
菊
の
木
花
佐
久
耶
姫
と

牡
丹
と
葵
の
篤
姫

十
五
回
生

伊

藤

綾

子

(
山
崎
)
在
福
岡

木
花
佐
久
耶
姫
(
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
、
サ
ク
は
原
典
で
は

開
、
あ
る
い
は
咲
の
字
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
)
と
い
う
美

し
い
名
前
の
姫
君
は
現
理
基
命
(
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
)
の
嫡
妻
で
、

富
士
山
の
女
神
で
も
あ
る
。
姫
は
天
照
大
神
(
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
ウ

ミ
カ
ミ
)
の
孫
で
あ
る
寝
理
墓
命
と
笠
沙
岬
(
カ
サ
サ
ノ
ミ
サ
キ
)

で
出
会
う
。
笠
沙
岬
は
薩
摩
半
島
の
最
南
端
の
小
さ
な
半
島

で
、
隼
人
族
の
本
拠
地
の

一
つ
で
あ
る
。
寝
車
整
命
は
こ
こ
で
木

花
佐
久
耶
姫
に
プ
ロ
ポ
ー
ズ
し
た
。
神
話
の
伝
説
に
は
、
現
実
に

は
考
え
ら
れ
な
い
話
が
多
い
が
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
事
実
が
隠

さ
れ
て
い
る
の
で
、
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
奇
妙
な
こ
と
が
沢
山
あ
る
。
例
え
ば
天
照
大
神
は
女
神
と
さ

れ
て
い
る
が
、
夫
の
名
前
は
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
ど
こ
に
も
書

い
て
い
な
い
。
天
照
大
神
が
女
神
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

メ
)
を
要
り
、
生
ま
れ
た
の
が
一
一
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
で
あ
る
。
天
照
大

神
は
嫡
男
オ
シ
ホ
ミ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
を
地
上
に
降
ろ
し
て
支
配
さ
せ

よ
う
と
す
る
が
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
自
分
の
代
わ
り
に
生
ま
れ
た
ば

か
り
の
赤
ん
坊
の
ニ
ニ
ギ
を
行
か
せ
た
い
と
申
し
出
る
。
こ
れ
が

ま
た
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
だ
が
、
当
時
地
上
に
は
高
天
原
へ
の

反
抗
勢
力
が
は
び
こ
り
、
さ
ば
め
い
て
い
て
、
何
人
か
の
使
者
を

送
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
追
い
返
さ
れ
て
き
た
。
出
雲
族
以
外
の
諸

ま

つ
る

族
は
服
従
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
天
照
大
神
か
ら
授
か
っ

た
三
種
の
神
器
を
携
え
、
五
人
の
従
者
に
守
ら
れ
て
、

ゐ
ま

い

わ

〈

ら

や

へ

天
の
石
位
を
離
れ
、
天
の
八
重
た
な
雲
を
押
し
分
け
て
、

っ

ち

わ

ち

わ

稜
威
の
道
別
き
道
別
き
て
、
天
の
浮
橋
に
う
き
じ
ま
り
、

そ
り
立
た
し
て
、
竺
紫
(
ツ
ク
シ
)
の
日
向
(
ヒ
ム
カ
)
の
高
千

み
ね

穂
(
タ
カ
チ
ホ
)
の
く
じ
ふ
る
嶺
に
天
降
り
ま
さ
し
め
き
。

(
古
事
記
)

ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
そ
の
と
き
、
「
此
地
は
韓
国
(
カ
ラ
ク
ニ
)
に

み

さ

倉

重

き

と

お

た

だ

さ

向
ひ
、
笠
沙
の
御
前
を
真
来
通
り
て
、
朝
日
の
直
刺
す
園
、
タ

ひ

て

い

と

よ

日
の
日
照
る
固
な
り
。
此
地
は
甚
吉
き
地
。
」
と
言
っ
て
こ
こ
に

た
の
は
、
明
治
以
後
だ
と
い
う
説
も
あ
る
。

佐
藤
弘
夫
著
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
変
貌
』
(
法
蔵
館
、
N

。
。
斗
年
)
に

よ
れ
ば
、
長
谷
寺
の
十

一
面
観
音
の
右
脇
侍
と
し
て
雨
宝
童
子

立
像
が
あ
る
。
そ
の
頭
上
の
扇
額
に
「
天
照
皇
太
神
」
の
文
字
が

書
い
て
あ
る
が
、
そ
の
童
子
は
髪
を
み
ず
ら
に
結
い
、
左
手
に
宝

棒
、
右
手
に
宝
珠
を
も
ち
、
明
ら
か
に
男
子
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
、
奈
良
の
談
山
神
社
に
室
町
時
代
の
「
三
十
番
神
絵
」
が

あ
り
、
そ
こ
に
天
照
大
神
が
烏
帽
子
に
狩
衣
の
男
子
像
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
男
子
の
衣
装
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
男
子
と

決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
須
左
之
男
命
(
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ

ト
)
が
根
の
国
に
追
放
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
ミ
コ
ト
は
姉
?
の

天
照
大
神
に
挨
拶
し
よ
う
と
高
天
原
(
タ
カ
マ
ガ
ハ
ラ
)
に
の
ぼ
っ

て
き
た
。
大
神
は
弟
を
疑
っ
て
、
弟
と
戦
う
べ
く
髪
を
み
ず
ら
に

結
い
、
武
装
し
て
待
ち
構
え
て
い
た
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
両
性
具
有

の
神
と
す
る
説
も
あ
る
。

天
照
大
神
に
は
御
子
が
あ
っ
て
、
嫡
男
を
正
勝
吾
勝
勝
速
日

天
忍
穂
耳
命
(
マ
サ
カ
ツ
ア
カ
ッ
カ
チ
ハ
ヤ
ヒ
ア
マ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ

ノ
ミ
コ
ト
)
と
い
う
。
こ
の
オ
シ
ホ
ミ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
は
高
皇
産
霊
命

(
タ
カ
ミ
ム
ス
ピ
ノ
ミ
コ
ト
)
の
娘
で
あ
る
万
幡
姫
(
ヨ
ロ
ヅ
ハ
タ
ヒ
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落
ち
着
い
た
。

「此
地
」
が
何
処
を
指
す
の
か
、
高
千
穂
と
い
う
説
と
笠
沙

岬
と
い
う
説
に
分
か
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
一
三
ギ
は
こ
こ
で

土
着
の
神
で
あ
る
大
山
祇
神
(
オ
ウ
ヤ
マ
ツ
ミ
ノ
カ
ミ
)
の
娘
に

出
会
い
、
求
婚
し
た
。
う
ま
い
や
り
方
で
あ
る
。
土
地
を
征
服

す
る
に
は
、
そ
の
地
の
有
力
者
の
婿
殿
に
収
ま
る
の
が

一
番
て
っ

と
り
早
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
古
事
記
で
は
男
女
一
対
一

は

た

お

の
出
会
い
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
日
本
書
紀
で
は
「
織
経
る

お

と

め

少
女
」
が
二
人
い
て
、
ニ
ニ
ギ
が
そ
の
「
美
し
い
人
」
た
ち
は
誰
な
の

か
、
尋
ね
る
と
、
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む
す
め
ら
あ
ね

大
山
祇
神
の
女
等
、
大
を
盤
長
姫
(
イ
ワ
ナ
ガ
ヒ
メ
)
と
号

お
止
と

う
。
少
を
木
花
佐
久
耶
姫
(
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
)
と
号

ふ
。
亦
の
名
は
豊
吾
田
津
姫
(
ト
ヨ
ア
タ
ツ
ヒ
メ
)
と
ま
う

め

す
、
云
々
。
皇
孫
、
因
り
て
豊
吾
田
津
姫
を
幸
す
。
即
ち

一
夜
に
し
て
有
身
め
り
。

「
吾
田
」
は
笠
沙
岬
近
傍
の
「
阿
多
」
に
相
当
し
、
吾
田
隼
人

の
本
拠
地
で
あ
っ
た
。
姉
の
イ
ワ
ナ
ガ
ヒ
メ
は
醜
い
と
言
っ
て
幸

さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
「
誼
ひ
」
に
よ
っ
て
一
三
ギ
は
永
遠
の
生
命



を
失
っ
て
、
や
が
て
死
ぬ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
一
三
ギ
は
神
か
ら

人
に
な
っ
て
死
ん
だ
。
そ
し
て
墓
が
造
ら
れ
た
。

さ
て
、
ア
タ
ツ
ヒ
メ
H

コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
は
そ
の

一
夜
に
し

て
三
皇
子
、
つ
ま
り
三
つ
子
の
男
子
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
姫
が
は
た
織
り
姫
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
は
富
士
山
の
浅
間
(
セ
ン

ゲ
ン
)
神
社
の
祭
神
と
な
る
が
、
そ
の
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
と
推

定
さ
れ
る
(
佐
藤
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
変
貌
』
)
。
記
・
紀
に
は
は
た
を

織
る
女
子
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
素
斐
鳴
尊
(
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ

コ
ト
)
が
高
天
原
に
の
ぼ
っ
て
き
た
と
き
、
天
照
大
神
は
は
た
を

織
っ
て
い
た
。

い

み

は

た

や

ま

か

む

み

そ

天
照
大
御
神
、
忌
服
屋
に
坐
し
て
、
神
御
衣
織
ら
し
め
た

は

た

や

む

ね

う

が

あ

め

の

ぶ

ち

こ

ま

さ

か

は

ぎ

ま
ひ
し
時
、
そ
の
服
屋
の
頂
を
穿
ち
、
天
の
斑
馬
を
逆
剥

お

と

あ

め

の

は

た

お

り

め

に
剥
ぎ
て
堕
し
入
る
る
時
に
、
天
の
服
織
女
見
驚
き
て
、

楼
に
陰
土
を
衝
き
て
死
に
き
。
(
古
事
記
)

浅
間
神
社
と
い
う
名
前
の
神
社
は
全
国
各
地
に
多
数
あ
る

が
、
総
本
社
は
富
士
山
で
あ
る
。
古
来
日
本
人
が

一
番
愛
し
て

き
た
山
は
富
士
山
だ
が
、
こ
の
形
姿
す
ぐ
れ
た
山
が
平
安
初
期

噴
火
が
あ
っ
て
、
昼
夜
雷
鳴
轟
き
、
灰
が
雨
の
よ
う
に
降
っ

た
。
」
四
月
十
八
日
と
い
う
日
付
が
、
前
年
の
延
暦
十
八

年
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

四
常
陸
国
風
土
記
(
八
世
紀
に
成
立
)
に
は
概
略
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
神
祖
命
(
ミ
オ
ヤ
ノ
ミ
コ
ト
)
が
福

慈
(
フ
ジ
)
の
岳
を
訪
れ
、
そ
こ
に
住
む
神
と
対
面
し
た
と

い
う
古
老
の
話
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
神
の
名

は
福
慈
の
神
と
い
い
、
「
そ
の
神
の
住
め
る
山
は
、
生
涯
の

さ

わ

か

さ

な

極
み
、
冬
も
夏
も
雪
ふ
り
、
冷
寒
重
襲
り
、
人
民
も
登
ら

ず
、
飲
食
も
実
る
者
な
け
む
。
」

福
慈
の
岳
は
富
士
山
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
山

に
は
福
慈
の
神
が
住
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
に
苛

烈
な
山
な
の
で
、
人
は
登
ら
ず
、
神
を
祭
り
も
し
な
い
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
古
代
に
あ
っ
て
は
形
姿
美
麗
の
山
は
、
山

全
体
が
神
と
し
て
崇
拝
の
対
象
で
あ
っ
た
。

三
輪
山
、
香

具
山
、
日
光
男
体
山
な
ど
、
い
ず
れ
も
そ
う
だ
っ
た
。
富

士
山
は
形
す
ぐ
れ
て
、
神
が
住
む
と
思
わ
れ
な
が
ら
も
、

慕
わ
れ
る
よ
り
は
恐
れ
ら
れ
る
山
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
で
は
荒
ぶ
る
山
と
し
て
人
々
に
恐
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
今

日
で
は
想
像
も
で
き
な
い
。
し
か
し
記
・
紀
、
風
土
記
、
続
日
本

紀
な
ど
に
よ
る
と
、
富
士
山
は
し
ば
し
ば
激
し
い
噴
火
を
く
り

か
え
し
、
大
地
震
、
雷
、
大
雨
、
洪
水
を
引
き
起
こ
し
、
多
数
の

人
畜
を
殺
傷
し
、
降
灰
は
家
屋
・
田
畑
を
損
壊
し
て
飢
僅
を
も

な

ふ

た
ら
し
た
。
諸
書
は
「
地
震
る
」
と
い
う
表
現
で
そ
の
激
甚
な
被

害
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
例
を
い
く
つ
か
竹
谷
靭
負
『
富
士
山
の

祭
神
論
』
(
岩
田
書
院、

Nog年
)
に
よ
っ
て
紹
介
す
る
と
、

一

第
七
代
孝
霊
天
皇
の
御
代
、
富
士
山
が
噴
火
し
て
、

/
t
、

・
え
ん
こ
つ

「嶺
上
奄
忽
」
焼
出
で
て
猛
炎
天
を
焦
し
・
・
・
地
雷
振
動

せ
り
。」

(
日
本
書
紀
)
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二

元
応
元
(
吋
∞
戸
)
年
七
月
六
日
付
け
で
、
「
駿
河
国
言

/
k

も

と

ふ

す
。
富
士
山
下
に
灰
を
雨
ら
す
。
灰
の
及
ぶ
所
は
木
葉
彫

萎
す
。」

(
続
日
本
紀
)

三

日
本
紀
略
に
は
延
暦
十
九
(
∞
。
。
)
年
三
月
十
四
日

付
け
の
記
述
と
し
て
、
駿
河
固
か
ら
お
う
よ
そ
次
の
報
告

が
あ
っ
た
と
い
う
。
「
四
月
十
八
日
に
か
け
て
富
士
山
頂
で

火
を
吐
く
恐
ろ
し
い
こ
の
山
の
神
社
が
、
な
ぜ
「
浅
間
神
社
」

と
呼
ば
れ
る
の
か
。
「
ア
サ
マ
」
に
類
縁
す
る
地
名
は
日
本
各
地

に
存
在
す
る
。
浅
虫
、
浅
問
、
熱
海
、
阿
蘇
な
ど
で
、
い
ず
れ
も

火
山
ま
た
は
温
泉
地
で
あ
る
。一

説
に
よ
る
と
、
「
ア
ソ
」
に
は

「
燃
え
る
岩
」
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
関
連
で
見
る
と
、
火

を
吐
く
富
士
は
「
ア
サ
マ
」
と
呼
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
で
あ
ろ

λ
ノ
。

「
フ
ジ
」
は
古
来
ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
表
現

さ
れ
て
き
た
か
、
見
て
み
よ
う
。

富
士
山
(
続
日
本
紀
、
日
本
紀
略
)

福
慈
(
常
陸
国
風
土
記
)

不
二
(
万
葉
集
、
源
氏
物
語
)

→1ー

万
葉
集
に
は
次
の
よ
う
な
表
記
も
見
ら
れ
る
。
「
不
尽
山
」
フ

ジ
サ
ン
、
「
富
士
能
高
嶺
」
フ
ジ
ノ
タ
カ
ネ
、
「
不
士
能
高
嶺
」
フ

ジ
ノ
タ
カ
ネ
、

「不
尽
嶺
」
フ
ジ
ノ
ネ
、

「不
士
」
フ
ジ
、
「
不
尽
」
フ

ジ
。富

士
山
は
恐
れ
ら
れ
る

一
方
で
、
次
の
例
に
見
る
よ
う
に
、

高
く
尊
い
山
と
し
て
崇
拝
も
さ
れ
た
。



山
部
宿
祢
赤
人
富
士
山
を
望
み
て
歌

一
首

あ
め
っ
ち

天
地
の
分
か
れ
し
時
ゆ
神
さ
び
て
高
く
尊
き
布
士
能
高
嶺
を

あ

ま

の

は

ら

か

げ

天
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
渡
る
日
の
陰
も
か
く
ろ
ひ

て

る

っ

き

ゅ

照
月
の
光
も
見
え
ず
白
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り

時
じ
く
ぞ
雪
は
ふ
り
け
る
語
り
つ
ぎ
言
い
つ
ぎ
ゆ
か
む
不
士
能

高
嶺
は

反
歌

因
子
の
浦
ゅ
う
ち
出
て
見
れ
ば
ま
自
に
ぞ

富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る

む
ら
じ
む
し
ま
る

高
橋
連
虫
麻
呂

拍

か

し

こ

富
士
の
嶺
を
高
み
恐
み

あ
ま
ぐ
も

天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
た
な
び
く
も
の
を

し
ま
っ
た
か
ら
に
は
自
分
が
そ
の
薬
を
の
ん
で
不
老
不
死

の
命
を
得
た
と
こ
ろ
で
何
の
意
味
も
な
い
、
と
い
う
意
味
の

歌
を
詠
ん
で
、
そ
し
て
勅
使
に
命
じ
て
、
あ
ま
た
の
武
士
た

ち
を
率
い
て
天
に

一
番
近
い
と
い
う
あ
の
駿
河
の
山
に
登

ら
せ
、
山
頂
で
不
死
の
薬
を
焼
か
せ
る
。
そ
の
山
は
「
ふ
じ

の
山
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
「
ふ
じ
」
は
「
不
死
」
に
因
む
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
煙
は
い
ま
な
お
富
士
山
頂
か
ら
雲
の
な
か
へ

た
ち
の
ぼ
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

富
士
山
頂
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
煙
は
や
が
て
、
恋
の
思
い
を
表

わ
す
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
竹
取
物
語
か
ら
百
年

後
に
編
ま
れ
た
古
今
和
歌
集

(gm)で
は
富
士
の
煙
が
、
「
恋
の

思
ひ
」
、
「
恋
の
焦
れ
」
と
な
っ
て
歌
わ
れ
る
例
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
か
ぐ
や
姫
は
こ
う
し
て
富
士
浅
間
神
社
の
ご
祭
神
と
し

て
江
戸
時
代
初
期
ま
で
鎮
座
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

彼
女
の
地
位
は
常
に
安
泰
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

と
い
う
の
も
、
か
ぐ
や
姫
は
平
安
中
期
の

一
女
官
で
あ
る
紫

式
部
に
よ
っ
て
、
論
評
の
対
象
と
さ
れ
て
首
位
の
座
か
ら
引
き

ず
り
お
ろ
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
源
氏
物
語
で
は
竹
取
物
語
は

お

や

え

あ
b
せ

「
物
語
の
い
で
き
は
じ
め
の
祖
」
と
呼
ば
れ
て
、
絵
合
の
巻
で
宇
津

富
士
山
噴
火
の
災
害
が
激
甚
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
富
士
信

仰
は
強
ま
り
広
が
っ
た
。
八
世
紀
頃
か
ら
駿
河
や
甲
斐
そ
の
他

の
国
の
各
地
に
ア
サ
マ
の
神
社
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日

本
文
徳
実
録
の
仁
寿
三
(
∞
包
)
年
七
月
十
三
日
の
記
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
ま
で
無
位
だ
っ
た
富
士
山
浅
間
神
社
が
、
朝
廷
か
ら

位
を
授
か
っ
て
「
従
三
位
浅
間
大
神
」
と
な
っ
た
。
朝
廷
は
荒
ぶ

る
ア
サ
マ
の
神
を
鎮
め
る
た
め
に
、
関
東
の
各
地
に
浅
間
神
社

を
建
立
し
た
。
坂
東
の
地
が
荒
廃
し
て
、
租
税
の
納
入
が
滞
っ
て

重
大
な
事
態
が
起
こ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
高
く
尊
く
、
ま
た
恐
ろ
し
い
と
い
う
富
士
山
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
平
安
時
代
に
な
る
と
変
化
を
始
め
る
。
そ
れ
は
、

日
本
人
な
ら
誰
も
が
知
っ
て
い
る
あ
の
か
ぐ
や
姫
の
竹
取
物
語

に
読
み
取
ら
れ
る
。
平
安
初
期
の
九
世
紀
こ
ろ
成
立
し
た
と
推

定
さ
れ
る
こ
の
物
語
の
結
末
部
は
、
お
お
よ
そ
以
下
の
と
う
り

で
あ
る
。

-62ー

か
ぐ
や
姫
は
み
か
ど
の
求
婚
を
断
っ
て
、
天
へ
戻
っ
て
い
く

が
、
そ
の
際
ミ
カ
ド
に
査
に
入
れ
た
「
不
死
の
薬
」
を
残
し

て
い
く
。
し
か
し
み
か
ど
は
、
か
ぐ
や
姫
が
居
な
く
な
っ
て

保
物
語
と
比
較
さ
れ
る
。
絵
合
と
は
平
安
時
代
に
宮
中
で
行

わ
れ
た
遊
び
で
、
人
々
が
左
右
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
推
奨
す
る
作
品
に
つ
い
て
論
評
し
あ
っ
て
、
優
劣
を

競
っ
た
の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
絵
合
の
巻
で
は
、
竹
取
物
語
と
宇
津
保
物
語
が

競
わ
れ
て
、
竹
取
物
語
の
負
け
と
な
る
が
、
そ
の
理
由
は
か
ぐ

や
姫
は
誰
も
知
ら
な
い
世
界
へ
い
っ
て
し
ま
い
、
み
か
ど
の
た
め
に

は
何
の
役
に
も
た
つ
て
い
な
い
か
ら
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
も
、

か
ぐ
や
姫
の
こ
の
敗
北
は
物
語
の
な
か
で
の
こ
と
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
富
士
山
浅
間
神
社
の
ご
祭
神
は
、
相
変
わ
ら
ず
か
ぐ
や
姫

だ
っ
た
。
富
士
の
煙
は
恋
の
思
い
の
象
徴
だ
っ
た
。

人
間
の
意
識
は
時
代
の
進
展
と
と
も
に
確
実
に
変
化
す
る
。

竹
谷
『
富
士
山
の
祭
神
論
』
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
初
期
の
『
集

雲
和
尚
遺
稿
』

(
5
E
)
に
は
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
に
つ
い
て
、
「
こ

の
神
は
、
木
花
開
耶
姫
。
天
津
彦
彦
火
杵
命
(
ア
マ
ツ
ヒ
コ
ヒ
コ
ホ

ノ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
)
の
妻
な
り
。
浅
間
神
。
開
耶
姫
の
御
子
三
人

あ
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
さ
ら
に
富
士
山
の
祭
神
で
あ
っ
た

赫
夜
姫
(
カ
グ
ヤ
ヒ
メ
)
は
降
格
さ
れ
て
「
富
士
山
麓
の
足
機
山

の
神
と
な
る
」
と
あ
る
と
い
う
。

ま
た
、
浅
間
神
社
の
本
殿
に
は
次
の
三
神
像
が
杷
ら
れ
て
い
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る
と
の
こ
と
で
、
そ
れ
は

木
花
開
耶
姫
命
(
座
高
犯
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)

天
津
日
高
日
高
番
能
現
理
事
命
(
ア
マ
ツ
ヒ
コ
ヒ
コ
ホ
ノ
一
三

ギ
ノ
ミ
コ
ト
、
座
高
お
セ
ン
チ
)

大
山
津
美
命
(
オ
ウ
ヤ
マ
ツ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
、
座
高
お
セ
ン
チ
)

で
あ
る
が
、
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
の
像
が
父
オ
ウ
ヤ
マ
ツ
ミ
ノ
ミ
コ

ト
や
夫
の
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
の
像
よ
り
3
セ
ン
チ
も
高
い
の
は
何
故

な
の
か
、
明
確
な
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
想
像
を
め
ぐ
ら
す

な
ら
ば
、
主
神
と
し
て
の
ヒ
メ
の
地
位
を
こ
う
し
て
表
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
以
上
に
大
き
な
問
題
は
、
そ
も
そ
も
江
戸
初
期

に
な
っ
て
初
め
て
祭
神
が
カ
グ
ヤ
ヒ
メ
か
ら
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ

に
取
り
替
え
ら
れ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
理
由
の

一
つ
と
し
て
竹
谷
氏
は
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ

が
織
姫
だ
っ
た
こ
と
を
、
挙
げ
て
い
る
。
富
士
山
が
聾
え
る
関
東

地
方
で
は
特
に
江
戸
時
代
に
入
っ
て
養
蚕
、
紡
織
の
産
業
が
盛

ん
に
な
り
、
は
た
織
り
は
女
の
大
切
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
美
し
い

だ
け
が
取
り
え
で
、
実
際
の
生
活
に
は
何
の
役
に
も
た
た
な
い
カ

戸
無
き
八
尋
殿
を
作
り
て
、
そ
の
殿
の
中
に
入
り
、
土
を

あ
た

も
ち
て
塗
り
塞
ぎ
て
、
産
む
時
に
方
り
て
、
火
を
そ
の
殿

に
つ
け
て
産
み
き
。
敬
、
そ
の
火
の
盛
り
に
燃
ゆ
る
時
に
生

め
る
子
の
名
は
火
照
命
(
ホ
デ
リ
ノ
ミ
コ
ト
)
。
こ
は
隼
人

阿
多
の
祖
。
次
に
生
め
る
子
の
名
は
、
火
須
勢
理
命
(
ホ
ス

セ
リ
ノ
ミ
コ
ト
)
。
次
に
生
め
る
子
の
名
は
火
遠
理
命
(
ホ
ヲ

リ
ノ
ミ
コ
ト
)
、
亦
の
名
は
天
津
日
高
日
高
穂
手
見
命
(
ア

マ
ツ
ヒ
コ
ヒ
コ
ホ
デ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
)
。
三
柱。

三
皇
子
の
う
ち
火
照
命
が
別
名
海
幸
彦
で
、
隼
人
の
祖
。
火

遠
理
命
は
山
幸
彦
で
、
海
神
の
娘
豊
玉
姫
と
の
聞
に
設
け
た
の

が
鵜
葺
草
葺
不
合
命
(
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
エ
ズ
ノ
ミ
コ
ト
)
で
、
そ
の

第
四
男
が
神
武
天
皇
で
あ
る
。

コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
は
ま
さ
に
安
産
の
女
神
に
ふ
さ
わ
し
い
。

江
戸
時
代
に
は
「
女
三
年
子
無
き
は
去
る
」
と
言
わ
れ
た
だ
け

で
な
く
、
跡
取
り
息
子
、
つ
ま
り
男
児
を
産
ま
な
け
れ
ば
嫁
と

し
て
の
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
、
と
思
わ
れ
て
い
た
。
コ
ノ
ハ
ナ

サ
ク
ヤ
ヒ
メ
は
は
た
を
織
り
、
火
中
に
無
事
三
つ
子
を
産
ん
だ
。

嫁
の
鏡
、
女
性
の
理
想
で
あ
っ
た
。

浅
間
神
社
の
御
札
に
は
「
浅
間
託
宣
」
の
見
出
し
の
も
と
に

グ
ヤ
ヒ
メ
よ
り
も
、
美
貌
の
織
姫
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
が
重
視

さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

.
も
う

一
つ
の
大
き
な
理
由
は
安
産
の
神
様
と
し
て
の
コ
ノ
ハ
ナ

サ
ク
ヤ
ヒ
メ
で
あ
る
。
ヒ
メ
は
男
の
三
つ
子
を
生
ん
だ
。
昨
今
の

人
工
授
精
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、

三
つ
子
は
神
話
時
代
で
も
ま
さ

し
く
空
想
的
な
希
有
の
出
来
事
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
だ

が
、
日
本
古
代
に
は
そ
の
実
例
が
あ
っ
た
。

続
日
本
紀
巻
三
四
光
仁
天
皇
宝
亀
七
(
ゴ
∞
)
年
八
月
の
項

に
、
「
丹
後
国
与
謝
郡
の
人
采
女
部
宅
万
自
女
(
ウ
ネ
メ
ベ
ヤ
カ

み
た
り
の
お
の
こ
ご

ト
ジ
メ
〉
、

一
た
び
に
三

男
を
生
め
り
。
稲
と
乳
母
の
線
料

を
賜
う
」
と
あ
る
。一

度
に
三
人
も
の
男
子
を
出
産
し
た
女
性

に
稲
米
と
乳
母
の
給
料
が
下
賜
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
古
代
の
日

本
で
は
す
で
に
少
子
化
対
策
が
実
行
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
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コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
は

一
夜
に
し
て
子
を
は
ら
ん
だ
こ
と
か

ら
夫
か
ら
貞
操
を
疑
わ
れ
た
。
あ
ら
ぬ
疑
惑
に
立
腹
し
た
ヒ
メ

は
戸
の
な
い
産
室
に
こ
も
っ
て
火
を
は
な
ち
、
そ
の
火
中
で
三
皇

子
を
出
産
し
た
。
古
事
記
は
そ
の
い
き
さ
つ
を
次
の
よ
う
に
記

述
す
る
。

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

吾
ヲ
崇
メ
ル
輩
一
ス
/
寿
福
ヲ
与
へ
/
夜
ル
ノ
守
リ
/
日
ノ

護
リ
ナ
リ
/
世
嗣
ぎ
ヲ
授
ケ
/
無
実
火
盗
/
産
難
ヲ
救

フ
浅
間
神
社
の
御
利
益
は
、

第
一
、
寿
福
を
得
る
こ
と
/
第
二
、
世
嗣
を
得
る
こ
と
/

第
三
、
火
難
、
盗
難
か
ら
守
ら
れ
る
こ
と
/
第
四
、
安
産

で
あ
る
こ
と
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で
あ
る
が
、
中
で
も
大
切
な
の
は
、
第
四
の
安
産
と
第
三
の
火

災
か
ら
身
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
浅
間
神
社
は
災
難
よ
け
の
神

様
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
っ
た
。
江
戸
時
代
目
吋
。
吋
年
の
富
士
山

大
噴
火
の
と
き
関
東
地
方
は
地
震
、
火
砕
流
、
降
灰
、
家
屋
の

倒
壊
と
焼
失
、
人
畜
の
死
傷
、
幕
府
の
無
策
に
よ
る
二
次
災

害
、
洪
水
と
田
畑
の
荒
廃
な
ど
、
甚
大
な
被
害
を
こ
う
む
っ
た
。

し
か
し
こ
の
噴
火
の
直
後
か
ら
、
災
害
よ
け
を
祈
る
浅
間
参
り

の
人
々
が
集
団
で
押
し
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。



以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
最
南
端
の
土
地
に
生
ま
れ
た

コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
は
、
日
本
全
国
で
最
高
の
山
富
士
の
ご
祭

神
へ
と
出
世
し
た
が
、
故
郷
の
鹿
児
島
で
は
ど
う
評
価
さ
れ
て
い

る
だ
ろ
う
か
。
鹿
児
島
と
い
え
ば
同
地
出
身
の
天
嘩
院
篤
姫

が、

Z
ヱ
ヌ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
よ
っ
て
ブ
l
ム
を
巻
き
起
こ
し
て
い

る
が
、
そ
れ
に
比
べ
て
隼
人
の
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
は
は
な
は
だ

影
が
う
す
い
。
い
や
、
神
話
の
女
性
と
実
在
の
女
性
を
比
較
す

る
な
ど
、
無
理
な
話
か
も
知
れ
な
い
が
、
薩
摩
半
島
に
は
木
花

佐
久
耶
姫
ゆ
か
り
の
施
設
な
い
し
は
旧
跡
と
お
ぼ
し
き
も
の
が

い
く
つ
か
存
在
す
る
の
で
、
見
て
み
よ
う
。

一

笠
沙
岬
・
野
間
神
社

笠
沙
師
に
笠
沙
エ
ピ
ス
と
い
う
博
物
館
を
兼
ね
た
保
養
施

設
が
あ
っ
て
、
こ
の
地
の
歴
史
、
出
土
品
の
展
示
・
説
明
が

見
ら
れ
る
。
施
設
の
背
後
の
丘
の
う
え
に
野
間
神
社
が
あ

り
、
昭
和
十
四
年
に
発
掘
・
調
査
が
な
さ
れ
た
と
言
う
こ

と
で
、
そ
の
報
告
が
「
川
辺
郡
史
蹟
」
そ
の
他
の
文
書
に
印

刷
さ
れ
て
い
る
。
神
社
か
ら
は
水
平
線
の
か
な
た
ま
で
東

シ
ナ
海
が
眺
望
さ
れ
る
。
こ
の
神
社
は
も
と
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ

ト
と
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
の
宮
殿
が
あ
っ
た
場
所
と
見
な

も
あ
る
。
皇
室
の
御
紋
章
の
よ
う
な
大
輪
の
菊
花
で
は
な

い
が
、
こ
の
よ
う
に
群
生
し
て
咲
き
誇
る
こ
の
花
た
ち
も
、

な
に
か
圧
倒
的
な
印
象
を
与
え
る
。
中
央
部
の
右
手
に
つ

が
い
の
雀
が
宙
を
飛
び
な
が
ら
ク
チ
パ
シ
を
合
わ
せ
て
い
る

の
も
微
笑
ま
し
い
。

箪
萄
双
雀
文
鑓
(
マ
ガ
キ
キ
ク
ソ
ウ
ジ
ャ
ク
プ
ン
キ
ヨ
ウ
)

さ
れ
、
洞
穴
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
こ

の
場
所
に
は
そ
の
昔
中
国
の
海
の
女
神
婿
姐
(
マ
l
ソ
)
を

杷
つ
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
野
間
(
ノ
マ
)
は
(
マ
l

ソ
)
が
靴
っ
て
で
き
た
名
前
で
あ
る
、
と
い
う
説
も
あ
る
。

二

金

峰

山

笠
沙
岬
の
北
に
た
つ
金
峰
山
に
も
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
コ
ノ
ハ

ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
の
宮
殿
あ
と
と
さ
れ
る
地
物
が
あ
る
。

三

都
万
(
ツ
マ
)
神
社

曽
於
郡
大
崎
町
に
あ
る
都
万
神
社
は
、
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ

メ
を
祭
神
と
し
、
御
神
体
は
直
径
幻
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

銅
鏡
で
あ
る
。
擁
菊
双
雀
文
鏡
(
マ
ガ
キ
キ
ク
ソ
ウ
ジ
ヤ
ク

プ
ン
キ
ヨ
ウ
)
と
い
う
名
称
を
持
つ
こ
の
鏡
の
図
柄
は
一
驚

に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
銅
鏡
の
図
柄
は
龍
な
ど
の

鳥
獣
や
文
字
を
幾
何
学
模
様
に
描
い
て
抽
象
画
的
で
あ

る
が
、
こ
の
都
万
神
社
の
も
の
は
か
な
り
変
わ
っ
て
い
る
。

写
真
に
見
る
よ
う
に
、
い
ち
ば
ん
手
前
に
水
が
流
れ
て
い

て
、
そ
の
水
流
の
う
え
に
竹
垣
が
あ
る
。
竹
垣
の
奥
の
全

体
の
三
分
の
二
以
上
を
占
め
る
鏡
面
に
は
三
十
余
輸
の

菊
の
花
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
花
と
花
の
聞
に
は
葉

や
茎
も
見
え
、
ま
た
花
と
花
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
箇
所
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菊
は
古
代
に
あ
っ
て
は
薬
草
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
た
。
平

安
時
代
に
は
開
い
た
菊
の
花
の
う
え
に
綿
を
お
い
て
香
り
を
移

さ
せ
て
、
そ
の
綿
を
体
に
な
で
つ
け
る
と
薬
効
が
あ
る
、
と
さ
れ

て
い
た
。
ま
た
菊
の
節
句
と
い
わ
れ
る
旧
暦
九
月
九
日
重
陽
の

宴
で
は
、
人
々
は
菊
花
を
賞
で
た
。
江
戸
時
代
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ

ヒ
メ
は
富
士
山
を
背
景
に
し
て
咲
い
た
桜
の
枝
ら
し
い
も
の
を

手
に
持
っ
た
図
柄
で
描
か
れ
た
が
、
も
と
は
菊
の
花
だ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
。

い
じ
ん
ぞ
う
る
い

古
代
に
夷
人
雑
類
と
し
て
蔑
ま
れ
た
隼
人
の
祖
コ
ノ
ハ
ナ
サ

ク
ヤ
ヒ
メ
は
、
日
本
一
の
富
士
山
の
祭
神
と
な
っ
て
、
日
本
じ
ゅ

う
か
ら
尊
崇
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
今
プ
l
ム
の
篤
姫
は
、

血
統

的
に
は
隼
人
族
で
は
な
い
が
、
隼
人
の
地
の
血
を
う
け
て
、
薩
摩

お
ご
じ
よ
の
名
を
日
本
全
国
に
知
ら
し
め
た
。

篤
姫
の
輿
入
れ
の
道
具
の
す
べ
て
に
は
、
近
衛
家
の
家
紋
で

あ
る
牡
丹
の
花
と
徳
川
家
の
家
紋
葵
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い

る
。
篤
姫
は
近
衛
忠
県
(
夕
、ダ
ヒ
ロ
)
養
女
敬
子
(
ス
ミ
コ
)
と
し
て

江
戸
城
に
入
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
奥
の
女
た
ち
は
篤
姫
の
膨

大
な
嫁
入
り
道
具
を
見
て
、
さ
ぞ
か
し
胆
を
つ
ぶ
し
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
搬
入
す
る
の
に
六
日
も
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
女
た
ち

は
、
「
い
な
か
の
外
様
大
名
の
、
そ
の
分
家
の
娘
が
御
台
所
に
な
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る
な
ん
て
!
」
と
蔑
ん
で
い
た
が
、
牡
丹
の
家
紋
に
目
を
と
め

て
、
「
後
ろ
楯
は
近
衛
家
で
す
っ
て
!
」
と
驚
き
あ
き
れ
た
。

篤
姫
は
い
さ
さ
か
も
思
い
上
が
る
こ
と
な
く
、
粘
り
強
く
、

誇
り
高
く
自
分
の
な
す
べ
き
こ
と
を
着
々
と
実
行
し
た
。
故

に
、
徳
川
最
後
の
将
軍
慶
喜
も
、
篤
姫
逝
去
の
報
を
聞
く
や
直

ち
に
喪
に
服
し
、
追
悼
の
歌
を
詠
み
、
盛
大
な
葬
儀
を
営
ん

だ
。
徳
川
宗
家
の
後
継
者
家
達
(
イ
エ
サ
ト
)
は
特
別
大
き
い
位

牌
を
作
っ
て
、
命
日
に
は

一
家
で
追
悼
し
た
。
十
五
代
に
及
ぶ

徳
川
将
軍
御
台
所
の
う
ち
で
篤
姫
は
い
ち
ば
ん
辛
抱
強
い
生
涯

を
送
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
と
が
き

今
年
は
篤
姫
プ
l
ム
で
あ
る
。
そ
の
せ
い
で
か
、
福
岡
の
出
版

社
擢
歌
書
房
の
依
頼
で
篤
姫
に
つ
い
て
の
さ
さ
や
か
な
文
庫
本

あ
つ
ひ
め

を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
『
二
人
の
妃
篤
姫

こ
の

は
な

さ

く

や

ひ

め

と
木
花
佐
久
耶
姫
』
で
あ
る
。
千
里
山
会
誌
の
こ
の
号
が
お
手

元
に
届
く
こ
ろ
に
は
、
世
に
出
て
い
る
と
思
う
。

富
士
浅
間
神
社
の
御
祭
神
で
あ
る
木
花
佐
久
耶
姫
と
徳
川

将
軍
家
定
の
御
台
所
篤
姫
は
、
と
も
に
九
州
鹿
児
島
の
出
身
で

あ
る
。
二
人
は
日
本
最
南
端
の
隼
人
の
地
で
育
ち
な
が
ら
、
日

本
で
も
っ
と
も
有
名
な
女
性
に
な
っ
た
。

今
回
原
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
鹿
児
島
の
多
く
の
方

々
の
ご
教
示
と
御
協
力
を
頂
い
た
。
と
り
わ
け
笠
沙
エ
ピ
ス
の
堵

畑
耕

一
氏
と
大
崎
町
教
育
委
員
会
の
内
村
憲
和
氏
か
ら
は
貴

重
な
資
料
の
提
供
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
厚
く
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
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