
五
六

紫
　
式

部
　
の

表
　
現

宣
孝
の
死
を
契
機
に

廣
　
　
田

収

　
そ
れ
ま
で
の
結
婚
生
活
が
幸
福
で
あ
る
に
せ
よ
、
不
幸
で
あ
る
に
せ
よ
、
宣

孝
と
の
婚
姻
関
係
が
二
年
余
で
突
然
も
ぎ
と
ら
れ
よ
る
よ
う
に
閉
じ
ら
れ
た
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣
孝
を
恐
ら
く
疫
病
で
失
っ
た
、
以
後
の
紫
式
部
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

面
に
深
い
陰
甥
を
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
諸
見
に
よ
っ
て
論

じ
ら
れ
て
き
た
。
源
氏
物
語
が
（
も
し
く
は
そ
の
原
型
と
な
る
べ
き
習
作
の
物

語
が
）
切
実
な
彼
女
の
内
面
を
背
負
っ
て
創
作
の
企
て
ら
れ
る
端
緒
な
り
契
機

な
り
は
、
寡
居
時
代
出
仕
前
の
こ
の
時
期
に
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と

も
改
め
て
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
桐
壷
巻
の
沈
痛
な
嘆
き
深
い
色
調

に
は
、
夫
を
亡
く
し
た
の
ち
の
作
者
の
筆
が
加
わ
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
と
思

　
　
　

わ
れ
る
。
紫
式
部
集
の
研
究
が
進
む
に
っ
れ
て
、
勝
気
で
わ
が
ま
ま
を
言
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
が
許
さ
れ
て
い
た
少
女
時
代
の
紫
式
部
が
明
ら
か
に
さ
れ
っ
っ
あ
る
が
故

に
、
紫
式
部
が
宣
孝
の
死
を
ど
う
受
け
と
め
た
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
大

な
問
題
で
あ
る
。
寡
居
時
代
出
仕
前
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
も
紫
式
部
が
う
た

を
う
た
っ
て
い
た
こ
と
が
事
実
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
う
し
て
夫
の
死
別
後
、

紫
式
部
日
記
に
覗
え
る
よ
う
に
、
彼
女
の
う
す
ら
寒
い
生
活
を
凌
い
で
い
く
文

学
営
為
が
、
な
ぜ
物
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
物

語
る
行
為
が
宣
孝
の
死
の
問
題
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
宣
孝
の
死
が
も
た
ら
し
た
作
者
の
内
面
と
、
物
語
へ
の
影
響
と
い

う
こ
と
に
っ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

１
、

消
え
ぬ
間
の
身
を
も
知
る
く

　
紫
式
部
を
読
ん
で
い
く
と
、
夕
暮
れ
に
宣
孝
と
紫
式
部
と
が
交
わ
し
た
歌
に

続
い
て
「
西
の
海
の
人
」
と
お
ぼ
し
き
、
紫
式
部
の
女
友
達
の
死
に
対
す
る
悲

し
み
の
歌
が
あ
り
、
続
い
て
き
わ
め
て
唐
突
に
、
宣
孝
が
既
に
亡
き
人
と
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

た
後
の
紫
式
部
の
歌
が
並
ん
で
い
る
こ
と
に
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
。
四
二
番
以

降
の
歌
に
は
、
贈
答
と
い
う
人
問
関
係
上
の
外
的
要
請
に
も
と
づ
く
に
も
か
か



わ
ら
ず
、
亡
き
夫
を
悼
み
悲
し
む
気
持
が
疹
む
よ
う
に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
だ
が
、
他
の
誰
彼
に
手
渡
し
訴
え
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
独
詠
と
思
し

き
歌
に
さ
え
、
そ
の
悲
嘆
が
直
載
的
に
解
き
放
た
れ
る
こ
と
の
見
ら
れ
る
例
は

稀
で
あ
る
。
最
近
、
清
水
好
子
氏
は
こ
の
事
実
に
触
れ
て
、
五
三
番
の
歌

　
　
　
世
の
中
の
さ
は
か
し
き
比
朝
か
ほ
を
一
人
の
も
と
へ
や
る
●
　
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
所
に
た
て
ま
つ
る
　
と
て

消
え
ぬ
間
の
身
を
も
し
る
く
朝
顔
の

　
　
　
　
　
　
露
と
あ
ら
そ
ふ
世
を
歎
く
哉

を
材
料
に
し
て
、
紫
式
部
の
歌
の
特
徴
を
論
じ
、
次
の
よ
う
な
諾
点
を
挙
げ
て

　
　
　
　

お
ら
れ
る
。

１
　
式
部
は
夫
が
死
ん
で
悲
し
い
と
；
日
も
言
わ
な
い
。
た
だ
（
中
略
）
人
問

　
の
生
命
全
般
の
こ
と
に
し
て
し
ま
う
。

２
　
こ
の
歌
は
、
彼
女
の
出
遭
っ
た
死
が
、
た
だ
離
れ
が
た
い
者
を
奪
い
去
っ

　
た
、
生
身
を
割
く
痛
み
だ
け
で
な
し
に
、
も
っ
と
複
雑
な
失
意
を
残
し
た
こ

　
と
を
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

３
　
家
集
に
残
る
紫
式
部
の
歌
は
、
夫
の
死
後
（
中
略
）
ま
る
で
人
が
変
っ
た

　
よ
う
に
、
用
心
深
く
慎
ま
し
い
歌
が
目
に
つ
く
か
ら
、
宣
孝
を
喪
っ
た
こ
と

　
は
彼
女
に
大
き
な
打
撃
を
あ
た
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
の
に
、
式
部
に
は

　
和
泉
式
部
の
よ
う
に
心
を
全
部
歌
に
む
け
て
解
き
放
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
。

と
。
確
か
に
、
か
か
る
指
摘
は
首
肯
さ
れ
る
べ
き
巾
見
で
あ
る
。
が
、
何
故
そ

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
表
現

う
な
の
か
、
更
に
も
う
す
こ
し
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
な
ら
ば
、
感
情
の
解
放

の
し
か
た
が
、
両
者
に
と
っ
て
う
た
う
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
表
現
、
認
識
の

問
題
と
し
て
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
清
水
氏
が
挙
げ
て
い
る
例
証
の
、
和
泉
式
部
の
独
詠

歌
は
九
首
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
か
ら
帰
納
で
き
る
歌
の
性
格
は
、

　
か
ひ
な
く
て
さ
す
が
に
絶
え
ぬ
命
か
な

　
　
　
　
　
　
心
を
玉
の
緒
に
し
よ
ら
ね
ば

捨
て
果
て
ん
と
恕
ふ
ざ
へ
ｄ
引
謝
レ
げ
れ

　
　
　
　
　
君
に
馴
れ
に
し
我
が
身
と
思
へ
ば

　
語
ら
ひ
し
声
ぞ
恋
し
き
お
も
か
げ
は

　
　
　
　
　
　
あ
り
し
そ
な
が
ら
物
も
い
は
ね
ば

と
い
う
ふ
う
に
、
和
泉
式
部
の
う
た
の
場
合
、
傍
線
部
分
の
よ
う
に
、
直
線
的

な
拝
惰
が
上
の
句
に
投
げ
出
さ
れ
、
下
句
と
の
関
係
は
倒
置
法
に
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
、
こ
の
倒
置
は
す
べ
て
順
接
な
の
で
あ
っ
て
、
下
句
は
条
件
節
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
清
水
氏
の
九
例
中
七
例
（
う
ち
一
例
は
反
語
の

倒
置
）
に
っ
い
て
そ
の
こ
と
が
い
え
る
。
こ
う
し
た
表
現
の
性
格
は
、
紫
式
部

集
五
三
番
と
同
じ
素
材
、
疫
病
と
死
と
露
あ
る
い
は
朝
顔
と
い
う
素
材
と
イ
メ

ー
・
ジ
と
を
用
い
て
、
亡
き
人
を
追
慕
し
う
た
っ
て
い
る
歌
を
「
和
泉
式
部
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
嚢
現

集
」
（
岩
波
文
庫
）
か
ら
抽
出
分
析
し
て
み
て
も
、
上
記
の
性
格
は
基
本
的
に

同
じ
で
あ
る
。
（
番
号
は
岩
波
文
庫
続
集
に
よ
る
）

　
　
　
　
な
く
な
り
に
た
り
け
る
人
の
持
た
り
け
る
物
の
中
に
あ
さ
か
ほ
を
二

　
　
　
　
り
か
ら
し
て
あ
り
け
る
を
み
て

６

０
）
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
－
ｉ
；
■

１
０
朝
か
ほ
を
折
り
て
み
む
と
や
捌
も
ぴ
げ
川

　
　
　
　
　
　
露
よ
り
さ
ぎ
に
き
え
に
け
る
身
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
●

　
　
　
　
世
の
中
は
か
な
き
事
な
と
い
ひ
て
橦
花
の
あ
る
を
み
て

９
６

１
２
は
か
な
き
は
我
か
身
な
り
け
り
あ
さ
が
ほ
の

　
　
　
　
　
　
あ
し
た
の
露
も
お
き
て
み
て
ま
し

　
　
　
　
よ
の
な
か
さ
は
か
し
う
な
り
て
人
の
か
た
は
し
よ
り
な
く
な
る
こ
ろ

　
　
　
　
人
に

６
３

１
３
し
ら
し
か
し
花
の
は
こ
と
に
お
く
露
の

　
　
　
　
　
　
い
つ
れ
と
も
な
き
な
か
に
き
え
な
は

和
泉
式
部
の
秤
情
は
上
句
に
や
は
り
投
げ
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
例
で
は
「
は

か
な
き
」
「
身
」
の
比
職
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
「
露
」
と
し
て
出
さ
れ
て
く
る

の
だ
が
、
こ
れ
は
既
に
古
今
集
以
来
の
伝
統
的
発
想
で
あ
る
。
和
泉
式
部
の
歌

の
イ
メ
ー
ジ
は
「
露
」
を
介
し
て
「
世
の
中
」
と
わ
が
「
身
」
の
は
か
な
さ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

関
係
づ
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
紫
式
部
に
お
い
て
は
「
露
」
は
「
露
と
争
ふ
世
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

と
発
想
さ
れ
る
。
和
泉
式
部
の
「
置
く
露
」
よ
り
も
動
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

処
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
だ
け
に
相
違
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
和

泉
式
部
の
、
周
囲
の
者
を
次
々
に
止
み
が
た
い
疫
病
の
蔓
延
に
よ
っ
て
奪
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

て
い
く
危
機
的
な
存
在
感
覚
は
右
の
例
だ
け
で
は
な
く
、
数
多
い
の
だ
が
、
紫

式
部
の
場
合
の
表
現
は
和
泉
式
部
の
う
た
の
表
現
よ
り
も
屈
折
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
和
泉
式
部
が
全
体
重
を
か
け
て
「
は
か
な
き
は
我
が
身
な
り

け
り
」
と
嘆
く
、
自
己
の
存
在
へ
の
不
安
を
、
紫
式
部
は
も
は
や
自
明
の
事
柄

で
あ
る
か
の
よ
う
に

消
え
ぬ
間
の
身
を
も
知
る
く

と
上
句
に
纏
め
て
相
対
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
心
の
中
の
対
立

が
歌
の
上
句
と
下
句
と
の
対
立
と
し
て
表
現
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。　

紫
式
部
の
、
し
か
も
宣
孝
死
後
間
も
な
い
頃
の
歌
に
、
心
の
中
の
対
立
や
矛

盾
な
り
が
表
現
上
の
関
係
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
竹
内
美
千
代
氏
に

よ
っ
て
み
ご
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
五
二
－
五
六
番
に
つ
い
て
、

　
こ
の
五
首
は
、
心
が
あ
れ
こ
れ
と
思
い
乱
れ
る
の
を
、
肯
定
と
否
定
を
用

　
い
、
逆
接
の
接
続
助
詞
を
配
し
て
、
心
の
屈
折
を
効
果
的
に
表
現
し
て
い
る

と
の
べ
、
そ
れ
ぞ
れ

　
薄
き
を
見
ー
っ
っ
　
　
薄
き
と
も
見
ず

　
消
え
ぬ
ま
の
身
を
も
　
　
知
る
知
る
Ｉ
Ｉ
－
露
と
あ
ら
そ
ふ



　
世
を
憂
し
と
厭
ふ
　
　
も
の
か
ら
　
　
ゆ
く
末
を
祈
る

　
心
に
身
を
ば
ま
か
せ
ね
　
　
ど
１
身
に
従
ふ
心

　
思
ひ
知
れ
－
ど
も
　
　
思
ひ
知
ら
れ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
分
析
例
証
し
て
お
ら
れ
る
。

　
こ
の
五
三
番
の
朝
顔
の
歌
の
表
現
の
悶
え
は
、
じ
つ
に
こ
の
相
対
化
あ
る
い

は
和
泉
式
部
と
は
対
照
的
な
こ
の
逆
接
の
語
法
に
か
か
っ
て
い
る
。
紫
式
部
の

こ
の
歌
に
お
い
て
は
、
無
常
に
対
す
る
、
体
験
か
ら
引
き
出
し
て
き
た
理
性
的

観
念
的
認
識
と
、
い
や
と
い
う
ほ
ど
知
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
割
り
切
れ
な
い

と
い
う
感
性
的
認
識
と
の
対
立
に
よ
っ
て
分
裂
し
て
い
く
自
己
の
内
面
を
、
一

首
の
中
に
織
り
込
も
う
と
す
る
志
向
が
働
い
て
い
る
。
だ
か
ら
、
歌
は
、
否
定

相
に
対
す
る
肯
定
相
の
提
出
と
い
う
形
を
と
る
が
、
イ
メ
ー
ジ
の
飛
躍
と
い
う

こ
と
は
少
な
く
、
対
立
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
論
理
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
じ

つ
は
、
そ
の
こ
と
が
、
物
語
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
２
、
死
　
　
喪
失
と
季
節

　
死
を
悲
し
む
表
現
に
は
、
か
か
る
、
死
に
対
す
る
認
識
の
問
題
が
ま
ず
先
行

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
上
に
み
た
よ
う
に
、
紫
式
部
に
は
物
語
に
も
歌
に
も
賭

け
よ
う
と
す
る
も
の
が
等
質
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
機
能
面
か
ら
し
て
物
語
る

こ
と
が
選
び
取
ら
れ
て
く
る
の
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、
死
と
死
に
よ
っ
て
引
き

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
表
現

出
さ
れ
る
悲
し
み
に
関
す
る
表
現
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
伴
っ

て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
注
目
で
き
る
の
は
貫
之
の
哀
傷
歌
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
。
（
引
用
は
日
本
古
典
全
書
　
土
佐
日
記
）

　
　
　
　
紀
友
則
う
せ
た
る
と
ぎ
に
よ
め
る

、
■
　
■
■
－
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

７
６
脚
日
知
ら
ぬ
わ
が
身
と
思
へ
ど
暮
れ
ぬ
間
の

　
　
　
　
　
　
言
．
｝
人
こ
そ
悲
し
か
り
け
れ

　
　
　
　
あ
る
じ
う
せ
た
る
家
に
桜
の
花
を
見
て
よ
め
る

ｏ
ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
■

７
６
色
も
香
も
む
か
し
の
濃
さ
に
匂
へ
ど
も

　
　
　
　
　
　
植
ゑ
け
む
人
の
影
ぞ
恋
し
ぎ

　
　
　
　
世
の
中
は
か
な
き
こ
と
を
見
て

７
‘
　
　
　
　
　
　
　
■
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
■
　
■

７
６
憂
け
れ
ど
も
生
け
る
は
さ
て
も
あ
る
も
の
を

　
　
　
　
　
　
死
ぬ
る
の
み
こ
そ
悲
し
か
り
け
れ

８
７
６
昨
日
ま
で
あ
ひ
見
し
人
の
今
日
な
き
は

　
　
　
　
　
　
山
の
雲
と
ぞ
た
な
ぴ
き
に
け
る

か
く
て
、
貫
之
に
は
、
自
然
が
昔
と
今
と
常
住
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
人
の

生
命
の
果
か
な
さ
が
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
昨
日
、
昔
と
今
日
、
今
と
い
う

形
で
「
対
立
」
は
時
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
易
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の

点
か
ら
、
貫
之
の
日
記
の
方
法
も
論
じ
ら
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
、
が
、
今
注
意

し
た
い
の
は
七
六
三
の
よ
う
に
、
め
ぐ
り
く
る
春
、
親
し
き
も
の
を
喪
っ
た
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
表
現

が
め
ぐ
り
く
る
と
き
、
そ
れ
は
主
な
き
や
ど
に
も
桜
の
花
が
、
散
る
の
で
は
な

く
、
絢
燭
と
咲
く
と
き
に
、
貫
之
は
悲
し
み
と
恋
し
さ
と
を
う
た
わ
ざ
る
を
え

な
い
の
だ
。
死
は
か
く
て
季
節
の
め
ぐ
り
の
中
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
例
は
、
哀
傷
が
秋
と
い
う
季
節
と
合
着
し
て
く
る
、
な
か
で
も
古
今
集
以

後
の
常
識
的
な
感
覚
か
ら
は
異
質
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ひ
と
り
貫
之

に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
和
泉
式
部
日
記
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

　
＠

い
る
。

　
夢
よ
り
も
は
か
な
き
世
の
な
か
を
な
げ
ぎ
わ
ぴ
つ
二
、
明
か
し
碁
す
ほ
ど

　
に
、
四
月
十
余
日
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
木
の
し
た
暗
が
り
も
て
ゆ
く
。
築
地

　
の
う
へ
の
草
あ
を
や
か
な
る
も
、
人
は
こ
と
に
目
も
と
“
め
ぬ
を
、
あ
は
れ

　
と
な
が
む
る
ほ
ど
に
…

弾
正
宮
を
喪
っ
た
作
者
に
、
「
四
月
十
余
日
」
が
訪
れ
る
。
そ
れ
は
「
や
が
て

そ
の
一
周
忌
が
こ
よ
う
と
し
て
い
る
。
式
部
の
胸
中
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
恩
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

出
が
去
来
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
去
年
の
六

月
十
三
日
。
そ
の
頃
は
ま
だ
暑
い
夏
の
最
中
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
年
、
春
が

ゆ
き
「
木
の
下
く
ら
が
り
も
て
ゆ
く
」
「
四
月
十
余
日
」
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
ま
さ
し
く
、
あ
の
思
い
出
す
に
忍
び
な
い
「
夏
」
が
再
び
め
ぐ
り
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

た
、
と
い
う
感
覚
な
の
だ
。
五
月
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
夏
が
春
と
別
れ
を

っ
げ
て
夏
を
感
じ
さ
せ
始
め
る
「
十
余
日
」
目
ご
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
あ
は
れ
と
な
が
む
る
」
作
者
の
想
念
に
は
、
厳
然
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

循
環
し
当
来
す
る
季
節
と
し
て
の
夏
へ
の
臨
場
感
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
。

諸
説
は
和
泉
式
部
の
、
繁
る
青
葉
や
草
へ
の
注
目
が
著
し
い
こ
と
を
教
え
て
い

る
。
他
人
は
気
に
止
め
ぬ
「
あ
を
や
か
な
る
」
「
草
」
、
木
の
下
暗
い
昼
の
陽
光

は
土
の
熱
気
と
と
も
に
、
む
っ
と
す
る
草
い
き
れ
さ
え
作
者
を
包
も
う
と
す

る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
膿
ろ
な
光
線
の
下
で
体
液
と
性
液
と
に
ま
み
れ
た
交

歓
の
、
和
泉
式
部
の
嗅
覚
の
記
憶
で
あ
る
。
橘
の
花
の
香
に
ふ
と
「
昔
の
人
の

袖
の
香
」
を
覚
醒
す
る
彼
女
が
次
に
続
く
こ
と
も
意
味
深
い
。
作
者
の
「
な
が

め
」
は
明
か
る
い
光
線
の
中
で
一
樹
影
の
暗
が
り
の
中
へ
視
線
を
う
っ
し
な
が

ら
、
は
て
し
な
く
昔
日
の
記
憶
の
中
へ
溶
け
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
の
だ
。
和

泉
式
部
に
と
っ
て
、
「
夏
」
は
愛
す
る
も
の
の
肉
体
を
喪
矢
し
た
季
節
で
あ

る
。
和
泉
式
部
日
記
が
自
筆
他
筆
で
あ
る
を
問
わ
ず
、
そ
う
し
た
手
ご
た
え
あ

る
季
節
へ
の
感
覚
を
、
そ
の
冒
頭
の
構
造
は
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
季
節

の
感
覚
が
仏
教
的
無
常
感
を
装
い
つ
つ
、
し
っ
か
り
と
流
れ
て
い
る
こ
と
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

広
川
勝
美
先
生
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
例
え
ば
、
紫
式
部
日
記
に
お
い

て
、
秋
は
新
し
い
生
命
の
誕
生
を
迎
え
ね
ば
な
ら
な
い
季
節
で
あ
る
と
同
時

に
、
作
者
の
籍
淡
た
る
色
調
を
も
っ
心
象
風
景
の
そ
れ
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の

作
中
人
物
が
死
に
ゆ
く
季
節
は
概
し
て
秋
で
あ
り
、
秋
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
季
節
感
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
実
り
の
秋
」
か
ら
「
哀
傷
の

秋
」
へ
と
逆
転
し
た
、
古
今
集
の
季
節
感
の
強
い
影
響
下
に
立
っ
て
い
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
よ
う
に
、
死
と
死
に
対
す
る
悲
し
み
の
表
現
に
は
自
然
と
り
わ
け
季
節
が
、



必
然
的
な
関
係
の
上
に
選
び
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
紫
式
部
集
が
、
秋
の
歌
か
ら
始
ま
る
こ
と
は
、
こ
う
考
え
て
く
る
と
果
た
し

て
偶
然
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
春
夏
秋
冬
恋
と
続
く
部
立
の
、
勅
撰
集
の
編
纂
意

識
か
ら
自
由
で
あ
り
、
自
ら
の
編
纂
意
識
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ

い
。
今
、
国
歌
大
観
で
馬
内
侍
集
あ
た
り
ま
で
の
五
十
の
私
家
集
・
諸
家
集
を

み
て
も
、
そ
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
季
節
に
の
み
限
定
し
て
冒
頭
を
調
べ

て
み
る
と
、

１
柿
本
集
Ｘ

２
躬
恒

３
素
性

４
家
持

５
業
平

６
兼
輔

７
敦
忠

　
公
忠

　
斎
宮

１
０
敏
行

　
宗
行

清
正

　
興
風

△△○△△
物
語
風

○
物
語
風

△××
秋△

　
　
紫

２
０
赤
人
集
△

　
　
　
遍
昭
　
△
物
語
風

　
　
　
源
順
○
物
語
風

　
　
　
元
輔
秋

　
　
　
高
光
冬

　
　
２
５
友
則
　
△

　
　
　
小
町
　
△

　
　
　
忠
峯
　
×

　
　
　
頼
基
　
△

　
　
　
重
之
　
Ｘ

　
　
３
０
信
明
　
△

　
　
　
元
真
○

　
　
　
忠
見
○

式
部
の
表
現

３
９
道
長
集
△

○
本
院

４
　
　
寺
｝
疋

　
　
１
〃
ー
ノ
｛

　
清
少
　
△

　
和
泉
○

　
紫
式
部
秋

伊
鳩
輔
△

４
５
曽
丹

　
実
方

　
公
任

　
輔
親

　
長
能

○Ｘ△××

５
０
馬
内
侍
△

物
語
風

是
則
○

中
務
　
△

１
５
小
大
夫
△

　
能
宣
○

　
兼
盛
○

　
貫
之
○
夏

　
伊
勢
物
語
風

　
干
里
　
０

５
元
良

３
　
親
王
御

　
実
頼
　
△

　
高
明
　
Ｘ

　
師
民
○

物
語
風

＠

（
参
考
）

・
伝
髄
綱
冬

・
御
敦
日
冬

３
賀
茂
女
０

４
重
之
女
○

５
清
少
　
×
　
　
　
　
　
９
思
女
集
×
　
　
凡
例

・
大
斎
腎
　
　
－
・
大
詳
・
　
〇
四
季
恋
部
立

７
赤
染
△
物
語
風
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
△
冒
頭
歌
春

８
相
模
秋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
冒
頭
雑
季
（
季
ナ
シ
モ
）

　
南
波
浩
先
生
は
、
紫
式
部
集
に
つ
い
て
冒
頭
の
二
首
に
は
「
人
事
の
自
然
形

象
化
、
あ
る
い
は
自
然
の
人
事
化
」
と
い
う
こ
と
を
、
彼
女
の
詠
法
な
い
し
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

想
の
特
質
の
ひ
と
っ
と
し
て
見
て
居
ら
れ
る
。
彼
女
た
ち
は
別
れ
の
場
で
悲
し

い
　
　
地
方
へ
赴
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
父
た
ち
と
共
に
、
青
春
を
京
か
ら
離

れ
て
過
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
－
１
－
境
遇
を
嘆
き
合
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
ま
た
「
愛
苦
離
別
・
会
者
定
離
の
常
理
を
超
え
た
、
受
領
階
層
の
子
女

の
典
型
的
な
生
活
感
情
の
反
映
」
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
若
き
日

の
式
部
の
出
会
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
う
し
た
別
離
が
秋
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



紫
式

部
の

表
現

ず
、　

ま
が
ぎ
の
虫
も
と
め
が
た
き

と
発
想
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
と
き
す
で
に
彼
女
は
、
自
己
を
操
る
運
命
的

な
る
も
の
に
１
－
と
い
う
こ
と
は
歴
史
態
識
に
　
　
深
く
向
い
合
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
虫
も
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
今
秋

果
て
る
日
を
せ
い
い
っ
ぱ
い
に
鳴
い
て
い
る
そ
の
時
の
流
れ
と
い
う
そ
の
非
情

な
る
運
行
に
対
す
る
嘆
き
は
、
そ
れ
が
う
た
わ
れ
た
場
の
季
節
が
如
何
な
る
日

時
で
あ
れ
、
ゆ
く
秋
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。
』

　
加
う
る
に
冒
頭
の
う
た
が
、
贈
答
と
い
う
形
に
な
ら
ず
、
彼
女
の
内
面
に
向

っ
て
独
詠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
こ
れ
ら
冒
頭
に
対
応
す
る
末

尾
三
首
を
見
て
み
よ
う
。
と
い
う
の
は
三
谷
邦
明
氏
は
「
如
賀
少
納
言
」
と
い

う
「
架
空
の
人
物
」
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
対
象
化
」
「
虚
構
の
二
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

化
」
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
源
氏
物
語
の
方
法
で
あ
る
と
論
じ
る
が
、
私
は
そ

の
こ
と
よ
り
も
、
こ
の
三
首
が
晩
年
の
作
者
の
編
纂
時
に
近
い
う
た
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
っ
ま
り
「
人
の
世
の
あ
は
れ
を
知
る
ぞ
か
っ
は
か

な
し
き
」
↓
「
誰
か
世
に
な
が
ら
へ
て
見
む
」
↓
「
け
ふ
の
あ
は
れ
は
あ
す
の

わ
が
身
を
」
と
二
転
三
転
し
て
い
く
受
け
答
え
の
動
態
の
あ
り
方
で
あ
る
。
「
別

離
」
は
こ
こ
に
来
世
に
向
か
う
自
己
の
問
題
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
。
母
と
幼

い
頃
死
別
し
、
友
と
別
れ
西
の
海
に
彼
女
を
失
い
、
姉
に
、
そ
し
て
夫
に
も
死

別
し
た
彼
女
の
伝
記
的
事
実
と
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
晩
年
気
付
い
た
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

は
、
人
と
別
れ
る
こ
と
が
生
き
て
来
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
、
自
己
の
半
生
を
回

顧
し
た
作
者
が
、
そ
の
よ
う
に
巻
首
と
末
尾
に
別
離
の
う
た
を
配
し
た
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

あ
る
ま
い
か
。
清
水
氏
の
指
摘
す
る
「
閨
怨
型
の
歌
が
少
な
い
」
こ
と
も
「
別

離
」
の
生
涯
と
観
ず
る
晩
年
の
あ
る
時
期
の
紫
式
部
に
は
、
そ
う
し
た
歌
に
た

い
し
て
意
味
を
感
じ
な
か
っ
た
所
為
で
あ
ろ
う
。
宣
孝
の
死
の
突
然
を
思
わ
せ

る
配
列
も
、
そ
の
よ
う
に
し
て
理
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
世
で
の
さ
ま
ざ

ま
な
別
れ
、
現
世
か
ら
来
世
へ
の
別
れ
、
宣
孝
の
死
を
境
に
し
て
、
自
己
が
救

わ
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
い
そ
う
に
な
る
自
己
を
抑
え
か
ね
て
い
た
晩
年
の

あ
る
時
期
の
紫
式
部
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

３
、

物
語
を
動
か
す
力
と
死
の
か
げ
り

　
そ
れ
で
は
集
や
日
記
に
で
は
な
く
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
、
宣
孝
の
死
と
、

物
語
に
お
け
る
死
の
認
識
、
そ
う
し
て
表
現
が
季
節
と
ど
う
関
わ
り
、
物
語
は

ど
の
よ
う
に
展
か
れ
て
い
く
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
か
っ
て
の
季
節
論
は
単
に
背
景
と
し
て
静
的
に
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。
し
か
し
最
近
、
秋
山
虞
氏
は
、
人
間
と
自
然
と
の
乖
離
の
体
験
が
、
言
葉

の
世
界
を
組
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
精
神
運
動
の

一
環
と
し
て
、
古
今
集
の
四
季
歌
を
捉
え
、
物
語
を
内
部
か
ら
推
進
し
て
い
く

力
こ
そ
循
環
す
る
年
す
な
わ
ち
季
節
の
め
ぐ
り
で
あ
る
と
し
て
、

　
源
氏
物
語
の
世
界
の
主
題
的
に
深
化
し
て
い
く
過
程
に
縄
絡
し
、
そ
れ
を
堰



　
き
と
め
、
堰
き
と
め
る
こ
と
が
や
が
て
は
推
進
す
る
こ
と
に
な
る
「
も
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
あ
は
れ
」
の
美
意
識
や
情
感

と
い
う
も
の
を
考
え
て
お
ら
れ
る
。
例
え
ば
亡
き
者
を
悼
む
場
面
と
し
て
、
秋

と
い
う
季
節
の
す
ぐ
れ
て
印
象
的
な
桐
壷
巻
は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ

て
き
た
し
、
源
氏
物
語
が
他
の
物
語
を
引
き
離
し
え
た
の
は
「
ロ
マ
ン
か
ら
ヌ

ヴ
ェ
ル
ヘ
」
の
飛
躍
が
、
何
故
と
い
う
疑
問
を
孕
ん
だ
文
体
と
し
て
成
立
し
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

た
こ
と
に
ょ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
所
説
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

桐
壷
巻
の
、
い
わ
ゆ
る
三
つ
の
構
成
部
分
な
り
三
っ
の
虚
構
軸
な
り
が
、
ど
の

よ
う
に
統
一
さ
れ
て
い
く
の
か
、
す
な
わ
ち
物
語
の
進
行
は
ど
の
よ
う
な
形
を

と
っ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た

と
き
、
池
田
勉
氏
の
次
の
こ
と
ば
は
、
穏
や
か
だ
が
、
物
語
の
方
法
に
つ
い
て

根
底
的
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
桐
壷
巻
で
（
中
略
）
そ
の
印
象
批
評
の
拠
っ
て
く
る
と
こ
ろ
は
、
桐
壷
巻
の

　
前
半
都
す
な
わ
ち
若
宮
の
生
ま
れ
た
の
ち
の
、
更
衣
と
帝
と
の
死
別
の
悲
し

　
み
、
さ
ら
に
、
更
衣
を
喪
っ
た
帝
が
傷
心
の
中
に
も
若
宮
を
思
っ
て
、
ゆ
げ

　
ひ
の
命
婦
を
亡
ぎ
更
衣
の
里
邸
に
つ
か
わ
し
た
、
あ
の
一
連
の
哀
愁
に
み
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
た
心
情
の
場
面
を
物
語
る
部
分
で
あ
ろ
う
か
。

と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
な
ぜ
、
そ
う
し
た
場
面
に
我
々
が
引
き
付
け
ら
れ
る
の

か
と
い
う
こ
と
を
、
今
物
語
の
側
に
問
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
物
語
に

敷
設
さ
れ
た
宮
廷
社
会
に
、
桐
壷
更
衣
を
帝
の
確
愛
の
下
に
生
か
し
て
み
よ
う

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
表
現

な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
に
論
理
的
に
死
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
、

そ
う
し
た
第
一
の
主
題
に
対
し
て
、
第
二
の
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
詩
的
で
あ
る

か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
そ
う
し
た
論
理
の
冷
や
や
か
さ
に
対
す
る
叙
情

性
と
い
う
照
応
ゆ
え
に
、
野
分
以
下
の
段
は
よ
り
き
わ
や
か
に
叙
情
的
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
光
源
氏
の
十
数
年
問
を
一
気
に
語
る
桐
壷
巻
の

第
三
の
部
分
に
比
べ
て
み
れ
ば
、
こ
の
段
の
時
の
短
か
さ
は
量
的
に
は
取
る
に

足
り
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
野
分
た
ち
て
に
は
か
に
肌
寒
き
タ
暮
の
程
っ
ね
よ
り
も
お
ぼ
し
出
づ
る
こ
と

　
多
く
て

と
、
ひ
と
り
寝
る
帝
に
は
、
更
衣
を
喪
っ
た
夏
と
ち
が
い
、
野
分
去
っ
た
為
立

つ
風
の
秋
の
肌
寒
さ
　
　
触
覚
　
　
－
ゆ
え
に
亡
き
人
を
思
い
「
つ
ね
よ
り
も
お

ぼ
し
い
づ
る
こ
と
多
く
」
な
り
ゆ
く
の
だ
。
そ
う
し
た
帝
が
こ
ら
え
か
ね
て
、

里
に
命
婦
を
遣
わ
し
た
「
夕
月
夜
の
を
か
し
き
程
」
か
ら
「
月
は
入
り
が
た

の
」
ま
で
の
、
一
夜
に
さ
え
も
満
た
ぬ
静
溜
の
わ
ず
か
な
時
の
間
に
す
ぎ
な

い
。
露
し
げ
き
葎
の
宿
に
暮
ら
す
更
衣
の
母
の
私
語
を
、
そ
の
わ
ず
か
な
時
の

し
め
や
か
さ
の
中
に
、
で
き
る
か
ぎ
り
お
し
広
げ
、
更
衣
の
母
が
、
行
く
時
の

流
れ
を
堰
き
と
め
惜
し
み
、
そ
の
哀
悼
を
長
か
ら
し
め
深
か
ら
し
め
よ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
作
者
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。
準
拠
論
モ
デ
ル
論
が
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
藤
原
沢
子
や
藤
原
低
子
な
ど
の
悲
話
が
、
こ
の
桐
壷
更
衣
の
物
語
の
前

提
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
日
本
紀
略
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
表
現

・
己
卯
、
女
御
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
沢
子
卒
、
故
紀
伊
守
従
五
位
下
総
継
之
女

　
也
、
天
皇
納
之
誕
二
三
皇
子
一
皇
女
融
係
ボ
飛
蝉
人
寵
愛
之
隆
、
独
冠
二
後
宮
刈

　
俄
病
而
困
篤
、
載
二
之
ハ
車
一
出
レ
自
二
禁
中
一
紀
到
二
里
第
一
便
絶
、
天
皇

　
聞
之
哀
悼
、
遣
二
中
使
一
贈
二
従
二
位
一
也
、
遣
三
使
監
二
護
喪
事
一
（
仁
明
、
承
和
六

　
年
六
旦
二
十
目
）

・
辛
酉
、
未
勉
、
女
御
藤
原
低
子
卒
、
大
納
言
為
光
卿
女
也
、
懐
孕
之
間
、
日

　
来
病
悩
、
天
下
哀
レ
之
、
件
喪
家
－
・
廿
二
日
乙
丑
、
贈
二
故
女
御
低
子
従
四
位

　
上
刈
（
一
条
、
寛
和
元
年
七
月
十
八
目
）

な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
事
実
の
経
過
を
の
べ
る
の
み

の
記
事
か
ら
も
我
々
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
想
像
を
掻
き
立
て
ら
れ
る
。
実
際
の
説

話
は
も
っ
と
ふ
く
ら
み
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
伝
承
者
の
立
場
に
よ
っ
て
内
容

も
随
分
異
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
大
鏡
・
栄
華
物
語
か
ら
う
か

が
い
う
る
後
宮
世
界
に
は
、
こ
う
し
た
記
事
か
ら
推
察
で
き
る
更
衣
説
話
の
、

広
が
り
求
め
ら
れ
る
共
感
の
素
地
は
充
分
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
源
氏
物
語

が
桐
壷
更
衣
の
死
に
よ
っ
て
ひ
ら
か
れ
始
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
更

衣
説
話
を
文
学
的
受
感
を
も
っ
て
受
け
と
め
、
更
に
は
物
語
の
始
発
と
し
て
据

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

え
て
い
く
、
ま
さ
し
く
は
げ
し
い
動
的
な
過
程
を
経
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
が
、
桐
壷
更
衣
物
語
が
、
ど
の
よ
う
な
立
場
・
視
角
か
ら
捉
え
直
さ

れ
、
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
堰
き
と
め
ら
れ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
寵

め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
こ
う
し
た
単
な
る
事
実
の
な
り
ゆ
き
だ
け
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

記
す
記
事
と
の
対
比
に
よ
っ
て
よ
り
鮮
や
か
に
浮
か
ぴ
上
っ
て
く
る
。
帝
に
里

の
有
様
と
若
宮
の
様
子
を
報
告
す
る
た
め
に
今
ま
さ
に
帰
ら
ん
と
す
る
ゆ
げ
ひ

の
命
婦
を
ひ
き
と
め
ひ
き
と
め
、
更
衣
の
母
君
は
綾
々
と
つ
ぷ
や
く
。

く
れ
惑
ふ
心
の
闇
も
－
・
か
一
す
ぐ
っ
れ
な
き
命
に
も
侍
る
か
な
一
む
ま
れ

　
し
時
よ
り
、
お
も
ふ
心
あ
り
し
人
に
て
、
故
大
納
言
…
「
こ
の
人
の
宮
仕
へ

の
本
意
、
か
奮
ず
－
一
－
「
は
か
ぐ
し
う
、
後
見
お
も
ふ
人
奮
ま
じ

　
ら
ひ
は
、
な
か
な
か
な
る
べ
き
こ
と
」
と
お
も
う
給
へ
な
が
ら
…
い
だ
し
た

　
て
侍
り
し
を
、
身
に
あ
ま
る
ま
で
の
御
心
ざ
し
の
、
よ
ろ
づ
に
か
た
じ
け
な

　
き
に
、
人
げ
な
き
恥
を
か
く
し
っ
二
ま
じ
ら
ひ
た
ま
ふ
め
る
を
、
人
の
嫉
み

　
深
く
安
か
ら
ぬ
こ
と
多
く
な
り
添
ひ
侍
る
に
、
よ
こ
ざ
ま
な
る
や
う
に
て
遂

　
に
か
く
な
り
侍
り
ぬ
れ
ぱ
、
か
へ
り
て
は
つ
ら
く
な
む
、
か
し
こ
き
御
尤
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
し
を
思
ひ
給
へ
侍
る
。
こ
れ
も
、
わ
り
な
き
心
の
闇
に
。

桐
壷
更
衣
の
死
が
後
宮
の
構
造
を
絢
い
ま
ぜ
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
す
ぐ
れ
た

形
象
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
一
家
の
果
せ
な
か
っ

た
夢
へ
の
ぐ
ち
め
い
た
、
更
衣
母
の
こ
と
ば
の
中
に
更
衣
の
死
へ
の
す
さ
ま
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

く
社
会
的
な
認
識
の
確
か
さ
が
み
ら
れ
る
。
な
か
で
も
重
大
な
事
柄
は
、
更
衣

が
誰
彼
の
手
に
か
か
っ
て
死
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
、
し
か
し
老
い
て
死
ん
だ
の

で
は
な
い
　
　
近
代
的
に
言
え
は
殺
さ
れ
た
と
す
る
形
象
的
認
識
の
強
い
確
信

が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
横
さ
ま
な
る
」
死
と
は
単
な
る
死
で
は

な
い
。
人
為
の
と
い
う
気
持
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
っ
ま
り
、
更
衣
の
母



の
し
か
も
私
的
な
ぐ
ち
と
も
っ
か
ぬ
恨
み
ご
と
と
し
て
表
現
さ
れ
る
他
の
な

い
、
死
へ
の
認
識
と
、
そ
の
死
を
悼
む
気
持
の
深
さ
は
、
そ
の
よ
う
な
論
理
的

な
死
を
も
た
ら
す
に
躍
購
せ
ぬ
物
語
宮
廷
社
会
の
存
否
が
問
わ
れ
る
と
い
う
よ

り
は
、
前
提
た
る
そ
の
社
会
が
揺
が
ぬ
壁
と
し
て
意
識
さ
れ
る
た
め
な
の
で
あ

ろ
う
。

　
「
横
ざ
ま
な
る
」
更
衣
の
死
の
悲
話
は
、
き
な
め
て
論
理
的
た
ら
ざ
る
を
え

な
い
か
わ
り
に
、
際
立
っ
て
、
野
分
以
下
の
段
が
　
　
草
高
く
涙
顔
に
虫
の
す

だ
く
里
の
夜
の
わ
ず
か
な
、
命
婦
と
そ
れ
に
向
か
っ
て
も
は
や
ひ
と
り
つ
ぷ
や

く
こ
と
し
か
知
ら
な
い
母
君
の
こ
と
ぱ
の
流
れ
が
　
　
い
よ
い
よ
詩
的
で
あ
る

こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
堰
き
と
め
が
ま
た
、
典
拠
た
る
長
恨
歌

の
世
界
を
引
き
離
す
力
と
Ｌ
て
働
い
て
い
る
の
だ
。
か
く
て
、
仮
借
な
い
後
宮

社
会
の
秩
苫
の
論
理
に
対
し
て
詩
的
に
一
。
同
ま
っ
た
、
更
衣
の
生
き
方
の
追
認

　
　
「
か
た
じ
け
な
き
御
心
ば
へ
の
類
な
き
を
頼
み
て
」
帝
に
す
が
り
、
自
滅

さ
え
覚
悟
す
る
よ
う
な
強
い
意
志
－
－
っ
ま
り
更
衣
が
っ
い
に
救
わ
れ
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
救
わ
れ
ぬ
も
の
へ
の
限
り
な
い
共
感
の
重
さ
を
荷
っ

ろ
は
じ
め
て
「
前
の
世
の
御
契
り
や
深
か
り
け
む
」
と
、
光
源
氏
の
誕
生
は
語

り
出
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
註

　
¢
　
小
谷
野
純
一
氏
『
二
松
舎
学
舎
大
学
論
集
』
昭
和
四
五
年
「
紫
式
部
論

　
　
序
説
」
、
同
氏
『
古
代
文
化
』
十
二
号
「
紫
式
部
に
於
け
る
歌
」
、

　
　
　
　
　
　
紫
式
部
の
表
現

　＠◎◎¢＠　＠＠＠ 　
清
水
好
子
氏
『
紫
式
部
』
一
〇
〇
頁
、
　
一
一
九
頁
、

　
南
波
浩
先
生
『
紫
式
部
集
』
（
岩
波
文
庫
）
　
一
九
八
頁
。

　
岡
一
男
氏
『
二
松
舎
学
舎
大
学
東
洋
学
研
究
所
集
刊
』
第
二
集
「
『
源
－
氏

物
語
』
創
作
へ
紫
式
部
を
駆
”
立
て
た
も
の
。
」

　
清
水
好
子
氏
『
紫
式
部
』
第
；
阜
、

　
南
波
浩
先
生
『
紫
式
部
集
』
二
〇
二
頁
。

　
紫
式
部
集
の
本
文
引
用
、
番
号
は
南
波
先
生
『
紫
式
部
集
の
研
究
』

（
笠
間
書
院
）
に
よ
る
。

　
註
　
に
同
じ
。
清
水
氏
、
九
一
－
九
三
頁
。

　
新
古
今
集
一
七
八
七
番
清
慎
公
、
「
道
芝
の
露
と
争
ふ
我
が
身
か
な
何

れ
か
ま
づ
は
き
え
む
と
す
ら
む
」
、
が
類
似
の
発
想
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
清
水
文
雄
氏
校
訂
岩
波
文
庫
に
よ
れ
ば
、
一
六
一
・
一
七
八

・
一
八
五
・
二
一
五
・
六
四
七
・
六
九
六
・
七
一
〇
・
九
三
七
・
ニ
ニ
七

三
な
ど
は
疫
病
流
行
に
際
し
て
の
危
機
的
な
不
安
に
色
彩
ら
れ
て
い
る
。

　
『
紫
式
部
集
評
釈
』
一
一
九
頁
◎

　
『
新
訂
版
、
貫
之
全
歌
集
』
萩
谷
朴
氏
校
註
の
番
号
に
よ
る
。

　
日
本
古
典
文
学
犬
系
所
収
、
『
和
泉
式
部
日
記
』
遠
藤
嘉
基
氏
を
引
用
。

　
註
＠
に
同
じ
。
三
八
九
頁
。

　
唐
木
順
三
氏
『
日
本
人
の
心
の
歴
史
、
補
遺
』
「
和
泉
式
部
の
季
節
」
、

三
四
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
　
　
　
紫
式
部
の
表
現

＠
　
　
『
日
本
文
学
』
七
二
、
十
月
号
「
『
紫
式
部
日
記
』
の
情
動
の
構
造
」
、

　
四
六
頁
。

＠
　
源
氏
物
語
の
う
た
に
は
、
作
中
人
物
が
死
者
の
追
慕
に
う
た
っ
た
歌
が

　
少
し
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
季
節
の
み
に
限
定
で
き
な
い
自
然
の
間
題
を

　
含
ん
で
い
る
。
（
引
用
の
頁
数
は
岩
波
文
庫
Ｈ
）

　
尋
ね
行
く
ま
ぼ
ろ
し
も
が
な
伝
に
て
も

　
　
　
　
　
　
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
知
る
べ
く

　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
桐
壷
巻
二
七
貢
）

　
な
き
魂
ぞ
い
と
“
悲
し
ぎ
寝
し
床
の

　
　
　
　
　
　
あ
く
が
れ
が
た
ぎ
心
な
ら
ひ
に

　
　
　
　
　
　
　
（
葬
巻
三
四
一
頁
）

　
犬
空
を
通
ふ
ま
ぼ
ろ
し
夢
に
だ
に

　
　
　
　
　
　
見
え
こ
ぬ
魂
の
ゆ
く
へ
尋
ね
よ

　
　
　
　
　
　
　
（
幻
巻
三
二
一
頁
）
・

　
な
ど
が
「
魂
」
の
語
の
み
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
悲
嘆
を
掻
き
消
さ
ん
と
し

　
て
作
中
人
物
の
う
た
う
歌
の
表
現
は
、
こ
れ
ら
の
例
に
関
す
る
限
り
、
和

　
泉
式
部
の
う
た
の
そ
れ
と
近
似
し
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ

　
れ
る
。
も
っ
と
も
、
和
泉
式
部
の
歌
に
は
遊
離
魂
の
発
想
が
あ
る
こ
と
が

　
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
紫
式
部
の
家
集
に
は
、
そ
う
し
た
発
想
の

　
歌
は
、
宣
孝
追
悼
に
関
し
て
一
首
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

　
も
ま
た
、
き
わ
だ
っ
た
、
死
に
対
す
る
認
識
の
相
異
を
示
し
て
い
る
、
と

　
　
と
も
に
、
紫
式
部
の
物
語
の
虚
構
の
間
題
と
関
わ
っ
て
い
る
。

＠
桂
宮
本
叢
書
第
九
巻
『
私
家
集
九
』
に
よ
る
。

＠
　
源
氏
物
語
講
座
第
六
巻
「
紫
式
部
集
」
　
一
五
二
－
一
五
三
頁
。

＠
　
源
氏
物
語
講
座
第
一
巻
「
源
氏
物
語
に
抽
け
る
虚
構
の
方
法
」
二
八

　
頁
、
三
〇
頁
。

＠
　
註
　
に
同
じ
。
　
一
〇
一
頁
。
清
水
氏

＠
　
　
『
科
学
と
思
想
』
九
号
「
『
も
の
の
あ
は
れ
』
論
の
序
章
」
、
七
五
頁
。

ゆ
　
註
＠
に
同
じ
。
三
一
頁
。

＠
　
高
橋
和
夫
氏
、
「
桐
壷
巻
の
構
成
に
つ
い
て
」
『
源
氏
物
語
の
主
題
と
構

　
想
』
　
一
〇
一
頁
、
藤
井
貞
和
氏
、
『
国
語
通
信
』
　
一
四
九
号
、
二
頁
。

ゆ
　
　
「
源
氏
物
語
『
桐
壷
』
の
作
晶
構
造
を
め
ぐ
っ
て
」
、
日
本
文
学
研
究
資

　
料
叢
書
、
『
源
氏
物
語
１
』
二
九
三
頁
。

ゆ
　
山
中
裕
氏
、
源
氏
物
語
講
座
第
六
巻
「
源
氏
物
語
の
時
代
」
二
〇
三
頁
、

．
＠
藤
井
貞
和
氏
『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
』
「
源
氏
物
語
の
端
緒
の
成

　
立
」
　
一
二
七
頁
。
　
　
　
　
　
ピ

＠
　
山
岸
徳
平
氏
校
注
、
岩
波
文
庫
Ｈ
、
二
三
頁
。

＠
　
　
『
日
本
文
学
』
七
三
、
十
月
号
「
光
源
氏
前
史
」
鈴
木
日
出
男
氏
、
酉

　
郷
信
綱
氏
『
日
本
古
代
文
学
史
』
二
二
三
頁
、
益
田
勝
実
氏
『
火
山
列
島

　
　
の
思
想
』
「
日
知
り
の
奮
の
物
語
」
一
九
六
頁
。


	１、消えぬ間の身をも知るく
	２、死――喪失と季節
	３、物語を動かす力と死のかげり



