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日
本
人
の
装
い
と
梅

寺
田
　
朋
代
　

（
山
崎
芙
紗
子
ゼ
ミ
）

は
じ
め
に

　

日
本
は
季
節
が
は
っ
き
り
と
春
夏
秋
冬
に
分
か
れ
て
お
り
、
今
も
昔
も
季
節
の
変

化
を
敏
感
に
感
じ
取
り
、
そ
の
中
に
多
様
に
移
り
変
わ
る
美
し
さ
を
も
、
ま
た
感
じ

取
っ
て
き
た
。
常
に
自
然
と
共
に
あ
る
生
活
環
境
こ
そ
が
、
日
本
人
特
有
の
美
意
識

の
観
点
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
ん
な
四
季
を
愛
す
る
日
本
人
が
、

四
季
を
文
様
と
し
て
着
物
に
織
り
込
み
身
に
纏
い
、
常
に
四
季
を
感
じ
て
い
た
い
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
自
然
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
先
行
研
究
と
し
て
『
文
様
の
四
季
』（

１
）『「

き
も
の
」
と
文
様
―
日
本

の
形
と
色
―
』（

２
）

等
の
文
様
に
つ
い
て
の
本
を
基
盤
に
、
和
歌
を
例
に
取
り
上
げ

日
本
人
の
美
意
識
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
各
時

代
に
よ
っ
て
変
り
つ
つ
あ
る
人
々
の
生
活
環
境
を
吸
収
し
、
そ
の
時
代
に
合
っ
た
も

の
に
変
化
を
遂
げ
て
い
く
の
が
「
着
物
」
で
あ
る
。
今
回
の
研
究
で
は
、「
着
物
」

と
「
季
節
」
の
関
係
性
と
は
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
「
日
本
人
の
美
意
識
」
と
は
な

に
か
を
、
文
様
と
し
て
表
現
さ
れ
る
「
梅
」
を
取
り
上
げ
、
追
求
し
て
い
き
た
い
と

思
う
。

第
１
章　

春
の
花
、
梅

１	

―	

１　

梅

　

早
春
の
花
で
あ
る
梅
は
「
百
花
の
さ
き
が
け
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
厳
し
い
寒
さ

の
中
で
丸
く
小
さ
な
蕾
を
少
し
ず
つ
膨
ら
ま
せ
、
上
へ
上
へ
と
伸
び
て
い
く
枝
と
共

に
開
花
し
て
い
く
姿
は
、
春
の
訪
れ
を
思
わ
せ
る
花
と
し
て
今
も
昔
も
多
く
の
人
を

魅
了
し
感
動
を
与
え
て
き
た
。
早
春
、葉
に
先
立
っ
て
香
り
の
良
い
五
弁
花
が
咲
き
、

色
は
白
、
紅
、
淡
紅
な
ど
が
あ
り
八
重
咲
き
の
も
の
も
あ
る
。

　

ま
た
、
多
く
の
故
事
や
伝
承
を
生
み
出
し
つ
つ
、
長
く
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
る
梅

に
は
別
名
も
多
く
、「
牟む

女め

」「
楳う

め

」「
百ひ

ゃ
っ

花か
の

魁さ
き
が
け

」「
好こ

う

文ぶ
ん

木ぼ
く

」「
香か

散ざ

見み

草ぐ
さ

」「
風か

ぜ

待ま
ち

草ぐ
さ

」「
匂に

お
い

草く
さ

」「
香か

ぐ

は
之し

草ぐ
さ

」
と
様
々
な
名
が
存
在
す
る
。

　

丸
く
可
愛
ら
し
い
形
や
凛
と
咲
き
誇
る
気
高
さ
は
、文
様
と
し
て
も
定
評
が
あ
り
、

着
物
の
柄
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
絵
巻
や
浮
世
絵
ほ
か
の
絵
画
、
品
物
や
屋
内

装
飾
に
と
多
彩
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

平
安
時
代
の
女
房
装
束
に
見
ら
れ
る
重
ね
の
色
目
で
も
、
梅
の
花
を
表
わ
し
た
も

の
は
と
て
も
多
く
「
梅
」「
梅
重
」「
一
重
梅
」「
紅
梅
重
」「
紅
梅
匂
」
等
、
挙
げ
だ

し
た
ら
き
り
が
な
い
。
当
時
の
梅
は
中
国
文
人
達
に
大
変
愛
さ
れ
て
い
た
花
で
あ
り
、

中
国
文
化
を
理
想
と
し
て
い
た
平
安
時
代
の
日
本
に
と
っ
て
梅
の
存
在
は
重
要
で

あ
っ
た
。

１	

―	

２　

春
の
訪
れ
、
春
の
季
節
感

　
「
梅
暦
―
う
め
こ
よ
み
・
ば
い
れ
き
」
と
は
、
梅
の
花
の
開
花
す
る
の
を
見
て
春

を
知
る
こ
と
を
表
す
。

　

江
戸
時
代
、
為
永
春
水
著
と
し
て
知
ら
れ
る
『
春し

ゅ
ん

色し
ょ
く

梅う
め

児ご

誉よ

美み

』
は
、
江
戸
亀
戸

村
清
香
庵
の
梅
園
を
舞
台
に
百
花
園
や
杉
田
の
梅
見
船
な
ど
多
く
の
梅
に
関
わ
る
物

語
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
四
編
の
序
に
「
梅
づ
く
し
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
、
こ

れ
は
恋
愛
小
説
に
あ
た
る
が
、
人
事
と
自
然
の
調
和
が
巧
み
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

四
編
の
序
の
題
名
で
あ
る
梅
児
誉
美
は
「
梅
暦
」
に
当
り
、
梅
の
開
花
に
よ
っ
て

春
の
訪
れ
を
知
り
、
春
か
ら
冬
へ
と
四
季
が
巡
っ
て
再
び
春
を
迎
え
る
と
い
う
流
れ

を
い
う
。
本
文
で
も
「
世
に
ひ
ら
か
せ
し
梅
こ
よ
み
（
現
代
語
訳
―
世
に
梅
児
誉
美
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は
流
行
す
る
の
か
）（

３
）」

と
、
梅
暦
を
表
す
文
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

ま
た
井
原
西
鶴
の
『
武
家
義
理
物
語
』
巻
四
―
二
「
せ
め
て
は
振
袖
着
て
成
と
も
」

に
も
、「
軒
端
の
梅
を
暦
に
、
さ
て
は
春
に
も
成
り
け
る
か
と
お
ど
ろ
き

（
４
）」

と
い

う
表
現
が
あ
り
、
当
時
の
人
々
の
多
く
が
梅
の
開
花
で
新
春
を
実
感
す
る
も
の
で
、

当
時
の
春
は
陰
暦
な
の
で
新
春
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

１	

―	

３　

和
歌
に
み
ら
れ
る
梅

　

も
と
も
と
梅
は
、
天
平
時
代
頃
に
中
国
か
ら
遣
唐
使
が
薬
用
と
し
て
持
ち
帰
っ
た

の
を
初
め
と
し
、
そ
の
後
日
本
各
地
で
栽
培
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。「
素
梅
」
と
言

わ
れ
白
梅
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
清
楚
で
気
品
の
あ
る
白
梅
は
貴
族
に
好
ま
れ
た
。

　

日
本
で
最
初
に
花
と
し
て
、
鑑
賞
さ
れ
多
く
の
和
歌
に
歌
わ
れ
て
き
た
梅
は
、
日

本
に
お
け
る
鑑
賞
植
物
と
し
て
最
も
古
い
記
録
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
奈
良
時
代
に

は
特
に
人
気
を
集
め
、
そ
の
過
程
は
日
本
最
古
の
和
歌
集
「
万
葉
集
」
の
中
に
見
受

け
ら
れ
一
一
〇
首
余
り
に
及
び
、
植
物
と
し
て
は
萩
に
つ
い
で
二
番
目
に
多
く
詠
ま

れ
、
桜
を
し
の
い
で
い
る
。

　

天
平
二
年
（
7
3
0
）
の
正
月
一
三
日
に
筑
紫
の
国
の
大
伴
郷
の
屋
敷
で
書
か
れ

た
梅
の
宴
で
詠
ま
れ
た
歌
で
は
、
梅
の
花
の
鑑
賞
を
楽
し
む
た
め
に
集
っ
た
貴
族
た

ち
の
心
の
豊
か
さ
と
お
お
ら
か
さ
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
当
時
の
人
々
が
い
か
に

梅
を
愛
し
魅
力
的
に
感
じ
て
い
た
か
が
見
て
取
れ
る
。

　

万
葉
集
は
「
白
梅
」
し
か
歌
わ
れ
て
い
な
い
が
、
平
安
時
代
以
降
の
『
枕
草
子
』

で
は	

「
35　

木
の
花
は
／
木
の
花
は
、
濃
き
も
薄
き
も
紅
梅

（
５
）」

や
『
源
氏
物
語
』

に
も
紅
梅
に
言
及
す
る
例
が
登
場
し
て
い
る
。
ま
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
で
は
白
梅
・

紅
梅
の
双
方
の
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

梅
の
和
歌
で
は
、《
①
鶯
と
組
み
わ
せ
る
も
の
／
②
雪
と
組
み
合
わ
せ
る
も
の
／

③
雪
や
月
に
見
立
て
る
も
の
／
④
香
を
寛
美
す
る
も
の
》
な
ど
の
形
が
あ
る
。

　

例
え
ば
『
古
今
和
歌
集
』　

巻
第
一　

春
歌
上

44　

春
の
夜
、
梅
の
花
を
、
よ
め
る

春
の
夜
の
闇
は
あ
や
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
見
え
ね
香
や
は
か
く
る
る

（
６
）

（
現
代
語
訳
―
春
の
夜
の
闇
は
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
。
梅
の
花
は
確
か
に
姿

は
見
え
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
香
り
だ
け
は
隠
れ
る
も
の
か
ね
。）
こ
の
和
歌
は
④
に

該
当
し
、「
夜
の
梅
の
香
」
を
歌
う
も
の
で
、「
春
の
夜
の
闇
が
隠
し
て
何
も
見
え
な

い
」
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。「
あ
や
な
し
」
と
い
う
言
葉
が
持
つ
艶
っ
ぽ
さ

が
加
え
ら
れ
、
本
来
は	

「
春
の
夜
の
闇
」
に
掛
か
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
実

際
見
え
な
い
は
ず
の
梅
の
花
の	

「
色
」
や
、
闇
で
さ
え
も
隠
し
切
れ
な
い
そ
の	

「
香
」

に
ま
で
波
及
し
て
い
る
。
梅
の
花
自
体
は
「
月
の
光
」
や
「
春
の
夜
」
に
隠
れ
見
え

な
い
状
態
に
あ
る
が
、
香
し
い
匂
い
で
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

　

そ
れ
以
外
に
も
、『
古
今
和
歌
集
』　

第
一
巻　

春
歌
上

33　

色
よ
り
も
香
こ
そ
あ
は
れ
と
思
ほ
ゆ
れ
誰
が
袖
ふ
れ
し
宿
の
梅
ぞ
も

（
現
代
語
訳
―
色
よ
り
も
香
が
す
ば
ら
し
い
と
思
わ
れ
る
。
誰
の
袖
が
触
れ
て
そ
の

袖
か
ら
の
移
り
香
が
薫
る
こ
の
家
の
梅
な
の
か
。）
の
よ
う
に
、
色
よ
り
も
香
り
を

尊
ぶ
と
い
う
発
想
が
見
ら
れ
る
。

１	

―	

４　

梅
か
ら
桜
へ

　

そ
の
後
、平
安
時
代
に
な
る
と
梅
木
の
普
及
と
共
に
次
第
に
時
代
は
「
鮮
や
か
さ
」

を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
今
ま
で
香
り
で
愛
さ
れ
た
白
梅
と
は
別
に
艶
麗
な
色
彩
の

紅
梅
が
珍
重
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
と
同
時
に
、
枝
の
付
け
根
近
く
に
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り

と
花
が
咲
く
梅
に
比
べ
、
桜
は
枝
全
体
に
花
が
付
く
た
め
、
梅
よ
り
も
華
や
か
に
見

え
る
こ
と
も
あ
り
、「
鮮
や
か
さ
」
を
求
め
る
平
安
時
代
の
人
々
の
中
で
桜
の
人
気

が
上
昇
し
、
仁
明
天
皇
の
承
和
時
代
（
8
3
4
―
8
4
7
）
に
人
々
の
意
識
が
梅
→

桜
へ
と
変
化
し
て
い
く
。

　

そ
の
あ
ら
わ
れ
は
、内
裏
の
紫
宸
殿
の
前
庭
に
「
右
近
の
橘
」
と
共
に
あ
っ
た
「
左

近
の
梅
」
が
「
桜
」
へ
と
代
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

『
古
事
談
』　

第
六
三
八
九　

南
殿
ノ
櫻
橘
ノ
樹
ノ
事
（
巻
六
ノ
一
）

南
殿
桜
樹
者
、
本
是
梅
樹
也
。
桓
武
天
皇
遷
都
之
時
、
所
被
植
也
。
而
及
承
和

年
中
、
枯
失
。

仍
仁
明
天
皇
被
改
植
也
。
其
後
天
徳
四
年
内
裏
焼
亡
二
焼
失
了
。
件
木
本
吉
野

山
桜
木
云
々

仍
造
内
裏
之
時
、
所
移
植
重
明
親
王
家
桜
木
也
。

南
殿
の
桜
の
木
は
、
も
と
は
こ
れ
梅
の
木
な
り
。
桓
武
天
皇
、
遷
都
の
時
、
植

ゑ
ら
る
る
と
こ
ろ
な
り
。
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し
か
る
に
承
和
年
中
に
及
び
て
枯
失
す
。
よ
っ
て
仁
明
天
皇
、
改
め
て
植
ゑ
ら

る
る
な
り
。

そ
の
後
、
天
徳
四
年
（
九
月
二
三
日
）
内
裏
焼
亡
に
焼
失
し
了
ん
ぬ
。

仲
の
木
の
も
と
は
吉
野
山
の
桜
木
云
々

よ
っ
て
内
裏
を
造
る
時
、
重
明
親
王
（
式
部
卿
）
家
の
桜
木
を
移
し
植
ゑ
ら
る

る
と
こ
ろ
な
り
。（

７
）

　

つ
ま
り
、
桓
武
天
皇
遷
都
時
に
は
梅
で
あ
っ
た
が
、
承
和
年
間
（
8
3
4
～

8
4
7
）
に
は
枯
失
し
た
。
後
に
仁
明
天
皇
が
植
替
え
た
が
天
徳
四
年
に
内
裏
が
焼

失
し
た
の
で
、
重
明
親
王
の
家
に
あ
っ
た
桜
を
移
植
し
た
と
い
う
。

『
続
日
本
後
紀
』　

巻
第
十
五
仁
明
天
皇
（
承
和
一
二
（
8
4
5
）
年
正
月
―
二

月
）
二
月
一
日
条

天
皇
御
紫
宸
殿
。
賜
侍
臣
酒
。
於
是
。
攀
殿
前
之
梅
花
。
挿
皇
太
子
及
侍
臣
等

頭
。
以
為
宴
楽
。（

８
）

　

続
日
本
後
紀
に
は
、
紫
宸
殿
で
酒
盛
り
し
た
時
、
庭
前
の
梅
の
花
を
頭
に
挿
し
た

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
桜
に
代
っ
た
の
は
承
和
一
二
（
8
4
5
）
年
以

降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
左
近
の
桜
」
は
宮
廷
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
平
安
時
代
の
初
め
頃
か
ら
現
在
ま

で
何
百
年
に
も
わ
た
り
保
護
さ
れ
、
大
事
に
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
現
在
、
桃
の
節
句

と
も
呼
ば
れ
る
雛
祭
り
で
は
「
左
近
の
桜
・
右
近
の
橘
」
が
定
番
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
り
、
完
全
に
春
の
主
役
の
座
は
梅
か
ら
桜
へ
と
変
わ
っ
て
し

ま
っ
た
。

　

更
に
万
葉
集
に
は
わ
ず
か
し
か
詠
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
桜
が
、
平
安
時
代
に
つ
く

ら
れ
た
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
梅
が
二
〇
首
程
で
あ
る
の
に
対
し
桜
は
二
倍
以
上
を

占
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
背
景
だ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
平
安
時
代
は

国
風
文
化
が
盛
ん
と
な
る
時
代
で
あ
っ
た
の
で
、
よ
り
日
本
ら
し
い
「
桜
」
を
題
材

に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

日
本
人
に
と
っ
て
の
「
花
」
と
は
桜
が
代
表
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
が
、
奈
良

時
代
か
ら
平
安
時
代
の
前
半
頃
ま
で
、梅
が
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

第
２
章　

色
彩
と
梅

２	

―	

１　

梅
の
色
と
『
伝
統
色
』

　

日
本
の
伝
統
色
の
魅
力
は
、
色
を
示
す
色
名
表
現
の
多
彩
さ
で
あ
り
、
色
の
織
り

な
す
世
界
観
は
な
ん
と
も
美
し
く
感
じ
ら
れ
る
。

　
『
枕
草
子
』
に

23　

す
さ
ま
じ
き
も
の

す
さ
ま
じ
き
も
の
、
昼
ほ
ゆ
る
犬
。
春
の
網
代
。
三
、四
月
の
紅
梅
の
衣
。

（
現
代
語
訳
―
不
調
和
で
興
ざ
め
な
も
の
、
昼
間
ほ
え
る
犬
。
春
ま
で
残
っ
て
い
る

網
代
（
季
節
外
れ
の
漁
具
）。
三
、四
月
に
着
る
紅
梅
の
着
物
。）
と
あ
り
、
清
少
納

言
は
、
す
さ
ま
じ
き
も
の
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
不
調
和
感
か
ら
生
じ
る
興
ざ
め
で
不

快
な
感
じ
で
季
節
は
ず
れ
だ
と
し
て
「
三
、四
月
の
紅
梅
の
衣
」
を
あ
げ
て
い
る
。

三
月
、
四
月
と
言
え
ば
、
今
の
四
月
、
五
月
に
あ
た
り
紅
梅
の
季
節
は
す
で
に
過
ぎ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
季
節
に
遅
れ
た
色
目
を
着
る
こ
と
は
、
実
に
興

ざ
め
な
こ
と
で
あ
っ
た
。季
節
と
色
の
組
み
合
わ
せ
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
だ
っ
た
。

　

梅
に
は
、
紅
梅
と
白
梅
が
あ
る
。
香
り
の
良
さ
で
愛
で
ら
れ
和
歌
等
に
詠
ま
れ
親

し
ま
れ
て
き
た
の
は
白
梅
。
一
方
の
紅
梅
は
艶
麗
な
色
彩
が
好
ま
れ
、
平
安
時
代
の

服
飾
に
は
、
様
々
な
形
で
紅
梅
の
色
が
用
い
ら
れ
た
。

【
紅
梅
色
―
赤
み
の
う
す
い
赤
紫
】

　

紅
梅
の
花
の
色
に
似
た
色
合
い
で
、
か
す
か
に
紫
味
を
含
む
淡
い
紅
色
を
い
う
。

こ
の
紅
梅
色
と
い
う
色
名
も
、王
朝
の
詩
歌
や
物
語
に
多
く
見
ら
れ
る
。
紅
梅
色
は
、

日
本
人
が
愛
好
す
る
色
の
一
つ
で
あ
り
続
け
、
明
治
時
代
く
ら
い
ま
で
は
、
身
分
や

年
齢
の
上
下
を
問
わ
ず
男
女
と
も
に
好
ま
れ
た
色
で
あ
っ
た
。

　

紅
梅
の
染
色
は
中
古
で
は
冬
か
ら
春
（
一
一
月
か
ら
二
月
ま
で
）
の
色
と
し
て
愛

好
さ
れ
、
紅
梅
色
は
紅
染
の
濃
さ
に
よ
っ
て
、
濃
紅
梅
（
今
様
色
と
も
呼
ば
れ
て
い

る
）、
中
紅
梅
（
文
献
で
の
「
紅
梅
」
は
こ
の
色
を
示
す
）、
淡
紅
梅
（
薄
紅
梅
の
花

の
色
）
の
三
級
に
大
別
さ
れ
る
。
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【
今
様
色
―
流
行
の
紅
花
染
に
よ
る
紫
み
の
赤
の
色
名
】

　
「
今
様
」
と
は
す
な
わ
ち
流
行
の
こ
と
で
あ
る
。
今
様
色
は
平
安
時
代
頃
か
ら
使

わ
れ
た
と
さ
れ
、
こ
の
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
紅
花
染
の
赤
色
の
系
統
が
好
ま
れ
流

行
色
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

合
わ
せ
色
目
に
も
「
今
様
色
」
の
合
わ
せ
が
あ
り
、
表
＝
紅
梅
、
裏
＝
濃
い
紅

梅
で
あ
る
。
平
安
末
期
の
武
者
が
好
ん
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
福
田
邦
夫
氏
の
『
す

ぐ
わ
か
る
日
本
の
伝
統
色
』
に
は
、
武
者
の
好
ん
だ
「
紅
」
も
お
そ
ら
く
こ
の
今

様
色
で
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
と
記
し
て
い
る
。
染
色
の
色
と
し
て
は
紅
梅
色
の

濃
い
色
だ
っ
た

（
９
）

と
さ
れ
て
い
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
も
「
す
ぎ
す
ぎ
見
ゆ
る
鈍
色
ど
も
、
黄
が
ち
な
る
今
様
色
な
ど

着
給
ひ
て

（
10
）」

と
出
て
く
る
。
し
か
し
こ
の
「
今
様
色
」
は
黄
色
が
ち
の
流
行
色

（
黄
褐
色
）
と
称
さ
れ
て
い
る
た
め
、
紅
梅
色
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

他
に
も
、【
黒
紅
（
黒
紅
梅
）
―
紅
色
に
檳
榔
子
の
黒
を
上
掛
け
し
た
、
赤
味
の

黒
紫
】、【
梅
紫
―
や
や
に
ぶ
い
調
子
の
赤
紫
、梅
は
紅
梅
の
赤
紫
味
の
形
容
詞
】、【
梅

鼠
―
紅
梅
の
よ
う
な
赤
紫
み
を
も
つ
鼠
色
】
な
ど
が
あ
る
。
一
般
的
に
色
名
の
「
梅
」

と
は
、
赤
み
の
形
容
と
し
て
使
う
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。

２	

―	

２　

梅
の
色
と
「
か
さ
ね
色
」

　

平
安
時
代
に
な
る
と
そ
れ
ま
で
の
中
国
文
化
の
強
い
影
響
を
は
な
れ
、
日
本
独
自

の
色
彩
文
化
が
構
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
当
時
の
貴
族
た
ち
の
お
洒
落
の
ポ
イ
ン
ト

は「
か
さ
ね
の
美
」で
あ
っ
た
。男
女
と
も
に
か
さ
ね
の
配
色
に
配
慮
を
し
て
い
た
が
、

た
だ
美
し
さ
を
追
求
す
る
だ
け
の
配
色
と
い
う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
四
季
折
々
の

植
物
の
名
前
を
色
名
と
し
、
そ
の
配
色
を
着
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
植
物
の
風
情
や
そ

の
季
節
感
を
装
い
纏
っ
た
の
で
あ
る
。
和
歌
を
詠
む
こ
と
を
第
一
の
教
養
と
し
、
自

然
の
移
り
変
わ
り
に
敏
感
な
貴
族
に
と
っ
て
、
季
節
を
司
る
植
物
は
生
活
の
一
部
で

あ
り
、こ
の
自
然
と
共
に
生
き
る
生
活
環
境
か
ら「
か
さ
ね
色
目
」が
生
み
出
さ
れ
た
。

　

か
さ
ね
の
配
色
は
、
一
枚
の
衣
の
表
と
裏
の
配
色
が
基
本
と
な
る
。
当
時
の
着
物

は
真
夏
以
外
の
全
て
が
袷
（
あ
わ
せ
）
で
裏
地
が
つ
い
て
お
り
、
袖
口
・
襟
元
・
裾

等
で
裏
が
表
に
お
め
り
（
ふ
き
の
よ
う
に
表
に
少
し
見
え
る
部
分
の
こ
と
）
が
出
る

仕
立
て
に
な
っ
て
い
た
。
今
の
着
物
も
袖
口
や
裾
か
ら
裏
生
地
が
見
え
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
「
ふ
き
」
と
い
う
（
ふ
き
と
は
、
お
め
り
の
名
残
。
お
め
り

と
は
元
来
高
価
な
表
記
事
の
擦
り
切
れ
や
汚
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
比
較

的
に
安
い
生
地
の
裏
を
出
す
と
い
う
実
用
的
な
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
広
い
面
積
を
占
め
る
表
か
ら
見
え
る
裏
の
生
地
の
配
色
を
楽
し

ん
で
い
た
）。
そ
れ
と
同
時
に
平
安
貴
族
の
女
性
た
ち
は
、
現
在
の
着
物
の
原
型
と

な
る
衣
装
で
あ
る
「
十
二
単
」
を
着
始
め
る
。
三
枚
、
五
枚
と
重
ね
た
襟
元
は
特
徴

的
で
、
裾
等
を
少
し
ず
つ
ず
ら
し
重
な
り
を
つ
く
り
、
季
節
を
思
わ
せ
る
色
彩
に
名

前
を
付
け
た
。

　

今
永
清
二
郎
氏
は
『
日
本
の
文
様　

梅
―
（
染
織
の
梅
）』
で
、
平
安
時
代
の

貴
族
に
と
っ
て
服
飾
美
顕
示
に
お
け
る
興
味
の
対
象
は
、
文
様
の
面
白
さ
よ
り
も

色
彩
の
諧
調
で
あ
っ
た

（
11
）

と
記
し
て
い
る
。

　
「
十
二
単
」
は
「
重
ね
色
目
」
の
魅
力
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
る
装
束
で
あ
っ
た
。

そ
の
配
色
形
式
に
は
二
法
あ
り
、
①
衣
の
裏
と
表
の
色
目
―
（
柳
の
色
目
の
場
合
）

表
＝
白
／
裏
＝
青
、
②
衣
数
枚
の
重
な
り
の
色
目
―
（
松
重
の
場
合
）
上
か
ら
蘇
芳

の
濃
淡
二
枚
、
青
を
次
第
に
濃
く
し
た
三
枚
に
紅
の
単
の
構
成
と
な
る
。
こ
れ
ら
の

配
色
に
付
け
ら
れ
た
名
称
は
、
ほ
と
ん
ど
が
植
物
で
、
春
（
梅
・
桜
・
柳
）、
夏
（
藤
・

杜
若
・
牡
丹
）、
秋
（
萩
・
帰
郷
・
黄
菊
）、
冬
（
椿
・
枯
野
）
な
ど
の
季
節
に
ち
な

ん
だ
も
の
が
主
流
で
あ
る
。
色
目
に
季
節
に
ち
な
ん
だ
名
前
を
付
け
る
こ
と
で
着
装

の
時
期
が
定
ま
る
こ
と
に
な
り
、
抽
象
的
な
色
彩
に
よ
り
季
節
の
移
ろ
い
を
感
じ
表

現
し
、
醸
成
し
た
色
の
重
な
り
に
感
情
を
移
入
し
、
独
特
の
美
意
識
の
理
念
が
生
ま

れ
た
。

　

梅
に
関
す
る
色
目
と
し
て
、
衣
の
表
と
裏
の
色
目
で
あ
る
と
（
梅
→
表
＝
白
／
裏

＝
蘇
芳
）（
紅
梅
→
表
＝
紅
／
裏
＝
紫
）
や
、衣
数
枚
の
重
な
り
色
目
で
あ
る
と
（
梅

重
→
上
か
ら
白
「
表
着
」・
白
・
薄
紅
・
濃
紅
・
濃
紅
・
極
濃
紅
「
五
枚
」・
緑
「
単
」）（
雪

の
下
紅
梅
→
上
か
ら
白
「
表
着
」・
白
・
白
・
薄
紅
・
極
紅
・
薄
紅
「
五
枚
」・
緑
「
単
」）

が
あ
り
、
裏
と
表
の
配
色
は
同
色
や
濃
淡
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
ま
た
、「
紅

梅
」「
紅
梅
匂
」「
莟
紅
梅
」「
裏
陪
紅
梅
」
と
紅
梅
の
諸
相
を
色
で
再
現
し
た
も
の
や
、

「
梅
重
」「
裏
紅
梅
」
等
の
重
ね
の
色
目
の
配
色
は
紅
梅
の
花
の
色
を
模
し
て
い
る
も

の
が
あ
る
。
さ
ら
に
「
雪
の
下
紅
梅
」
の
よ
う
な
紅
梅
に
雪
が
積
も
っ
た
情
景
を
模

し
た
配
色
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
目
に
ち
な
ん
だ
重
ね
色
目
は
、
そ
の
着
装
時
期
が
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い
ず
れ
も
一
一
月
か
ら
二
月
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。

第
３
章　

梅
と
「
着
物
」

３	

―	
１　

文
様
の
形

　
「
梅
」
を
図
案
化
し
た
文
様
は
「
梅
の
花
弁
の
文
様
＝
梅
花
文
」「
梅
花
が
枝
に
つ

い
て
い
る
文
様
＝
枝
梅
」「
梅
の
木
全
体
を
文
様
と
し
て
み
る
＝
梅
樹
文
」
に
分
か

れ
る
。
梅
紋
を
大
別
す
る
と
、
写
実
的
に
梅
の
花
を
表
現
し
た
「
梅
花
紋
」
と
幾
何

学
的
に
図
案
化
し
た
「
梅
鉢
紋
」
と
に
分
か
れ
る
。

　

文
様
と
し
て
梅
は
、
絵
巻
や
浮
世
絵
ほ
か
の
絵
図
に
、
器
物
や
屋
内
装
飾
に
と
多

彩
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
初
期
の
貴
族
的
・
唯
美
主
義
的
作
家
で
あ
る
尾
形
光

琳
の
『
紅
白
梅
図
屏
風
』
は
と
て
も
有
名
で
あ
る
。
の
ち
の
梅
の
デ
ザ
イ
ン
に
影
響

を
与
え
て
い
る
。

　

着
物
の
文
様
と
し
て
も
、下
図
の
よ
う
に
「
光
琳
梅
」「
梅
鉢
」「
ね
じ
梅
」「
槍
梅
」

「
枝
梅
」「
梅
寄
せ
（
花
や
つ
ぼ
み
を
写
実
的
、
ま
た
は
意
匠
化
し
て
寄
せ
た
も
の
。

半
衿
な
ど
に
多
く
使
用
さ
れ
る
）」
や
、
他
の
草
花
等
の
自
然
風
物
と
組
み
合
わ
せ

意
匠
化
し
た
も
の
な
ど
、
種
類
は
幅
広
い
。
江
戸
時
代
に
は
、
梅
の
文
様
が
は
い
っ

た
衣
裳
は
新
年
か
ら
早
春
に
か
け
て
よ
く
目
に
す
る
も
の
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
力
強

い
梅
の
古
木
が
肩
の
あ
た
り
ま
で
枝
を
張
り
、
細
い
若
枝
が
し
な
や
か
に
の
び
な
が

ら
、
蕾
を
交
え
て
花
を
咲
か
せ
、
芳
香
を
た
だ
よ
わ
せ
、
裾
に
春
の
花
で
あ
る
菫
と

た
ん
ぽ
ぽ
を
添
え
春
の
風
情
を
思
わ
せ
る
、「
風
神
雷
神
図
屏
風
」
で
有
名
な
江
戸

時
代
後
期
を
代
表
す
る
創
始
的
絵
師
で
あ
る
酒
井
抱
一
が
絹
の
着
物
の
上
に
描
い
た

と
さ
れ
る
『
白
地
梅
樹
模
様
描
絵
小
袖
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
文
様
を
描
き
な
が

ら
春
の
風
情
を
思
い
だ
さ
せ
る
も
の
が
多
く
、
現
在
よ
り
も
さ
ら
に
季
節
感
を
大
切

に
し
て
い
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
現
代
の
留
袖
や
普
段
着
に
は
、
日
本
画
風
の
梅

の
老
樹
を
染
め
た
も
の
が
多
い
。

　

文
様
の
世
界
観
は
創
り
出
す
作
者
の
自
由
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ど
っ
し
り
と
安

定
し
た
姿
の
老
樹
は
若
苔
さ
え
つ
け
て
、
自
由
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
枝
に
は
、
白
梅

と
紅
梅
を
同
時
に
咲
か
せ
る
実
際
に
は
あ
り
得
な
い
図
柄
も
創
り
出
せ
る
。
あ
り
得

な
い
図
柄
が
存
在
し
え
る
こ
と
で
、「
雪
輪
に
菊
、
牡
丹
、
梅
、
藤
な
ど
の
四
季
の

草
花
を
一
緒
に
咲
か
せ
た
図
柄
」
の
よ
う
な
、「
四
季
を
通
し
て
着
ら
れ
る
」
と
い

【
光
琳
梅
―
こ
う
り
ん
う
め
・
こ
う
り
ん
ば
い
】

尾
形
光
琳
が
創
始
し
た
描
法
で
描
い
た
意
匠
性
の
強

い
梅
の
文
様
で
あ
る
。
や
や
平
ら
に
な
っ
た
、
丸
い

５
弁
の
花
の
輪
郭
の
中
央
に
、
上
弦
の
月
の
よ
う
な

細
い
弓
形
を
配
し
て
蕊
を
表
現
し
て
い
る
。

【
梅
鉢
（
光
琳
梅
鉢
）
―
う
め
ば
ち
】

梅
鉢
は
、
五
枚
の
花
弁
が
離
れ
た
円
で
表
さ
れ
て
お

り
、
花
芯
を
大
き
く
し
て
太
鼓
の
撥
（
ば
ち
）
の
よ

う
に
見
せ
た
文
様
。
ま
た
、
天
神
信
仰
の
家
紋
「
星

梅
鉢
」
や
前
田
利
家
の
家
紋
「
加
賀
梅
鉢
」
と
し
て

も
有
名
で
あ
る
。

【
ね
じ
梅
（
捻
ジ
梅
）
―
ね
じ
う
め
】

五
つ
の
梅
の
花
弁
の
つ
な
ぎ
方
を
ひ
と
ひ
ね
り
し
た

も
の
で
、
芯
を
中
心
に
ね
じ
っ
た
よ
う
に
重
ね
合
わ

せ
た
文
様
。
ね
じ
梅
の
輪
郭
を
大
き
く
散
ら
し
、
そ

の
花
弁
の
中
に
細
か
な
吉
祥
文
様
を
詰
め
て
、
華
や

か
さ
を
出
す
表
現
方
法
も
多
い
。

【
槍
梅
―
や
り
う
め
】

梅
の
新
枝
が
天
に
向
か
っ
て
雄
々
し
く
伸
び
る
様
子

を
槍
に
見
立
て
た
文
様
。
梅
の
花
と
共
に
蕾
も
表
現

さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
梅
に
見
ら
れ
る
幹
や
枝
ぶ
り

の
折
れ
曲
が
る
様
で
は
な
く
、
ま
っ
す
ぐ
に
槍
の
よ

う
に
伸
び
た
枝
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

【
枝
梅
―
え
だ
う
め
】

１
本
の
梅
を
描
い
た
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
り
、
古
い

紋
に
は
な
い
。
だ
て
紋
と
呼
ば
れ
る
「
し
ゃ
れ
着
用
」

の
女
紋
で
あ
る
。
現
在
で
は
縫
紋
が
遊
び
紋
と
な
っ

て
い
る
が
、
江
戸
後
期
に
は
手
描
き
友
禅
染
で
染
め

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
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う
便
利
さ
だ
け
で
な
く
、
四
季
折
々
の
美
の
集
合
体
で
あ
る
理
想
郷
が
表
現
さ
れ
て

い
る
も
の
や
、「
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
等
の
洋
花
と
、
牡
丹
や
梅
、
桜
、
花
菖
蒲
な
ど
の

日
本
古
来
の
花
が
同
居
し
て
い
る
図
柄
」
の
よ
う
な
、
日
本
と
海
外
の
花
が
一
枚
の

着
物
に
一
緒
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
な
ど
、
今
日
で
は
自
由
な
発
想
で
図
柄
が
創
り

出
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
洋
花
は
明
治
時
代
の
末
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
着
物

や
帯
の
柄
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
モ
ダ
ン
な
柄
と
し
て
人
気
を
博
し
た
。
今
日
で
は
大

正
ロ
マ
ン
を
表
現
す
る
着
物
紋
様
と
し
て
よ
く
見
か
け
る
。

　

ま
た
、
梅
は
意
匠
化
さ
れ
た
文
様
も
多
く
見
ら
れ
る
。
梅
の
花
枝
を
丸
く
デ
ザ
イ

ン
し
た
花
丸
文
の
一
種
で
枝
を
巧
み
に
使
い
円
を
表
現
す
る
「
梅
の
丸
」、
春
霞
に

梅
を
覗
か
せ
春
を
心
待
ち
に
す
る
心
情
が
託
せ
る
「
霞
に
梅
」、
八
重
咲
き
の
梅
を

意
匠
化
し
、
蕾
と
共
に
寄
せ
集
め
る
「
梅
寄
せ
」
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

紋
章
と
し
て
は
、「
単
梅
・
八
重
梅
」
を
基
に
様
々
な
形
態
が
作
ら
れ
る
。
即
ち

上
下
に
菱
形
に
向
か
い
合
わ
せ
た
「
菱
梅
」、梅
の
折
枝
を
図
様
化
し
た
「
梅
枝
丸
」、

梅
花
を
裏
が
え
し
に
し
た
「
裏
梅
」、「
梅
鶴
」「
梅
蝶
」「
雁
金
梅
」
等
の
擬
体
や
合
成
、

六
弁
花
の
「
軒
端
梅
」「
箙
梅
」
等
、
特
殊
な
形
の
も
の
な
ど
多
彩
で
あ
る
。
な
お

紋
章
の
場
合
、
普
通
は
図
柄
を
白
抜
き
と
す
る
が
、
逆
に
輪
郭
を
白
抜
き
に
し
た
も

の
も
あ
り
、
こ
れ
を
陰
と
い
う
。
梅
紋
に
も
こ
の
陰
梅
の
例
が
少
な
く
な
い
。

３	

―	

２　

梅
と
取
り
合
わ
せ
る
も
の

　

梅
と
取
り
合
わ
せ
る
も
の
と
し
て
「
鶯
」
を
あ
げ
た
い
と
思
う
。

　

梅
は
鶯
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
花
札
に
も
、
二
月
を
表
す
梅
を
描
い
た

一
〇
点
札
に
「
梅
に
鶯
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
ほ
ど
、
梅
と
鶯
は
セ
ッ
ト
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

日
本
の
文
学
史
上
に
梅
と
鶯
が
登
場
す
る
の
は
孝
謙
女
帝
の
天
平
勝
宝
三
年

（
7
5
1
）
に
編
纂
さ
れ
た
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
詩

集
の
一
〇
番
目
に
置
か
れ
て
い
る
葛
野
王（
6
6
9
～
7
0
5
）の
五
言
詩「
春
日
、

鶯
梅
を
翫
す
」
で
あ
る
。

五
言　

春
日
翫
鶯
梅　

一
首　
　

春
日
鶯
梅
を
翫
ぶ

聊
乗
休
仮
景　

入
苑
望
青
陽　
　

い
さ
さ
か
休
暇
の
景
に
乗
じ
て　

苑
に
入
つ

て
青
陽
を
望
む

素
梅
開
素
靨　

嬌
鶯
弄
愁
声　
　

素
梅　

素
靨
を
開
き　

嬌
鶯
を
弄
す

対
此
開
懐
抱　

優
足
暢
愁
情　
　

こ
れ
に
対
し
て
懐
抱
を
開
く　

優
に
愁
情
を

暢
ぶ
る
に
た
る

不
知
老
将
至　

但
事
酌
春
觴　
　

老
の
ま
さ
に
至
ら
ん
と
す
る
を
知
ら
ず
に　

た
だ
春
觴
を
酌
む
を
事
と
す

（
現
代
語
訳
）　

ち
ょ
っ
と
休
暇
の
日
を
か
り
て　

園
に
入
っ
て
春
の
景
色
を
眺
め
た

白
梅
は
白
く
咲
き
ほ
こ
ろ
び　

鶯
は
あ
で
や
か
に
囀
っ
て
い
る

う
ら
ら
か
な
景
に
心
も
ほ
ど
け　

愁
い
も
い
つ
か
消
え
て
い
く

老
い
の
こ
と
な
ど
す
っ
か
り
忘
れ　

盃
を
手
に
春
の
興
に
ひ
た
る
ば
か
り
だ

（
12
）

　

作
者
の
葛
野
王
は
大
友
皇
子
と
十
市
皇
女
と
の
間
に
生
ま
れ
た
長
子
で
、
天
智
天

皇
（
在
位
6
6
2
～
6
7
1
）
と
天
武
天
皇
（
在
位
6
7
3
～
6
8
6
）
の
孫

で
あ
り
、
持
統
朝
に
お
け
る
最
高
の
教
養
人
で
あ
っ
た
。

　

斎
藤
昭
二
著
の
『
花
の
思
想
史
』（

13
）

に
は
、
第
一
句
「
乗
休
仮
景
」
と
い
う
表

現
は
、
初
唐
の
盧
照
隣
の
「
山
林
日
田
家
」
と
い
う
詩
の
一
節
で
あ
る
「
帰
休
仮
日

乗
」
を
下
敷
き
に
、
第
三
句
・
第
四
句
で
あ
る
「
素
梅
開
素
靨　

嬌
鶯
弄
愁
声
」
と

い
う
表
現
も
、
陳
の
江
総
の
「
梅
花
落
」
の
一
節
で
あ
る
「
梅
花
秘
処
蔵
嬌
鶯
」
を

下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
記
し
て
あ
る
。
そ
こ
か
ら
推
測
す
る
と
、
梅
と
鶯
の

関
係
と
美
的
感
覚
は
日
本
独
自
の
も
の
で
は
な
く
唐
風
を
お
手
本
に
作
り
上
げ
ら
れ

た
美
的
感
覚
な
の
だ
ろ
う
。『
万
葉
集
』
に
も
梅
と
鶯
を
セ
ッ
ト
と
し
て
見
て
い
た

こ
の
時
代
の
文
化
教
養
人
の
美
的
感
覚
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
『
万
葉
集
』（

14
）

一
八
二
〇　

春
の
花
咲
け
る
岡
辺
に　

家
居
れ
ば
乏
（
と
も
）
し
く
も
あ
ら
ず

う
ぐ
ひ
す
の
声

（
現
代
語
訳
―
梅
の
花
が
咲
い
て
い
る
岡
辺
に
家
を
設
け
て
暮
ら
し
て
い
る
と
、

物
足
り
な
く
思
う
こ
と
も
な
い
、
鶯
の
声
は
。）

一
八
四
〇　

梅
が
枝
に
鳴
き
て
移
ろ
ふ
う
ぐ
ひ
す
の　

羽
白
た
へ
に
沫
雪
そ
降

る（
現
代
語
訳
―
梅
の
枝
に
鳴
い
て
は
飛
び
移
り
行
く
鶯
の
、
羽
も
白
く
な
る
ほ
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ど
に
沫
雪
が
降
る
。）

一
八
七
三　

い
つ
し
か
も
こ
の
夜
の
明
け
む
う
ぐ
ひ
す
の
木
伝
ひ
散
ら
す
梅
の

花
見
む

（
現
代
語
訳
―
い
つ
に
な
っ
た
ら
こ
の
夜
は
明
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
鶯
が
木

を
伝
わ
っ
て
散
ら
す
梅
の
花
を
見
よ
う
。）

　

こ
の
よ
う
に
梅
と
鶯
を
題
材
に
し
た
和
歌
に
見
ら
れ
る
表
現
は
、
色
彩
豊
か
で
梅

の
枝
の
色
と
花
の
色
と
の
調
和
や
、
雪
の
白
さ
を
絡
ま
せ
た
趣
向
の
も
の
が
多
い
。

春
を
告
げ
る
梅
の
花
と
、
春
告
鳥
の
鶯
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
花
の
美
し
さ
と
鳴
声

の
美
し
さ
が
あ
い
ま
っ
て
、
更
な
る
美
し
さ
を
創
り
出
し
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
鶯

の
羽
ば
た
き
と
共
に
ひ
ら
ひ
ら
と
散
り
ゆ
く
花
び
ら
の
舞
い
落
ち
る
美
し
さ
も
風
流

の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
満
喫
さ
せ
る
美
的
感
覚
が
後

に
日
本
独
自
の
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
、
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在

で
は
す
っ
か
り
日
本
人
の
美
意
識
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

　

梅
と
鶯
の
セ
ッ
ト
は
着
物
で
も
よ
く
見
か
け
る
こ
と
が
多
い
。
梅
の
文
様
を
図
柄

と
し
て
い
る
着
物
に
、
鶯
を
思
わ
せ
る
灰
色
が
か
っ
た
緑
褐
色
で
あ
る
鶯
色
の
帯
を

締
め
る
と
か
、
一
枚
の
着
物
に
鶯
が
梅
の
花
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
な
ど
種
類

は
様
々
で
あ
る
。
春
の
訪
れ
を
思
わ
す
着
物
と
し
て
は
ぴ
っ
た
り
で
あ
る
。

第
４
章　

梅
と
「
品
格
」

　

梅
は
昔
か
ら
品
格
の
あ
る
凛
々
し
い
花
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
桜
の
よ
う
に
す

ぐ
に
散
る
こ
と
も
な
く
、
厳
し
い
寒
さ
の
中
に
咲
き
行
く
姿
は
、
貴
族
た
ち
を
筆
頭

に
親
し
ま
れ
て
き
た
。
ま
た
「
松
竹
梅
」「
四
君
子
」
と
し
て
も
有
名
で
、
梅
が
品

の
あ
る
花
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
理
由
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。
梅
・
竹
・
蘭
・
菊
を

表
す
四
君
子
は
蘭
が
入
る
こ
と
に
よ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
中
国
文
化
な
感
じ
を

帯
び
た
も
の
に
対
し
、
松
・
竹
・
梅
を
表
す
松
竹
梅
は
い
か
に
も
日
本
ら
し
い
。

　

松
竹
梅
文
様
は
、
吉
祥
文
様
と
し
て
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
よ
く
正
月
の
飾
り

付
け
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
松
竹
梅
は
、
人
々
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
た
。
吉
祥
文
様

は
、
幸
福
へ
の
祈
り
と
喜
び
を
表
現
し
た
文
様
で
あ
り
、
松
竹
梅
は
そ
の
最
も
代
表

的
な
文
様
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
松
・
竹
・
梅
、
共
に
冬
の
寒
さ
に
耐
え
る
こ
と
か

ら
、
古
来
よ
り
中
国
で
は
「
歳
寒
三
友
」
と
称
し
、
ま
た
松
と
竹
は
緑
を
保
ち
色
を

変
え
な
い
こ
と
か
ら
、
節
操
と
清
廉
を
象
徴
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

　
『「
き
も
の
」
と
文
様
―
日
本
の
形
と
色
』
で
長
崎
巌
氏
は
、
奈
良
時
代
以
降
の
中

国
文
学
の
影
響
も
あ
っ
て
、
平
安
時
代
以
降
わ
が
国
の
工
芸
意
匠
に
松
竹
梅
が
用
い

ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
は
な
い
が
、
当
時
は
こ
れ
ら
の
植
物
の
う
ち
の
ひ
と
つ
あ
る

い
は
二
つ
を
意
匠
化
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
チ
ー
フ
が
表
す
も
の

は
あ
く
ま
で
も
「
歳
寒
三
友
」
と
し
て
の
本
義
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

（
15
）

と
記

し
て
い
る
。

　

松
・
竹
・
梅
と
そ
れ
ぞ
れ
平
安
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
三
つ
が
組
み
合
わ

さ
れ
、
吉
祥
文
様
の
代
表
的
な
存
在
と
し
て
日
常
生
活
に
溶
け
込
ん
で
い
く
の
は
意

外
に
も
遅
く
、
室
町
時
代
か
ら
と
い
う
。
松
竹
梅
文
様
は
、
衣
裳
は
言
う
に
及
ば
ず
、

陶
磁
器
・
漆
器
・
家
具
・
建
築
物
に
と
様
々
な
場
面
で
見
ら
れ
、
婚
礼
衣
装
や
嫁
入

り
布
団
、
礼
服
に
染
織
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　

松
竹
梅
に
鶴
亀
を
合
わ
せ
た
松
竹
梅
鶴
亀
文
様
も
有
名
で
、
染
織
品
に
は
盛
ん
に

用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
文
様
は
「
蓬
莱
文
様
」
と
も
呼
ば
れ
、
中
国
の
伝
説
に
三

神
山
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
中
の
蓬
莱
山
は
不
老
不
死
の
仙
人
が
住
む
理
想
郷

と
い
う
。
こ
れ
を
日
本
的
に
解
釈
し
意
匠
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
こ
の
文

様
の
意
匠
化
に
関
し
て
、
想
像
上
の
植
物
や
動
物
を
現
実
的
な
松
竹
梅
や
鶴
亀
に
置

き
換
え
る
こ
と
に
よ
り
、
文
様
自
体
を
和
様
化
し
て
い
る
。
平
安
時
代
以
降
は
文
化

全
般
で
和
様
化
が
進
み
、
空
想
上
の
動
物
や
植
物
は
、
日
本
人
の
馴
染
み
や
す
い
動

物
や
植
物
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
蓬
莱
文
様
も
こ
の
現
象
が
影
響
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

　

文
様
と
し
て
は
、
波
に
浮
か
ぶ
島
と
し
て
表
現
さ
れ
る
松
竹
梅
の
生
え
た
嶮
崖
を

亀
が
背
負
い
、
鶴
が
舞
う
と
い
う
意
匠
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
婚
礼
祝
い
の
飾
り

物
の
嶋
台
に
そ
の
文
様
の
名
残
を
残
し
て
い
る
。

第
５
章　

日
本
人
と
梅　

―
お
わ
り
に
―

　
「
梅
」
は
古
く
か
ら
多
く
の
日
本
人
に
愛
さ
れ
て
き
た
。
歌
の
題
材
と
し
て
も
『
万

葉
集
』
を
始
め
多
く
の
和
歌
集
で
詠
ま
れ
、
多
く
の
文
化
人
に
好
ま
れ
て
き
た
。
厳

し
い
寒
さ
が
残
る
中
、
馥
郁
た
る
香
り
と
気
高
く
咲
く
梅
の
花
は
、
常
に
身
の
周
り

の
自
然
に
目
を
向
け
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
い
た
人
々
か
ら
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す
れ
ば
、
と
て
も
魅
力
的
に
見
え
た
の
だ
ろ
う
。

　

日
本
の
伝
統
色
と
し
て
も
紅
梅
色
は
、「
今
様
色
」（
＝
流
行
の
色
）
と
し
て
も
て

は
や
さ
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
平
安
時
代
の
「
か
さ
ね
」
の
文
化
に
は
、
紅

梅
色
を
基
調
に
し
た
も
の
も
多
く
存
在
し
て
い
る
。
梅
の
色
が
重
な
り
合
い
完
成
さ

れ
る
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
は
当
時
の
美
的
感
覚
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

文
様
と
し
て
も
、
花
弁
だ
け
の
文
様
や
梅
の
木
全
体
を
文
様
と
し
て
い
る
も
の
な

ど
様
々
で
あ
る
。
表
現
方
法
の
自
由
か
ら
梅
の
文
様
が
入
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
あ

ふ
れ
る
着
物
が
生
み
出
さ
れ
、
梅
と
鶯
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
着
物
な
ど
は
実
に
春
ら

し
い
。
ま
た
、
松
竹
梅
文
様
は
、
お
め
で
た
い
吉
祥
文
様
と
し
て
も
知
ら
れ
、
中
国

風
で
格
調
高
い
「
四
君
子
」
よ
り
も
む
し
ろ
身
近
で
、
日
本
ら
し
さ
を
感
じ
る
文
様

だ
と
思
う
。

　

日
本
人
は
着
物
に
四
季
折
々
の
草
花
を
閉
じ
込
め
、
着
る
時
期
を
決
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
季
節
の
変
化
を
鮮
明
に
感
じ
取
り
、
着
物
を
着
る
こ
と
に
よ
り
四
季
と
一
体

化
し
自
然
と
共
に
生
き
る
暮
ら
し
を
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

本
稿
は
「
梅
」
を
題
材
に
「
ど
こ
に
美
意
識
を
感
じ
る
の
か
」「
梅
と
日
本
人
の

関
わ
り
方
」
を
考
え
な
が
ら
「
着
物
」
へ
の
繋
が
り
に
つ
い
て
追
及
し
て
き
た
が
、

今
後
は
他
の
季
節
の
草
花
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
き
た
い
。

注（
1
）『
文
様
の
四
季
―
和
装
に
み
る
文
化
と
伝
統
』（
P
27
～
30　

平
成
9
年　

木

村
孝	

著
／
茶
道
之
研
究
社
）

（
2
）『「
き
も
の
」
と
文
様
―
日
本
の
形
と
色
』（
Ｐ
218
～
220
／
257
～
261　

平
成
11
年

　

長
崎
巌	

著
／
講
談
社
）

（
3
）『
春
色
梅
児
誉
美
』（
昭
和
27
年　

中
村
幸
彦	

校
注
／
岩
波
書
店
）

（
4
）『
西
鶴
選
集　

武
家
義
理
物
語
』（
平
成
6
年　

太
刀
川
清	

編
／
お
う
ふ
う
）

（
5
）
以
下
枕
草
子
の
引
用
は
『
枕
草
子　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
18
』（
平
成
9

年　

松
尾
聰	

校
注
／
小
学
館
）
の
本
文
に
よ
る

（
6
）以
下
古
今
和
歌
集
の
引
用
は『
古
今
和
歌
集　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
5
』（
平

成
元
年　

小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵	

校
注
／
岩
波
書
店
）
の
本
文
に
よ
る

（
7
）『
古
事
談　

下
』（
昭
和
56
年　

小
林
保
治	

校
注
／
現
代
思
潮
社
）

（
8
）『
続
日
本
後
記
』（
昭
和
51
年　

黑
板
勝
美	

編
／
吉
川
弘
文
館
）

（
9
）『
す
ぐ
わ
か
る
日
本
の
伝
統
色
』（
P
41
～
46　

平
成
17
年　

福
田
邦
夫	

著
／

東
京
美
術
）

（
10
）『
源
氏
物
語　

四　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
22
』（
平
成
8
年　

柳
井
滋
・
室

伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
祐
一
郎	

校
注
／
岩

波
書
店
）

（
11
）『
日
本
の
文
様
7　

梅
』（
Ｐ
156　

昭
和
62
年　

相
賀
徹
夫	

発
行
／
小
学
館
）

（
12
）『
懐
風
藻
』（
平
成
12
年　

江
口
孝
夫	

著
／
講
談
社
）

（
13
）『
日
本
の
自
然
と
美
〈
5
〉　

花　

花
の
思
想
史
』（
Ｐ
49　

昭
和
52
年　

斎
藤

正
二	

著
／
ぎ
ょ
う
せ
い
）

（
14
）『
萬
葉
集（
万
葉
集
）二　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
2
』（
平
成
12
年　

佐
竹
昭
広
・

山
田
英
雄
・
工
藤
力
男
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎
福
之	

校
注
／
岩
波
書
店
）

（
15
）『「
き
も
の
」
と
文
様
―
日
本
の
形
と
色
』（
Ｐ
218　

平
成
11
年　

長
崎
巌	

著

／
講
談
社
）

※
そ
の
他
の
参
考
文
献
と
し
て
、『
日
本
の
梅
・
世
界
の
梅
』（
平
成
8
年
3
月
30
日

堀
内
昭
作	

著
／
養
賢
堂
）
や
『
平
安
の
美
裳　

か
さ
ね
の
色
目
』（
昭
和
63
年　

長
崎
盛
輝	

著
／
京
都
書
院
）
等
が
あ
る
。


