
一
四

源
氏
物
語
に
春
け
る
「
浅
茅
」

と
「
紫
草
」

管
　
　
野

美
　
恵
　
子

　
源
氏
物
語
に
描
か
れ
る
自
然
は
、
そ
の
ま
ま
、
あ
る
時
は
作
中
人
物
の
境
遇

で
あ
り
、
心
情
で
あ
り
、
時
に
は
そ
の
運
命
の
象
徴
で
さ
え
あ
る
。
　
「
そ
れ
は

自
然
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
主
人
公
の
情
意
を
客
観
化
す
る
過
程
で
あ
る
に

ほ
か
な
ら
な
い
、
い
わ
ぱ
自
然
は
人
間
で
あ
り
、
人
間
は
自
然
な
の
で
あ
っ
て

物
語
の
世
界
の
文
脈
の
な
か
に
、
自
然
が
人
問
と
同
次
元
同
等
の
資
格
を
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
せ
り
出
し
て
い
る
と
い
う
特
質
が
こ
こ
に
あ
る
。
」
と
、
秋
山
度
氏
は
説
い

て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
自
然
と
人
間
の
か
か
わ
り
方
が
、
古
今
集

に
そ
の
源
流
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
諸
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

更
に
、
古
今
集
歌
に
つ
い
て
、
小
町
谷
照
彦
氏
が
、
　
「
四
季
歌
に
よ
っ
て
代
表

さ
れ
る
自
然
詠
に
端
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
今
集
の
歌
の
特
性
は
、
概
念

・
類
想
・
類
型
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
感
・

写
実
・
写
生
な
ど
と
は
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
。
古
今
集
の
歌
を
味
読
す
る
に

は
、
こ
の
概
念
・
類
想
・
類
型
な
ど
和
歌
の
世
界
の
約
束
事
の
実
態
を
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
＠

に
す
る
必
要
が
あ
」
る
と
さ
れ
る
見
解
は
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
も
や
は
り
妥

当
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
自
然
は
、
古
今
集
四
季
歌
の
そ

れ
と
同
じ
く
、
あ
る
観
定
を
も
っ
た
固
有
の
概
念
と
し
て
の
景
物
で
あ
り
、
言

語
に
よ
る
表
現
性
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ

う
な
自
然
の
景
物
の
中
で
も
、
植
物
の
占
め
る
位
置
は
こ
と
に
大
き
い
。

　
小
稿
は
今
、
そ
れ
を
、
　
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」
と
い
う
、
あ
る
意
味
に
お
い

て
は
対
照
的
な
性
格
を
持
つ
と
思
え
る
二
種
の
歌
語
た
る
植
物
を
通
し
て
考
え

て
み
た
い
。
源
氏
物
語
中
の
景
物
が
言
語
と
し
て
具
有
す
る
表
現
性
は
、
そ
の

物
語
中
の
用
例
が
明
確
に
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

い
と
£
し
く
虫
の
音
し
げ
き
あ
さ
ぢ
ふ
に
露
お
き
そ
ふ
る
雲
の
う
へ
人

雲
の
う
へ
も
涙
に
く
る
上
あ
き
の
月
い
か
で
住
む
ら
ん
浅
茅
生
の
宿



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
桐
壷
）

　
前
者
は
、
桐
壷
帝
の
命
を
受
げ
て
、
靱
負
命
婦
が
、
故
桐
壷
更
衣
邸
を
訪
れ

た
際
の
更
衣
母
の
歌
で
あ
り
、
後
者
は
、
帰
内
し
た
命
婦
に
、
そ
の
邸
の
様
子

を
聞
い
た
帝
の
詠
歌
で
あ
る
。

　
　
命
婦
、
か
し
こ
に
ま
か
で
着
き
て
、
門
ひ
き
入
る
上
よ
り
、
げ
は
ひ
あ
は

　
　
れ
な
り
。
や
も
め
住
み
な
れ
ど
、
人
ひ
と
り
の
御
か
し
づ
き
に
、
と
か
く

　
　
つ
く
ろ
ひ
立
て
二
、
目
や
す
き
程
に
て
過
ぐ
し
給
ひ
っ
る
を
、
闇
に
く
れ

　
　
て
、
臥
し
給
へ
る
程
に
、
草
も
た
か
く
な
り
、
野
分
に
、
い
と
£
荒
れ
た
る

　
　
心
地
し
て
、
月
影
ぱ
か
り
ぞ
、
八
重
葎
に
も
さ
は
ら
ず
、
さ
し
入
り
た
る
。

　
荒
れ
果
て
た
庭
に
生
い
茂
る
草
々
は
、
折
か
ら
の
「
野
分
」
に
倒
れ
伏
し
て
、

い
っ
そ
う
雑
然
た
る
様
相
を
呈
し
、
射
し
入
る
月
光
は
、
そ
の
荒
廃
し
た
邸
内

の
さ
ま
を
命
婦
に
あ
り
あ
り
と
見
せ
つ
け
る
。
　
「
げ
は
ひ
あ
は
れ
な
り
」
と
は
、

そ
う
し
た
庭
を
横
切
っ
て
行
く
命
婦
の
胸
に
湧
き
上
が
る
、
し
み
じ
み
と
し
た

情
感
で
も
あ
り
、
邸
内
に
漂
う
悲
哀
感
で
も
あ
り
、
そ
し
て
よ
り
い
っ
そ
う
、

涙
に
明
げ
暮
れ
る
更
衣
母
の
心
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
更
衣
邸
の
す
べ
て
が
、

歌
に
お
い
て
は
、
　
「
あ
さ
ぢ
ふ
」
・
「
浅
茅
生
の
宿
」
の
語
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

「
露
お
き
そ
ふ
る
」
の
「
露
」
が
コ
涙
」
の
意
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
後
拾
遺
和
歌
集
に
、

　
　
夕
露
を
浅
茅
が
上
と
み
し
も
の
を
袖
に
お
き
て
も
明
し
っ
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
恋
二
　
大
輔
命
掃
）

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
げ
る
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」

と
あ
る
歌
な
ど
か
ら
み
る
と
、
「
露
（
涙
）
」
は
「
浅
茅
」
の
縁
語
と
し
て
用
い

ら
れ
て
、
荒
れ
た
る
宿
の
悲
哀
を
強
め
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
「
浅
茅
生
」
が
、
　
「
荒
れ
果
て
た
邸
（
庭
）
」
を
意
味
す
る

歌
語
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
実
は
拾
遺
集
以
後
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
万
葉
集
に
見
え
る
数
多
い
「
浅
茅
」
の
用
例
は
、
そ
の
殆
ん
ど
が
、
単
に
野

辺
の
実
景
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ぱ
、

　
　
家
に
し
て
わ
れ
は
恋
ひ
む
な
印
庸
野
の
浅
茅
が
上
に
照
り
し
月
夜
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
七
　
雑
）

　
　
今
朝
の
朝
明
雁
が
音
寒
く
聞
き
し
な
べ
野
辺
の
浅
茅
そ
色
づ
き
に
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
八
　
秋
雑
　
聖
武
天
皇
）

　
　
松
蔭
の
浅
茅
が
上
の
白
雪
を
消
た
ず
て
置
か
む
こ
と
ぱ
か
も
無
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
八
　
冬
雑
　
大
伴
坂
上
郎
女
）

　
　
春
目
野
の
浅
茅
が
上
に
思
ふ
ど
ち
遊
ぶ
こ
の
日
は
忘
ら
え
め
や
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
春
雑
）

な
ど
に
お
け
る
「
浅
茅
」
は
、
単
に
眼
前
に
広
が
る
野
辺
を
叙
景
す
る
た
め
の

素
材
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
、
浅
茅
の
生
い
茂
る
野
辺
は
、
　
「
家
に
し
て
わ

れ
は
恋
む
な
」
　
「
わ
す
ら
え
ぬ
か
も
」
と
、
人
の
心
を
魅
き
つ
げ
る
も
の
と
し

て
詠
ま
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

　
　
茅
花
抜
く
浅
茅
が
原
の
つ
凄
す
み
れ
い
ま
盛
り
な
り
わ
が
恋
ふ
ら
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
八
　
春
相
聞
　
大
伴
田
村
家
大
嬢
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
げ
る
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」

　
　
君
に
似
る
草
と
見
し
よ
り
わ
が
標
め
し
野
山
の
浅
茅
人
な
刈
り
そ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
七
　
警
愉
歌
）

　
　
真
葛
延
ふ
小
野
の
浅
茅
を
心
ゆ
も
人
引
か
め
や
も
わ
が
無
け
な
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
一
　
相
聞
）

た
ど
の
歌
を
み
る
と
、
あ
る
時
は
燃
え
上
が
る
恋
情
（
っ
ぼ
す
み
れ
）
を
際
立

た
せ
る
背
景
と
し
て
用
い
ら
れ
、
時
に
は
「
君
に
似
る
草
」
と
慕
わ
れ
、
ま
た

あ
る
時
は
、
恋
人
に
な
ぞ
ら
え
て
歌
わ
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
っ
ま
り
、
万
葉

集
に
お
け
る
「
浅
茅
」
は
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
特
定
の
共
通
し
た
心
象
を
具
有

す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
の
持
っ
情
趣
は
、
決
し
て
暗
く
寂
し
い
も

の
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
古
今
集
に
至
っ
て
、
「
浅
茅
」
の
詠
ま
れ
方
は
一
変
す
る
。
集

中
の
用
例
は
僅
か
三
例
に
す
ぎ
な
い
げ
れ
ど
も
、

　
　
あ
さ
ぢ
ふ
の
を
の
の
し
の
は
ら
し
の
ぶ
と
も
人
し
る
ら
め
や
い
ふ
人
な
し

　
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
恋
一
読
人
し
ら
ず
）

　
　
お
も
ふ
よ
り
い
か
に
せ
よ
と
か
秋
風
に
な
び
く
あ
さ
ち
の
色
こ
と
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
恋
四
　
同
　
）

　
　
時
す
ぎ
て
か
れ
行
く
を
の
の
あ
さ
ぢ
に
は
今
は
お
も
ひ
ぞ
た
え
ず
も
え
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
恋
五
　
こ
ま
ち
が
あ
ね
）

と
、
す
べ
て
恋
の
部
立
の
歌
で
あ
る
。
最
初
の
一
首
は
、
　
「
小
野
の
篠
原
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

結
ん
で
、
「
浅
茅
生
の
小
野
の
篠
原
の
中
に
、
人
目
を
し
の
ん
で
隠
れ
ひ
そ
む
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

と
い
う
、
忍
ぶ
恋
の
心
象
を
担
う
景
物
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
次
の
歌
で

は
、
浅
茅
の
色
づ
き
を
も
っ
て
、
相
手
の
心
変
わ
り
を
示
し
、
最
後
の
一
首
は
、

赤
く
枯
れ
て
行
く
浅
茅
が
原
に
、
失
っ
た
恋
に
身
を
焼
く
お
の
れ
の
姿
を
託
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
三
首
い
ず
れ
も
心
通
わ
ぬ
恋
の
嘆
き
を
歌
う
も
の
と
し

て
、
　
「
浅
茅
」
な
る
語
は
、
共
通
の
心
象
を
有
し
て
い
る
生
言
え
る
の
で
あ
る
。

古
今
集
歌
人
た
ち
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
も
は
や
、
春
の
野
辺
の
若
々
し
い
息
吹

き
を
伝
え
る
実
景
で
は
な
か
っ
た
。
浅
茅
の
紅
葉
の
み
が
彼
ら
の
関
心
を
ひ
き

っ
け
る
。
秋
風
と
と
も
に
色
変
わ
り
ゆ
く
浅
茅
の
さ
ま
は
、
そ
の
ま
ま
人
の
心

の
移
ろ
い
と
し
て
、
し
み
じ
み
と
嘆
き
を
こ
め
て
見
つ
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た

こ
と
は
彼
ら
の
「
自
然
」
に
対
す
る
感
覚
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
の
好
尚
で
も
あ

っ
た
。

　
後
撰
集
に
は
、

　
　
あ
さ
ぢ
ふ
の
小
野
の
篠
原
し
の
ぶ
れ
ど
あ
ま
り
て
な
ど
か
人
の
恋
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
恋
一
　
源
ひ
と
し
の
朝
臣
）

　
　
早
晩
の
ね
に
な
き
帰
り
来
し
か
ど
も
野
辺
の
浅
茅
は
色
づ
き
に
げ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
恋
四
　
忠
房
朝
臣
）

の
二
例
の
、
　
「
浅
茅
」
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
古
今
集
に
お
い
て
そ
れ
が

担
う
心
象
の
忠
実
な
継
承
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
れ
以
後
に
な
る

と
、　

　
浅
茅
原
ぬ
し
な
き
宿
の
さ
く
ら
花
心
や
す
く
や
風
に
ち
る
ら
む



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
集
　
春
　
恵
慶
法
師
）

　
　
雨
な
ら
で
も
る
人
も
な
き
わ
が
宿
を
浅
茅
が
原
と
見
る
ぞ
か
な
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
　
雑
賀
　
承
香
殿
女
御
）

　
　
故
里
は
浅
茅
が
原
と
荒
れ
果
て
上
夜
す
が
ら
虫
の
ね
を
の
み
ぞ
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
拾
遺
集
　
秋
上
　
道
命
法
師
）

　
　
君
な
く
て
あ
れ
た
る
宿
の
あ
さ
ぢ
ふ
に
鶉
な
く
な
り
秋
の
夕
ぐ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
　
秋
上
　
源
時
綱
）

　
　
浅
茅
原
あ
れ
た
る
や
ど
は
昔
見
し
人
を
忍
ぶ
の
わ
た
り
な
り
げ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
　
雑
一
　
読
人
し
ら
ず
）

　
　
ふ
く
風
に
な
び
く
浅
茅
は
我
な
れ
や
人
の
心
の
あ
き
を
し
ら
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
　
雑
二
　
斎
宮
女
御
）

　
　
物
を
の
み
思
ひ
し
ほ
ど
に
懐
く
て
浅
ぢ
が
末
に
世
は
な
り
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
　
雑
三
　
和
泉
式
部
）

　
　
浅
茅
生
に
あ
れ
に
げ
れ
ど
も
古
里
の
松
は
小
高
く
な
り
に
げ
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
　
雑
五
　
帥
前
内
大
臣
）

等
々
と
い
っ
た
具
合
で
、
部
立
は
限
ら
れ
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
も
や
は
り
、

移
ろ
い
ゆ
く
も
の
に
対
す
る
悲
哀
と
い
う
、
共
通
の
心
象
を
持
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
拾
遺
集
以
後
の
「
浅
茅
生
」
「
浅
茅
原
」

は
、
荒
れ
果
て
て
野
ら
の
ご
と
く
な
っ
た
庭
園
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
古
今
集
・
後
撰
集
に
み
ら
れ
た
、
移
ろ
う
「
心
」
の
心
象
た

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
げ
る
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」

る
「
浅
茅
」
は
、
拾
遺
集
に
至
っ
て
「
身
」
の
移
ろ
い
を
も
含
む
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
時
「
浅
茅
原
」
は
万
葉
集
で
「
遊
ぶ
こ
の
目
は
忘
ら
え
ぬ
か
も
」

と
詠
ま
れ
た
、
楽
し
く
解
放
的
な
野
辺
と
は
全
く
異
な
っ
て
、
衰
え
ゆ
く
我
が

身
の
さ
ま
を
噛
み
し
め
、
世
の
無
常
を
嘆
ず
る
媒
体
と
し
て
の
景
物
と
な
っ
て

お
り
、
そ
れ
が
縁
語
「
露
」
と
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
強
く
、
悲
哀

・
寂
家
を
も
っ
て
歌
わ
れ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
「
浅
茅
」
な
る
語
の
こ

う
し
た
展
開
は
、
お
そ
ら
く
、
野
ら
の
景
物
を
取
り
入
れ
つ
っ
、
実
は
明
ら
か

に
野
ら
と
隔
絶
す
る
こ
と
に
お
い
て
発
展
し
た
、
庭
園
の
あ
り
方
と
か
か
わ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
中
宮
の
御
町
を
ぱ
、
も
と
の
山
に
、
紅
葉
、
色
濃
か
る
べ
き
う
ゑ
木
ど
も

　
　
を
植
ゑ
、
泉
の
水
と
ほ
く
澄
ま
し
や
り
、
水
の
音
ま
さ
る
べ
き
岩
を
た
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
く
は
へ
、
滝
お
と
し
て
、
秋
の
野
を
は
る
か
に
作
り
た
る
、
そ
の
こ
ろ
に

　
　
あ
ひ
て
、
盛
り
に
咲
き
乱
れ
た
り
。
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
　
乙
女
）

　
　
秋
ご
ろ
、
西
の
渡
殿
の
ま
へ
、
中
の
塀
の
東
の
き
は
を
、
お
し
な
べ
て
、

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
野
に
作
ら
せ
給
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
　
鈴
虫
）

と
、
野
の
さ
ま
を
取
り
入
れ
た
庭
は
、
し
か
し
ま
た
、
よ
し
と
し
て
選
別
さ
れ

た
物
の
外
は
、
一
切
を
遮
断
し
て
、
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
管
理
さ
る
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。
や
や
も
す
れ
ぱ
、
蓬
・
葎
等
の
雑
草
が
は
び
こ
っ
て
、
た
ち
ま

ち
の
う
ち
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
里
は
荒
れ
て
人
は
古
り
に
し
宿
な
れ
や
庭
も
ま
が
き
も
秋
の
野
ら
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
げ
る
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
集
秋
上
　
僧
正
遍
照
）

と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
な
っ
た
庭
が
「
浅
茅
原
」
な
の
で
あ
る
。
野
ら
の
ご

と
く
も
の
さ
び
し
く
作
っ
た
庭
と
、
野
ら
と
な
り
果
て
た
庭
と
の
懸
隔
は
絶
対

と
言
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
　
「
浅
茅
生
」
の
庭
は
、
庭
に
心
や
る
こ
と
さ
え
も
で

き
ぬ
衰
退
の
「
身
」
と
「
心
」
を
象
徴
す
る
景
物
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
王

朝
人
の
常
識
に
お
け
る
「
浅
茅
」
と
は
、
怖
る
べ
き
も
の
、
忌
む
べ
き
も
の
な

の
で
あ
っ
た
。

　
好
忠
集
で
は
、

　
　
世
の
中
は
浅
茅
が
原
も
お
な
じ
こ
と
し
げ
き
夏
の
目
な
に
か
頼
ま
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
か
は
に
お
ふ
る
あ
さ
ぢ
が
花
を
は
や
し
げ
ん
昔
の
人
ぞ
見
ね
ぞ
恋
し
き

と
詠
ん
で
い
る
。
好
忠
の
和
歌
的
常
識
か
ら
す
れ
ぱ
「
浅
茅
」
は
、
決
し
て
ほ

め
そ
や
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
「
は
や

し
」
た
と
い
う
「
昔
の
人
」
に
対
し
て
好
忠
は
、
新
鮮
な
驚
き
と
感
嘆
を
も
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二

源
氏
物
語
に
お
げ
る
心
象
に
っ
い
て
、
上
坂
信
男
氏
は
、
　
「
作
者
と
い
う
一

人
の
個
性
が
、
ど
の
よ
う
に
事
物
の
特
質
を
捉
え
て
い
た
か
、
事
物
を
現
わ
す

こ
と
ば
を
ど
の
よ
う
に
受
げ
と
め
て
い
た
か
、
そ
の
捉
え
た
内
容
、
受
げ
と
め

た
意
味
を
心
象
と
い
う
」
と
定
義
さ
れ
た
上
で
、
そ
れ
は
、
　
「
散
文
の
世
界
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

和
歌
の
世
界
と
を
有
効
に
結
合
し
て
、
散
文
を
美
化
し
、
余
情
含
蓄
の
深
い
も

の
と
す
る
と
同
時
に
、
当
代
第
一
文
芸
と
し
て
の
和
歌
の
情
緒
に
耽
溺
さ
せ
」

る
た
め
に
、
先
行
和
歌
文
学
の
伝
統
的
発
想
を
駆
使
し
て
い
る
、
と
説
か
れ

＠
る
。
源
氏
物
語
中
、
　
「
浅
茅
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
先
の
桐
壷
巻
の
外

に
、
末
摘
花
・
若
紫
・
賢
木
・
蓬
生
・
椎
本
の
巻
々
に
お
げ
る
十
例
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
和
歌
的
伝
統
を
大
き

く
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

　
　
父
親
王
お
は
し
げ
る
折
に
だ
に
、
　
「
旧
り
に
た
る
あ
た
り
」
と
て
、
お
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
た
い
聞
ゆ
る
人
も
な
か
り
け
る
を
、
ま
し
て
、
今
は
浅
茅
分
く
る
人
も
跡

　
　
た
え
た
る
に
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
末
摘
花
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
か
二
る
ま
二
に
、
浅
茅
は
、
庭
の
面
も
見
え
ず
、
し
げ
き
蓬
は
、
軒
を
、

　
　
争
ひ
て
生
ひ
の
ぽ
る
。
葎
は
西
・
東
の
御
門
を
閉
ぢ
こ
め
た
る
ぞ
、
た
の

　
　
も
し
げ
れ
ど
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蓬
生
）

　
　
か
は
ら
せ
給
ふ
御
有
様
な
ら
ぱ
、
か
上
る
浅
茅
が
原
を
う
つ
ろ
ひ
給
は
で

　
　
は
、
侍
り
な
む
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
父
親
王
の
死
と
と
も
に
「
浅
茅
分
く
る
人
も
跡
絶
え
」
て
い
た
常
陸
宮
邸
は
、

一
度
は
源
氏
に
よ
っ
て
本
来
の
庭
の
姿
を
取
り
戻
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
源
氏

に
忘
れ
ら
れ
て
後
、
「
蓬
生
」
の
巻
に
お
い
て
は
、
凄
ま
じ
い
ま
で
の
荒
廃
ぶ
り

を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
も
は
や
な
ま
じ
の
表
玩
を
拒
否
し
、
　
「
た
の
も
し
け

れ
ど
」
と
、
笑
い
を
含
ん
で
語
ら
れ
る
よ
り
ほ
か
に
方
法
の
な
い
ほ
ど
の
荒
れ



方
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
邸
内
の
様
子
と
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
困
窮
ぶ
り
を

老
女
は
、
　
「
か
二
る
浅
茅
原
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

　
賢
木
の
巻
の
「
浅
茅
」
の
一
つ
は
、
野
の
宮
の
描
写
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
逢
げ
き
野
辺
を
、
分
け
入
り
給
ふ
よ
り
、
い
と
、
物
あ
は
れ
た
り
。
秋
の

　
　
花
、
み
た
衰
へ
つ
上
、
浅
茅
が
原
も
、
か
れ
人
＼
な
る
虫
の
音
に
、
松
風

　
　
す
ご
く
吹
（
き
）
あ
は
せ
て
－
・

　
源
氏
へ
の
愛
執
と
、
あ
く
が
れ
さ
ま
よ
う
己
れ
の
魂
へ
の
怖
れ
に
悩
み
、
六

条
御
息
所
は
つ
い
に
伊
勢
下
向
を
決
意
す
る
。
野
の
宮
に
移
っ
た
御
息
所
を
源

氏
が
訪
ね
る
下
り
で
あ
る
。
花
々
は
み
な
萎
れ
て
、
消
え
っ
き
よ
う
と
す
る
虫

の
音
と
、
松
風
だ
げ
が
響
き
わ
た
る
「
浅
茅
が
原
」
は
、
荒
涼
た
る
野
の
宮
の

景
で
あ
る
と
と
も
に
、
今
、
恋
人
の
傍
か
ら
無
理
に
も
わ
が
身
を
引
き
離
し
て

い
こ
う
と
す
る
御
息
所
の
姿
の
象
徴
で
も
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
先
、
と
め

ど
な
い
流
転
を
続
げ
っ
っ
、
更
に
荒
残
の
中
に
陥
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
御
息
所

の
魂
の
象
徴
で
さ
え
あ
る
。
ま
た
、
同
巻
の
他
の
二
例
は
、

　
　
浅
茅
生
の
露
の
や
ど
り
に
君
を
お
き
て
四
方
の
嵐
ぞ
し
づ
心
な
き

　
　
風
吹
げ
ぱ
ま
づ
ぞ
乱
る
上
色
変
は
る
浅
茅
が
露
に
か
二
る
さ
上
が
に

と
い
う
、
源
氏
と
紫
上
の
唱
和
に
あ
る
。
雲
林
院
に
詣
で
た
源
氏
は
、
留
守
宅

の
紫
上
に
、
「
『
ゆ
き
離
れ
ぬ
べ
し
や
』
と
、
心
み
侍
る
道
な
れ
ど
、
つ
れ
人
＼

も
慰
め
が
た
う
、
心
細
さ
、
ま
さ
り
て
な
む
。
聞
き
さ
し
た
る
事
有
（
り
）
て
、

休
ら
ひ
侍
る
程
を
、
い
か
に
１
」
と
の
消
息
に
つ
け
て
前
者
の
歌
を
贈
る
。
　
「
露

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
げ
る
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
ｏ

の
や
ど
り
」
は
、
　
「
優
さ
の
比
愉
象
徴
」
と
し
て
、
和
歌
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ

る
が
、
そ
れ
に
「
浅
茅
生
の
」
と
付
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
庇
護
者
桐
壷
帝

を
失
っ
た
源
氏
の
身
の
上
の
心
細
さ
と
、
さ
ら
に
こ
れ
か
ら
先
の
暗
転
す
る
運

命
を
、
具
体
的
に
象
徴
す
る
景
物
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
紫
上
の
返
歌
は
、

そ
う
し
た
「
浅
茅
生
」
の
意
味
を
充
分
認
識
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
わ
ざ
と
そ
の

語
の
心
象
を
転
換
し
、
古
歌
に
な
ら
っ
て
、
源
氏
の
心
の
移
ろ
い
を
象
徴
す
る

も
の
と
し
て
詠
む
の
で
あ
る
。
　
「
浅
茅
」
を
人
心
の
移
ろ
い
を
表
現
す
る
語
と

し
て
詠
ん
だ
の
は
、
物
語
中
こ
の
一
首
だ
げ
で
あ
り
、
や
や
特
殊
な
感
じ
を
与

え
る
が
、
そ
こ
に
は
、
ど
ち
ら
か
生
言
え
ば
少
し
古
め
か
し
い
歌
の
用
語
法
を

わ
ざ
わ
ざ
用
い
て
ま
で
、
荒
廃
し
た
庭
か
ら
、
移
り
易
い
源
氏
の
心
へ
と
そ
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
を
転
換
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
と
ぼ
に
先
取
り
さ
れ
て

い
る
暗
い
予
感
を
打
ち
消
そ
う
と
す
る
紫
上
の
周
倒
な
心
遣
り
を
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
　
「
四
方
の
嵐
ぞ
し
づ
心
た
き
」
を
受
け
て
、
　
「
風
吹
け
ぱ
ま
ず
ぞ
乱

る
二
色
変
は
る
浅
茅
」
と
切
り
返
し
て
ゆ
く
詠
法
は
、
古
今
集
以
来
の
恋
歌
の

伝
統
的
恨
み
言
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
ゆ
き
離
れ
ぬ
べ
し
や
」
と
の
源
氏

の
こ
と
ば
に
対
し
、
　
「
露
に
か
上
る
さ
二
が
に
」
の
ご
と
き
頼
り
な
い
身
の
上

か
ら
の
切
実
な
哀
感
と
抗
議
が
こ
め
ら
れ
て
、
真
情
溢
れ
た
歌
と
な
っ
て
い
る
。

最
後
の
一
例
は
「
椎
本
」
の
巻
で
あ
る
。

　
　
色
変
る
浅
茅
を
見
て
も
墨
染
に
や
つ
る
上
袖
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

　
八
の
宮
死
後
、
宇
治
を
訪
れ
た
薫
は
哀
悼
を
こ
め
て
こ
の
歌
を
よ
み
か
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
げ
る
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」

今
ま
で
の
和
歌
の
伝
統
に
よ
れ
ば
、
　
「
色
変
る
浅
茅
」
は
、
色
づ
く
浅
茅
の
こ

と
で
あ
り
、
さ
き
の
紫
の
上
の
詠
歌
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
人
心
の
移
り
易

さ
を
象
徴
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
「
色
変
る
」
が
、
そ
の
ま
ま
衣

服
の
色
の
変
わ
る
こ
と
を
指
し
、
ひ
い
て
は
枯
れ
て
色
あ
せ
ゆ
く
浅
茅
と
、
墨

染
に
や
つ
れ
る
姫
君
た
ち
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
独
特
の
用
い
方
を
し

　
　
○

て
い
る
。
こ
う
し
た
使
い
方
は
他
に
見
当
た
ら
た
い
も
の
で
あ
る
。
荒
涼
た
る

眼
前
の
景
色
に
触
発
さ
れ
て
薫
は
、
思
わ
ず
、
　
「
色
変
る
浅
茅
を
見
て
も
」
と

詠
み
か
げ
る
。
緊
迫
し
た
そ
の
場
の
状
況
は
、
は
か
ら
ず
も
彼
の
作
歌
意
識
を
、

色
１
１
移
り
気
な
心
と
い
う
、
和
歌
の
伝
統
的
観
範
か
ら
は
み
出
さ
せ
て
し
ま
う
。

と
言
っ
て
も
無
論
、
浅
茅
が
衰
退
し
て
い
く
悲
哀
の
心
象
と
し
て
の
歌
語
で
あ

る
と
い
う
、
時
代
の
根
本
的
な
美
感
に
は
何
ら
の
変
貌
が
み
ら
れ
る
わ
げ
で
は

な
い
。
言
わ
ぱ
伝
統
を
敷
術
し
た
と
こ
ろ
に
、
新
し
い
一
面
を
付
与
し
た
と
い

う
ほ
ど
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
こ
の
新
し
い
用
語
に
よ
っ
て
、
源

氏
物
語
に
お
げ
る
「
浅
茅
」
の
心
象
は
、
よ
り
深
め
ら
れ
た
と
言
い
得
る
で
あ

ろ
う
。

　
古
く
万
葉
集
に
あ
っ
て
は
、
春
を
中
心
と
し
て
、
四
季
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
、

好
ま
し
い
野
辺
の
景
物
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
た
「
浅
茅
」
は
、
古
今
集
以
来
、

多
く
そ
の
紅
葉
を
も
っ
て
、
移
ろ
い
衰
え
て
ゆ
く
も
の
の
、
悲
哀
の
象
徴
と
し

て
詠
ま
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
源
氏
物
語
の
そ
れ
も
ま
た
、
そ
う
し
た
王
朝
和

歌
の
規
範
の
延
長
線
上
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
述
べ
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
「
浅
茅
生
」
　
「
浅
茅
原
」
な
る
語
が
、

た
ち
ま
ち
に
し
て
、
脳
裡
に
荒
残
の
庭
園
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
語
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
べ
き
人
物

は
限
ら
れ
て
く
る
。
夕
顔
や
玉
童
の
身
が
、
い
か
に
佗
び
し
か
ろ
う
と
、
　
「
浅

茅
」
を
も
っ
て
描
写
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
た
い
。
浅
茅
の
茂
る
ほ
ど
の
空
問

－
庭
１
を
持
っ
こ
と
の
で
き
る
人
々
、
す
な
わ
ち
、
末
摘
花
・
紫
上
．
六
条
御

息
所
・
字
治
の
姫
君
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
高
貴
な
出
自
の
女
性
で
あ
り
、
し
か

も
強
力
な
庇
護
者
－
庭
の
管
理
者
１
の
手
が
遠
ざ
か
れ
ぱ
、
す
ぐ
に
も
浅
茅
原

な
る
住
ま
い
へ
と
変
わ
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
心
細
い
人
々
で
あ
っ
た
。

三

　
「
浅
茅
」
が
以
上
の
よ
う
に
、
衰
退
し
て
ゆ
く
身
と
心
の
悲
哀
の
象
徴
で
あ

っ
て
、
怖
れ
と
嘆
き
を
も
っ
て
眺
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
　
「
紫
草
」
は
常
に
憧

慣
と
親
愛
を
こ
め
て
歌
わ
れ
る
野
辺
の
植
物
で
あ
る
。
紫
草
そ
の
も
の
の
名
を

も
っ
て
呼
ば
れ
る
「
紫
上
」
の
移
象
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
こ
の
歌
語
の
も
つ

表
現
性
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
お
ひ
立
た
む
あ
り
か
も
知
ら
ぬ
若
草
を
お
く
ら
す
露
ぞ
消
え
む
そ
ら
な
き

　
　
初
草
の
生
ひ
ゆ
く
末
も
知
ら
ぬ
ま
に
い
か
で
か
露
の
消
え
む
と
す
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
　
若
紫
）

　
北
山
の
僧
坊
に
、
源
氏
は
ま
っ
た
く
思
い
も
か
け
ず
、
藤
壷
の
面
ざ
し
に
か



よ
う
美
し
い
少
女
を
見
っ
げ
る
。
　
「
か
ぎ
り
な
う
、
心
を
っ
く
し
聞
ゆ
る
人
に
、

い
と
よ
う
似
た
て
ま
つ
れ
る
が
、
ま
も
ら
る
二
な
り
げ
り
」
と
、
そ
の
姿
に
見

入
る
源
氏
の
耳
に
、
や
が
て
伝
わ
っ
て
く
る
の
が
、
少
女
の
祖
母
君
と
女
房
の
、

こ
の
唱
和
で
あ
る
。
　
「
若
紫
」
の
巻
全
体
が
、
伊
勢
物
語
「
初
冠
」
の
段
を
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

敷
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
玉
上
琢
弥
氏
に
よ
っ
て
詳
説
さ
れ
て
い
る
が
、

同
時
に
こ
の
一
対
の
贈
答
歌
は
、
や
は
り
伊
勢
物
語
四
九
段
の
、

　
　
昔
、
を
と
こ
、
妹
の
、
い
と
を
か
し
げ
な
る
見
を
り
て
、

　
　
う
ら
若
み
ね
よ
げ
に
見
ゆ
る
若
草
を
人
の
結
ば
む
こ
と
を
し
ぞ
思
（
ふ
）

　
と
聞
こ
え
け
り
。
返
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
初
草
の
な
ど
め
づ
ら
し
き
言
の
葉
ぞ
う
ら
た
く
物
を
思
ひ
げ
る
哉

に
そ
の
発
想
の
根
を
持
っ
て
い
る
。
無
論
尼
君
た
ち
の
歌
に
、
こ
の
贈
答
の
歌

意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
　
「
若
草
の
」
と
発
し
、

「
初
草
の
」
と
受
け
る
唱
和
の
し
か
た
は
、
伊
勢
物
語
の
そ
れ
に
酷
似
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
、
詠
者
で
あ
る
尼
君
た
ち
の
状
況
・
心
理
を
超

え
て
、
読
老
に
伊
勢
物
語
を
想
起
さ
せ
、
や
が
て
語
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
恋
物
語

を
予
想
さ
せ
る
べ
く
設
定
さ
れ
た
伏
線
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
人
の
結
ば
む
こ
と
を
し
ぞ
思
ふ
」
と
い
う
「
昔
男
」
の
慨
嘆
は
、
「
初
冠
」
の

　
　
春
目
野
の
若
紫
の
す
り
衣
し
の
ぶ
の
乱
れ
限
り
し
ら
れ
ず

の
詠
歌
と
相
ま
っ
て
、
少
女
を
見
っ
め
る
源
氏
の
心
情
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
展

開
す
る
物
語
の
行
く
方
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
げ
る
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」

　
そ
の
少
女
が
藤
壷
宮
の
姪
で
あ
る
と
知
っ
た
源
氏
は
、
下
山
し
て
な
お
、

　
　
手
に
摘
み
て
い
っ
し
か
も
見
む
む
ら
さ
ぎ
の
根
に
か
よ
ひ
げ
る
野
辺
の
若

　
　
草

と
、
　
「
若
草
」
と
よ
ば
れ
た
あ
の
少
女
の
面
影
を
追
い
求
め
る
。
こ
こ
に
お
げ

る
「
紫
」
は
藤
壷
を
さ
し
、
そ
の
根
に
通
う
「
若
草
」
が
少
女
で
あ
る
。
や
が

て
祖
母
君
の
死
と
と
も
に
、
源
氏
は
殆
ん
ど
誘
拐
と
圭
言
う
べ
き
強
引
な
方
法

で
少
女
を
自
邸
に
引
き
と
っ
て
育
て
る
。
あ
る
目
の
こ
と
、
源
氏
は
少
女
に
、

　
　
ね
は
見
ね
ど
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
武
蔵
野
の
露
わ
け
わ
ぶ
る
草
の
ゆ
か
り
を

と
の
歌
を
示
し
、
少
女
は

　
　
か
こ
っ
べ
き
故
を
知
ら
ね
ば
お
ぼ
っ
か
た
い
か
な
る
草
の
ゆ
か
り
な
る
ら

　
　
ん

と
答
え
る
。
こ
れ
ら
三
首
の
歌
も
、
や
は
り
さ
き
の
伊
勢
物
語
四
九
段
の
贈
答

（
「
う
ら
若
み
」
）
を
背
景
と
し
て
持
っ
て
い
る
。
二
首
目
の
源
氏
の
歌
の
「
ね

は
見
ね
ど
」
は
明
ら
か
に
「
昔
男
」
の
「
ね
よ
げ
に
見
ゆ
る
若
草
」
を
踏
ま
え

て
の
も
の
で
あ
る
し
、
最
初
の
歌
に
お
げ
る
「
根
に
通
ひ
げ
る
」
に
も
、
や
は

り
「
寝
」
が
そ
れ
と
な
く
響
か
せ
て
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
考
え
て
こ
そ
、

　
　
秋
の
夕
は
、
ま
し
て
心
の
い
と
ま
な
く
思
し
乱
る
二
人
の
御
あ
た
り
に
心

　
　
を
か
け
て
、
あ
な
が
ち
な
る
ゆ
か
り
も
、
尋
ね
ま
ほ
し
き
心
も
、
増
り
給

　
　
ふ
な
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
げ
る
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」

と
い
う
文
に
続
く
こ
の
歌
が
、
源
氏
の
恋
情
の
高
揚
を
表
現
す
る
に
充
分
な
も

の
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
注
意
す
べ
き
は
、
伊
勢
物
語
で
も
、
「
若
草
」
は
単
に
柔
か
な
春

の
草
で
あ
っ
た
も
の
を
、
こ
れ
ら
の
源
氏
の
歌
に
お
い
て
は
、
「
根
」
を
「
寝
」

に
か
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
紫
草
」
の
「
若
草
」
と
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
紫
草
は
古
来
、

　
　
紫
草
の
に
ほ
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
ば
人
妻
ゆ
ゑ
に
わ
れ
恋
ひ
め
や
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
集
巻
一
　
雑
歌
　
大
海
人
皇
子
）

　
　
託
馬
野
に
生
ふ
る
紫
草
衣
に
染
め
い
ま
だ
着
ず
し
て
色
に
出
で
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
巻
三
警
瞼
歌
笠
女
郎
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら

　
　
紫
草
は
根
を
か
も
寛
ふ
る
人
の
児
の
心
が
な
し
げ
を
寝
を
寛
へ
な
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
　
巻
十
四
　
東
歌
）

　
　
こ
ひ
し
く
は
し
た
に
を
お
も
へ
紫
の
ね
ず
り
の
衣
色
に
い
づ
な
ゆ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
集
　
恋
三
読
人
し
ら
ず
）

　
紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
へ
に
む
さ
し
野
の
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
雑
歌
上
　
同
　
）

　
武
蔵
野
は
袖
ひ
づ
ば
か
り
分
け
し
か
ど
わ
か
紫
は
尋
ね
わ
び
に
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
撰
集
　
雑
二
　
同
　
）

　
　
ま
だ
き
か
ら
思
ひ
こ
き
色
に
そ
め
む
と
や
若
紫
の
ね
を
尋
ぬ
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
　
雑
四
　
同
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

　
　
紫
の
色
に
は
さ
く
な
む
さ
し
野
の
草
の
ゆ
か
り
と
人
も
こ
そ
し
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
集
　
物
名
　
如
覚
法
師
）

　
　
知
ら
ね
ど
も
武
蔵
野
と
い
へ
ば
か
こ
た
れ
ぬ
よ
し
や
さ
こ
そ
は
紫
の
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
六
帖
　
五
　
か
さ
の
女
郎
）

　
　
武
蔵
野
に
生
ふ
と
し
聞
け
ぱ
紫
の
其
色
な
ら
ぬ
草
も
睦
ま
じ
（
小
町
集
）

　
　
武
蔵
野
の
向
ひ
の
岡
の
草
な
れ
ぱ
根
を
尋
ね
て
も
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
同
　
）

な
ど
の
よ
う
に
、
多
く
は
恋
の
情
趣
を
も
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
歌
の
い
く
つ
か
は
、
何
と
端
的
に
源
氏
物
語
「
若
紫
」
の
段
を
想
起
さ

せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
草
は
、
　
「
紫
の
根
ず
り
の
衣
」
と
い
う
歌
語
が
示

す
よ
う
に
、
そ
の
根
か
ら
染
料
を
と
る
草
で
あ
り
、
多
く
は
野
山
に
自
生
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

時
に
は
栽
培
も
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
根
で
染
め
た
「
紫
」
は
、
「
『
ゆ
る
し
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

色
』
と
も
い
わ
れ
」
・
「
当
時
の
あ
こ
が
れ
の
色
、
こ
の
み
の
色
で
あ
っ
た
」
。

つ
ま
り
染
料
と
し
て
紫
草
は
最
高
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
草
へ
の

関
心
は
、
夏
に
咲
く
、
白
い
小
さ
な
そ
の
花
に
で
は
な
く
て
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の

根
に
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
　
「
根
」
は
「
寝
」
を
導
い
て
、
恋

歌
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
の
は
さ
き
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ

の
草
は
、
　
「
地
中
で
ま
っ
す
ぐ
の
び
て
し
ぱ
し
ぱ
分
岐
し
、
そ
の
頂
か
ら
茎
を

＠

出
」
し
て
殖
え
拡
が
っ
て
い
く
多
年
生
の
植
物
で
あ
る
。
古
来
、
「
紫
の
ゆ
か



り
」
と
詠
ま
れ
、
　
「
一
本
ゆ
え
に
」
と
、
血
縁
を
意
味
す
る
こ
と
の
多
い
の
も
、

こ
う
し
た
地
中
の
根
の
さ
ま
に
留
意
さ
れ
る
草
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

　
野
辺
に
生
い
、
や
が
て
は
（
染
料
と
な
っ
て
）
貴
人
の
身
に
ま
と
わ
れ
る
草
、

し
か
も
、
後
撰
集
は
、
「
若
紫
」
と
は
、
「
ま
だ
き
か
ら
思
ひ
こ
き
色
に
そ
め
む
」

と
、
「
袖
ひ
づ
ぱ
か
り
分
け
」
て
探
す
も
の
だ
と
規
定
す
る
。
そ
れ
は
、
み
ご

と
に
、
北
山
で
み
っ
げ
た
、
あ
の
藤
壷
の
ゆ
か
り
の
少
女
と
重
な
り
あ
っ
て
い

る
。
　
「
若
紫
」
と
い
う
巻
名
か
ら
し
て
も
、
源
氏
物
語
は
、
紫
上
の
物
語
の
発

想
を
、
こ
れ
ら
の
古
歌
に
も
負
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
少
女
は

源
氏
の
理
想
の
女
性
と
し
て
育
て
ら
れ
る
べ
く
、
　
「
思
ひ
こ
き
色
に
そ
め
む
」

と
、
幼
い
身
を
そ
の
手
元
に
引
き
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
森
本
茂
氏
は
、
伊
勢
物
語
の
用
例
に
よ
っ
て
、
そ
の
物
語
の
「
紫
草
は
親
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

み
易
い
草
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
古

歌
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
と
き
、
紫
草
の
心
象
は
、
親
し
み
易
い
だ
げ
で
は
な
く
、

恋
情
と
思
慕
を
も
っ
て
求
め
ら
れ
つ
づ
け
る
、
あ
こ
が
れ
の
草
、
そ
の
草
に
縁

が
あ
る
と
き
く
だ
け
で
も
「
あ
は
れ
」
と
感
じ
さ
せ
る
草
、
求
め
ら
れ
ぬ
時
は

せ
め
て
「
根
を
尋
ね
て
も
」
　
（
小
町
集
）
と
ま
で
慕
わ
れ
る
草
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
物
語
の
主
人
公
の
形
象
と
し
て
、
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

あ
る
。

四

源
氏
物
語
に
お
げ
る
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」

　
源
氏
物
語
「
若
紫
」
の
巻
に
お
げ
る
「
紫
草
」
は
前
述
し
た
よ
う
に
藤
壷
宮

を
さ
し
、
後
に
「
紫
上
」
と
よ
ぱ
れ
る
少
女
は
、
　
「
若
草
」
　
「
初
草
」
　
「
草
の

ゆ
か
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
物
語
の
女
主
人
公
と
し
て
の
資
質
、

っ
ま
り
、
源
氏
の
思
慕
の
す
べ
て
を
捧
げ
ら
れ
る
べ
き
人
は
藤
壷
で
あ
る
こ
と

を
、
こ
の
呼
称
は
明
確
に
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
物
語
は
、
ま
も
な
く
、

こ
の
少
女
自
身
を
「
紫
」
と
呼
ぶ
場
面
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
二
条
の
院
に
お
は
し
た
れ
ぱ
、
紫
の
君
、
い
と
も
美
し
き
片
生
に
て
、

　
　
「
く
れ
な
ゐ
は
、
か
う
懐
し
き
も
あ
り
げ
り
」
と
見
ゆ
る
に
、
無
紋
の
桜

　
　
の
細
長
、
な
よ
ら
か
に
着
な
し
て
、
何
心
も
た
く
て
、
物
し
給
ふ
さ
ま
、

　
　
い
み
じ
う
ら
う
た
し
。
古
体
の
祖
母
君
の
御
名
残
に
て
、
歯
黒
め
も
ま
だ

　
　
し
か
り
げ
る
を
、
ひ
き
っ
く
ろ
は
せ
給
へ
れ
ぱ
、
眉
の
げ
ざ
や
か
に
た
り

　
　
た
る
も
、
美
し
う
清
ら
な
り
。
　
「
心
か
ら
、
た
ど
、
か
う
憂
き
世
を
見
あ

　
　
っ
か
ふ
ら
む
。
か
く
心
苦
し
き
者
を
も
、
見
て
ゐ
た
ら
で
」
と
、
お
ぼ
し

　
　
つ
二
、
例
の
、
も
ろ
と
も
に
雛
遊
び
し
給
ふ
。
　
　
　
　
　
（
末
摘
花
）

　
こ
の
時
少
女
は
、
「
紫
」
の
呼
称
を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
。
な
ぜ
「
若
草
の
君
」
、

「
紫
の
ゆ
か
り
の
君
」
と
言
わ
た
い
の
か
。
こ
の
呼
称
が
、
末
摘
花
へ
の
源
氏

の
失
望
を
く
ど
い
ま
で
に
描
き
っ
く
し
た
後
に
出
て
く
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

源
氏
は
、
末
摘
花
の
容
貌
に
衝
撃
を
受
げ
、
そ
の
人
の
審
美
眼
と
才
能
に
絶
望

す
る
。
期
待
の
外
れ
方
の
あ
ま
り
の
見
事
さ
に
却
っ
て
お
か
し
く
も
た
り
、

「
人
の
ほ
ど
の
心
苦
し
さ
に
、
名
の
朽
ち
な
ん
は
さ
す
が
た
り
」
と
思
い
遣
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
げ
る
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」

余
裕
も
で
き
て
、
ま
た
も
そ
の
人
の
も
と
を
訪
ね
る
源
氏
で
あ
る
。
が
、
　
「
口

お
ほ
ひ
の
そ
ぱ
め
よ
り
、
な
ほ
、
か
の
末
摘
む
は
な
の
、
い
と
、
匂
ひ
や
か
に

さ
し
出
で
た
り
。
『
見
苦
し
の
わ
ざ
や
』
と
お
凄
さ
る
。
」
と
、
ど
う
思
っ
て
は

み
て
も
、
や
は
り
美
し
く
な
い
姫
君
の
様
子
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
末
摘
花
に

対
比
し
て
、
さ
き
に
掲
げ
た
少
女
の
叙
述
が
出
て
く
る
。
「
心
か
ら
、
な
ど
、
か

う
憂
き
世
を
見
あ
っ
か
ふ
ら
む
。
か
く
心
苦
し
き
者
を
も
見
て
ゐ
た
ら
で
、
」

と
、
源
氏
は
あ
ら
た
め
て
少
女
に
満
足
を
覚
え
る
。
　
「
憂
き
世
」
と
は
、
末
摘

花
と
の
関
係
ぱ
か
り
を
指
す
の
で
は
あ
る
ま
い
。
藤
壷
・
御
息
所
・
故
夕
顔
、

み
た
「
心
か
ら
」
の
苦
悩
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
恋
を
省
み
て
、
ふ
と
苦
々
し

い
思
い
に
源
氏
を
浸
ら
せ
る
ほ
ど
の
魅
力
を
、
こ
の
少
女
は
備
え
て
い
た
の
で

あ
る
。
末
摘
花
と
比
べ
て
、
そ
の
美
質
を
い
や
が
上
に
も
源
氏
に
確
認
さ
せ
た

こ
の
日
、
少
女
は
源
氏
の
愛
人
と
し
て
、
物
語
の
女
主
人
公
と
し
て
、
は
っ
き

り
と
自
立
し
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
少
女
は
も
は
や
、
　
「
紫
の
ゆ
か
り
」

で
も
な
け
れ
ぱ
、
野
辺
の
「
若
草
」
で
も
な
く
、
　
「
紫
」
そ
の
も
の
と
し
て
源

氏
に
と
ら
え
ら
れ
た
。
こ
の
「
紫
の
君
」
の
乎
称
は
、
言
わ
ば
や
が
て
こ
の
少

女
が
、
光
源
氏
の
第
一
の
人
と
し
て
物
語
ら
れ
る
目
の
あ
る
こ
と
を
予
告
し
て

い
る
こ
と
ぱ
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
紫
」
は
、
あ
く
ま
で
も
、
こ
の
少
女
の
後
目
の
予
告
で
あ

り
、
続
く
「
紅
葉
賀
」
の
巻
に
お
い
て
は
少
女
は
再
び
、
　
「
か
の
わ
か
草
」
と

称
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
い
と
£
、
か
の
若
草
た
づ
ね
取
り
給
ひ
て
し
を
、
　
「
二
条
院
に
は
、
人
む

　
　
か
へ
給
へ
る
な
り
」
と
人
の
聞
え
げ
れ
ぱ
、
　
「
い
と
心
づ
き
た
し
」
と
お

　
　
ぽ
い
た
り
。
う
ち
く
の
有
様
は
知
り
給
は
ず
、
さ
も
思
さ
む
は
、
こ
と

　
　
わ
り
な
れ
ど
…
…

　
葵
の
上
の
怒
り
の
対
象
が
、
実
は
未
だ
「
何
心
も
な
き
」
「
幼
き
人
」
で
あ

る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
の
「
若
草
」
の
呼
称
で
あ
る
。
「
総
じ
て
、
結
婚
の
対

象
と
し
て
若
い
女
性
を
考
え
る
と
き
に
、
　
『
若
草
』
を
用
い
て
い
る
よ
う
だ
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
、
上
坂
信
男
氏
は
言
わ
れ
る
。
た
し
か
に
「
若
草
」
の
語
は
、

　
　
若
草
の
新
手
枕
を
枕
き
初
め
て
夜
そ
や
隔
て
む
憎
く
あ
ら
な
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
集
　
巻
十
一
　
相
聞
　
）

　
　
か
す
が
野
は
け
ふ
は
な
焼
き
そ
わ
か
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
我
も
こ
も
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
集
春
上
）

と
、
新
妻
を
た
と
え
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
語
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

源
氏
物
語
に
お
い
て
、
な
か
ん
ず
く
紫
の
上
の
乎
称
に
用
い
ら
れ
る
時
に
限
っ

て
は
、
こ
れ
は
「
紫
草
の
若
草
」
の
意
で
あ
り
、
や
が
て
は
源
氏
の
愛
を
一
身

に
受
げ
る
は
ず
の
人
で
は
あ
る
が
、
未
だ
愛
人
と
呼
ぷ
ま
で
に
は
至
ら
ぬ
「
何

心
も
な
き
」
少
女
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
え
て
さ
し
示
し
て
い
る
呼
称
で
あ
る
。

「
女
君
」
「
対
の
上
」
等
の
呼
び
方
と
比
し
て
も
こ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
少
女
は
こ
の
後
、
そ
の
時
々
に
お
い
て
、
「
若
君
」
「
姫
君
」
「
女
君
」
「
対

の
上
」
と
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ほ
か
で



も
な
い
「
紫
」
の
名
を
本
当
に
得
る
の
は
「
螢
」
の
巻
に
至
っ
て
の
こ
と
で
あ

る
。　

「
末
摘
花
」
の
巻
に
お
い
て
、
そ
の
将
来
の
姿
を
予
告
さ
れ
た
の
は
、
こ
の

君
が
十
二
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
「
螢
」
の
巻
で
女
君
は
二
十
八
歳
、
彼

女
が
「
ゆ
か
り
」
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
　
「
紫
」
そ
の
も
の
と
な
る
に
は
、
こ

れ
ほ
ど
の
年
月
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
朝
顔
」
の
巻
に
お
い
て
、
源
氏
が
故
藤
壷
を
偲
ん
で
女
君
に
語
る
下
り
が

あ
る
。

　
　
世
に
、
ま
た
、
さ
ば
か
り
の
た
ぐ
ひ
、
あ
り
な
む
や
。
や
は
ら
か
に
、
お

　
　
び
れ
た
る
も
の
か
ら
、
深
う
由
づ
き
た
る
所
の
、
な
ら
び
な
く
物
し
給
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
を
。
君
こ
そ
は
、
さ
い
へ
ど
、
む
ら
さ
き
の
ゆ
ゑ
、
こ
よ
な
か
ら
ず
物
し

　
　
給
ふ
め
れ
ど
、
す
こ
し
、
煩
は
し
き
気
添
ひ
て
、
か
ど
く
し
さ
の
進
み

　
　
給
へ
る
や
、
苦
し
か
ら
む
。

　
「
む
ら
さ
き
の
ゆ
ゑ
」
は
、
む
ら
さ
き
の
ゆ
か
り
の
故
の
意
味
で
あ
る
。
故

藤
壷
を
慕
い
続
け
る
源
氏
は
、
「
か
む
ざ
し
、
面
や
う
の
、
恋
ひ
き
こ
ゆ
る
人
の

面
影
に
ふ
と
お
ぽ
え
て
」
こ
の
女
君
が
、
藤
壷
ゆ
か
り
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
を

改
め
て
思
い
、
感
嘆
と
安
堵
を
覚
え
る
。
そ
の
夜
源
氏
の
夢
に
藤
壷
が
出
現
す

る
。
こ
の
事
件
は
、
　
「
紫
」
の
交
代
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
藤

壷
の
怨
念
の
す
さ
ま
じ
さ
と
そ
の
魂
鎮
め
の
供
養
と
が
、
こ
の
巻
の
最
後
に
か

か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
藤
壷
は
た
し
か
に
源
氏
物
語
の
世
界
か
ら
、
決
定
的

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」

に
追
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
相
対
的
に
、
紫
上
が
、
い
ま
や
光
源
氏
の
配
偶
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

て
物
語
の
世
界
に
確
固
た
る
客
観
性
を
も
っ
て
生
き
あ
ら
た
ま
っ
た
」
と
、
秋

山
度
氏
は
述
べ
ら
れ
る
。
夢
で
の
出
現
は
、
藤
壷
と
の
訣
別
の
儀
式
な
の
で
あ

る
。　

続
い
て
物
語
は
、
華
麗
な
六
条
院
の
世
界
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
。
そ
の
中
心
、

春
の
庭
の
主
人
公
は
「
紫
上
」
で
あ
る
。

　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
紫
の
上
も
、
ひ
め
君
の
御
あ
っ
ら
へ
に
こ
と
づ
げ
て
、
物
が
た
り
は
捨
て

　
　
が
た
く
思
し
た
り
。
く
ま
の
二
物
語
の
絵
に
て
あ
る
を
、
　
「
い
と
よ
く
書

　
　
き
た
る
絵
か
な
」
と
て
、
御
覧
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
螢
）

　
源
氏
の
末
長
い
栄
華
を
保
証
す
る
明
石
姫
君
の
養
母
と
し
て
、
紫
の
上
の
地

位
は
ゆ
る
ぎ
も
な
い
。
万
人
の
憧
慣
と
敬
愛
の
対
象
た
る
、
高
貴
な
「
紫
」
そ

の
も
の
の
姿
で
あ
る
。

　
だ
が
、
物
語
は
、
再
び
彼
女
の
立
場
を
、
し
か
も
根
底
よ
り
揺
り
動
か
そ
う

と
す
る
。
女
三
の
宮
降
嫁
の
際
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
ひ
め
宮
は
、
げ
に
、
ま
だ
い
と
小
さ
く
、
か
た
な
り
に
お
は
す
る
う
ち
に

　
　
も
、
い
と
、
い
は
げ
な
き
気
色
し
て
、
ひ
た
み
ち
に
若
び
給
へ
り
。
か
の

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
む
ら
さ
き
の
ゆ
か
り
尋
ね
取
り
給
へ
り
し
折
、
お
ぼ
し
出
づ
る
に
、
か
れ

　
　
は
、
ざ
れ
て
、
い
ふ
か
ひ
あ
り
し
を
、
こ
れ
は
、
い
と
、
い
は
け
な
く
の

　
　
み
見
給
へ
ぱ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
上
）

　
こ
の
時
、
紫
上
は
ま
た
も
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
呼
ぱ
れ
る
。
源
氏
が
女
三
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
　
　
源
氏
物
語
に
お
げ
る
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」

宮
を
妻
に
迎
え
る
決
心
を
し
た
の
は
、
結
局
、
彼
女
も
ま
た
藤
壷
の
姪
で
あ
る

こ
と
、
そ
れ
に
加
え
て
、
藤
壷
と
同
等
の
「
宮
」
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
紫

上
は
、
ま
が
い
も
な
く
藤
壷
の
宮
の
「
ゆ
か
り
」
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し

「
宮
」
で
は
な
く
、
「
武
蔵
野
」
「
春
目
野
」
に
代
表
さ
れ
る
野
に
生
う
紫
草
の
よ

う
に
、
野
辺
（
北
山
）
に
見
つ
げ
た
人
で
あ
る
こ
と
を
、
源
氏
が
意
識
し
た
時
、

消
え
去
っ
た
筈
の
藤
壷
は
、
物
語
の
中
の
「
紫
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
り
、
そ

れ
と
と
も
に
紫
上
は
、
　
「
か
の
紫
の
ゆ
か
り
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
確

固
た
る
」
座
を
六
条
院
に
占
め
た
筈
の
紫
上
は
、
も
ろ
く
も
そ
の
座
を
根
底
か

ら
揺
り
動
か
さ
れ
た
。
源
氏
は
そ
れ
を
一
時
の
迷
い
と
し
て
、
や
は
り
二
な
き

人
と
、
紫
上
を
思
い
、
物
語
も
ま
た
、
さ
り
げ
な
く
「
紫
の
上
」
と
乎
び
続
げ

る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
源
氏
に
よ
っ
て
た
ず
ね
ら
れ
、
見
っ
げ
出
さ
れ
た

「
紫
」
と
し
て
の
存
在
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
源
氏
自
身
に
よ
っ
て
崩
さ
れ
よ
う
と

し
た
彼
女
の
嘆
き
は
、
紫
上
の
胸
中
深
く
据
え
ら
れ
た
し
、
同
時
に
ま
た
、
物

語
の
世
界
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
繕
い
よ
う
の
な
い
空
隙
を
持
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
証
す
る
か
の
ご
と
く
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
紫
上
の
催
す
源
氏
の

四
十
の
賀
宴
の
最
中
に
、
源
氏
の
胸
中
を
藤
壷
宮
が
去
来
す
る
。

　
　
朱
雀
院
よ
り
わ
た
り
参
れ
る
琵
琶
、
琴
、
内
裏
よ
り
賜
は
り
給
へ
る
箏
の

　
　
御
琴
な
ど
、
み
な
昔
お
ぽ
え
た
る
、
物
の
音
ど
も
に
て
、
め
づ
ら
し
く
弾

　
　
き
あ
は
せ
給
へ
る
も
、
何
の
を
り
に
も
、
過
ぎ
に
し
か
た
の
御
有
様
、
内

　
　
裏
わ
た
り
な
ど
、
お
ぽ
し
出
で
ら
る
。
　
「
故
入
道
の
宮
、
お
は
し
ま
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
　
ば
、
か
二
る
御
賀
な
ど
、
我
こ
そ
、
す
二
み
仕
う
ま
っ
ら
ま
し
か
。
何
事

　
　
に
っ
げ
て
か
は
、
心
ざ
し
を
も
、
見
え
た
て
ま
っ
り
げ
ん
」
と
、
あ
か
ず

　
　
口
惜
し
く
の
み
、
お
も
ひ
出
で
き
こ
え
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
上
）

　
藤
壷
に
か
わ
る
人
は
結
局
見
っ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
か
の
よ
う
な
源

氏
の
思
い
で
あ
る
が
、
こ
の
賀
宴
に
お
い
て
紫
上
は
、
単
に
「
対
の
上
」
と
の

み
呼
ぱ
れ
て
い
る
。
　
「
紫
」
の
呼
称
は
、
女
主
人
公
た
る
べ
き
資
質
を
さ
し
示

す
も
の
な
の
で
あ
る
。
紫
上
の
座
は
も
は
や
、
回
復
の
手
段
を
持
た
ぬ
ほ
ど
に

傷
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
六
条
院
の
崩
壊
の
間
近
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
一
段
で
あ

る
。　

こ
う
し
て
み
る
と
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」
は
、
一
方
が
「
衰
移
」
を
語
り
一

方
が
「
憧
慌
」
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
ま
た
、
前
者
が
、
庭
か
ら
野

ら
へ
の
変
貌
を
示
し
、
後
者
が
山
野
か
ら
高
貴
な
場
所
へ
と
そ
の
座
を
移
す
こ

と
に
お
い
て
も
、
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
と
一
言
え
る
。
そ
し
て
、
源
氏
物
語
に

お
け
る
景
物
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
、
そ
の
も
の
の
持
つ
独
自
な
心
象
を
も
っ
て
、

物
語
の
世
界
を
深
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
◎
『
王
朝
女
流
文
学
の
世
界
』
・
「
源
氏
物
語
の
自
然
と
人
問
」

　
　
　
「
古
今
的
自
然
の
表
現
性
」
（
笠
問
選
書
『
和
歌
文
学
の
世
界
第
三
集
』
所
収
）

　
＠
源
氏
物
語
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
に
よ
る
。

　
◎
　
以
後
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
古
今
和
歌
集
以
外
の
勅
撰
集
の
引
用
は
す
べ
て
『
国

　
　
歌
大
観
』
に
よ
る
。
た
だ
し
そ
の
表
記
は
私
意
に
よ
っ
て
改
め
た
。



　◎◎ゆ＠＠◎＠＠＠＠＠＠＠＠ゆ＠ 　
万
葉
集
の
引
用
は
目
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』
に
よ
る
。

　
古
今
集
の
引
用
は
目
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
に
よ
る
。

　
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
下
巻
。

引
用
は
目
本
古
典
文
学
大
系
『
平
安
鎌
倉
私
家
集
』
に
。
よ
る
。

『
源
氏
物
語
　
そ
の
心
象
序
説
』

　
　
と
同
。

「
色
変
は
る
浅
茅
」
を
紅
葉
と
と
っ
て
、
悲
し
み
の
た
め
血
の
涙
に
染
ま
る
袖
の

色
を
表
し
て
い
る
と
す
る
説
（
た
と
え
ぱ
、
吉
沢
義
則
氏
校
注
『
源
氏
物
語
新
釈
』

の
頭
注
な
ど
）
も
あ
る
が
、
こ
こ
は
『
源
氏
物
語
評
釈
』
で
玉
上
琢
弥
氏
も
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
十
一
月
の
「
浅
茅
」
で
あ
る
し
、
「
血
の
涙
」
で
赤
く
変
わ
っ
た
袖
と

い
う
表
現
も
あ
ざ
と
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
冬
の
枯
れ
浅
茅
と
考
え
た
い
。

『
源
氏
物
語
評
釈
』
別
巻
一

伊
勢
物
語
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
伊
勢
物
語
』
に
よ
る
。

小
町
集
の
引
用
は
、
朝
日
古
典
全
書
『
和
泉
式
部
集
・
小
野
小
町
集
』
に
よ
る
。

牧
野
富
太
郎
『
日
本
植
物
図
鑑
』

松
田
修
『
古
典
の
花
』

　
注
＠
と
同
。

「
伊
勢
物
語
の
植
物
と
観
念
」
・
『
花
と
文
学
』
第
二
章

　
注
◎
と
同
。

伊
勢
物
語
で
は
初
句
「
武
蔵
野
は
」
。
た
だ
し
、
伊
勢
物
語
の
「
っ
ま
」
は
「
夫
」

の
意
で
あ
る
の
で
、
こ
の
場
合
の
用
例
に
は
適
さ
な
い
。

『
源
氏
物
語
の
世
界
』

源
氏
物
語
に
お
け
る
「
浅
茅
」
と
「
紫
草
」

二
七
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