朗
詠
集』

巻
上
夏

首
夏

甕
頭
竹
葉
経
春
熟

階
底
薔
薇
入
夏
開

白

・『

歌
仙
落
書』

前
少
納
言
資
隆

二
首

風
体
堅
き
所
は
あ
れ
ど
も
、
見
所
な
き
に
も
あ
ら
ず
、
は
し

の
本
の
さ
う
び
の
枝
さ
へ
こ
そ
咲
き
た
る
と
や
い
ふ
べ
か
ら

む紅
葉
を
よ
め
る

57
初
し
ぐ
れ
ふ
り
に
し
里
を
き
て
み
れ
ば
み
か
き
が
原
も
紅
葉
し
に
け

り

雪

58
霜
が
れ
の
籬
の
内
に
雪
ふ
れ
ば
菊
よ
り
の
ち
の
花
も
あ
り
け
り

は
し
の
も
と
に
咲
く
て
ふ
花
の
枝
し
げ
み
紅
ふ
か
き
い
ろ
ぞ

み
え
け
る

・『

夫
木
和
歌
抄』

巻
第
七
夏
部
一

六
帖
題
、
さ
う
び

権
僧
正
公
朝

2334
は
し
の
も
と
に
紅
ふ
か
き
は
な
の
い
ろ
も
な
つ
き
に
け
り
と
み
ゆ
る

な
り
け
り

・『

源
氏
物
語』

賢
木
巻
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階
の
底
の
薔
薇
、
け
し
き
ば
か
り
咲
き
て
、
春
秋
の
花
盛
り
よ
り
も

し
め
や
か
に
お
か
し
き
ほ
ど
な
る
に
、
う
ち
と
け
遊
び
給
。

(

新
日
本
古
典
文
学
大
系
①
三
八
四
頁)

・『

栄
花
物
語』

巻
第
十
一
つ
ぼ
み
花

…
甕
の
ほ
と
り
の
竹
葉
も
末
の
世
は
る
か
に
見
え
、
階
の
下
の
薔
薇

も
夏
を
待
ち
顔
に
な
ど
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
め
で
た
き
に
…
。

(

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
②
三
六
頁)

・『

堤
中
納
言
物
語』

｢
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言｣

中
納
言
ま
か
り
で
給
と
て
、

｢

階
の
も
と
の
薔
薇
も｣

と
う
ち
誦
じ
給
へ
る
を
、
若
き
人

く
は
、
あ
か
ず
し
た
ひ
ぬ
べ
く

め
で
聞
こ
ゆ
。

(
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
四
頁)

〈

付
記〉本

稿
は
、
平
成
十
三
年
度
中
古
文
学
会
秋
季
大
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
に

基
づ
く
も
の
で
す
。
御
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
方
々
に
心
よ
り
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

(

み
や
ざ
き

ゆ
う
こ
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程)
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