
源
氏
物
語
の
四
季
観

そ
の
基
底
に
あ
る
も
の

武

原

弘

 
 
 
一

 
源
氏
物
語
の
四
季
・
自
然
が
、
人
間
と
の
深
い
融
合
調
和
の
関
係
に
あ
っ
て
、

そ
こ
に
情
趣
豊
か
な
美
的
形
姿
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ユ
 

諸
先
学
に
よ
っ
て
つ
と
に
考
査
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の

糸
巻
に
お
い
て
、
季
節
の
推
移
、
折
々
の
自
然
景
物
は
、
作
中
人
物
た
ち
の
生

活
や
内
面
心
情
と
切
実
に
対
応
し
、
美
妙
に
調
和
し
て
現
前
す
る
の
が
ほ
と
ん

ど
常
態
と
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
自
然
描
写
の
あ
り
方
を
総
じ
て
、
景
情
一

致
、
主
客
融
合
の
表
現
態
と
規
定
す
る
通
説
は
、
ま
っ
た
く
妥
当
と
さ
れ
得
よ

う
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し
た
四
季
・
自
然
と
人
事
と
の
融
和
の
関
係
が
十
全

に
満
た
さ
れ
て
描
か
れ
る
の
が
、
六
条
院
四
季
の
町
の
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
も
、

い
ま
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
四
季
観
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
、

先
ず
は
じ
め
に
、
六
条
院
の
四
季
・
自
然
の
形
姿
に
つ
い
て
再
確
認
す
る
の
が

肝
要
事
で
あ
ろ
う
。

 
六
条
院
の
四
季
は
、
「
初
音
」
巻
の
春
か
ら
巡
り
は
じ
め
る
。

 
 
 
年
た
ち
か
へ
る
朝
の
空
の
け
し
き
、
な
ご
り
な
く
濁
ら
ぬ
う
ら
ら
け
さ

 
 
に
は
、
数
な
ら
ぬ
垣
根
の
内
だ
に
、
雪
間
の
草
若
や
か
に
色
づ
き
は
じ
め
、

 
 
い
つ
し
か
と
け
し
き
だ
っ
霞
に
木
の
芽
も
う
ち
け
ぶ
り
、
お
の
つ
か
ら
人

 
 
の
心
も
の
び
ら
か
に
見
ゆ
る
か
し
。
 
 
 
 
 
（
初
音
、
㈹
1
圏
頁
）

新
造
成
っ
た
六
条
院
が
は
じ
め
て
迎
え
る
新
春
。
右
の
一
文
は
洛
中
市
井
の
情

景
を
描
い
て
い
る
が
、
春
の
訪
れ
と
共
に
新
し
い
生
命
を
甦
ら
せ
る
自
然
と
そ

れ
に
呼
応
し
て
歓
喜
の
心
を
広
げ
る
人
間
の
様
子
が
生
き
生
き
と
表
現
さ
れ
て

い
る
。
鈴
木
日
出
男
氏
の
評
言
に
従
え
ば
、
「
天
象
景
物
そ
の
も
の
が
一
つ
一

つ
の
生
命
体
と
し
て
生
動
し
」
「
自
然
と
人
間
の
感
応
し
あ
う
固
有
の
世
界
」

 
 
 
 
 
 

で
あ
る
。
か
く
て
、
六
条
院
春
の
町
は
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
（
右
同
）
さ

な
が
ら
、
梅
も
鶯
も
聖
上
ほ
か
の
女
た
ち
も
、
す
べ
て
が
祝
福
に
満
た
さ
れ
る

町
で
あ
る
。
里
親
た
る
遊
宴
の
会
、
春
秋
の
風
流
を
争
う
贈
答
な
ど
を
経
な
が

ら
、
時
節
は
や
が
て
夏
へ
と
向
か
う
。

 
更
衣
の
こ
ろ
、
源
氏
は
養
女
玉
絹
（
世
間
に
は
実
娘
と
知
ら
せ
て
あ
る
）
へ

の
恋
情
を
募
ら
せ
て
い
る
。
分
別
ざ
か
り
の
彼
が
、
い
ま
こ
の
危
う
い
懸
想
に

う
つ
つ
を
忘
れ
て
と
り
乱
す
こ
と
は
な
い
。
が
、
抑
圧
さ
れ
た
情
念
の
炎
は
、

彼
の
内
な
る
闇
の
中
で
怪
し
げ
に
燃
え
続
け
、
あ
る
い
は
燥
る
。

 
 
 
御
前
に
、
乱
れ
が
は
し
き
前
栽
な
ど
も
植
ゑ
さ
せ
た
ま
は
ず
、
撫
子
の

 
 
色
と
と
の
へ
た
る
、
唐
の
、
大
和
の
、
籠
い
と
な
つ
か
し
く
結
ひ
な
し
て
、

 
 
咲
き
乱
れ
た
る
夕
映
え
い
み
じ
く
見
ゆ
。
 
 
 
（
常
夏
、
㈹
⊥
三
八
頁
）
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源
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に
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る
も
の
i



夏
の
町
の
黄
昏
時
の
前
栽
の
風
景
。
「
咲
き
乱
れ
た
る
」
撫
子
は
、
恋
情
募
ら

せ
な
が
ら
源
氏
が
三
塁
に
近
づ
く
、
そ
の
心
象
の
風
景
で
あ
ろ
う
。
遠
い
過
去

の
、
お
よ
そ
地
上
の
も
の
と
は
思
え
な
い
夕
顔
と
の
純
愛
の
思
い
出
が
、
彼
の

心
内
に
鮮
や
か
に
甦
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
の
灼
熱
の
恋
も
、
同
じ
く
夏

の
黄
昏
時
の
薄
暮
の
中
に
花
開
き
は
じ
ま
っ
た
。

 
 
 
な
で
し
こ
の
と
こ
な
つ
か
し
き
色
を
見
ば
も
と
の
垣
根
を
人
や
た
つ
ね

 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
、
人
言
）

六
条
院
の
夏
が
、
玉
婁
へ
の
詩
吟
の
あ
や
に
く
の
恋
情
に
お
し
た
て
ら
れ
て
過

ぎ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
彼
女
が
夏
の
御
殿
の
女
主
人
花
散
里
の
西
の

対
に
起
居
し
て
い
る
故
な
の
で
あ
る
が
、
い
ま
あ
わ
せ
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
、

玉
茎
を
慕
う
源
氏
の
情
念
が
、
亡
き
夕
顔
へ
の
限
り
な
い
追
懐
の
想
念
と
深
く

結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
想
起
さ
れ
黒
子
国
里
邸

で
の
懐
旧
の
思
い
。

 
 
 
橋
の
香
を
な
つ
か
し
み
ほ
と
と
ぎ
す
花
散
る
里
を
た
つ
ね
て
ぞ
と
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
花
豊
里
、
ω
一
派
頁
）

 
さ
て
、
ど
こ
か
に
頽
廃
の
匂
い
を
漂
わ
せ
て
い
た
夏
が
終
わ
り
、
六
条
院
に

秋
色
が
深
ま
る
。
秋
好
む
中
宮
の
御
殿
の
庭
は
、
い
ま
時
節
の
雅
趣
に
い
や
映

え
る
。

 
 
 
中
宮
の
御
前
に
、
秋
の
花
を
植
ゑ
さ
せ
た
ま
へ
る
こ
と
、
常
の
年
よ
り

 
 
見
ど
こ
ろ
多
く
、
色
種
を
尽
く
し
て
、
よ
し
あ
る
黒
木
、
赤
木
の
籠
を
結

 
 
ひ
ま
ぜ
っ
つ
、
同
じ
き
花
の
枝
ざ
し
、
姿
、
朝
夕
露
の
光
も
世
の
常
な
ら

 
 
ず
、
玉
と
か
か
や
き
て
、
造
り
わ
た
せ
る
野
辺
の
色
を
見
る
に
、
は
た
春

 
 
の
山
も
忘
ら
れ
て
、
（
下
略
）
 
 
 
 
 
 
 
 
（
野
分
、
偶
一
堂
頁
）

か
か
る
六
条
院
の
景
観
は
、
後
続
の
南
の
御
殿
の
庭
前
叙
景
に
さ
ら
に
具
象
化

さ
れ
、
露
光
る
小
萩
、
あ
る
い
は
撫
子
や
紫
苑
、
竜
胆
や
朝
顔
が
這
い
ま
じ
る

な
ど
、
秋
の
風
趣
を
集
め
尽
く
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
夜
の
激
し

い
野
分
で
、
風
雅
の
殿
堂
六
条
院
が
お
び
た
だ
し
い
乱
調
の
世
界
と
化
す
物
語

展
開
は
、
読
者
に
と
っ
て
た
し
か
に
意
表
を
つ
く
も
の
で
は
あ
る
。
吹
き
荒
ら

さ
れ
た
庭
園
の
描
写
に
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
、
『
枕
草
子
』
「
野
分

の
ま
た
の
日
こ
そ
」
の
章
段
で
清
少
納
言
が
提
示
し
た
美
意
識
と
の
類
似
を
読

む
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
「
野
分
」
巻
の
こ
の
場
面
が
物
語
の
構
想
や

人
物
の
内
面
心
情
と
い
か
に
深
く
関
わ
っ
て
焦
せ
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
描
写

の
異
質
性
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

 
 
 
山
の
木
ど
も
も
吹
き
な
び
か
し
て
、
枝
ど
も
多
く
折
れ
伏
し
た
り
。
草

 
 
む
ら
は
さ
ら
に
も
言
は
ず
、
檜
皮
、
瓦
、
所
ど
こ
ろ
の
立
蔀
、
透
垣
な
ど

 
 
や
う
の
も
の
み
だ
り
が
は
し
。
日
の
わ
っ
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
、
愁
へ

 
 
顔
な
る
庭
の
露
き
ら
き
ら
と
し
て
、
空
は
い
と
す
ご
く
霧
り
わ
た
れ
る
に
、

 
 
（
下
略
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
野
分
、
㈹
1
劉
～
皿
頁
）

こ
れ
が
自
然
の
客
観
描
写
で
な
い
こ
と
を
、
原
田
敦
子
氏
は
次
の
よ
う
に
説
く
。

 
 
 
乱
れ
た
庭
の
情
景
が
夕
霧
の
乱
れ
た
心
情
に
重
な
り
合
い
、
露
が
涙
を

 
 
導
き
出
す
な
ど
、
自
然
が
ド
ラ
マ
を
は
ら
み
つ
つ
夕
霧
の
心
理
に
凝
縮
し

 
 
て
ゆ
き
、
（
中
略
）
野
分
は
夕
霧
の
心
象
風
景
と
な
っ
て
、
物
語
の
中
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

 
 
吹
き
ぬ
け
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
紫
の
上
を
「
視
姦
」
（
三
谷
邦
明
氏
）
し
た
夕
霧
の
衝
撃
と
惑
乱
、
そ
れ

に
感
づ
い
た
源
氏
の
動
揺
な
ど
、
野
分
の
後
の
六
条
院
は
内
な
る
不
穏
を
萌
し

つ
つ
あ
る
。
伊
藤
各
氏
の
考
論
に
従
い
、
こ
れ
を
「
物
語
第
二
部
へ
の
胎
動
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

「
萌
芽
」
と
読
み
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
潜
在
の
、
可
能
態
と
し
て
の
危
機
、
六
条
院
の
円
満
と
秩
序
が
い
ま
す
ぐ
破

（12）



綻
を
来
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
夕
霧
を
従
え
て
そ
れ
ぞ

れ
の
町
を
巡
り
見
舞
う
源
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
主
人
の
人
柄
に
ふ
さ
わ
し
い

秋
の
風
趣
の
回
復
ぶ
り
を
領
知
す
る
と
こ
ろ
に
、
六
条
院
の
人
と
自
然
の
満
た

さ
れ
た
調
和
の
世
界
が
読
者
に
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
物
語
に
六
条
院
の
冬
が
描
か
れ
な
い
。
野
分
の
秋
に
次

ぐ
冬
の
季
節
美
が
、
か
つ
て
初
冬
十
月
に
六
条
院
入
り
し
（
「
少
女
」
巻
）
、
後

に
「
冬
の
御
方
」
（
梅
枝
、
㈹
1
姻
頁
）
と
呼
ば
れ
る
明
石
君
の
御
殿
を
中
心

に
展
叙
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
六
条
院
の
四
季
の
循
環
は
途
絶
し
た
こ
と
に

な
ら
な
い
か
。
「
御
幸
」
巻
の
大
原
野
の
冬
が
そ
の
補
償
描
写
に
当
た
る
と
読

む
に
も
、
了
解
は
で
き
な
い
。
熊
谷
義
隆
氏
の
考
説
に
よ
れ
ば
、
明
石
君
が
冬

の
季
節
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
「
薄
雲
」
巻
の
母
子
別
離
、
そ
の
後
の
知

性
的
な
自
己
抑
制
の
生
き
方
と
の
関
連
か
ら
で
あ
っ
て
、
玉
笹
十
帖
六
条
院
物

語
に
お
い
て
は
、
彼
女
は

 
 
冬
に
固
定
さ
れ
な
い
（
中
略
）
、
冬
的
な
あ
り
方
か
ら
春
的
な
あ
り
方
へ

 
の
推
移
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
つ
ま
り
、
冬
か
ら
春
の
再
生
へ
と
い
う

 
季
節
に
象
徴
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
の
よ
う
な
人
物
像
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
寂
蓼
と
悲
劇
の
季
節
」

冬
か
ら
、
「
再
生
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
」
春
へ
と
明
石
群
像
を
移
す
と
こ
ろ
に
、

「
季
節
と
人
物
と
の
固
定
的
な
関
係
へ
の
ず
ら
し
」
を
見
取
る
氏
の
読
み
は
正

当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
「
ず
ら
し
」
を
も
た
ら
す
物
語
の
論
理
こ
そ
が

考
察
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
要
点
な
の
で
あ
る
が
、
黒
革
に
従
え
ば
、
そ
れ

は
「
長
編
を
支
え
る
直
線
的
時
間
の
中
」
で
の
展
開
相
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
を
肯
じ
つ
つ
、
小
論
は
併
せ
て
西
村
亨
氏
の
『
王
朝
び
と
の
四
季
』
中
の
解

説
文
を
も
想
起
す
る
。

源
氏
物
語
の
四
季
観
 
一
そ
の
基
底
に
あ
る
も
の

 
 
 
秋
の
収
穫
が
終
る
と
穀
物
の
霊
魂
が
種
子
の
中
に
こ
も
っ
て
、
（
中
略
）

 
 
同
じ
よ
う
に
宗
教
的
な
首
長
が
も
の
に
こ
も
っ
て
威
力
あ
る
霊
魂
を
身
に

 
 
つ
け
る
の
が
「
ふ
ゆ
ご
も
り
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
破
っ
て
新
し
い
年
の
訪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 
 

 
 
れ
を
宣
言
す
る
の
が
「
は
る
」
で
あ
る
。

明
石
君
造
型
が
こ
の
「
ふ
ゆ
ご
も
り
」
「
は
る
」
の
信
仰
理
念
の
具
象
化
で
あ

る
と
考
え
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
と
し
て
、
六
条
院
戌
亥
の
町
で
厳
し
い
冬
を

迎
え
た
彼
女
が
、
ひ
た
す
ら
な
る
自
己
抑
制
と
卑
下
と
に
よ
っ
て
春
の
訪
れ
を

待
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
言
外
の
表
現
の
裡
に
お
か
れ
て
い
る

と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
ひ
っ
き
ょ
う
す
る
に
、
六
条
院
の
四
季
は
人
と
自
然
の
全
き
調
和
の
う
ち
に
、

古
代
的
な
死
と
再
生
の
循
環
律
で
推
移
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
長

谷
川
政
春
氏
の
論
述
に
従
っ
て
、

 
 
 
植
物
の
生
命
リ
ズ
ム
と
人
事
の
リ
ズ
ム
と
の
結
び
つ
き
を
根
深
く
も
つ

 
 
て
い
た
四
季
へ
の
時
間
意
識
（
中
略
）
す
な
わ
ち
永
遠
回
起
す
る
時
間
の

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
空
間
化

そ
れ
が
六
条
院
四
季
の
町
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
野
村
精
一
氏
が
説
く
「
コ

ス
モ
ロ
ジ
ィ
」
思
想
を
重
ね
解
い
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

 
 
 
古
代
文
明
に
お
け
る
空
間
支
配
の
思
想
の
パ
タ
ー
ン
の
、
古
代
日
本
に

 
 
お
け
る
反
映
、
（
中
略
〉
日
本
的
世
界
観
の
特
性
と
い
っ
て
い
い
”
自
然
”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
と
”
人
間
”
と
の
集
合
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ

そ
の
よ
う
な
「
宇
宙
」
な
の
で
あ
り
、
か
か
る
六
条
院
の
盟
主
光
源
氏
は
、
そ

の
豊
満
の
宇
宙
の
支
配
圏
な
の
で
あ
る
。
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二

 
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
四
季
・
自
然
と
人
事
と
の
融
合
調
和
を
描
く
表
現
は
、

物
語
に
お
い
て
圧
倒
的
か
つ
一
貫
的
に
読
ま
れ
な
が
ら
、
そ
の
深
層
に
お
い
て

は
む
し
ろ
相
互
の
離
反
、
乖
離
が
看
取
さ
れ
る
叙
述
が
多
い
点
こ
そ
、
い
っ
そ

う
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

 
 
 
花
の
木
ど
も
や
う
や
う
盛
り
過
ぎ
て
、
わ
っ
か
な
る
木
陰
の
い
と
白
き

 
 
庭
に
薄
く
霧
り
わ
た
り
た
る
、
そ
こ
は
か
と
な
く
霞
み
あ
ひ
て
、
秋
の
夜

 
 
の
あ
は
れ
に
多
く
た
ち
ま
さ
れ
り
。
 
 
 
 
 
（
須
磨
、
ω
1
㌫
頁
）

右
に
お
い
て
、
春
三
月
の
庭
前
に
秋
の
情
趣
を
味
わ
う
か
の
ご
と
く
の
源
氏
の

心
情
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
古
来
の
春
秋
優
劣
論
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ

る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
属
目
の
自
然
景
物
に
非
現
前
の
季
節
美
を

想
念
す
る
彼
の
内
面
心
理
と
は
、
場
面
に
お
い
て
著
し
く
理
知
的
観
念
的
と
い

え
る
。
こ
こ
で
は
、
源
氏
の
離
京
別
離
の
悲
哀
を
強
調
せ
ん
が
た
め
の
、
物
語

作
者
の
作
為
に
よ
る
秋
の
現
前
を
読
む
べ
き
な
の
で
あ
る
。

 
次
も
同
趣
の
季
節
描
写
例
で
あ
る
。

 
 
 
四
月
ば
か
り
の
空
は
、
そ
こ
は
か
と
な
う
心
地
よ
げ
に
、
一
つ
色
な
る

 
 
四
方
の
梢
も
を
か
し
う
見
え
わ
た
る
を
、
（
中
略
）
一
叢
薄
も
頼
も
し
げ

 
 
に
ひ
ろ
ご
り
て
、
虫
の
心
添
へ
む
秋
思
ひ
や
ら
る
る
よ
り
、
い
と
も
の
あ

 
 
は
れ
に
露
け
く
て
、
分
け
入
り
た
ま
ふ
。
 
 
 
 
（
柏
木
、
ω
1
鰯
頁
）

初
夏
の
景
物
を
写
し
と
り
な
が
ら
、
叙
述
の
赴
く
と
こ
ろ
、
「
薄
」
「
虫
の
音
」

「
露
」
な
ど
に
よ
っ
て
形
象
さ
れ
る
の
は
秋
の
季
節
美
で
あ
る
。
柏
木
の
死
を

悼
む
人
々
の
愁
傷
悲
歎
を
叙
す
に
、
悲
哀
の
季
節
秋
が
と
り
合
わ
せ
ら
れ
る
の

は
諒
と
す
る
も
、
現
前
の
季
節
と
人
々
の
心
情
の
不
整
合
は
す
で
に
明
瞭
と
解

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

 
属
目
の
自
然
景
物
を
離
れ
て
非
現
前
の
季
節
が
人
物
に
想
念
さ
れ
る
と
き
、

そ
れ
は
必
然
的
に
時
間
の
意
識
の
も
と
に
お
か
れ
て
現
象
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
人
物
の
、
現
在
の
で
は
な
い
、
未
来
の
季
節
か
、
過
去
の
そ

れ
か
が
想
念
さ
れ
る
の
で
、
季
節
は
い
ま
、
人
物
に
よ
っ
て
内
在
化
さ
れ
た
と

換
言
さ
れ
て
も
よ
い
。
こ
の
物
語
で
内
在
化
さ
れ
る
季
節
は
、
過
去
の
時
間
の

意
識
に
よ
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多
い
。

 
 
 
植
ゑ
し
若
木
の
桜
ほ
の
か
に
咲
き
そ
め
て
、
空
の
け
し
き
う
ら
ら
か
な

 
 
る
に
、
よ
う
つ
の
こ
と
思
し
出
で
ら
れ
て
、
う
ち
泣
き
た
ま
ふ
を
り
多
か

 
 
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
須
磨
、
ω
1
塑
頁
）

 
 
 
二
条
院
の
御
前
の
桜
を
御
覧
じ
て
も
、
花
の
宴
の
を
り
な
ど
思
し
出
づ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
薄
雲
、
②
1
豊
漁
）

い
ず
れ
も
、
桜
花
を
眺
め
や
り
な
が
ら
、
源
氏
が
藤
壷
と
の
遠
く
過
ぎ
た
愛
恋

を
し
み
じ
み
と
回
想
す
る
場
面
の
叙
述
で
あ
る
。

 
 
 
花
は
み
な
散
り
す
ぎ
て
、
な
ご
り
か
す
め
る
梢
の
浅
緑
な
る
木
立
、
昔
、

 
 
藤
の
宴
し
た
ま
ひ
し
、
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
な
り
け
り
か
し
と
思
し
出
つ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
若
菜
上
、
ω
1
8
2
頁
）

二
十
年
の
歳
月
を
隔
て
て
の
源
氏
と
朧
月
夜
の
再
会
場
面
。
晩
春
の
桜
の
梢
を

媒
介
と
し
て
、
源
氏
は
は
じ
め
て
契
り
を
交
わ
し
た
遠
い
春
を
思
い
返
し
て
い

る
。 

い
っ
た
い
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
作
中
人
物
に
よ
る
過
去
の
回
想
と
い
う
形

式
を
語
り
の
方
法
と
す
る
文
体
の
特
徴
は
、
あ
ま
り
に
も
顕
著
と
い
わ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
秋
山
慶
氏
は
、
こ
れ
を

 
 
 
物
語
世
界
の
過
去
を
こ
こ
に
ひ
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
を
照
ら
し

（14）



 
 
出
す
と
と
も
に
そ
れ
に
強
く
規
定
さ
れ
て
、
い
ま
書
か
れ
て
い
く
現
在
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
物
語
世
界
の
時
問
の
秩
序
の
な
か
に
相
対
化
す
る
独
自
の
精
神
運
動

と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
神
野
藤
昭
幽
明
の
愚
説
に
学
ん
で
、

 
 
 
時
間
の
推
積
が
今
の
光
源
氏
を
支
え
、
過
去
が
現
在
と
交
響
し
、
過
去

 
 
が
さ
な
が
ら
の
過
去
と
は
別
の
相
貌
を
帯
び
て
現
代
的
に
甦
生
し
て
く

 
 
（
注
1
1
）

 
 
る

と
了
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

 
こ
こ
で
、
小
論
が
特
に
留
意
し
て
お
き
た
い
要
点
が
あ
る
。
人
物
た
ち
の
回

想
の
な
か
に
お
か
れ
る
季
節
は
、
外
在
し
て
循
環
す
る
四
季
の
い
ず
れ
か
で
は

あ
り
え
な
い
、
異
質
の
季
節
に
変
貌
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
ま
人
物

た
ち
は
、
過
ぎ
去
っ
て
は
永
遠
に
回
帰
す
る
こ
と
の
な
い
、
一
回
起
的
時
間
を

生
き
て
い
る
。
藤
原
克
己
氏
が
説
く
「
す
べ
て
を
の
み
こ
ん
で
不
可
逆
に
流
れ

 
 
 
ク
ロ
ノ
ス
 
 
 
 
 
 
 
な
レ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ロ
ノ
ス

去
る
〈
時
間
＞
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
時
間
〉
の
な
か
に
お
か
れ
た
季

節
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
切
実
に
回
想
さ
れ
よ
う
と
も
、
再
び
回
帰
す
る
こ
と

は
け
っ
し
て
な
い
。
ひ
っ
き
ょ
う
、
そ
の
季
節
は
、
死
と
再
生
の
循
環
律
を
遠

く
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
も
は
や
四
票
差
の
で
は
な

い
。
清
水
好
子
氏
の
高
論
の
と
お
り
、
「
若
菜
」
上
・
下
巻
の
物
語
の
主
題
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

方
法
が
「
過
去
の
甦
り
」
「
過
去
の
問
い
直
し
」
で
あ
る
こ
と
を
肯
じ
て
、

い
ま
そ
の
論
旨
を
小
論
に
ひ
き
つ
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
物

語
第
二
部
は
、
四
季
か
ら
離
脱
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
喪
失
す
る
人
間
の
悲
劇

を
描
き
進
め
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
終
局
に
近
い
の
が
「
御
法
」

「
幻
」
両
巻
で
あ
る
の
で
、
そ
こ
で
の
季
節
表
現
が
い
か
な
る
様
相
を
見
せ
る

も
の
な
の
か
、
本
文
に
即
し
て
少
し
く
考
査
し
て
み
た
い
。

 
 
 
三
月
の
十
日
な
れ
ば
、
花
盛
り
に
て
、
空
の
け
し
き
な
ど
も
う
ら
ら
か

源
氏
物
語
の
四
季
観

そ
の
基
底
に
あ
る
も
の
i

 
 
に
お
も
し
ろ
く
、
仏
の
お
は
す
る
所
の
あ
り
さ
ま
遠
か
ら
ず
、
（
中
略
）

 
 
こ
の
こ
ろ
と
な
り
て
は
、
何
ご
と
に
つ
け
て
も
心
細
く
の
み
思
し
知
る
。

 
 
明
石
の
御
方
に
、
三
の
恐
し
て
聞
こ
え
た
ま
へ
る
。

 
 
 
惜
し
か
ら
ぬ
こ
の
身
な
が
ら
も
か
ぎ
り
と
て
薪
尽
き
な
ん
こ
と
の
悲
し

 
 
 
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
御
法
、
ω
一
翼
頁
）

い
ま
、
春
の
盛
り
。
花
は
燗
漫
空
は
晴
朗
、
人
々
の
様
子
も
ま
た
輝
く
明
る
さ

の
な
か
に
あ
る
も
、
近
い
死
を
予
感
す
る
紫
上
の
心
内
だ
け
は
深
い
寂
蓼
に
沈

ん
で
い
る
。
自
身
の
主
催
に
よ
る
法
会
の
荘
厳
さ
、
華
や
か
さ
が
、
逆
に
彼
女

の
内
界
の
悲
哀
感
を
増
量
深
化
さ
せ
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
誰
も
久
し
く
と
ま
る
べ
き
世
に
は
あ
ら
ざ
な
れ
ど
、
ま
つ
我
独
り
行
く

 
 
方
知
ら
ず
な
り
な
む
を
思
し
つ
づ
く
る
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
、
螂
～
娚
頁
）

右
の
「
行
く
方
知
ら
ず
」
が
、
「
歌
言
葉
。
死
の
至
り
着
く
之
こ
ろ
が
分
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
往
生
や
救
済
の
確
信
も
持
て
な
い
絶
望
的
な
気
持
」
を
表
わ
す

 
 
 
 
 
 
ぜ

と
す
る
『
全
集
』
頭
注
は
、
ま
っ
た
く
至
当
で
、
紫
野
の
底
知
れ
な
い
、
深

い
絶
望
と
不
安
は
、
詠
歌
に
よ
ら
な
く
て
は
言
い
表
わ
せ
ず
、
同
時
に
、
そ
れ

を
は
る
か
に
越
え
る
極
限
の
遠
さ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
引
用
し
た
短
い
叙

述
だ
け
で
で
も
確
認
で
き
る
が
、
い
ま
春
の
自
然
の
明
る
さ
と
雲
上
の
内
面
の

暗
い
寂
蓼
は
、
際
立
っ
て
対
照
的
で
あ
る
。
自
然
と
人
間
の
限
り
な
い
離
反
乖

離
を
示
し
て
い
る
。
生
命
の
甦
り
の
季
節
春
と
融
合
同
化
し
え
な
い
い
ま
の
掌

上
に
、
物
語
作
者
は
死
に
逝
い
て
甦
る
こ
と
の
な
い
、
人
間
存
在
に
お
け
る
不

救
済
の
状
況
を
か
た
ど
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
「
幻
」
巻
の
季
節
表
現
に
こ
そ
、
そ
う
し
た
自
然
と
人
間
の
乖
離
状
況
が
最

も
象
徴
的
、
集
約
的
に
描
き
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
楼
上
の
死
後
、
源
氏
は
深
い

（15）



悲
傷
悲
歎
の
涙
に
明
け
暮
れ
、
翌
春
を
迎
え
る
。

 
 
 
春
の
光
を
見
た
ま
ふ
に
つ
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
、
（
中
略
）

 
 
 
 
わ
が
宿
は
花
も
て
は
や
す
人
も
な
し
な
に
に
か
春
の
た
つ
ね
来
つ
ら

 
 
 
 
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
幻
、
ω
1
謝
頁
）

明
る
い
は
ず
の
新
春
の
陽
光
さ
え
も
、
源
氏
の
暗
澹
た
る
、
悲
傷
の
心
を
慰
め

ば
し
な
い
。
庭
前
に
空
し
く
咲
い
て
い
る
紅
梅
が
、
彼
の
寂
蓼
を
い
っ
そ
う
増

し
加
え
る
。
や
が
て
三
月
、
咲
き
誇
る
桜
花
が
さ
ら
に
深
く
紫
上
追
慕
の
情
を

募
ら
せ
る
。

 
夏
の
花
橘
は
、
ま
し
て
懐
旧
の
景
物
。
故
人
を
偲
び
恋
う
源
氏
の
耳
に
、
ほ

の
か
に
ほ
と
と
ぎ
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
る
夜
も
あ
り
、
物
思
い
は
尽
き
な
い
。

 
 
 
 
な
き
人
を
し
の
ぶ
る
宵
の
む
ら
雨
に
濡
れ
て
や
来
つ
る
山
ほ
と
ど
き

 
 
 
 
す
（
同
、
辞
意
）

 
悲
哀
の
季
節
秋
に
な
る
と
、
源
氏
の
紫
黒
追
慕
の
結
い
よ
い
よ
抑
え
が
た
く
、

涙
と
と
も
に
詠
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

 
 
 
前
栽
の
互
い
と
し
げ
く
、
渡
殿
の
戸
よ
り
と
ほ
り
て
見
わ
た
さ
る
れ
ば
、

 
 
出
で
た
ま
ひ
て
、

 
 
 
 
七
夕
の
逢
ふ
瀬
は
雲
の
よ
そ
に
見
て
わ
か
れ
の
庭
に
露
ぞ
お
き
そ
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
、
麗
頁
）

右
文
中
の
「
露
」
が
秋
の
景
物
で
、
源
氏
の
涙
を
象
徴
す
る
の
は
言
う
を
ま
た

な
い
。
こ
う
し
て
季
節
は
迅
速
に
過
ぎ
ゆ
き
、
終
焉
枯
死
の
冬
も
半
ば
、
人
の

世
の
無
常
を
深
く
悟
っ
た
源
氏
は
、
い
よ
い
よ
出
家
を
決
意
す
る
。

 
 
 
今
年
を
ば
か
く
て
忍
び
過
ぐ
し
つ
れ
ば
、
今
は
と
世
を
去
り
た
ま
ふ
べ

 
 
き
ほ
ど
近
く
思
し
ま
う
く
る
に
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
尽
き
せ
ず
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
幻
、
ω
1
鵬
頁
）

涙
と
と
も
に
身
辺
整
理
を
す
る
彼
に
、
死
が
近
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

 
以
上
、
「
幻
」
巻
に
申
せ
ら
れ
る
四
季
の
推
移
を
通
し
て
、
源
氏
の
悲
傷
悲

歎
の
一
年
を
追
っ
て
み
た
。
生
命
の
リ
ズ
ム
を
守
っ
て
推
移
循
環
す
る
四
季
の

な
か
で
、
一
貫
し
て
変
ら
な
い
源
氏
の
愁
歎
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
小
町
谷
照

彦
氏
は

 
 
 
光
源
氏
の
悲
哀
は
一
つ
の
固
定
観
念
と
し
て
恒
常
化
し
て
し
ま
っ
た
よ

 
 
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
季
節
の
進
行
と
い
う
位
置
づ
け
だ
け
で
前

 
 
後
の
脈
絡
な
く
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
の
贈
答
の
不
連
続
な
配
置
は
、
そ

 
 
れ
だ
け
で
癒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
光
源
氏
の
内
面
に
お
け
る
混
乱
を
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

 
 
ま
ま
に
示
し
て
い
る

と
説
く
。
ま
た
、
論
点
は
異
な
る
「
幻
」
巻
論
で
あ
る
が
、
後
藤
祥
子
氏
に
よ

る
と
、

 
 
 
女
三
宮
や
明
石
は
、
季
節
の
運
行
が
停
止
し
た
こ
と
に
よ
そ
え
て
、
源

 
 
氏
と
の
疎
外
感
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
悲
し
み
の
な
か
に
も
、
時
の
移
り
行

 
 
き
に
感
応
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
折
々
の
物
思
い
を
尽
す
」
こ
と
だ
の
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ

 
 
そ
の
回
路
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
故
に
、
「
幻
」
巻
の
舞
台
は
「
こ
と
さ
ら
に
四
季
の
殿
堂
の
よ
そ
お
い
を

凝
ら
し
た
六
条
院
で
な
く
」
、
二
条
院
で
あ
り
、
四
季
の
町
の
六
条
院
は
源
氏

自
ら
に
よ
っ
て
「
放
郷
」
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
春
夏
秋
冬
を
通
し
て
悲
傷
悲

歎
す
る
源
氏
の
心
情
が
、
明
ら
か
に
四
季
の
生
命
の
リ
ズ
ム
と
は
不
整
合
不
一

致
の
位
相
に
あ
る
と
読
む
小
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
氏
の
論
考
は
ま
さ
に
正

鵠
を
得
た
も
の
と
肯
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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三

 
物
語
第
三
部
宇
治
十
帖
に
お
い
て
、
四
季
・
自
然
と
人
間
の
相
反
乖
離
状
況

は
さ
ら
に
進
行
し
て
い
く
と
読
む
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
二
、
三
か
所
の
本
文

に
つ
い
て
検
討
し
、
例
証
と
し
た
い
。

 
 
 
秋
の
末
つ
方
、
四
季
に
あ
て
て
し
た
ま
ふ
御
念
仏
を
、
こ
の
川
面
は
網

 
 
代
の
波
も
こ
の
ご
ろ
は
い
と
ど
耳
か
し
が
ま
し
く
静
か
な
ら
ぬ
を
と
て
、

 
 
か
の
阿
闊
梨
の
住
む
寺
の
堂
に
移
ろ
ひ
た
ま
ひ
て
、
七
日
の
ほ
ど
行
ひ
た

 
 
ま
ふ
。
（
中
略
）
入
り
も
て
ゆ
く
ま
ま
に
霧
り
ふ
た
が
り
て
、
道
も
見
え

 
 
ぬ
し
げ
木
の
中
を
分
け
た
ま
ふ
に
、
い
と
荒
ま
し
き
風
の
競
ひ
に
、
ほ
ろ

 
 
ほ
ろ
と
落
ち
乱
る
る
木
の
葉
の
露
の
散
り
か
か
る
も
い
と
冷
や
や
か
に
、

 
 
（
下
略
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
橋
姫
、
㈲
1
燭
～
燭
頁
）

「
網
代
」
は
、
晩
秋
に
ふ
さ
わ
し
い
風
物
詩
。
い
ま
そ
れ
が
「
耳
か
し
が
ま
し

く
静
か
な
ら
ぬ
」
と
、
八
宮
に
退
け
ら
れ
る
理
由
は
、
彼
が
四
季
の
情
趣
美
な

ど
見
棄
て
て
精
進
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
人
間
の
生
き
方
を
し
て
い
る
、
そ
の

象
徴
的
な
表
現
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
半
部
に
お
け
る
「
霧
」
「
露
」

に
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
従
前
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
景
情
一
致
の
描
写
態
に
よ
る
も

の
で
あ
る
の
は
自
明
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
い
と
荒
ま
し
き
風
」
に
散
っ
て
「
冷

や
や
か
」
な
の
が
こ
れ
ま
で
と
は
ち
が
っ
て
き
て
い
る
。
宇
治
の
自
然
は
、
人

間
に
対
し
て
必
ず
し
も
親
和
的
で
は
な
い
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

 
一
足
飛
び
に
、
「
早
蕨
」
巻
の
文
章
を
読
ん
で
み
る
こ
と
に
す
る
。

 
 
 
薮
し
わ
か
ね
ば
、
春
の
光
を
見
た
ま
ふ
に
つ
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
。
行

 
 
き
か
ふ
時
々
に
従
ひ
、
花
鳥
の
色
を
も
音
を
も
、
同
じ
心
に
起
き
臥
し
見

 
 
つ
つ
、
は
か
な
き
こ
と
を
も
本
末
を
と
り
て
言
ひ
か
は
し
、
（
中
略
）
を

源
氏
物
語
の
四
季
観
 
一
そ
の
基
底
に
あ
る
も
の
一

 
 
か
し
き
こ
と
、
あ
は
れ
な
る
ふ
し
を
も
、
聞
き
知
る
人
も
な
き
ま
ま
に
、

 
 
よ
う
つ
か
き
く
ら
し
、
心
ひ
と
つ
を
く
だ
き
て
、
（
下
略
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
早
蕨
、
㈲
i
鋤
頁
）

再
び
『
全
集
』
頭
注
に
学
ぶ
な
ら
ば
、
「
『
日
の
光
』
を
『
春
の
光
』
に
変
え
て
、

よ
み
が
え
る
季
節
を
際
立
た
せ
、
大
君
と
死
別
し
て
月
日
の
経
過
に
さ
え
気
づ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ

か
ぬ
中
の
君
の
悲
歎
を
語
る
」
表
現
で
あ
る
。
文
中
の
「
光
」
と
「
く
ら
し
」

の
対
照
語
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
め
ぐ
り
来
た
明
る
い
春
な
の
に
、
そ
れ

は
亡
き
父
八
宮
や
姉
大
君
の
生
命
を
甦
ら
せ
て
は
く
れ
な
い
、
暗
い
春
で
あ
る
。

中
君
は
悲
歎
追
慕
に
明
け
く
れ
、
い
っ
そ
己
れ
の
死
を
さ
え
願
う
よ
う
に
な
る
。

続
く
物
語
の
展
開
の
な
か
で
、
や
が
て
中
毒
は
上
京
し
、
匂
宮
の
二
条
院
に
落

ち
着
き
ば
す
る
も
の
の
、
増
し
加
わ
る
不
安
と
絶
望
を
慰
め
癒
す
も
の
は
な
に

も
な
い
。
前
後
に
お
い
て
季
節
描
写
が
激
減
す
る
の
を
、
小
論
は
暗
示
的
と
考

え
る
。

 
継
起
的
に
語
り
進
め
ら
れ
る
浮
舟
物
語
に
お
い
て
、
舞
台
は
再
び
宇
治
川
の

ほ
と
り
に
戻
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
季
節
表
現
も
、
や
や
後
退
気
味
で
は
あ
る
も

の
の
、
確
か
な
形
象
を
か
た
ど
っ
て
い
る
。

 
 
 
二
月
の
十
日
ほ
ど
に
、
内
裏
に
文
作
ら
せ
た
ま
ふ
と
て
、
（
中
略
）
雪

 
 
に
は
か
に
降
り
乱
れ
、
風
な
ど
は
げ
し
け
れ
ば
、
御
遊
び
と
く
や
み
ぬ
。

 
 
（
中
略
）
京
に
は
、
友
待
つ
ば
か
り
消
え
残
り
た
る
雪
、
山
深
く
入
る
ま

 
 
ま
に
や
や
降
り
盗
み
た
り
。
常
よ
り
も
わ
り
な
き
稀
の
細
道
を
分
け
た
ま

 
 
ふ
ほ
ど
、
御
供
の
人
も
泣
き
ぬ
ば
か
り
恐
ろ
し
う
、
（
下
略
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
浮
舟
、
㈲
1
鵬
～
蜘
頁
）

春
の
雪
が
、
宮
中
で
の
管
絃
の
遊
び
を
中
止
さ
せ
る
ほ
ど
の
降
り
方
を
す
る
の

も
め
ず
ら
し
い
。
ま
し
て
宇
治
の
山
里
の
そ
れ
は
、
「
降
り
埋
み
」
「
泣
き
ぬ
ば

（17）



か
り
恐
ろ
し
し
い
様
で
、
人
事
に
抗
い
、
こ
れ
を
威
圧
す
る
自
然
だ
と
評
さ
れ

て
よ
い
。
季
節
の
推
移
の
な
か
で
、
雪
は
雨
に
変
わ
る
。
止
む
こ
と
な
く
降
り

続
く
長
雨
は
、
春
雨
で
あ
り
な
が
ら
、
京
都
宇
治
の
道
行
き
を
と
絶
え
さ
せ
る

の
ほ
ど
の
激
し
さ
で
あ
る
。
折
か
ら
、
増
水
し
た
宇
治
川
の
流
れ
が
甲
高
い
。

 
 
 
こ
の
水
の
音
の
恐
ろ
し
げ
に
響
き
て
行
く
を
、
「
か
か
ら
ぬ
流
れ
も
あ

 
 
り
か
し
。
世
に
似
ず
荒
ま
し
き
所
に
、
年
月
を
過
ぐ
し
た
ま
ふ
を
、
（
中
略
）

 
 
君
は
、
「
さ
て
も
わ
が
身
行
く
方
も
知
ら
ず
な
り
な
ば
、
（
下
略
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
、
珊
頁
）

浮
舟
を
死
へ
と
誘
う
宇
治
川
の
水
音
は
、
ま
さ
し
く
三
田
村
雅
子
氏
の
い
う
「
不

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま

協
和
音
と
し
て
の
自
然
」
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
四
季
・
自
然
が
有

す
る
死
と
再
生
の
循
環
律
か
ら
離
反
し
て
、
そ
こ
に
違
和
、
不
協
和
の
音
を
生

じ
る
。
そ
れ
に
聞
き
入
る
浮
舟
の
行
く
先
は
、
お
の
ず
か
ら
死
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
入
水
後
、
蘇
生
し
た
浮
舟
が
異
形
の
死
と
し
て
の
出
家
を
切
願
す
る

の
は
、
霧
深
い
小
野
の
山
里
の
秋
、
松
籟
の
響
き
が
寂
し
い
夜
で
あ
っ
た
。
四

季
は
確
実
に
循
環
す
る
。
精
進
ひ
た
す
ら
の
浮
舟
に
も
春
は
め
ぐ
り
来
る
が
、

 
 
 
年
も
返
り
ぬ
。
春
の
し
る
し
も
見
え
ず
、
凍
り
わ
た
れ
る
水
の
音
せ
ぬ

 
 
さ
へ
心
細
く
て
、
（
中
略
）

 
 
 
 
か
き
く
ら
す
野
山
の
雪
を
な
が
め
て
も
ふ
り
に
し
こ
と
そ
今
日
も
悲

 
 
 
 
し
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
手
習
、
㈲
一
躍
頁
）

な
お
や
は
り
生
命
の
甦
り
の
春
な
の
で
は
な
い
。
彼
女
が
喪
失
し
、
そ
の
回
復

を
願
っ
て
い
る
の
は
、
記
憶
で
は
な
く
、
め
ぐ
る
四
季
の
一
つ
と
し
て
の
春
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
「
夢
浮
橋
」
巻
末
部
で
、
最
後
の
季
節
表
現
は
、
夏
の
景
物
蛍

に
依
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
闇
の
な
か
に
明
滅
す
る
光
を
凝
視
す
る
浮
舟
の
眼

は
、
た
だ
ち
に
物
語
作
者
自
身
の
そ
れ
な
の
で
も
あ
ろ
う
。

少
い
例
証
の
不
備
を
、
重
松
信
弘
氏
の
考
論
を
拝
借
し
て
補
い
た
い
。

 
 
山
が
深
く
、
川
が
す
さ
ま
じ
く
、
霧
の
深
い
宇
治
の
地
に
は
、
須
磨
・

 
明
石
の
海
上
を
眺
め
て
心
を
や
る
よ
う
な
、
や
さ
し
い
あ
わ
れ
と
通
う
何

 
物
も
な
い
。
（
中
略
）
宇
治
の
自
然
は
あ
わ
れ
的
な
心
に
は
不
協
和
で
あ
り
、

 
こ
れ
を
甘
受
す
る
の
は
超
あ
わ
れ
的
な
心
で
あ
る
。
（
中
略
）
現
世
的
あ

 
わ
れ
を
拒
否
さ
せ
た
り
、
水
死
を
誘
っ
た
り
す
る
宇
治
の
自
然
は
、
全
く

 
特
異
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
の
非
あ
わ
れ
的
自
然
は
こ
れ
ほ
ど
き
び

 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ね
 

 
し
い
も
の
で
は
な
い
。

 
 
 
四

 
以
上
の
若
干
の
分
析
と
考
察
を
通
し
て
、
小
論
が
旨
と
す
る
と
こ
ろ
の
ま
と

め
を
得
た
い
。

 
源
氏
物
語
の
季
節
表
現
は
、
基
本
的
に
は
自
然
と
人
間
の
融
合
調
和
、
あ
わ

れ
の
美
を
追
求
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
最
も
典
型
的
な
あ
り
方
と
し
て

六
条
院
四
季
の
町
の
描
写
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
は
、
循
環
す
る
四
季

の
死
と
再
生
の
リ
ズ
ム
が
人
間
の
そ
れ
と
の
全
き
調
和
を
保
つ
、
ま
さ
し
く
完

満
の
小
コ
ス
モ
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
語
は
そ
の
基
底
に
、
そ
の
完
満
を
徐
々

に
自
壊
へ
と
導
く
、
も
う
一
つ
の
内
在
律
を
も
っ
て
い
た
。
物
語
世
界
を
流
れ

る
「
内
的
時
間
」
の
な
か
に
転
移
し
た
四
季
・
自
然
が
、
過
ぎ
去
っ
て
は
永
久

に
帰
ら
な
い
無
常
の
そ
れ
へ
と
、
い
ち
は
や
い
変
質
変
貌
を
遂
げ
る
。
そ
こ
は
、

死
か
ら
の
甦
生
を
見
る
を
得
な
い
人
問
存
在
の
い
や
増
す
絶
望
と
不
安
が
、
四

季
を
通
じ
て
つ
い
に
癒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
世
界
。
「
幻
」
巻
の
方
法
と
は
そ

の
世
界
の
描
出
の
た
め
に
の
み
あ
っ
た
。

 
い
か
に
も
救
済
の
難
い
人
間
存
在
の
絶
望
と
不
安
。
そ
の
行
き
着
く
と
こ
ろ

（18］



死
か
ら
の
再
生
は
ま
っ
た
く
あ
り
得
な
い
の
か
？
物
語
作
者
は
、
こ
の
重
く
深

い
自
問
に
対
し
て
自
答
す
べ
く
、
さ
ら
に
第
三
部
へ
と
語
り
継
ぐ
。
が
、
見
て

き
た
ご
と
く
、
そ
こ
で
も
ま
た
四
季
・
自
然
と
人
間
の
乖
離
は
い
っ
そ
う
大
き

く
、
生
命
の
再
生
の
春
は
、
光
の
な
い
、
暗
い
も
の
だ
っ
た
。
や
が
て
夏
、
深

い
闇
間
に
か
す
か
に
明
滅
す
る
蛍
の
光
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

 
小
論
は
、
そ
こ
に
、
こ
の
物
語
作
者
の
人
間
不
救
済
の
思
想
を
読
み
と
る
。

た
だ
し
、
そ
の
深
い
絶
望
の
な
か
に
も
、
い
か
に
も
幽
か
に
で
は
あ
る
が
、
救

済
の
光
が
ほ
の
見
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
い
や
、
光
を
見
出
そ
う
と
し
て
、

己
れ
の
全
存
在
を
か
け
て
凝
視
を
続
け
た
の
で
は
な
い
か
。

 
秋
山
度
氏
の
論
考
に
従
う
と
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
自
然
と
人
間
の
表
象
の

あ
り
方
と
は
、

 
 
 
自
然
か
ら
の
人
間
の
離
脱
、
い
い
か
え
れ
ば
人
間
の
な
か
に
自
然
を
確

 
 
保
し
、
自
然
に
人
間
が
い
だ
か
れ
て
い
る
上
代
的
な
精
神
状
況
の
崩
壊
へ

 
 
の
、
切
実
な
対
応
と
し
て
編
み
だ
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
も
っ
と
も
固
有
に

 
 
平
安
時
代
的
な
そ
れ
で
あ
っ
た
。

と
い
う
。
さ
ら
に
氏
は
、

 
 
 
そ
の
こ
と
が
、
逆
に
自
然
、
季
節
の
推
移
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
人
間

 
 
の
生
命
や
運
命
の
流
転
の
空
し
さ
を
語
る
こ
と
に
な
る
。

 
 
 
 
 
（
注
2
0
）

と
も
論
及
す
る
。
小
論
が
追
求
す
べ
く
設
け
た
課
題
は
、
つ
と
に
氏
の
高
論

に
究
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
存
知
し
つ
つ
も
、
い
さ
さ
か
の
本
文
愛
読
を
試
み

た
次
第
で
あ
る
。
学
ぶ
と
こ
ろ
の
大
い
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
考
察
の
不
十
分

さ
を
覚
え
る
小
論
で
は
あ
る
。
さ
ら
な
る
学
び
へ
の
自
戒
の
稿
と
す
る
。

注
ω
森
岡
常
夫
『
源
氏
物
語
の
研
究
』
（
昭
2
3
、
弘
文
堂
）
、
上
坂
信
男
『
源
氏

源
氏
物
語
の
四
季
観

そ
の
基
底
に
あ
る
も
の
i

'
物
語
1
そ
の
心
象
序
説
1
』
（
昭
4
9
、
笹
間
書
院
）
な
ど
、
他
に
同
趣
旨

 
の
論
著
を
多
く
見
る
。

②
鈴
木
日
出
男
『
源
氏
物
語
歳
時
記
』
（
平
1
、
筑
摩
書
房
）

㈹
原
田
敦
子
「
野
分
の
美
」
（
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
五
集
、
昭
5
6
、

 
有
斐
閣
）

ω
三
谷
邦
明
「
夕
霧
垣
間
見
」
（
注
㈹
の
書
に
所
収
）

㈲
伊
藤
博
「
『
野
分
』
の
後
一
源
氏
物
語
第
二
部
へ
の
胎
動
l
」
（
「
文
学
」

 
昭
和
4
2
・
8
、
『
源
氏
物
語
の
原
点
』
昭
5
5
、
明
治
書
院
刊
所
収
）

㈲
熊
谷
義
隆
「
源
氏
物
語
の
四
季
」
（
『
源
氏
物
語
講
座
』
5
、
平
3
、
至
誠

 
社
刊
所
収
）

ω
西
村
亨
『
王
朝
び
と
の
四
季
』
（
昭
5
4
、
講
談
社
学
術
文
庫
）

㈹
長
谷
川
政
春
「
物
語
・
時
間
・
儀
礼
」
（
「
日
本
文
学
」
昭
5
2
・
1
1
）

㈲
野
村
精
一
「
六
条
院
の
四
季
の
町
」
（
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
五
集
、

 
昭
5
6
、
有
斐
閣
刊
所
収
）

⑳
秋
山
慶
「
外
的
時
間
と
内
的
時
間
」
（
「
国
文
学
」
昭
4
5
・
5
、
）

⑪
神
野
藤
昭
夫
「
源
氏
物
語
の
時
間
表
現
」
（
「
国
文
学
」
昭
5
2
・
1
）

働
藤
原
克
己
「
時
間
」
（
秋
山
慶
編
『
源
氏
物
語
事
典
』
平
1
、
学
燈
社
刊

 
所
収
）

03
ｴ
水
好
子
「
源
氏
物
語
の
主
題
と
方
法
1
若
菜
上
・
下
巻
に
つ
い
て
l
」

 
（
紫
式
部
学
会
編
『
源
氏
物
語
研
究
と
資
料
』
昭
4
4
、
武
蔵
野
書
院
刊
所
収
）

04
｢
部
秋
生
 
秋
山
慶
 
今
井
源
衛
 
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
『
源
氏
物
語
』

 
小
学
当
為
。

09
ｬ
町
谷
照
彦
『
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
表
現
』
（
昭
5
9
、
東
京
大
学
出
版

 
会
刊
所
収
）
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岡
後
藤
祥
子
「
源
氏
物
語
の
四
季
1
『
幻
』
巻
の
六
条
院
再
説
l
」
（
「
む
ら

 
 
さ
き
」
2
4
、
昭
6
2
・
7
）

 
㈲
注
0
4
の
書
に
よ
る
。

 
0
3
三
田
村
雅
子
『
源
氏
物
語
-
物
語
空
間
を
読
む
』
（
平
9
、
ち
く
ま
新
書
）

 
⑲
重
松
信
弘
『
源
氏
物
語
の
こ
こ
ろ
』
（
平
2
、
佼
成
出
版
社
刊
）

 
㈲
秋
山
慶
『
王
朝
女
流
文
学
の
世
界
』
（
昭
4
7
、
東
京
大
学
出
版
会
刊
）

 
な
お
、
本
文
の
引
用
は
、
旧
注
⑳
の
書
に
よ
っ
た
。
そ
の
㈲
以
外
は
「
新
編
」

に
よ
っ
た
。

（20）


