
源
氏
物
語
の
自
然
描
写
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
景
情
一
体
の
描
写
と
は
い
か
な
る
も
の
か

、

武

原

弘

 
 
 
 
 
 
 
 
一
、

 
源
氏
物
語
に
お
け
る
自
然
描
写
は
、
単
に
純
粋
な
自
然
の
客
観
的
写
実
的
模

写
で
は
な
く
、
人
物
の
心
情
や
心
理
に
浸
さ
れ
て
彩
色
さ
れ
た
自
然
の
主
観
的

拝
受
的
表
現
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
、
＼
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
般

に
、
人
事
と
自
然
の
融
合
描
写
と
も
、
'
景
情
一
体
の
描
写
と
も
評
さ
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
自
然
描
写
の
あ
り
方
は
、
源
氏
物
語
が
ま
さ
し
く
物
語
と
し
て
本

来
の
文
芸
形
象
を
達
成
す
る
た
め
の
必
須
の
条
件
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
帰
結

で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
た
と
え
ば
、
先
行
の
枕
草
子
や
蜻
蛉
日
記
に
お
け
る
自

然
描
写
の
あ
り
方
と
は
、
全
く
異
質
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
当
時

の
伝
統
文
芸
で
あ
る
和
歌
の
発
想
や
表
現
が
こ
の
物
語
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
は

 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
）

甚
大
な
も
の
が
あ
り
、
自
然
描
写
に
も
そ
れ
は
確
か
に
認
め
ら
れ
は
す
る
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
人
間
を
主
体
と
す
る
こ
の
物
語
の
中
に
自
然

を
と
り
込
む
作
者
の
方
法
は
、
独
自
で
巧
妙
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
素
材

と
し
て
の
自
然
が
和
歌
的
世
界
に
親
し
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
物
語

世
界
内
に
そ
れ
が
と
り
込
ま
れ
る
と
き
は
、
作
者
自
身
の
美
意
識
に
よ
っ
て
変

容
さ
れ
、
再
生
さ
れ
、
物
語
の
人
物
に
よ
っ
て
内
在
化
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば

人
間
化
さ
れ
た
新
し
い
自
然
の
創
造
が
、
物
語
の
自
然
と
し
て
生
き
て
く
る
の
，

で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
自
然
描
写
の
あ
り
方
は
、
お
そ
ら
く
は
、
作
者
の
人
間
観
・
自

然
観
そ
の
も
の
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
い
ま
、

こ
れ
を
物
語
作
者
の
方
法
の
問
題
と
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。
景
情
一
体
の
描

写
馬
あ
る
い
は
人
事
と
自
然
の
融
合
描
写
は
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
既
に
自
明

的
な
こ
と
と
さ
れ
て
い
乃
が
、
本
来
客
観
的
な
対
象
で
あ
る
自
然
を
そ
の
よ
う

に
主
観
化
し
、
し
か
も
も
っ
と
も
描
写
的
で
あ
る
は
ず
の
物
語
の
世
界
に
生
き

つ
か
せ
る
作
者
の
方
法
は
、
そ
れ
ほ
ど
自
明
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

 
主
観
的
情
趣
の
濃
厚
な
源
氏
物
語
の
自
然
描
写
の
…
機
構
を
探
ぐ
り
、
そ
の
す

ぐ
れ
た
効
果
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
の
が
小
論
の
目
的
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

は
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
語
り
の
問
題
、
描
写
視
点
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
き

て
、
複
雑
で
多
様
な
広
が
サ
を
も
う
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

二

 
ま
ず
、
基
礎
的
作
業
と
し
て
、
源
氏
物
語
の
自
然
描
写
の
実
態
を
概
観
し
て

お
き
た
い
。
特
に
、
人
物
の
心
情
と
自
然
と
が
融
合
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
描

写
を
い
く
つ
か
拾
い
集
め
、
そ
れ
を
整
理
し
た
い
。
一
口
に
景
情
一
体
の
描
写

（99）

，
源
氏
物
語
の
自
然
描
写
に
つ
い
て
 
一
い
わ
ゆ
る
景
情
一
体
の
描
写
と
は
い
か
な
る
も
の
か
一
．



、

と
言
っ
て
も
、
さ
ま
ぐ
の
慧
の
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
、
い
ま
便
宜
的
に

五
つ
の
種
類
に
分
け
て
吟
味
し
て
い
き
た
い
。
既
に
、
森
岡
常
夫
氏
の
こ
高
論

 
 
 
 
（
注
2
）

も
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
学
び
つ
つ
「
私
見
も
あ
わ
せ
て
述
べ
進
め
る
。

 
〈
A
V
 
そ
の
場
の
自
然
の
情
趣
に
触
発
さ
れ
て
、
そ
の
自
然
を
見
る
人
物

が
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
心
情
を
抱
か
し
め
ら
れ
る
場
合
。

 
 
時
雨
う
ち
し
て
、
物
あ
は
れ
な
る
暮
つ
方
、
 
（
中
略
）
心
は
つ
か
し
き
さ

 
 
ま
し
て
、
ま
み
り
給
へ
り
。
君
は
、
西
の
妻
の
勾
欄
に
お
し
か
～
り
て
、

 
 
霜
枯
の
前
栽
、
見
給
ふ
程
な
り
け
り
。
風
あ
ら
～
か
に
吹
き
、
時
雨
、
さ

 
 
と
し
た
る
ほ
ど
、
涙
も
争
ふ
心
地
し
て
、
「
雨
と
な
り
、
雲
と
や
な
り
に

 
 
け
む
、
今
は
知
ら
ず
」
と
、
う
ち
ひ
と
り
ご
ち
て
…
…
（
以
下
略
）
（
葵
）

葵
の
上
の
急
死
に
あ
っ
て
服
喪
中
の
源
氏
が
悲
傷
の
思
い
で
故
人
を
偲
ぶ
場
面

で
あ
る
。
「
時
雨
う
ち
し
て
、
物
あ
は
㊨
な
る
夕
づ
方
」
窪
い
う
自
然
描
写
が

そ
の
ま
ま
「
霜
枯
の
前
栽
」
「
風
あ
ら
㌧
か
に
吹
き
、
時
雨
、
さ
と
し
た
る
ほ

ど
」
に
つ
な
が
ヶ
、
そ
の
よ
う
な
秋
の
情
趣
に
触
発
さ
れ
て
、
源
氏
の
葵
の
上

に
対
す
る
追
慕
の
情
が
た
か
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
秋
の
雨
、
．
い
と
静
か
に
降
り
て
、
、
御
前
の
前
栽
の
、
色
く
み
だ
れ
た
る

 
 
露
の
し
げ
さ
に
、
い
に
し
へ
の
事
ど
も
、
か
き
続
け
、
お
ぼ
し
出
で
ら
れ

 
 
て
、
御
袖
も
濡
れ
つ
》
：
…
（
以
下
略
）
 
（
薄
雲
）

藤
壼
他
界
の
後
、
深
い
嘆
き
の
中
に
も
故
人
の
こ
と
が
恋
慕
さ
れ
、
秋
の
あ
る

雨
の
日
に
里
帰
り
し
た
梅
壼
女
御
と
し
ん
み
り
と
語
り
合
う
場
面
で
、
源
氏
が

「
い
に
し
へ
の
事
ど
も
、
か
き
続
け
、
お
ぼ
し
出
で
ら
れ
」
た
の
は
、
や
は
り

眼
前
の
自
然
「
秋
の
雨
、
い
と
静
か
に
降
り
て
、
御
前
の
前
栽
の
、
解
く
み

だ
れ
た
る
露
」
に
触
発
さ
れ
て
の
こ
ど
で
あ
る
。
秋
の
自
然
の
あ
わ
れ
深
い
情

趣
が
．
源
氏
の
悲
愁
の
思
い
と
融
合
し
、
調
和
し
て
い
る
。

 
〈
B
V
 
自
然
が
人
物
の
心
情
を
そ
の
ま
ま
象
徴
す
る
場
合
。
自
然
は
直
ち

に
人
物
の
心
象
を
表
現
す
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
景
情
一
体
の
描
写
と
し
て
、

こ
の
物
語
に
す
ぐ
れ
た
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。

 
 
君
は
、
心
ち
も
、
い
と
な
や
ま
し
き
に
、
聾
す
こ
し
う
ち
そ
～
ぎ
、
酔

 
 
風
ひ
や
～
か
に
吹
き
た
る
に
、
瀧
の
よ
ど
み
も
ま
さ
り
て
、
音
高
う
聞

 
 
ゆ
。
す
こ
し
ね
ぶ
た
げ
な
る
読
経
の
、
た
え
み
＼
す
ご
く
聞
ゆ
る
な
ど
、
．

 
 
す
皮
う
な
る
人
も
、
所
が
ら
、
略
の
あ
は
れ
な
り
。
 
（
若
紫
）

藤
崎
恋
慕
と
い
う
不
義
の
情
念
を
抑
え
な
が
．
ら
、
同
時
に
そ
の
姪
紫
の
上
に
対

す
る
恋
情
を
抱
き
な
が
ら
、
北
山
の
僧
都
を
訪
れ
、
対
面
し
て
い
る
。
「
君
は

心
ち
も
、
い
と
、
な
や
ま
し
き
に
」
は
、
わ
ら
わ
病
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
肉
体

的
苦
痛
以
上
に
、
藤
壷
へ
の
み
た
さ
れ
な
い
恋
情
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け

ま
た
「
善
う
ち
そ
～
ぎ
、
山
風
ひ
や
㌧
か
に
吹
き
た
る
」
が
純
粋
な
叙
景
と
い
．

う
よ
り
は
源
氏
の
心
象
風
景
を
暗
示
す
る
表
現
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
秋
山
慶

雲
は
、
「
ひ
と
り
で
取
り
の
こ
さ
れ
た
光
源
氏
を
囲
平
す
る
僧
房
の
周
囲
の
風

情
は
、
そ
の
ま
ま
お
さ
え
が
た
い
情
感
の
表
象
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
」
と
評

 
 
 
 
（
注
3
）

さ
れ
て
い
る
。

 
」
」
…
・
：
立
ち
給
ふ
に
、
か
の
、
お
は
し
ま
す
寺
の
鐘
の
声
、
か
す
か
に
聞
え

 
 
て
、
霧
、
い
と
、
深
く
た
ち
わ
た
れ
り
。
峯
の
八
重
雲
、
お
も
ひ
や
る
隔

 
 
て
多
く
、
あ
は
れ
な
る
に
、
 
（
以
下
略
）
 
（
橋
姫
）

か
ね
て
よ
り
疑
惑
を
抱
き
続
け
て
き
た
薫
の
出
生
の
秘
密
を
、
薫
自
身
が
宇
治

の
老
女
弁
の
君
か
ら
語
り
知
ら
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
夜
は
明
け
た
。
聞
き

さ
し
て
や
む
、
を
得
ず
帰
京
す
る
薫
の
胸
は
い
っ
そ
う
晴
れ
な
い
。
霧
の
向
う
に

垣
間
見
た
姫
君
た
ち
の
面
影
が
、
薫
の
求
道
心
に
微
妙
な
動
揺
を
生
ぜ
し
め
た

こ
と
も
お
そ
ら
く
関
わ
っ
て
き
て
、
薫
は
い
ま
、
不
安
と
お
そ
れ
、
も
ど
か
し

（ 1．00 ）



さ
と
心
細
さ
の
心
境
に
あ
る
。
こ
の
描
写
に
お
け
る
「
霧
」
や
「
雲
」
は
、
薫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
4
）

の
そ
う
し
た
心
情
の
象
徴
で
あ
り
、
象
形
で
あ
る
。
こ
の
す
ぐ
後
の
叙
述
に
、

 
 
朝
ぼ
ら
け
家
路
も
見
え
ず
尋
ね
こ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
楓
の
尾
山
は
霧
り
こ
め
て
け
り

 
 
心
ぼ
そ
く
も
侍
る
か
な
。

と
あ
る
の
は
、
前
に
引
い
た
自
然
描
写
と
直
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
奥
深
い

宇
治
の
自
然
の
美
し
さ
と
薫
の
心
情
と
を
、
一
首
の
和
歌
に
み
ご
と
に
融
合
表

現
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
描
写
さ
れ
る
自
然
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
人
物
の
内
面
世
界
の
風
景
を
象
，

徴
す
る
と
い
う
描
写
は
、
源
氏
物
語
中
に
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
、
き
わ
め
て
効
果

的
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
景
情
一
体
の
描
写
と
は
、
主
と
し
て
こ
の
よ
ヶ
な
場
合

を
指
し
て
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

 
〈
C
＞
 
描
写
の
対
象
で
あ
る
自
然
を
、
「
あ
は
れ
な
り
」
と
か
「
を
か
し

」
と
か
の
主
観
的
な
心
情
語
で
形
容
し
て
、
そ
の
情
緒
性
拝
情
性
を
強
調
す
る

場
合
。
例
え
ば
、

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

 
 
れ
な
り
。
 
（
中
略
）
草
も
た
か
く
な
り
、
野
分
に
、
い
と
ゴ
荒
れ
た
る
心

 
 
遷
し
て
、
月
か
げ
ば
か
り
ぞ
、
「
八
重
葎
に
も
さ
は
ら
ず
、
さ
し
入
り
た

 
 
る
。
（
墨
壷
）

桐
壼
更
衣
の
死
後
、
悲
歎
に
く
れ
る
下
北
の
方
の
自
邸
に
命
婦
が
弔
問
す
る
場

面
で
、
「
草
も
た
か
く
な
り
…
…
」
以
下
の
自
然
描
写
は
写
実
的
で
客
観
的
で

あ
る
が
、
そ
の
前
文
に
「
け
は
ひ
あ
は
れ
な
り
」
と
の
心
情
表
現
が
施
こ
さ
れ

て
い
る
た
め
、
こ
の
場
面
の
自
然
は
全
体
と
し
て
淫
情
的
で
、
作
中
人
物
の
心

情
に
渾
然
と
融
和
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
'

 
 
は
る
け
き
野
辺
を
、
分
け
入
り
給
ふ
よ
り
、
い
と
、
物
あ
は
れ
な
り
。
秋

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

 
 
風
す
ご
く
吹
き
あ
は
せ
て
、
そ
の
こ
と
と
も
、
聞
き
わ
か
れ
ぬ
程
に
、
も

 
 
の
㌧
音
ど
も
、
た
え
み
＼
開
え
た
る
、
い
と
艶
な
り
。
 
（
賢
木
y

斎
宮
と
共
に
伊
勢
下
向
を
決
意
し
て
い
る
六
条
御
息
所
を
野
宮
に
訪
ね
て
、
源

氏
が
ひ
た
す
ら
慰
留
す
る
場
面
で
あ
る
。
秋
深
い
嵯
峨
野
の
自
然
が
情
趣
豊
か

・
に
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
文
中
の
「
い
と
、
物
あ
は
れ
な
り
」
や
「
い

と
艶
な
り
」
と
い
う
二
つ
の
主
観
的
心
情
語
の
表
現
機
能
に
負
う
と
こ
ろ
が
大

き
い
の
で
あ
る
。

 
 
須
磨
に
は
、
い
と
ゴ
心
づ
く
し
の
秋
風
に
、
海
は
す
こ
し
と
ぼ
け
れ
ど
、

 
 
行
平
の
中
納
言
の
へ
「
関
ふ
き
越
ゆ
る
」
と
言
ひ
け
む
浦
波
、
夜
く
は

 
 
げ
に
、
い
と
、
近
う
聞
え
て
、
ま
た
な
く
、
あ
は
れ
な
る
も
の
は
、
か
㌧

 
 
る
所
の
秋
な
り
け
り
。
 
（
須
磨
）

須
磨
べ
下
向
し
て
わ
び
住
い
す
る
光
源
氏
の
生
活
が
描
か
れ
よ
う
と
す
る
場
面
-

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
自
然
描
写
ば
典
型
的
で
あ
る
。
素
材
と
レ
て
の
自
然
は

「
秋
風
」
「
海
」
「
浦
波
」
だ
け
で
、
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
具
体
的
な
描
写
を

施
こ
さ
れ
な
い
ま
㌧
、
文
末
の
「
あ
は
れ
な
み
も
の
」
に
統
合
さ
れ
、
収
敏
し

て
い
る
。
「
あ
は
れ
」
が
自
然
を
前
提
的
に
規
定
し
、
先
導
し
て
い
る
と
評
し

て
も
よ
か
ろ
う
。
ま
さ
し
く
景
情
一
体
の
描
写
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
「
情
」
が
「
景
」
を
支
配
し
、
包
摂
レ
て
い
る
。
源
氏
物
語
に
お
け
る
自
然

描
写
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
こ
の
よ
う
な
様
態
を
示
し
て
い
る
。
「
夕
暮
の

し
っ
か
な
る
に
、
．
空
の
気
色
い
と
あ
は
れ
に
、
御
前
の
前
栽
か
れ
み
＼
に
、
虫

の
音
も
鳴
き
か
れ
て
、
紅
葉
の
、
や
う
く
色
づ
く
ほ
ど
」
 
（
夕
顔
）
「
お
は

す
べ
き
所
は
、
行
平
の
中
納
言
の
『
藻
塩
た
れ
つ
㌧
わ
び
』
け
る
家
居
、
近
き

源
氏
物
語
の
自
然
描
写
に
つ
い
て
 
一
い
わ
ゆ
る
景
情
一
体
の
描
写
と
は
い
か
な
る
も
の
か
一
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〆

ノ

ノ

わ
た
り
な
り
。
海
面
は
や
㌧
入
り
て
、
あ
は
れ
に
、
す
ご
げ
な
る
山
な
か
な
り

」
 
（
須
磨
）
「
月
、
き
し
出
で
㌧
、
薄
ら
か
に
積
も
れ
る
雪
の
光
に
あ
ひ
て
・
、

な
か
く
、
い
と
面
し
ろ
き
、
夜
の
さ
ま
な
り
」
 
（
朝
顔
）
「
八
月
の
十
日
ば

か
り
な
れ
ば
、
野
べ
の
気
色
も
を
か
し
き
頃
な
る
に
」
 
（
夕
霧
）
「
山
の
方

は
、
霞
へ
だ
て
㌧
、
寒
き
州
崎
に
立
て
る
笠
鷺
の
姿
も
、
所
が
ら
は
、
い
と
、

を
か
し
う
見
ゆ
る
に
」
 
（
浮
舟
）
な
ど
、
同
様
の
例
は
数
多
い
。

 
自
然
を
客
体
と
し
て
即
物
的
、
写
実
的
に
描
写
し
よ
う
と
す
る
文
脈
の
申

に
、
主
観
性
の
強
い
心
情
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
を
い
「
ち
早
く
拝

情
化
し
美
化
す
る
こ
の
方
法
こ
そ
、
源
氏
物
語
作
者
の
本
領
で
あ
っ
元
の
で
あ

ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
で
別
の
観
点
か
ら
さ
ら
に
厳
密
な
検
討
を
加

え
た
い
コ

 
〈
D
＞
 
私
が
つ
ぎ
に
引
く
例
文
は
、
「
一
般
的
に
は
景
情
一
体
の
描
写
と
は

見
ら
れ
な
い
が
、
自
然
と
人
事
の
融
合
調
和
と
い
う
視
点
で
見
落
す
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
比
較
的
客
観
的
、
写
実
的
に
対
象
化
し
て
描
写
す
る

自
然
の
中
に
人
物
を
置
き
、
そ
の
入
物
も
客
体
と
し
て
描
写
し
、
自
然
と
人
物

が
対
等
に
配
さ
れ
な
が
ら
も
同
一
の
物
語
場
面
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
調
和

的
に
描
写
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

 
 
前
栽
の
花
、
い
ろ
く
咲
き
乱
れ
、
お
も
し
ろ
き
夕
暮
に
、
海
見
や
ら
る

 
 
㌧
廊
に
出
で
給
ひ
て
、
惇
み
給
ふ
御
さ
ま
の
、
ゆ
～
し
う
清
ら
な
る
に
、

 
 
所
が
ら
は
（
ま
し
て
こ
の
世
の
物
と
も
、
見
え
給
は
ず
。
白
き
綾
の
な
よ

 
 
ら
か
な
る
、
し
を
ん
い
う
な
ど
た
て
ま
つ
り
て
、
こ
ま
や
か
な
る
御
直
衣

 
 
帯
し
ど
け
な
く
、
う
ち
乱
れ
給
へ
る
御
さ
ま
に
て
、
 
（
中
略
）
雁
の
、
連

 
 
ね
て
な
く
こ
ゑ
、
梶
の
音
に
ま
が
へ
る
を
、
う
ち
な
が
め
給
ひ
て
、
涙
の
．

 
 
こ
ぼ
る
㌧
を
、
か
き
は
ら
ひ
給
へ
る
御
手
つ
き
、
く
ろ
き
御
数
珠
に
映
え

 
 
給
へ
る
は
…
…
（
以
下
略
）
 
（
須
磨
）

文
申
、
「
お
も
し
ろ
き
」
と
い
う
心
情
形
容
語
が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
全

体
と
し
て
は
写
実
的
に
描
写
さ
れ
た
自
然
が
提
示
さ
れ
Y
そ
の
自
然
を
背
景
に

し
て
存
在
す
る
光
源
氏
の
容
姿
も
客
観
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ

こ
で
の
須
磨
の
自
然
と
源
氏
と
は
一
体
化
し
て
物
語
と
し
て
の
場
面
を
構
成
し

調
和
し
た
美
を
形
成
し
て
い
る
。
場
面
全
体
を
包
む
作
者
の
美
意
識
が
自
ず
と

表
現
さ
れ
、
情
趣
豊
か
な
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
 
「
景
」
が
「
情

」
に
勝
っ
て
い
る
か
に
見
え
て
、
や
は
り
景
情
一
体
、
人
間
と
自
然
の
融
合
の

描
写
方
法
が
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
九
月
十
余
日
、
野
山
の
気
色
は
、
ふ
か
く
見
知
ら
ぬ
人
だ
に
、
た
ゴ
に
や

 
・
は
お
ぼ
ゆ
る
。
山
風
に
堪
へ
ぬ
木
々
の
こ
ず
ゑ
も
、
峯
の
葛
葉
も
、
心
あ

 
 
わ
た
だ
し
う
、
あ
ら
そ
ひ
散
る
ま
ぎ
れ
に
、
た
ふ
と
き
読
経
の
声
か
す
か

 
 
に
、
最
善
な
ど
の
声
ば
か
り
し
て
、
人
の
け
は
ひ
、
い
と
少
な
う
、
木
枯

 
 
の
吹
き
は
ら
ひ
た
る
に
、
 
（
中
略
）
草
む
ら
の
虫
の
み
ぞ
、
よ
り
所
な
げ

 
 
に
鳴
き
弱
り
て
、
枯
れ
た
る
草
の
下
よ
り
、
龍
謄
の
、
わ
れ
ひ
と
り
の
み

 
 
心
長
う
這
ひ
出
で
㌧
、
露
け
く
見
ゆ
る
に
、
 
（
中
略
）
れ
い
の
、
妻
戸
の

 
 
も
と
に
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
が
め
い
だ
し
て
立
ち
給
へ

“前
記
の
例
文
と
同
様
の
趣
向
に
よ
っ
た
描
写
で
あ
る
。

夕
霧
が
落
葉
宮
を
小
野
に
訪
ね
る
場
面
で
、
自
然
に
対
し
て
も
人
物
に
対
し
て

も
、
作
者
は
か
な
り
冷
静
な
立
場
か
ら
写
実
的
に
描
写
し
て
い
る
。
し
か
も
、

 
 
 
 
た
ち
寄
り
給
ひ
て
、
や
が
て
、

り
。
な
つ
か
し
き
ほ
ど
の
直
衣
に
、
色
こ
ま
や
か
な
る
御
衣
の
、
う
ち
旧

い
と
、
け
う
ら
に
透
き
て
、
影
よ
わ
り
た
る
夕
日
の
、
さ
す
が
に
、
何
心

も
な
う
き
し
き
た
る
に
、
ま
ば
ゆ
げ
に
、
わ
ざ
と
な
く
、
扇
を
さ
し
、
か

く
し
給
へ
る
手
つ
き
-
三
・
（
以
下
略
）
 
（
夕
霧
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
母
御
息
所
他
界
後
、
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情
趣
深
い
秋
の
自
然
と
そ
の
中
に
立
つ
夕
霧
の
容
姿
や
所
作
が
対
応
し
、
よ
く

調
和
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
面
描
写
に
お
い
て
は
、
人
間
も

自
然
の
中
の
一
点
景
と
化
す
が
、
全
体
と
し
て
は
場
面
化
さ
れ
美
化
さ
れ
、
特

殊
に
構
成
さ
れ
た
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
人
間
主
体
の
自
然
描
写
で
あ
る
と

評
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
描
写
が
さ
ら
に
進
展
し
て
「
自
然
即
人
事
の
表
現

が
生
ま
れ
る
。
自
然
が
人
物
の
比
喩
（
直
喩
）
と
な
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

 
〈
E
＞
 
自
然
が
そ
の
ま
ま
人
物
の
比
喩
と
し
て
描
か
れ
る
場
合
で
、
例
え

ば
、
夕
顔
巻
始
発
の
条
に
、
五
条
大
路
の
殺
風
景
な
あ
り
様
が
リ
ア
リ
ス
テ
ィ

ッ
ク
に
描
写
さ
れ
、
夕
顔
の
花
が
い
か
に
も
具
象
的
に
描
き
出
さ
れ
る
場
面
が

あ
る
が
、
そ
の
夕
顔
の
風
情
は
そ
の
ま
ま
そ
の
家
に
住
む
女
（
後
の
夕
顔
）
の

人
物
の
象
徴
で
あ
り
、
比
喩
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
端
的
な
例
と
し
て
、
作
中

人
物
を
自
然
に
喩
え
た
表
現
が
あ
る
。

 
 
春
の
あ
け
ぼ
の
～
霞
の
間
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
か
ば
桜
の
咲
き
み
だ
れ
た

 
 
る
を
見
る
心
地
す
。
 
（
野
分
）

 
 
八
重
山
吹
の
咲
き
み
だ
れ
た
る
さ
か
り
に
、
露
の
か
、
れ
る
夕
映
ぞ
、
ふ

 
 
と
、
思
ひ
い
で
ら
る
。
 
（
野
分
）

 
 
、
二
日
の
中
の
十
日
許
の
青
柳
の
、
わ
っ
か
に
し
だ
り
始
め
た
ら
ん
心
地
し

 
 
て
…
…
（
若
菜
下
）

 
 
よ
く
咲
き
こ
ぼ
れ
た
る
藤
の
花
の
、
夏
に
か
㌧
か
て
並
ぶ
花
な
き
朝
ぼ
ら

 
 
け
の
心
ち
ぞ
、
し
給
へ
る
。
 
（
若
菜
下
）

 
 
花
と
い
は
ば
、
桜
に
た
と
へ
て
も
。
 
（
若
菜
下
）

 
 
「
五
月
待
つ
花
た
ち
花
」
の
、
花
も
実
も
具
し
て
、
お
し
折
れ
る
香
り
お

 
 
ぼ
ゆ
。
 
（
若
菜
下
）

こ
こ
あ
げ
た
花
は
、
そ
れ
ぞ
れ
紫
の
上
、
玉
量
、
女
三
宮
、
明
石
女
御
、
紫
の

上
（
重
複
）
、
明
石
の
上
を
喩
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
も
、
自

然
と
人
物
の
調
和
融
合
の
美
を
果
た
し
得
た
、
す
で
れ
た
景
情
一
致
の
描
写
と

言
え
よ
う
。

 
以
上
、
わ
ず
か
の
例
文
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
人
事

と
自
然
の
融
合
描
写
、
あ
る
い
は
景
情
一
体
の
描
写
表
現
の
実
態
を
、
い
く
つ

か
の
類
型
に
分
け
て
概
観
し
た
。
、

三

 
源
氏
物
語
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
景
情
一
体
の
場
面
描
写
は
、
よ
り
分
折
的

に
見
れ
ば
、
自
然
と
人
事
が
相
互
に
対
等
の
機
能
を
発
揮
し
つ
つ
統
合
調
和
せ

し
め
ら
れ
て
い
る
も
の
、
と
い
う
よ
り
は
、
人
事
が
主
体
と
し
て
優
先
せ
し
め

ら
れ
、
自
然
は
こ
れ
に
従
属
し
融
和
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
機
構
の
も
と
に
成

り
立
っ
て
い
る
。
人
間
の
行
動
や
心
理
を
描
く
物
語
場
面
に
相
応
す
る
よ
う
に

自
然
は
内
在
化
さ
れ
、
再
構
成
さ
れ
、
美
化
き
れ
る
の
で
あ
る
。
本
来
客
観
的

写
実
的
で
あ
る
べ
き
自
然
描
写
の
中
に
、
前
述
し
た
ご
と
き
心
情
主
体
の
形
容

語
が
頻
用
さ
れ
る
の
も
、
そ
う
し
た
作
者
の
描
写
態
度
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
秋
山
慶
氏
が
ご
高
論
に
説
か
れ
た
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
、
「
描
写
」

と
呼
ぶ
の
が
い
か
に
も
不
当
な
く
ら
い
に
、
物
語
の
人
間
的
世
界
を
象
徴
的
に

表
現
す
る
も
の
で
、
「
人
間
の
行
為
、
人
間
関
係
の
内
側
か
ら
発
す
る
論
理
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
5
）

場
に
自
然
像
が
つ
む
ぎ
出
さ
れ
る
」
文
体
の
あ
り
様
な
の
で
あ
る
。

 
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
、
私
は
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
自
然
描
写
の
機

構
の
精
妙
ざ
を
、
さ
ち
に
細
か
く
検
討
し
て
み
た
・
い
。

 
前
節
の
〈
C
＞
項
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
物
語
で
は
、
一
連
の
自
然
描

写
の
か
な
り
は
や
い
部
分
に
、
主
観
的
美
意
識
を
表
現
す
る
心
情
語
が
叙
せ
ら

源
氏
物
語
の
自
然
描
写
に
つ
い
て
 
一
い
わ
ゆ
る
景
情
一
体
の
描
写
と
は
い
か
な
る
も
の
か
一
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轟

れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
き
わ
め
て
多
い
。
作
者
は
、
物
語
場
面
の
雰
囲
気
を
、
そ

の
場
の
自
然
の
情
趣
美
で
規
定
す
る
方
法
を
と
る
が
、
そ
の
自
然
を
客
観
的
写

実
的
に
描
写
せ
ず
、
主
観
的
な
心
情
語
で
い
ち
は
や
く
規
定
し
て
し
ま
う
。
そ

れ
は
、
そ
の
自
然
を
物
語
内
自
然
と
し
て
い
ち
は
や
く
特
殊
化
し
、
美
化
し
て

い
こ
う
と
す
る
手
法
で
、
そ
の
よ
う
に
情
趣
化
さ
れ
た
自
然
が
作
中
人
物
の
心

情
に
反
映
し
、
い
わ
ゆ
る
景
情
一
体
の
描
写
が
も
た
ら
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な

る
が
、
そ
う
し
た
叙
法
の
中
に
留
意
す
べ
き
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
帯
木
巻

の
中
の
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
自
然
描
写
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

 
 
月
は
有
明
に
て
、
光
を
さ
ま
れ
る
も
の
か
ら
、
影
さ
や
か
に
見
え
て
、

 
 
中
く
を
か
し
き
曙
な
り
。
何
心
な
き
空
の
気
色
も
、
た
買
見
る
入
か
ら

 
 
艶
に
も
凄
く
も
、
見
ゆ
る
な
り
け
り
。

右
の
叙
述
の
う
ち
、
「
何
心
な
き
空
の
気
色
も
」
以
下
は
、
客
観
的
に
は
美
で

も
醜
で
も
な
い
自
然
が
、
そ
れ
を
見
る
人
間
の
心
情
次
第
で
さ
ま
み
＼
の
情
感

を
伴
っ
・
て
見
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
、
作
者
の
自
然
観
の
表
出
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
叙
述
は
ま
た
、
か
つ
て
石
田
穣
二
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ

 
（
注
6
）

う
に
、
こ
の
場
の
情
景
が
伝
統
和
歌
の
世
界
の
曙
と
も
、
清
少
納
言
の
枕
草
子

に
大
胆
に
提
示
さ
れ
た
曙
と
も
ち
が
っ
た
曙
で
、
「
有
明
の
月
を
め
で
る
、
当

時
の
一
般
の
好
尚
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
新
し
く
作
者
の
発
見
し
た
」
「
独
創

」
'
の
美
で
あ
る
こ
と
を
、
作
者
が
読
者
に
直
接
弁
明
し
た
、
い
わ
ゆ
る
草
子
地

な
の
で
あ
る
。
こ
の
描
写
の
文
章
構
造
か
ら
、
私
が
注
意
し
た
い
の
は
、
 
「
何

心
な
き
空
の
気
色
も
」
以
下
の
草
子
地
が
、
上
文
の
「
憂
く
を
か
し
き
曙
な

り
」
と
い
う
叙
述
に
対
応
し
て
叙
せ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一

般
の
美
意
識
か
ら
は
、
す
で
に
光
把
を
失
っ
た
こ
の
場
の
有
明
の
月
は
美
の
対

象
と
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
作
者
は
そ
れ
を
は
じ
め
に
「
を
か
し
き
曙
な
り
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

と
規
定
し
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
弁
明
じ
み
た
草
子
地
を
も
叙
す
は
め
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
文
の
「
を
か
し
き
」
は
、
、
下
文
の
「
艶
に
も

（
見
ゆ
る
な
り
げ
り
）
」
と
即
応
し
た
措
辞
で
、
こ
の
場
の
自
然
（
光
を
さ
ま

れ
る
有
明
月
）
に
対
す
る
作
者
自
身
の
美
的
評
価
を
表
わ
す
叙
述
で
あ
る
。
 
「

凄
く
」
は
、
当
時
の
一
般
通
念
に
よ
る
美
意
識
を
踏
ま
え
た
叙
述
で
あ
る
。
一

般
通
念
の
美
意
識
か
ら
は
「
凄
く
」
見
ら
れ
る
こ
の
場
の
自
然
を
、
こ
こ
で
「
，

を
か
し
き
」
 
「
艶
」
な
る
自
然
に
転
換
せ
し
め
た
の
は
、
作
者
の
独
創
に
ほ
か

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
も
こ
の
物
語
場
面
の
内
的
必
然
に
従
っ
て
の
描
写
で
あ
っ

て
、
主
人
採
光
源
氏
と
女
と
の
後
朝
の
別
れ
を
描
く
こ
の
場
面
で
は
、
こ
れ
を

囲
算
す
る
自
然
も
ま
た
艶
美
な
情
趣
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
場
の
自
然
は
光
源
氏
の
視
野
で
と
ら
え
ら
れ

た
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
描
写
の
直
前
に
、
 
「
御
零
．

衣
な
ど
着
給
ひ
て
、
南
の
勾
欄
に
、
し
ば
し
、
う
ち
な
が
め
給
ふ
」
と
い
う
叙

述
が
あ
る
。
光
把
を
失
っ
た
有
明
月
も
、
．
源
氏
の
視
野
の
中
に
現
象
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
全
体
が
源
氏
の
視
点
を
申
心
に
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

こ
と
ば
、
文
身
の
「
人
く
覗
く
べ
か
め
り
」
 
「
す
き
心
ど
も
あ
め
り
」
な
ど

の
推
量
表
現
に
も
端
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
の
眼
前
に
は
有
明
の
月

が
あ
り
、
彼
の
背
後
に
彼
の
艶
姿
を
「
身
に
し
む
ば
か
り
思
へ
る
」
女
房
た
ち

が
い
て
、
こ
の
場
面
の
情
況
が
美
し
く
具
象
化
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
、
さ
き

の
「
発
く
を
か
し
き
曙
な
り
」
は
、
源
氏
自
身
の
心
情
を
表
現
す
る
叙
述
と

も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
場
面
描
写
に
お
け
る
「
艶
」
が

覗
き
見
て
い
る
女
房
た
ち
の
目
に
映
じ
た
有
明
月
の
風
情
で
あ
る
と
す
る
『
源

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
7
）

語
釈
泉
』
の
解
に
、
私
は
直
ち
に
は
従
え
な
い
気
が
す
る
。
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以
上
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
、
「
中
く
を
か
し
き
曙
な
り
」
の
「
を
か

し
」
は
、
作
者
自
身
の
主
観
的
美
意
識
で
も
あ
り
、
伺
時
に
光
源
氏
の
こ
の
場

の
心
情
で
も
あ
る
、
と
私
は
了
解
し
た
い
。
こ
こ
で
描
写
の
視
点
は
、
作
中
人

物
の
そ
れ
と
作
者
の
そ
れ
と
微
妙
か
つ
精
妙
に
重
ね
あ
わ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
作
者
の
視
点
に
よ
る
描
写
叙
述
の
中
に
「
中
く
を
か
し
ぎ

」
と
い
う
よ
う
な
主
観
的
心
情
語
を
用
い
る
の
は
、
作
者
が
読
者
に
対
し
て
自

己
の
心
情
を
直
接
的
に
訴
え
か
け
よ
う
と
す
る
表
現
態
度
を
示
唆
す
る
た
め
、

著
し
く
草
子
地
的
な
措
辞
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
中
く
を
か
し
き
」
と
い

う
叙
述
が
草
子
地
と
認
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
の
余
地
を
残
す
と
し
て

も
、
こ
の
す
ぐ
後
に
、
「
何
心
な
き
空
の
気
色
も
」
云
々
の
明
ら
か
な
草
子
地

表
現
を
伴
う
こ
と
も
考
慮
し
て
、
両
者
の
表
現
機
能
に
は
き
わ
め
て
密
接
な
関

連
が
あ
る
こ
と
は
認
め
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
作
者
の
美
意
識
や
主
観
に
よ

っ
て
客
体
で
あ
る
自
然
の
美
を
ま
ず
規
定
す
る
描
写
こ
そ
が
、
こ
の
物
語
に
お

け
る
自
然
描
写
の
特
徴
で
も
あ
る
。

 
 
夕
暮
の
し
っ
か
な
る
に
、
空
の
気
色
い
と
あ
は
れ
に
、
御
前
の
前
栽
か
れ

 
 
み
＼
・
に
、
虫
の
音
も
鳴
き
か
れ
て
、
紅
葉
の
、
や
う
く
色
づ
く
ほ
ど
、

 
 
絵
に
書
き
た
る
や
う
に
、
お
も
し
ろ
き
を
、
見
わ
た
し
て
…
…
（
以
下
略

 
 
）
（
夕
敵
）

前
述
の
如
く
、
こ
こ
で
も
客
体
で
あ
る
自
然
を
、
「
い
と
あ
は
れ
に
」
や
「
お

も
し
ろ
き
」
の
叙
述
で
主
観
的
に
描
い
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
心
情
語
主
体
の

形
容
は
、
作
者
自
身
の
自
然
に
対
す
る
美
的
形
容
で
あ
る
と
同
時
に
、
下
文
の

「
見
わ
た
し
て
↑
の
主
体
で
あ
る
右
近
の
心
情
と
も
一
体
化
し
た
も
の
で
あ

る
。
作
者
は
い
ま
、
右
近
の
目
に
映
じ
た
外
界
を
、
彼
女
の
主
体
に
即
し
て
美

と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
自
然
鑑
賞
を
も
同
時
に
果
し
得
て

い
る
の
で
あ
る
。

 
 
十
月
中
の
十
日
な
れ
ば
、
神
の
忌
垣
に
は
ふ
葛
も
、
色
変
り
て
、
松
の
下

 
 
紅
葉
な
ど
、
お
と
に
の
み
秋
を
聞
か
ぬ
顔
な
り
。
こ
と
み
＼
し
き
高
麗
・

 
 
唐
土
の
楽
よ
り
も
、
東
遊
び
の
、
み
㌧
な
れ
た
る
は
、
な
つ
か
し
く
、
お

 
 
も
し
ろ
く
、
波
・
風
の
声
に
響
き
あ
ひ
て
、
さ
る
木
高
き
松
風
に
、
吹
き

 
 
た
て
た
る
笛
の
音
も
、
ほ
か
に
て
聞
く
調
べ
に
は
か
は
り
て
身
に
し
み
、

 
 
（
中
略
）
鼓
を
離
れ
て
と
～
の
へ
と
り
た
る
方
、
お
ど
ろ
く
し
か
ら
ぬ

 
 
も
な
ま
め
か
し
く
・
す
ご
く
・
お
も
し
ろ
く
、
所
が
ら
は
、
ま
し
て
き
こ

 
 
え
け
り
。
 
（
若
菜
下
）

こ
れ
は
、
純
粋
な
自
然
描
写
と
は
言
い
が
た
い
が
、
自
然
と
調
和
し
た
器
楽
演

奏
の
音
色
を
、
相
当
に
写
実
的
な
態
度
で
作
者
が
描
写
し
た
文
章
で
あ
る
。
自

然
と
音
楽
を
、
外
界
の
事
象
と
し
て
客
体
化
し
な
が
ら
も
、
「
な
つ
か
し
」
「
お

も
し
ろ
し
」
「
な
ま
め
か
し
」
「
す
ご
し
」
な
ど
の
主
観
的
心
情
表
現
に
よ

っ
て
描
写
し
て
い
る
点
に
、
私
は
注
目
し
た
い
。
、
い
ず
れ
も
、
作
者
自
身
の
美

意
識
に
よ
る
外
界
批
評
を
示
す
も
の
で
あ
り
つ
～
、
同
時
に
こ
の
場
面
に
お
け

る
源
氏
の
心
情
に
即
し
た
描
写
表
現
で
あ
っ
て
、
こ
の
叙
途
の
少
し
後
に
あ
る

「
お
と
ゴ
、
昔
の
事
も
お
ぼ
し
出
で
ら
れ
」
云
々
の
叙
述
と
、
こ
れ
ら
は
ま
さ

．
し
く
照
応
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
月
、
や
う
く
さ
し
あ
が
る
㌧
ま
～
に
、
．
花
の
色
・
香
も
、
も
て
は
や
さ

 
 
れ
て
、
げ
に
、
い
と
、
、
心
に
く
き
ほ
ど
な
り
。
 
（
若
菜
下
）

六
盗
院
で
の
女
楽
が
、
い
よ
い
よ
佳
境
に
入
っ
た
場
面
の
中
で
の
描
写
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
の
「
心
に
く
き
ほ
ど
な
り
」
は
、
．
作
者
自
身
の
美
意
識
に
基
く
主

．
観
的
自
然
把
握
で
あ
り
、
同
時
に
主
人
公
光
源
氏
の
自
然
評
で
も
南
る
。
前

述
の
〈
C
＞
項
に
引
い
た
例
文
も
含
め
、
こ
の
よ
う
な
趣
向
に
よ
る
自
然
描
写

源
氏
物
語
の
自
然
描
写
に
つ
い
て
 
一
い
わ
ゆ
る
景
情
一
体
の
描
写
と
は
い
か
な
る
も
の
か
一
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は
、
こ
の
物
語
の
随
所
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

 
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
作
中
人
物
の
心
情
と
作
者
自
身
の
主
観
的
美
意
識
と
を

微
妙
に
重
さ
ね
あ
わ
せ
た
心
情
表
現
を
叙
す
自
然
描
写
の
あ
り
方
に
は
、
物
語

の
方
法
論
・
描
写
論
の
視
座
か
ら
、
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
問
題
が
指
摘
さ
れ

得
る
。

・
そ
の
場
の
自
然
が
、
作
中
人
物
の
心
情
に
よ
っ
て
情
趣
化
さ
れ
、
美
化
さ
れ

て
描
か
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
、
そ
の
情
趣
美
が
作
者
自
身
の
主
観
的
料
断
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
が
、
物
語
の
享
受
者
に
直
接
的

に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
元
来
客
観
的
写
実
的
描
写
を
通
し
て
表
わ
さ
れ
．

る
べ
き
自
然
が
、
い
っ
そ
う
顕
著
に
主
観
性
仔
情
性
を
帯
び
た
も
の
と
な
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
者
が
客
体
と
し
て
の
自
然
に
対
し
て
、
自
己
の
情
緒

的
判
断
や
批
評
を
加
え
る
こ
と
で
、
そ
の
自
然
描
写
は
本
来
的
な
意
味
で
の

描
写
性
を
減
じ
、
反
面
、
表
現
性
な
い
し
陳
述
性
を
著
し
く
増
大
し
て
く
る
の

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
描
写
対
象
で
あ
る
自
然
と
そ
れ
を
受
け
と
る
享
受
者
と

の
岡
に
作
者
が
直
接
顔
を
出
す
、
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
物
語
の
作
者
は
、
客
体
と
し
て
の
自
然
を
よ
り
客
観
的
、
写
実
的
に
描
写

す
る
こ
と
以
上
に
、
享
受
者
を
し
て
自
己
の
美
意
識
や
判
断
の
世
界
に
い
ち
は

や
く
参
入
せ
し
め
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
自
然
の
も

つ
情
趣
や
美
に
つ
い
て
、
ま
ず
享
受
者
と
の
意
識
の
共
通
化
、
連
帯
化
を
企
図

し
、
そ
れ
が
達
成
さ
れ
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
共
感
の
場
面
を
確
立
し
た
と
こ

ろ
に
物
語
の
本
来
が
め
ざ
す
人
間
的
事
象
の
構
成
と
展
開
を
進
め
て
い
く
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
自
然
描
写
は
、
あ
く
ま
で

も
手
段
で
あ
り
、
前
提
的
措
置
で
あ
る
。

 
源
氏
物
語
に
お
け
る
自
然
描
写
の
中
の
主
観
的
心
情
語
表
現
は
、
作
者
の
享

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

受
者
に
対
す
る
直
接
的
な
語
り
か
け
に
も
近
い
性
質
と
機
能
を
帯
び
て
い
る
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

い
う
点
で
、
い
わ
ゆ
る
草
子
地
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
草
子
地
は
、
既
に
論
じ

ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
作
者
の
吻
語
享
受
者
に
対
す
る
直
接
的
な
生
の
声
と
し

て
叙
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
物
語
の
文
体
の
基
盤
を
な
す
べ
き
描
写
ど
は

異
質
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
客
体
と
し
て
の
自
然
は
、
描
写
に
よ
っ
て
こ
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

本
来
の
形
象
を
あ
ら
わ
し
得
る
も
の
で
、
自
然
描
写
の
中
に
草
子
地
に
近
い
語

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

り
の
文
体
を
と
り
込
ん
で
叙
せ
ら
れ
る
源
氏
物
語
の
文
章
と
は
、
そ
れ
自
体
が

矛
盾
的
契
機
を
は
ら
ん
で
い
る
も
の
と
、
評
さ
れ
よ
う
。

 
こ
の
よ
う
な
機
構
と
機
能
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
源
氏
物
語
の
自
然
描
写
は
、

そ
こ
に
独
特
の
ス
タ
イ
ル
と
表
現
効
果
を
む
た
ら
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
ず
、
描
か
れ
る
自
然
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
客
観
的
な
姿
を
見
せ
ず
、
む

し
ろ
極
度
に
純
化
さ
れ
、
美
化
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
象
徴
的
で
さ
え
あ
る
が
、
「
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
情
趣
的
美
的
印
象
は
直
接
的
に
読
者
に
伝
え
ら
れ
、
豊

か
な
説
得
力
、
共
感
性
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
節
に
も
引
い
た

例
文
で
あ
る
が
、

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

 
 
れ
な
り
。
 
（
中
略
）
草
も
た
か
く
な
り
、
野
分
に
、
い
と
ゴ
荒
れ
た
る
心

 
 
地
し
て
、
月
か
げ
ば
か
り
ぞ
、
八
重
葎
に
も
さ
は
ら
ず
、
さ
し
入
り
た

 
 
る
。
（
桐
壼
）

と
い
う
叙
述
に
お
い
て
、
こ
の
場
の
自
然
の
素
材
自
体
が
和
歌
の
伝
統
に
基
く

美
意
識
で
選
択
・
構
成
さ
れ
て
い
る
点
も
、
確
か
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
こ

と
自
体
が
、
こ
の
場
の
自
然
描
写
が
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
の
写
実
的
模
写
で
な

い
こ
と
を
証
す
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
の
自
然

の
豊
か
な
情
趣
を
読
者
に
深
く
感
動
せ
し
め
る
の
が
、
素
材
そ
の
も
の
で
あ
る
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以
上
に
、
前
文
で
の
「
け
は
ひ
あ
は
れ
な
り
」
の
叙
述
の
表
現
機
能
で
あ
る
点

に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
は
れ
な
り
」
は
、
「
こ
の
場
の
命
婦
の
心
情

を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
作
者
自
身
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

情
感
の
表
現
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
作
者
か
ら
読
者
へ
の
直
接
の
語
り
か
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

r（

P
1
草
子
地
）
に
近
い
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。
読
者
は
、
作
者
か
ら
直
接
の
語

へ
 
 
ヘ
 
 
へ

り
か
け
と
し
て
ま
ず
こ
の
場
の
自
然
に
対
す
る
「
あ
は
れ
」
の
共
感
を
求
め
ら

れ
、
そ
の
枠
内
で
の
み
後
続
の
自
然
描
写
を
鑑
賞
し
て
い
く
と
い
う
趣
向
に
従

う
の
で
あ
る
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
作
者
は
、
享
受
者
と
の
こ
う
し
た
共
感
の

場
を
キ
ャ
ン
バ
ス
に
し
て
、
そ
の
上
に
簡
潔
に
し
て
象
徴
的
な
自
然
を
自
在
に

素
描
す
る
だ
け
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
お
け
る
自
然

が
、
し
ば
く
象
徴
的
だ
と
評
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
か
く
て
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
自
然
描
写
は
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
、
語
り
の

ヘ
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
へ

口
調
を
帯
び
て
く
る
。
客
観
的
描
写
文
の
中
に
も
、
作
者
の
心
の
色
を
あ
ら
わ

す
主
観
的
な
叙
述
が
頻
繁
に
挿
入
さ
れ
る
。

 
 
所
の
さ
ま
を
ば
更
に
も
い
は
ず
、
つ
く
り
な
し
た
る
心
ば
え
、
木
立
・
立

 
 
石
・
前
栽
な
ど
の
有
様
、
え
も
言
は
ぬ
入
江
の
水
な
ど
、
絵
に
書
か
ば
、

 
 
心
の
い
た
り
少
な
か
ら
む
絵
師
は
、
え
書
き
及
ぶ
ま
じ
と
見
ゆ
。
（
明
石
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

文
中
の
傍
線
部
は
、
作
者
自
身
の
心
の
色
に
よ
っ
て
こ
の
場
の
自
然
美
を
強
調

表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
描
写
機
能
ど
い
う
よ
り
は
陳
述
表
現
機
能
を
も
っ

て
い
る
。
「
見
ゆ
」
の
主
体
は
光
源
氏
で
あ
る
が
、
敬
語
表
現
に
な
っ
て
い
な

い
点
に
も
注
意
し
た
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

 
 
は
る
ぐ
と
、
物
の
と
ゴ
こ
ほ
り
な
き
海
面
な
る
に
、
中
／
＼
、
春
・
秋

 
 
の
花
・
紅
葉
の
さ
か
り
な
る
よ
り
も
、
た
ゴ
、
そ
こ
は
か
と
な
う
繁
れ
る

 
 
蔭
ど
も
、
な
ま
め
か
し
き
に
、
・
水
鶏
の
う
ち
た
㌧
き
た
る
は
、
誰
が
門
さ

 
 
し
て
と
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
ゆ
。
 
（
明
石
）

「
な
ま
め
か
し
」
「
あ
は
れ
」
の
心
情
は
、
光
源
氏
の
も
の
で
あ
り
つ
㌧
作
者

自
身
の
も
の
と
し
て
、
直
接
的
に
読
者
に
提
示
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
陳
述
性

を
顕
著
に
示
し
た
も
の
が
「
悪
く
」
と
い
う
叙
述
で
あ
る
。
因
み
に
、
文
末

の
「
お
ぼ
ゆ
」
は
敬
語
表
現
で
は
な
い
。
思
う
に
、
源
氏
物
語
の
自
然
描
写
に

は
、
こ
う
し
た
陳
述
性
の
強
い
形
容
句
「
中
く
」
「
更
に
も
い
は
ず
」
「
え

も
言
は
ぬ
」
な
ど
の
叙
述
を
多
く
見
る
が
、
こ
れ
ら
の
表
現
に
よ
る
読
者
へ
の

陳
述
機
能
の
効
果
が
、
そ
こ
で
の
自
然
の
美
を
強
調
す
る
・
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

 
 
は
る
か
に
霞
み
わ
た
り
て
、
四
方
の
木
ず
ゑ
、
そ
こ
は
か
と
な
う
、
け
ぶ

 
 
り
わ
た
れ
る
ほ
ど
、
絵
に
、
い
と
、
よ
く
も
似
た
る
か
な
。
か
～
る
所
に

 
 
住
む
人
、
心
に
思
ひ
の
こ
す
こ
と
は
あ
ら
じ
。
 
（
若
紫
）

京
の
近
郊
北
山
周
辺
の
春
の
自
然
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
は

こ
の
文
の
直
前
の
叙
述
で
、
「
し
り
へ
に
立
ち
出
で
㌧
、
京
の
方
を
見
給
ふ
」

と
あ
る
点
で
、
「
京
の
方
」
を
臨
み
見
て
い
る
源
氏
を
「
四
方
の
木
ず
ゑ
」
の

美
し
さ
に
感
激
さ
せ
る
こ
の
描
写
は
、
理
づ
め
に
評
す
れ
ば
、
不
合
理
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
作
者
は
必
ず
し
も
光
源
氏
の
視
点
に
よ
っ
て
の
み
自
然

を
見
て
は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
作
者
の
視
点
が
同
時
に
は
た
ら
い
た
の
で
あ

る
。
「
絵
に
、
幽
い
と
、
よ
く
も
似
た
る
か
な
」
以
下
の
感
慨
は
、
源
氏
と
作
者

の
共
通
の
も
の
で
、
作
者
が
そ
れ
を
性
急
に
読
者
に
伝
え
よ
う
と
す
る
説
明
の

中
で
、
描
写
に
飛
躍
が
生
じ
た
、
と
私
は
考
え
た
い
。
右
の
叙
述
の
前
半
部
が

地
の
文
な
の
か
、
，
会
話
文
な
の
か
問
題
視
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
描
写
視

点
の
二
重
性
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

 
 
庭
の
木
立
、
池
の
方
な
ど
、
の
ぞ
き
給
へ
ば
、
'
霜
枯
の
前
栽
、
絵
に
書
け

源
氏
物
語
の
自
然
描
写
に
つ
い
て
 
一
い
わ
ゆ
る
景
情
一
体
の
描
写
と
は
い
か
な
る
も
の
か
一
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、



 
 
る
や
う
に
お
も
し
ろ
く
て
、
見
も
知
ら
ぬ
四
位
・
五
位
こ
き
ま
ぜ
に
…
…

 
 
（
以
下
略
）
 
（
若
紫
）

少
女
紫
の
上
が
、
は
じ
め
て
源
氏
の
自
邸
二
条
院
の
庭
の
景
色
を
見
て
感
激
す

る
と
き
の
描
写
で
あ
る
が
、
「
絵
に
書
け
る
や
う
に
お
も
し
ろ
く
」
感
じ
た
の

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
紫
の
上
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
場
の
自
然
の
美
を
強
調

し
よ
う
と
す
る
作
者
自
身
の
、
読
者
に
対
す
る
直
接
表
現
と
見
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
「
絵
の
や
う
に
」
美
し
い
は
ず
の
前
栽
の
自
然
は
、
て

こ
で
ほ
と
ん
ど
実
体
を
あ
ら
わ
す
べ
き
写
実
描
写
を
得
て
い
な
い
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
自
然
の
美
し
さ
は
確
実
に
読
者
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
表

現
効
果
が
、
こ
の
叙
述
に
は
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
物
語
享
受
者
が
、
こ

れ
だ
け
の
描
写
だ
け
で
秋
の
自
然
情
趣
美
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
共
感
で
き
る
前
提
を

踏
ま
え
て
、
作
者
は
ほ
と
ん
ど
描
写
し
な
い
前
栽
の
風
景
を
「
絵
の
や
う
に
お

も
し
ろ
く
」
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
物
語
の
作
者
は
、
．
自
然
の
客
観
的
写
実
的
描
写
を
最
少

限
度
に
と
ど
め
、
読
者
に
対
す
る
直
接
表
現
の
機
能
を
も
つ
主
観
的
心
情
語
や

陳
述
の
副
詞
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
の
自
然
の
情
趣
世
界
に
読
者
を
導
き
入
れ
、

共
感
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
描
写
に
お
い
て
著
し
く
不
全
な
文
体
が
、
そ
の

表
現
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
効
果
を
発
揮
す
る
こ
の
物
語
の
文
章
と
は
、
端
的
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

こ
う
し
た
作
者
自
身
の
心
情
を
直
接
に
表
出
す
る
と
こ
ろ
の
語
り
の
方
法
、
草

へ
 
 
へ

子
地
の
叙
法
に
拠
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
既
述
の
如
く
、
自
然
描
写
に
お
い
て

さ
え
も
有
効
な
表
現
方
法
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
景
情
一
体
の

描
写
、
入
事
と
自
然
の
融
合
描
写
と
言
わ
れ
る
の
も
、
こ
の
物
語
の
文
章
の
そ

う
し
た
機
構
に
深
い
関
わ
り
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

四

 
周
知
の
よ
う
に
、
源
氏
物
語
で
は
作
中
人
物
の
視
点
を
通
し
て
の
描
写
法
（

い
わ
ゆ
る
限
定
視
点
法
）
と
、
作
者
自
身
の
視
点
を
通
し
て
の
描
写
法
（
い
わ

ゆ
る
全
知
視
点
法
）
と
が
併
用
さ
れ
、
物
語
の
場
面
展
開
に
応
じ
て
そ
の
視
点

は
変
幻
自
在
に
移
動
す
る
描
写
の
機
構
が
見
ら
れ
る
。
限
定
視
点
法
の
典
型
的

な
ケ
ー
ス
が
、
い
わ
ゆ
る
垣
間
見
の
場
面
描
写
で
あ
る
が
、
作
者
は
い
つ
で
も

自
由
に
作
者
全
知
の
視
点
法
に
復
帰
で
き
る
立
場
を
も
つ
ね
に
留
保
し
て
い
る

の
で
、
変
化
に
富
ん
だ
自
在
な
場
面
展
開
が
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。

 
物
語
世
界
の
創
造
・
描
写
が
、
作
者
の
自
由
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
も
と
よ
り
自
明
の
理
で
は
あ
ろ
う
。
が
、
本
来
限
定
視
点
の
方
法
と
全
知
視

点
の
方
法
と
は
、
同
一
の
場
面
描
写
の
中
で
同
時
的
に
共
存
し
に
く
い
は
ず
の

‘
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
か
の
方
法
に
依
存
し
な
が
ら
、
場
面
の
推
移
に
応
じ
て

相
互
の
比
重
が
変
わ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
が
、
こ
の
物
語
の
自
然
描
写
に
お

い
て
は
、
両
者
は
精
妙
に
複
合
さ
れ
る
。
し
か
も
、
草
子
地
に
近
い
心
情
語
表

現
に
よ
っ
て
、
そ
の
複
合
が
有
機
的
に
遂
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
主
客
の
野
分

に
よ
る
描
写
の
効
果
が
発
揮
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
源
氏

物
語
の
作
者
が
独
創
的
な
自
然
美
を
描
き
出
す
た
め
の
、
意
図
的
か
つ
効
果
的

な
方
法
の
所
産
な
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

 
 
明
け
ぬ
れ
ば
、
夜
ふ
か
く
出
で
給
ふ
に
、
有
明
の
月
い
と
を
か
し
。
花
の

 
 
木
ど
も
、
や
う
く
盛
り
す
ぎ
て
、
わ
っ
か
な
る
木
蔭
の
い
と
し
ろ
き
庭

 
 
に
、
う
す
く
霧
渡
り
た
る
、
そ
こ
は
か
と
な
く
霞
み
あ
ひ
て
、
秋
の
あ
は

 
 
れ
に
、
多
く
た
ち
ま
さ
れ
り
。
 
（
須
磨
）

須
磨
下
向
の
直
前
、
源
氏
が
左
大
臣
邸
に
暇
乞
い
に
参
上
し
て
早
朝
帰
邸
し
ょ

（ 108 ）



う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
文
中
の
「
い
と
を
か
し
」
「
秋
の
あ
は
れ
に
、
多
く

た
ち
ま
さ
れ
り
」
は
、
例
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
視
野
に
入
っ
て
い
る
自
然
に
対

す
る
彼
自
身
の
感
動
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
作
者
自
身
の
こ
の

場
面
の
自
然
に
対
す
る
主
情
的
な
美
的
評
価
の
意
識
を
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

こ
こ
で
属
目
の
春
の
自
然
に
対
し
て
秋
の
情
趣
を
も
重
合
さ
せ
た
の
は
、
上
文

の
「
霧
」
の
語
に
引
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
物
語
の
場
面
が
い
ま
、
別
離

の
悲
哀
を
主
題
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
も
密
接
な
関
わ
り
を
も
っ
て

い
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
場
に
お
け
る
晩
春
の
自
然
を
、
読
者
は
秋
の

あ
わ
れ
深
い
自
然
の
情
趣
に
通
わ
せ
て
鑑
賞
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
効

果
的
な
表
現
性
を
も
た
ら
す
の
は
、
主
と
し
て
「
を
か
し
」
「
秋
の
あ
は
れ
に

多
く
た
ち
ま
さ
れ
り
」
と
い
う
作
者
自
身
の
主
観
表
現
に
基
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
花
盛
り
を
過
ぎ
て
い
る
桜
の
美
を
強
調
す
る
の
も
、
こ
の
物
語
の
作
者
の

し
ば
く
の
筆
癖
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
独
創
美
で
あ
っ
て
、
「
秋
の

あ
は
れ
に
、
多
く
た
ち
ま
さ
れ
り
」
は
、
こ
う
し
た
作
者
の
美
意
識
を
読
者
に

直
接
訴
え
よ
う
と
す
る
弁
明
じ
み
た
解
説
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
自
然

描
写
が
主
観
的
督
情
的
で
あ
る
の
も
、
こ
れ
ら
の
叙
述
の
機
能
に
よ
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
よ
う
。

 
以
上
、
源
氏
物
語
の
自
然
描
写
に
お
け
る
主
観
的
心
情
語
表
現
の
機
構
と
効

果
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
本
来
、
客
観
的
描
写
を
主
体
と
す
べ
き
自
然
描

 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

写
の
・
甲
の
草
子
地
的
表
現
は
、
こ
の
物
語
の
描
写
の
基
本
的
な
あ
り
方
の
問
題

に
関
わ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
物
語
の
描
写
は
、
そ
れ
が
限

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

定
視
点
法
に
よ
れ
、
全
知
視
点
法
に
よ
れ
、
作
者
の
読
者
に
対
す
る
語
り
の
ロ

へ調
を
そ
の
素
地
と
し
て
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
で
そ
れ
が

有
効
に
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
純
然
た
る
草
子
地
も
、
こ
の
よ
う
な
素
地

の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
て
、
こ
の
物
語
が
「
書
か
れ
た
物
語
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
8
）

で
あ
る
こ
と
の
意
義
の
重
要
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
源
作
者
の
当
初
か
ら
の
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

体
の
基
調
に
あ
る
こ
う
し
た
語
り
の
口
調
こ
そ
が
描
写
の
基
軸
と
な
っ
て
、
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

者
と
読
者
を
直
接
的
に
結
ぶ
共
感
の
場
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
語
り
の

方
法
に
よ
る
共
感
の
場
を
前
提
に
し
て
、
こ
の
物
語
の
表
現
の
細
部
は
は
じ
め

て
描
写
と
な
り
得
た
の
で
あ
っ
て
、
自
然
描
写
の
あ
り
方
も
、
そ
の
よ
う
な
文

学
創
造
と
享
受
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
こ
そ
、
効
果
的
な
も
の
と
な
り
得

た
わ
け
で
あ
る
。

注
1

注
2

注
3

町彫注
654

注
7

こ
の
問
題
に
関
す
る
先
学
の
諸
方
を
見
る
が
、
上
坂
信
男
氏
『
源
氏

物
語
1
そ
の
心
象
序
説
一
』
や
小
町
谷
照
彦
氏
の
「
源
氏
物
語
の
和

歌
」
 
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
4
2
・
テ
）
ほ
か
一
連
の
こ
論
文
が
示
唆

に
富
む
。

森
岡
常
夫
氏
「
源
氏
物
語
の
自
然
」
 
（
「
源
氏
物
語
の
研
究
」
昭
4
2

・
1
1
、
清
水
弘
文
堂
刊
所
収
）

秋
山
直
射
「
源
氏
物
語
の
思
考
と
方
法
i
自
然
と
人
間
に
つ
い
て
の

一
視
角
一
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
4
4
・
6
）

注
1
の
上
坂
氏
の
こ
論
考
参
照
。

注
3
に
同
じ
。

石
田
穣
二
氏
「
美
意
識
」
（
『
源
氏
物
語
必
携
』
昭
4
4
・
7
、
学
当

社
刊
所
収
）

吉
沢
義
則
氏
著
。
氏
は
「
好
き
心
に
そ
そ
ら
れ
る
女
房
達
の
心
眼
に

映
ず
る
有
明
の
月
の
影
」
を
『
艶
」
と
し
、
「
夜
を
徹
し
て
か
き
口

説
き
な
が
ら
、
遂
に
空
蝉
を
な
び
か
し
か
ね
て
、
寂
し
い
充
た
ぬ
思

源
氏
物
語
の
自
然
描
写
に
つ
い
て
 
一
い
わ
ゆ
る
景
情
一
体
の
描
写
と
は
い
か
な
る
も
の
か
一
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ひ
に
別
れ
を
告
げ
た
」
源
氏
の
心
眼
に
映
じ
た
月
影
を
『
凄
』
と
し

 
 
 
て
作
者
が
描
写
し
た
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。
，

注
8
 
近
時
、
阪
倉
篤
義
氏
「
語
り
の
姿
勢
1
．
「
『
を
り
」
の
消
長
を
め
ぐ
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ズ

 
 
 
て
一
」
 
（
「
文
学
」
昭
5
2
・
5
1
）
、
吉
岡
暖
氏
「
源
氏
物
語
の
語
り

 
 
 
手
と
書
き
手
と
朗
読
者
と
」
 
（
「
国
語
国
文
」
昭
5
2
・
3
）
、
同
氏

 
 
．
「
源
氏
物
語
の
遠
近
法
」
 
（
「
文
学
」
昭
5
2
・
4
）
ほ
か
、
源
氏
物

 
 
 
語
が
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
（
記
述
性
）
の
意
義
が
強
調
さ
れ

 
 
 
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
と
私
見
と
は
矛
盾
し
て
い
な
い
と
思
う
。
源

 
 
 
氏
物
語
が
語
り
の
口
調
に
擬
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
土
台
に
し
て

 
 
 
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
が
私
見
で
あ
り
、
そ
こ
に
作
者
の

 
 
 
独
自
の
描
写
技
法
を
見
て
と
り
た
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
本
文
の
引
用
は
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波
書
店
刊
）
に
よ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈
昭
和
5
2
年
9
月
V
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