
黄
地
百
合
子
氏
の
思
い
の
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
た
珠
玉
の
一
冊
が
よ
う
や

く
完
成
し
た
。
そ
こ
に
は
彼
女
の
全
精
神
、
そ
の
真
蟄
な
生
き
方
の
す
べ

て
が
論
文
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
・

氏
の
日
本
文
学
に
対
す
る
研
究
の
視
点
は
長
年
に
わ
た
る
昔
話
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
培
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
恩
師
福
田
晃
先
生
か
ら

学
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
学
部
時
代
か
ら
続
く
昔

話
調
査
を
重
ね
る
な
か
で
、
語
り
手
と
の
出
会
い
、
風
土
と
の
出
会
い
、

資
料
の
整
理
や
報
告
書
の
作
成
な
ど
と
い
っ
た
煩
瓊
な
作
業
を
体
験
す
る

こ
と
で
は
じ
め
て
民
間
説
話
か
ら
御
伽
草
子
を
照
射
す
る
確
た
る
視
点
を

手
に
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
本
書
に
稀
有
の
価
値
を
与

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
昔
話
を
単
な
る
「
資
料
」
と
し
て
扱
う
視
点
か
ら

は
絶
対
生
ま
れ
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
次
に
本
書
の
構
成
を
掲
げ
よ
う
。

は
じ
め
に

日
本
の
継
子
話
の
深
層

中
世
に
お
け
る
継
子
讃
の
一
考
察
ｌ
『
は
な
世
の
姫
」
の
成
立
ｌ

「
姥
皮
」
型
説
話
と
室
町
時
代
物
語

〔
書
評
〕黄

地
百
合
子
著
『
御
伽
草
子
と
昔
話
日
本
の
継
子
話
の
深
層
』

黄
地
百
合
子
著
『
御
伽
草
子
と
昔
話
日
本
の
継
子
話
の
深
層
』

姥
皮
型
継
子
話
の
位
相

継
子
證
に
潜
む
も
の
ｌ
昔
話
「
米
埋
糠
埋
」
と
「
米
福
粟
福
」
を

め
ぐ
っ
て
ｌ

昔
話
の
伝
承
風
景

「
大
歳
の
火
」
の
伝
承

昔
話
の
一
モ
チ
ー
フ
〈
暗
闇
の
中
の
灯
〉
の
意
味
す
る
も
の

ｌ
民
間
文
芸
の
文
芸
性
を
め
ぐ
っ
て
ｌ

記
憶
と
し
て
の
昔
話

近
江
の
伝
説
考

近
江
湖
東
の
竜
蛇
伝
説

甲
賀
三
郎
ｌ
近
江
甲
賀
地
方
の
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
ｌ

お
わ
り
に

さ
て
、
「
は
じ
め
に
」
の
中
で
黄
地
氏
は
昔
話
と
御
伽
草
子
の
研
究
の

動
機
づ
け
と
し
て
、
「
そ
れ
ま
で
の
国
文
学
の
研
究
で
は
、
昔
話
（
民
間

説
話
）
を
御
伽
草
子
に
素
材
を
提
供
し
た
存
在
と
し
て
評
価
し
て
は
い
て

も
、
昔
話
そ
の
も
の
の
豊
か
さ
を
御
伽
草
子
と
対
等
に
見
て
ゆ
く
と
い
う

松
本
孝
三
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視
点
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
し
か
し
私
に
と
っ
て
は
御
伽
草
子
も
昔
話
も
ど

ち
ら
も
が
、
同
じ
よ
う
に
面
白
い
。
だ
か
ら
、
昔
話
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
ス

ト
ー
リ
ー
の
御
伽
草
子
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
草
子
の
生
成
に
関

わ
っ
た
人
々
も
、
当
時
語
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
昔
話
の
奇
想
天
外
で
豊

饒
な
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
引
き
つ
け
ら
れ
た
か
ら
だ
と
思
え
た
」
と
述
べ

る
。
つ
ま
り
、
「
面
白
さ
」
が
氏
に
と
っ
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
時
代
と
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
、
文
学
を
享
受
す
る
者
の
根
底
に
あ

る
普
遍
的
な
「
面
白
さ
」
の
共
有
で
あ
り
共
感
で
あ
る
。

ま
ず
、
氏
の
心
を
揺
さ
ぶ
っ
た
の
は
「
姥
皮
」
型
の
モ
チ
ー
フ
を
持
つ

『
は
な
世
の
姫
」
で
あ
り
『
鉢
か
づ
き
」
で
あ
り
『
う
は
か
は
』
で
あ
っ

た
と
い
う
。
そ
れ
ら
は
室
町
期
の
物
語
草
子
の
な
か
で
も
民
間
説
話
系
に

分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
話
の
構
成
は
（
１
）
主
人
公
の
出
自
、
（
２
）

主
人
公
の
流
離
・
銀
難
、
（
３
）
神
仏
の
加
護
に
よ
る
救
済
で
、
擬
古
物

語
系
、
本
地
物
語
系
に
対
し
て
、
確
か
に
民
間
説
話
の
色
彩
が
濃
い
こ
と

を
具
体
的
に
論
証
す
る
。
中
で
も
『
は
な
世
の
姫
」
は
民
間
説
話
的
要
素

が
物
語
自
体
の
骨
格
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
論

証
の
仕
方
は
実
に
手
堅
い
。
比
較
の
た
め
に
当
時
見
る
こ
と
の
で
き
た
昔

話
資
料
は
す
べ
て
見
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
私
家
版
や
小
部
数

の
報
告
書
が
き
わ
め
て
多
か
っ
た
時
代
に
、
柳
田
国
男
の
『
日
本
昔
話
名

彙
」
や
関
敬
吾
の
『
日
本
昔
話
集
成
」
を
は
る
か
に
凌
ぐ
分
量
の
報
告
資

料
を
、
テ
ー
マ
に
添
っ
て
逐
一
検
討
し
、
『
は
な
世
の
姫
』
と
昔
話
の
近

似
が
き
わ
め
て
細
部
に
わ
た
る
こ
と
、
固
有
名
詞
の
希
薄
さ
、
継
子
い
じ

め
の
淡
白
さ
、
描
写
の
明
る
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
指
摘
は
、

よ
ほ
ど
民
間
説
話
に
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
発
想
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
ヨ
は
な
世
の
姫
」
は
単
に
民
間
説
話
の
筋
立
て
や
趣
向
を
取

り
入
れ
た
だ
け
で
な
く
、
民
間
説
話
の
世
界
を
も
取
り
入
れ
た
も
の
」
だ

と
指
摘
す
る
。
氏
の
真
骨
頂
は
、
市
古
貞
次
氏
や
松
本
隆
信
氏
な
ど
の
大

先
達
の
成
果
を
踏
襲
し
つ
つ
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
生
か
す
こ
と
で
そ

れ
を
よ
り
級
密
で
実
証
的
な
も
の
に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

次
の
論
孜
「
「
姥
皮
」
型
説
話
と
室
町
時
代
物
語
」
は
、
冒
頭
論
文
を

さ
ら
に
「
姥
皮
」
モ
チ
ー
フ
に
し
ぼ
っ
て
、
室
町
時
代
物
語
と
昔
話
の
関

係
に
検
討
を
加
え
た
も
の
。
主
人
公
の
娘
が
山
姥
か
ら
姥
皮
を
貰
い
、
そ

れ
を
被
っ
て
長
者
の
家
の
釜
の
火
焚
き
婆
に
な
る
こ
と
、
長
者
の
息
子
が

姥
皮
を
脱
い
だ
娘
を
発
見
、
や
が
て
息
子
の
嫁
選
び
の
難
題
を
克
服
し
、

結
婚
に
至
る
ま
で
を
語
る
構
成
に
お
い
て
、
素
材
と
し
て
の
「
姥
皮
」
型

民
間
説
話
が
、
物
語
草
子
の
「
姫
君
の
発
見
か
ら
恋
愛
へ
の
過
程
」
や

「
嫁
く
ら
べ
の
趣
向
」
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
可
能
性
を
持
っ
て
お
り
、

『
は
な
世
の
姫
』
も
『
う
は
か
わ
」
も
、
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
昔
話
の

中
に
ほ
と
ん
ど
同
様
の
筋
立
て
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、

そ
れ
ら
は
継
子
い
じ
め
の
発
端
を
持
つ
「
姥
皮
」
型
説
話
が
物
語
化
し
た

も
の
と
い
う
結
論
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
百
三
十
例
の
昔
話
資
料

を
検
し
、
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
も
採
訪
調
査
に
赴
く
と
い
う
気
の
速
く
な

る
よ
う
な
作
業
の
結
果
た
ど
り
着
い
た
確
証
で
あ
っ
た
。
手
元
に
確
保
す

る
こ
と
の
き
わ
め
て
難
し
い
資
料
群
を
相
手
に
、
全
体
と
し
て
一
体
ど
れ

だ
け
の
資
料
と
格
闘
し
た
の
か
想
像
の
域
を
超
え
る
も
の
が
あ
る
。
近
年
、

「
日
本
昔
話
通
観
』
等
の
資
料
で
論
文
を
書
く
人
を
見
受
け
る
が
、
氏
の

一
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こ
の
姿
勢
を
ぜ
ひ
見
習
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
。
現
代
は
ま
だ
昔
話
調

査
が
可
能
で
あ
る
。
昔
話
を
「
古
典
資
料
」
と
し
て
扱
う
に
は
ま
だ
早
過

ぎ
る
。
私
の
友
人
の
花
部
英
雄
氏
は
、
昔
話
報
告
書
の
活
用
に
際
し
て
は

で
き
る
だ
け
現
地
へ
出
か
け
、
語
り
手
が
亡
く
な
ら
れ
て
い
る
場
合
は
そ

の
ご
家
族
あ
る
い
は
近
所
の
古
老
を
訪
ね
て
お
ら
れ
た
。
以
て
手
本
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
黄
地
氏
は
、
「
調
査
に
は
各
自
課
題
を
持
っ
て
参
加
す

る
よ
う
に
」
と
い
う
師
の
教
え
を
最
も
忠
実
に
実
行
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
の
「
姥
皮
型
継
子
話
の
位
相
」
で
は
、
「
姥
皮
」
型
説
話
が

果
た
し
て
継
子
護
と
い
え
る
の
か
と
疑
問
を
呈
す
る
。
日
本
各
地
の
昔
話

資
料
二
百
八
例
を
検
す
る
と
、
そ
の
多
く
が
「
蛇
聟
入
」
水
乞
型
か
蛙
報

恩
型
に
続
け
て
語
ら
れ
て
お
り
、
「
継
子
い
じ
め
」
に
始
ま
る
も
の
は
わ

ず
か
に
九
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。
む
ろ
ん
、
『
鉢
か
づ

き
」
『
う
は
か
わ
』
『
は
な
世
の
姫
』
と
い
っ
た
御
伽
草
子
と
「
姥
皮
」
型

モ
チ
ー
フ
と
の
強
い
つ
な
が
り
の
中
か
ら
継
子
認
と
し
て
の
位
置
づ
け
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
そ
れ
ら
の
物
語
に
み
ら
れ
る
継
子

い
じ
め
が
、
実
子
と
の
葛
藤
も
な
く
い
た
っ
て
単
純
な
の
は
、
昔
話
「
姥

皮
」
の
場
合
の
単
純
さ
と
き
わ
め
て
似
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
か
ら
、

「
姥
皮
」
の
発
端
の
継
子
い
じ
め
モ
チ
ー
フ
が
室
町
期
に
す
で
に
存
在
し

た
か
な
り
古
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
内
容
は
元
来
き
わ
め
て
簡
略

な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
倣
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
そ
の
後
の

展
開
を
経
て
長
者
の
息
子
と
の
幸
福
な
結
婚
に
至
る
こ
と
こ
そ
が
こ
の
話

の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
す
る
結
論
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
継
子

護
の
形
を
と
る
の
は
、
男
子
の
婚
姻
證
に
対
し
て
、
女
子
を
主
人
公
と
す

黄
地
百
合
子
著
「
御
伽
草
子
と
昔
話
日
本
の
継
子
話
の
深
層
」

る
昔
話
の
婚
姻
護
が
「
継
子
の
境
遇
ｌ
嫁
と
な
る
た
め
の
試
練
ｌ
幸
福
な

結
婚
」
を
語
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
。
さ
ら
に
、
姥
皮
の
存
在

は
「
娘
が
一
人
前
の
女
性
と
な
り
幸
福
な
結
婚
を
す
る
ま
で
、
彼
女
の
身

を
守
る
」
た
め
の
変
装
の
呪
具
だ
っ
た
と
い
う
。
関
敬
吾
氏
が
早
く
に
説

い
て
い
た
成
女
式
の
反
映
と
み
る
視
点
を
、
こ
こ
で
も
膨
大
な
昔
話
資
料

を
綿
密
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
証
的
に
見
事
に
解
明
し
て
見
せ
た

と
い
え
よ
う
。
通
過
儀
礼
的
要
素
に
つ
い
て
は
次
の
論
孜
「
継
子
話
に
潜

む
も
の
ｌ
昔
話
「
米
埋
糠
埋
」
と
「
米
福
粟
福
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
に
お

い
て
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
難
題
の
試
練
の
部
分
で
「
蛇
聟
入
」
水
乞
型
の
語
り

を
引
用
し
た
中
島
す
ぎ
媚
は
、
石
川
県
の
南
加
賀
地
方
の
優
れ
た
語
り
手

で
あ
る
。
昭
和
四
十
八
年
の
夏
に
訪
れ
た
の
が
最
初
の
出
会
い
で
、
そ
の

時
の
語
り
は
何
と
四
十
分
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
私
の
独
り
合
点
か
も

し
れ
な
い
が
、
こ
の
時
の
氏
と
媚
と
の
出
会
い
が
氏
の
研
究
テ
ー
マ
に
大

き
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
ひ
そ
か
に
思
っ
て
い
る
。

「
「
大
歳
の
火
」
の
伝
承
」
も
「
昔
話
の
一
モ
チ
ー
フ
〈
暗
闇
の
中
の
灯
〉

の
意
味
す
る
も
の
」
も
、
一
連
の
継
子
護
の
考
察
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き

た
成
果
で
あ
る
。
前
者
で
は
昔
話
資
料
百
八
十
五
例
の
詳
細
な
検
討
を
通

し
て
、
大
歳
の
火
は
新
し
い
年
を
迎
え
る
た
め
に
む
し
ろ
積
極
的
に
消
さ

れ
る
も
の
で
、
そ
れ
が
嫁
と
姑
に
よ
る
「
家
の
火
の
管
理
者
の
世
代
交
代
」

つ
ま
り
「
カ
カ
ザ
」
の
交
替
を
も
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
ま
た
、

そ
れ
が
鑪
師
や
鋳
物
師
・
鍛
冶
屋
の
伝
承
、
さ
ら
に
観
音
信
仰
と
も
深
く

関
わ
る
と
い
う
見
解
は
、
「
炭
焼
き
長
者
」
の
存
在
と
関
わ
っ
て
た
い
へ
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ん
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
中
で
、
『
鉄
山
秘
書
」
に
記
さ
れ
る
金
屋
子

神
の
降
臨
謹
に
お
け
る
「
神
と
長
者
と
巫
女
」
の
関
係
が
、
「
大
歳
の
火
」

の
「
〈
火
を
与
え
る
神
〉
と
〈
長
者
の
主
人
〉
と
〈
下
女
〉
」
の
関
係
に
対

応
し
、
下
女
が
実
は
火
の
神
を
斎
き
聖
な
る
火
を
管
理
す
る
巫
女
で
あ
る

こ
と
を
昔
話
資
料
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
慧
眼
で
あ
る
。

後
者
の
論
孜
の
場
合
も
、
我
々
は
「
姥
皮
型
継
子
話
の
位
相
」
の
最
後

に
も
触
れ
て
い
た
「
山
中
の
一
軒
家
」
が
昔
話
に
お
い
て
実
は
き
わ
め
て

重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
一
軒
家
に
た
ど
り
着

く
き
っ
か
け
は
主
人
公
の
放
浪
の
果
て
に
発
見
す
る
〈
暗
闇
の
中
の
灯
〉

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
姥
皮
」
や
他
の
い
く
つ
か
の
昔
話
と
も
共
有
の
、
山

姥
の
家
に
至
る
た
め
の
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
こ
の
小
さ
な
モ
チ
ー
フ
が

昔
話
の
構
成
上
、
挿
話
と
挿
話
を
つ
な
ぐ
働
き
を
有
し
、
複
合
型
の
昔
話

の
成
立
に
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
納
得
で
き
る
見
解
で
あ

る
。
確
か
に
そ
こ
は
異
郷
で
あ
り
、
山
姥
は
人
の
運
命
を
司
る
異
界
の
者
、

姥
皮
を
被
る
と
は
異
形
の
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
主
人

公
に
と
っ
て
は
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
の
、
あ
る
い
は
状
況
を
一
変
さ
せ
る

た
め
の
重
要
な
「
場
」
の
設
定
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
新
た
な
次
元
の
展
開

が
準
備
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
暗
闇
の
彼
方
の
灯
は
異
郷
へ
の
導
入
口

と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
氏
は
そ
れ
が
ま
た
語
り
手
の
生
活

実
感
に
も
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
成
果
が
導
き
出
さ
れ
る

の
も
、
や
は
り
氏
の
精
綴
な
資
料
の
読
み
込
み
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ

る
。
氏
の
主
要
な
論
文
は
二
十
代
半
ば
に
執
筆
さ
れ
、
そ
の
後
の
継
子
物

の
論
文
に
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
引
用
さ
れ
て
い
る
。
後
続
の
研
究

者
に
道
筋
を
付
け
た
優
れ
た
論
文
の
証
し
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
の
「
記
憶
と
し
て
の
昔
話
」
は
、
氏
自
身
の
幼
少
期
の
実
体
験
に
基

づ
く
昔
語
り
の
記
憶
を
た
ど
る
。
添
え
ら
れ
た
実
母
の
昔
話
資
料
と
と
も

に
、
語
り
手
論
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
〈
近
江
の
伝
説

考
〉
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
近
江
湖
東
の
竜
蛇
伝
説
」
と
「
甲
賀
三
郎
ｌ
近

江
甲
賀
地
方
の
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
の
二
本
の
論
孜
は
、
氏
の
婚
家
の

あ
る
琵
琶
湖
東
岸
に
伝
承
さ
れ
る
伝
説
を
取
り
上
げ
た
も
の
。
い
わ
ば
地

元
の
伝
承
を
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
「
日
本
伝
説
大

系
』
第
八
巻
「
北
近
畿
編
」
の
地
道
な
お
仕
事
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
、
故

郷
の
民
間
説
話
研
究
を
と
い
う
師
の
懲
掴
に
応
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

長
年
高
校
の
教
育
現
場
に
あ
っ
て
、
真
剣
に
生
徒
た
ち
と
向
き
合
い
、

「
自
分
と
自
分
に
つ
な
が
る
人
間
の
心
や
生
活
の
深
層
に
迫
っ
て
み
た
い

と
考
え
て
い
た
」
（
「
は
じ
め
に
」
）
と
語
る
黄
地
氏
の
真
筆
な
心
の
あ
り

よ
う
が
私
に
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
今
日
、
研
究
と
の
両
立
は
よ
り
厳
し

い
状
況
に
あ
る
。
昔
話
集
の
解
説
等
を
除
け
ば
本
書
に
掲
載
さ
れ
た
も
の

が
黄
地
氏
の
主
た
る
業
績
で
あ
ろ
う
。
そ
の
間
、
よ
き
先
生
、
よ
き
家
庭

人
と
し
て
全
力
で
生
き
て
き
た
証
し
が
こ
の
一
冊
に
実
を
結
ん
だ
の
で
あ

る
。
業
績
は
数
の
問
題
で
は
な
い
。
子
育
て
を
終
え
た
頃
か
ら
毎
年
夏
、

私
は
自
分
の
属
す
る
研
究
会
に
氏
を
誘
う
よ
う
に
な
っ
た
。
昔
の
よ
う
に

ま
た
一
緒
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
た
く
な
っ
た
か
ら
だ
。

（
三
弥
井
書
店
二
○
○
五
年
一
○
月
二
四
四
頁

本
体
価
格
三
、
八
○
○
円
）

（
ま
つ
も
と
．
こ
う
ぞ
う
堺
市
立
工
業
高
等
学
校
教
諭
）

六
八


