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は
じ
め
に

草
花
を
以
て
女
性
を
象
徴
す
る
手
法
は
、
古
今
東
西
、
い
ず
こ
の
文
学
作
品
に
も
見
ら
れ
る
。
日
本
文
学
の
場
合
、『

源
氏
物
語』

で
は
、
葵
、
末
摘
花
、
花
散
里
、
紫
、
夕
顔
等
、
数
多
の
女
性
の
名
前
に
草
花
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
や
容
姿
を

表
徴
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
西
洋
に
お
い
て
も
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
は
、
豊
饒
の
女
神
で
あ
る
ペ
ル
セ
ポ
ネ
ー
に
石
榴
の
象

徴
が
、
美
と
愛
の
女
神
で
あ
る
ア
フ
ロ
デ
ィ
ア
に
薔
薇
の
象
徴
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
女
性
の
人
物
像
に
花
の
イ
メ
ー
ジ
が
濃
密
に
投
影

さ
れ
て
い
る
。

事
は
中
国
文
学
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
そ
の
最
も
代
表
的
な
例
の
一
つ
が

『

紅
楼
夢』

で
あ
ろ
う
。『

紅
楼
夢』

で
は
、
美

女
達
の
名
前
や
気
性
、
創
作
す
る
詩
詞
、
ま
た
運
命
に
到
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
花
の
イ
メ
ー
ジ
が
関
係
し
て
お
り
、
き
わ
め
て

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

(

１)

。
今
、
美
女
と
花
と
の
組
み
合
わ
せ
を
具
体
的
に
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

○
賈
元
春
…
…
榴
花

◎
薛
宝
釵
…
…
牡
丹
、
梨
花

◎
探

春
…
…
杏
花
、�
瑰
花

○
李�
…
…
梅
花

○
史
湘
雲
…
…
海
棠

○
麝

月
…
…
荼�
◎
香

菱
…
…
菱
花
、
蓮
花

◎
林
黛
玉
…
…
芙
蓉
、
桃
花

○
花
襲
人
…
…
桃
花

○
尤
三
姐
…
…�
瑰
花

○
晴�
…
…
芙
蓉

○
夏
金
桂
…
…
桂
花

こ
こ
で
、
◎
の
印
が
つ
い
て
い
る
女
性
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
女
性
に
は
、
た
だ
単
に
一
花
の
み
で
は
な
く
、
二
つ
の
花
の
象

徴
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
女
達
の
人
物
像
が
、
二
つ
の
花
に
よ
っ
て
複
合
的
に
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
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作
者
曹
雪
芹
は
、
彼
女
達
の
様
々
な
側
面
を
複
数
の
花
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
以
前
、
薛
宝
釵
と
牡
丹
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
際
に
、
彼
女
の
牡
丹
は
通
常
の
紅
牡
丹
で
は
な
く
、

白
牡
丹
で
は
な
い
か
と
い
う
考
察
を
な
し
た

(

２)

。
彼
女
と
関
係
の
深
い
も
う
一
つ
の
花
で
あ
る
梨
花
も
白
色
で
あ
る
の
で
、｢

色｣

と
い

う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
花
に
は
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、｢

花｣

と
し
て
見
る
と
、
両
者
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
か

な
り
の
隔
た
り
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
百
花
の
王
で
あ
る
牡
丹
が
、｢

高
貴｣

、｢

艶
麗｣

、｢

華
美｣

と
い
っ
た
華
や
か
な
イ

メ
ー
ジ
を
有
す
る
の
に
対
し
、
一
方
の
淡
白
な
花
と
さ
れ
る
梨
花
は
、｢

寂
寞｣

、｢

冷
艶｣

、｢

悲
哀｣

と
い
っ
た
寂
し
げ
な
イ
メ
ー
ジ

を
持
つ
。
薛
宝
釵
は
、｢
容
貌
豐
美｣

(

第
五
回)

と
形
容
さ
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
牡
丹
の
如
く
華
や
か
な
美
女
と
し
て
描

か
れ
て
お
り
、
第
六
十
三
回
の
花
籤
の
場
面
で
も
、
彼
女
が
引
き
当
て
る
籤
は
牡
丹
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る

(

３)

。
つ
ま
り
、
薛
宝
釵

の
人
物
像
に
は
、
一
方
で
牡
丹
の
イ
メ
ー
ジ
が
濃
密
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
牡
丹
と
正
反
対
の
イ
メ
ー

ジ
を
持
つ
梨
花
と
の
密
接
な
結
び
付
き
が
あ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
、
梨
花
は
、
薛
宝
釵
の
人
物
造
型
に
ど
の
よ
う
に

機
能
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
先
ず
、『

紅
楼
夢』

中
に
描
か
れ
た
二
種
類
の
花
の
象
徴
を
も
つ
女
性
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
人
物
像
に
花
の
形
象
が

ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
薛
宝
釵
と
梨
花
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
ま
た
、
明
清
の
小
説

や
戯
曲
に
描
写
さ
れ
た
梨
花
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
併
せ
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

一

『

紅
楼
夢』

の
女
性
の
人
物
造
型
と
花

先
ず
、
林
黛
玉
と
花
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
彼
女
の
場
合
、
花
全
体
と
の
深
い
関
連
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、

彼
女
の
人
物
造
型
に
密
接
に
関
わ
る
花
は
、
芙
蓉
と
桃
花
で
あ
る
。
林
黛
玉
と
芙
蓉
と
の
結
び
付
き
は
、
第
六
十
三
回
の
花
籤
の
場
面

に
お
い
て
林
黛
玉
が
芙
蓉
の
籤
を
引
き
当
て
る
こ
と
、
ま
た
、
第
七
十
八
回
か
ら
第
七
十
九
回
に
か
け
て
、
芙
蓉
の
花
神
に
な
っ
た
と

さ
れ
る
晴�
を
賈
宝
玉
が
祭
る
場
面
が
あ
り
、
そ
の
終
わ
り
に
、
芙
蓉
の
花
影
か
ら
林
黛
玉
が
現
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
窺
う
こ
と
が
で

き
る
。
実
は
、
こ
の
林
黛
玉
の
芙
蓉
に
関
し
て
は
、
木
芙
蓉
と
す
る
説
と
、
水
芙
蓉
即
ち
蓮
と
す
る
説
と
が
あ
り
、
解
釈
が
分
か
れ
て

『

紅
楼
夢』

薛
宝
釵
の
人
物
像
と
梨
花
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い
る

(

４)

。
上
の
二
つ
の
場
面
を
見
て
み
る
と
、
第
七
十
八
回
か
ら
第
七
十
九
回
に
か
け
て
の
芙
蓉
は
、
季
節
が
初
秋
の
頃
と
設
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
木
芙
蓉
と
解
し
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
花
籤
の
場
面
の
芙
蓉
は
、
決
定
的
な
証
拠
が
な
く
、
ど
ち
ら
を

指
す
の
か
断
言
で
き
な
い
。
詩
詞
な
ど
を
見
て
も
、
芙
蓉
と
蓮
花
と
は
混
同
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
第
七
十
八
回
か
ら
第
七

十
九
回
の
芙
蓉
が
木
芙
蓉
で
あ
る
の
を
理
由
に
、
林
黛
玉
の
芙
蓉
を
全
て
木
芙
蓉
と
断
定
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
、

林
黛
玉
の
芙
蓉
は
、｢

木
芙
蓉｣

｢

蓮｣

ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
両
者
を
含
め
た
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

海
棠

(

春
海
棠)
と
秋
海
棠

(

ベ
ゴ
ニ
ア)

と
を
明
確
に
区
別
せ
ず
に
海
棠
と
し
て
用
い
て
い
る
箇
所
が
あ
る
よ
う
に
、
芙
蓉
に
つ
い

て
も
そ
こ
ま
で
は
っ
き
り
と
し
た
区
別
は
な
く
、｢

ハ
ス
の
花｣

全
般
を
指
し
て
芙
蓉
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
林
黛
玉
と
芙
蓉
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

賈
宝
玉
が
晴�
を
祭
る
第
七
十
八
回
の
場
面
で
は
、『

芙
蓉
女
兒
誄』

と
い
う
祭
文
が
詠
ま
れ
る
。
こ
の
祭
文
は
、
生
前
の
晴�

の

こ
と
を
偲
ん
だ
も
の
だ
が
、
脂
硯
斎

(
５)

が
｢

…
…
又
當
知
雖
來

(

誄)

晴�
、
而
又
實
誄
黛
玉
也
…
…
。｣

(

…
…
又
當
に
知
る
べ
し
、
来

た
り
て
晴�
を
誄
す
と
雖
も
、
而
し
て
又
実
は
黛
玉
を
誄
す
る
也
…
…
。)

(

第
七
十
九
回)

と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
背
景
に
は
林
黛
玉

の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
林
黛
玉
と
晴�
は
、
自
分
の
感
情
に
率
直
な
、
俗
世
に
染
ま
ら
な
い
、

と
い
う
点
で
似
通
う
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。『

芙
蓉
女
兒
誄』

中
に
も

｢

憶
女
兒
曩
生
之
昔
、
其
爲
質
則
金
玉
不
足
喩
其
貴
、

其
爲
性
則
冰
雪
不
足
喩
其
潔
、
其
爲�
則
星
日
不
足
喩
其
精
…
…
。｣

(

憶
う
に
女
児
は
曩
に
生
く
る
の
昔
、
其
の
質
た
る
や
則
ち
金
玉

も
其
の
貴
き
に
喩
う
る
に
足
ら
ず
、
其
の
性
た
る
や
則
ち
氷
雪
も
其
の
潔
き
を
喩
う
る
に
足
ら
ず
、
そ
の
神
た
る
や
則
ち
星
日
も
其
の

精
を
喩
う
る
に
足
ら
ず
…
…
。)

と
い
う
表
現
が
あ
り
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
林
黛
玉
の
気
性
そ
の
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
彼
女
の
高
潔
さ
は
、｢

…
…
出
淤
泥
而
不
染
、
濯
漣�
而
不
妖
。｣

(

…
…
淤
泥
よ
り
出
づ
る
も
染
ま
ら
ず
、
漣�

に
濯
わ
る
も
妖
せ
ず
。)

(

宋
・
周
敦
頤

『

愛
蓮
説』)

と
い
わ
れ
る
芙
蓉
と
ぴ
っ
た
り
重
な
り
合
う

(

６)

。
ま
た
、
李
白
が

｢

清
水
出
芙
蓉
、

天
然
去
雕
飾
。｣
(

清
水

芙
蓉
を
出
だ
し
、
天
然

雕
飾
を
去
る
。)
と
い
っ
た
よ
う
に

(｢

經
亂
離
後
天
恩
流
夜
郎
憶
舊
遊
書
懷
贈
江
夏

韋
大
守
良
宰｣

詩)

、
芙
蓉
は
装
飾
の
な
い
、
天
然
の
美
を
備
え
た
花
と
さ
れ
る
。
林
黛
玉
は
、
そ
の
香
り
を
例
に
と
っ
て
見
て
も
わ
か

る
よ
う
に
、｢

自
然｣

の
香
り
を
身
に
纏
う
、｢

眞
正
香
玉｣

(

第
十
九
回)

と
い
わ
れ
る
女
性
で
あ
る

(

７)

。
つ
ま
り
、
彼
女
の
場
合
、｢

自

然
の
美｣

、
即
ち
も
っ
て
生
ま
れ
た

｢

真
の
美｣

が
そ
の
魅
力
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
芙
蓉
は
、
林
黛
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玉
に
相
応
し
い
花
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
、
林
黛
玉
と
桃
花
と
の
結
び
付
き
は
以
下
の
諸
例
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
ず
第
二
十
三
回
に
は
、
林
黛
玉
が

花
を
葬
る
、
所
謂

｢

葬
花｣

の
場
面
に
桃
花
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
第
二
十
七
回
に
は
、
林
黛
玉
の
口
ず
さ
む

｢

葬
花｣

詩
の
中

に

｢

桃
李｣
と
い
う
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
続
い
て
第
三
十
四
回
に
は
、
彼
女
の
顔
が

｢

只
見
腮
上
通
紅
、
自
羨
壓
倒
桃
花
、
卻

不
知
病
由
此
萌
。｣

(

頬
が
真
っ
赤
に
染
ま
り
、
桃
の
花
そ
こ
の
け
の
鮮
や
か
さ
に
は
我
な
が
ら
惚
れ
惚
れ
す
る
ほ
ど
、
ま
さ
か
病
気
の

徴
候
と
は
知
る
よ
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。)

と
表
さ
れ
て
い
る
。
更
に
第
七
十
回
に
は
、
回
目
に

｢

林
黛
玉
重
建
桃
花
社｣

と
記
さ
れ
る

よ
う
に
、｢

桃
花
社｣
と
い
う
詩
社
の
社
主
に
林
黛
玉
が
な
っ
て
い
る
。
薄
紅
色
の
艶
麗
な
花
で
あ
る
桃
花
は
、
美
女
の
象
徴
と
さ
れ
、

結
婚
や
求
愛
の
シ
グ
ナ
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
明
る
く
、
陽
気
な
花
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
幸
福
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
し
か
し
ま
た
一
方
で
、｢
薄
命｣

を
象
徴
す
る
花
と
も
さ
れ
る

(

８)

。
思
う
に
、
林
黛
玉
の
桃
花
は
、
こ
の

｢

薄
命｣

を
強
く
意

味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
前
述
し
た
林
黛
玉
に
桃
花
が
結
び
付
い
て
い
る
場
面
に
は
、
い
ず
れ
も
彼
女
が

｢

薄

命｣

で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
か
ら
、
全
て
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
例
え
ば
第

二
十
三
回
の

｢

葬
花｣

の
場
面
で
は
、｢
則
爲�
如
花
美
眷
、
似
水
流
年
。｣

(

則
ち�
の
花
の
如
き
美
眷
う
る
は

し
き
が
為
な
る
か
、
水
の
似ご
と

く
年
は
流ゆ

く)

と
あ
る
よ
う
に
、｢

薄
命｣

を
示
す
詩
が
幾
つ
も
詠
ま
れ
る
し
、
第
三
十
四
回
の
彼
女
の
顔
が
桃
花
に
喩
え
ら
れ
る
箇

所
で
も
、
病
気
が
絡
ん
で
お
り
、｢

薄
命｣

で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
桃
花
は
林
黛
玉
の

｢

薄
命｣

を

表
徴
す
る
花
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
香
菱
と
花
と
の
関
係
を
見
て
み
る
と
、
彼
女
に
は
、
蓮
花
と
菱
花
と
の
強
い
結
び
付
き
が
見
ら
れ
る
。
先
ず
、
蓮
花
と
の
結
び

付
き
は
、
彼
女
の
元
々
の
名
前
が
英
蓮
で
あ
る
こ
と
に
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
第
五
回
の
十
二
釵
の
運
命
が
暗
示
さ
れ
る
場
面
で
は
、
根

も
葉
も
枯
れ
は
て
て
い
る
蓮
の
図
と

｢

根
並
荷
花
一
莖
香
、
平
生
遭
際
實
堪
傷
…
…
。｣

(

根
は
荷
花
と
並
ん
で
一
茎
香
ば
し
、
平
生
の

遭
際
実
に
傷
し
む
に
堪
え
た
り
…
…
。)

と
い
う
文
句
で
、
彼
女
の
運
命
が
表
さ
れ
て
い
る
。
更
に
第
七
十
九
回
に
は
、
賈
宝
玉
が
、
人

気
の
な
い｢

紫
菱
洲｣

の
寂
寥
感
漂
う
風
景
の
中
に
あ
る
蓼
の
花
や
香
し
い
菱
な
ど
を
見
て
、｢

池
塘
一
夜
秋
風
冷
、
吹
散�
荷
紅
玉
影
。

蓼
花
菱
葉
不
勝
愁
…
…
。｣(

池
塘
一
夜

秋
風
冷
や
や
か
に
、
吹
き
散
ら
す�
荷
紅
玉
の
影
。
蓼
花
菱
葉

愁
い
に
勝
え
ず
…
…
。)

と

吟
じ
る
場
面
が
あ
る
が
、
そ
の
終
わ
り
に
突
然
香
菱
が
現
れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
で
の
蓮
も
第
五
回
の
そ
れ
と
同
様
に
、
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美
し
く
咲
き
誇
る
蓮
で
は
な
く
、
散
っ
た
蓮
、
即
ち
、
衰
残
し
た
蓮
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

｢

衰
残
枯
死
し
た
蓮

(

９)｣

は
、
一
種
の

｢
滅
び
の
美｣

、｢

薄
命
の
美｣

の
対
象
と
し
て
詩
歌
な
ど
に
お
い
て
好
ん
で
歌
わ
れ
、
蓮
の
美
の
典
型
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
香
菱
は
、

本
妻
で
あ
る
夏
金
桂
に
い
び
ら
れ
、
終
に
は
血
の
病
で
落
命
す
る
運
命
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
香
菱
の
寂
し
く
憔
悴
し
た
、
哀
し
い
最

期
の
姿
を
表
す
の
に
、
枯
れ
た
姿
が
こ
と
さ
ら
に
印
象
的
な
蓮
花
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
菱
と
の
結
び
付
き
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
先
ず
香
菱
と
い
う
名
前
に
菱
の
字
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
他

に
も
、
彼
女
に
菱
の
象
徴
が
あ
る
こ
と
を
示
す
箇
所
は
多
い
。
そ
の
最
も
顕
著
な
例
が
、
前
述
の
第
七
十
九
回
の

｢

紫
菱
洲｣

で
賈
宝

玉
が
詩
を
吟
じ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
中
で
、
菱
は
、
か
弱
き
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
実
は
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の

菱
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
面
の
後
に
は
、
香
菱
が
本
妻
の
夏
金
桂
や
そ
の
女
中
で
あ
る
宝
蟾
の
い
じ
め
を
受
け
、
更
に
は
夫
の
薛
蟠
に

も
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
る
話
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
に
描
か
れ
る
弱
々
し
い
香
菱
の
姿
と
、
賈
宝
玉
の
詩
に
歌
わ
れ
る
か
弱
き

菱
と
は
重
な
り
合
う
も
の
が
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
だ
か
ら
こ
そ
、
香
菱
の
悲
惨
な
境
遇
が
描
か
れ
る
場
面
の
直
前
に
、
い
ま
に
も
折

れ
そ
う
な
菱
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
と
香
菱
と
が
結
び
付
い
て
い
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
探
春
の
場
合
、
彼
女
に
は
、
杏
花
と�
瑰
花
と
の
関
連
が
見
ら
れ
る
。
先
ず
杏
花

(�)

と
の
結
び
付
き
は
、
第
六
十
三
回
の
花
籤

の
場
面
で
彼
女
が
杏
花
の
籤
を
引
き
当
て
る
こ
と
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
花
籤
に
は
、｢

得
此
籤
者
、
必
得
貴
壻
…
…
。｣

と

い
う
注
が
記
さ
れ
て
お
り
、
彼
女
が
高
貴
な
婿
の
と
こ
ろ
へ
嫁
ぐ
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
探
春
は
、
遠
方
で
は
あ
る
が
、

良
家
に
嫁
ぐ
運
命
に
あ
る
。
杏
花
は
、
周
知
の
通
り
、
科
挙
と
縁
の
深
い
花
で
あ
る
こ
と
か
ら
、｢

高
貴
な
身
分
の
婿｣

の
象
徴
で
も

あ
る
の
で
、
そ
う
し
た
意
味
で
こ
の
花
と
探
春
の
運
命
と
は
重
な
り
合
う
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
こ
の
関
係
の
背
景
に
は
、

探
春
自
身
の

｢

才
の
高
さ｣

も
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
女
の
才
の
高
さ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
第
五
回
に

｢

才
自
精
明

志
自
高｣

(

才
は
自
ら
精
明

志
は
自
ら
高
し)

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
女
の
魅
力
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
即

ち
、｢

及
第
花｣

の
雅
称
を
も
つ
杏
花
は
、
探
春
自
身
の

｢

優
秀
さ｣
を
も
表
す
花
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に�
瑰
花
と
の
結
び
付
き
は
、
第
六
十
五
回
の
次
の
言
葉
か
ら
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る

(�)
。

三
姑
娘
的
渾
名
是�
瑰
花
…
…�
瑰
花
又
紅
又
香
、
無
人
不
愛
的
、
只
是
有
刺
戳
手
。(

三
番
目
の
お
嬢
様

(

探
春)

の
渾
名
は

�

瑰
花
と
い
っ
て
…
…
こ
の
花
は
赤
く
て
よ
い
香
り
が
す
る
の
で
、
誰
も
が
愛
で
ま
す
が
、
刺と

げ

が
あ
っ
て
手
を
刺
し
ま
す
。)
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探
春
の
普
段
の
人
柄
を
見
る
と
、
穏
や
か
で
物
言
い
も
お
っ
と
り
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
表
面
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

実
際
の
彼
女
は
、
か
の
王
熙
鳳
も
一
目
置
く
ほ
ど
、
非
常
に
頭
の
き
れ
る
、
決
し
て
侮
る
こ
と
の
で
き
な
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
時
に
、
彼
女
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
妻
女
達
が
甘
く
見
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
者
は
皆
手
ひ
ど
く
叱
ら
れ
、
痛
い
目
に

あ
う
の
で
あ
る
。�
瑰
花
は
、
こ
う
し
た
一
見
愛
く
る
し
い
が
、
実
は
鋭
利
な
内
面
を
持
っ
て
い
る
探
春
の
気
性
を
よ
く
表
し
て
い
る

と
言
え
る
。

以
上
、
林
黛
玉
、
香
菱
、
探
春
の
人
物
描
写
は
、
二
つ
の
花
に
よ
っ
て
、
そ
の
境
遇
や
運
命
、
性
格
、
ま
た
表
面
に
表
れ
る
気
性
と

は
違
う
内
面
な
ど
の
様
々
な
面
貌
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
と
よ
り
人
間
の
像
は
矛
盾
す
る
性
質
を
具
有
し
、
そ
の
構

造
は
極
め
て
複
雑
で
あ
る
。
曹
雪
芹
が
一
人
の
人
間
に
二
つ
の
花
の
形
象
を
付
与
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
単
純
に
は
表
す
こ
と
の
で
き

な
い
、
表
面
と
裏
面
と
を
併
せ
持
つ
人
間
の
本
質
を
よ
り
鮮
明
な
か
た
ち
で
描
き
出
そ
う
と
し
た
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。

二

薛
宝
釵
と
梨
花

(�)
前
述
し
た
よ
う
に
、
薛
宝
釵
に
は
、
彼
女
が
引
き
当
て
る
花
籤
の
牡
丹
と
は
全
く
正
反
対
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
梨
花
と
の
結
び
付
き

が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
ゆ
き
た
い
。
先
ず
、
薛
宝
釵
と
梨
花
と
の
結
び
付
き
を
示
す
例
と
し

て
、
彼
女
の
専
用
薬
で
あ
る
冷
香
丸
が
梨
の
樹
の
根
元
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
薛
宝
釵
が
賈
家
に
来
て
初

め
て
住
む
場
所
が
梨
香
院
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
更
に
ま
た
、
薛
宝
釵
の
姓
で
あ
る

｢

薛｣

が

｢

雪｣

と
音
通
で
あ
る
こ

と
も
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る

(�)
。｢

梨
雪｣

と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
梨
花
の
白
さ
は
雪
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
詩
詞
等

に
お
い
て
も
そ
う
し
た
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
程
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
薛
宝
釵
の
肌
の
色
が
殊
の
ほ
か
白
い
こ
と
も
、
彼

女
と
梨
花
と
の
結
び
付
き
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
薛
宝
釵
の
肌
の
白
さ
は
、
次
の
第
二
十
八
回
の
場
面
に
最
も
顕
著
に

示
さ
れ
て
い
る
。

寶
玉
在
傍
看
着
雪
白
一
段
酥
臂
、
不
覺
動
了
羨
慕
之
心
、
暗
暗
想
道

｢

這
個
膀
子
要
長
在
林
妹
妹
身
上
、
或
者
還
得
摸
一
摸
、
偏

生
長
在
他
身
上
。｣

(

宝
玉
は
傍
で
雪
の
よ
う
に
白
い
な
め
ら
か
な
腕
を
見
て
い
る
と
、
思
わ
ず
羨
ま
し
く
な
り
、｢

こ
の
腕
が
黛
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玉
さ
ん
に
つ
い
て
い
た
ら
、
或
い
は
ち
ょ
っ
と
撫
で
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
い
に
く
宝
釵
姉
さ
ん
の
身
体
に
つ

い
て
い
る
か
ら
な
あ
。｣

と
、
心
ひ
そ
か
に
思
い
ま
す
。)

こ
の
よ
う
に
、
梨
花
と
深
い
関
連
に
あ
る
薛
宝
釵
が
、
際
立
っ
て
色
白
で
あ
る
こ
と
は
、
甚
だ
象
徴
的
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
薛
宝
釵
は
、
し
ば
し
ば
楊
貴
妃
に
喩
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
も
ま
た
、
梨
花
と
の
関
連
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
と

い
う
の
も
、
か
の
有
名
な
長
恨
歌
で

｢

玉
容
寂
寞
涙
欄
干
、
梨
花
一
枝
春
帶
雨
。｣

(

玉
容
寂
寞
と
し
て

涙
欄
干
た
り
、
梨
花
一
枝

春
雨
を
帯
ぶ
。)
と
歌
わ
れ
て
以
来
、
楊
貴
妃
は
、
梨
花
の
象
徴
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『

紅
楼
夢』

に
お
い
て
も
、
第

十
七
・
十
八
回
に
は

｢
梨
花
春
雨｣

と
書
か
れ
た
額
が
あ
り
、
第
二
十
八
回
に
は
、
宋
・
秦
観
の

｢

鷓
鴣
天｣

詞
の

｢

雨
打
梨
花
深
閉

門

(�)｣
と
い
う
文
句
が
見
え
、
雨
に
打
た
れ
た
梨
花
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
に
楊
貴
妃
は
直
接
関
係
し
て
い
な
い
が
、｢

梨

花
春
雨｣

と
い
え
ば
、
必
ず
そ
の
背
景
に
は
楊
貴
妃
の
こ
と
が
思
い
浮
か
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
楊
貴
妃
は
、
馬
嵬
の
変
に
お
い

て
梨
花
の
樹
の
下
で
落
命
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が

(�)
、『

紅
楼
夢』

で
は
、
こ
の
馬
嵬
の
こ
と
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
即
ち
、
第
五
十

一
回
に
見
え
る

｢

馬
嵬
懷
古｣

と
い
う
次
の
詩
が
そ
れ
で
あ
る
。

寂
寞
脂
痕
漬
汗
光
、

寂
寞
た
る
脂
痕

汗
に
漬
り
て
光
り
、

温
柔
一
旦
付
東
洋
。

温
柔

一
旦
に
し
て
東
洋
に
付
す
。

只
因
遺
得
風
流
跡
、

只
だ

風
流
の
跡
を
遺
し
得
た
る
に
因
り
て
、

此
日
衣
衾
尚
有
香
。

此
の
日
も

衣
衾
に

尚
お
香
有
り
。

こ
こ
に
、
梨
花
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
馬
嵬
と
い
え
ば
、
や
は
り
梨
花
の
樹
の
下
で
落
命
し
た
楊
貴
妃
の
姿
が
連

想
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
決
定
的
に
裏
付
け
る
証
左
と
は
言
い
難
い
が
、
曹
雪
芹
の
祖
父
で
あ
る
曹
寅
に
、｢

梨
花｣

詩

(｢

詠
花
信
廿
四
首｣

の
第
十
六
首
。『

楝
亭
詩
別
集

(�)』
巻
一
に
収
め
る)
が
あ
り
、
そ
こ
に
、

斷
送
一
生
常
是
涙
、

一
生
を
断
送
し

常
に
是
れ
涙
、

洗
妝
難
破
馬
嵬
愁
。

洗
妝
破け

し
難
し

馬
嵬
の
愁
。

と
、
馬
嵬
の
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
薛
宝
釵
に
は
梨
花
と
の
結
び
付
き
が
見
ら
れ
、
そ
の
こ
と
は
、
彼
女
が
喩
え
ら
れ
る
楊
貴
妃
と
梨
花
と
の
つ
な
が
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り
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る

(�)
。
そ
れ
で
は
一
体
、
薛
宝
釵
の
梨
花
は
、
彼
女
の
ど
の
よ
う
な
特
質
を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

梨
花
の
意
味
す
る
も
の
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
叙
述
の
都
合
上
、
そ
の
こ
と
を
述
べ
る
前
に
、
梨
花
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
瞥
見
し

て
お
き
た
い
。
な
お
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
詩
詞
等
に
お
け
る
梨
花
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
紹
介
を
割
愛
し
、
本
稿
で

は
、
明
清
の
戯
曲
や
小
説
の
そ
れ
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

三

明
清
の
戯
曲
や
小
説
に
お
け
る
梨
花

梨
花
は
、
牡
丹
や
梅
花
等
の
花
に
比
べ
る
と
、
用
い
ら
れ
る
頻
度
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
け
れ
ど
も
、
決
し
て
少
な
い
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
小
説
や
戯
曲
な
ど
に
お
い
て
、
梨
花
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
る
と
、
概
ね
、
以
下
の
よ
う
に
大
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
①
孤
独
感
、
寂
寞
感
、
悲
哀
感
、
恨
み
や
愁
い
、
儚
い
感
情
と
梨
花
と
が
結
び
付
い
て
い
る
例
。
②

『

長
恨
歌』

の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、｢

雨
打
梨
花｣

を
薄
幸
な
女
性
に
重
ね
合
わ
せ
る
例
。
③
雪
の
降
る
様
子
を
梨
花
の
花
び
ら
が
舞
い
散

る
様
に
喩
え
る
例
。
④
戦
い
の
様
子
を
梨
花
の
花
び
ら
が
舞
い
散
る
様
に
喩
え
る
例
。
⑤
色
の
白
い
美
女
を
喩
え
る
の
に
梨
花
を
用
い

る
例
。
⑥
唐
の
王
建
が
夢
に
梨
花
を
見
た
故
事
か
ら
、｢

梨
花
夢｣

、｢

梨
花
雲｣

で
夢
境
を
表
す
例

(�)

。

以
上
の
う
ち
、
③
、
④
、
⑤
は
視
覚
的
な
も
の
、
⑥
は
夢
の
こ
と
を
い
う
例
な
の
で
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本

稿
は
、
①
、
②
の
例
を
中
心
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る

(�)
。
こ
れ
ら
は
、
梨
花
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
鮮
明
に
表
す
も
の
と
し
て
注
目
さ

れ
る
。

①
孤
独
感
、
寂
寞
感
、
悲
哀
感
、
恨
み
や
愁
い
、
儚
い
感
情
と
梨
花
と
が
結
び
付
い
て
い
る
例

小
説
や
戯
曲
な
ど
に
お
い
て
よ
く
見
ら
れ
る
場
面
の
一
つ
に
、
夫
婦
、
あ
る
い
は
恋
人
関
係
に
あ
る
男
女
が
何
ら
か
の
事
情
で
別
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
悲
し
み
や
苦
し
み
、
孤
独
感
、
寂
寥
感
と
い
っ
た
別
れ
に
伴
う
様
々
な
感

情
が
描
か
れ
る
が
、
梨
花
は
そ
う
し
た
感
情
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
幾
つ
か
例
を
挙
げ
れ
ば
、
例
え
ば
、
明
・

沈
受
先

『

三
元
記』

第
二
十
一
出

｢

歸
槽｣

に
は
、
都
に
行
っ
た
夫
を
想
う
馮
妻
の
孤
独
感
を
表
す
の
に
、｢

思
藁
砧
、
慕
藁
砧
、
一
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片
梨
花
白
繞
銀
、
孤
眠
擁
翠
衾
。｣

と
あ
る
し
、
明
・
鄭
若
庸
の

『

玉�
記』

第
四
出

｢

送
行｣

で
は
、
主
人
公
の
王
商
が
受
験
の
た

め
に
妻
と
別
れ
て
都
へ
旅
立
つ
際
、｢

怕
清
宵
漏
永
、
怕
清
宵
漏
永
、
綉
被
擁
鷄
声
、
梨
花
月
痕
冷
。｣

と
い
う
場
面
が
あ
る
。
ま
た
、

明
・
陳
汝
元『

金
蓮
記』

第
八
出｢

外
謫｣

に
は
、
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
い
た
蘇
軾
と
妻
の
王
氏
が
や
っ
と
再
会
で
き
た
場
面
で
、
王
氏

が
蘇
軾
に
、｢
相
公
、
我
在
家
中
呵
、
閑
青
粉
、
冷
翠
鈿
、
梨
花
門
掩
度
芳
年
。｣

と
、
一
人
寂
し
く
過
ご
し
て
い
た
間
の
こ
と
を
い
う
。

こ
う
し
た
別
れ
の
場
面
以
外
で
も
、
梨
花
は
、
悲
し
み
や
愁
い
、
寂
寥
感
と
い
っ
た
負
の
感
情
を
表
す
花
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。
例
え
ば
、
明
・
湯
顕
祖
の

『

牡
丹
亭
還
魂
記』

二
十
四
出

｢

拾
畫｣

に
は
、
柳
夢
梅
が
旅
先
で
鬱
々
と
し
て
い
る
場
面
に
、

｢

脉
脉
梨
花
春
院
香
、
一
年
愁
事
費
商
量
。
不
知
柳
思
能
多
少
、
打
迭
腰
肢�
沈
郎
。｣

と
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く

『

牡
丹
亭』

二
十
七

出

｢

魂
遊｣

に
は
、
杜
麗
娘
の
亡
魂
が
、
以
前
に
住
ん
で
い
た
屋
敷
の
荒
れ
果
て
た
様
子
を
見
て
、
悲
し
み
に
涙
を
流
す
場
面
が
あ
る

が
、
そ
こ
に

｢

冷
冥
冥
、
梨
花
春
影
。｣

と
あ
る
。
こ
の
他
、
清
・�
李
烟
水
散
人
編
の

『

合
浦
珠

(�)』

第
三
回
に
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
素

馨
こ
と
友
梅
が

｢

春
閨
怨｣

と
い
う
詞
の
中
で

｢

門
掩
梨
花
、
燕
子
重
来
了
、
鸞
鏡
空
留
匣
、
春
山
久
不
描
。｣

と
唄
う
場
面
が
あ
り
、

こ
こ
で
は
梨
花
が
寂
寞
感
を
伴
う
花
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
恋
の
愁
い
を
表
す
の
に
梨
花
が
用
い
ら
れ
る
例
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
元
・
王
実
甫
の

『

西
廂
記』

第
一
出

｢

佛
殿
奇
逢｣

に
は
、
張
君
瑞
が
崔
鶯
鶯
に
一
目
惚
れ
す
る
も
、
そ
の
後
、
姿
が
見
え
ず
や
き
も
き
す
る
場
面
に
、｢

門
掩
着
梨
花
深
院
、

粉
墻
兒
高
似
青
天
…
…
。｣

と
あ
る
し
、
ま
た
、
明
・
汪
廷
訥
の

『

種
玉
記』

第
六
出

｢

箋
允｣

に
も
、
衛
少
児
が
霍
仲
孺
に
心
奪
わ

れ
、
彼
を
想
う
場
面
に
、｢

一
搦
腰
肢
東
風
軟
、
怕
入
梨
花
院
。
春
深
怯
杜
鵑
、
痩
不
勝
衣
、
多
愁
多
怨
。｣

と
あ
る
。
更
に
ま
た
、
明
・

徐
復
祚

『

紅
梨
記』

第
十
一
出

｢

錯
認｣

に
も
、
趙
伯
疇
が
素
秋
を
必
死
に
捜
し
回
る
場
面
に
、｢

素
秋
、
我
與�
這
等
無
縁
、
似
黄

昏
門
掩
梨
花
院
、
人
不
見
、
月
空
懸
。｣

と
あ
る
。

②｢

長
恨
歌｣

の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、｢

雨
打
梨
花｣

を
薄
幸
な
女
性
に
重
ね
合
わ
せ
る
例

｢

長
恨
歌｣

で
雨
に
打
た
れ
る
梨
花
に
涙
を
流
す
楊
貴
妃
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
以
来
、
梨
花
は
、
涙
を
流
す
美
人
や
寂
莫
た
る
美
人
、

悲
し
み
の
美
人
と
い
っ
た
哀
愁
漂
う
美
人
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
小
説
や
戯
曲
に
お
い
て
も
同
様
で
、
例

え
ば
、『

種
玉
記』

第
十
出

｢

愴
別｣

に
は
、
霍
仲
孺
が
衛
少
児
の
泣
く
姿
を
見
て
、｢
我
聞
伊
此
言
不
勝
咽
哽
、
怎
忍
見
湿
梨
花
泪
雨
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傾
、
更
難
當
嬌
啼
百
囀
鶯
。｣

と
い
う
場
面
が
あ
る
し
、
明
・
范
受
益
の

『

尋
親
記』

第
八
出

｢

移
屍｣

に
も
、
帰
ら
ぬ
夫
を
待
つ
郭

氏
の
寂
寞
な
様
子
を
表
す
場
面
に
、｢

風
動
柴
門
客
到
家
、
瀟
瀟
疏
雨
打
梨
花
。｣

と
あ
る
。
更
に
ま
た
、
明
・
湯
顕
祖
の

『

紫
簫
記』

第
二
十
四
出

｢

送
別｣

に
も
、
夫
の
十
郎
と
別
れ
る
に
あ
た
り
涙
を
流
す
小
玉
の
様
子
を
表
す
の
に
、｢

冰
壺
迸
裂
薔
薇
露
、
闌
干
碎

滴
梨
花
雨
、
鮫
盤
濺
湿
紅�
霧
。｣

と
あ
る

(�)
。

こ
の
よ
う
に
哀
愁
漂
う
美
女
を
象
徴
す
る
他
、
雨
に
打
た
れ
る
梨
花
は
、
美
女
の
衰
弱
し
た
姿
や
そ
の
死
を
表
す
こ
と
も
あ
る

(�)

。
例

え
ば
、
明
・
楊
柔
勝
の

『

玉
環
記』

第
十
三
出

｢

玉
簫
女
亡｣

に
は
、
韋
皋
を
想
う
玉
簫
が

｢

韋
皋｣

の
名
前
を
涙
な
が
ら
に
叫
び
、

落
命
す
る
様
子
を
表
す
の
に
、｢

落
雁
沈
魚
嬌
無
比
、
一
旦
成
虚
廢
、
梨
花
帶
雨
飛
。｣

と
あ
る
し
、
明
・
王
濟
の

『

連
環
記

(�)』

第
二
十

六
齣

｢

擲
戟｣

に
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
貂
蝉
が
自
ら
死
の
う
と
す
る
場
面
に
、｢

香
褪
了
含
宿
雨
梨
花
貌
、
帶
寛
了
舞
東
風
楊
柳
腰
。
不

能�
畫
春
山
眉
黛
巧
、
羞
見�
轉
秋
波
顔
色
嬌
。｣

と
あ
る
。
更
に
ま
た
、
清
・
封
雲
山
人
の

『

鉄
花
仙
史

(�)』

第
三
回
に
も
、
夏
瑤
枝

の
や
つ
れ
た
様
子
を
表
す
の
に
、｢
…
…
看
瑤
枝
微
帶
慘
容
、
如
臨
風
弱
柳
、
含
雨
梨
花
、
甚
覺
可
憐
。｣

と
あ
る

(�)

。

そ
の
他
、
楊
貴
妃
そ
の
も
の
と
梨
花
と
を
結
び
付
け
て
、
美
人
の
憔
悴
し
た
姿
を
表
す
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、『

西
廂
記』

第
七

出

｢

夫
人
停
婚｣

に
は
、
母
親
の
心
変
わ
り
に
よ
っ
て
張
君
瑞
と
の
結
婚
が
で
き
ず
、
崔
鶯
鶯
が
悲
し
む
場
面
に
、｢

玉
容
寂
寞
梨
花

朶｣

と
あ
る
し
、
ま
た
、
明
・
顧
大
典
の

『
青
衫
記』

第
八
出

｢

蛮
素
聞
捷｣

に
も
、
樊
素
と
小
蛮
が
行
方
の
知
れ
ぬ
白
楽
天
を
想
う

あ
ま
り
憔
悴
す
る
場
面
に
、｢

懶
梳
雲
鬢
、
懶
貼
翠
鈿
、
玉
容
憔
悴
梨
花
面
。｣

と
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
梨
花
は
、
別
れ
の
場
面
や
恋
煩
い
の
場
面
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
、
そ
う
し
た
場
面
に
伴
う

｢

孤
独｣

、｢

悲

哀｣

、｢

寂
寞｣

、｢

愁
思｣

と
い
っ
た

｢

負
の
感
情｣

を
表
す
花
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
梨
花
に
女
性
が
重
ね
ら
れ
る
場
合
、

｢

長
恨
歌｣

の
楊
貴
妃
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、｢

寂
寥｣

、｢

憔
悴｣
、｢
孤
独｣

と
い
っ
た
薄
幸
な
女
性
で
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。
全
般
的
に
梨
花
は
、｢

負
の
イ
メ
ー
ジ｣

を
表
す
花
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
も
そ
も
梨
花
は
、
色
の
な
い
白

色
の
花
を
他
の
花
々
が
舞
い
散
る
春
の
終
わ
り
、
所
謂

｢

落
花
の
季
節｣
に
咲
か
せ
る
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
。
加
え
て
、｢

梨｣

の

音
が

｢

離｣

と
同
音
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
し
ば
し
ば
二
人
の
離
別
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
示
せ
ば
、
例
え

ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
楊
貴
妃
が
落
命
し
た
の
は
梨
花
の
樹
の
下
と
さ
れ
る
が
、
梨
花
で
あ
る
所
以
は
そ
れ
に

｢

離
別｣

の
寓
意
が

あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
諸
例
の
よ
う
に
、
別
れ
の
場
面
で
梨
花
が
頻
見
す
る
の
も
、
同
様
の
理
由
に
よ
る
で
あ
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ろ
う
。
即
ち
梨
花
は
、
そ
の
外
観
の
表
す
イ
メ
ー
ジ
、
花
そ
の
も
の
が
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
い
ず
れ
も
人
の
哀
感
を
そ
そ
る
花
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

ま
と
め

薛
宝
釵
は
、
林
黛
玉
と
違
い
、
屋
敷
に
は
母
親
と
兄
と
一
緒
に
居
住
し
て
お
り
、
金
銭
的
に
も
余
裕
が
あ
る
。
ま
た
、
性
格
も
お
お

ら
か
で
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
皆
か
ら
愛
さ
れ
、
そ
の
境
遇
は

｢

高
貴｣

、｢

華
麗｣

と
言
え
る
。
し
か
し
ま
た
一
方
で
、
夫
と
な
る
賈

宝
玉
が
林
黛
玉
を
愛
し
つ
づ
け
、
終
い
に
は
彼
に
棄
て
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う

｢

冷
寞｣

、｢

寂
寥｣

な
運
命
に
も
あ
る
。
思
う
に
、
梨

花
は
、
こ
の
薛
宝
釵
の
華
や
か
な
面
と
は
別
の
も
う
一
つ
の
面
、
即
ち

｢

負
の
側
面｣

を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
女
の
表
象
と
も
言
う
べ
き
冷
香
丸
は
、
梨
花
の
樹
木
の
下
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
第

五
回
の
金
陵
十
二
釵
図
に
お
い
て
薛
宝
釵
の
運
命
は
、
雪
の
中
に
金
釵
が
落
ち
て
い
る
図
と

｢

金
簪
雪
裏
埋｣

と
い
う
文
句
で
暗
示
さ

れ
て
い
る
。
図
と
文
句
は
、
彼
女
が
金
玉
縁
に
よ
っ
て
賈
宝
玉
と
結
ば
れ
る
も
の
の
、
結
局
は
空
し
い
結
婚
生
活
を
送
る
こ
と
を
表
し

て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
彼
女
の

｢

空
虚｣

、｢

寂
寞｣

と
も
言
え
る
運
命
が

｢

雪
裏
埋｣

と
い
う
形
で
示
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
雪
と
梨
花
と
は
重
ね
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
と
す
れ
ば
、｢

雪
中
に
埋
も
れ
る｣

と
い
う
こ

と
と

｢

梨
花
の
樹
下
に
埋
め
ら
れ
る｣

と
い
う
こ
と
と
は
、
一
脈
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、｢

雪
中
に
埋

も
れ
る｣

が
如
き
薛
宝
釵
の
悲
惨
な
運
命
は
、｢

梨
花
の
樹
の
下
に
埋
め
ら
れ
る｣

冷
香
丸
に
よ
っ
て
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
厳
密
に
言
え
ば
、
雪
と
梨
花
と
は
異
な
る
物
体
で
あ
る
し
、
冷
香
丸
が
梨
花
の
樹
の
下
に
埋
め
ら
れ
る
の

は
、
医
学
的
な
効
用
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、｢

雪｣

と

｢
梨
花｣

、
こ
の
相
似
す
る
二
つ
の
物
体
い
ず
れ
も
が
、
薛
宝
釵
の

象
徴
物
を

｢

埋｣

め
て
い
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
単
な
る
偶
然
に
し
て
は
不
自
然
で
あ
り
、
曹
雪
芹
の
故
意
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。

文
学
作
品
に
お
い
て
、
登
場
人
物
の
人
物
像
を
よ
り
立
体
的
に
、
重
層
的
に
造
型
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
気
性
を
表
す
典
型
的

な
も
の
、
即
ち
そ
の
人
物
の
象
徴
と
な
る
要
素
を
取
り
込
む
こ
と
は
よ
く
見
ら
れ
る
。『
紅
楼
夢』

の
場
合
、
そ
の
要
素
の
一
つ
が
花
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で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
人
に
よ
っ
て
は
一
花
の
み
で
は
な
く
幾
つ
か
の
花
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
一
人

の
人
間
が
幾
つ
か
の
花
に
よ
っ
て
喩
え
ら
れ
る
と
い
う
現
象
は
、
歴
史
上
の
有
名
人
物
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

楊
貴
妃
を
例
に
挙
げ
る
と
、
人
を
魅
了
す
る
妖
艶
な
姿
に
は
牡
丹
や
海
棠
の
形
象
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
し
、
悲
し
み
に
憔
悴
し
た
姿
に

は
梨
花
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
薛
宝
釵
と
い
う
一
人
の
女
性
に
、
牡
丹
と
梨
花
と
い
う
正

反
対
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
二
つ
の
花
が
結
び
付
い
て
い
る
の
は
、
却
っ
て
複
雑
な
性
格
を
持
つ
現
実
の
人
間
を
形
象
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注

(

１)
『

紅
楼
夢』

の
花
に
関
す
る
主
な
論
文
に
、
周�
氏｢

人
生
是
花
―
試
論『

紅
楼
夢』

中
的
花｣

(『

紅
楼
夢
学
刊』

一
九
八
六
年
第
一
輯)

、

合
山
究
氏

｢『

紅
楼
夢』

と
花｣

(『
紅
楼
夢
新
論』

所
収
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年)

、
伊
藤
漱
平
氏

｢『

紅
楼
夢』

に
於
け
る
象
徴
と

し
て
の
芙
蓉
と
蓮
と
―
林
黛
玉
、
晴�
竝
び
に
香
菱
の
場
合｣

(

日
本
中
国
学
会

『

日
本
中
国
学
会
創
立
五
十
年
記
念
論
文
集』

、
汲
古

書
院
、
一
九
九
八
年)

、
森
中
美
樹
氏

｢『
紅
楼
夢』

に
お
け
る
情
愛
描
写
と
桃
花｣

(

中
国
中
世
文
学
会

『

中
国
中
世
文
学
研
究』

第
四

十
七
号
、
二
〇
〇
五
年)

が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
他
、『

紅
楼
夢』

百
二
十
回
に
描
出
さ
れ
て
い
る
植
物
を
カ
ラ
ー
写
真
付
き
で
紹
介
す

る
潘
富
俊
氏

『

紅
楼
夢
植
物
図
鑑』

(

猫
頭
鷹
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年)

も
あ
る
。

(

２)
｢『

紅
楼
夢』

薛
宝
釵
の
人
物
像
に
お
け
る
牡
丹
花
の
投
影
―
白
牡
丹
と
の
関
連
を
中
心
と
し
て
―｣

(

九
州
中
国
学
会

『

九
州
中
国
学
会

報』

第
四
十
二
巻
、
二
〇
〇
四
年)

。

(

３)

こ
の
場
面
で
は
、
皆
が
薛
宝
釵
に

｢

ち
ょ
う
ど
ぴ
っ
た
り
だ
わ
、
あ
な
た
に
は
牡
丹
の
花
が
ふ
さ
わ
し
い
わ
。｣

と
言
う
。

(

４)

芙
蓉
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
論
文

(

注
１)

に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
な
お
伊
藤
氏
は
、
林
黛
玉
の
芙
蓉
を
木
芙
蓉
と
解
さ

れ
て
い
る
。

(

５)

陳
慶
浩
編
著

『

新
編
石
頭
記
脂
硯
齊
評
語
輯
校』

(

中
国
友
誼
出
版
公
司
、
一
九
八
七
年)

。

(

６)

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
張
慶
善
氏

｢

説
芙
蓉｣

(『

紅
楼
夢
学
刊』

、
一
九
八
四
年
第
四
輯)

に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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(
７)

注
２
拙
稿
参
照
。

(
８)

例
え
ば
、
清
・
李
漁

『

閑
情
偶
寄』

の
巻
十
三
、
種
植
部
木
本
第
一
桃
の
箇
所
に

｢

…
…
而
寿
之
極
短
者
亦
莫
過
于
桃
、｢

紅
顔
薄
命｣

之
説
、
単
爲
此
種
。｣

と
あ
る
。

(

９)
こ
う
し
た
蓮
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
市
川
桃
子
氏

｢

古
典
詩
の
中
の
は
す
―
荷
衰
へ
芙
蓉
死
す
―｣

(

日
本
中
国
学
会

『

日
本
中
国

学
会
報』
第
四
十
二
集
、
一
九
九
〇
年)

に
詳
し
い
。

(

10)

杏
花
に
つ
い
て
の
主
な
論
考
に
、
竹
村
則
行
氏

｢

一
生
心
事
杏
花
詩
―
元
好
問
の
杏
花
詩
に
つ
い
て
―｣

(

九
州
大
学
文
学
部

『

九
州
文

化
史
研
究
所
紀
要』

第
三
十
六
号
、
一
九
九
一
年)

、
矢
嶋
美
都
子
氏

｢

漢
詩
に
於
け
る
杏
花
の
イ
メ
ー
ジ
の
變
遷｣

(

日
本
中
国
学
会

『

日
本
中
国
学
会
報』
第
四
十
三
集
、
一
九
九
一
年)

が
あ
る
。

(

11)
『

紅
楼
夢』

の
底
本
に
は
、
兪
平
伯
校
訂『

紅
楼
夢
八
十
回
校
本』

全
四
冊(

人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
初
刊
は
一
九
五
八
年)

を
使
用
し
、
本
文
の
訳
は
伊
藤
漱
平
訳

『

紅
楼
夢』

(

平
凡
社
、
一
九
九
六
〜
九
七
年)

を
参
照
し
た
。

(

12)

筆
者
は
、
先
に

｢『

紅
楼
夢』

と
五
行
思
想
―
薛
宝
釵
の

｢

金｣

、
林
黛
玉
の

｢

木｣

を
中
心
に
―｣

(

九
州
中
国
学
会

『

九
州
中
国
学
会

報』

第
四
十
三
巻
、
二
〇
〇
五
年)
に
お
い
て
、
薛
宝
釵
と
白
色
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
。
梨
花
は
白
色
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本

稿
に
は
前
稿
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
。

(

13)

こ
の
よ
う
な
薛
宝
釵
に
お
け
る
雪
と
梨
花
と
の
結
び
付
き
に
つ
い
て
は
、
護
花
主
人

(

王
希
廉)

『

三
家
評
本
紅
樓
夢』

(

原
名

『�

評

補
像
全
圖
金
玉
縁』

、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年)

に
も

｢

梨
花
如
雪
、
梨
香
院
正
好
住
薛
宝
釵
。｣

(

第
四
回)

と
い
う
評
が
あ

り
、
従
来
の
論
者
も
着
目
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

(

14)

こ
の
句
は
同
じ
く
秦
観
の

｢

憶
王
孫｣

詞
に
も
見
ら
れ
る
が
、｢
憶
王
孫｣

詞
を
李
重
元
の
作
品
と
す
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
。

(

15)

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、｢

楊
太
真
外
伝｣

(

巻
下)

に

｢

力
士
遂
縊
於
佛
堂
前
之
梨
樹
下
。｣

と
あ
り
、『

唐
國
史
補』

(

巻
上)

に
も

｢

玄
宗
幸
蜀
、
至
馬
嵬
驛
、
命
高
力
士
縊
貴
妃
于
佛
堂
前
梨
樹
下
。｣
と
あ
る
。
ま
た
、『

紅
楼
夢』

中
に
度
々
引
用
さ
れ
る

『

長
生
殿』

に
お
い
て
も
、
楊
貴
妃
は
梨
花
の
樹
の
下
で
殺
さ
れ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
楊
貴
妃
の
死
に
関
し
て
は
、
他
に
服
毒

説
や
惨
殺
説
な
ど
が
あ
り
、
確
実
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。

(

16)
『

楝
亭
集』

(

上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
七
八
年)

所
収
。
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(
17)

薛
宝
釵
と
楊
貴
妃
と
梨
花
と
の
結
び
付
き
に
つ
い
て
は
、
太
平�

人

(

張
新
之)
『

三
家
評
本
紅
樓
夢』

(

注
13)

に
、｢

三
十
回
寶
玉
以

釵
比
楊
妃
、
梨
花
樹
下
、
楊
妃
埋
玉
之
所
也
。｣

(

第
七
回)

と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
沈
治
釣
氏

(｢

從
會
芳
園
到
大
觀
園｣

(『

紅

楼
夢
学
刊』

、
二
〇
〇
一
年
第
四
輯)

も
、
薛
宝
釵
と
冷
香
丸
、
楊
貴
妃
と
梨
と
の
関
連
か
ら
、
楊
貴
妃
と
薛
宝
釵
と
の
結
び
付
き
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

(

18)

こ
れ
ら
の
他
に
も
、
月
の
白
さ
を
表
す
の
に
梨
花
が
用
い
ら
れ
る
例
、
艶
っ
ぽ
い
場
面
に
梨
花
が
用
い
ら
れ
る
例
等
が
あ
る
。

(

19)

梨
花
の
用
例
は
、
主
に

『

六
十
種
曲』

(

テ
キ
ス
ト
は
、『

六
十
種
曲
評
注』

黄
竹
三
・
馮
俊
傑
主
編
、
吉
林
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
一

年
を
使
用)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
戯
曲
か
ら
の
も
の
が
多
い
が
、
こ
の
他
に
も
、
明
清
の
主
な
小
説
や
戯
曲
を
調
査
す
る
に
あ
た
り
、

『

明
清
言
情
小
説
大
観』

(

殷
国
光
・
叶
君
遠
主
編
、
華
夏
出
版
社
、
一
九
九
三
年)

や
、
中
華
書
局
出
版
の｢

明
清
伝
奇
選
刊｣

シ
リ
ー

ズ

(

一
九
八
八
年
〜)
、
春
風
文
芸
出
版
社
出
版
の

｢

明
末
清
初
小
説
選
刊｣

シ
リ
ー
ズ

(

一
九
八
一
年
〜)

等
を
使
用
し
た
。

(

20)
『

明
清
言
情
小
説
大
観』

(

注
19)
所
収
。

(

21)

同
じ
湯
顕
祖
に
よ
る

『

紫
釵
記』
第
二
十
五
出

｢

折
柳
陽
關｣

に
も
、
李
生
と
別
れ
る
に
あ
た
り
、
霍
小
玉
が
涙
を
流
す
様
子
を
表
す

の
に
、｢

冰
壺
迸
裂
薔
薇
露
、
闌
干
碎
滴
梨
花
雨
、
珠
盤
濺
湿
紅
銷
霧
。｣

と
あ
る
。

(

22)

梨
花
自
体
で
衰
弱
し
た
美
女
の
姿
を
表
す
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、
明
・
楊�
の

『

龍
膏
記』

第
七
出

｢

閨
病｣

に
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
元

湘
英
が
病
で
衰
弱
し
、
そ
の
寂
寞
な
様
子
を
表
す
の
に
、｢

…
…
寂
寞
炉
煙
冷
、
睡
怯
梨
花
渾
未
醒
。｣

と
あ
り
、
清
・�
士
銓
の

『

臨

川
夢』

第
二
十
齣

｢

了
夢｣

に
は
、
婁
江
の
今
に
も
死
に
そ
う
な
姿
を
表
す
の
に
、｢

慘
慘
戚
戚
枯
梨
貌
、
淒
淒
楚
楚
病
楊
腰
。｣

と

あ
る
。

(

23)
『

連
環
記』
｢

明
清
伝
奇
選
刊

(

注
19)｣

(

張
樹
英
点
校
、
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年)

。

(

24)
『

鉄
花
仙
史』

｢

明
末
清
初
小
説
選
刊

(

注
19)｣

(

沈
錫
麟
校
点
、
春
風
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
五
年)

。

(

25)

因
み
に
、｢

雨
打
梨
花｣

が
女
性
で
は
な
く
、
場
面
全
体
の
寂
寥
な
雰
囲
気
を
表
す
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
も
多
々
見
ら
れ
る
。
そ

の
場
合
に
特
徴
的
な
の
が
、｢

長
恨
歌｣

を
ふ
ま
え
た
古
人
の
詩
詞
の
句
、
中
で
も
前
に
述
べ
た
宋
・
秦
観
の

｢

鷓
鴣
天｣

詞
の

｢

雨
打

梨
花
深
閉
門｣

の
句
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
か
ら
、
一
例
だ
け
を
挙
げ
れ
ば
、
例
え
ば
、『

西
廂

記』

第
五
出

｢

白
馬
解
圍｣

に
は
、
崔
鶯
鶯
が
恋
の
悲
し
み
に
気
が
ふ
さ
ぐ
場
面
に

｢
雨
打
梨
花
深
閉
門｣

と
あ
る
。
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