
『
源
氏
物
語
』
の
「
春
の
光
」

　
　
　
　
　
歌
語
と
詩
語
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の

桑
　
　
原

も
　
と

子

は
じ
め
に

幻
巻
は
、
年
が
改
ま
っ
て
も
な
お
悲
嘆
に
暮
れ
る
光
源
氏
を
描
き
出
し
て
始

ま
る
。
こ
れ
ま
で
、
紫
の
上
を
哀
傷
す
る
光
源
氏
を
照
ら
し
出
す
新
春
の
陽
光

の
明
る
さ
は
、
光
源
氏
の
悲
し
み
の
深
さ
を
際
立
た
せ
る
景
物
の
一
つ
と
し
て

理
解
さ
れ
て
き
た
。

　
ま
た
、
早
蕨
の
巻
の
冒
頭
に
も
幻
巻
と
同
様
に
「
春
の
光
」
が
描
か
れ
て
い

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
二
つ
の
巻
の
冒
頭
部
に
深
い
関
連
が
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
春
の
光
」
と
い
う
一
っ
の
言
葉

に
注
目
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
を
新
た
に
読
み
直
す
こ
と
が
で
き
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
春
の
光
」
と
い
う
言
葉
は
胡
蝶
の
巻
に
最
初
に
現
れ
た
も

の
で
、
六
条
院
の
栄
華
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
物
語
の
う

ち
に
合
計
三
度
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
に
繋
が
る
意
味
、
さ
ら
に

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
春
の
光
」

は
こ
の
言
葉
独
自
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
言
及
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
む
し
ろ
一
見
質
を
異
に
す
る
胡
蝶
巻
に
初
め
て
現
れ
る
こ
と
に
意
味
を
見

出
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
幻
巻
と
早
蕨
巻
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
「
春
の
光
」

の
意
味
を
、
胡
蝶
巻
で
の
あ
り
方
と
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
が
築
き
上
げ
、
そ
し
て
終
焉
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な

る
世
界
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
「
春
の
光
」
が
意
味
す
る
も
の
を
、
和
歌
の
表
現
を
通
し
て
考
察

す
る
。
「
春
」
と
「
光
」
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
詠
ま
れ
る
和
歌
ま
で
考
え
る
こ

と
で
、
こ
の
言
葉
の
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
一
方
で
、
漢
詩
文
に

み
ら
れ
る
「
春
光
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
も
、
和
歌
の
表
現
と
の
関
連
に
つ

い
て
考
え
る
。
『
源
氏
物
語
』
で
「
春
の
光
」
と
い
う
表
現
が
選
ば
れ
た
必
然

に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



－
源
氏
物
語
』
の
「
春
の
光
」

、

　
そ
れ
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
三
例
に
っ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問

題
を
具
体
的
に
考
え
る
。

　
胡
蝶
の
巻
に
は
、
六
条
院
の
春
の
盛
り
が
語
ら
れ
る
。
船
楽
が
催
さ
れ
、
夜

に
な
っ
て
も
唐
め
い
た
様
の
興
趣
の
限
り
が
尽
く
さ
れ
て
、
人
々
は
そ
の
ま
ま

遊
び
明
か
す
。
翌
朝
も
な
お
、
春
の
町
に
は
遊
宴
の
声
が
響
い
て
い
た
。

　
　
夜
も
明
け
ぬ
。
朝
ぽ
ら
け
の
鳥
の
噂
を
、
中
宮
は
、
物
隔
て
て
ね
た
う
聞

　
　
こ
し
め
し
け
り
。
い
っ
も
春
の
光
を
籠
め
た
ま
へ
る
大
殿
な
れ
ど
、
心
を

　
　
っ
く
る
よ
す
が
の
ま
た
な
き
を
、
飽
か
ぬ
こ
と
に
思
す
人
々
も
あ
り
け
る

　
　
に
、
西
の
対
の
姫
君
、
事
も
な
き
御
あ
り
さ
ま
、
大
臣
の
君
も
、
わ
ざ
と

　
　
思
し
あ
が
め
き
こ
え
た
ま
ふ
御
気
色
な
ど
、
み
な
世
に
聞
一
」
え
出
で
て
、

　
　
思
し
し
も
し
る
く
、
心
な
び
か
し
た
ま
ふ
人
多
か
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
巻
、
胡
蝶
、
：
ハ
九
頁
）

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
三
月
の
二
十
日
あ
ま
り
の
こ
ろ
ほ
ひ
」
（
三
巻
、
胡
蝶
、

一
六
五
頁
）
の
、
暮
春
の
こ
と
で
あ
り
、
新
春
で
は
な
い
。
こ
の
町
だ
け
に
春

の
盛
り
が
続
く
こ
と
が
珍
し
が
ら
れ
る
ほ
ど
の
時
期
な
の
だ
。
幻
巻
と
早
蕨
巻

で
の
「
春
の
光
」
と
は
、
ま
る
で
掛
け
離
れ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
季
節

も
新
春
と
暮
春
と
違
っ
て
い
れ
ば
、
故
人
へ
の
哀
悼
と
栄
華
の
極
み
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
状
況
も
異
な
る
。
胡
蝶
巻
の
例
に
は
、
他
の
巻
と
は
違
っ
た
意
味
が
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

た
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
異
質
と
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
別
の
方
向
か
ら

検
討
す
る
こ
と
で
、
幻
巻
と
早
蕨
巻
を
も
読
み
直
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
で
は
、
胡
蝶
巻
に
つ
い
て
は
後
で
再
び
考
え
る
こ
と
と
し
、
幻
巻
の
始
ま
り

に
戻
る
。

　
　
春
の
光
を
見
た
ま
ふ
に
っ
け
て
も
、
い
と
ど
く
れ
ま
ど
ひ
た
る
や
う
に
の

　
　
み
、
御
心
ひ
と
つ
は
悲
し
さ
の
改
ま
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
に
、
外
に
は
例
の

　
　
や
う
に
人
々
参
り
た
ま
ひ
な
ど
す
れ
ど
、
御
心
地
な
や
ま
し
き
さ
ま
に
も

　
　
て
な
し
た
ま
ひ
て
、
御
簾
の
内
に
の
み
お
は
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
巻
、
幻
、
五
二
一
頁
）

こ
の
冒
頭
部
の
「
春
の
光
」
に
つ
い
て
倉
林
正
次
氏
は
、

　
　
源
氏
は
新
年
の
「
春
の
光
」
を
仰
い
で
、
同
時
に
春
の
光
に
象
徴
さ
れ
る

　
　
紫
上
を
思
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
明
る
い
新
春
の
光
が
、
源
氏
に
と

　
　
っ
て
は
か
え
っ
て
「
悲
し
さ
の
あ
ら
た
ま
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
」
心
境
を
招

　
　
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

と
さ
れ
、
「
歳
事
反
拒
の
叙
情
」
を
も
た
ら
す
も
の
の
一
っ
と
と
ら
え
ら
れ
た
。

ま
た
こ
の
流
れ
を
受
け
っ
っ
、
『
新
編
全
集
』
頭
注
で
は
、

　
　
「
光
」
と
次
の
「
く
れ
ま
ど
ひ
」
が
対
照
的
。
春
に
象
徴
さ
れ
る
紫
の
上

　
　
を
喪
っ
た
源
氏
は
、
春
の
陽
光
の
中
で
暗
く
惑
う
ば
か
り
で
あ
る
。

の
よ
う
に
、
「
く
れ
ま
ど
ひ
」
と
い
う
言
葉
を
導
き
出
す
役
割
も
指
摘
さ
れ
て

（
３
）

い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
幻
巻
の
冒
頭
に
つ
い
て
は
、
自
然
の
在
り
方
と
光
源

●



氏
の
心
情
と
の
対
比
に
重
点
を
置
く
読
み
方
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し

か
し
、
亡
き
紫
の
上
を
哀
傷
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
人
物
の
心
情
を
象
徴
す
る

以
外
に
も
、
「
春
の
光
」
と
い
う
言
葉
で
巻
が
語
り
出
さ
れ
る
必
然
性
は
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
幻
巻
と
関
連
が
深
い
と
さ
れ
て
い
る
早
蕨
巻
に
っ
い
て
は
ど
う

で
あ
る
の
か
を
併
せ
て
考
え
た
い
。

　
早
蕨
巻
の
冒
頭
も
、
亡
き
人
を
偲
び
っ
っ
迎
え
る
新
春
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

故
大
君
を
思
う
宇
治
の
中
の
君
の
心
中
が
語
ら
れ
る
。

　
　
薮
し
わ
か
ね
ば
、
春
の
光
を
見
た
ま
ふ
に
っ
け
て
も
、
い
か
で
か
く
な
が

　
　
ら
へ
に
け
る
月
日
な
ら
む
と
、
夢
の
や
う
に
の
み
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
巻
、
早
蕨
、
三
四
五
頁
）

こ
こ
で
も
新
春
の
訪
れ
を
「
春
の
光
」
と
表
し
て
い
る
。
幻
巻
と
同
じ
冒
頭
表

現
で
あ
る
こ
と
は
、
玉
上
琢
彌
氏
の
『
源
氏
物
語
評
釈
』
が
初
め
に
指
摘
さ
れ

＾
４
）た

。
そ
れ
を
受
け
、
吉
井
美
弥
子
氏
は
冒
頭
近
く
に
引
き
歌
が
集
中
し
て
い
る

こ
と
に
注
目
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、

　
　
早
蕨
巻
が
「
源
氏
物
語
内
源
氏
取
り
」
と
も
言
え
る
方
法
に
よ
っ
て
、
表

　
　
現
面
か
ら
幻
巻
の
世
界
を
重
ね
あ
わ
せ
、
大
君
が
あ
た
か
も
幻
巻
の
紫
上

　
　
の
ご
と
く
物
語
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
な
が
ら
、

　
　
巻
頭
の
引
歌
表
現
に
よ
っ
て
そ
れ
を
逆
転
さ
せ
、
ま
た
内
容
面
で
の
落
差

　
　
を
あ
ら
わ
に
し
て
し
ま
う
あ
り
か
た
を
有
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
＾
５
）

と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
小
町
谷
照
彦
氏
は
、
吉
井
氏
の
論
に
検
討
を
加

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
春
の
光
」

え
た
上
で
、
こ
の
巻
全
体
と
し
て
も
引
き
歌
が
多
い
こ
と
を
考
察
さ
れ
、
「
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

現
媒
体
と
し
て
の
完
成
度
が
高
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
幻
巻
と
異
な
っ
て
い
る

点
は
、
早
蕨
巻
の
表
現
は
独
自
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
早
蕨
巻
に
「
物
語
取
り
」
な
ど
の
方
法
が
認
め
ら
れ
る
の
な
ら

ば
、
そ
の
前
提
と
な
る
幻
巻
に
も
何
ら
か
の
表
現
方
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
、
幻
巻
の
場
合
は
引
き
歌
の
数
の
多
さ
等
と
は
別
の
、
幻
巻
独

自
の
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
早
蕨
巻
冒
頭
の
引
き
歌
に
よ
る
表
現
で
あ
る
「
薮
し
わ
か
ね

ば
」
に
関
し
て
、
玉
上
氏
の
『
源
氏
物
語
評
釈
』
で
は
、

　
　
こ
の
場
合
に
は
、
『
古
今
集
』
の
詞
書
に
関
連
し
た
裏
の
意
味
（
天
皇
の

　
　
御
恵
み
が
広
大
無
辺
と
い
っ
た
意
味
）
は
な
い
。

　
　
　
一
７
一

と
注
さ
れ
る
。
こ
の
和
歌
は
、

　
　
　
　
礒
神
の
並
松
が
、
宮
仕
へ
も
せ
で
、
礒
神
と
言
ふ
所
に
籠
り
侍
け
る

　
　
　
　
を
、
俄
に
冠
賜
れ
り
け
れ
ば
、
喜
び
言
ひ
遣
は
す
と
て
、
よ
み
て
、

　
　
　
　
遣
は
し
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
布
留
今
道

　
　
日
の
ひ
か
り
籔
し
分
か
ね
ば
礒
の
神
ふ
り
に
し
さ
と
に
花
も
咲
き
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
今
和
歌
集
』
雑
上
・
八
七
〇
）

と
い
う
も
の
で
、
「
日
の
ひ
か
り
」
の
よ
う
に
、
日
光
等
を
天
皇
や
そ
の
恩
恵

の
意
味
で
詠
む
和
歌
は
、
『
万
葉
集
』
や
『
古
今
集
』
を
始
め
と
し
て
古
く
か

ら
見
ら
れ
る
。
果
た
し
て
早
蕨
巻
で
は
玉
上
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
「
裏
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
春
の
光
」

味
は
な
い
」
の
だ
ろ
う
か
。
和
歌
表
現
の
伝
統
に
お
い
て
、
「
春
の
光
」
も
同

じ
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
物
語
の
読
み
方
も

変
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
幻
巻
の
冒
頭
に
古
注
以
来
引
き
歌
と
し
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
『
後
撰
集
』
の
和
歌
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
続
い
て
幻
巻
の

引
き
歌
表
現
を
中
心
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
、

　
和
歌
に
詠
ま
れ
る
「
春
の
光
」
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

　
幻
巻
冒
頭
に
『
河
海
抄
』
が
引
き
歌
と
し
て
指
摘
す
る
和
歌
に
は
、
物
語
の

本
文
と
同
じ
よ
う
に
「
春
の
光
」
と
い
う
言
葉
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
お
な
じ
御
時
、
御
厨
子
所
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
こ
ろ
、
沈
め
る
よ
し
を

　
　
　
　
な
げ
き
て
、
御
覧
ぜ
さ
せ
よ
と
お
ぼ
し
く
て
、
あ
る
蔵
人
に
贈
り
て

　
　
　
　
侍
け
る
十
二
首
が
う
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
っ
ね

　
　
い
づ
こ
と
も
春
の
光
は
わ
か
な
く
に
ま
だ
み
よ
し
の
の
山
は
雪
ふ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
０
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
後
撰
和
歌
集
』
春
上
・
一
九
）

詞
書
に
よ
る
と
、
沈
ん
で
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
の
和
歌
、
っ
ま
り
引
き
立
て
が

な
い
た
め
天
皇
の
恩
恵
に
浴
さ
な
い
こ
と
を
訴
え
る
和
歌
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

幻
巻
の
光
源
氏
の
心
情
と
は
異
な
り
、
人
の
死
を
悼
む
も
の
で
は
な
い
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇

物
語
と
内
容
が
重
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
た
め
「
み
よ
し
の
の

山
」
の
「
雪
」
が
景
物
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
集
め
た
の

だ
ろ
う
か
。
っ
ま
り
こ
の
和
歌
は
早
春
の
景
を
表
す
た
め
の
引
き
歌
と
し
て
の

み
理
解
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ま
ま
で
は
注
釈
の
意
図
を
正
し
く
読
み
取
っ
■
た
こ
と
に

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
春
の
光
」
と
い
う
言
葉
が
詠
ま
れ
、
し
か
も

「
雪
」
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
和
歌
の
、
勅
撰
集
で
の
初
め
て
の
例
で
も

あ
る
。
同
じ
表
現
を
と
る
も
の
は
、
勅
撰
八
代
集
で
も
う
一
例
あ
る
。

　
　
　
　
鶯
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
贈
太
政
大
臣

　
　
谷
ふ
か
み
春
の
ひ
か
り
の
を
そ
け
れ
ば
雪
に
っ
・
め
る
鶯
の
声

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
新
古
今
和
歌
集
』
雑
上
・
一
四
四
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

　
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
で
は
、
こ
の
和
歌
に
「
参
考
」
と
し
て
、
「
鶏
既

鳴
分
忠
臣
待
レ
旦
　
鶯
未
レ
出
今
遺
賢
在
レ
谷
」
と
の
『
和
漢
朗
詠
集
』
（
上
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

春
・
鶯
・
六
三
・
鳳
為
王
賦
）
の
句
を
挙
げ
る
。
っ
い
で
、
「
古
来
、
こ
の
歌

に
つ
い
て
は
、
寓
意
性
の
有
無
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
」
と
し
、
古
注
等
の
意

見
に
触
れ
た
の
ち
に
、

　
　
も
と
も
と
ど
の
よ
う
な
動
機
で
詠
ま
れ
た
作
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
　
さ
ら
に
い
え
ば
、
本
当
に
道
真
の
作
で
あ
る
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る
。

　
　
が
、
こ
の
歌
が
道
真
の
歌
と
し
て
、
し
か
も
雑
歌
の
扱
い
を
受
け
て
い
る

　
　
以
上
、
新
古
今
時
代
の
人
々
が
こ
れ
を
寓
す
る
所
あ
る
歌
と
し
て
読
も
う



　
　
と
し
た
こ
と
は
、
ほ
ぽ
確
か
な
の
で
は
な
い
か
。

　
　
（
１
４
一

と
さ
れ
る
。
い
っ
頃
か
ら
こ
の
和
歌
が
流
布
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
の
で
、

『
源
氏
物
語
』
と
の
関
連
室
言
う
の
に
は
注
意
が
必
要
で
は
あ
る
。
菅
原
道
真

の
作
と
さ
れ
た
こ
と
と
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
句
が
参
考
と
さ
れ
る
こ
と
と
は

表
裏
一
体
で
、
享
受
の
過
程
で
ど
ち
ら
が
先
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
注

目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
「
春
の
光
」
に
よ
る
表
現
が
と
ら
れ
る
和
歌
か
ら
は
、

叙
景
だ
け
で
な
く
、
身
の
栄
達
や
不
遇
に
関
す
る
意
味
も
読
み
取
る
べ
き
だ
ろ

う
。　

更
に
、
「
春
の
光
」
と
い
う
形
は
と
ら
ず
に
、
「
春
」
と
「
光
」
を
詠
ん
だ
和

歌
で
も
同
じ
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
「
雪
」
も
一
緒
に
詠
ま
れ
て
い
て
早
い
例
で

は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
二
条
后
の
、
春
宮
の
御
息
所
と
聞
え
け
る
時
、
正
月
三
日
御
前
に
召

　
　
　
　
し
て
、
仰
せ
言
あ
る
問
に
、
日
は
照
り
な
が
ら
、
雪
の
頭
に
降
り
掛

　
　
　
　
り
け
る
を
、
よ
ま
せ
給
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
屋
康
秀

　
　
蕃
の
日
の
泊
に
あ
た
る
我
な
れ
ど
頭
の
雪
と
な
る
ぞ
わ
び
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
今
和
歌
集
』
春
上
・
八
）

「
春
の
日
の
光
」
は
春
宮
を
指
す
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
雪
」
は
、
前
の
例

と
少
し
異
な
り
、
沈
む
我
が
身
を
嘆
く
も
の
で
は
な
い
。
春
の
日
に
照
ら
さ
れ

る
ま
で
長
く
待
つ
う
ち
に
頭
が
雪
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
つ
ま
り
白
髪
に
な
っ

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
「
雪
」
は
「
光
」
で
あ
る
高
貴
な
も
の

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
春
の
光
」

と
の
対
照
を
表
す
こ
と
に
は
違
い
が
な
い
。
後
藤
祥
子
氏
は
「
初
春
の
め
で
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
５
一

さ
を
象
徴
す
る
陽
光
の
文
学
的
先
雌
」
と
し
て
こ
の
和
歌
を
挙
げ
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ま
で
の
例
か
ら
見
て
も
、
「
春
の
光
」
は
新
春
の
景
と
限
定
し
な
い
方
が

よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
春
」
と
「
光
」
の
組
み
合
わ
せ
の
和
歌
と
し
て
は
、
長
歌
を
の
ぞ
け
ば

『
古
今
集
』
に
は
他
に
、

　
　
　
　
桜
の
花
の
散
る
を
、
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
友
則

　
　
久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
今
和
歌
集
』
春
下
・
八
四
）

　
　
　
　
時
な
り
け
る
人
の
、
俄
に
時
な
く
な
り
て
嘆
く
を
見
て
、
自
ら
の
、

　
　
　
　
嘆
き
も
な
く
、
喜
び
も
な
き
こ
と
を
思
て
、
よ
め
る
　
清
原
深
養
父

　
　
光
な
き
谷
に
は
春
も
よ
そ
な
れ
ば
咲
き
て
と
く
散
る
物
思
も
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
『
古
今
和
歌
集
』
雑
下
・
九
六
七
）

の
二
首
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
友
則
歌
は
詞
書
を
見
る
限
り
、
こ
れ
ま
で
見
た

意
味
に
っ
い
て
い
え
ば
希
薄
で
あ
る
が
、
深
養
父
歌
に
っ
い
て
は
、
幻
巻
に
と

っ
て
も
、
光
源
氏
の
築
い
た
世
界
に
と
っ
て
も
大
き
な
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
に

な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
後
で
考
察
す
る
。

　
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
「
春
」
と
「
光
」
、
更
に
そ
れ
ら
と
対
照
さ
れ
る
「
雪
」

が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
共
通
す
る
『
古
今
集
』
の
康
秀
歌
、
『
後
撰
集
』
の

躬
恒
歌
、
『
新
古
今
集
』
の
道
真
歌
の
三
首
に
っ
い
て
言
え
ば
、
「
光
」
は
恩
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
－
の
「
春
の
光
」

や
栄
華
を
表
す
も
の
で
、
「
雪
」
は
そ
れ
と
対
照
的
な
沈
め
る
我
が
身
を
示
す
。

「
春
の
光
」
は
通
常
、
沈
む
身
に
当
た
る
こ
と
の
な
い
も
の
と
し
て
表
わ
さ
れ

て
い
る
。
「
光
」
が
当
た
ら
な
い
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
栄
達

と
か
け
は
な
れ
た
立
場
を
嘆
く
こ
と
を
詠
む
た
め
の
様
式
と
し
て
あ
っ
た
と
い

え
る
。
従
っ
て
『
河
海
抄
』
が
『
後
撰
集
』
の
躬
恒
歌
を
指
摘
し
た
の
は
、
新

春
の
景
と
し
て
よ
り
も
、
こ
の
意
味
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き

だ
ろ
う
。
た
だ
、
当
然
な
が
ら
幻
巻
の
光
源
氏
自
ら
が
栄
達
し
な
い
こ
と
を
嘆

く
こ
と
は
な
い
。
幻
巻
と
こ
の
和
歌
を
重
ね
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
、
『
新
古
今
集
』
が
編
ま
れ
た
時
代
の
詠
歌
に
つ
い
て
言
え
ば
、
藤
原

俊
成
や
定
家
な
ど
に
も
こ
の
様
式
に
よ
る
数
首
の
詠
が
あ
る
。
よ
り
明
確
な
も

　
　
　
　
（
１
６
）

の
を
挙
げ
る
と
、

　
　
　
　
お
な
じ
こ
ろ
、
西
山
な
る
所
に
こ
も
り
ゐ
た
る
に
、
正
月
つ
か
さ
め

　
　
　
　
し
な
ど
過
ぎ
て
雪
の
ふ
り
た
る
朝
に
、
人
の
と
ぶ
ら
ひ
た
る
返
事
の

　
　
　
　
つ
い
で
に

　
　
お
も
ひ
や
れ
春
の
光
も
照
し
こ
ぬ
深
山
の
里
の
雪
の
深
さ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
長
秋
詠
藻
」
下
・
雑
歌
・
三
六
四
）

　
　
　
　
二
月
　
花
中
鶯
あ
る
所
人
家
あ
り

　
　
里
わ
か
ぬ
春
の
光
を
し
り
が
ほ
に
や
ど
を
尋
ね
て
き
ゐ
る
鶯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
拾
遺
愚
草
』
中
・
女
御
入
内
御
屏
風
歌

　
　
　
二
二

文
治
五
年
十
二
月
・

一
八
八
三
）

　
　
　
　
雑
廿
首

　
　
く
ら
ゐ
山
ふ
も
と
の
雪
に
う
づ
も
れ
て
春
の
ひ
か
り
を
ま
っ
ぞ
久
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
拾
遺
愚
草
員
外
』
堀
河
題
略
之
・
七
六
九
）

な
ど
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
春
」
と
「
光
」
、
特
に
「
春
の
光
」
と
い
う
形
を
と

る
和
歌
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
な
意
味
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え

る
。
『
万
葉
集
』
の
よ
う
な
古
い
歌
集
に
は
、
天
皇
の
威
光
と
し
て
「
光
」
を

詠
む
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
「
春
の
光
」
や
、
「
春
」
と
「
光
」
に
よ
っ
て
こ
の
よ

う
な
意
味
で
詠
む
和
歌
は
見
ら
れ
な
い
。
古
い
和
歌
か
ら
あ
っ
た
様
式
で
は
な

い
の
な
ら
、
平
安
の
始
め
ご
ろ
に
こ
の
表
現
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因

に
は
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
和
歌
に
お
け
る
「
春
の
光
」
に
よ
る
表
現
方

法
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
何
か
、
ま
た
、
先
に
触
れ
た
胡
蝶
巻
の
「
春
の
光
」

に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
、
漢
詩
文
を
中
心
に
検
討
を
試
み
る
。

三
、

　
和
歌
で
は
「
春
の
光
」
と
詠
ま
れ
て
い
た
も
の
を
検
討
し
た
が
、
漢
詩
文
で

は
「
春
光
」
と
い
う
言
葉
を
、
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
と
す

る
。
「
春
光
」
が
持
っ
意
味
と
「
春
の
光
」
と
の
問
に
何
ら
か
の
繁
が
り
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
『
文
選
」
「
遊
覧
」
の
沈
休
文
の
作
に
、
「
鍾
山
詩
、
鷹
西
陽
王
教
一
首
　
五



　
　
　
一
１
７
一

言
」
が
あ
る
。
そ
の
五
連
あ
る
う
ち
の
第
三
連
に
、
「
春
光
」
が
み
ら
れ
る
。

　
　
即
事
既
多
美
　
　
　
　
事
に
即
い
て
は
既
に
美
多
く

　
　
臨
眺
殊
復
奇
　
　
　
　
臨
み
眺
め
も
殊
に
復
た
奇
な
り

　
　
南
晴
儲
膏
観
　
　
　
　
南
の
か
た
儲
膏
の
観
を
嬉

　
　
西
望
昆
明
池
　
　
　
　
西
の
か
た
昆
明
の
池
を
望
む

　
　
山
中
成
可
悦
　
　
　
　
山
中
　
成
悦
ぶ
可
く

　
　
賞
逐
四
時
移
　
　
　
　
賞
は
四
時
を
逐
ひ
て
移
る

　
　
春
光
護
襲
首
　
　
　
　
春
光
は
襲
の
首
に
護
き

　
　
秋
風
生
桂
枝
其
三
　
　
秋
風
は
桂
の
枝
に
生
る
（
其
の
三
）

こ
の
詩
は
鍾
山
を
仙
境
に
見
立
て
、
西
陽
王
に
つ
き
従
っ
て
遊
ん
だ
折
の
こ
と

を
讃
え
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、
洛
陽
の
周
囲
の
山
々
を
「
露
山
」
と
し
な

が
ら
、
都
の
北
に
位
置
す
る
鍾
山
へ
と
導
き
、
そ
の
様
を
神
仙
の
住
む
「
三

山
」
に
な
ぞ
ら
え
る
。
「
結
架
」
し
て
禅
定
を
得
る
こ
と
も
で
き
、
ま
た
「
五

薬
」
や
「
三
芝
」
を
求
め
る
に
も
ふ
さ
わ
し
い
所
と
す
る
。
第
三
連
で
は
眺
め

が
優
れ
る
こ
と
を
中
心
と
す
る
が
、
「
四
時
」
を
表
す
の
に
、
「
秋
風
」
と
並
べ

て
「
春
光
」
が
鍾
山
の
頂
に
き
ら
め
く
様
を
言
う
。
仙
境
を
照
ら
し
、
西
陽
王

と
共
に
こ
れ
を
浴
び
る
と
い
う
の
が
、
詩
語
「
春
光
」
の
根
幹
を
な
す
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
日
本
の
漢
詩
文
で
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
８
一

　
日
本
に
お
け
る
漢
文
で
は
、
『
本
朝
文
粋
』
に
一
つ
「
春
光
」
が
見
出
せ
る
。

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
」
の
「
春
の
光
」

仲
春
二
月
の
野
遊
を
表
す
序
文
で
あ
る
。

　
　
　
　
春
の
日
の
野
遊
　
和
漢
意
に
任
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橘
在
列

　
　
そ
れ
上
年
の
候
、
仲
春
の
天
、
槻
林
の
深
き
窓
を
出
で
て
、
松
樹
の
遠
地

　
　
を
望
む
。
所
謂
好
客
の
群
雄
な
り
。
時
に
嵩
岳
の
西
脚
、
洛
水
の
東
頭
、

　
　
野
煙
の
春
の
光
に
嚥
き
て
、
各
一
句
を
吟
じ
、
山
霞
の
晩
の
色
を
酌
み
て
、

　
　
皆
数
盃
に
酔
へ
り
。
松
根
に
衙
り
て
腰
を
摩
れ
ば
、
千
年
の
翠
手
に
満
て

　
　
り
。
梅
花
を
折
り
て
首
に
挿
め
ば
、
二
月
の
雪
衣
に
落
つ
。
こ
れ
蓋
し
吾

　
　
が
朝
の
風
俗
、
子
日
の
嘉
会
な
り
。
志
の
之
く
所
、
蓋
ぞ
翰
墨
を
命
ぜ
ざ

　
　
ら
ん
と
爾
云
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
一
、
和
歌
序
・
三
五
〇
）

こ
こ
で
の
「
春
光
」
も
野
遊
の
中
で
目
に
し
た
、
も
や
の
立
ち
こ
め
る
春
の
景

で
あ
る
。
子
の
日
は
日
本
の
風
俗
で
あ
る
と
文
章
中
で
も
断
り
が
あ
る
が
、
め

で
た
い
集
ま
り
を
野
で
行
う
の
は
『
文
選
』
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
野

山
に
遊
ぶ
目
的
、
季
節
を
二
月
と
明
記
す
る
な
ど
、
『
文
選
』
と
多
少
異
な
る

点
が
あ
る
の
は
、
日
本
に
お
い
て
も
「
春
光
」
が
根
付
く
際
に
、
前
節
で
考
察

し
た
和
歌
の
表
現
と
の
行
き
来
が
あ
っ
た
可
能
性
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
文

章
に
も
「
雪
」
が
見
え
る
の
も
、
和
歌
で
の
あ
り
方
と
結
び
つ
く
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
も
っ
と
も
、
「
雪
」
は
こ
こ
で
は
不
遇
を
嘆
く
意
味
で
は
な
く
、
梅
の

花
の
花
び
ら
の
散
り
か
か
る
様
を
瞼
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
衙
松
根
摩
腰
　
千

年
之
翠
満
手
　
折
梅
花
挿
頭
　
二
月
之
雪
落
衣
」
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
（
上
・

　
　
　
　
　
一
１
９
一

春
・
子
日
・
三
〇
）
に
も
採
ら
れ
て
い
て
、
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



『
源
氏
物
語
』
の

「
春
の
光
」

う
で
あ
る
。

　
ま
た
日
本
の
漢
詩
に
も
、
「
春
光
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。

光
」
を
詠
ん
だ
和
歌
で
、
道
真
歌
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

文
草
』
に
も
三
例
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
を
検
討
し
よ
う
。

　
四
四
〇
　
早
春
侍
レ
宴
、
同
賦
二
殿
前
梅
花
一
鷹
レ
製
。

「
春
の

『
菅
家

　
　
非
紅
非
紫
綻
春
光
　
　
紅
に
非
ず
紫
に
非
ず
　
春
光
に
綻
ぶ

　
　
天
素
從
來
奉
玉
皇
　
　
天
素
從
來
　
玉
皇
に
奉
る

　
　
羊
角
風
猶
頒
曉
氣
　
　
羊
角
の
風
は
　
な
ほ
し
曉
氣
を
頒
つ

　
　
鵜
毛
雪
剰
便
寒
粧
　
　
鵜
毛
の
雪
は
　
剰
さ
へ
寒
粧
を
恨
す

　
　
不
容
粉
妓
倫
看
取
　
　
粉
の
妓
の
倫
に
看
取
る
を
容
さ
ず

　
　
態
叱
黄
蔑
戯
踏
傷
　
　
黄
な
る
蔑
の
戯
に
踏
み
傷
る
こ
と
を
叱
ぶ
な
ら
む

　
　
請
莫
多
憐
転
一
樹
　
　
請
ふ
ら
く
は
　
多
く
憐
れ
ぶ
こ
と
な
　
梅
一
樹

　
　
色
青
松
竹
立
花
傍
　
　
色
青
く
し
て
松
竹
　
花
の
傍
に
立
て
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
六
・
四
五
〇
－
一
頁
）

清
涼
殿
の
白
梅
が
「
春
光
」
に
よ
っ
て
染
め
ら
れ
、
雪
に
よ
っ
て
さ
ら
に
化
粧

し
た
よ
う
だ
と
讃
え
る
詩
で
あ
る
。
梅
は
仙
人
に
た
と
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る

が
、
「
玉
皇
」
す
な
わ
ち
天
帝
に
奉
仕
し
て
き
た
と
し
、
緑
を
失
わ
な
い
松
や

竹
と
配
す
る
な
ど
、
仙
境
と
し
て
の
世
界
を
描
い
て
い
る
。
早
春
と
い
う
季
節

に
、
天
皇
の
恩
恵
を
表
す
こ
と
が
和
歌
に
お
け
る
「
春
の
光
」
と
共
通
し
て
い

る
。
こ
こ
で
も
「
雪
」
は
和
歌
と
異
な
る
意
味
で
あ
る
も
の
の
、
忘
れ
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

は
い
な
い
。
あ
と
二
例
は
い
ず
れ
も
隠
遁
す
る
道
士
を
照
ら
す
光
と
し
て
の
も

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
詩
語
「
春
光
」
は
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
歌
語
「
春
の

光
」
と
交
流
し
つ
つ
定
着
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
胡
蝶
巻
で
六
条
院
の
栄

華
を
「
春
の
光
」
と
表
し
た
の
は
、
漢
籍
で
の
意
味
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
残
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
幻
巻
や
早
蕨
巻
と
は
相
い
れ
な
い
よ
う
に
見
え

た
が
、
胡
蝶
巻
こ
そ
が
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
春
の
光
」
を
方
向
づ
け
て

い
る
と
考
え
た
い
。

　
田
中
幹
子
氏
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
胡
蝶
巻
は
、
詩
序
に
よ
る
「
仙
境
表
現
」

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
詳
細
に
論
じ
ら
れ
、
「
六
条
院
の
春
の
庭
は
、
王
朝

人
が
想
像
し
得
る
最
高
に
華
や
か
な
場
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

　
　
天
皇
で
は
な
い
光
源
氏
の
私
邸
で
の
私
宴
に
対
し
て
、
天
皇
或
い
は
上
皇

　
　
主
催
の
宴
の
常
套
的
賛
辞
で
あ
る
仙
境
の
瞼
え
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

　
　
が
、
重
み
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

と
胡
蝶
巻
を
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
胡
蝶
巻
に
あ
っ
て
、
い
わ
ば
「
仙
境
の

瞼
え
」
の
一
っ
と
も
言
え
る
「
春
の
光
」
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
幻
巻
や
早
蕨

巻
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
、

こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
漢
籍
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

「
春
光
」
と
、
和
歌
か
ら



生
ま
れ
た
「
春
の
光
」
と
の
、
二
っ
の
流
れ
が
『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
漢
籍
に
あ
っ
た
仙
境
や
俗
世
か
ら
の
隠
遁
が
、

和
歌
に
お
い
て
は
、
栄
達
に
見
放
さ
れ
た
不
遇
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
「
雪
」
が
不
遇
を
い
う
役
割
を

担
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
物
語
に
も
、
「
春
の
光
」
と
表
裏
を
な
す
、
不
遇
を
示
す
「
雪
」
が
語
ら
れ

て
い
る
。
ま
ず
早
蕨
の
場
合
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
の
直
前
の
総
角
巻
の

巻
末
近
く
、

　
　
年
の
暮
れ
が
た
に
は
、
か
か
ら
ぬ
所
だ
に
、
空
の
け
し
き
例
に
は
似
ぬ
を
、

　
　
荒
れ
ぬ
日
な
く
降
り
積
む
雪
に
う
ち
な
が
め
つ
つ
明
か
し
暮
ら
し
た
ま
ふ

　
　
心
地
、
尽
き
せ
ず
夢
の
や
う
な
り
。
　
　
（
五
巻
、
総
角
、
三
三
九
頁
）

と
あ
る
。
死
別
後
の
月
日
の
経
過
に
ふ
れ
、
そ
れ
を
「
夢
の
や
う
」
に
感
ず
る

点
は
、
総
角
巻
末
と
、
続
く
早
蕨
巻
頭
と
は
照
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
都
に

対
し
て
の
宇
治
は
、
や
は
り
「
雪
」
に
降
り
込
め
ら
れ
る
所
で
あ
っ
た
。

　
幻
巻
の
前
の
、
御
法
巻
末
も
同
じ
よ
う
な
特
徴
が
見
え
る
。

　
　
今
日
や
と
の
み
、
わ
が
身
も
心
づ
か
ひ
せ
ら
れ
た
ま
ふ
を
り
多
か
る
を
、

　
　
は
か
な
く
て
つ
も
り
に
け
る
も
、
夢
の
心
地
の
み
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
巻
、
御
法
、
五
一
八
頁
）

幻
と
早
蕨
と
は
、
巻
頭
が
照
応
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
至
る
直
前
の
巻
末

近
く
も
照
応
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
－
の
「
春
の
光
」

　
ま
た
、
「
雪
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
幻
巻
に
入
っ
て
か
ら
、
光
源
氏
が
紫
の

上
を
回
想
す
る
条
は
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
入
道
の
宮
の
渡
り
は
じ
め
た
ま
へ
り
し
ほ
ど
、
そ
の
を
り
は
し
も
、
色
に

　
　
は
さ
ら
に
出
だ
し
た
ま
は
ざ
り
し
か
ど
、
事
に
ふ
れ
っ
っ
、
あ
ぢ
き
な
の

　
　
わ
ざ
や
と
思
ひ
た
ま
へ
り
し
気
色
の
あ
は
れ
な
り
し
中
に
も
、
雪
降
り
た

　
　
り
し
暁
に
立
ち
や
す
ら
ひ
て
、
わ
が
身
も
冷
え
入
る
や
う
に
お
ぼ
え
て
、

　
　
空
の
け
し
き
は
げ
し
か
り
し
に
、
い
と
な
っ
か
し
う
お
い
ら
か
な
る
も
の

　
　
か
ら
、
袖
の
い
た
う
泣
き
濡
ら
し
た
ま
へ
り
け
る
を
ひ
き
隠
し
、
せ
め
て

　
　
紛
ら
は
し
た
ま
へ
り
し
ほ
ど
の
用
意
な
ど
を
、
夜
も
す
が
ら
、
夢
に
て
も
、

　
　
ま
た
は
い
か
な
ら
む
世
に
か
と
思
し
つ
づ
け
ら
る
。
曙
に
し
も
、
曹
司
に

　
　
下
る
る
女
房
な
る
べ
し
、
「
い
み
じ
う
も
積
も
り
に
け
る
雪
か
な
」
と
言

　
　
ふ
声
を
聞
き
っ
け
た
ま
へ
る
、
た
だ
そ
の
を
り
の
心
地
す
る
に
、
御
か
た

　
　
は
ら
の
さ
び
し
き
も
、
い
ふ
方
な
く
悲
し
。

　
　
　
　
う
き
世
に
は
ゆ
き
消
え
な
ん
と
思
ひ
っ
っ
思
ひ
の
外
に
な
ほ
ぞ
ほ
ど

　
　
　
　
ふ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
巻
、
幻
、
五
二
三
－
四
頁
）

夢
に
ふ
れ
る
な
ど
、
御
法
の
巻
末
と
も
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
幻
巻
や
早
蕨
巻

の
新
春
の
景
は
、
「
雪
」
と
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
必
要
か
ら
来
る
も
の
ら
し

い
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
不
遇
の
「
雪
」

の
中
に
追
い
や
ら
れ
た
の
は
、
紫
の
上
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
胡
蝶
巻
で
は

春
の
町
の
女
主
人
と
し
て
中
宮
と
も
応
酬
で
き
た
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五



　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
」
の
「
春
の
光
」

三
宮
に
よ
っ
て
対
に
追
い
や
ら
れ
、
「
雪
」
の
夜
に
袖
を
濡
ら
す
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
「
二
月
の
十
余
日
」
（
四
巻
、
若
菜
上
、
六
一
頁
）
か
ら
三
日
目
と
い

え
ば
、
春
の
盛
り
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
季
節
の
春
の
町
に
降
る
雪
は
、

紫
の
上
が
「
春
の
光
」
の
た
だ
中
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。

そ
し
て
同
時
に
、
六
条
院
そ
の
も
の
も
、
「
い
つ
も
春
の
光
を
籠
め
た
ま
へ
る

大
殿
」
（
三
巻
、
胡
蝶
、
一
六
九
頁
）
か
ら
姿
を
変
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
二
節
で
取
り
上
げ
た
『
古
今
集
』
深
養
父
歌
と
物
語
と
の
関
連
に
っ
い
て
、

再
び
考
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。
深
養
父
歌
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
女
三
宮
の
光

源
氏
へ
の
応
答
の
元
歌
と
し
て
知
サ
れ
る
和
歌
で
あ
る
。

　
　
悶
伽
の
花
の
夕
映
え
し
て
い
と
お
も
し
ろ
く
見
ゆ
れ
ば
、
「
春
に
心
寄
せ

　
　
た
り
し
人
な
く
て
、
花
の
色
も
す
さ
ま
じ
く
の
み
見
な
さ
る
る
を
、
仏
の

　
　
御
飾
り
に
て
こ
そ
見
る
べ
か
り
け
れ
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
「
対
の
前
の
山

　
　
吹
こ
そ
な
ほ
世
に
見
え
ぬ
花
の
さ
ま
な
れ
。
房
の
大
き
さ
な
ど
よ
。
品
高

　
　
く
な
ど
は
お
き
て
ざ
り
け
る
花
に
や
あ
ら
ん
、
は
な
や
か
に
に
ぎ
は
は
し

　
　
き
方
は
い
と
お
も
し
ろ
き
も
の
に
な
ん
あ
り
け
る
。
植
ゑ
し
人
な
き
詞
と

　
　
も
知
ら
ず
顔
に
て
常
よ
り
も
に
ほ
ひ
重
ね
た
る
こ
そ
あ
は
れ
に
は
べ
れ
」

　
　
と
の
た
ま
ふ
。
御
答
へ
に
、
「
谷
に
は
春
も
」
と
何
心
も
な
く
聞
こ
え
た

　
　
ま
ふ
を
、
言
し
も
こ
そ
あ
れ
、
心
憂
く
も
と
思
さ
る
る
に
っ
け
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
巻
、
幻
、
五
三
一
；
二
頁
）

山
吹
は
、
胡
蝶
巻
の
船
楽
の
折
に
も
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
が
讃
え
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
エ
ハ

そ
れ
を
よ
す
が
に
紫
の
上
を
偲
ぽ
う
と
す
る
光
源
氏
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
る
。

従
来
、
女
三
宮
の
こ
の
言
葉
は
、
光
源
氏
へ
の
共
感
に
欠
け
る
こ
と
な
ど
、
し

情
面
へ
の
痛
手
の
大
き
さ
が
言
わ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
雪
の
日
の
紫
の

上
の
回
想
を
踏
ま
え
た
上
で
の
こ
の
答
え
の
出
現
は
、
光
源
氏
の
心
情
に
と
ど

ま
ら
ず
、
六
条
院
世
界
に
も
衝
撃
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
女
三
宮
は
、
亡
き

紫
の
上
に
代
わ
っ
て
春
の
大
殿
に
住
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
春
の
光
」
に
満

ち
た
春
の
町
の
女
主
人
を
継
承
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は

六
条
院
が
仙
境
で
あ
り
続
け
、
胡
蝶
巻
の
栄
華
を
保
っ
こ
と
も
否
定
す
る
と
よ

め
る
。

　
胡
蝶
巻
で
仙
境
と
し
て
「
春
の
光
」
に
満
ち
て
い
た
六
条
院
は
、
幻
巻
の
巻

頭
で
は
そ
の
残
照
を
偲
ぶ
の
み
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
「
光
隠
れ
た
ま
ひ
に

し
後
」
（
五
巻
、
匂
兵
部
卿
、
一
七
頁
）
の
早
蕨
で
は
、
確
た
る
「
春
の
光
」

は
も
は
や
無
く
、
雪
に
埋
も
れ
る
宇
治
か
ら
都
を
望
む
に
止
ま
る
こ
と
に
な
る
。

結
び

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
春
の
光
」
を
、
歌
語
と
し
て
の
「
春
の
光
」
と

詩
語
「
春
光
」
の
両
方
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て
考
え
、
仙
境
と
し
て
描
か
れ

る
六
条
院
の
栄
華
と
、
そ
れ
が
失
わ
れ
て
ゆ
く
様
と
を
追
う
こ
と
を
試
み
た
。

　
和
歌
の
表
現
で
は
、
天
皇
を
光
に
た
と
え
る
と
い
う
、
古
く
か
ら
の
伝
統
が
、

「
春
の
光
」
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
の
方
法
を
持
つ
よ
う
に
な



っ
た
と
い
え
る
。
一
方
、
漢
籍
で
仙
境
を
表
す
言
葉
で
あ
っ
た
「
春
光
」
も
、

日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
か
ら
歌
語
「
春
の
光
」
と
相
互
に
関
わ
り
な
が
ら
定
着

し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
、
中
国
と
は
少
々
異
な
っ
た
用
い
ら
れ
方
を
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
物
語
で
の
表
現
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
を
通
し
て
、
歌
語
と
詩
語
の
生
成
に

迫
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

　
本
文
は
、
阿
部
秋
生
・
秋
山
度
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
　
源
氏
物
語
』
（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
。
）
に
よ
り
、
以
下

巻
名
、
巻
数
、
頁
数
の
み
を
記
す
。
な
お
、
引
用
文
中
に
付
し
た
傍
線
は
す
べ
て

筆
者
に
よ
る
。

　
倉
林
正
次
「
源
氏
物
語
「
幻
巻
」
の
歳
事
構
想
（
上
）
１
歳
事
文
学
試
論
ｌ
Ｌ

（
「
国
学
院
雑
誌
』
一
九
八
八
年
＝
一
月
。
）

　
前
掲
『
新
編
全
集
－
四
巻
五
二
一
頁
頭
注
。

　
な
お
、
こ
の
冒
頭
部
に
お
い
て
、
光
源
氏
が
起
居
す
る
の
が
六
条
院
な
の
か
二

条
院
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
待
井
新
一
「
源
氏
物
語
幻
の
巻
の
解
釈

－
二
条
院
か
六
条
院
か
１
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
六
二
年
二
一
月
）
以
来
考

え
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
光
源
氏
が
築
き
上
げ
た
世
界
で
あ
る
六
条
院
と
、

紫
の
上
を
偲
ぷ
よ
す
が
の
あ
る
二
条
院
と
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
重
ね
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
　
一
二
（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
、
二
一
二
－

五
頁
。
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

（
１
５
）

（
１
６
）

　
吉
井
美
弥
子
「
早
蕨
巻
の
方
法
－
巻
頭
表
現
を
起
点
と
し
て
－
」
（
『
中
古
文
学

論
孜
－
六
号
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
中
古
文
学
研
究
会
、
一
九
八
五
年
一
〇
月
。
）

　
小
町
谷
照
彦
「
源
氏
物
語
第
三
部
１
「
早
蕨
」
の
歌
こ
と
ば
表
現
を
読
む
」

（
『
国
文
学
－
一
九
八
六
年
一
一
月
。
）

　
前
掲
『
源
氏
物
語
評
釈
　
一
二
二
三
頁
。

　
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
古
今
和
歌
集
』
（
岩

波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
二
六
三
頁
。
）
以
降
、
八
代
集
は
新
大
系
に
よ
り
、
巻

名
と
国
歌
大
観
番
号
を
付
す
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
和
歌
の
検
索
は
す
べ
て
『
新

編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店
）
に
よ
る
。

　
玉
上
琢
彌
編
　
山
本
利
達
・
石
田
穣
二
校
訂
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
」
（
角
川
書

店
、
一
九
六
八
年
、
五
二
二
頁
。
）

　
片
桐
洋
一
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
後
撰
和
歌
集
』
（
岩
波
書
店
、
一

九
九
〇
年
、
一
〇
頁
。
）

　
田
中
裕
・
赤
瀬
信
吾
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
新
古
今
和
歌
集
』
（
岩

波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
四
一
九
頁
。
）

　
久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
七
－
（
講
談
社
、
一
九
七
七
年
、
二
四

－
五
頁
。
）

　
川
口
久
雄
・
志
田
延
義
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
和
漢
朗
詠
集
梁
塵
秘

抄
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
六
三
頁
。
）

　
注
（
１
２
）
に
同
じ
。

　
後
藤
祥
子
〕
艮
傷
の
四
季
」
（
秋
山
虞
・
木
村
正
中
・
清
水
好
子
編
『
講
座

源
氏
物
語
の
世
界
　
七
』
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
五
月
。
）

　
私
家
集
の
本
文
は
『
新
編
国
歌
大
観
　
三
』
（
角
川
書
店
、
一
九
八
五
年
。
）
に

よ
っ
た
。

　
な
お
、
藤
原
定
家
の
詠
歌
と
幻
巻
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
清
水
婦
久
子
「
源

氏
物
語
の
和
歌
－
風
景
と
人
物
１
」
（
『
和
歌
と
物
語
　
和
歌
文
学
論
集
３
』
風
間

『
源
氏
物
語
』
の
「
春
の
光
」

二
七



，
源
氏
物
語
』
の

「
春
の
光
」

　
　
書
房
、
一
九
九
三
年
九
月
。
）
な
ど
の
論
考
が
あ
る
。

（
１
７
）
　
本
文
中
に
引
用
で
き
な
か
っ
た
他
の
連
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

重
山
紀
地
徳

地
険
資
嶽
重

終
南
表
秦
硯

少
室
遺
王
城

翠
鳳
翔
准
海

衿
帯
続
神
堀

北
阜
何
其
峻

林
薄
杏
葱
青
其
一

駿
地
多
奇
嶺

干
雲
非
一
状

合
沓
共
隠
天

参
差
互
相
望

窪
律
樽
丹
舳

峻
岨
起
青
障

勢
随
九
疑
高

氣
與
三
山
壮
其
二

多
値
息
心
侶

結
架
山
之
足

八
解
鳴
澗
流

四
輝
隠
嚴
曲

窃
冥
終
不
見

露
山
は
地
徳
を
紀
し

地
険
は
嶽
重
に
資
る

終
南
は
秦
磁
を
表
し

少
室
は
王
城
に
遍
し

翠
鳳
　
准
海
に
翔
り

衿
帯
　
神
堀
を
続
れ
り

北
阜
　
何
ぞ
其
れ
峻
し
き

林
薄
　
杏
と
し
て
葱
青
た
り
（
其
の
一
）

地
よ
り
鐙
り
て
　
奇
嶺
　
多
く

雲
を
干
す
こ
と
　
一
状
に
非
ず

合
沓
と
し
て
共
に
天
を
隠
し

参
差
と
↓
て
互
に
相
望
む

蟹
律
と
し
て
丹
き
舳
を
構
へ

峻
喧
と
し
て
青
き
障
を
起
す

勢
ひ
は
九
疑
に
随
ひ
て
高
く

氣
は
三
山
と
與
に
壮
な
り
（
其
の
二
）

多
心
を
息
む
る
侶
に
値
ひ

架
を
山
の
足
に
結
べ
り

八
解
は
澗
の
流
れ
に
鳴
り

四
藤
は
嚴
の
曲
に
隠
る

窃
冥
と
し
て
終
に
見
え
ざ
る
も

（
１
８
）

（
１
９
）

（
２
０
）

粛
條
無
可
欲

所
願
從
之
遊

寸
心
於
此
足
其
四

二
八

粛
條
と
し
て
欲
す
可
き
無
し

願
ふ
所
は
之
に
從
ひ
て
遊
ば
ん
こ
と

寸
心
　
此
に
於
て
足
り
な
ん
（
其
の
四
）

　
君
王
挺
逸
趣
　
　
　
　
君
王
　
逸
趣
を
挺
で

　
羽
施
臨
崇
基
　
　
　
　
羽
施
　
崇
基
に
臨
め
り

　
白
雲
随
玉
趾
　
　
　
　
白
雲
は
玉
な
す
趾
に
随
ひ

　
青
霞
雑
桂
旗
　
　
　
　
青
霞
は
桂
の
旗
に
雑
る

　
滝
留
訪
五
薬
　
　
　
　
滝
留
し
て
五
薬
を
訪
ひ

　
顧
歩
什
三
芝
　
　
　
　
顧
歩
し
て
三
芝
を
什
つ

　
於
焉
仰
錬
駕
　
　
　
　
於
焉
に
錬
駕
を
仰
ぐ

　
歳
暮
以
爲
期
其
五
　
　
歳
暮
　
以
て
期
と
篇
さ
ん
（
其
の
五
）

　
花
房
英
樹
『
全
釈
漢
文
大
系
　
文
選
（
詩
騒
編
）
三
』
（
集
英
社
、
一
九
七
四

年
、
三
二
：
丁
八
頁
。
）
に
よ
っ
た
が
、
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の

ほ
か
の
漢
籍
の
「
春
光
」
の
用
例
と
し
て
は
管
見
で
は
、
早
い
も
の
で
『
玉
蔓
新

詠
』
な
ど
、
六
朝
か
ら
晩
唐
ご
ろ
ま
で
で
十
数
例
見
ら
れ
る
。
そ
の
多
く
は
「
桃

李
」
な
ど
と
合
わ
せ
て
春
の
盛
り
を
う
た
う
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
漢
籍
の
「
春

光
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
改
め
て
考
え
た
い
。

　
大
曾
根
章
介
・
金
原
理
・
後
藤
昭
雄
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
朝
文

粋
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
六
七
頁
。
原
文
は
三
二
三
－
四
頁
に
あ
り
。
）

　
前
掲
『
和
漢
朗
詠
集
』
五
四
頁
。

　
川
口
久
雄
校
注
「
日
本
古
典
文
学
大
系
　
菅
家
文
草
菅
家
後
集
』
（
岩
波
書

店
、
一
九
六
六
年
。
）
本
文
に
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
二
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
隠
遁
す
る
道
士
を
照
ら
す
光
で
あ
る
。

三
一
九
　
野
庄
。

　
適
逢
知
意
翫
春
光
　
　
適
知
意
に
逢
ひ
て
　
春
光
を
翫
ぶ



　
　
　
緑
柳
紅
櫻
続
小
廊
　
　
緑
柳
紅
櫻
　
小
廊
を
続
る

　
　
　
不
見
家
中
他
事
業
　
　
家
中
　
他
の
事
業
を
見
ず

　
　
　
計
將
道
士
晩
駈
羊
　
　
計
將
ら
く
は
　
道
士
　
晩
に
羊
を
駈
け
し
む
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
・
僧
房
屏
風
圖
・
三
五
五
頁
）

　
　
四
六
七
　
海
上
春
意
。

　
　
　
蹉
駝
責
雪
與
心
灰
　
　
蹉
駝
た
り
　
責
雪
と
心
灰
と

　
　
　
不
登
春
光
何
慮
來
　
　
覧
え
ず
　
春
光
何
れ
の
慮
よ
り
か
來
れ
る

　
　
　
染
筆
支
願
閑
計
會
　
　
筆
を
染
め
頭
を
支
へ
て
　
閑
に
計
會
す

　
　
　
山
花
逢
向
浪
花
開
　
　
山
花
逢
に
浪
花
に
向
ひ
て
開
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
六
・
近
院
山
水
障
子
詩
・
四
六
六
頁
）

一
２
１
）
　
田
中
幹
子
「
源
氏
物
語
「
胡
蝶
」
の
巻
の
仙
境
表
現
－
本
朝
文
粋
巻
十
所
収
詩

　
　
序
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
－
」
一
『
伝
承
文
学
研
究
』
伝
承
文
学
研
究
会
、
一
九
九

　
　
七
年
一
月
。
）

　
　
　
他
に
も
六
条
院
に
仙
境
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
林
正
明

　
　
「
蓬
莱
の
島
と
六
条
院
の
庭
園
」
（
『
鶴
見
大
学
紀
要
　
第
一
部
　
国
語
・
国
文
学

　
　
篇
』
二
四
号
、
一
九
八
七
年
三
月
。
）
や
、
横
井
孝
「
源
氏
物
語
と
作
庭
秘
伝
書

　
　
１
「
六
条
院
」
の
基
底
１
」
一
王
朝
物
語
研
究
会
編
『
研
究
講
座
　
源
氏
物
語
の

　
　
視
界
４
　
六
条
院
の
内
と
外
』
新
典
社
、
一
九
九
七
年
五
月
。
初
出
は
『
静
岡
大

　
　
学
教
育
学
部
研
究
報
告
＝
二
八
、
一
九
八
八
年
三
月
。
）
な
ど
の
論
考
が
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の

「
春
の
光
」

二
九


	『源氏物語』の「春の光」
	はじめに
	一、
	二、
	三、
	四、
	結び



