
「
春
香
伝
－
と

「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
の
庭
園
描
写

三
六

『
春
香
伝
』
と
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』

　
　
　
　
　
　
四
方
四
季
を
め
ぐ
っ
て

の
庭
園
描
写

邊

　
、

容

田

は

じ
め

に

　
語
り
物
に
お
け
る
類
型
的
な
叙
述
様
式
と
し
て
重
要
な
”
物
揃
え
”
に
着
目

し
つ
つ
、
韓
国
の
語
り
物
文
芸
「
春
香
伝
」
と
、
日
本
の
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

を
と
り
あ
げ
、
そ
の
類
似
性
と
相
違
性
に
っ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
「
春
香
伝
」
と
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
の
両
作
品
に
頻
出
す
る
物
揃
え
を

指
摘
し
、
さ
ら
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
類
型
描
写
と
し
て
、

　
　
Ｈ
浄
瑠
璃
御
前
・
春
香
に
つ
い
て
の
人
物
描
写

　
　
○
御
曹
司
・
李
道
令
に
つ
い
て
の
人
物
描
写

　
　
○
浄
瑠
璃
御
前
・
春
香
の
屋
敷
と
庭
園
の
描
写

　
　
仰
浄
瑠
璃
御
前
・
春
香
の
部
屋
の
描
写

の
四
点
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
を
提
示
し
、
そ
の
う
ち
の
「
美
人
揃
え
」
を
主
内

容
と
す
る
Ｈ
項
の
女
性
の
人
物
描
写
の
種
々
相
に
つ
い
て
、
詳
し
く
検
討
を
加

え
た
の
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
恋
の
場
面
描
写
に
お
け
る
き
わ
め
て
特
異
な
も
の
と
考
え
ら
れ

る
、
ｏ
の
浄
瑠
璃
御
前
と
春
香
の
屋
敷
と
庭
園
の
描
写
に
つ
い
て
、
見
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。
主
テ
キ
ス
ト
は
前
稿
と
同
じ
『
南
原
古
詞
」
と
『
十
二
段
草

　
　
　
　
　

子
』
で
あ
る
。

泉
水
揃
え

　
金
売
吉
次
の
供
に
身
を
隠
し
東
下
り
を
し
て
い
た
御
曹
司
義
経
は
、
よ
う
や

く
の
こ
と
で
矢
作
の
宿
に
着
く
が
、
春
の
夜
の
お
ぽ
ろ
月
を
な
が
め
立
っ
て
い

る
と
、
折
よ
く
長
者
の
宿
所
よ
り
琴
の
音
が
響
い
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
御
曹

司
は
そ
の
音
に
ひ
か
れ
耳
を
傾
け
る
と
い
う
場
面
設
定
に
お
い
て
、
次
の
よ
う

な
長
々
と
し
た
屋
敷
の
描
写
が
み
え
て
い
る
。

　
　
あ
る
し
を
、
誰
と
は
、
知
ら
ね
と
も
、
七
問
四
面
の
、
唐
の
御
所
、
八
棟



造
り
に
結
構
し
て
、
東
西
両
門
飾
ら
せ
て
、
樹
木
前
裁
、
数
し
ら
す
、
軒

の
白
梅
、
八
重
紅
梅
、
一
重
桜
、
し
た
り
柳
に
糸
柳
、
吹
く
春
風
に
う
ち

な
ひ
き
、
南
お
も
て
の
泉
水
に
は
、
た
て
石
、
ふ
せ
石
、
流
れ
石
、
し
ょ

し
を
く
ら
し
て
忘
る
・
石
、
五
色
石
を
は
、
落
つ
る
滝
に
そ
た
・
ま
れ
け

る
。
こ
い
、
ふ
な
、
を
し
、
か
も
、
月
の
影
、
波
ま
を
て
そ
す
ま
せ
け
る
。

東
お
も
て
泉
水
に
は
、
千
本
の
松
を
植
へ
さ
せ
て
、
枝
に
遊
ふ
、
小
鳥
は

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
か
ら

何
々
そ
、
ひ
わ
や
、
子
雀
や
、
四
十
雀
、
数
の
小
鳥
か
戯
れ
て
、
法
華
浬

葉
と
さ
へ
つ
れ
は
、
極
楽
浄
土
と
申
共
、
是
に
は
い
か
て
ま
さ
る
へ
き
。

北
お
も
て
の
泉
水
に
は
、
玉
か
と
み
れ
は
た
ま
も
草
、
か
ら
竹
、
た
い
み

や
う
、
ひ
き
か
へ
て
、
枝
こ
と
に
、
鶯
か
巣
を
か
け
て
、
十
二
の
か
い
こ

を
育
て
・
、
曙
を
そ
ろ
へ
て
、
さ
へ
っ
れ
は
、
心
詞
も
及
は
れ
す
。
西
を

春
か
に
な
か
む
れ
は
、
長
生
殿
て
は
な
け
れ
と
も
、
流
る
・
清
水
に
落
つ

る
滝
、
州
浜
に
池
を
掘
ら
せ
つ
・
、
池
の
中
に
蓬
莱
・
方
丈
・
減
州
山
と

て
三
の
嶋
を
つ
か
れ
た
り
。
嶋
の
中
に
、
一
間
四
面
の
堂
を
建
て
、
弥
陀

の
三
尊
か
け
奉
る
。
百
八
千
の
花
皿
に
、
華
瓶
、
香
炉
と
・
の
へ
て
、
花

の
匂
ひ
は
退
転
な
し
。
堂
の
回
り
に
、
植
一
を
く
花
は
な
に
く
そ
。

（
以
下
花
揃
え
の
一
文
は
省
略
）
嶋
と
陸
地
の
そ
の
問
に
、
玉
の
反
橋
懸

け
さ
せ
て
、
け
い
と
れ
い
ふ
の
風
吹
け
は
、
弘
誓
の
舟
を
そ
浮
か
へ
け
る
。

弘
誓
の
舟
の
装
東
に
は
、
み
く
さ
ひ
、
舳
屋
形
、
帆
柱
、
棚
板
に
至
る
ま

て
、
銀
金
て
磨
か
せ
て
、
五
色
の
網
を
下
け
ら
れ
た
る
。
か
の
舟
の
漕
き

　
　
　
『
春
香
伝
』
と
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
】
の
庭
園
描
写

　
　
手
に
は
、
天
よ
り
八
人
の
神
楽
を
の
こ
か
天
降
り
、
法
華
経
の
八
の
巻
を

　
　
帆
に
か
け
て
、
般
若
の
風
に
そ
ふ
か
せ
け
る
。
か
の
舟
の
沖
に
漂
ふ
そ
の

　
　
有
様
、
心
詞
も
及
は
れ
す
。
池
の
中
に
は
、
四
種
の
蓮
華
を
放
さ
れ
た
れ

　
　
は
、
打
ち
来
る
波
も
涯
渥
と
、
磯
辺
に
、
松
杉
ひ
き
植
へ
て
、
孔
雀
、
鶉

　
　
鵡
か
噂
れ
は
、
極
楽
浄
土
と
申
と
も
、
こ
れ
に
は
い
か
て
勝
る
へ
き
。

　
こ
れ
を
み
る
と
、
浄
瑠
璃
御
前
の
屋
敷
の
描
写
は
、
「
七
間
四
面
の
唐
の
御

所
、
八
棟
造
り
に
結
構
し
、
東
西
両
門
飾
ら
せ
て
」
あ
る
と
い
う
、
家
屋
の
建

築
様
式
と
構
造
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
あ
と
、
庭
園
の
景
観
を
詳
細
に
描
く

と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
叙
述
は
、
七
五
調
の
語
り

口
調
に
の
っ
た
美
文
で
、
流
れ
る
如
く
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
典
型
的
な
「
物

揃
え
」
の
様
式
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
箇
所
は
、
本
テ
キ
ス

ト
に
は
段
名
が
な
い
も
の
の
、
他
の
伝
本
に
は
「
泉
水
揃
え
」
或
い
は
「
花
揃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

え
」
と
い
っ
た
段
名
を
付
し
一
段
を
設
け
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
物
語
展
開
で
の

重
要
な
箇
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
南
面
の
泉
水
に
は
」
「
西
を
は
る
か
に
な
が
む
れ
ば
」
「
…
…
小
鳥

は
な
に
な
に
ぞ
」
「
植
え
お
く
花
は
な
に
な
に
ぞ
」
な
ど
の
語
り
出
し
の
常
套

句
を
さ
し
い
れ
な
が
ら
展
開
す
る
泉
水
揃
え
は
、
花
鳥
風
月
・
築
庭
の
さ
ま
を

修
辞
を
こ
ら
し
流
麗
に
描
く
う
ち
に
、
日
本
の
風
雅
な
庭
園
の
趣
を
表
現
し
て

驚
嘆
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
叙
述
方
法
の
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
特
徴
は
、
庭

園
の
描
写
が
南
東
北
西
の
四
方
に
わ
け
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
　
　
【
春
香
伝
－
と
「
浄
瑠
璃
姫
物
吾
－
の
庭
園
描
写

景
観
は
、
四
方
ご
と
に
異
な
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、

掲
げ
て
み
る
と
次
表
の
よ
う
で
あ
る
。

語
り
の
順
に
そ
っ
て

南
立
石
、

臥
石
、

流
石
、

（
忘
る
・
石
）
、

五
色
石
、

滝
、

鯉
、

鮒
、

得
鴛
、

自
夢
、
－

月

の
影

東

千
本
の
松
、

弱
・
小
雀
・
四
十
雀

ヒ
コ

玉
藻
草
、

か
ら
竹
、

大
名
、

鴬
の
巣
と
十
二
の
卵

西
滝
、

洲
浜
、

池
、

蓬
莱
・
方
丈
・
河
州
山
の
三
の
嶋
、

嶋
の
中
の
堂
、

弥
陀
の
三

尊
、

百
八
千
の
花
皿
、

華
瓶
、

香
炉
、

せ
た
い
桝
・
菩
提
樹
・
一
」
う
た
ら
樹
・
柚

の
木
・
柑
子
・
橘
・
梅
・
桔
梗
・
刈
萱
・
女
郎
花
・
あ
じ
さ
い
・
下
野
・
岩
つ
つ

じ
・
黄
菊
・
白
菊
・
重
ね
菊
・
唐
梅
・
唐
菊
・
唐
撫
子
・
な
つ
め
・
夏
百
合
・
夏

小
萩
・
浮
草
・
せ
き
せ
き
菖
蒲
（
以
上
は
花
揃
え
）
、

反
橋
、

け
い
と
れ
い
ふ
の

風
、

弘
誓
の
舟
、

舟
の
装
束

（
み
く
さ
ひ
・
舳
屋
形
・
帆
柱
・
棚
板
・
五
色
の

綱
）
、

八
人
の
神
楽
を
の
こ
、

法
華
経
八
の
巻
、

般
若
の
風
、

蓮
華
、

松
、

杉
、

孔
雀
、

霧
鵡

　
表
か
ら
、
南
面
に
は
石
や
魚
、
東
面
に
は
松
と
鳥
、
北
面
に
は
竹
や
館
の
卵

な
ど
で
あ
る
が
、
最
後
の
西
面
の
描
写
に
至
っ
て
は
、
そ
の
事
柄
の
豊
富
な
こ

と
一
目
瞭
然
で
、
西
面
に
重
き
の
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
具
体
的

に
見
て
み
る
と
、
池
の
中
の
堂
に
か
け
ら
れ
た
阿
弥
陀
三
尊
と
百
八
千
の
花
皿

・
華
瓶
・
香
炉
、
草
花
の
数
々
を
列
挙
し
た
花
揃
え
、
そ
し
て
反
橋
や
弘
誓
の

舟
と
そ
の
装
飾
の
い
ろ
い
ろ
と
、
こ
れ
ら
一
連
の
物
揃
え
は
結
局
、
池
を
め
ぐ

る
景
観
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
日
本
の
伝
統
的
な
庭
園
で
は
、
池
泉
庭
様
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
特
徴
的
な
も
の
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
も
の
は
ま
さ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

く
そ
の
よ
う
な
庭
園
で
あ
ろ
う
が
、
池
に
っ
づ
い
て
蓬
莱
・
方
丈
・
痂
州
の
三

の
嶋
を
取
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
蓬
莱
・
方
丈
・
痂
州
山
と
い

え
ば
、
神
仙
の
住
む
「
三
神
仙
山
」
で
中
国
の
神
仙
思
想
に
も
と
づ
く
不
老
長

生
の
楽
園
的
仙
境
で
あ
る
。
日
本
の
庭
に
こ
れ
が
置
か
れ
た
の
は
古
く
、
平
安

時
代
の
，
作
庭
記
－
『
山
水
並
野
形
図
』
か
ら
江
戸
期
の
「
諸
国
茶
庭
名
跡
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
－
に
至
る
ま
で
見
え
て
い
る
。
三
の
嶋
は
実
際
の
作
庭
で
の
重
要
な
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
と
し
て
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
こ
で
は
、
浄
瑠
璃
御
前
の
屋
敷
の
庭
園
に

仙
境
的
雰
囲
気
を
か
も
し
出
す
景
物
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
神
仙
思
想
と
と
も
に
目
に
つ
く
の
は
、
も
っ
と
も
描
写
の
詳
細
な
西
の
面
に
、

仏
教
に
関
す
る
事
柄
が
集
中
し
て
多
い
こ
と
で
あ
る
。
阿
弥
陀
三
尊
や
弘
誓
の

舟
、
法
華
経
の
八
の
巻
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
吹
く
風
に
も
「
け
い
と
れ
い

ふ
」
「
般
若
」
と
い
う
名
を
つ
け
る
と
い
っ
た
具
合
で
、
加
え
て
東
面
に
あ
る

「
鳥
揃
え
」
と
い
う
べ
き
一
文
で
は
、
鳥
の
名
の
列
挙
に
つ
づ
い
て
「
数
の
小

鳥
が
戯
れ
て
、
法
華
浬
繁
と
さ
え
ず
れ
ば
、
極
楽
浄
土
と
申
共
、
是
に
は
い
か

で
ま
さ
る
べ
き
」
と
結
文
し
て
い
る
。
鳥
の
鳴
き
声
を
法
華
浬
藥
に
た
と
え
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
ま
た
景
観
を
描
い
た
最
後
に
、
「
：
…
・
極
楽
浄

土
と
申
す
と
も
、
こ
れ
に
は
い
か
で
ま
さ
る
べ
き
」
と
賞
讃
し
つ
つ
泉
水
揃
え

を
終
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
い
え
る
。
阿
弥
陀
仏
は
浄
土
教
の
本
尊
と

し
て
西
方
極
楽
浄
土
に
あ
っ
て
法
を
説
く
仏
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
三
の

嶋
の
御
堂
に
安
置
さ
れ
る
を
描
き
、
か
つ
そ
の
美
観
を
八
功
徳
水
の
池
や
極
楽



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

浄
土
に
た
と
え
て
い
る
こ
の
泉
水
揃
え
は
、
浄
土
庭
園
と
で
も
い
う
べ
き
景
観

を
描
き
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
西
」
面
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と

は
仏
教
思
想
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
と
理
解
で
き
る
。

　
先
の
神
仙
思
想
と
併
存
・
混
在
す
る
こ
の
よ
う
な
仏
教
色
は
、
日
本
庭
園
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
習
合
性
か
ら
す
れ
ば
至
当
な
こ
と
と
い
え
よ
う
が
、

西
面
を
極
端
に
詳
し
く
描
く
こ
と
の
説
明
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
つ
き
に
く
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
浄
瑠
璃
物
語
」
の
創
作
と
伝
播
に
、
比
丘
尼
や
巫
女
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

女
性
の
唱
導
家
が
関
係
し
た
こ
と
は
す
で
に
説
か
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
こ

の
物
語
を
語
り
持
ち
は
こ
ん
だ
管
理
者
、
伝
播
者
と
い
っ
た
側
面
か
ら
考
え
る

な
ら
ば
、
女
流
の
唱
導
家
・
芸
能
者
が
こ
の
よ
う
な
仏
教
色
の
形
成
に
大
き
く

か
か
わ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　
泉
水
揃
え
の
方
法

　
さ
て
、
『
十
二
段
草
子
』
の
泉
水
揃
え
で
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
南
東
北

西
に
分
け
た
描
写
が
四
季
の
別
を
明
確
に
示
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
四
方

に
四
季
を
描
く
趣
向
は
中
世
の
作
品
に
と
り
わ
け
多
く
み
ら
れ
る
が
、
庭
の
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観
を
描
く
例
と
し
て
よ
く
あ
げ
ら
れ
る
舞
曲
「
八
島
」
を
み
る
と
、
奥
州
の
佐

藤
兄
弟
の
館
は
一
」
う
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
…
…
堂
の
辺
り
に
は
四
節
の
四
季
を
ま
な
ぶ
。
先
ず
東
は
春
に
似
て
、
大

　
　
ゆ
う
嶺
の
梅
の
花
、
昔
な
が
ら
の
山
桜
（
略
）
…
…
い
つ
も
春
か
と
見
え

　
　
　
　
　
『
春
香
伝
』
と
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
庭
園
描
写

　
　
に
け
り
。
南
は
夏
に
似
て
、
州
浜
に
池
を
掘
ら
せ
た
り
。
池
の
そ
の
中
に
、

　
　
蓬
莱
、
方
丈
、
滅
州
と
て
、
三
っ
の
島
を
ぞ
築
か
せ
た
る
。
島
よ
り
陸
地

　
　
へ
は
反
橋
を
か
け
さ
せ
、
橋
の
下
に
は
浦
島
太
郎
が
釣
舟
、
童
男
、
叩
女

　
　
が
う
つ
ほ
舟
を
、
五
色
の
糸
に
て
繋
が
せ
て
、
常
楽
我
浄
の
風
吹
か
ば
、

　
　
汀
へ
寄
れ
と
繁
い
だ
る
は
、
い
っ
も
夏
と
見
え
に
け
り
。
西
は
秋
に
似
て
、

　
　
四
方
の
梢
の
色
つ
き
、
白
菊
絶
え
ぬ
風
情
。
北
は
冬
か
と
打
ち
見
え
、
山

　
　
岳
は
峨
々
と
そ
び
え
た
り
。
売
炭
翁
（
ば
い
た
ん
お
き
な
）
は
、
お
の
が

　
　
衣
は
薄
け
れ
ど
、
冬
を
待
つ
こ
そ
や
さ
し
け
れ
。
冬
に
も
な
れ
ば
、
炭
を

　
　
焼
く
炭
竈
の
煙
（
け
ぷ
り
）
の
青
う
て
細
く
立
ち
上
る
は
、
い
つ
も
冬
と

　
　
見
え
に
け
り
。
（
付
線
引
用
者
）

　
付
線
の
箇
所
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
東
は
春
に
似
て
」
「
南
は
夏
に
似
て
」

「
西
は
秋
に
似
て
」
「
北
は
冬
か
と
打
ち
見
え
」
と
本
文
そ
の
も
の
に
方
位
と
季

節
を
明
示
し
、
季
節
推
移
の
順
に
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
浦
島
太
郎
が
見
た
龍
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
景
観
は
、
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
に

　
　
ま
づ
東
の
戸
を
あ
け
て
見
け
れ
ば
、
春
の
景
色
と
お
ぽ
へ
て
、
…
…

　
　
南
面
を
見
て
あ
れ
ば
、
夏
の
景
色
と
う
ち
見
え
て
、
…
…

　
　
西
は
秋
と
う
ち
見
え
て
、
…
…

　
　
さ
て
又
北
を
な
が
む
れ
ば
、
冬
の
景
色
と
う
ち
見
え
て
、
…
…

と
あ
っ
て
、
や
は
り
四
方
に
季
節
を
示
し
て
い
る
の
を
見
る
。
さ
ら
に
も
う
一

例
、
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
の
な
か
に
あ
る
い
ま
一
つ
の
趣
向
、
四
方
の
障
子
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
『
春
香
伝
－
と
，
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
庭
園
描
写

絵
揃
え
の
本
文
を
と
り
あ
げ
る
と
、

　
　
東
を
春
の
柳
…
…
春
の
て
い
と
ぞ
見
え
た
り
け
る

　
　
南
を
夏
と
な
が
む
れ
ば
…
…
ま
こ
と
夏
と
ぞ
か
い
た
り
け
り

　
　
西
を
は
る
か
に
な
が
む
れ
ば
、
秋
の
て
い
か
と
う
ち
見
え
て
…
…
秋
の
て

　
　
い
と
ぞ
見
え
た
り
け
り
。

　
　
北
を
は
る
か
に
な
が
む
れ
ば
、
冬
の
て
い
か
と
う
ち
見
え
て
…
…
是
は
冬

　
　
と
ぞ
見
え
た
り
け
る
。
（
『
十
二
段
草
子
－
の
場
合
）

と
あ
っ
て
、
四
方
に
四
季
名
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
描
か
れ
る
景
色

も
日
本
の
四
季
お
り
お
り
の
典
型
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
方
位
に
季
節
を
対
応
さ
せ
る
の
は
、

　
　
東
１
１
青
－
春

　
　
南
　
　
赤
Ｉ
ｌ
夏

　
　
西
　
　
白
　
　
秋

　
　
北
　
　
黒
－
冬

　
　
中
央
　
　
黄
　
　
土
用

と
い
う
陰
陽
五
行
思
想
の
配
当
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
上
述
の
三
例
が
こ

の
パ
タ
ー
ン
に
き
れ
い
に
対
応
し
て
い
る
の
に
比
べ
、
『
十
二
段
草
子
』
の
泉

水
揃
え
で
は
、
そ
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
ま
ず
何
よ
り
も
「
南

東
北
西
」
に
季
節
名
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
移
っ
て
い
く
順
序
が
、
春
夏

秋
冬
の
季
節
推
移
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

西
面
で
の
花
揃
え
に
列
挙
さ
れ
た
花
の
名
が
必
ず
し
も
秋
咲
き
の
も
の
で
な
い

点
も
こ
れ
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。
語
り
物
の
詞
章
に
撞
着
や
矛
盾
は
っ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

も
の
だ
と
し
て
も
、
冬
を
描
く
べ
き
北
面
に
霜
や
雪
、
氷
の
見
ら
れ
な
い
の
も

納
得
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
な
る
と
泉
水
揃
え
は
、
四
方
に
四
季
を
配

し
た
叙
述
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
全
体
と
し
て
庭
園
の
四
季
に
お
け

る
景
観
の
あ
れ
こ
れ
を
描
い
て
い
る
と
は
い
え
て
も
、
東
面
に
春
を
、
南
面
に
夏

を
、
西
面
に
は
秋
を
配
し
て
描
く
と
い
う
叙
述
方
法
は
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
こ
と
が
『
十
二
段
草
子
』
だ
け
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い

て
、
特
に
東
西
南
北
四
方
の
順
序
、
仏
教
に
か
か
わ
る
事
柄
な
ど
の
異
同
に
主

眼
を
お
い
て
、
諸
本
に
確
か
め
っ
っ
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
と
い
う
の
は
、

「
物
揃
え
」
と
い
う
語
り
物
に
特
徴
的
な
様
式
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
一
伝

本
の
内
容
だ
け
を
も
っ
て
云
々
す
る
の
は
、
あ
る
一
側
面
だ
け
の
指
摘
に
お
わ

る
こ
と
も
あ
っ
て
は
な
は
だ
危
険
だ
か
ら
で
あ
り
、
む
し
ろ
諸
本
で
の
物
揃
え

文
を
対
照
し
そ
の
変
化
の
種
々
相
を
見
て
こ
そ
、
語
り
物
の
本
質
に
せ
ま
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

方
位
順

長
文

箇
所

仏
教
と
か
か
わ
る
語

Ａ

十
二
段
草
子

南
東
北
西

西

法
華
・
浬
繁
・
極
楽
浄
土
・
弥
陀
の
三
尊
・

花
皿
・
華
瓶
・
香
炉
・
八
功
徳
池
・
宝
蓮
華

・
け
い
と
れ
い
ふ
の
風
・
弘
誓
の
舟
・
法
華

経
の
八
の
巻
・
般
若
の
風
・
極
楽
浄
土



＠

Ｂ

山
崎
旧
蔵
写
本

東
南
西
北

西

華
厳
・
阿
含
・
倶
舎
・
唯
心
・
弥
陀
の
三
尊

・
鈴
・
独
鈷
・
八
功
徳
池
・
宝
蓮
華
・
常
楽

我
常
の
風

＠

Ｃ

慶
長
古
活
字
本

南
東
北

南

羅
漢
石
・
八
功
徳
水
・
宝
蓮
華
・
極
楽
世
界

＠

寛
文
江
戸
正
本

南
東
北

南

＠

北
海
道
大
学
本

南
東
北

南

＠

Ｄ

赤
木
甲
絵
巻

南

阿
弥
陀
三
尊
・
八
功
徳
池
・
弘
誓
の
舟
・
廿

赤
木
乙
絵
巻

南

五
の
菩
薩
・
法
華
経
の
八
の
巻
・
般
若
の
風

大
鳥
本
絵
巻

南

・
極
楽
浄
土

ｏ

Ｅ

山
岸
文
庫
蔵
本

な
し

＠

班
山
文
庫
蔵
本

な
し

　
右
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
Ａ
Ｂ
は
四
方
位
を
具
備
し
て
い
る
が
、
Ｃ
で
は

西
が
欠
け
、
Ｄ
で
は
三
方
位
が
欠
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。
っ
ま
り
四
方
を
す
べ

て
も
つ
の
は
Ａ
Ｂ
だ
け
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
Ｂ
の
方
位
順
の
東
南
西
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
注
目
さ
れ
る
。
Ｂ
は
伝
本
中
最
も
古
態
を
示
す
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
方
位

順
が
春
夏
秋
冬
の
変
化
と
見
あ
っ
て
い
る
点
は
他
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

次
に
目
に
つ
く
の
は
Ａ
や
Ｂ
は
西
面
が
長
文
で
か
つ
仏
教
色
の
濃
い
内
容
で
あ

る
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
Ｃ
は
南
面
が
長
文
で
か
っ
仏
教
色
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

な
い
こ
と
で
あ
る
。
三
の
嶋
は
あ
っ
て
も
弥
陀
三
尊
は
抜
け
落
ち
、
極
楽
浄
土

　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
語
は
極
楽
世
界
へ
と
変
じ
、
さ
ら
に
西
面
そ
の
も
の
の
言
及
が
な
い
と
い
う

　
　
　
　
　
『
春
香
伝
』
と
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
庭
園
描
写

大
き
な
違
い
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
み
て
く
る
と
、
長
文
の
箇
所
が
「
西
」
か

ら
「
南
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
と
、
仏
教
色
の
希
薄
化
と
は
、
相
見
あ
う

変
化
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
い
う
の
は
Ａ
や
Ｂ
は
西
面
に
三
の
嶋
や
堂
、
阿
弥
陀
三
尊
な
ど
仏
教
と
関

わ
る
景
物
を
語
り
、
い
わ
ば
浄
土
庭
園
を
描
一
」
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
従
っ

て
お
の
ず
と
西
方
極
楽
に
あ
た
る
西
面
に
そ
れ
を
描
く
こ
と
に
な
っ
た
と
理
解

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
日
本
の
庭
園
は
家
屋
の
南
面
に
お
か
れ
る
の
が

常
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
、
南
面
に
重
き
を
置
く
泉
水
揃
え
が
あ
る

の
も
充
分
う
な
ず
け
る
は
ず
で
あ
る
。
Ｃ
Ｄ
が
ま
さ
に
そ
の
事
例
で
あ
っ
て
、

南
面
に
大
き
く
と
ら
れ
る
実
際
の
庭
園
の
あ
り
よ
う
が
こ
う
し
た
変
化
を
促
し

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
Ｃ
の
う
ち
慶
長
本
は
語
り
が
人
形
操
り
と
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

体
し
た
頃
の
伝
本
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
お
り
、
寛
文
本
は
古
浄
瑠
璃
時
代
の
太

夫
の
語
っ
た
正
本
で
江
戸
初
期
に
定
着
し
て
い
た
「
浄
瑠
璃
物
語
」
の
姿
を
見

　
　
　
＠

せ
る
伝
本
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
宗
教
色
の
希
薄
化
は
人
形
浄
瑠
璃
の
成
立
や
時

代
の
好
尚
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
Ｄ
は
南
面
の
み
を
取
り
あ
げ
て
お
り
、
方
位
の
取
り
あ
げ
方
そ
の
も
の
は
Ｃ

の
一
歩
進
ん
だ
縮
約
形
と
い
え
る
が
、
内
容
で
は
Ａ
の
南
面
と
西
面
と
を
合
わ

せ
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
Ａ
や
Ｂ
な
ど
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
く
、

Ｃ
と
は
や
や
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
南
面
だ
け
を
語
る
の
は
、
絵
巻
と
い
う
形

態
の
も
つ
視
覚
重
視
の
享
受
方
法
か
ら
く
る
改
変
と
も
思
わ
れ
る
が
、
後
考
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
『
春
香
伝
－
と
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
－
の
庭
園
描
写

ま
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
み
て
き
た
諸
本
で
の
異
同
を
勘
案
し
て
み
る
と
、
Ａ
Ｂ
の
よ
う
に
西
面

を
重
視
し
た
仏
教
色
の
こ
い
も
の
が
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
ら
ず
庭
園
の
南
面
を
重

視
す
る
Ｃ
や
Ｄ
の
形
態
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
さ
ら
に
Ｅ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

う
に
、
江
戸
も
か
な
り
入
っ
た
頃
に
は
も
う
泉
水
揃
え
は
語
ら
れ
な
く
な
っ
た

と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
仏
教
思
想
に
の
っ
と
っ

た
詞
章
が
突
き
く
ず
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
語
り
の
「
可
変
性
」
が
、
こ
こ
に

見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
語
り
の
管
理
者
・
伝
承
者
、
或
い
は
時
代
の
嗜
好
性

な
ど
、
実
際
の
語
り
の
場
と
過
程
の
中
で
淘
汰
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、
語
り
物

の
本
質
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
『
十
二
段
草
子
』
の
泉
水
揃
え
は
、
築
庭
の
結
構
の
壮
麗
さ
と
花

鳥
風
月
の
風
情
を
み
ご
と
に
描
き
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
世
に
な

い
理
想
境
を
、
極
楽
浄
土
に
も
遜
色
な
い
楽
園
を
造
形
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

浄
瑠
璃
御
前
の
屋
敷
に
御
曹
司
が
か
い
ま
見
、
窺
き
見
た
の
は
、
か
く
の
如
き

庭
園
で
あ
っ
た
の
だ
。

三
　
チ

ブ
チ

　
南
原
の
名
勝
地
広
寒
楼
で
春
香
を
見
染
め
た
李
道
令
は
、
そ
の
夜
、
春
香
の

屋
敷
へ
と
忍
び
入
る
こ
と
に
な
る
。
下
僕
の
房
子
（
パ
ン
ジ
ャ
）
に
案
内
さ
せ
、

首
尾
よ
く
屋
敷
内
に
入
っ
た
李
道
令
の
目
の
前
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

…
…
左
右
の
方
を
よ
く
み
れ
ば
、
屋
敷
の
結
構
も
輝
く
ば
か
り
な
り
。
大

門
扉
の
左
右
に
は
、
蔚
遅
敬
徳
、
陳
叔
宝
が
、
中
門
に
は
魏
徴
先
生
（
が

貼
ら
れ
た
り
）
。
四
面
に
ひ
ら
い
た
高
き
家
は
、
口
の
字
形
に
築
き
し
が
、

上
房
三
問
、
二
つ
並
ん
だ
壁
蔵
（
納
戸
部
屋
）
に
、
爽
房
（
脇
部
屋
）
二

問
、
大
庁
（
板
床
広
問
）
六
問
、
越
房
四
間
、
台
所
三
問
、
物
置
五
間
、

チ
ュ
ン
ジ
プ
四
問
、
大
庁
の
観
音
開
き
戸
、
張
り
出
し
縁
側
に
サ
ル
ミ
の

飾
り
格
子
窓
、
横
渡
し
の
丸
い
桁
、
扇
形
の
軒
隅
木
、
柱
頭
に
ひ
え
ん
垂

木
の
飾
り
を
っ
け
て
、
み
め
よ
く
建
て
お
き
た
り
。
東
の
方
に
は
納
屋
が

あ
り
、
西
の
方
に
は
馬
屋
な
り
。
陽
地
に
臼
か
け
、
陰
地
に
井
戸
掘
り
、

門
前
の
糸
柳
、
長
く
伸
び
た
る
松
の
枝
、
狂
風
に
ゆ
ら
り
ゆ
ら
り
と
舞
い

を
ま
い
、
前
庭
に
犬
を
飼
い
、
後
庭
に
鶏
を
飼
い
、
竹
を
植
え
て
垣
絡
と

し
、
松
を
植
え
た
は
亭
子
（
あ
づ
ま
や
）
な
り
。
桑
を
植
え
て
蚕
を
そ
だ

て
、
絡
の
下
に
蜂
の
巣
つ
く
ら
せ
、
艦
の
外
に
は
瓜
畑
、
庭
の
下
方
に
蓮

亭
築
き
、
熟
石
に
て
四
面
を
き
っ
ち
り
し
つ
ら
え
て
、
池
の
ま
ん
中
に
石

仮
山
を
、
一
層
二
層
三
四
層
と
、
絶
妙
に
築
き
お
き
、
っ
が
い
の
鴛
鳥
に

み
さ
ご
鳥
、
平
鉢
の
ご
と
き
金
魚
は
、
池
の
中
に
戯
れ
泳
ぎ
、
あ
ら
ゆ
る

花
草
の
み
な
咲
き
た
り
。
東
に
碧
梧
桐
、
西
に
は
白
菊
、
南
に
紅
牡
丹
、

北
に
は
金
糸
烏
竹
（
黒
竹
）
が
ゆ
っ
た
り
と
、
ま
ん
中
に
は
黄
鶴
棚
、
月

桂
、
四
季
、
椋
梢
、
芭
蕉
、
局
薬
、
映
山
紅
、
倭
つ
つ
じ
、
違
抱
桃
花
、

菊
花
に
梅
花
を
、
そ
ち
こ
ち
に
植
え
お
き
て
、
嬰
鵡
、
孔
雀
、
青
鳥
二
羽



　
　
は
た
よ
り
を
伝
え
て
、
合
歓
草
と
連
理
の
枝
の
比
翼
鳥
も
む
つ
ま
じ
い
。

　
　
日
よ
け
の
桐
す
だ
れ
、
軒
に
は
そ
れ
ぞ
れ
玉
風
馨
を
っ
る
し
た
れ
ば
、
清

　
　
風
さ
っ
と
吹
く
た
び
に
、
ち
り
り
ん
り
ん
と
、
そ
の
音
も
に
ぎ
や
か
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
い
う
春
香
の
屋
敷
の
、
ま
こ
と
に
冗
長
な
る
チ
プ
チ
レ
が
展
開
す
る
の
で
あ

っ
た
。

　
「
左
右
の
方
を
よ
く
見
れ
ば
」
と
い
う
場
面
描
写
の
常
套
起
句
に
み
ち
び
か

れ
て
、
屋
敷
の
構
造
と
建
築
様
式
が
最
初
に
、
つ
づ
い
て
庭
園
の
あ
り
さ
ま
が

こ
と
細
か
に
描
か
れ
て
お
り
、
『
十
二
段
草
子
』
と
同
様
の
方
法
が
見
う
け
ら

れ
る
が
、
犬
や
鶏
を
飼
っ
て
い
る
こ
と
、
桑
の
木
と
養
蚕
の
こ
と
、
さ
ら
に
園

頭
（
瓜
・
西
瓜
な
ど
の
畑
）
や
池
の
金
魚
、
軒
の
玉
風
馨
の
こ
と
な
ど
は
特
に
、

先
の
泉
水
揃
え
に
見
ら
れ
な
い
朝
鮮
の
庭
園
の
趣
が
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
い
え

よ
う
。
『
南
原
古
詞
』
は
「
春
香
傳
」
の
諸
本
中
で
も
長
文
の
も
の
に
属
し
、

広
大
の
演
唱
す
る
唱
本
そ
の
も
の
で
は
勿
論
な
く
、
語
り
本
と
い
う
よ
り
は
読

み
本
と
も
い
う
べ
き
伝
本
で
あ
る
が
、
そ
の
享
受
方
法
は
現
代
小
説
を
「
読

む
」
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
な
ん
ら
か
の
旋
律
な
り
リ
ズ
ム
な
り
を
伴
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
望
ら
れ
細
・
従
っ
て
そ
の
詞
章
に
パ
ン
ソ
リ
籔
と
共
通
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

る
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
事
実
、
現
在
の
パ
ン
ソ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

演
唱
で
チ
プ
チ
レ
の
箇
所
は
チ
ニ
ャ
ン
調
で
語
ら
れ
て
い
る
。
チ
ニ
ャ
ン
の

チ
ヤ
ン
ダ
ン

長
短
（
リ
ズ
ム
・
拍
子
）
は
、
荘
厳
で
お
だ
や
か
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
情
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
表
す
時
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
庭
園
の
風
雅
な
様
子
を
描
く
の
に
ま
こ
と

　
　
　
　
　
『
春
香
伝
－
と
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
庭
園
描
写

に
ふ
さ
わ
し
く
、
チ
プ
チ
レ
な
ど
物
揃
え
の
部
分
が
音
曲
に
の
っ
て
語
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
で
は
ま
ず
屋
敷
描
写
を
見
て
－
」
う
。
家
を
口
の
字
の
形
に
建
て
る
の
は
、

伝
統
的
な
朝
鮮
の
家
屋
の
様
式
で
あ
る
が
、
大
門
扉
の
左
右
に
蔚
遅
敬
徳
や
陳

叔
宝
の
書
画
が
貼
っ
て
あ
る
と
い
う
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
朝
鮮
の
歳
時
風
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

を
記
し
た
『
東
国
歳
時
記
』
の
正
月
元
旦
の
項
に
「
門
排
」
（
ム
ン
ベ
）
の
記

載
が
あ
る
。
こ
れ
は
所
謂
守
門
画
の
こ
と
で
、
正
月
に
将
軍
像
や
鐘
旭
、
蔚
遅

敬
徳
や
陳
叔
宝
の
画
を
門
の
両
側
に
貼
る
こ
と
で
「
以
蹄
邪
癌
」
し
、
災
厄
悪

疾
を
防
“
」
う
と
し
た
と
あ
る
。
伝
統
的
な
朝
鮮
の
門
の
装
飾
の
あ
り
よ
う
が
う

か
が
え
呉
味
深
く
、
こ
れ
な
ど
前
述
の
泉
水
揃
え
に
は
見
あ
た
ら
な
い
点
で
あ

る
。
ま
た
陽
地
と
陰
地
に
分
け
る
描
写
も
独
特
の
も
の
で
、
風
水
地
理
説
か
ら

き
た
方
法
と
思
わ
れ
る
。
っ
づ
い
て
チ
プ
チ
レ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
部
屋
の
名
と

そ
の
問
数
を
示
し
て
一
っ
一
つ
並
び
た
て
、
は
た
ま
た
サ
ル
ミ
（
柱
の
飾
り
）

の
飾
り
の
意
匠
、
桁
、
隅
木
、
柱
頭
に
い
た
る
ま
で
取
り
挙
げ
列
挙
し
て
い
る

が
、
家
造
り
の
部
分
を
個
々
挙
げ
て
い
く
こ
の
よ
う
な
物
揃
え
は
、
「
み
ご
と

に
築
か
れ
た
り
」
と
ほ
め
る
最
後
の
表
現
か
ら
考
え
て
も
、
そ
れ
が
家
讃
め
の

詞
章
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
築
庭
の
中
で
は
、
何
よ
り
も
蓮
池
と
そ
の
中
に
据
え
て
あ
る
石
仮
山
（
石
の

築
山
）
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
庭
園
の
歴
史
は

古
い
が
、
そ
の
古
い
記
録
の
一
例
と
し
て
次
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
『
三
国
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
　
『
春
香
伝
』
と
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
庭
園
描
写

記
』
百
済
本
紀
・
武
王
三
五
年
三
月
条
に

　
穿
池
於
宮
南
。
引
水
二
十
鹸
里
。
四
岸
植
以
楊
柳
。
水
中
築
島
喚
。
擬
方
丈

　
　
ゆ

　
仙
山
。

と
い
う
記
載
が
あ
る
。
っ
ま
り
、
王
の
宮
殿
の
南
に
池
を
う
が
ち
、
二
十
里
余

り
も
水
を
ひ
き
い
れ
、
池
の
四
方
の
岸
に
は
楊
柳
を
植
え
た
と
い
い
、
さ
ら
に

水
の
中
に
は
島
を
築
い
た
が
、
そ
れ
は
方
丈
の
仙
山
を
擬
し
た
も
の
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
百
済
の
武
王
宮
殿
の
築
庭
の
さ
ま
を
簡
潔
明
瞭
に
描
い
た
貴
重
な

一
文
で
あ
る
が
、
池
に
方
丈
の
仙
山
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
神
仙
思
想

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
南
原
古
詞
』
で
の
石
仮
山
と
同
じ
様
式
で
あ

り
、
そ
の
淵
源
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
池
の
中
の
石
仮
山
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
仙
境
」
を
表
す
重
要
な
庭
園
の
景
物
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
チ
プ
チ
レ
の
中
に

置
か
れ
る
こ
と
で
庭
園
の
仙
境
的
雰
囲
気
を
か
も
し
出
す
役
目
を
果
た
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
仙
思
想
は
見
え
て
い
て
も

『
十
二
段
草
子
』
の
泉
水
揃
え
で
の
よ
う
な
阿
弥
陀
三
尊
の
御
堂
や
仏
教
的
装

飾
の
類
は
見
ら
れ
ず
、
仏
教
的
粉
飾
の
な
い
チ
プ
チ
レ
で
あ
る
。
春
香
の
屋
敷

の
庭
園
は
、
仙
境
の
如
く
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

四
　
チ
プ
チ
レ
の
方
法

　
浄
瑠
璃
御
前
の
庭
園
は
、
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
東
西
南
北
の
四
方
に
分

け
て
描
く
と
い
う
方
法
を
示
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
『
南
原
古
詞
』
の
春
香
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

庭
園
描
写
は
、
そ
れ
と
は
ま
た
異
な
っ
た
あ
り
よ
う
を
見
せ
て
い
る
。
つ
ま
り

四
方
に
分
け
て
描
く
の
で
は
な
く
、
門
前
・
前
庭
・
後
庭
、
あ
る
い
は
垣
の
下

・
垣
の
外
と
い
っ
た
宅
地
内
で
の
位
置
や
場
所
か
ら
分
け
て
描
く
と
い
う
方
法

が
見
出
せ
る
。
也
云
本
に
も

　
　
　
　
　
＠

　
　
別
春
香
伝
　
　
　
　
東
の
方
・
西
の
方
・
前
庭
・
後
庭
・
草
堂
の
前
・
蓮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
の
上

　
　
書
椀
　
　
門
前
．
東
の
方
．
西
の
方
．
竈
の
前
．
池
の
ま
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
中

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
烈
女
春
香
守
節
歌
　
後
苑
・
右
の
方
・
窓
の
前
・
石
段
の
下
・
池
の
ま
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
中

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
高
麗
大
学
蔵
本
　
　
東
の
方
・
西
の
方
・
後
苑
・
前
面
・
庭
の
前

　
　
　
　
＠

　
　
趨
唱
本
　
　
　
　
　
左
の
方
・
右
の
方
・
庭
の
下
方

の
よ
う
な
語
り
分
け
が
あ
っ
て
、
全
体
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
東
・
西
（
右
・

左
）
と
前
・
後
（
南
・
北
）
と
い
う
分
け
方
が
抽
出
で
き
そ
う
で
、
し
い
て
い

え
ば
ま
ん
中
（
中
央
）
と
い
う
視
点
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
東
西
南

北
と
中
央
の
五
方
に
分
け
る
方
法
の
痕
跡
が
そ
こ
に
見
い
出
し
得
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
泉
水
揃
え
で
の
よ
う
に
、
詞
章
に
方
位
名
を
す
べ
て
明

確
に
示
し
て
は
い
な
い
の
で
、
い
う
な
ら
ば
、
方
位
と
季
節
と
い
う
も
の
に
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

し
て
こ
だ
わ
ら
な
い
朝
鮮
庭
園
の
あ
り
よ
う
が
写
し
出
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て

お
く
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。



　
た
だ
注
目
す
べ
き
は
、
「
花
草
プ
リ
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
花
の
名
を
っ

ぎ
つ
ぎ
に
並
べ
た
て
る
花
揃
え
文
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

　
　
東
　
　
　
碧
梧
桐
　
　
　
青
色

　
　
西
　
　
　
白
菊
　
　
　
　
白
色

　
　
南
　
　
　
紅
牡
丹
　
　
　
赤
色

　
　
北
　
　
　
金
糸
烏
竹
　
　
黒
色

　
　
中
央
　
　
黄
鶴
物
　
　
　
黄
色

の
よ
う
な
花
の
配
置
が
見
ら
れ
る
。
特
に
、
東
西
南
北
の
み
な
ら
ず
中
央
も
示

さ
れ
て
い
る
の
を
見
過
ご
し
て
は
な
る
ま
い
。
東
に
は
青
色
の
あ
お
桐
、
西
に

は
白
色
の
白
菊
と
い
っ
た
具
合
に
、
各
方
位
に
み
あ
っ
た
色
の
配
置
が
さ
れ
て

方
り
、
ま
さ
し
く
陰
陽
五
行
思
想
に
よ
っ
た
花
揃
え
な
の
で
あ
る
。
諸
本
に

も

ゆ

＠

ゆ

李
古
本

東
京
大
学
蔵
本

京
板
十
六
張
本

京
板
三
十
五
張
本

東
　
・
キ
イ
雪
白

東
　
・
碧
梧
桐

東
　
・
梅
雪
白

碧
梧
桐

南
　
・
赤
有
薬

南
　
・
紅
牡
丹

西
　
・
白
鶴
棚

白
牡
丹

西
　
・
白
鶴
棚

西
　
・
白
梅
花

南
　
・
紅
鶴
棚

黄
薔
薇

北
　
・
金
糸
烏
竹

北
　
・
金
糸
鳥
竹

北
　
・
金
糸
烏
竹

紅
有
薬

中
央
・
黄
鶴
棚

中
央
・
黄
鶴
棚

中
央
・
黄
鶴
棚

金
糸
鳥
竹

　
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
花
草
プ
リ
に
あ
る
五
方
の
花
揃
え
は
、
一
っ
の
趣
向

と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
花
の
名
の
配
置
は
、
北
の
金
糸
烏
竹

　
　
　
　
　
『
春
香
伝
－
と
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
庭
園
描
写

を
除
い
て
は
各
本
さ
ま
ざ
ま
で
固
定
し
て
お
ら
ず
、
こ
う
し
た
所
に
も
語
り
の

多
様
性
が
見
て
と
れ
て
お
も
し
ろ
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
南
原
古
詞
』
や
十
六
張
本
で
の
東
西
南
北
と
い
う
順
序
に
対

し
、
李
古
本
と
東
京
大
学
蔵
本
で
の
東
南
西
北
中
央
と
い
う
順
序
は
き
わ
め
て

重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
李
古
本
で
は

　
　
花
階
（
花
壇
）
を
見
回
せ
ば
、
一
層
二
層
三
四
層
と
、
花
草
の
燦
燗
さ
よ
。

　
　
倭
っ
っ
じ
、
さ
っ
き
に
鶏
頭
花
、
ほ
う
せ
ん
か
、
牡
丹
、
有
薬
、
く
ち
な

　
　
し
（
後
略
）

と
花
の
名
を
ず
ら
ず
ら
と
三
十
種
近
く
も
列
挙
し
た
後
、
東
南
西
北
中
央
ご
と

の
花
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
順
序
と
花
の
色
が
五
行
の
配
当
順
で
あ
る
と

こ
ろ
に
本
来
的
な
姿
が
見
い
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
春
香
伝
」
の
「
花
草
プ

リ
」
の
箇
所
に
、
五
方
五
色
の
描
写
方
法
は
み
ご
と
に
い
き
、
づ
い
て
い
た
こ
と

が
発
見
で
き
よ
う
。
加
え
て
こ
の
趣
向
が
、
比
較
的
新
し
い
伝
本
で
あ
る
『
烈

女
春
香
守
節
歌
』
や
、
現
在
演
唱
さ
れ
て
い
る
金
素
姫
唱
本
、
趨
サ
ン
ヒ
ョ
ン

唱
本
の
花
草
プ
リ
に
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
点
か
ら
し
て
も
、
そ
の
古
態
性
が

う
か
が
え
る
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
五
方
に
花
を
配
す
る
の
は
、
朝
鮮
朝
時
代
の
築
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

植
林
の
際
の
決
ま
り
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
特
に
庭
の
樹
木
は
そ
の
方
位
に

よ
っ
て
禍
瑛
が
き
ま
る
と
い
い
、
た
と
え
ば
李
花
は
東
に
、
杏
花
は
北
に
、
な

つ
め
は
門
庭
の
西
の
方
に
と
い
う
よ
う
に
、
植
え
る
方
位
に
注
意
を
は
ら
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
「
春
香
伝
」
と
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
－
の
庭
園
描
写

の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
朝
鮮
で
は
宅
地
造
営
の
際
に
風
水
地
理
説
を
重
視
す
る

よ
う
に
庭
園
に
お
い
て
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
。
五
方
描
写
の
背
後
に
は
、
季

節
よ
り
も
方
位
に
こ
だ
わ
る
朝
鮮
民
族
の
思
考
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
五
方
描
写
を
た
も
つ
「
春
香
伝
」
の
庭
園
描
写
と
、
四

方
描
写
を
方
法
と
し
て
も
つ
「
浄
瑠
璃
姫
物
語
」
の
庭
園
描
写
、
こ
の
二
者
の

違
い
が
ま
こ
と
に
興
味
深
く
見
出
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
五
　
庭
園
描
写
の
伝
統

　
庭
園
描
写
は
「
春
香
伝
」
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
朝
時
代
の
小
説
に
さ
ま
ざ
ま

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
今
そ
れ
を
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
特
に
パ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ン
ゴ
ジ
ブ
タ
ー
リ
ヨ
ン
ゆ

ソ
リ
の
作
品
か
ら
一
例
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
薙
固
執
打
令
」
が
そ

れ
で
あ
る
。
姓
は
薙
（
オ
ン
）
、
名
は
固
執
（
コ
ジ
プ
、
が
ん
こ
・
へ
ん
く
つ

の
意
）
と
い
う
主
人
公
は
そ
の
名
の
通
り
の
頑
固
者
。
こ
と
ご
と
に
が
ん
こ
一

徹
で
暮
ら
し
て
い
た
。
彼
の
暮
ら
し
は
こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
（
チ
ュ
ン
モ
リ
）

　
　
暮
ら
し
む
き
を
み
る
な
ら
ば
、
…
…
前
の
庭
に
は
穀
物
の
束
を
山
の
ご
と

　
　
く
に
積
み
上
げ
て
、
後
ろ
の
庭
に
は
艦
の
塀
が
高
く
築
か
れ
た
り
。
垣
の

　
　
下
に
蜜
蜂
の
巣
箱
お
き
、
碧
梧
桐
の
木
に
て
亭
子
（
あ
ず
ま
や
）
と
し
、

　
　
松
柏
の
木
植
え
て
は
目
か
く
し
に
、
サ
ラ
ン
（
居
問
）
の
前
に
蓮
池
を
掘

　
　
り
、
蓮
池
の
真
ん
中
に
石
仮
山
を
ほ
ど
よ
い
高
さ
に
積
み
お
き
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

　
　
上
に
一
問
の
草
堂
を
建
て
た
る
が
、
四
す
み
に
風
馨
つ
る
し
、
に
わ
か
に

　
　
風
の
吹
き
お
こ
れ
ば
、
ち
り
り
ん
ち
り
り
ん
、
澄
み
た
る
そ
の
音
が
聞
こ

　
　
え
く
る
。
東
の
方
の
庭
先
の
、
牡
丹
の
花
は
、
っ
ぼ
み
も
半
ば
に
開
き
あ

　
　
り
、
倭
つ
つ
じ
、
さ
つ
き
に
鶏
頭
、
ほ
う
せ
ん
か
を
、
四
方
に
植
え
お
き

　
　
た
り
。
西
の
方
の
庭
先
の
ゆ
す
ら
梅
は
、
艦
の
内
に
美
し
く
、
映
山
紅
に

　
　
紫
山
紅
は
、
今
ま
さ
に
咲
か
ん
と
し
、
梅
に
桃
の
花
々
も
、
季
節
め
ぐ
り

　
　
て
満
開
な
れ
ば
、
サ
ラ
ン
の
よ
そ
お
い
も
輝
く
ば
か
り
な
り
。
（
朴
東
鋲

　
　
唱
本
）

こ
れ
は
ま
さ
し
く
庭
園
揃
え
で
あ
る
。
糖
、
亭
子
、
蓮
池
、
石
仮
山
、
草
堂
、

風
馨
な
ど
は
先
述
の
チ
プ
チ
レ
に
描
か
れ
た
景
物
と
同
じ
で
、
短
く
は
あ
る
が

花
草
プ
リ
の
一
文
も
み
え
て
い
る
。
こ
の
あ
と
部
屋
の
結
構
を
描
く
部
分
が
つ

づ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
話
の
展
開
は
、
こ
う
し
た
裕
福
な
暮
ら
し
む
き
に

反
し
て
、
塘
固
執
が
い
か
に
親
不
幸
者
で
あ
る
か
を
、
チ
ニ
ャ
ン
調
の
長
短
に

の
せ
て
悠
々
と
語
っ
て
い
く
。
つ
ま
り

　
　
か
く
の
ご
と
く
に
富
み
て
豊
か
な
く
ら
し
を
す
る
も
、
当
年
八
十
の
老
い

　
　
た
る
母
は
、
病
み
て
床
に
ふ
せ
て
は
い
て
も
、
親
不
幸
き
わ
ま
る
薙
固
執

　
　
め
は
、
鶏
一
羽
で
奉
養
す
る
な
ど
と
ん
で
も
な
い
、
薬
の
一
さ
じ
も
与
え

　
　
ず
し
て
、
火
を
く
べ
ぬ
冷
た
き
部
屋
に
て
、
朝
の
ご
は
ん
に
夕
べ
は
お
か

　
　
ゆ
で
も
て
な
し
て
、
世
間
の
そ
し
り
も
な
ん
の
そ
の
、
虐
待
か
ぎ
り
を
っ

　
　
く
す
の
み
。



と
い
う
親
不
幸
の
て
い
た
ら
く
で
あ
っ
た
。
物
揃
え
の
あ
と
そ
れ
を
転
覆
し
逆

転
さ
せ
る
手
法
は
パ
ン
ソ
リ
の
特
性
と
い
え
る
滑
稽
化
で
、
遊
び
心
、
遊
戯
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

神
の
発
露
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
れ
な
ど
日
本
の
「
物
く
さ
太

郎
」
の
冒
頭
で
の
よ
う
な
滑
稽
さ
と
相
通
じ
る
事
例
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、

チ
プ
チ
レ
が
滑
稽
化
に
巧
み
に
利
用
さ
れ
た
一
典
型
を
、
こ
こ
に
見
た
わ
け
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
春
香
の
庭
の
描
写
と
同
じ
も
の
で
は
な
く
、
『
南
原
古
詞
』

の
庭
園
描
写
の
方
が
そ
の
描
写
技
巧
に
す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
す
で
に
見
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
庭
を
描
く
骨
子
と
し
て
の
様
式
は
共
通
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
つ
ま
り
チ
プ
チ
レ
は
家
屋
と
庭
園
を
描
写
す
る
一
つ
の
趣
向
と
し
て
、
パ
ン

ソ
リ
周
辺
の
伝
承
世
界
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
、
日
本
の
文
学
に
お
け
る
庭
園
描
写
の
伝
統
を
み
る
と
き
、

ま
ず
『
宇
津
保
物
語
』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
吹
上
巻
に
み
え
る
神
無
備

の
種
松
の
邸
宅
は
四
方
に
四
季
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
紫
式
部
が
造
形
し

た
『
源
氏
物
語
』
に
み
え
る
庭
園
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
六
条
院

は
「
春
夏
秋
冬
に
配
当
し
た
趣
の
あ
る
庭
園
、
屋
舎
を
営
み
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

そ
の
季
節
を
好
む
女
人
た
ち
を
配
し
て
住
ま
せ
た
」
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
そ
の
伝
統
は
古
く
、
中
世
に
葦
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル

　
　
　
　
ゆ

に
頻
出
す
る
。
た
と
え
ば
軍
記
物
語
で
は
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
十
一
「
経
俊
入

布
引
瀧
事
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
び
込
ん
だ
滝
壼
の
中
で
経
俊
が
見
た
の
は

　
　
　
　
　
『
春
香
伝
』
と
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
庭
園
描
写

「
東
西
南
北
見
ま
は
せ
ば
、
四
季
の
景
色
ぞ
面
白
き
」
庭
で
あ
っ
た
。
特
に
物

語
草
子
に
豊
富
だ
と
い
わ
れ
、
「
田
村
の
草
子
」
「
貴
船
の
本
地
」
「
伊
吹
山
絵

詞
」
「
ふ
せ
や
の
物
語
」
「
あ
じ
ろ
の
草
子
」
な
ど
多
く
の
作
品
に
、
仙
境
や
龍

宮
、
天
上
界
、
地
下
の
異
境
な
ど
が
、
多
種
多
様
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
表
現
な
り
決
ま
り
文
句
は
多
い
が
、
わ
け
て
も
四
方
四

季
の
方
法
は
類
型
描
写
の
な
か
で
も
一
群
を
な
す
ほ
ど
で
、
い
か
に
愛
好
さ
れ

て
い
た
か
が
推
し
て
知
れ
る
。
自
然
を
感
得
す
る
の
に
繊
細
で
、
季
節
の
風
物
、

四
季
の
う
っ
ろ
い
を
愛
で
た
日
本
人
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
四
季
の
描
き
分
け
に
す

ぐ
れ
て
い
た
の
も
ま
た
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
『
古
今
和
歌
集
』
の
四
季
別
の

歌
、
ま
た
季
語
・
季
題
な
る
も
の
が
そ
れ
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
文
字
か
ら
の
感
得
に
あ
き
た
ら
ず
視
覚
に
そ
れ
を
求
め
た
の
が
、
絵

巻
で
あ
り
、
奈
良
絵
本
で
あ
り
、
襖
絵
・
屠
風
絵
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
障

屏
画
こ
そ
は
室
町
文
化
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
は
庭
園
描
写
だ
け
で
な
く
、
四
方
四
季
の
屠
風
絵
（
障

子
絵
）
を
も
あ
わ
せ
も
つ
唯
一
の
作
品
で
あ
る
。
泉
水
の
美
観
に
感
嘆
し
た
御

曹
司
は
浄
瑠
璃
御
前
の
屋
敷
内
で
、
四
方
四
季
の
障
子
絵
を
な
が
め
る
こ
と
と

な
る
。

記
　
本
稿
を
な
す
に
お
い
て
向
井
芳
樹
教
授
よ
り
貴
重
な
御
助
言
を
い
た
だ
い

　
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



注０　＠　＠¢＠＠＠＠＠＠

『
春
香
伝
」
と

『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
庭
園
描
写

　
拙
稿
「
韓
日
語
り
物
文
芸
に
お
け
る
物
揃
え
１
『
春
香
伝
』
と
『
浄
瑠
璃
物

語
』
の
比
較
　
　
」
「
同
志
社
国
文
学
』
三
四
号
、
一
九
九
一
。

森
武
之
助
氏
翻
刻
解
題
，
十
二
段
草
子
』
大
東
急
記
念
文
庫
叢
刊
別
巻
、
汲
古
書

院
、
一
九
七
七
。
引
用
に
さ
い
し
て
適
宜
漢
字
を
あ
て
た
。
金
東
旭
氏
他
，
春
香
伝

比
較
研
究
』
ソ
ウ
ル
三
英
社
、
一
九
七
九
。
本
文
引
用
は
拙
訳
に
よ
る
。

　
た
と
え
ば
山
崎
旧
蔵
写
本
に
は
「
四
段
せ
ん
す
い
そ
ろ
え
」
、
寛
文
初
江
戸
は
ん

き
や
又
右
衛
門
板
に
は
「
は
な
そ
ろ
へ
　
二
た
ん
め
」
と
あ
る
。

　
斉
藤
勝
雄
氏
「
日
本
庭
園
伝
統
の
基
盤
－
作
庭
技
法
集
成
第
一
巻
、
河
出
書
房
新

社
、
一
九
七
六
。
森
蓮
氏
『
日
本
庭
園
史
話
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
一
な

ど
参
照
。

　
田
村
剛
氏
『
作
庭
記
』
相
模
董
房
、
一
九
六
四
。
及
び
注
＠
参
照
。

　
長
谷
川
正
海
氏
『
日
本
庭
園
雑
考
ｌ
Ｉ
庭
と
思
想
』
東
洋
文
化
社
、
一
九
八
三
、

九
二
頁
。

　
注
＠
、
七
三
頁
。

　
室
木
弥
太
郎
氏
「
浄
瑠
璃
物
語
と
民
間
説
話
」
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
五
八
、

三
月
号
。
及
び
『
増
訂
語
り
物
（
舞
・
説
経
・
古
浄
瑠
璃
）
の
研
究
－
風
間
書
房
、

一
九
八
一
、
四
三
九
、
四
五
二
頁
。
ま
た
加
美
宏
氏
「
『
国
府
台
戦
記
－
小
考
－

軍
記
の
変
貌
と
冷
泉
の
物
語
」
「
甲
南
国
文
』
第
二
四
号
、
一
九
七
七
。

　
荒
木
繁
氏
他
編
注
『
幸
若
舞
』
２
、
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
八
三
。

　
市
古
貞
次
氏
校
注
『
御
伽
草
子
』
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
。

　
こ
れ
に
対
し
て
四
方
障
子
の
絵
揃
え
で
は
冬
の
景
色
に
氷
・
霜
・
雪
が
描
か
れ
て

い
る
。

　
横
山
重
・
信
多
純
一
氏
編
著
『
し
や
う
る
り
十
六
段
本
』
大
学
堂
書
店
、
一
九
八

二
。

　
松
本
隆
信
氏
校
注
『
御
伽
草
子
集
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
一
九
八
○
。

四
八

＠
　
横
山
重
氏
校
訂
『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
　
第
二
』
角
川
書
店
、
一
九
六
四
。

＠
　
横
山
重
・
松
本
隆
信
氏
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
角
川
書
店
、
一
九
七
三
。

＠
　
三
本
の
絵
巻
と
も
注
＠
の
翻
刻
に
よ
っ
た
。

＠
鳥
居
フ
ミ
子
氏
「
山
岸
文
庫
蔵
『
浄
瑠
璃
姫
』
一
冊
」
『
実
践
女
子
大
学
文
芸
資

　
料
研
究
所
年
報
』
第
六
号
、
一
九
八
七
の
翻
刻
に
よ
っ
た
。

ゆ
　
高
野
辰
之
氏
『
日
本
歌
謡
集
成
』
五
、
春
秋
社
、
一
九
二
八
に
よ
っ
た
。

＠
　
注
＠
の
信
多
純
一
氏
の
「
研
究
篇
」
参
照
。

ゆ
　
横
山
重
・
太
田
武
夫
氏
『
室
町
時
代
物
語
二
古
典
文
庫
、
一
九
五
四
の
横
山
氏

　
の
解
題
。
及
び
注
＠
松
本
氏
の
解
説
参
照
。

ゆ
注
＠
の
横
山
氏
の
解
題
参
照
。

ゆ
　
欠
落
し
た
理
由
は
不
詳
で
あ
る
が
、
四
方
四
季
の
趣
向
を
確
固
と
も
つ
四
方
障
子

　
の
絵
揃
え
と
重
複
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ゆ
　
「
チ
プ
」
は
家
・
屋
敷
の
意
、
「
チ
レ
」
は
飾
り
・
飾
り
た
て
・
結
構
と
訳
せ
る
。

ゆ
　
注
　
の
金
東
旭
氏
の
解
題
参
照
。
ま
た
朴
甲
沫
氏
「
景
印
「
春
香
傳
』
」
『
朝
鮮
学

　
報
』
第
二
一
六
輯
、
朝
鮮
学
会
、
一
九
八
八
の
解
題
も
参
照
。

ゆ
　
注
ゆ
及
び
、
趨
東
一
・
金
呉
圭
氏
編
「
パ
ン
ソ
リ
の
理
解
』
ソ
ウ
ル
創
作
と
批
評

　
社
、
一
九
七
八
、
「
春
香
伝
の
総
合
的
研
究
』
ソ
ウ
ル
亜
細
亜
文
化
社
、
一
九
九
一

　
の
各
論
稿
な
ど
を
参
照
。

ゆ
　
「
パ
ン
ソ
リ
タ
ソ
ッ
マ
ダ
ン
』
韓
国
ブ
リ
タ
ニ
カ
会
社
、
一
九
八
二
の
趨
相
賢
唱

　
本
「
春
香
歌
」
。
趨
氏
は
金
世
宗
パ
ン
の
継
承
者
で
あ
る
。

ゆ
朴
憲
鳳
氏
，
唱
楽
大
綱
』
ソ
ウ
ル
国
学
芸
術
学
校
出
版
部
、
一
九
六
六
。
李
輔
亨

　
氏
「
パ
ン
ソ
リ
辞
説
の
則
的
状
況
に
よ
る
長
短
・
調
の
構
成
」
『
芸
術
論
文
集
』
第

　
一
四
輯
、
一
九
七
五
、
一
四
四
頁
。

ゆ
　
『
朝
鮮
歳
時
記
』
「
東
国
歳
時
記
」
ソ
ウ
ル
東
文
選
、
一
九
九
一
。
姜
在
彦
氏
訳
注

　
，
朝
鮮
歳
時
記
－
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
七
一
の
日
本
語
訳
が
あ
る
。

ゆ
　
；
薗
史
記
』
ソ
ウ
ル
廣
曹
出
版
社
、
一
九
七
二
。
井
上
秀
雄
氏
訳
注
『
三
国
史



　
記
』
東
洋
文
庫
、
一
九
八
○
の
日
本
語
訳
も
あ
る
。

ゆ
ヂ
張
愛
氏
『
韓
国
建
築
史
』
ソ
ウ
ル
東
明
社
、
一
九
七
二
、
第
二
五
章
「
韓
国
庭

　
園
の
特
性
」
。
な
お
伝
統
的
朝
鮮
の
家
屋
に
つ
い
て
は
次
の
日
本
語
訳
が
あ
る
。
『
韓

　
国
の
民
俗
文
化
財
』
民
家
篇
、
岩
崎
美
術
社
、
一
九
八
九
。

＠
　
『
古
小
説
板
刻
本
全
集
』
第
五
冊
、
ソ
ウ
ル
羅
孫
書
屋
、
一
九
七
六
。
及
び
「
別

　
春
香
伝
」
『
文
学
思
想
』
第
四
〇
号
、
ソ
ウ
ル
文
学
思
想
社
、
　
一
九
七
六
。

ゆ
　
『
文
章
』
二
巻
一
〇
号
、
一
九
四
〇
。

＠
　
具
滋
均
氏
校
注
『
春
香
伝
』
韓
国
古
典
文
学
大
系
、
ソ
ウ
ル
民
衆
書
館
、
一
九
七

　
〇
。

＠
　
注
ゆ
に
所
収
。

＠
　
注
ゆ
に
同
じ
。

＠
注
ゆ
に
同
じ
。
ま
た
田
中
正
大
氏
「
「
方
池
に
円
島
」
の
自
然
美
－
韓
国
庭
園

　
の
印
象
」
『
月
刊
百
科
』
叱
刎
、
平
凡
社
が
あ
る
。

ゆ
　
注
ゆ
『
朝
鮮
学
報
』
の
景
印
に
よ
る
。

＠
　
注
ゆ
に
所
収
。

ゆ
　
「
京
板
三
十
五
張
本
（
九
州
大
学
本
）
春
香
伝
」
『
韓
国
学
報
』
、
ソ
ウ
ル
一
志
社
、

　
第
九
輯
に
よ
る
。

＠
　
注
ゆ
に
同
じ
、
二
八
六
頁
。

＠
　
李
菊
子
氏
『
パ
ン
ソ
リ
研
究
』
ソ
ウ
ル
正
音
社
、
一
九
八
七
に
よ
っ
た
。

ゆ
注
¢

＠
　
池
田
亀
鑑
氏
編
『
源
氏
物
語
事
典
』

＠
市
古
貞
次
氏
『
中
世
小
説
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
五
。
林
昇
平
氏

　
「
浦
島
と
四
季
」
『
苫
小
牧
駒
沢
短
期
大
学
紀
要
』
第
一
九
号
、
一
九
八
七
。
徳
田
和

　
夫
氏
「
四
方
四
季
の
風
流
」
『
お
伽
草
子
研
究
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
八
な
ど
を

参
照
。
な
お
四
季
を
描
い
た
庭
園
に
つ
い
て
は
外
山
英
策
氏
『
室
町
時
代
庭
園
史
』

　
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
に
詳
し
い
。

　
　
　
　
『
春
香
伝
』
と
『
浄
瑠
璃
姫
物
語
』
の
庭
園
描
写

四
九
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