
序

光
源
氏
物
語
全
四
十
一
帖
が
正
伝
と
傍
流
に
分
か
れ
て
い
る

の
は
、
あ
る
程
度
客
観
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
正
伝
と

は
、
所
謂
「
紫
上
系
」
十
七
帖
と
所
謂
「
第
二
部
」
八
帖
と
を
合

わ
せ
た
部
分
で
あ
る
が
、
私
は
、
こ
の
う
ち
、
桐
壺
巻
前
半
と
若

菜
三
帖
と
を
除
い
た
部
分
を
「
勢
語
系
」
と
名
付
け
、
『
伊
勢
物

語
』
が
原
型
で
あ
る
こ
と
を
仮
説
し
た
。
い
っ
ぽ
う
、
傍
流
と
は

所
謂
「
玉
聾
系
」
十
六
帖
の
こ
と
で
あ
る
が
、
『
う
つ
ほ
物
語
』

第
二
主
題
系
（
恋
愛
や
結
婚
が
主
題
と
な
る
系
列
）
が
原
型
だ
と

考
え
、
「
宇
津
保
系
」
と
名
付
け
て
い
る
（
注
l
)
。

本
拙
稿
第
ー
節
で
は
『
う
つ
ほ
』
第
二
主
題
系
と
『
源
氏
』

宇
津
保
系
の
巻
々
の
季
節
観
、
第
2
節
で
は
『
伊
勢
』
と
、
『
源

氏
』
勢
語
系
の
巻
々
の
季
節
観
を
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
季
節
観
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
参
照
し

た
の
は
、
勉
誠
社
『
源
氏
物
語
講
座
』
第
十
巻
と
し
て
出
版
さ
れ

た
『
源
氏
物
語
研
究
文
献
目
録
』
（
平
成
五
年
）

2
4
9
頁
ー
3

行
目
ー

2
5
1
頁
2
行
目
の
全
四
十
二
篇
で
あ
る
。
特
に
、
渋
谷

栄
一
氏
「
源
氏
物
語
の
季
節
と
物
語

I

春
」
が
本
拙
稿
に
着
想

を
与
え
て
く
れ
た
（
注
2
)
。

又
、
平
成
十
一
年
吉
海
直
人
氏
『
源
氏
物
語
研
究
ハ
ン
ド
プ
ッ

ク

(
2
)
』
「
〈
宇
津
保
物
語
引
用
〉
関
係
研
究
文
献
目
録
」
の

1
番
か
ら

1
9
番
ま
で
全
十
九
篇
を
参
照
し
た
。

な
お
、
次
の
第
ー
節
で
扱
う
内
容
に
対
し
て
、
非
公
式
な
場

で
、
次
の
二
つ
の
御
教
示
、
若
し
く
は
、
お
叱
り
を
頂
い
た
。

一
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
先
行
論
文
で
重
要
な
も
の
を
見
落
と

し
て
い
る
。

二
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
必
ず
し
も
「
夏
の
文
学
」
と
い
う
言

葉
が
当
て
は
ま
ら
な
い
側
面
も
あ
る
。

こ
の
う
ち
ま
ず
第
一
点
に
就
い
て
は
、
本
拙
稿
の
テ
ー
マ
に
限
ら

ず
、
先
行
研
究
の
吸
収
に
完
璧
を
期
そ
う
と
す
れ
ば
無
限
に
論
文

光
源
氏
物
語
現
行
形
態
試
論
第
六

先
行
物
語
の
季
節

田

村

俊

介
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収
集
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
私
は
特
定
の
文
献
目

録
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
、
そ
の
文
献
目

録
に
挙
げ
ら
れ
た
論
文
は
取
捨
選
択
せ
ず
、
全
て
読
ん
で
い
る
。

『
源
氏
物
語
研
究
ハ
ン
ド
プ
ッ
ク

(
2
)
』
は
た
っ
た
一
年
前
に

出
版
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
し
、
勿
論
、
故
意
に
無
視
し
た
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
以
外
の
論
文
の
見
落
と
し
に
関
し

て
は
今
回
は
ひ
と
ま
ず
御
容
赦
頂
き
た
い
。
御
教
示
の
後
、
改
め

て
考
え
て
行
く
所
存
で
あ
る
。
も
う
一
っ
、
本
拙
稿
の
テ
ー
マ
に

即
し
て
言
え
ば
、
昭
和
や
平
成
の
『
う
つ
ほ
』
観
よ
り
も
一
条
朝

の
そ
れ
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
拙
稿
第

4
節
で

は
『
枕
草
子
』
の
『
う
つ
ほ
』
享
受
を
明
ら
か
に
す
る
予
定
で
あ

る
。
第
二
点
に
就
い
て
も
、
も
と
よ
り
私
は
『
う
つ
ほ
』
が
春
や

秋
（
初
冬
）
の
自
然
美
も
そ
れ
な
り
に
好
ん
で
居
る
こ
と
を
充
分

承
知
し
て
居
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
敢
え
て
「
夏
の
文
学
」
と
言

い
切
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
清
少
納
言
の
『
う
つ
ほ
』
観
を
重
ん

じ
た
結
果
で
あ
る
（
注
3
)
。

初
音
巻
か
ら
行
幸
巻
〔
三
〕
段
落
ま
で
の
部
分
は
「
月
並
み

の
巻
々
」
と
呼
ば
れ
、
「
初
音
」
「
胡
蝶
」
が
春
、
「
螢
」
「
常

夏
」
が
夏
、
「
蕊
火
」
「
野
分
」
が
秋
、
「
行
幸
」
が
冬
の
巻
と

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
「
葺
火
」
に
就
い
て
言
え
ば
、

常
夏
巻
で
光
源
氏
が
「
灯
籠
に
大
殿
油
ま
ゐ
れ
り
。
」
と
い
う
時

「
な
ほ
近
く
て
暑
か
は
し
や
。
葺
火
こ
そ
よ
け
れ
。
」

(
2
2
9
頁
）
（
注
4
)

と
言
っ
て
い
る
の
で
、
よ
り
正
確
に
は
夏
の
季
節
観
を
感
じ
取

る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
一
歩
譲
っ
て
通
説
通
り
「
秋
」
だ
と
し
て

も
、
か
な
り
残
暑
厳
し
い
秋
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
縁

火
巻
が
「
「
秋
の
」
と
い
っ
て
も
「
夏
の
」
と
い
っ
て
も
よ
い
、

一
定
の
時
期
」
で
あ
る
こ
と
は
田
中
新
一
氏
も
指
摘
し
て
い
る

（注
5
)
。
実
際
、
[
―
〕
が
夏
の
段
落
、
〔
二
〕
以
降
が
秋
の

段
落
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
季
節
に
跨
る
巻
と
し

て
「
胡
蝶
」
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
、
蝶
が
野
山
を
飛
び
回
る

季
節
も
春
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
し
、
実
際
、
〔
三
〕
ま
で
が
春

の
段
落
、
〔
四
〕
以
降
が
夏
の
段
落
な
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、
月
並
み
七
帖
の
う
ち
の
二
つ
を
春
の

巻
、
二
つ
を
秋
の
巻
に
分
類
す
る
の
は
『
古
今
集
』
の
部
立
に
基

づ
い
た
誤
解
で
あ
り
、
巻
名
に
基
づ
い
て
も
、
ペ
ー
ジ
数
を
数
え

て
み
て
も
、
三
つ
の
季
節
の
比
は
「
春
1
.
5

対

夏

3

対

l
.
5
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
図
l
)

（注
6
)
。

玉
星
求
婚
證
が
こ
の
よ
う
に
夏
重
視
の
月
並
み
の
巻
々
で
繰

り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
玉
聾
の
モ
デ
ル
で
あ
る
あ

て
宮
の
求
婚
讀
の
巻
々
の
季
節
観
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
第
二
帖
「
藤
原
の
君
」
、
第
四
帖

「
春
日
詣
」

1
第
九
帖
「
菊
の
宴
」
、
第
十
帖
「
あ
て
宮
」
の
前

に
ヽ
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秋
19.4頁

(
2
1
.
9
%
)
 

夏
43.3頁

(
4
8
.
9
%
)
 

春
21.3頁

(
2
4
.
0
%
)
 

図
1

月
並
み
七
帖
（
「
初
音
」
～
「
行
幸
」

〔
三
〕
）

ぷ
i

冬
2
5首

(
1
7
.
9
%
)
 

秋
4
2首

(
3
0
%
)
 

夏
5
1
首

(36.4%) 

春
2
2首

(
1
5
.
7
%
)
 

図
2

あ
て
宮

1
4オ

（
「
菊
の
宴
」

3
1
3頁

8
行
目
ま
で
）
の
相
聞
歌

季
節

・
無

関
係
63首



半
な
ど
あ
て
宮
中
心
の
約
九
帖
は
、
春
夏
秋
の
三
つ
の
季
節
が
対

等
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
（
注
7
)
。
十
四
オ
の
あ
て
宮
に
寄
せ

ら
れ
た
求
愛
歌
・
求
婚
歌
、
そ
れ
に
対
す
る
あ
て
宮
の
答
歌
を

調
査
し
て
み
る
と
、
図
2
で
示
し
た
よ
う
に
、
春
二
十
二
首
（
斜

線
部
）
、
夏
五
十
一
首
（
白
の
部
分
）
、
秋
四
十
二
首
（
黒
の
部

分
）
、
冬
二
十
五
首
（
点
々
の
部
分
）
（
以
上
、
本
拙
稿
で
は
、

図
ー

1
図
4
、
図
7
の
五
つ
の
図
を
通
し
て
、
季
節
の
模
様
を
統

一
さ
せ
て
い
る
）
、
季
節
不
明
、
季
節
無
関
係
及
び
あ
て
宮
へ
の

直
接
の
求
愛
歌
と
考
え
に
く
い
歌
六
十
三
首
と
い
う
結
果
が
出

た
。
（
な
お
、
菊
の
宴
巻
後
半
を
調
査
の
対
象
か
ら
は
ず
し
た
の

は
、
こ
の
部
分
は
『
源
氏
物
語
』
で
言
う
と
、
月
並
み
七
帖
か
ら

は
ず
れ
て
い
る
藤
袴
巻
、
玉
聾
入
内
直
前
の
部
分
に
当
た
る
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
。
）
論
者
に
拠
っ
て
は
、
多
少
違
っ
た
数
字
が

出
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
夏
が
春
や
秋
と
比
べ
て

軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
思
う
。
特
に
、
『
う
つ
ほ

物
語
』
の
主
題
が
あ
て
宮
の
結
婚
に
一
点
集
中
す
る
「
祭
の
使
」

が
夏
の
巻
で
あ
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
祭
の
使
巻
に
入
る
と
、
「

懸
想
人
た
ち
の
あ
て
宮
へ
の
贈
歌
が
一
群
と
な
っ
て
記
さ
れ
る
」

よ
う
に
な
る
（
新
全
集
〔
二
〕
段
落
上
段
鑑
賞
欄
参
照
）
、
し
か

も
そ
の
よ
う
な
場
面
が
、
夏
の
う
ち
に
、
三
回
も
作
り
設
け
ら
れ

て
い
る
（
他
に
、
〔
八
〕
段
落
、
〔
―
二
〕
段
落
鑑
賞
欄
参
照
）

の
で
、
こ
の
巻
は
、
『
源
氏
』
で
言
う
と
胡
蝶
巻
後
半
に
当
た

る
。
胡
蝶
巻
の
〔
四
〕
段
落
は
、
六
条
院
新
築
祝
い
を
主
題
と
し

た
そ
れ
以
前
と
様
変
り
し
て
、
い
よ
い
よ
玉
皇
が
主
役
の
座
に
就

く
。
冒
頭
の
一
文

更
衣
の
い
ま
め
か
し
う
改
ま
れ
る
こ
ろ
ほ
ひ
、
空
の
け

し
き
な
ど
さ
へ
あ
や
し
う
そ
こ
は
か
と
な
く
を
か
し
き
を
…

…
、
対
の
御
方
に
、
人
々
の
御
文
し
げ
く
な
り
ゆ
く
を
、

に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
四
月
の
声
を
聞
き
、
野
や
山
の
木
々
が

茂
り
行
く
の
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
玉
星
へ
の
懸
想
文
が
「

し
げ
く
な
り
ゆ
く
」
の
で
あ
る
。
物
語
は
そ
の
う
ち
の
三
人
の
懸

想
文
と
光
源
氏
の
批
評
・
処
世
訓
を
詳
述
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
、

「
和
し
て
且
清
し
」
と
漢
詩
に
謳
わ
れ
た
初
夏
の
空
に
よ
く
似
合

う
玉
皇
の
容
姿
と
人
柄
を
語
る
こ
と
に
な
る
。
「
橘
の
実
」
に
比

え
ら
れ
た
り
、
螢
の
光
に
「
そ
び
や
か
」
な
体
つ
き
が
照
ら
し
出

さ
れ
た
り
し
て
、
読
者
の
脳
裏
に
は
、
夏
の
景
物
と
玉
髪
が
離
れ

が
た
く
定
着
し
て
行
く
は
ず
で
あ
る
。

同
じ
玉
髪
系
で
も
、
前
半
の
夕
顔
や
末
摘
花
の
物
語
は
、
秋
を

頂
点
に
進
行
す
る
。
ま
ず
、
第
二
帖
「
帯
木
」
〔
一
〇
〕
段
落
か

ら
垣
間
見
ら
れ
る
、
夕
顔
の
頭
中
将
と
の
物
語
で
は
、

…
…
秋
も
来
に
け
り

と
い
う
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
次
に
第
四
帖
「
夕
顔
」
で
は
、

同
じ
夕
顔
の
光
源
氏
と
の
物
語
が
、
八
月
十
五
日
前
後
を
中
心
に

詳
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
第
六
帖
「
末
摘
花
」
で
も
、
末

摘
花
は
八
月
二
十
余
日
、
光
源
氏
と
新
枕
を
結
ん
で
い
る
が
、
こ

れ
ら
は
全
て
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
第
二
主
題
系
初
期
の
俊
蔭
女
物
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語
が
「
八
月
中
の
十
日
ば
か
り
」
の
新
枕
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

人
物
造
型
は
か
な
り
違
う
。
『
源
氏
』
の
螢
巻
の
物
語
論
で
あ

て
宮
は
「
女
し
き
と
こ
ろ
」
無
し
、
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
女

の
性
格
を
百
八
十
度
逆
転
さ
せ
た
の
が
藤
袴
巻
末
で
「
女
の
御
心

ば
へ
」
の
「
本

(II
手
本
）
」
と
絶
賛
さ
れ
て
い
る
玉
菫
で
あ
る

と
思
う
。
三
首
の
贈
歌
に
よ
う
や
く
小
声
で
一
首
の
答
歌
を
口
ず

さ
む
俊
蔭
女
の
受
動
的
な
性
格
と
、
自
分
か
ら
贈
歌
し
、
誘
惑
し

た
夕
顔
の
能
動
的
な
性
格
も
正
反
対
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は

り
あ
て
宮
が
モ
デ
ル
で
あ
り
、
又
、
俊
蔭
女
が
モ
デ
ル
で
あ
る
こ

と
を
読
者
に
知
ら
せ
る
サ
イ
ン
と
し
て
季
節
の
一
致
が
機
能
し
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

紫
式
部
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
季
節
観
に
ど
れ
程
忠
実
で
あ
っ

た
か
は
、
夕
霧
巻
〔
二
〕
段
落
の

八
月
中
の
十
日
ば
か
り
な
れ
ば
、
野
辺
の
け
し
き
も
を
か
し

き
こ
ろ
な
る
に

同
じ
巻
の
〔
一
八
〕
段
落
の

九
月
十
余
日
、
野
山
の
け
し
き
は
、
深
く
見
知
ら
ぬ
人
だ
に

た
だ
に
や
は
お
ぼ
ゆ
る
。

総
角
巻
の
〔
一
九
〕
段
落
の

九
月
十
日
の
ほ
ど
な
れ
ば
、
野
山
の
け
し
き
も
思
ひ
や
ら
る

る
に

に
拠
っ
て
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
三
つ
の
文
は
全
て
、
「
年
の
内
、

木
・
草
の
盛
り
、
秋
の
ほ
ど
に
、
い
つ
か
」
と
い
う
帝
の
御
下
問

に
、
少
将
仲
頼
が

「
野
の
盛
り
は
、
八
月
中
の
十
日
、
山
の
盛
り
は
、
九
月
上

の
十
日
の
ほ
ど
に
な
む
。
」

と
答
え
た
吹
上
下
巻
巻
頭
を
踏
ま
え
て
い
る
（
注

8
)
。
た
だ
、

『
う
つ
ほ
』
の
一
文
を
『
源
氏
』
の
特
定
の
巻
の
特
定
の
段
落
に

引
用
す
る
の
で
は
な
く
、
三
箇
所
に
分
散
し
て
引
用
す
る
あ
た

り
、
何
と
も
紫
式
部
ら
し
い
で
は
な
い
か
。

2
 

以
上
前
節
で
は
、
傍
証
と
し
て
他
の
巻
に
言
及
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
玉
聾
系
巻
々
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。

本
節
で
は
勢
語
系
巻
々
の
季
節
観
を
考
察
す
る
。

桐
壺
巻
、
若
菜
三
帖
を
除
く
（
注
9
)
正
伝
の
巻
々
を
調
査
し

て
み
た
と
こ
ろ
、
図
3
の
よ
う
な
結
果
が
出
た
。
即
ち
、
春
ー
6

6
.
0
頁
、
秋
2
0
0
.
8
頁
が
明
ら
か
に
夏
l
2
5
.
6
頁
を

上
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
統
計
は
で
き
る
限
り
機
械
的
に

数
え
た
結
果
で
あ
る
が
、
そ
の
季
節
の
自
然
が
物
語
の
中
で
好
ま

し
く
描
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
な
お

一
層
、
夏
の
比
重
は
軽
く
な
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
第
四
十
帖
「

御
法
」
の
場
合
、
〔
一
〕
は
そ
れ
以
前
の
数
年
間
の
総
括
な
の
で

カ
ウ
ン
ト
せ
ず
、
〔
二
〕
〔
三
〕
は
春
、
〔
四
〕
〔
五
〕
は
夏
、

〔
六
〕
以
降
は
秋
と
し
て
ペ
ー
ジ
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
た
の
で
あ
る

が
、
果
し
て
〔
四
〕
〔
五
〕
は
内
容
上
「
夏
の
段
落
」
と
呼
べ
る
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冬
129.0頁

(20.7%) 

秋
200.8頁

(32.3%) 

夏
125.6頁

(20.2%) 

春
166.0頁

(26.7%) 

図
3

正
伝
（
「
桐
壺
」
、
若
菜
三
帖
除
く
）

08 

秋
25

首

(35.7%) 

夏
17
首

(24.3%) 

春
25首

(35.7%) 

図
4

伊
勢

物
語

和
歌



だ
ろ
う
か
。

「
大
人
に
な
り
た
ま
ひ
な
ば
、
こ
こ
に
住
み
た
ま
ひ
て
、
こ

の
対
の
前
な
る
紅
梅
と
桜
と
は
、
花
の
を
り
を
り
に
心
と
ど

め
て
も
て
遊
び
た
ま
へ
。
さ
る
べ
か
ら
む
を
り
は
、
仏
に
も

奉

り

た

ま

へ

」

（

〔

五

〕

）

紫
上
が
匂
宮
に
伝
え
た
詞
で
あ
る
。
紫
上
は
「
こ
の
前
の
対
な

る
」
と
言
っ
て
、
も
し
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
庭
を
指

さ
し
た
は
ず
だ
が
、
指
さ
さ
れ
た
先
に
今
咲
い
て
い
る
夏
の
花
に

は
全
く
触
れ
ず
、
九
ヶ
月
先
の
紅
梅
と
桜
に
思
い
を
馳
せ
て
い

る
。
あ
と
九
ヶ
月
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
な
ら
、
仏
に
な
っ

た
自
分
の
前
に
ま
っ
先
に
供
え
て
ほ
し
い
の
は
春
の
花
だ
と
言
っ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
正
伝
の
巻
々
で
は
、
春
の
段
落
の
あ
と
夏
の
景
物

に
は
触
れ
ず
に
秋
の
段
落
へ
と
進
む
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
夏

が
飛
ば
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
葵
上
が
六
条
御
息
所
と
車
争
い
を

し
た
り
、
六
条
御
息
所
が
生
霊
と
化
（
な
）
っ
た
り
（
葵
巻
）
、

光
源
氏
が
源
典
侍
と
か
か
ず
ら
わ
っ
た
り
（
紅
葉
賀
巻
）
、
と
か

＜
凶
事
・
失
敗
が
起
こ
る
。
特
に
賢
木
巻
巻
末
の
夏
は
、
そ
の
あ

と
の
須
磨
流
諦
と
い
う
結
果
か
ら
見
て
、
光
源
氏
の
生
涯
最
大
の

失
敗
で
あ
っ
た
。
渋
谷
栄
一
氏
が

夏
を
季
節
的
背
景
に
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
…
…
多
く
の
密

通

・

密

会

の

物

語

が

語

ら

れ

て

い

る

（

注

l
o
)

と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

夏
が
忌
み
嫌
わ
れ
、
春
秋
重
視
、
そ
し
て
「
紫
上
系
」
と
い

う
言
葉
が
あ
る
く
ら
い
紫
上
の
主
人
公
性
が
強
い
か
ら
、
ど
ち
ら

か
と
言
え
ば
秋
よ
り
も
春
が
好
ま
れ
る
と
い
う
の
が
正
伝
の
傾
向

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ニ
―
-
E

で
ま
と
め
る
と
、
「
伊
勢
物
語
的
季
節

観
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
業
平
実
作
の
和
歌
と
し
て
、

世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば

春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

（
第
八
十
二
段
第
一

段
落
。
『
古
今
集
』
等
で
は
、
第
二
句
「
さ
か
ざ
ら
は
」
）

が
広
く
人
口
に
謄
炎
し
た
ら
し
く
、
『
伊
勢
物
語
』
は
第
一
次

成
立
章
段
の
み
な
ら
ず
、
第
二
次
•
第
三
次
に
至
る
ま
で
、
「
春

を
好
み
、
夏
を
嫌
う
」
傾
向
が
強
い
。
試
み
に
、
比
較
的
季
節
が

は
っ
き
り
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
七
十
首
の
み
を
調
査
し
て
み
た

と
こ
ろ
図
4
の
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
季
節
が
そ
の
章
段
の
中

で
好
ま
し
く
迎
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
見
る

と
、
な
お
一
層
、
夏
の
比
重
は
軽
く
な
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
第

九
十
一
段
の

を
し
め
ど
も
春
の
か
ぎ
り
の
今
日
の
日
の

夕
暮
れ
に
さ
へ
な
り
に
け
る
か
な

と
い
う
独
詠
歌
は
、
い
っ
ぽ
う
で
「
夏
嫌
い
」
と
い
う
印
象
を
抱

か
せ
る
。
第
九
十
四
段
は

秋
の
夜
は
春
日
わ
す
る
る
も
の
な
れ
や

霞
に
霧
や
千
重
ま
さ
る
ら
む
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千
々
の
秋
ひ
と
つ
の
春
に
む
か
は
め
や

紅
葉
も
花
も
と
も
に
こ
そ
散
れ

と
い
う
贈
答
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
「
霞
」

霧
」
、
「
花
」
ー
「
紅
葉
」
と
い
う
春
秋
の
景
物
の
優
劣
の
み

が
歌
題
と
さ
れ
、
「
夏
」
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
る
。
夏
と
は
、

何
か
の
蔭
に
隠
れ
て
秋
ま
で
我
慢
す
る
時
期
で
あ
り
、
冬
も
何
か

の
蔭
に
隠
れ
て
春
を
待
つ
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
第
七
十
九
段
の

わ
が
門
に
千
ひ
ろ
あ
る
か
げ
を
植
ゑ
つ
れ
ば

夏
冬
た
れ
か
隠
れ
ざ
る
べ
き

に
よ
っ
て
わ
か
る
。
第
四
段
、

…
…
又
の
年
の
正
月
に
、
梅
の
花
ざ
か
り
に
、
去
年
を
恋
ひ

て
い
き
て
、
立
ち
て
見
、
居
て
見
、
見
れ
ど
、
去
年
に
似
る

べ
く
も
あ
ら
ず
。
う
ち
泣
き
て
、
あ
ば
ら
な
る
板
敷
に
、

月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
ふ
せ
り
て
、
去
年
を
思
ひ
い
で
て
よ
め

る。

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ

わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て

と
よ
み
て
、
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
明
く
る
に
、
泣
く
泣
く
か
へ

り
に
け
り
。

も
、
昔
男
の
春
を
好
む
心
が
前
提
と
し
て
あ
る
。
愛
す
る
人
と
一

緒
で
な
け
れ
ば
美
し
い
春
も
美
し
く
見
え
な
い
、
と
い
う
こ
の
段

の
主
題
は
、
正
伝
の
大
尾
幻
巻
に
も
引
き
継
が
れ
、
愛
す
る
紫
上

と
一
緒
で
な
け
れ
ば
素
敵
な
春
も
素
敵
に
感
じ
ら
れ
な
い
、
と
謳

い
直
さ
れ
て
い
る
（
注
l
l
)
。
と
こ
ろ
が
、
幻
巻
の
場
合
、
そ

の
次
の
四
月
や
五
月
も
飛
ば
さ
れ
ず
、
視
覚
的
聴
覚
的
嗅
覚
的
に

自
然
描
写
さ
れ
て
い
る
点
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
季
節
観
も
入
っ
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

幻
巻
が
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
一
月
も
欠
か
さ
ぬ
月
並
み
の
形

を
取
っ
て
い
る
の
は
、
『
う
つ
ほ
』
の
大
尾
楼
の
上
下
巻
の
一
月

か
ら
八
月
ま
で
一
月
も
欠
か
さ
ぬ
月
並
み
の
形
態
の
投
影
で
あ
っ

て
、
そ
の
月
そ
の
月
の
景
物
や
年
中
行
事
も
照
応
す
る
こ
と
が
多

い
と
以
前
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
も
う
繰
り
返
さ
な
い
（
注

1
2
)
。
し
か
し
、
以
前
は
、
楼
の
上
下
巻
が
八
月
十
五
日
で
終

り
、
幻
巻
が
十
二
月
月
末
で
終
わ
る
違
い
に
つ
い
て
は
述
べ
な
か

っ
た
。
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
、
窪
田
繁
夫
氏
「
平
安
朝

文
学
の
自
然
描
写
序
説
ー
源
氏
物
語
の
季
節
ー
」
で
あ
る
。

秋
の
叙
述
は
春
が
色
を
中
心
と
し
た
叙
述
で
あ
り
、
感
じ
方

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
秋
は
音
を
中
心
と
し
た
季
節
の
感
じ
方

で

あ

る

。

（

注

1
3
)

窪
田
氏
は
、
論
文
の
副
題
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
あ
く
ま
で
『
源

氏
物
語
』
に
関
し
て
述
べ
て
居
る
の
で
あ
り
、
私
も
確
か
に
『
源

氏
』
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
と
思
う
が
、
敢
え
て
『
う
つ
ほ
物
語
』

の
読
解
に
も
応
用
し
た
い
。

そ
も
そ
も
平
安
朝
の
音
楽
と
は
原
則
と
し
て
野
外
コ
ン
サ
ー
ト

で
あ
り
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
の
は
自
然
に

調
和
す
る
芸
術
を
創
り
出
す
こ
と
、
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四
季
折
々
の
妙
音
、
森
羅
万
象
の
変
化
と
無
常
、
人
間
の
深

い
思
い
と
の
霊
妙
な
調
和
な
ど
の
中
に
天
上
の
美
を
垣
間
見

る
こ
と
で
あ
る
（
大
系
『
宇
津
保
物
語
』
第
三
巻
解
説
）
。
野

外
で
あ
る
以
上
、
そ
の
季
節
そ
の
季
節
に
よ
っ
て
、
音
楽
的
環
境

が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
。
人
間
の
ほ
う
が
、
絃
を
ゆ
る
め
た

り
張
り
つ
め
た
り
、
演
奏
法
を
工
夫
し
た
り
し
て
、
そ
の
変
化
に

調
和
さ
せ
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
総
ま
と
め
の
巻
が
月
並

み
記
事
と
な
っ
た
の
は
必
然
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

い
く
ら
そ
の
季
節
そ
の
季
節
の
掛
け
が
え
の
無
い
魅
力
と
言
っ
て

も
、
音
楽
的
環
境
が
理
想
的
に
な
る
の
は
、
即
ち
琴
の
音
色
が
最

も
冴
え
渡
る
の
は
秋
で
あ
る
。
楼
の
上
下
巻
の
大
団
円
が
秋
の
最

中
（
も
な
か
）
で
あ
っ
た
の
も
必
然
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
幻
巻
は
必
ず
し
も
琴
の
音
色
を
主
題
と
せ
ず
、
そ
れ

ど
こ
ろ
か
喪
に
服
し
て
い
る
期
間
は
音
楽
の
演
奏
は
禁
物
な
の
で

（注
l
4
)
、
『
う
つ
ほ
』
に
つ
き
合
っ
て
秋
の
最
中
で
筆
を
掴

く
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
光
源
氏
が
自
ら
の
人
生
の
終
り
を
述
懐

す
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
季
節
と
し
て
、
十
二
月
の
月
末
が
大

団
円
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

紫
式
部
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
ど
こ
ま
で
も
忠
実
で
あ
っ
た
。

違
う
と
こ
ろ
は
、
人
事
の
ほ
つ
の
違
い
に
適
応
し
た
必
要
最
少
限

の
修
正
だ
け
だ
と
思
う
。

昭
和
六
十
一
年
四
月
、
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
』
に
於

い
て
、
武
田
宗
俊
氏
の
玉
輩
系
後
記
説
（
注
l
5
)
の
特
集
が
組

ま
れ
、現

時
点
に
お
け
る
構
想
論
•
成
立
論
の
立
場
か
ら
見
た
武
田

宗
俊
説
に
つ
い
て
の
見
解

と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
二
十
三
名
の
論
者
が
原
稿
を
寄
せ
た

（
以
下
、
こ
れ
を
成
立
論
特
集
号
と
言
う
）
。
そ
の
中
の
大
部

分
、
少
な
く
と
も
半
分
以
上
は
賛
成
し
た
り
、
賛
否
の
判
断
は

留
保
し
つ
つ
も
今
後
も
そ
の
問
題
の
研
究
を
続
け
る
べ
き
だ
と
述

べ
た
り
、
或
い
は
、
別
の
視
角
に
立
っ
て
再
検
討
す
る
こ
と
を
説

き
、
或
い
は
批
判
的
論
調
に
終
始
し
な
が
ら
そ
の
功
績
を
た
た
え

て
い
る
、
要
す
る
に
武
田
氏
論
文
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
昭
和
五
十
年
代
頃
か
ら
、
武
田
氏
へ
の
賛
否
両
論

に
関
し
て
長
い
「
沈
黙
」
の
状
態
に
入
っ
た
、
武
田
氏
説
は
「
黙

殺
」
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
見
方
も
あ
っ
た
。
確
か
に
、
右
の

二
十
三
氏
の
中
で
も
石
田
穣
二
氏
や
玉
上
琢
禰
氏
ら
は
武
田
氏
説

へ
の
無
関
心
を
標
榜
し
て
い
る
が
、
両
氏
は
昭
和
の
半
ば
頃
か
ら

そ
の
よ
う
な
態
度
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
学
界
の
大
勢
に

就
い
て
「
沈
黙
」
「
黙
殺
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
の
は
い
さ

さ
か
オ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
。
本
当
に
「
沈
黙
」
と
い
う
言
葉
が
あ

て
は
ま
る
の
は
、
昭
和
末
期
で
は
な
く
最
近
の
学
界
の
状
況
で
あ

る
。
『
源
氏
物
語
を
読
む
た
め
の
研
究
事
典
』
（
注
l
6
)
が
出

3
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版
さ
れ
た
平
成
七
年
の
頃
か
ら
平
成
十
二
年
七
月
現
在
、
昭
和
の

論
文
の
書
き
直
し
や
、
『
源
氏
』
専
門
家
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い

る
は
ず
の
武
田
氏
説
の
概
要
•
青
柳
秋
生
氏
説
の
概
要
の
ま
と
め

直
し
を
除
い
て
は
、
玉
髪
系
に
関
す
る
論
文
は
全
く
発
表
さ
れ
て

い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
し
な
が
ら
私
が
研
究
を
開
始
し
た
の
は
、
成
立
論
特
集
号

が
出
た
直
後
で
あ
っ
た
の
で
、
武
田
氏
説
の
再
検
討
に
全
力
を
傾

け
る
こ
と
に
決
め
た
。
そ
の
最
初
の
成
果
が
平
成
二
年
度
中
古
文

学
会
秋
季
大
会
の
「
か
の
十
六
夜
の
女
君
ー
葵
巻
晩
秋
の
新
解

釈
ー
」
で
あ
り
、
翌
三
年
五
月
の
『
中
古
文
学
』

4
7
号
で
も

同
じ
表
題
副
題
で
活
字
発
表
し
た
が
、
要
点
は
、
従
来
か
ら
注
目

さ
れ
て
い
る

か
の
十
六
夜
（
い
さ
よ
ひ
）
の
さ
や
か
な
ら
ざ
り
し
秋
の
こ

と
な
ど
、
さ
ら
ぬ
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
好
き
事
ど
も
を
か
た
み

に
隈
な
く
言
ひ
あ
ら
は
し
給
ふ
、

と
い
う
葵
巻
の
一
文
を

末
摘
花
の
姿
が
は
っ
き
り
と
は
見
え
な
か
っ
た
秋
の
新
枕
の

こ
と
な
ん
か
…
…

と
解
釈
す
る
こ
と
に
あ
る
。
花
宴
巻
の
「
か
の
有
明
」
が
女
性

の
人
物
呼
称
で
あ
る
の
で
、
「
か
の
十
六
夜
」
も
末
摘
花
の
人

物
呼
称
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
「
言
ひ
あ
ら
は

（
す
）
」
は
、
昭
和
5
7
年
の
集
成
本
な
ど
で
は
、
光
源
氏
と
頭

中
将
が
互
い
の
秘
密
を
暴
露
し
合
う
、
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
だ

が
、
私
は
行
幸
巻
の
「
申
し
あ
ら
は
（
す
）
」
と
い
う
用
例
に
基

づ
い
て
、
自
分
か
ら
「
白
状
す
る
」
と
解
釈
し
た
。

平
成
五
年
に
出
版
さ
れ
た
新
大
系
第
一
巻
は
三
一
七
頁
注
三
八

と
し
て
右
の
一
文
を
取
り
挙
げ
、

十
六
夜
の
月
が
は
っ
き
り
見
え
な
か
っ
た
秋
の
こ
と
。
源
氏

が
末
摘
花
を
訪
れ
、
頭
中
将
に
見
つ
け
ら
れ
た
の
は
春
で

あ
っ
た
。

l
末
摘
花
二

0
九
頁
。
（
三
一
八
頁
下
段
）

と
述
べ
て
居
る
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
な
の
か
、
そ
し
て
、
蓄
積

さ
れ
た
過
去
の
研
究
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
取
っ
て
い
る

の
か
、
今
も
っ
て
わ
か
ら
な
い
。
脚
注
は
紙
幅
の
制
限
が
厳
し
い

も
の
だ
が
、
紙
幅
に
か
な
り
余
裕
が
あ
る
は
ず
の
新
大
系
全
五
巻

各
巻
巻
末
論
文
の
中
に
も
、
右
の
「
注
三
八
」
に
関
し
て
触
れ
る

と
こ
ろ
が
無
い
。
研
究
史
上
の
位
置
か
ら
考
え
て
も
「
注
三
八
」

は
六
人
の
校
注
者
全
員
の
合
意
と
私
は
受
け
取
っ
て
い
る
（
注
1

7
)
が
、
他
の
学
術
誌
を
播
い
て
も
、
右
の
一
文
に
関
す
る
六
人

の
御
高
見
を
知
る
こ
と
は
平
成
十
二
年
現
在
で
き
て
い
な
い
。
と

も
あ
れ
、
具
体
的
な
根
拠
に
基
づ
く
反
論
と
対
案
と
が
突
き
つ
け

ら
れ
な
い
限
り
、
私
と
し
て
は
、
平
成
三
年
に
活
字
発
表
し
た
人

物
呼
称
説
を
撤
回
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
1
1
年
、
吉
岡
曝
氏
は
「
源
氏
物
語
の
構
造
」
の

中
で
葵
巻
の
一
文
が
紅
葉
賀
巻
の
源
典
侍
事
件
を
指
す
と
述
べ
（

3
2
4
頁
2
行
1
3
2
5
頁
l
行
）
、
第
一
に
「
秋
の
こ
と
」
に

就
い
て

(
3
2
5
頁
2
行
1
1
2
行
）
、
第
二
に
「
さ
や
か
な
ら
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ざ
り
し
」
に
就
い
て

(
3
2
5
頁
l
4
行
1
3
2
6
頁
ー
行
）
、

第
三
に
「
か
の
い
ざ
よ
ひ
」
に
就
い
て

(
3
2
6
頁
ー
行

1
2

行
）
独
特
の
説
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
〔
付
記
〕
に

あ
る
通
り
、
氏
自
身
の
手
に
成
る
過
去
の
幾
つ
か
の
論
文
を
再
構

築
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
掲
載
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』

と
い
う
叢
書
（
第
四
巻
掲
載
）
の
性
格
か
ら
、
平
成
1
1年
の
時

点
に
於
け
る
吉
岡
氏
の
所
見
と
受
け
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か

し
、
今
、
第
三
の
「
い
ざ
よ
ひ
」
の
論
証
―
つ
を
取
り
挙
げ
て
み

て
も
、

「
い
さ
よ
ひ
の
」
は
「
さ
や
か
な
ら
ざ
り
し
」
を
導
く
序
詞

的
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
は
何
と
も
不
充
分
で
あ
る
。
序
詞

や
枕
詞
で
あ
る
と
断
定
す
る
た
め
に
は
上
代
や
平
安
の
規
範
的
な

歌
集
か
ら
引
例
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
既
に
伊
藤

博
氏
が
、
成
立
論
特
集
号
の
「
武
田
宗
俊
説
を
め
ぐ
っ
て
」
の
中

で、

「
十
六
夜
」
を
序
詞
的
な
も
の
と
解
し
、
こ
れ
を
源
典
侍
挿

話
を
受
け
た
も
の
と
す
る
吉
岡
氏
の
論
法
も
、
納
得
し
が
た

い
。
源
典
侍
と
の
そ
れ
は
「
十
六
夜
」
の
こ
と
と
は
書
か
れ

て
い
な
い
の
に
「
か
の
十
六
夜
」
と
は
言
わ
な
い
だ
ろ
う
。

（
「
か
の
」
に
は
傍
点
ー
田
村
注
）

と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

逆
に
「
十
六
夜
」
と
い
う
言
葉
を
重
視
し
た
の
が
、
光
源
氏
が

初
め
て
末
摘
花
邸
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
を
指
す
と
い
う
解
釈
で
あ

る
。
そ
の
、
末
摘
花
巻
[
四
〕
段
落
に
は
ヽ

も
ろ
と
も
に
大
内
山
は
出
で
つ
れ
ど
入
る
方
見
せ
ぬ
い
さ
よ

ひ
の
月

と
い
う
頭
中
将
の
椰
楡
も
あ
り
、
一
見
、
下
の
句
が
葵
巻
の
一

文
と
照
応
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
室
町
か
ら
現
代
、
そ

れ
も
平
成
十
二
年
現
在
に
至
る
ま
で
提
唱
さ
れ
続
け
て
い
る
説
で

あ
る
が
、
こ
の
説
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た

め
に
前
拙
稿
「
か
の
十
六
夜
の
女
君
」
で
は
、
「
さ
や
か
な
り
」

の
全
用
例
を
列
挙
し
た
の
で
あ
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
の
「
さ
や

か
な
り
」
「
さ
や
か
な
ら
ざ
り
し
」
は
男
（
頭
中
将
）
が
男
（
光

源
氏
）
の
行
方
を
「
は
っ
き
り
つ
か
む
」
「
は
っ
き
り
つ
か
ま
な

い
」
と
い
う
意
味
に
は
成
り
に
く
い
。
人
事
に
関
し
て
使
わ
れ
る

場
合
、
男
が
女
の
容
貌
を
「
は
っ
き
り
見
る
」
「
は
っ
き
り
見
な

い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
用
例
口
や
用
例

ト
に
拠
れ
ば
、
空
蝉
や
明
石
上
の
よ
う
な
容
姿
の
劣
っ
た
女
性
の

場
合
、
光
源
氏
は
新
枕
の
際
、
「
さ
や
か
に
」
見
な
か
っ
た
こ
と

が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
も
末
摘
花
と
の
新
枕

を
形
容
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
の
が
「
さ
や
か
な
ら
ざ
り
し
」
で

は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
説
の
第
二
の
弱
点
は
季
節
の
食
い
違
い
で
あ
る
。
季
節
と

人
間
の
行
動
・
感
情
と
が
密
接
に
結
び
付
い
て
い
た
当
時
、
文
学

作
品
の
作
者
や
読
者
が
、
初
冬
を
「
秋
」
と
呼
ぶ
く
ら
い
な
ら
と
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も
か
く
、
春
の
出
来
事
を
「
秋
の
こ
と
」
と
錯
覚
さ
せ
た
り
錯
覚

し
た
り
す
る
は
ず
が
な
い
。
そ
こ
で
、
「
秋
の
こ
と
」
の
直
前
に

読
点
を
打
っ
て
、
「
さ
ま
ざ
ま
の
好
き
事
ど
も
」
の
第
一
を
「
か

の
十
六
夜
の
さ
や
か
な
ら
ざ
り
し
」
、
第
二
を
「
秋
の
こ
と
」
と

解
釈
す
る
説
が
編
み
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
「
秋

の
こ
と
」
と
「
か
の
十
六
夜
」
と
は
、
或
い
は
、
「
秋
の
こ
と
」

と
「
か
の
十
六
夜
の
さ
や
か
な
ら
ざ
り
し
」
と
は
、
並
列
さ
せ
る

に
は
あ
ま
り
に
も
対
偶
性
が
無
さ
過
ぎ
る
、
あ
ま
り
に
も
格
が
違

い
過
ぎ
る
の
で
、
こ
の
説
の
た
め
に
は
も
う
少
し
語
法
上
の
補
足

資
料
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
総
角
巻
巻
末
に
、

四
方
の
山
の
鏡
と
見
ゆ
る
、
汀
の
氷
、
月
影
に
い
と
面
白

し
。
京
の
家
の
限
り
な
く
と
磨
く
も
え
か
う
は
あ
ら
ぬ
は
や

と
お
ぼ
ゆ

と
い
う
自
然
描
写
が
あ
る
。
「
鏡
と
見
ゆ
る
」
は
、
長
年
、
下
の

「
汀
の
氷
」
に
係
る
と
説
き
誤
ま
ら
れ
て
い
た
が
、
実
は
、
同
格

助
詞
の
「
の
」
（
「
山
の
」
の
「
の
」
）
に
導
か
れ
て
、
上
の
「

四
方
の
山
」
に
係
る
連
体
修
飾
節
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
比
較

の
対
象
と
な
っ
て
い
る

京
の
家
の
限
り
な
く
と
磨
く

と
い
う
名
詞
節
が

四
方
の
山
の
鏡
と
見
ゆ
る

の
文
法
構
造
を
種
明
し
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
l
8
)
。

か
の
十
六
夜
の
さ
や
か
な
ら
ざ
り
し
、
秋
の
こ
と

と
二
つ
に
分
け
て
読
む
説
を
積
極
的
に
主
張
す
る
た
め
に
は
、
こ

れ
と
同
じ
よ
う
な
語
法
上
の
説
明
を
補
足
す
る
必
要
が
あ
る
。
私

の
人
物
呼
称
説
の
場
合
、
当
該
文
を
含
む
葵
巻
〔
二
〇
〕
段
落
と

よ
く
似
た
賢
木
巻
〔
二
三
〕
段
落
の
中
の

か
の
斎
宮
の
下
り
給
ひ
し
日
の
こ
と
、
容
貌
の
を
か
し
く
お

は
せ
し
な
ど
、

が
語
法
上
の
補
足
資
料
と
な
り
得
る
。

①
「
か
の
」
②
女
性
の
人
物
呼
称
③
助
詞
「
の
」

④
②
の
女
性
の
動
作
・
様
態
⑤
過
去
の
助
動
詞
⑥
時
を

示
す
短
い
名
詞
⑦
助
詞
「
の
」
⑧
「
こ
と
」
最
後
に

「
な
ど
」

と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
葵
巻
の
「
か
の
十
六
夜
」
が
、
「
十
六
夜
の
月
の
下
、

光
源
氏
が
初
め
て
訪
問
し
た
女
君
」
、
即
ち
末
摘
花
の
人
物
呼
称

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
来
た
。
そ
の
結
果
、
紫
上
系
巻
々
に
玉

墓
系
の
事
件
・
人
物
を
踏
ま
え
た
箇
所
が
な
い
と
い
う
、
武
田
氏

指
摘
の
「
法
則
」
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
玉
髪

系
後
記
挿
入
と
い
う
事
実
自
体
は
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
た
と
え
「
法
則
」
は
成
り
立
た
な
く
と
も
そ
の
よ
う

な
「
傾
向
」
は
看
取
で
き
る
。
そ
の
上
、
玉
髪
系
と
紫
上
系
の
間

に
、
男
女
両
主
人
公
の
呼
方
（
武
田
氏
論
文
第
五
章
）
、
各
巻
の

冒
頭
（
武
田
氏
論
文
第
六
章
）
、
文
体
・
技
巧
・
人
生
観
（
同
第
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七
章
）
の
各
方
面
に
就
い
て
、
顕
著
な
違
い
が
あ
る
の
は
ど
う
し

て
だ
ろ
う
か
。

玉
蔓
系
の
紫
上
系
か
ら
の
独
立
の
原
因
と
し
て
、
従
来
最
も

有
力
だ
っ
た
の
は
、
昭
和
三
二
年
『
源
氏
物
語
の
研
究
ー
成

立
に
関
す
る
諸
問
題
ー
』
（
長
谷
川
和
子
氏
）
、
成
立
論
特
集

号
の
鈴
木
一
雄
氏
論
文
及
び
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
初
出
さ
れ
た

今
西
祐
一
郎
氏
の
「
源
氏
物
語
の
構
造
と
身
分
」
（
注
l
g
)
に

あ
る
よ
う
に
、
女
性
作
中
人
物
の
身
分
と
の
関
わ
り
で
あ
っ
た
。

長
谷
川
氏
ら
は
玉
聾
系
を
中
の
品
の
女
性
が
中
心
と
な
る
系
列
、

中
の
品
系
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
三
氏
も
認

め
て
居
る
通
り
、
系
の
後
半
で
中
心
と
な
る
玉
聾
は
実
父
・
養
父

の
身
分
か
ら
「
中
の
品
の
女
」
と
は
言
い
に
く
く
、
又
、
そ
の
物

語
の
舞
台
も
上
流
世
界
で
あ
る
。
系
の
前
半
六
帖
に
の
み
あ
て
は

ま
る
仮
説
と
い
う
の
は
、
玉
聾
十
帖
は
平
均
し
て
一
帖
の
分
量
が

少
な
い
の
で
「
根
拠
6

対

反

例

l
o」
と
は
言
わ
な
い
ま
で

も
、
「
根
拠
5
割

対

反

例

5
割
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
い
、
は
な
は
だ
統
一
性
に
欠
け
る
。
系
の
後
半
の
変
貌
も
含
め

て
よ
り
統
一
的
に
説
明
す
る
仮
説
は
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
第
二
主

題
系
が
「
下
の
品
の
女
で
あ
る
俊
蔭
女
中
心
か
ら
、
上
の
品
の
あ

て
宮
中
心
へ
」
と
変
貌
す
る
現
象
を
投
影
し
て
い
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
そ
の
他
、
物
語
各
単
元
の
ス
ト
ー
リ
ー
、
和
歌
の
詠
ま

れ
方
な
ど
か
ら
も
『
う
つ
ほ
』
第
二
主
題
系
が
玉
聾
系
の
、
『
伊

勢
物
語
』
が
正
伝
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
の
が
「

光
源
氏
物
語
現
行
形
態
試
論
」
（
注
2
0
)
、
同
「
第
二
」
（
注

2
1
)
、
同
「
第
三
」
（
注
2
2
)
で
あ
っ
た
。
本
拙
稿
で
は
、

季
節
の
面
に
限
定
し
て
、
右
の
よ
う
な
系
列
ご
と
の
出
典
考
証
を

行
な
っ
た
。
ま
と
め
る
と
図
5
図
6
の
通
り
で
あ
る
。
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図
6
の
下
の
プ
ロ
ッ
ク
の
左
側
、
即
ち
『
う
つ
ほ
』
の
第
二

主
題
系
後
半
が
夏
中
心
の
月
並
み
の
求
婚
歌
に
拠
っ
て
繰
り
広

げ
ら
れ
る
の
に
対
応
し
て
、
図
5
の
下
の
プ
ロ
ッ
ク
の
左
側
、

即
ち
玉
髪
系
後
半
が
夏
中
心
の
月
並
み
の
巻
々
と
な
っ
て
い
る
。

図
6
の
下
の
プ
ロ
ッ
ク
の
右
側
が
秋
中
心
の
物
語
で
あ
る
の
に
対

応
し
て
、
図
5
の
下
の
プ
ロ
ッ
ク
の
右
側
も
「
秋
」
と
記
し
て
置

い
た
。
第
二
帖
「
帯
木
」
の
夕
顔
、
第
四
帖
「
夕
顔
」
の
夕
顔
、

第
六
帖
「
末
摘
花
」
の
末
摘
花
と
、
俊
蔭
女
は
三
つ
の
巻
に
分
散

し
て
投
影
し
て
い
る
が
、
三
巻
と
も
秋
中
心
の
物
語
で
あ
る
。
図

6
の
左
端
の
「
月
並
み
」
と
い
う
の
は
楼
の
上
下
巻
の
こ
と
で
あ

る
が
、
対
応
す
る
図
5
の
左
端
の
「
月
並
み
」
は
幻
巻
の
こ
と
で

あ
る
。
図
6
の
上
の
プ
ロ
ッ
ク
は
音
楽
を
主
題
と
す
る
第
一
主
題

系
で
あ
る
が
、
図
5
の
上
の
プ
ロ
ッ
ク
は
こ
れ
と
対
応
し
な
い
。

従
っ
て
、
こ
こ
だ
け
斜
線
を
引
い
て
握
い
た
。
こ
こ
に
は
『
伊
勢

物
語
』
と
い
う
、
も
う
一
っ
別
の
作
品
が
原
型
と
し
て
用
い
ら

れ
、
そ
の
季
節
観
を
反
映
し
て
春
秋
重
視
の
系
列
と
な
っ
て
い

る
。
光
源
氏
物
語
の
二
重
構
造
は
、
”
夏
の
文
学
“
『
う
つ
ほ
物

語
』
と
”
夏
嫌
い
の
文
学
“
『
伊
勢
物
語
』
と
を
合
体
融
合
し
た

紫
式
部
の
手
婉
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

私
は
二
者
択
一
的
に
問
わ
れ
た
ら
、
武
田
氏
説
を
否
定
す
る

立
場
と
答
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
以
上
明
ら
か
に
し
て
来
た
よ
う

に
、
決
し
て
否
定
の
た
め
の
否
定
、
全
部
つ
ぶ
し
て
ゼ
ロ
か
ら
再

出
発
す
る
た
め
の
否
定
で
は
な
く
、
ポ
シ
テ
ィ
プ
に
再
構
築
し
て

4
 

行
く
た
め
の
否
定
で
あ
る
。

で
は
、
武
田
氏
論
文
を
ポ
シ
テ
ィ
プ
に
再
構
築
し
て
行
く
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
主
と
し
て
第
五
章
1
第
七
章
で
明
快
に

さ
れ
た
よ
う
な
玉
髪
系
紫
上
系
の
特
徴
の
あ
れ
こ
れ
を
、
そ
れ
ぞ

れ
、
紫
式
部
が
比
較
的
『
う
つ
ほ
』
か
ら
学
ん
だ
も
の
、
比
較
的

『
伊
勢
』
か
ら
学
ん
だ
も
の
と
し
て
捉
え
直
し
て
行
く
こ
と
、
そ

し
て
成
立
論
賛
否
双
方
の
学
者
が
着
目
し
た
よ
う
な
巻
と
巻
と
の

接
続
、
作
品
全
体
の
結
構
に
つ
い
て
は
、
紫
式
部
が
『
う
つ
ほ
』

か
ら
学
ん
だ
も
の
と
し
て
捉
え
直
し
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る。
で
は
、
そ
の
肝
心
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、
紫
式
部
の
時
代
に

は
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て
い
た
の
か
、
次
の
第
4
節
で
考
え
て

み
た
い
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
第
十
一
帖
「
内
侍
の
か
み
」
に
、
年
中
行

事
に
関
す
る
評
論
的
な
箇
所
が
あ
る
。
「
年
の
内
出
で
来
る
節
会

の
中
に
、
い
づ
れ
、
い
と
切
に
労
あ
る
、
定
め
申
さ
れ
よ
や
」
と

い
う
春
宮
の
御
下
問
に
、
大
将
正
頼
が

「
年
の
内
の
節
会
、
こ
れ
を
い
づ
れ
と
労
あ
り
て
、
朝
拝
な

ど
聞
こ
し
召
す
時
は
、
い
と
面
白
く
、
内
宴
を
聞
こ
し
召
す

時
も
、
い
と
労
あ
り
、
面
白
し
。
三
月
の
節
会
は
、
花
と
く

咲
く
時
は
い
と
労
あ
る
ほ
ど
な
り
。
さ
て
、
な
ほ
殊
な
る
花

-39 -



な
ど
は
咲
か
ぬ
ほ
ど
な
れ
ど
、
あ
や
し
く
、
な
ま
め
き
て
、

あ
は
れ
に
思
ほ
ゆ
る
は
、
五
月
五
日
な
む
あ
る
。
短
き
夜

の
、
ほ
ど
な
く
明
く
る
暁
に
、
時
鳥
の
ほ
の
か
に
声
う
ち

し
、
五
月
雨
れ
た
る
頃
ほ
ひ
の
つ
と
め
て
、
菖
蒲
、
所
々
に

う
ち
靡
き
た
る
、
香
の
ほ
の
か
に
し
た
る
な
む
、
あ
や
し
く

興
ま
さ
り
て
思
ほ
ゆ
る
。
菓
物
な
ど
の
盛
り
に
は
あ
ら
ぬ
ほ

ど
な
れ
ど
、
わ
づ
か
に
時
過
ぎ
た
る
物
な
ど
の
あ
る
な
む
、

い
と
労
あ
る
。
節
供
な
ど
聞
こ
し
召
す
時
に
、
は
た
、
さ
ら

に
も
ま
す
も
の
な
し
。
七
月
七
日
、
を
か
し
う
は
あ
れ
ど
、

殊
な
る
面
白
き
こ
と
な
く
な
む
あ
る
。
か
れ
も
、
あ
り
様
に

な
む
。
九
日
も
、
吹
上
を
思
う
給
ふ
れ
ば
、
い
と
こ
そ
労
あ

れ
。
そ
れ
よ
り
後
は
、
『
五
日
に
は
劣
る
』
と
な
む
思
う
給

へ
ら
る
る
」

と
回
答
し
、
帝
も
同
調
し
て
、

「
い
と
よ
う
定
め
給
ふ
な
り
。
思
ひ
し
ご
と
な
り
。
『
さ
ら

に
、
年
の
内
の
節
会
見
る
に
、
五
月
五
日
に
ま
す
節
な
し
』

と
な
む
思
ふ
。
花
橘
．
柑
子
な
ど
い
ふ
物
は
、
時
過
ぎ
て
古

り
に
た
る
も
、
め
づ
ら
し
き
も
、
一
っ
に
交
じ
る
な
む
、
い

と
を
か
し
き
。
そ
こ
に
ま
す
も
の
な
く
な
む
。
節
す
る
時
の

騎
射
•
競
馬
も
、
さ
ら
に
見
所
な
し
か
し
」

と
に
っ
こ
り
な
さ
っ
て
い
る
（
以
上
、

3
8
1
頁
）
。
『
う
つ
ほ

物
語
』
が
夏
の
自
然
美
を
最
も
好
ん
で
い
る
こ
と
、
更
に
は
、
そ

れ
で
全
て
が
語
り
尽
く
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
春
の
視

覚
美
、
秋
の
聴
覚
美
に
対
し
て
夏
の
嗅
覚
美
を
重
ん
じ
て
い
る
こ

と
を
示
す
随
筆
的
箇
所
と
言
え
よ
う
。
野
村
精
一
氏
は
こ
の
箇
所

と
『
枕
草
子
』
「
正
月
一
日
、
三
月
三
日
は
」
の
段
と
の
関
連
を

指
摘
し
て
い
る
（
注
2
3
)
が
、
確
か
に
清
少
納
言
も
、
以
下
「

五
月
五
日
」
、
「
七
月
七
日
」
、
「
九
月
九
日
」
の
節
会
に
言
及

し
、
そ
れ
以
降
の
年
中
行
事
、
言
い
換
え
れ
ば
冬
を
無
視
し
て
い

る
。
更
に
私
が
重
要
だ
と
思
う
の
は
、
「
節
は
」
の
段
で
あ
る
。

節
は
、
五
月
に
し
く
月
は
な
し
、
菖
蒲
、
蓬
の
か
を
り
あ

ひ
た
る
、
い
み
じ
う
を
か
し
。
…
…
今
日
は
心
こ
と
に
ぞ
な

ま
め
か
し
き
。
夕
暮
の
ほ
ど
に
、
郭
公
の
名
の
り
し
て
わ
た

る

も

、

す

べ

て

い

み

じ

き

＇

（

注

2
4
)

ま
ず
、
「
節
は
、
五
月
に
し
く
月
は
な
し
」
と
い
う
断
定
的
な

論
調
、
そ
の
理
由
と
し
て
第
一
に
菖
蒲
の
香
り
、
第
二
に
「
な

ま
め
く
」
「
な
ま
め
か
し
」
と
い
う
形
容
語
、
第
三
に
聴
覚
的
に

は
「
時
鳥
」
を
挙
げ
て
い
る
点
等
々
を
考
え
合
わ
せ
る
と
『
う
つ

ほ
』
の

3
8
1
頁
の
影
響
は
疑
い
よ
う
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
（

注
2
5
)
。
『
枕
草
子
』
全
体
の
傾
向
と
し
て
、
田
中
新
一
氏
は

夏
へ
の
強
い
関
心
を
指
摘
し
（
注
2
6
)
、
図
7
に
示
し
た
通
り

だ
が
、
中
で
も
五
月
の
郭
公
や
直
蒲
に
は
異
様
に
執
着
し
て
い
た

こ
と
、
三
田
村
雅
子
氏
、
小
山
利
彦
氏
、
車
田
直
美
氏
、
古
瀬
雅

義
氏
が
説
く
通
り
で
あ
る
（
注
2
7
)
。

清
少
納
言
は
少
な
く
と
も
第
十
一
帖
ま
で
は
『
う
つ
ほ
』
を

読
ん
で
い
た
。
『
枕
草
子
』
（
及
び
私
家
集
数
篇
な
ど
『
枕
』
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と
同
時
期
の
文
献
）
の
『
う
つ
ほ
』
享
受
の
例
と
し
て
有
名
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
仲
忠
・
涼
の
優
劣
論
争
で
あ
る
が
、
本
拙

稿
は
人
物
の
優
劣
で
は
な
く
季
節
の
優
劣
を
テ
ー
マ
と
し
て
い

る
の
で
あ
ま
り
言
及
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
但
し
、
仲
忠
の
活

躍
に
就
い
て
は
、
清
少
納
言
た
ち
が
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
、
絵
巻
等

に
拠
っ
て
二
次
的
・
間
接
的
に
享
受
し
て
い
た
可
能
性
も
少
し
は

残
っ
て
い
る
が
、
右
の
随
筆
的
箇
所
は
、
仲
忠
中
心
の
音
楽
謂
と

も
、
あ
て
宮
の
求
婚
讀
•
立
坊
争
い
と
も
直
接
関
係
の
無
い
、
極

端
に
言
え
ば
、
雑
談
・
脱
線
の
部
分
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
、
こ

の
よ
う
な
雑
談
を
含
め
て
、
ニ
ケ
タ
の
巻
々
か
ら
成
る
長
編
物
語

を
一
ペ
ー
ジ
も
飛
ば
さ
ず
に
熟
読
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
は
各
巻
が
独
立
し
た
短
編
と
し
て
発
表
さ

れ
て
、
そ
れ
ら
が
合
成
発
展
し
て
長
編
と
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ

る
。
事
実
、
第
一
帖
「
俊
蔭
」
、
第
二
帖
「
藤
原
の
君
」
の
冒
頭

〇
昔
、
式
部
大
輔
、
左
大
弁
か
け
て
、
清
原
の
大
君
、
皇
女
腹

に
男
子
一
人
持
た
り
。

〇
昔
、
藤
原
の
君
と
聞
こ
ゆ
る
、
一
世
の
源
氏
お
は
し
ま
し
け

り。

も
、
古
代
物
語
の
冒
頭
構
文

①
不
定
の
時
を
示
す
詞
②
主
人
公
、
若
し
く
は
そ
の
親

な
ど
③
存
在
の
動
詞
④
過
去
の
助
動
詞

に
近
い
も
の
が
あ
る
し
、
内
容
的
に
も
、
第
三
帖
「
忠
こ
そ
」
を

含
め
て
、
短
編
と
し
て
独
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、

紫
式
部
が
目
に
し
て
い
た
の
は
「
う
つ
ほ
物
語
の
最
初
の
形
態
」

で
は
な
く
合
成
発
展
し
た
後
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
、
恐
ら
く
は
第

二
十
帖
「
楼
の
上
下
」
ま
で
、
短
く
と
も
第
十
一
帖
「
内
侍
の
か

み
」
ま
で
の
長
編
で
あ
る
。
『
う
つ
ほ
』
が
少
な
く
と
も
第
十
一

帖
ま
で
の
長
編
と
し
て
流
布
し
、
長
編
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た

以
上
、
『
う
つ
ほ
』
の
一
巻
は
『
源
氏
』
の
二
巻
か
三
巻
ぐ
ら
い

に
相
当
す
る
か
ら
、
紫
式
部
も
第
二
十
何
帖
、
或
い
は
第
三
十
帖

「
藤
袴
」
ぐ
ら
い
ま
で
は
一
箇
の
ま
と
ま
っ
た
長
編
小
説
と
し
て

発
表
で
き
る
と
い
う
希
望
が
持
て
て
居
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
の
執
筆
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
中
野
幸
一
氏

は
、
大
斎
院
サ
ロ
ン
ヘ
の
対
抗
意
識
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
居
る
。

0
斎
院
方
へ
の
対
抗
ー
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
文
学
の
上
で
の

対
抗
で
あ
る
。
紫
式
部
が
こ
と
さ
ら
長
編
『
源
氏
物
語
』
の

執
筆
を
決
意
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
斎
院
方
の
同
類
文
学
へ

の
対
抗
か
ら
で
あ
ろ
う
。
斎
院
方
の
長
編
物
語
ー
そ
れ
は

ほ
か
な
ら
ぬ
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
あ
る
ま
い
か
。

0
文
学
史
上
特
記
す
べ
き
『
源
氏
物
語
』
の
驚
異
的
な
文
学
的

達
成
も
、
先
行
の
大
作
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
大
き
く
意
識
し

て
、
そ
の
超
克
を
目
標
と
し
た
た
め
に
為
し
遂
げ
ら
れ
た
と

い

っ

て

も

過

言

で

な

い

。

（

注

2
8
)

「
対
抗
」
意
識
は
と
も
か
く
、
紫
式
部
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
を

大
き
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
絵
合
巻
の
物
語
合
わ
せ
に
よ
っ
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て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
『
う
つ
ほ
』
の
作
者
が
第
十
帖
「
あ

て
宮
」
の
前
半
で
求
婚
讀
に
終
止
符
を
打
ち
、
更
に
そ
の
後
の
展

開
ま
で
書
き
続
け
て
い
た
以
上
、
紫
式
部
も
玉
髪
求
婚
讀
が
終
幕

を
迎
え
る
第
三
十
帖
「
藤
袴
」
ぐ
ら
い
ま
で
の
構
想
は
頭
の
中
で

描
き
つ
つ
、
『
源
氏
物
語
』
執
筆
を
開
始
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
第
三
帖
「
空
蝉
」
、
第
六
帖
「
末
摘
花
」
・
は
言
う
に
及
ば

す
、
第
二
帖
「
帯
木
」
、
第
四
帖
「
夕
顔
」
、
第
五
帖
「
若
紫
」

の
巻
頭
に
着
目
し
て
み
て
も
、
前
述
の
古
代
物
語
冒
頭
構
文
に
必

ず
し
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
紫
式
部
は
こ
れ
ら
の
巻
々
を
長
編
物

語
の
一
部
分
と
し
て
読
む
よ
う
読
者
に
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
現
行
の
『
源
氏
物
語
』
は
、
矛
盾
無
く
読
め
る

一
箇
の
有
機
的
統
合
体
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
や
は
り
、
『
源
氏

物
語
』
の
最
初
の
形
態
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
は
、
中
野
幸
一
氏
も
喝
破
し
て
居
ら
れ
る
よ

う
に
、
け
っ
し
て
突
然
変
異
の
傑
作
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
注
2

9
)
。
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
文
学
的
達
成
と
そ
れ
を
熱
心
に
支
持

す
る
女
房
達
、
享
受
者
層
に
よ
っ
て
必
然
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
長

編
物
語
で
あ
る
。
昭
和
の
源
氏
物
語
研
究
、
特
に
昭
和
四
十
一
年

の
玉
上
琢
禰
氏
『
源
氏
物
語
研
究
』
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
失
敗

作
と
決
め
つ
け
て
、
『
源
氏
』
と
の
間
に
は
「
め
く
る
め
」
＜
程

の
大
き
な
隔
絶
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
注
3
0
)
が
私
は
そ
う

は
思
わ
な
い
。
私
が
私
な
り
の
比
喩
を
以
て
言
う
な
ら
ば
、
『
う

つ
ほ
物
語
』
の
季
節
に
花
咲
き
、
実
を
結
ん
だ
大
粒
の
果
実
が
『

武
田
宗
俊
氏
の
成
立
論
に
対
し
て
、
「
成
立
論
は
不
毛
だ
」
、

或
い
は
、
戦
後
と
い
う
一
時
期
で
の
み
役
割
を
果
た
し
、
既
に

使
命
は
終
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
た
ぐ
い
の
言
葉
は
、
そ
の
矛
先

が
武
田
氏
論
文
の
第
十
一
章
、
即
ち
「
作
者
の
精
神
発
展
」
説
、

「
文
芸
観
、
人
生
観
」
が
「
多
大
の
生
長
発
展
」
を
遂
げ
た
の
だ

と
い
う
説
に
絞
り
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一
っ
の
意
見
と
言
え
よ

う
。
し
か
し
、
第
五
章
1
第
七
章
で
列
挙
さ
れ
た
紫
上
系
玉
隻
系

の
様
々
な
違
い
は
厳
然
た
る
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
貴
重
な
発
見
な
の
で
あ
る
。

国
東
文
麿
氏
に
拠
る
「
二
話
一
類
様
式
」
の
発
見
は
、
そ
の

最
終
目
的
で
あ
っ
た
は
ず
の
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
出
典
説
が

否
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
今
昔
物
語
』
研
究
史
上
確
固

た
る
位
置
を
占
め
（
注
3
l
)
、
又
、
本
居
宣
長
や
石
塚
龍
麿
に

拠
る
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
発
見
は
、
百
年
後
の
橋
本
進
吉
氏
の

研
究
と
比
べ
る
と
そ
の
意
義
が
不
明
瞭
な
ま
ま
提
示
さ
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
国
語
学
史
上
輝
か
し
い
成
果
と
さ
れ
て
い
る
（
注

3
2
)
。
「
作
者
の
精
神
発
展
」
説
の
使
命
は
終
わ
っ
た
か
ら
と

言
っ
て
武
田
氏
論
文
を
過
去
の
遺
物
と
し
て
葬
り
去
り
、
所
謂
「

新
し
い
」
研
究
の
み
を
追
い
求
め
る
の
は
、
ど
う
や
ら
独
り
平
安

物
語
研
究
の
み
の
風
潮
で
あ
る
よ
う
だ
。

5
 

源
氏
物
語
』
な
の
で
あ
る
。
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教
室
で
源
氏
物
語
の
講
義
を
す
る
と
き
に
は
、
十
年
一
日
の

玉
上
氏
は
、
か
つ
て
御
自
分
も
熱
心
に
参
加
し
て
い
た
成
立
論

か
ら
昭
和
二
十
七
年
に
撤
退
す
る
際
、

こ
う
い
う
順
序

(11
現
行
巻
序
）
で
読
ん
で
ゆ
く
よ
り
も
、

成
立
順
序
に
つ
い
て
の
新
説

(11
武
田
氏
説
）
に
従
っ
て
読

む
ほ
う
が
、
勝
れ
た
観
照
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
小
限

度
、
は
た
し
て
一
層
合
理
的
な
理
解
と
な
る
の
で
あ
ろ
う

、。カ
い
ま
の
と
こ
ろ
わ
た
く
し
は
、
な
お
、
古
来
の
巻
序
に

従
っ
て
、
も
う
一
度
あ
ら
た
め
て
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で

み
た
い
。
現
在
の
『
源
氏
物
語
』
を
そ
の
ま
ま
に
素
直
に
受

け
取
る
読
み
方
を
し
て
み
た
い
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

（
カ
ッ
コ
内
は
田
村
）

と
述
べ
て
い
た
（
注
3
3
)
。
し
か
し
、
「
現
在
の
『
源
氏
物

語
』
」
と
は
い
か
な
る
形
態
か
。
論
文
の
書
き
方
や
論
者
へ
の
好

き
嫌
い
を
抜
き
に
し
て
そ
れ
こ
そ
「
素
直
に
」
読
む
な
ら
ば
、
紫

上
系
と
い
う
松
に
玉
蔓
系
と
い
う
藤
が
か
ら
み
つ
い
た
形
態
、
と

い
う
以
外
に
ど
の
よ
う
な
答
え
が
用
意
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
だ

と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
論
者
も
ま
ず
素
直
に
武
田
氏
の
功
績
を
認

め
、
源
氏
物
語
研
究
の
出
発
点
と
し
て
、
紫
上
系
玉
皇
系
の
二
重

構
造
を
総
合
的
に
把
握
す
べ
き
な
の
で
あ
る
（
そ
の
意
味
で
、
成

立
論
特
集
号
の
吉
岡
贖
氏
に
は
心
か
ら
賛
意
を
表
す
る
次
第
で
あ

る。

よ
う
に
後
記
説
の
話
を
枕
に
す
る
。
主
婦
な
ど
を
対
象
と
す

る
話
を
頼
ま
れ
た
場
合
で
も
、
臆
面
も
な
く
後
記
説
の
話
を

す
る
。
源
氏
物
語
の
作
品
論
を
卒
業
論
文
に
す
る
学
生
に

は
、
何
を
論
ず
る
に
せ
よ
、
ま
ず
後
記
説
を
ま
と
も
に
勉
強

し
て
、
自
分
な
り
に
賛
否
の
判
断
を
は
っ
き
り
と
持
ち
な
さ

い
と
忠
告
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
が
教
師
と
し
て
の
、
あ
る

い
は
現
代
の
源
氏
学
者
の
は
し
く
れ
と
し
て
の
義
務
だ
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

(
2
2
4頁）

繰
り
返
す
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
右
の
吉
岡
氏
論
文
を
含
む
成
立

論
特
集
号
所
収
論
文
に
呼
応
し
て
、
私
は
研
究
を
続
け
て
き
た

の
で
あ
る
。
）
。
次
に
、
二
重
構
造
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
そ

こ
に
如
何
な
る
意
義
を
見
い
出
す
か
は
論
者
一
人
一
人
に
よ
っ
て

異
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
が
、
私
な
り
の
答
え
は
「
成
立
順
序
に
由

来
せ
ず
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
由
来
す
る
」
と
い
う
一
案
で
あ
っ

た
。
作
品
論
に
於
い
て
先
縦
の
指
摘
は
必
要
不
可
欠
な
の
か
と
問

わ
れ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
場
合
に
は
意
義
が
あ
る
と
答
え
た

い
。
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
大
き
な
作
品
が
、
一
見
支
離
滅
裂

で
技
巧
も
未
熟
、
但
し
、
信
念
に
基
づ
い
て
粘
り
強
く
書
き
綴
ら

れ
た
長
編
物
語
を
先
樅
と
す
る
と
い
う
事
実
は
、
従
来
の
日
本
文

学
史
観
に
一
石
を
投
ず
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
校
注
書
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
昭
和
期
に
は
そ
れ
ほ
ど
陽

の
当
た
ら
な
か
っ
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
影
響
を
正
当
に
評
価
し

て
行
く
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
優
雅
で
高
尚
な
面
、
絵
に
成
る
よ
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注
(
l
)

「
光
源
氏
物
語
現
行
形
態
試
論
」
、

成
2
年
1
0
月
号
所
収
。

(
2
)

『
高
千
穂
論
叢
（
昭
和
6

3
年
度
l
)
』
所
収
。

(
3
)

中
野
幸
一
氏
も
物
語
が
不
特
定
多
数
の
読
者
を
対
象
と

し
つ
つ
も
第
一
に
女
房
階
層
の
批
判
を
念
頭
に
置
い
て
い

る
旨
、
論
じ
て
い
る
。
昭
和
4
6
年
『
物
語
文
学
論
孜
』

の
第
八
章
、
第
五
章
、
特
に

8
7
1
8
8
頁。

(
4
)

『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
新
全
集
に
拠
る
。

(
5
)

『
平
安
朝
文
学
に
見
る
二
元
的
四
季
観
』

2
3
8
頁。

田
中
氏
は
暦
月
意
識
と
節
月
意
識
に
基
づ
き
、
二
元
的
に

季
節
を
論
じ
て
居
ら
れ
る
。

(
6
)

図
ー
の
作
製
に
当
た
っ
て
は
、
『
源
氏
物
語
大
成
校

異
篇
』
を
用
い
た
。
例
え
ば
、
春
と
見
倣
さ
れ
る
の
は

2
1
ペ
ー
ジ
と
約
4
行
、
秋
は

1
9
ペ
ー
ジ
と
約
6
行
で

あ
っ
た
が
、
同
本
は

1
ペ
ー
ジ
が

1
4
行
な
の
で
、
春
2

l
.
3
頁
、
秋
1
9
.
4
頁
と
し
た
。
他
の
季
節
に
就
い

て
も
同
様
。
図
3
に
就
い
て
も
同
様
。

『
国
語
国
文
』
平

う
な
段
落
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
『
源
氏
物
語
』
を

も
う
少
し
バ
ラ
ン
ス
良
く
味
読
し
て
行
く
た
め
に
ぜ
ひ
と
も
必
要

だ
と
私
は
思
つ
の
で
あ
る
。

(
7
)

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
は
お
う
ふ
う
版
『
う
つ
ほ
物

語
（
全
）
』
（
平
成
7
年
）
に
拠
る
。
巻
序
、
題
号
の
表

記
等
も
同
本
に
従
う
。

な
お
、
前
拙
稿
「
光
源
氏
物
語
現
行
形
態
試
論
」
（
平

成
2
年
）
等
で
引
用
校
注
書
と
し
た
大
系
『
宇
津
保
物

語
』
第
一
巻
1
第
三
巻
に
関
し
て
、
私
個
人
は
第
一
巻
第

三
巻
巻
頭
の
解
説
に
大
い
に
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
る

が
、
校
注
書
と
し
て
必
ず
し
も
良
質
で
な
い
と
の
教
え
を

受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
底
本
が
校
注
者
の
河
野
多
麻
氏
の

意
向
に
沿
わ
ぬ
延
宝
五
年
板
本
で
あ
る
せ
い
も
あ
っ
て
、

改
訂
が
多
過
ぎ
る
の
は
確
か
だ
が
、
こ
の
点
に
就
い
て

も
、
広
く
大
方
の
御
教
示
を
仰
ぎ
た
い
。
但
し
、
私
の
「

宇
津
保
系
」
と
い
う
名
称
は
、
大
系
に
倣
っ
て
、
既
に
漢

字
（
万
葉
仮
名
）
表
記
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
の
ま

ま
改
め
ず
に
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

(
8
)

「
夕
霧
」
〔
二
〕
に
関
し
て
は
、
玉
上
琢
禰
氏
『
源
氏

物
語
評
釈
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)

私
の
分
類
で
は
桐
壺
前
半
と
若
菜
三
帖
（
第
三
十
四
帖

「
若
菜
上
」
、
第
三
十
五
帖
「
若
菜
下
」
、
第
三
十
六
帖

「
柏
木
」
）
と
は
勢
語
系
に
含
ま
れ
な
い
の
で
、
調
査
の

対
象
か
ら
は
ず
し
た
。
注
ー
の
前
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た

い
。
又
、
桐
壺
後
半
は
、
季
節
不
明
な
の
で
、
調
査
の
対

象
か
ら
は
ず
し
た
。
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『
高
千
穂
論

(
1
0
)

「
源
氏
物
語
の
季
節
と
物
語
ー
春
」
、

叢
（
昭
和
6
3
年
度
l
)
』
所
収
。

(
l
l
)
今
西
祐
一
郎
氏
「
伊
勢
物
語
・
恋
と
死
」
、
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
昭
和
5
4
年
1
月
号
所
収
。

な
お
、
私
見
に
拠
れ
ば
、
『
伊
勢
物
語
』
第
一
次
章
段

は
比
較
的
視
覚
重
視
、
幻
巻
を
含
め
て
紫
式
部
の
自
然
描

写
は
視
覚
聴
覚
嗅
覚
を
兼
ね
備
え
た
立
体
的
な
も
の
で
あ

る。

(
1
2
)

「
光
源
氏
物
語
現
行
形
態
試
論
第
三
ー
後
期
巻
々
を

中

心

に

ー

」

、

（

平

成

5
年）

な
お
、
野
口
元
大
氏
も
同
じ
趣
旨
の
指
摘
を
夙
く
な
さ

っ
て
い
る
こ
と
に
最
近
気
付
い
た
が
、
私
は
楼
の
上
下
巻

と
幻
巻
の
み
が
対
応
す
る
と
考
え
て
い
る
。
御
法
巻
は
春

秋
偏
重
で
、
月
並
み
記
事
と
は
言
い
に
く
い
も
の
が
あ
る

（
野
口
氏
「
源
氏
物
語
が
竹
取
•
宇
津
保
か
ら
受
け
た
も

の
」
、
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
4
3年
5
月
号
所

収
。
「
物
語
の
結
収
ー
『
う
つ
ほ
物
語
』
「
楼
の
上
」

を
中
心
に
ー
」
、
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
平

成
1
0
年
2
月
号
所
収
。
）
。

(
1
3
)

『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
1
5
年
5
月
号
所
収
。

(
1
4
)

「
桐
壺
」
〔
九
〕
、

3
5
1
3
6
頁
参
照
。

(
1
5
)

「
源
氏
物
語
の
最
初
の
形
態
」
、
『
文
学
』
昭
和
2
5

年
6
月
号
7
月
号
に
初
出
。
以
後
、
昭
和
6
1
年
の
成
立

論
特
集
号
そ
の
他
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

(
1
6
)

『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
平
成
7
年
2
月
号
と

し
て
出
版
さ
れ
た
。

(
1
7
)
新
大
系
『
源
氏
物
語
』
全
五
巻
各
巻
の
凡
例
一

0
に
「

本
書
は
六
人
の
校
注
者
の
共
同
討
議
を
経
て
執
筆
し
た
も

の
で
あ
る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(
1
8
)
拙
稿
「
雪
と
月
ー
総
角
巻
末
独
詠
連
作
段
落
の
再
評

価
ー
・
」
、
『
国
語
国
文
』
昭
和
6
3
年
7
月
号
所
収
。

(
1
9
)

『
国
語
国
文
』
昭
和
6
0
年
3
月
号
に
初
出
。
そ
の

後
、
「
物
語
と
身
分
」
と
改
題
さ
れ
て
、
今
西
氏
『
源
氏

物
語
覚
書
』
（
平
成
1
0
年
）
に
再
録
。

(
2
0
)
所
収
は
注
l
参
照
。

(
2
l
)

『
北
陸
古
典
研
究
』

7
号
（
平
成
4
年
）
所
収
。

(
2
2
)

『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』

1
9
号
（
平
成
5
年）

所
収
。

(
2
3
)

「
光
源
氏
と
そ
の
”
自
然
“
ー
六
条
院
構
想
を
め

ぐ
っ
て
ー
」
、
阿
部
秋
生
氏
編
『
源
氏
物
語
の
研
究
』

（
昭
和
4
9
年
）
所
収
。

(
2
4
)

『
枕
草
子
』
の
引
用
は
新
全
集
（
底
本
は
三
巻
本
系
）

に
拠
る
。

(
2
5
)

『
う
つ
ほ
物
語
』

3
8
1
頁
の
箇
所
に
つ
い
て
、
高

橋
亨
氏
も
「
『
古
今
集
』
的
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
よ
り

直
接
的
に
は
『
枕
草
子
』
に
近
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
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「
長
編
物
語
の
構
成
カ
ー
宇
津
保
物
語
「
初
秋
」
の
位

相
ー
」
、
『
日
本
文
学
講
座

4
』
（
昭
和
6
2
年。

大
修
館
）
所
収
。
な
お
、
副
題
に
使
わ
れ
た
「
初
秋
」
と

い
う
巻
名
は
「
内
侍
の
か
み
」
の
別
名
で
あ
る
。

(
2
6
)

『
平
安
朝
文
学
に
見
る
二
元
的
四
季
観
』

2
5
9
頁。

(
2
7
)
三
田
村
氏
「
枕
草
子
「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す

頃
」
章
段
の
性
格
」
、
『
国
文
学
研
究
』
七
0

(
昭
和
5

5
年
3
月
）
所
収
。
小
山
氏
『
源
氏
物
語
宮
廷
行
事
の

展
開
』
（
平
成
3
年
）
。
車
田
氏
「
「
尋
郭
公
」
考
ー

『
枕
草
子
』
「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
の
段
を
め
ぐ
っ

て
ー
」
、
『
中
古
文
学
』

5
4
号
（
平
成
6
年
l
l

月
）
所
収
。
古
瀬
氏
「
清
少
納
言
と
郭
公
詠
ー
郭
公
詠

の
伝
統
と
創
造
の
間
の
苦
闘
ー
_
」
‘
『
古
代
中
世
国
文

学』

6

（
平
成
7
年
3
月
）
所
収
。

(
2
8
)

「
う
つ
ほ
物
語
の
享
受
ー
清
少
納
言
と
紫
式
部
の
う

つ
ほ
物
語
に
対
す
る
意
識
を
め
ぐ
っ
て
|
'
」
、
『
学
術

研
究
』

l
l
（
昭
和
3
7
年
1
1
月
）
所
収
。

(
2
9
)

『
物
語
文
学
論
孜
』
の
「
後
記
」
。

(
3
0
)
1
4
2
頁
等
参
照
。

(
3
l
)
例
え
ば
、
池
上
洵
一
氏
『
今
昔
物
語
の
世
界
』
（
昭
和

5
8
年
）
の

2
6
4
1
2
6
6
頁
で
、
こ
の
あ
た
り
の
事

情
が
わ
か
り
や
す
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。

(
3
2
)
例
え
ば
、
橋
本
進
吉
氏
『
古
代
国
語
の
音
韻
に
就
い

て
』
（
昭
和
5
5
年
、
岩
波
文
庫
）
等
で
、
こ
の
あ
た
り

の
事
情
が
わ
か
り
や
す
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。

(
3
3
)

「
源
氏
物
語
の
構
成
」
、
『
文
学
』
昭
和
2
7
年
6
月

号
所
収
。
玉
上
氏
『
源
氏
物
語
研
究
』
に
再
録
。
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