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源
氏
物
語
の
心
理
描
写

―
豊
子
情
訳
に
見
る
自
然

・
引
歌

。
心
中
思
惟
―

は
じ
め
に

源
氏
物
語
に
は
、
眼
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
美
し
い
絵
巻
の
よ
う
に

平
安
貴
族
の
恋
物
語
が
次
々
と
展
開
さ
れ
、
多
く
の
人
物
を
登
場
さ
せ

な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
微
妙
な
心
の
動
き
が
細
か
く
深

く
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
人
物
の
心
情
が
自
然
景
物
と
結
び
つ
け
て

語
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
ま
た
読
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る

「古
今
集
』
を
は

じ
め
と
す
る
古
歌
の
言
葉
や
情
景
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し

く
描
か
れ
た
物
語
の
場
面
や
登
場
人
物
の
心
理
を
引
き
立
て
る
と
こ
ろ

に
、
そ
の
表
現
の
特
質
が
見
出
さ
れ
る
。
情
景
の
描
写
や
古
歌
の
引
用

に
よ
る
心
理
描
写
は
源
氏
物
語
の
構
成
法
と
し
て
機
能
し
、
紫
式
部
に

と

つ
て
こ
れ
は
物
語
の
芸
術
性
と
情
緒
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
な
く
て

は
な
ら
な
ら
な
い
方
法
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
」ゝ
の
よ
う
な
繊
細
に

し
て
複
雑
な
物
語
の
構
成
、
そ
し
て
登
場
人
物
の
多
様
性
と
そ
の
人
物

た
ち
の
心
理
描
写
が
中
国
語
訳
に
ど
の
よ
う
に
再
現
さ
れ
て
い
る
の

か
。
と
く
に
原
文
の
行
間
に
込
め
ら
れ
た
莫
大
な
背
景
知
識
が
人
物
の

胡
　
秀
敏

心
理
や
場
面
描
写
と
ど
う
結
び
付
け
て
理
解
さ
れ
、
中
国
語
訳
に
取
り

入
れ
ら
れ
る
の
か
。
本
論
文
で
は
そ
う
し
た
心
理
描
写
の
方
法
と
し
て

用
い
ら
れ
る
自
然
の
描
写
と
引
歌
の
効
果
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
シ」

れ
ら
の
手
法
と
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
技
法

が
豊
氏
訳
源
氏
物
語
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て

み
た
い
。一

、
登
場
人
物
の
語
り
と
草
子
地

源
氏
物
語
の
文
体
の
特
徴
の
一
つ
は
、
主
語
が
な
く
、
し
か
も
あ
る

話
の
流
れ
の
中
で
登
場
人
物
の
語
り
が
地
の
文
に
い
つ
の
間
に
か
溶
け

込
ん
で
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
物
語
で
あ
る
以
上
、
語
り
手
が

物
事
を
語
る
と
い
う
体
裁
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
文
章
に

は
時
と
し
て
、
登
場
人
物
の
会
話
、
心
中
思
惟
、
地
の
文
、
さ
ら
に
作

者
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
の
草
子
地
が
加
え
ら
れ
、
極
端
に
言
え
ば
、
そ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
作
者
、
つ
ま
り
紫
式
部
自
身
の
視
点
と
い
う
こ
と
に

も
な
ろ
う
。
も
と
も
と
主
語
の
明
示
さ
れ
な
い
源
氏
物
語
の
文
章
で
あ
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る
上
に
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
文
体
で
構
成
さ
れ
る
物
語
を
翻
訳
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
日
本
語
の
現
代
語
訳
以
上
に
困
難
が
推
測
さ
れ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
く
に
主
語
の
省
略
が
許
さ
れ
な
い
中
国
語

訳
は
、
こ
の
よ
う
な
繊
細
に
し
て
複
雑
な
文
体
を
ど
う
理
解
し
、
処
理

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
豊
氏
訳
が
源
氏
物
語
に
登
場
す
る

人
物
の
繊
細
な
心
理
描
写
を
見
事
に
再
現
し
た
典
型
的
な
例
を

一
つ
挙

げ
よ
つヽ
。

①
頬
つ
き
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
眉
の
わ
た
り
う
ち
け
ぶ
り
、
い
は

け
な
く
か
い
や
り
た
る
額
つ
き
、
髪
ざ
し
、
い
み
じ
う
う
つ
く
し
。

ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
ゆ
か
し
き
人
か
な
、
と
目
と
ま
り
た
ま
ふ
。
さ

る
は
、
限
り
な
う
心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
、
い
と
よ
う
似
た

て
ま
つ
れ
る
が
、
ま
も
ら
る
る
な
り
け
り
、
と
思
ふ
に
も
涙
ぞ
落

つ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［若
紫
１
１
四
―
ル
］

女
骸
的
相
貌
♯
常
可
愛
，
眉
梢
流
露
清
秀
之
気
，
額
如
敷
粉
，
披
在

脳
后
的
短
友
俊
美
劫
人
。
源
氏
公
子
想
道

‥
「
送
企
人
挨
大
起
来
．

多
久
妍
絶
呵
！
」
便
目
不
橋
晴
地
注
祝
地
。
鑑
而
又
想

・、
原
来

送
核
子
的
相
貌
．
♯
常
肖
似
我
所
傾
心
愛
慕
的
那
企
人
．
所
以
如

此
牽
惹
我
的
心
目
。

」
想
到
逮
里
．
不
禁
流
下
氾
来
。

（女
の
子
の
容
貌
は
非
常
に
可
愛
ら
し
く
、
眉
の
あ
た
り
は
清
ら
か
で
上
品

な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
。
額
は
お
し
ろ
い
を
塗
っ
た
よ
う
で
、
頭
の
後

ろ
に
垂
れ
か
か
つ
て
い
る
短
い
髪
は
人
の
心
を
動
か
す
ほ
ど
優
れ
て
美
し

い
。
源
氏
公
子
が
思
う
に
は
、
「
こ
の
子
が
大
き
く
成
長
し
た
ら
、
な
ん
と

愛
ら
し
く
艶
や
か
だ
ろ
う
」
と
、
じ
っ
と
目
を
据
え
て
彼
女
を
見
つ
め
た
。

ま
た
思
う
に
は
、
「な
る
ほ
ど
こ
の
子
の
容
貌
は
私
が
心
か
ら
慕
っ
て
い
る

あ
の
人
に
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
だ
か
ら
こ
ん
な
に
も
私
の
心
を

惹
き
つ
け
た
の
だ
」
と
、
こ
こ
ま
で
思
う
と
、
思
わ
ず
涙
が
こ
ぼ
れ
て
き

た
。）

光
源
氏
十
八
歳
の
春
、
わ
ら
わ
や
み
治
療
の
た
め
に
北
山
の
聖
の
も

と
を
訪
れ
、
加
持
祈
祷
を
し
て
も
ら
う
合
間
に
山
の
周
辺
を
散
策
し
、

と
あ
る
僧
坊
に
い
る
若
紫
を
垣
間
見
る
有
名
な
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏

の
目
に
入
っ
た
少
女
の
姿
は
確
か
に
際
立
っ
て
美
し
い
。
し
か
し
光
源

氏
が
こ
の
少
女
に
引
き
つ
け
ら
れ
、
そ
の
成
長
し
た
先
を
見
届
け
た
い

気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
単
に
そ
の
美
し
さ
に
よ
る
の
み
で
は
な

い
。
心
か
ら
慕
っ
て
い
る
藤
壺
に
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
少
女
の
美
し
さ
の
た
め
に

「ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
」
を
見
届

け
た
い
と
い
う
思
い
か
ら

「限
り
な
う
心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
、

い
と
よ
う
似
た
て
ま
つ
れ
る
」
へ
と
、
自
ら
そ
の
心
を
奪
わ
れ
る
理
由

を
意
識
し
、
同
時
に
涙
が
落
ち
る
、
と
い
う
光
源
氏
の
微
妙
な
心
の
動

き
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
目
を
通
し
て
確
認
し
た
も
の
が
自
然
と
心
に
流
れ
込

む
と
い
う
微
妙
な
心
理
移
行
の
過
程
に
つ
い
て
、
中
国
語
訳
も
原
文
と

ほ
ぼ
同
じ
テ
ン
ポ
の
リ
ズ
ム
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
少
女
を
垣
間
見
て

の
光
源
氏
の
思
い
の
展
開
は
二
つ
の
文
脈
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず

「ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
ゆ
か
し
き
人
」
の

「
ゆ
か
し
」
は
、
平
安
文

畔凱赫震
気
可
封
耗
葬
詳
裂
貪
覗
ｐ
諄
稜

は
そ
れ
に
直
接
対
応
す
る
言
葉
よ
り
も
、
「見
届
け
た
い
」
と
い
う
抽



象
的
な
表
現
を
越
え
て
、
こ
こ
に

「多
仏
好
拍
咽
」
（な
ん
と
愛
ら
し
く

艶
や
か
だ
そ
こ

と
、
少
女
が
成
長
し
た
時
の
姿
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い

る
。
中
国
語
の

「婦
絶
」
は
大
人
の
女
性
の
上
品
で
艶
や
か
な
姿
を
形

容
す
る
言
葉
で
あ
る
た
め
、
次
の

「非
常
肖
似
我
所
傾
心
愛
慕
的
那
今

人
員
な
る
ほ
ど
こ
の
子
の
容
貌
は
私
が
心
か
ら
慕
っ
て
い
る
あ
の
人
に
非
常
に

よ
く
似
て
い
る
の
で
）
へ
と
自
然
に
繋
が
つ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し

】
け

「 源
知

の の
雌
戯
唯
熱
一錢
軒
弓
秒
豪
勒
「
輸
む
「
い
』
叫
相
¨
咤
聾
崚

あ
た
り
の
豊
氏
訳
は
、
」ゝ
の
よ
う
な
登
場
人
物
の
日
か
ら
心
へ
の
流
れ

と
い
う
繊
細
な
動
き
を
活
写
し
た
原
文
の
趣
意
を
見
事
に
捉
え
た
好
訳

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
部
分
に
お
け
る
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
と
く
に
語

形
が
現
代
語
と
同
じ
で
あ
っ
て
も
意
味
の
異
な
る
語
彙
に
対
す
る
解
釈

に
、
全
く
検
討
の
余
地
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば

で
つ
つ
く
し
」

と
い
う
言
葉
に
関
す
る
訳
語
に
問
題
が
あ
る
。
「岩
波
古
語
辞
典
』
で

は
、
「う
つ
く
し
」
に
つ
い
て

「平
安
時
代
に
は
、
小
さ
い
も
の
を
か
わ

い
い
と
眺
め
る
気
持
へ
と
移
り
、
梅
の
花
な
ど
の
よ
う
に
小
さ
く
か
わ

い
く
、
美
で
あ
る
も
の
の
形
容
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
中
国
語
の

「俊

美
」
は

「優
れ
て
美
し
い
」
「麗
し
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
「か

わ
い
ら
し
い
」
や

「
い
と
し
い
」
の
要
素
が
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
平
安
時
代
の
概
念
か
ら
す
れ
ば
、
十
歳
ば
か
り
の
少
女

の
見
目
形
を
形
容
す
る
の
に
「優
れ
て
美
し
い
」
と
い
う
よ
り
も
、
「か

わ
い
ら
し
い
」
の
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
「髪
ざ
し
」
は
髪
の
様
子
や
生
え
ざ
ま
を
意
味
す
る
言
葉
だ

が
、
「頭
の
後
ろ
に
か
か
る
短
い
髪
」
と
訳
さ
れ
る
の
は
い
か
が
か
と

思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
い
は
け
な
く
か
い
や
り
た
る
」
と
い
う
、
髪
を

無
造
作
に
掻
き
揚
げ
る
幼
い
少
女
特
有
の
し
ぐ
さ
を
示
す
表
現
は
省
略

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
不
備
を
差
し
引
い
て
も
、
光
源
氏
の

微
妙
な
心
理
変
化
を
捉
え
る
こ
と
に
お
い
て
中
国
語
訳
は
原
文
に
遜
色

が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

わ
ら
わ
病
の
治
療
を
終
え
て
京
に
戻
っ
た
光
源
氏
は
、
北
山
で
垣
間

見
た
少
女
の
面
影
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
そ
の
素
性
を
聞
き
出
す
に
至
る
。

藤
壺
の
姪
と
判
明
し
て
か
ら
は
ま
す
ま
す
恋
慕
の
情
が
募
り
、
自
ら
少

女
を
引
き
取
る
こ
と
を
申
し
出
る
も
の
の
、
き
っ
ば
り
断
わ
ら
れ
て
し

ま

っ
た
。
そ
れ
に
も
め
げ
ず
、
光
源
氏
は
帰
京
後
の
紫
の
上
の
邸
に
た

び
た
び
足
を
運
ぶ
。

②
・　
夜
ひ
と
夜
風
吹
き
荒
る
る
に
、
風
りに
か
う
お
は
せ
ざ
ら
ま
し

か
ば
、
い
か
に
心
細
か
ら
ま
し
。
同
じ
く
は
よ
ろ
し
き
ほ
ど
に
お

は
し
ま
さ
ま
し
か
ば
」
と
さ
さ
め
き
あ
へ
り
。
乳
母
は
、
つヽ
し
ろ

め
た
さ
に
、
い
と
近
う
さ
ぶ
ら
ふ
。
風
す
こ
し
吹
き
や
み
た
る
に
、

夜
深
う
出
で
た
ま
ふ
も
、
一副
引
列
冽
引
明
劉
。

［若
紫
１
１
珈
］

狂
ヌ
通
夜
不
息
。
余
侍
女
消
情
地
互
相
告
道

‥
「
今
晩
如
果
源

氏
公
子
不
来
，
我
個
速
里
多
久
害
伯
―
要
是
姑
娘
年
紀
和
公
子
相

称
．
多
ム
好
児
！
」
少
幼
吉
乳
母
替
姑
娘
担
心
．
緊
緊
地
坐
在
地

身
芳
。
后
来
凩
漸
漸
停
息
了
。
源
氏
公
子
要
在
天
没
有
亮
之
前
回

去
．
Ⅲ
酬
翻
判
り
劇
測
創
悧
リ
コ
翻
刷
利
判
創
ｄ
同
「
測
。
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（激
し
い
風
が
夜
を
通
し
て
吹
き
や
ま
な
か
っ
た
。
「今
晩
も
し
源
氏
公
子

が
来
な
か
っ
た
ら
、
私
た
ち
の
住
む
所
が
ど
ん
な
に
お
そ
ろ
し
か
っ
た
ろ

う
。
も
し
女
の
子
が
公
子
と
お
似
合
い
の
年
頃
で
あ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に

よ
か
っ
た
ろ
う
。」
と
侍
女
た
ち
が
ひ
そ
ひ
そ
と
話
し
合
っ
て
い
た
。
乳
母

の
少
納
言
も
少
女
の
こ
と
を
心
配
し
て
、
彼
女
の
す
ぐ
近
く
に
じ
っ
と

坐
っ
て
い
る
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
風
が
い
く
ら
か
吹
き
止
ん
で
き
た
。
源

氏
公
子
は
夜
が
明
け
な
い
う
ち
に
帰
ろ
う
と
し
て
、
Ｊ
劉
嘲
劇
例
ｑ
州
ｑ

）

尼
君
死
去
に
よ
る
忌
み
も
過
ぎ
た
頃
、
す
で
に
紫
の
上
の

一
行
は
北

山
か
ら
帰
京
し
て
い
る
と
聞
き
、
そ
の
邸
を
訪
れ
る
段
で
あ
る
。
霰
が

降

っ
て
、
風
も
激
し
く
吹
き
し
き
る
恐
ろ
し
い
夜
の
様
子
に
か
こ
つ
け

て
、
光
源
氏
が
自
ら

「宿
直
人
」
と
し
て
そ
の
邸
に
赴
き
、
十
歳
ば
か

り
の
若
紫
の
い
る
御
帳
の
う
ち
に
入

っ
て
添
い
寝
を
し
て
し
ま
う
。
」ゝ

の
行
為
に
対
し
て
女
房
た
ち
は
奇
妙
に
思
い
、
さ
ら
に

一
夜
を
と
も
に

過
ご
し
て
し
ま
う
よ
う
な
並
外
れ
た
振
る
舞
い
に
衝
撃
と
不
安
を
隠
し

き
れ
な
い
。
物
語
は
若
紫
と

一
夜
を
過
ご
し
た
あ
と
、
「夜
深
う
出
で

た
ま
ふ
」
光
源
氏
の
姿
を
さ
ら
に
描
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

暗
岬
け
鵜
は
行
叫
な
湖
げ
酬
り
勝
（
¨
漱
酸
獨
』
一
漱
硼
動
詞
脚
湾
げ

い
る
。
そ
の
常
識
に
従
っ
て
考
え
れ
ば
、
光
源
氏
の
振
る
舞
い
は
ま
さ

に
女
の
も
と
に
通
っ
た
男
の
行
為
で
あ
り
、
だ
か
ら
そ
の
姿
は

「事
あ

り
顔
な
り
」
と
批
評
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も

「事
あ
り
顔
」
と
は
、
女

の
も
と
か
ら
夜
明
け
ご
ろ
に
帰
る
男
の
様
子
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
草
子
地
と
さ
れ
、
も
し
く
は
女
房
た
ち
の
思
い
と
し
て
も

考
え
ら
れ
よ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
女
に
逢

っ
て
の
朝
帰
り
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

原
文
の

「事
あ
り
顔
な
り
や
」
は
草
子
地
で
あ
ろ
う
と
、
地
の
文
で

あ
ろ
う
と
、
光
源
氏
の
行
為
を
批
判
的
な
目
で
見
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
あ
る
意
味
で
は
読
者
の
気
持
ち
を
察
知
し
、
そ
れ
を
代
弁
す
る
か

の
よ
う
に
も
受
け
取
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
豊
氏
訳
の

「此
時

他
心
中
覚
得
紡
彿
是
和
情
人
幽
会
之
后

一
般
女
ま
る
で
恋
人
と
逢
瀬
を
楽

し
ん
だ
あ
と
の
よ
う
な
気
分
で
あ
る
）と
い
う
表
現
は
光
源
氏
本
人
の
心
中

思
惟
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
替
え
ら
れ
て
、
も
ち
ろ
ん
批
判
の
意
味

な
ど
、
全
く
読
み
取
れ
な
い
。
こ
れ
は
ど
の
現
代
日
本
語
訳
に
も
見
ら

れ
な
い
訳
し
方
で
、お
そ
ら
く
豊
子
億
の
独
創
的
な
考
え
方
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
資
畔

「事
あ
り
顔
な
り
や
」
の
「
や
」
は
詠
嘆
を
示
す
間
投
助

詞
で
あ
っ
て
、
第
三
者
の
立
場
か
ら
の
発
言
だ
と
考
え
る
の
は
穏
当
な

見
方
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
の
場
合
、
正
訳
か
誤
訳
か
の
問
題
を
越

え
て
、
豊
氏
訳
は
若
紫
と
と
も
に

一
夜
を
過
ご
し
た
光
源
氏
の
心
の
内

に
、
敢
え
て
踏
み
込
む

一
つ
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
も
そ
れ
は
光
源
氏
に
と
っ
て
の
藤
壺
と
若
紫
の
存
在
意
義
を

正
確
に
理
解
し
た
上
で
の
見
方
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
点
で
は
、
少
女
が
藤
壺
の
兄
の
兵
部
卿
宮
の
娘
、

つ
ま
り
藤
壺
の
姪
に
当
た
る
事
実
が
既
に
判
明
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
も
と
も
と
、
十
歳
ば
か
り
の
少
女
と

一
夜
を
と
も
に
す
る
行
為
自

体
は
正
常
な
精
神
状
態
と
は
言
い
が
た
い
。
彼
の
意
識
の
内
に
は
と
も

に
夜
を
過
ご
し
た
の
は
若
紫
で
は
な
く
、
藤
壺
で
あ
っ
て
、
そ
の
藤
壺



と
の
密
会
を
疑
似
再
現
し
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。

源
氏
物
語
に
は
こ
の
よ
う
に
、
草
子
地
な
の
か
、
地
の
文
な
の
か
、

そ
れ
と
も
登
場
人
物
の
心
情
表
現
な
の
か
は
っ
き
り
し
た
決
め
手
の
な

い
、
い
わ
ば

「曖
味
」
な
ま
ま
の
、
す
な
わ
ち
多
元
的
意
味
を
包
含
す

る
文
脈
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
一
方
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
解
釈
の

余
地
が
残
さ
れ
、
豊
か
な
文
学
的
可
能
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
文
学
側
に
お
い
て
、
そ
れ
は

「も
の
の
あ

は
れ
」
の
文
学
的
体
裁
で
あ
り
、
物
語
の
情
趣
そ
の
も
の
と
も
言
え
る

文
体
と
理
解
し
て
、
読
者
は
容
易
に
感
情
移
入
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
中
国
文
学
側
と
し
て
は
、
読
者
に
納
得
さ
せ
る
た
め
に
は
、
文
法

的
に
主
語
省
略
が
許
さ
れ
な
い
中
国
語
訳
は
、
ま
ず
は
っ
き
り
し
た
主

語
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
く
だ
り
の
豊
氏
訳
で
は
、
表

記
さ
れ
て
い
な
い
文
法
上
の
主
語
を
選
び
出
す
こ
と
よ
り
も
、
文
意
を

よ
り
的
確
に
伝
え
る
た
め
の
主
語
を
決
め
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
た

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
「事
あ
り
顔
な
り
や
」
と
い
う
表
現
に
何
が

秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
藤
壺
と
の
密
会
の
疑
似
再
現
に

よ
っ
て
光
源
氏
は
心
が
満
た
さ
れ
た
が
、
」ゝ
れ
は
若
紫
に
対
す
る
感
情

で
あ
る
と
同
時
に
、
幻
想
の
世
界
で
の

一
人
の
女
性
へ
の
憧
れ
の
充
足

で
も
あ
る
。
い」
の
よ
う
な
登
場
人
物
の
重
層
的
な
心
理
を
把
握
す
る
上

で
、
「事
あ
り
顔
」
の
主
語
を
光
源
氏
と
し
、
「ま
る
で
恋
人
と
逢
瀬
を

楽
し
ん
だ
あ
と
よ
う
な
気
分
で
あ
る
」
と
訳
出
す
る
中
国
語
訳
の
ほ
う

が
む
し
ろ
合
理
的
で
納
得
が
い
く
の
で
は
な
い
か
。

二
、
引
歌
の
効
果

日
本
文
学
作
品
の
中
で
和
歌
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
和
歌
は
歌

集
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
物
語
の
中
で
会
話
の
代
わ
り
に
多
く
使
用
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
源
氏
物
語
の
和
歌
の
大
き
な
特
徴
は
引
歌
で
あ
り
、

古
歌
の

一
句
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
歌
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
膨

ら
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
。
古
歌
の
知
識
を
そ
れ
ほ
ど
持
た
な
い
現
代
人

に
は
難
し
く
思
わ
れ
る
源
氏
物
語
の
文
章
で
あ
る
が
、
王
朝
の
人
々
に

と
っ
て
は
、
「古
今
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
和
歌
が
引
か
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
物
語
の
場
面
を
深
く
心
に
し
み
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き

た
に
違
い
な
い
。
現
代
日
本
語
訳
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う

な
数
々
の
引
歌
の
処
理
と
し
て
現
代
語
訳
と
は
別
に
注
釈
を
補
っ
て
い

る
の
が
殆
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
国
語
訳
の
場
合
、
ど
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
、
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「夕
顔
」
巻
の
有
名
な
場
面
を

取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

③
…
…
見
入
れ
の
ほ
ど
な
く
も
の
は
か
な
き
住
ま
ひ
を
、
あ
は
れ

に
、
可
づ
司
洲
剖
ｕ
●
と
思
ほ
し
な
せ
ば
、
王
の
台
も
同
じ
こ
と

な
り

。
切
懸
だ
つ
物
に
、
い
と
青
や
か
な
る
葛
の
心
地
よ
げ
に
這
ひ
か

鐘
製
期
錆
場
頗

身
つ
い
ゐ
て
、
「か
の
自
く
咲
け
る
を
な
む
、
夕
顔
と
申
し
は
ベ

る
。
花
の
名
は
人
め
き
て
、
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
ん
咲
き
は
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べ
り
け
る
」
と
、
申
す
。
　
　
　
　
　
　
　
［夕
顔
１
１
”
１
２‐
］

室
内
彼
浅
，
是
板
筒
腫
的
住
房
。
他
党
得
彼
可
怜
，
想
起
古
人

「
人
生
到
処
即
力
家
」
之
句
。
又
想

・・玉
楼
金
屋
．
述
不
是

一
祥

的
久
？
送
里
的
板
垣
芳
辺
挨
着
的
蔓
草
．
青
葱
可
愛
。
草
中
升
着

浄
多
白
花
，
孤
芳
自
賞
地
露
出
笑
顔
。
源
氏
公
子
独
自
吟
道

‥
「花

不
知
名
分
外
妍
！
」
随
以
稟
告

‥
「
速
里
升
着
的
自
花
，
名
叫
夕

顔
。
逮
花
的
名
字
象
人
的
名
字
。
遠
神
花
都
是
弄
在
速
航
駐
的
培

根
的
。

」

（…
…
室
内
は
奥
浅
く
、
極
め
て
簡
単
で
粗
末
な
家
で
あ
る
。
彼
は
と
て
も

可
哀
そ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
古
人
の
句
「
個
劉
馴
倒
冽
劉
列
劇
列
ｄ
引
劉
」

が
思
い
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
金
殿
玉
楼
も
結
局
は
同
じ
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
、
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
こ
の
板
垣
に
生
え
て
い
る
蔓
草
は
青
々
と

し
て
可
愛
ら
し
い
。
草
の
中
に
た
く
さ
ん
咲
い
て
い
る
白
い
花
が
自
分
だ

け
は
い
か
に
も
誇
ら
し
げ
に
笑
み
を
浮
か
ば
せ
て
い
る
。
源
氏
公
子
は

研
洲
期
割
川
利
側
η
Ⅷ
翻
鰍
型
『
刻
副
羽
洲
ｕ
＝
」
と
独
り
言
に
吟
じ
る

と
、
随
身
が

「こ
こ
に
咲
い
て
い
る
白
い
花
は
夕
顔
と
申
し
ま
す
。
こ
の

花
の
名
前
は
人
間
の
名
前
に
似
て
い
て
、
こ
の
種
の
花
は
み
な
こ
の
よ
う

な
汚
い
垣
根
に
咲
く
も
の
で
す
。」
と
慎
ん
で
申
し
上
げ
る
。）

光
源
氏
が
大
弐
の
乳
母
の
病
気
を
見
舞
う
た
め
に
五
条
の
家
を
訪

れ
、
車
の
御
簾
ご
し
に
外
を
眺
め
る
と
、
む
さ
く
る
し
い
大
路
の
様
子

や
、
隣
の
粗
末
な
家
の
光
景
が
目
に
と
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
に
思
い
を
め

ぐ
ら
す
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
光
源
氏
の
心
中
思
惟
は
二
箇
所
の
引
歌

に
よ

っ
て
彩
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は

「
い
づ
こ
か
さ
し
て
と
思
ほ
し
な

せ
ば
、
玉
の
台
も
同
じ
こ
と
な
り
」
で
あ
る
。
「世
の
中
は
い
づ
れ
か
さ

し
て
わ
が
な
ら
む
行
き
と
ま
る
を
ぞ
宿
と
さ
だ
む
る
」
η
古
今
集
』

雑

下

読
入
し
ら
ず
）
を
用
い
て
、
光
源
氏
の
住
む
金
殿
玉
楼
の
よ
う
な
宮

中
も
夕
顔
の
む
さ
く
る
し
い
随
屋
も
、
大
し
た
違
い
が
な
く
、
人
間
に

と
っ
て
は
結
局

「
つ
い
の
住
処
は
な
い
も
の
だ
」
の
思
い
に
至
る
と
い

う
。
こ
れ
に
対
し
、
「人
生
到
赴
即
力
家
」
、
つ
ま
り
人
生
は
旅
路
の
よ

う
な
も
の
で
、
行
く
先
々
で
足
の
留
ま
る
所
が
我
が
家
で
あ
る
、
と
い

う
の
が
豊
氏
訳
の
解
釈
で
あ
る
。
訳
本
で
は
こ
の
引
歌
に
つ
い
て
、
脚

注
に

『古
今
集
』
の
歌
に
対
し
て
七
言
二
句
の
訳
詩
が
添
え
ら
れ
て
い

る
。
「随
室
如
同
金
玉
屋
、
人
生
到
姓
即
力
家
」
（随
屋
も
金
殿
玉
楼
も
同

じ
で
あ
っ
て
、
人
生
到
る
所
を
我
が
家
と
す
る
）
と
、
下
の
句
を
中
心
に
訳

出
さ
れ
て
い
る
。
原
歌
に
な
い
言
葉
ま
で
加
え
ら
れ
て
い
る
完
全
な

意
訳
と
は
い
う
も
の
の
、
引
歌
の
趣
意
を
十
分
に
汲
み
取
り
、
こ
の
場

に
お
け
る
光
源
氏
の
し
み
じ
み
と
し
た
思
い
が
正
確
に
表
現
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
た
だ
原
文
の

「あ
や
し
き
垣
根
」
を

「汚
い
垣
根
」
と

訳
す
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
せ
め
て
、
「み
す
ぼ
ら
し
い
」
あ

る
い
は

「粗
末
な
」
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
場
面
の
描
写
を
優
雅
に
彩
る
も
う

一
つ
の
引
歌
は
、
「を

ち
か
た
人
に
物
申
す
」
の
表
現
に
あ
る
。
乳
母
の
家
を
訪
れ
て
門
の
開

く
の
を
待
つ
間
、
隣
家
の
板
塀
に
咲
く
白
い
花
が
ふ
と
目
に
と
ま
り
、

思
わ
ず

「を
ち
か
た
人
に
物
申
す
」
と
独
り
言
を
い
う
光
源
氏
に
随
身

が
す
ば
や
く
、
「あ
の
自
く
咲
い
て
い
る
花
を
夕
顔
と
申
し
ま
す
」
と

答
え
る
。
こ
の
よ
う
な
知
的
な
会
話
が
成
り
立
っ
た
の
は
、
一一一一口う
ま
で

も
な
く
、
こ
の
二
人
の
間
に
は

で
つ
ち
わ
た
す
遠
方
人
に
も
の
申
す
わ



れ

そ
の
そ
こ
に
自
く
咲
け
る
は
何
の
花
ぞ
も
」
η
古
今
集
』
雑
外
旋
頭

歌
読
人
し
ら
ず
）
と
い
う
歌
が
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

紫
式
部
が
予
想
し
た
読
者
は
皆
こ
の
歌
を
知

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
つ

た
。
も
ち
ろ
ん
、
中
国
語
訳
も
こ
の
引
歌
を
忘
れ
て
い
な
い
。

豊
氏
訳
の

「花
不
知
名
分
外
婦
」
（花
の
名
は
知
ら
な
い
が
格
別
に
な
ま

め
か
し
じ

が
問
い
の
形
で
は
な
く
、
独
り
吟
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目

し
た
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
原
文
に
あ
る
光
源
氏
の
独
り
言
も
直
接
的

に
は
質
問
の
形
を
と
っ
て
い
な
い
。
ど
ち
ら
も
独
り
呟
い
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
古
歌
の

一
句
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
さ

獅
璽
か
級
い
け
轍
つ
麹
嫌
一牧
艶
朽
れ
い
劇
斜
膠
静
μ
瀞
嗽
拗
臨
¨
彰
獅

が
で
き
る
。
中
国
語
訳
も

「あ
の
白
い
花
は
何
だ
」
と
直
接
聞
か
ず
に
、

原
文
の
優
雅
な
雰
囲
気
に
合
わ
せ
て
中
国
の
読
者
に
、
風
流
で
知
的
な

平
安
王
朝
貴
族
の
日
常
生
活
を
彿
彿
さ
せ
る
よ
う
な
絶
妙
な
訳
文
と

な
っ
て
い
る
。
い」
の
引
歌
に
つ
い
て
訳
文
に
は
と
く
に
注
釈
が
み
ら
れ

な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
注
釈
な
し
で
も

一
つ
の
機
知
的
表
現
と
し

て
光
源
氏
の
心
情
を
代
弁
す
る
引
歌
の
心
と
雰
囲
気
は
、
こ
の

「花
不

知
名
分
外
婦
」
の

一
文
を
通
し
て
醸
し
出
さ
れ
、
お
そ
ら
く
中
国
の
読

者
は
な
ん
の
違
和
感
も
な
く
、
」ゝ
の
あ
た
り
の
物
語
の
ム
ー
ド
を
堪
能

で
き
た
で
あ
ろ
う
。
源
氏
物
語
を
よ
り
原
文
に
近
い
訳
文
で
鑑
賞
さ
せ

る
た
め
の
、
訳
者
の
古
典
の
知
識
と
言
葉
選
び
の
苦
心
が
、
こ
の
あ
た

り
の
訳
文
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

引
歌
の
魅
力
と
有
力
な
機
能
の

一
つ
は
、
「多
く
の
人
々
に
共
感
さ

卿
ば
か
辣
詰
囃
卿
耐
餃
脚
階
赫
赫
緩
嗣
憲
」
曖
“
い

わ っ
【
Ｃ
硼
が
」
琳

と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
引
歌
の
心
を
伝
え
る
の
に
、
現
代
日
本
語
で

さ
え
、
注
釈
を
つ
け
る
し
か
方
法
が
な
い
の
に
、
ま
し
て
中
国
語
に
訳

す
場
合
の
難
し
さ
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原

典
の
情
趣
を
盛
り
上
げ
る
引
歌
の
巧
妙
な
効
果
を
訳
文
に
生
か
す
た
め

に
、
翻
訳
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
感
嘆
に

値
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
う

一
例
を
挙
げ
よ
う
。

④
こ
と
と
明
く
な
れ
ば
、
障
子
口
ま
で
送
り
た
ま
ふ
。
内
も
外
も
人

騒
が
し
け
れ
ば
、
引
き
立
て
て
別
れ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
心
細
く
、
同

，ｑ
利
劃
Ｊ
副
釧
剣
悧
Ｗ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［〒
木
１
１
硼
］

天
色
漸
漸
明
亮
．
源
氏
公
子
送
杢
蝉
到
妖
隔
扇
辺
。
此
吋
内
外
人

声
嗜
余
．
他
告
別
了
杢
蝉
，
拉
上
妖
隔
扇
．
回
到
室
内
的
吋
候
．

心
情
昇
常
寂
蓼
．
引
創
測
コ
目
倒
劉
刷
□
到
劉
司
劇
羽
到
則
＝

（空
の
色
は
だ
ん
だ
ん
明
る
く
な
り
、源
氏
公
子
は
空
蝉
を
紙
の
扇
あ
た
り

ま
で
見
送
っ
た
。
こ
の
時
、
内
も
外
も
人
々
の
声
が
騒
が
し
く
、
彼
は
空

蝉
と
別
れ
て
か
ら
、
紙
の
扇
を
引
き
締
め
て
室
内
に
戻
っ
た
時
何
と
も
い

え
な
い
寂
多
感
に
包
ま
れ
、
［引
望
硼
¶
引
創
引
ｑ
「
「
ｑ
綱
ｑ
同
国
列
劇

洲
引
ガ
ヨ
司
劃
回
馴
劃
湖
割
ｄ
ｉこ―
剌
翻
引
剥
刻
Ｊ

雨
夜
の
品
定
め
の
翌
晩
、
光
源
氏
は
方
違
え
の
た
め
に
中
川
の
紀
伊

の
守
の
邸
に
赴
き
、
そ
こ
で
空
蝉
と
出
会
い
、
一
夜
を
と
も
に
し
た
二

人
の
別
れ
の
場
面
で
あ
る
。
鶏
は
し
き
り
に
鳴
き
、
外
は
次
第
に
明
る

み
を
増
し
、
別
れ
を
惜
し
み
な
が
ら
も
、
光
源
氏
は
空
蝉
を
障
子
口
ま
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で
見
送
る
。
障
子
の
外
は
人
の
声
が
騒
が
し
く
、
こ
れ
以
上
先
へ
進
む

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
化
し
く
部
屋
に
戻
っ
た
光
源
氏
に
は
、
目
の
前

に
立
て
ら
れ
た

一
枚
の
障
子
が
あ
た
か
も
内
と
外
に
別
れ
た
二
人
の
間

を
隔
て
る
関
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
「隔
つ
る
関
」
に
は
二
つ
の
引
歌

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
ひ
こ
星
に
恋
は
ま
さ
り
ぬ
天
の
河
へ
だ
つ
る

関
を
い
ま
は
や
め
て
よ
」
含
伊
勢
物
護巴

九
十
五
彦
星
）
と

「逢
坂
の
名

を
ば
た
の
み
て
こ
し
か
ど
も
隔
つ
る
関
の
つ
ら
く
も
あ
る
か
な
」
η
新

勅
撰
集
」
恋
二
　
読
入
し
ら
ず
）
で
あ
る
。

こ
の
引
歌
は
二
首
と
も
激
し
い
恋
心
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
一
一人
の
間

を
隔
て
る
「関
」
が
時
と
し
て
天
の
河
で
あ
っ
た
り
、逢
坂
の
山
で
あ
っ

た
り
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
相
愛
す
る
二
人
の
男
女
の
間
に
置

か
れ
る
乗
り
越
え
難
い
恋
路
の
関
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
」ゝ

の
場
合
、
こ
の
文
面
が

「引
歌
」
で
あ
る
そ
れ
自
体
の
重
要
性
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
古
歌
の

一
句
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
作
者
が
何
を
表
現

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
よ
り
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
紫
式
部
は

作
中
人
物
の
心
理
描
写
に
、
恋
路
の
関
に
擬
え
ら
れ
る
隔
て
の
も
の
、

つ
ま
り
こ
こ
で
の
障
子
を
物
語
の
芸
術
性
を
高
め
る
た
め
の
小
道
具
と

し
て
巧
み
に
利
用
し
、
記
さ
れ
て
い
な
い
古
歌
の
世
界
を
古
歌
の
引
用

に
よ
っ
て
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
王
朝
の
読

者
は
物
語
の
中
で
光
源
氏
が
体
験
し
て
い
る
心
細
さ
化
し
さ
を
、
「隔

つ
る
関
」
と
い
う
人
口
に
檜
久
す
る
歌
語
に
よ
っ
て
強
く
印
象
付
け
ら

れ
た
に
違
い
な
い
。

原
文
の
こ
の
よ
う
な
繊
細
か
つ
複
雑
な
構
成
法
に
、
中
国
語
訳
は
ど

こ
ま
で
忠
実
に
従
え
る
の
か
。
訳
文
の
要
と
な
る
の
は

「青
」
と
い
う

語
法
で
あ
る
。
中
国
語
の

「音
」
は
打
消
し
の
語
、
疑
問
や
感
歎
の
語

を
と
も
な
っ
て
打
ち
消
し
や
反
語
を
表
す
古
語
用
法
で
あ
る
。
原
文
の

「隔
つ
る
関
」
と
訳
文
の
「不
音
蓬
山
万
重
！
」
の
間
に
は

一
見
し
た
と

こ
ろ
、
何
の
関
連
性
も
持
た
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
引
歌
の
ポ
イ
ン
ト
は
相
愛
す
る
二
人
の
間
を
隔
て
る
恋
路

の
関
な
の
だ
か
ら
、
「蓬
山
万
重
」
で
対
応
す
る
の
は
ま
ず
妥
当
だ
と

言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら

「万
重
の
山
」
と
い
う
表
現
は
中
国
文
学
に
よ

く
登
場
す
る
言
葉
で
、
例
え
ば
李
自
の

「早
発
白
帝
城
」
に
あ
る
有
名

な
句
で
、
「両
岸
猿
声
喘
不
住
　
軽
舟
已
過
萬
重
山
」
な
ど
は
中
国
の

読
者
の
多
く
が
熟
知
す
る
詩
語
で
あ
ろ
う
。
」ヽ
の
句
を
回
ず
さ
ん
だ
り

す
る
と
、
山
峡
の
入
り
口
に
準
え
立
つ
あ
の
険
し
い
山
々
は
強
烈
な
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
喚
起
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
訳
文
で
は
さ
ら
に
「不
重

と
い
う
古
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
一人
の
間
に
横
た
わ
る
障
害

が

「万
重
の
蓬
山
」
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
豊

氏
訳
で
は
こ
の
よ
う
に
、
古
典
用
語
を
用
い
た
り
、
中
国
の
読
者
に
受

け
入
れ
ら
れ
や
す
い
詩
句
を
投
入
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
典

に
等
価
な
古
典
的
ム
ー
ド
を
漂
わ
せ
る
た
め
に
細
心
の
工
夫
が
凝
ら
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
光
源
氏
と
空
蝉
の
二
人
の
間
を
隔
て

た
障
子
を

「紙
隔
扇
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
的
確
と
は
言
い
難
い
。
一扇

は
あ
く
ま
で
も
扇
で
あ
っ
て
、
部
屋
の
仕
切
り
と
し
て
の
意
味
は
全
く

持
ち
合
わ
せ
な
い
。
な
ぜ
扇
に
し
た
の
か
今
の
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ

２つ
。
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三
、
自
然
描
写
と
心
情
表
現

源
氏
物
語
の
美
し
さ
の

一
つ
は
、
作
中
人
物
と
自
然
景
物
が

一
体
に

な
っ
て
描
か
れ
る
叙
情
性
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
自
然
描

写
が
作
品
の
芸
術
性
を
高
め
る
の
に
最
も
重
要
な
フ
ア
ク
タ
ー
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
時
に
は
そ
の
自
然
描
写
が
、
源
氏

物
語
に
登
場
す
る
多
様
な
人
物
の
心
理
を
深
く
広
く
表
現
す
る
中
核
的

な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
ビヽ
」
で
自
然
景
物
と
人
間
の
心
情
が

強
く
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
る
、
い
わ
ば

「景
情

一
致
」
と
い
う
自
然
描

写
の
抒
情
性
を
鮮
明
に
表
わ
し
て
い
る
例
を
取
り
上
げ
よ
う
。

⑤
出
で
が
て
に
、
御
手
を
と
ら
へ
て
や
す
ら
ひ
た
ま
へ
る
、
い
み
じ

う
な
つ
か
し
。
風
い
と
冷
や
か
に
吹
き
て
、
松
虫
の
鳴
き
か
ら
し

た
る
声
も
、を
り
知
り
顔
な
る
を
、
さ
し
て
思
ふ
こ
と
な
き
だ
に
、

聞
き
過
ぐ
し
が
た
げ
な
る
に
、
ま
し
て
わ
り
な
き
御
心
ま
ど
ひ
ど

も
に
、
な
か
な
か
こ
と
も
ゆ
か
ぬ
に
や
。
　
　
　
［賢
木
２
１
８２
］

他
握
住
了
六
条
妃
子
的
手
．
依
依
不
舎
．
那
祥
子
真
是
多
情
―

其

吋
凍
ヌ
忽
起
，
秋
虫
乱
鳴
．
其
声
哀
怨
．
似
乎
代
入
惜
別
。
即
使

是
元
枕
元
慮
之
人
．
瞬
到
速
声
音
也
准
干
忍
受
。
何
況
送
両
今
魂

消
腸
断
的
恋
侶
．
邸
有
心
情
以
容
賦
持
児
？

（彼
は
六
条
妃
子
の
手
を
し
つ
か
り
と
握
り
締
め
、別
れ
を
惜
し
む
そ
の
様

子
は
誠
に
情
が
深
い
！
そ
の
時
、
突
然
涼
し
い
風
が
吹
き
出
し
、
秋
虫
が

鳴
き
乱
れ
、
そ
の
鳴
き
声
は
実
に
物
悲
し
く
、
コ引
ｇ
「
刈
間
ｑ
側
料
明
―こ―

別
測
ｄ
硼
月
刑
冽
劇
刻
刊
劃
渕
創
例
「

こ
れ
と
い
っ
て
物
を
思
う
こ
と
の

な
い
人
間
で
さ
え
も
こ
の
鳴
き
声
を
聞
く
と
耐
え
難
い
思
い
を
す
る
の
に
、

ま
し
て
断
腸
の
思
い
で
い
る
こ
の
二
人
の
恋
人
が
ど
う
し
て
落
ち
着
い
た

気
持
ち
で
詩
を
賦
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。）

娘
の
斎
宮
に
と
も
な

っ
て
、
伊
勢
下
向
を
決
意
し
た
六
条
御
息
所
を

光
源
氏
が
野
の
官
に
訪
ね
、
後
朝
の
別
れ
を
迎
え
る
場
面
で
あ
る
。
冷

た
い
風
が
吹
い
て
、
鳴
き
か
ら
し
た
松
虫
の
声
も
、
折
り
か
ら
の
風
情

を
知

っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
朝
空
の
模
様
が
、
ま
る
で
こ
の
場

面
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
作
り
出
さ
れ
た
よ
う
な
趣
を
見
せ
る
。
「
を
り

知
り
顔
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
然
情
景
が
あ
た
か
も
別
れ
の
悲
し

さ
を
知

っ
て
い
る
か
の
如
き
暗
喩
で
あ
る
が
、
」ヽ
の
よ
う
な
原
文
の
特

殊
な
表
現
は
豊
氏
訳
に
ど
う
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「例
調
側

月
層
昴
響

（ま
る
で
人
間
の
代
わ
り
に
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
）

と
い
う
訳
語
を
含
む
こ
の
段
落
の
訳
文
は
、
原
文
の
趣
意
を
過
不
足
な

く
掴
ん
で
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
。
同
じ
表
現
は

「紅
葉
賀
」
巻
に
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
日
暮
れ
か
か
る
ほ
ど
に
、
け
し
き
ば
か
り
う
ち
し
ぐ
れ
て
、
劉
ｑ

川
劇
劃
コ
則
Ｊ
刷
利
引
劇
ヨ
到
訓
「

さ
る
い
み
じ
き
姿
に
、
菊
の

色
々
う
つ
ろ
ひ
、
え
な
ら
ぬ
を
か
ざ
し
て
、
今
日
は
ま
た
な
き
手

を
尽
く
し
た
る
、
入
り
綾
の
ほ
ど
、
そ
ぞ
ろ
寒
く
、
こ
の
世
の
事

と
も
お
ぼ
え
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［紅
葉
賀
１
１
獅
］

其
吋
日
色
漸
暮
．
天
公
傍
佛
体
会
人
意
，
洒
下
一
陣
板
知
的
微
雨

来
。
源
氏
中
格
的
秀
雨
的
姿
恣
中
，
添
了
径
霜
増
絶
的
各
色
菊
花

的
美
飾
，
今
天
大
曼
身
手
．
干
舞
雲
退
出
吋
重
又
折
回
，
男
演
新

姿
．
使
規
者
感
劫
得
不
寒
而
慄
，
几
疑
此
♯
人
世
同
現
象
。
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（日
が
次
第
に
暮
れ
て
き
た
頃
、剣
州
劃
爛
Ы
が
劃
劉
¶
川
間
倒
剣
州
＝
日

相
創
月
月
剣
郷
Ⅵ
引
列
ｑ
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
細
雨
を
降
ら
せ
た
。
源
氏
中
将

の
美
し
い
姿
の
な
か
に
さ
ら
に
霜
に
打
た
れ
て
さ
ま
ざ
ま
な
色
合
い
に
移

ろ
っ
た
菊
を
か
ざ
し
に
し
て
、
今
日
は
ま
た
と
な
い
妙
技
を
披
露
し
た
。

舞
が
終
っ
て
退
場
し
て
は
、
ま
た
引
き
返
し
て
、
さ
ら
な
る
新
し
い
演
技

を
披
露
す
る
そ
の
姿
は
寒
気
を
覚
え
る
ほ
ど
美
し
く
、
観
衆
を
感
動
さ
せ

た
。
こ
の
世
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
か
と
幾
度
も
疑
わ
れ
る
。）

紅
葉
の
美
し
い
神
無
月
に
、
帝
の
朱
雀
院
行
幸
に
際
し
、
頭
の
中
将

と
と
も
に
青
海
波
を
舞

っ
た
光
源
氏
の
格
段
に
美
し
い
姿
が
帝
を
は
じ

め
観
衆

一
同
を
感
動
さ
せ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
描
写
は

「景
情

一
致
」
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
空

模
様
ま
で
も
が
こ
の
光
源
氏
の
ま
た
と
な
い
秘
術
に
感
涙
を
催
し
た
と

い
う
。
豊
氏
訳
の

「
天
公
彿
彿
体
会
人
意
」
（天
公
ま
で
も
が
ま
る
で
人
間

の
気
持
ち
を
体
得
し
た
か
の
よ
う
に
）は
原
文
に
対
応
す
る
的
確
な
文
意
だ

と
思
う
が
、
原
文
に
あ
る

「
入
り
綾
」
の
作
法
に
つ
い
て
注
釈
を

つ
け

た
ほ
う
が
、
こ
の
場
面
の
盛
況
を
よ
り
正
確
に
読
者
に
伝
え
、
感
動
を

催
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
源
氏
物
語
で
は
、
主
要
登
場
人
物
の
死
を
語
る
の
に
秋
の
季
節

を
設
定
し
た
例
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は

「
死
」
と
い
う

「あ
は
れ
」
の

上
に

「秋
」
と
い
う

「あ
は
れ
」
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悲
し
み

を
三
倍
に
伝
え
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
光
源
氏
の
人
生

に
と

っ
て
も

っ
と
も
重
要
な
三
人
の
女
性

（夕
顔
、
葵
の
上
、
紫
の
上
）
が

満
月
の
夜
を
前
後
に
し
て
亡
く
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
光
源
氏
最
愛
の

女
性
で
あ
る
紫
の
上
が
八
月
十
四
日
に
亡
く
な
り
、
そ
の
日
の
夜
か
ら

十
五
日
の
暁
に
か
け
て
葬
送
が
行
な
わ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
秋
の
も
っ

と
も
美
し
い
月
の
下
で
繰
り
広
げ
ら
れ
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
そ
の
死
に

先
立
つ
紫
の
上
臨
終
の
場
面
を
取
り
上
げ
よ
う
。

女
三
宮
降
嫁
後
、
傷
心
の
あ
ま
り
、
病
が
ち
の
日
々
を
送
っ
て
い
る

紫
の
上
を
明
石
中
宮
が
見
舞
い
に
訪
れ
る
。
や
が
て
、
季
節
は
秋
に
変

わ
り
、
折
か
ら
風
の
激
し
く
吹
き
出
し
た
夕
暮
れ
に
、
庭
前
の
前
栽
を

眺
め
な
が
ら
、
萩
の
露
に
は
か
な
い
我
が
命
を
見
る
思
い
で
、
紫
の
上

は
歌
を
詠
み
、
光
源
氏
と
明
石
中
宮
が
そ
れ
に
唱
和
す
る
。

⑦
　
　
お
く
と
見
る
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
と
も
す
れ
ば
風
に
み
だ
る
る

萩
の
う
は
露

げ
に
ぞ
、
折
れ
か
へ
り
と
ま
る
べ
う
も
あ
ら
ぬ
、
よ
そ
へ
ら
れ
た

る
。
を
り
さ
へ
忍
び
が
た
き
を
、
見
出
だ
し
た
ま
ひ
て
も
、

や
や
も
せ
ば
消
え
を
あ
ら
そ
ふ
露
の
世
に
お
く
れ
先
だ
つ
ほ

ど
経
ず
も
が
な

と
て
、
御
涙
を
払
ひ
あ
へ
た
ま
は
ず
。
宮
、

秋
風
に
し
ば
し
と
ま
ら
ぬ
つ
ゆ
の
世
を
た
れ
か
草
葉
の
う
ヘ

と
の
み
見
ん

と
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
御
容
貌
ど
も
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
見
る
か

ひ
あ
る
に
つ
け
て
も
、
か
く
千
年
を
過
ぐ
す
わ
ざ
も
が
な
、
と
思

さ
る
れ
ど
、
心
に
か
な
は
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
か
け
と
め
ん
方
な
き

ぞ
悲
し
か
り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［御
法
４
１
４９‐
］
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「
露
在
青
萩
上
，
分
明
不
久
長
。

偶
然
凩
乍
起
，
消
散
江
元
常
。

」

在
逮
吋
候
．
将
人
命
比
作
ヌ
吹
花
枝
仮
側
，
花
上
露
珠
准
留
之
状
．

使
得
源
氏
悲
働
不
堪
，
便
答
濤
云
‥

「
世
事
如
ヌ
露
，
争
消
不
惜
身
。

与
君
同
此
命
．
不
后
不
先
行
。

」

吟
芸
．
潤
珠
扮
翁
落
下
．
楷
拭
也
来
不
及
。
明
石
皇
后
也
賦
濤

一ム
・・

「
万
物
如
秋
露
，
凩
中
不
久
長
。

淮
吉
易
逝
者
．
只
有
草
辺
霜
？

紫
夫
人
看
看
眼
前
両
人
的
雄
姿
美
貌
，
党
得
都
彼
可
愛
，
実
指
望

如
此
相
赴
千
年
，
オ
有
意
文
。
可
惜
人
命
不
随
心
意
，
元
木
故
留

世
同
，
深
可
悲
収
。

（青
萩
の
上
に
置
く
露
は
明
ら
か
に
は
か
な
い
も
の
で
あ
る

突
然
風
が
吹
き
出
す
と
、
露
が
消
え
て
そ
の
無
常
を
証
す

こ
の
よ
う
な
時
に
お
い
て
、
人
間
の
命
を
、
風
に
折
れ
か
え
り
と
ど
ま
つ

て
い
ら
れ
そ
う
に
な
い
花
の
上
の
露
に
擬
え
て
い
る
。
源
氏
は
悲
し
み
に

堪
え
か
ね
て
、
返
歌
を
詠
む
。

世
事
は
風
や
露
の
よ
う
で
、
身
を
惜
し
ま
ず
に
消
え
を
争
う

君
と
命
を
共
に
し
、
遅
れ
た
り
先
立

っ
た
り
は
し
な
い

と
詠
み
、
涙
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
と
落
ち
て
払
っ
て
も
払
い
き
れ
な
い
ほ
ど
で
あ

る
。
明
石
皇
后
も
歌
を
詠
む
。

万
物
は
秋
の
露
の
ご
と
く
、
風
に
吹
か
れ
て
し
ば
ら
く
も
と
ど
ま
つ

て
い
な
い
。

消
え
や
す
い
も
の
は
草
葉
の
上
の
露
だ
け
だ
と
誰
が
一一〓甲
つ
の
か

劇
剣
刈
は
目
の
前
に
い
る
二
人
の
優
れ
て
美
し
い
姿
を
見
る
に
つ
け
て
も
、

と
て
も
可
愛
く
感
じ
ら
れ
、
」ゝ
の
ま
ま
千
年
も

一
緒
に
い
ら
れ
た
ら
意
義

が
あ
ろ
う
と
、
切
実
に
願
う
。
惜
し
い
こ
と
に
人
間
の
命
は
思
う
通
り
に

は
な
ら
ず
、
消
え
て
ゆ
く
命
を
こ
の
世
に
引
き
止
め
る
術
が
な
い
の
は
実

に
深
く
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。）

ま
ず
、
「御
法
」
巻
で
紫
の
上
、
光
源
氏
、
明
石
中
宮
の
間
に
交
わ
さ

れ
る
歌
に
注
目
し
て
み
る
。
庭
前
の
秋
草
に
置
く
露
は
三
人
の
歌
に
詠

み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
露
の
は
か
な
さ
か
ら
命
の
危
う
さ
が
感
ぜ

ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に

「自
然
は
そ
れ
じ
た
い
が
詠
歌
の
対

羮
れっ鶴
妻

一繁

頭
］喘曖̈
翻囃】努

暮
れ
、
と
い
う
た
だ
で
さ
え
物
思
い
の
深
ま
る
季
節
な
の
に
、
ま
し
て

紫
の
上
の
臨
終
の
時
に
直
面
し
て
は
万
感
こ
も
る
思
い
が
胸
に
迫

っ
て

く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
庭
の
情
景
に
よ
つ
て
人
物
の
心
の
内
が

象
徴
的
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
庭
に
描
か
れ
る
景
色

は
、
単
な
る
背
景
と
し
て
の
域
を
は
る
か
に
越
え
て
、
登
場
人
物
の
「心

象
風
景
」
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

紫
の
上
の
歌
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
露
が

「置
く
」
に

「起
く
」
が
掛
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

「萩
の
う
は
露
」
に
は
、
絶
え
果

て
る
命
の
は
か
な
さ
が
連
想
さ
れ
る
。
豊
氏
訳
の
場
合
、
「露
」
そ
の
も

の
を
強
調
し
た
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
自
然
現
象
の
描
写
に
と
ど
ま

り
、
登
場
人
物
の
心
情
、
つ
ま
り
紫
の
上
の
、
命
の
絶
え
果
て
る
意
を

歌
の
訳
文
に
は
表
し
て
い
な
い
。
紫
の
上
が
小
康
を
得
て
起
き
て
い
る



の
も
束
の
間
の
こ
と
で
、
眼
前
に
見
え
る
露
の
よ
う
に
す
ぐ
消
え
果
て

て
し
ま
う
こ
と
が
こ
の
歌
の
中
心
意
味
だ
が
、
豊
氏
訳
は
残
念
な
が

ら
、
そ
れ
を
十
分
に
表
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
少
な
く
と
も
景
と

情
の
結
び
つ
き
は
原
文
よ
り
薄
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら

「自
然
は
つ
ね
に
人
間
の
心
の
形
と
し
て
、
ま
た
そ
れ

聾

観

嘉

組

渇

殖

熙

ぱ

購

噺

結

量

顎

中
宮
の
歌
の
訳
は
原
歌
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
を
比
較
的
正
確
に
汲
み

取
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
あ
た
り
の
訳
文
で
さ
ら
に
気
に
な
る
こ
と
が

一
つ

あ
る
。
そ
れ
は
三
人
の
歌
が
交
わ
さ
れ
た
あ
と
の
行
文
で
あ
る
。
こ
の

場
の
主
語
は
誰
で
あ
る
か
。
つ
ま
り

「千
年
を
過
ぐ
す
わ
ざ
も
が
な
」

と
願
う
の
は
誰
で
あ
ろ
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
現
代
日
本
語
訳
の
場
合

は
光
源
氏
で
あ
る
こ
と
に

一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
豊
氏
訳
で

は
紫
の
上
と
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
源
氏
物
語
の
文
章
は
敬
語
の
使
用

に
よ
っ
て
主
語
が
判
明
す
る
し
、
現
代
語
訳
を
参
考
に
す
れ
ば
、
す
ぐ

さ
ま
光
源
氏
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
豊
氏

訳
が
紫
の
上
と
取
る
の
は
単
純
に
誤
訳
だ
と
言
い
切
れ
な
く
、
何
か
特

別
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

「千
年
を
過
ぐ
す
」
に
つ
い
て
は
引
歌
二
首
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「桜
花
今
宵
か
ざ
し
に
さ
し
な
が
ら
か
く
て
千
年
の
春
を
こ
そ
経
め
」

３
拾
遺
集
』
賀
九
条
右
大
臣
）
と

「た
の
む
る
に
命
の
の
ぶ
る
も
の
な
ら

ば
千
と
せ
を
か
く
て
あ
ら
む
と
や
思
ふ
」
η
後
拾
遺
集
』
恋
一
小
野
宮
太

政
大
臣
女
）
と
で
あ
る
。
原
文
で
は
紫
の
上
、
光
源
氏
、
明
石
中
宮
の
順

で
そ
れ
ぞ
れ
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
「千
年
を
過
ぐ
す
わ
ざ
も
が
な
」

と
願
う
主
語
が
光
源
氏
だ
と
明
記
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
場

面
と
し
て
は
、
紫
の
上
と
明
石
中
宮
が
対
座
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
光
源

氏
が
や
っ
て
き
て
、
し
か
も
、
久
し
ぶ
り
に
起
き
て
い
る
紫
の
上
の
姿

を
見
て
喜
び
を
禁
じ
え
な
い
と
い
う
物
語
の
状
況
を
設
定
し
て
い
る
。

そ
れ
に

「思
す
」
と
い
う
敬
語
の
使
用
に
よ
っ
て
も
、
語
り
手
が
光
源

氏
で
あ
る
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
一二
人
の
い
ず
れ

に
対
し
て
敬
語
が
使
わ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
し
、
む
し
ろ
死
に
直
面

す
る
紫
の
上
こ
そ
こ
の
美
し
い
交
歓
の
時
空
を
永
遠
に
持
ち
続
け
た
い

と
願
う
の
が
よ
り
自
然
な
解
釈
で
は
な
い
か
。
「御
法
」
巻
の
こ
の
部

分
を
含
む
前
後
の
描
写
は
、
紫
の
上
の
発
病
か
ら
死
に
か
け
て
、
時
間

的
経
過
に
よ
る
自
然
の
変
化
を
記
し
、
余
情
性
に
あ
ふ
れ
た
静
か
な
美

し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
豊
氏
訳
で
も
こ
の
よ
う
な

源
氏
物
語
の
も
つ
美
的
繊
細
さ
と
芸
術
的
効
果
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
核

心
と
な
る
美
し
い
月
光
を
背
景
に
行
な
わ
れ
た
葬
送
の
情
景
が
忠
実
に

訳
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
源
氏
物
語
の
も
つ

「曖
味
さ
」
は

外
国
語
の
訳
者
を
惑
わ
せ
る
反
面
、
選
択
の
余
地
を
提
供
す
る
こ
と
に

も
な
る
の
で
あ
る
。
主
語
の
は
っ
き
り
し
な
い
こ
の
場
面
に
対
す
る
豊

氏
訳
の
理
解
は
物
語
の
情
緒
を
乱
さ
な
い
限
り
、
」ゝ
の
程
度
の
選
択
は

む
し
ろ
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
心
理
描
写
の
問
題
に
つ
い
て
、
と
く
に

登
場
人
物
の
心
情
を
叙
述
す
る
方
法
と
し
て
、
自
然
、
引
歌
、
心
中
思



惟
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
方
法
の
意
味
を
考
え
な
が

ら
、
中
国
語
訳
に
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
。
訳
本
の

全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
用
例
が
少
な
く
、
ま
だ
ま
だ
解
明
の
余

地
が
あ
る
が
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
特
殊
な
意
味
の
込
め
ら
れ
た
概
念

や
技
法
を
、
中
国
の
読
者
に
親
し
み
や
す
い
等
質
等
価
の
文
学
的
方
法

や
概
念
を
用
い
て
訳
本
に
取
り
入
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
か
と
思

つゝ
。

お
わ
り
に

③
夕
隅
西
況
，
天
色
冥
漠
，
自
成
佳
趣
。
四
周
姻
雰
弥
漫
，
山
明
頓
党

幽
暗
。
鳴
媚
四
起
，
賠
曝
不
已
。
培
根
批
子
盛
升
，
迎
凩
寿
舞
．

襄
鄭
可
愛
。
庭
前
各
神
秋
花
，
任
意
乱
升
。
水
声
沫
涼
．
凍
気
逼

人

；
山
ヌ
呼
呼
，
其
音
凄
房
；
松
涛
万
願
，
奔
騰
膨
済
。

原
文
を
引
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は

「夕
霧
」
巻
に
お
け
る
い

わ
ゆ
る
「景
情

一
致
」
の
名
場
面
に
対
す
る
中
国
語
訳
の

一
節
で
あ
る
。

六
朝
時
代
の
貴
族
の
間
に
流
行

っ
た

「
四
六
誹
億
体
」
で
綴
ら
れ
た
こ

の
よ
う
な
文
体
は
訳
本
の
至
る
と
こ
ろ
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
確

解
鯉
龍
裁
崚製
蟹
「爾
襲
誰
朝
雖
浦
罐

豊
氏
訳
は
分
か
り
や
す
い
白
話
文
の
中
に
古
典
用
語
、
用
法
を
適
度
に

取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
典
に
か
よ
う
古
典
的
ム
ー
ド
を
漂
わ
せ

な
が
ら
、
少
し
も
古
め
か
し
い
感
じ
を
与
え
な
い
優
美
か
つ
迫
真
達
意

の
文
と
な

っ
て
い
る
。
原
典
の
雅
や
か
な
風
格
を
保
ち
な
が
ら
、
中
国

古
典
小
説
の
伝
統
的
な
筆
致
に
よ
っ
て
源
氏
物
語
の
も

つ
繊
細
で
優
雅

な
情
趣
を
中
国
語
で
見
事
に
再
現
し
た
と
言
え
よ
う
。
学
術
研
究
に
資

す
る
に
は
、
原
典
に
限
り
な
く
近
い
、
一
層
厳
密
な
訳
本
の
誕
生
を
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
豊
氏
訳
源
氏
物
語
の
出
現
は
、
日
本
の
世

界
的
古
典
作
品
を
中
国
に
紹
介
し
、
多
く
の
人
々
を
そ
の
美
的
世
界
に

誘
う
も
の
で
あ

っ
た
。
今
日
の
中
国
に
お
い
て
、
日
本
文
学
研
究
者
は

も
ち
ろ
ん
、
一
般
の
人
々
ま
で
も
が
源
氏
物
語
の
魅
力
に
惹
き

つ
け
ら

れ
つ
つ
あ
る
事
実
が
、
少
な
か
ら
ず
こ
れ
に
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

注（１
）
源
氏
物
語
の
中
国
語
訳
本
は
二
種
あ
り
、豊
子
情
訳
と
林
文
月
訳
で
あ
る
。

訳
者
等
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
拙
著

「豊
子
忙
訳
に
見
る

「源
氏
物
語
」
の

受
容
―
和
歌
と

「も
の
の
あ
は
れ
」
訳
を
中
心
に
―
」
η
古
代
中
世
文
学
研

究
論
集
』
第
二
集
和
泉
書
院
平
成
十
三
年

一
月
刊
行
予
定
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。

（２
）
例
解

『古
語
辞
典
』
三
省
堂
昭
和
六
十
年
。

（３
）
伊
井
春
樹

「光
源
氏
と
藤
壺
と
の
運
命
」
３
源
氏
物
語
の
探
求
』
第
十
六

輯
所
収
　
平
成
三
年
十

一
月
　
風
間
書
房
）。

（４
）
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集

巻

一　
切
頁
頭
注
。

（５
）
豊
氏
訳
は
何
を
根
拠
に
し
て
光
源
氏
の
心
中
思
惟
と
判
断
し
た
の
か
は
不

明
で
あ
る
が
、翻
訳
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し
て
い
た
と
い
う
谷
崎
潤

一
郎
訳
、

ア
ー
サ
ー
ウ
ィ
リ
訳
い
ず
れ
に
も
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
見
当
た
ら
な
い
。
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（６
）
伊
井
春
樹

「源
氏
物
語
の
表
現
」
Ｇ
物
語
文
学
の
系
譜
』
第
五
章

「源
氏

物
語
の
達
成
」
所
収
　
昭
和
六
十

一
年
九
月
　
世
界
思
想
社
）
。

（７
）
清
水
婦
久
子

「風
景
の
形
成
」
貧
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』
所
収
　
平

成
九
年
九
月
　
和
泉
書
院
）。

（８
）
高
田
祐
彦

「源
氏
物
語
の
心
情
表
現
―
自
然

・
和
歌

・
心
内
語
か
ら
―
」

η
源
氏
物
語
研
究
集
成
」
第
四
巻
所
収
　
平
成
十

一
年
九
月
　
風
間
書
房
）
。

（９
）
注

（８
）
に
同
じ
。

（
１０
）
林
文
月

「源
氏
物
語
の
中
国
語
訳
に
つ
い
て
」
η
源
氏
物
語
の
探
求
」
第

七
輯
所
収
　
昭
和
五
十
七
年
八
月
　
風
間
書
房
）。

［付
記
］
『源
氏
物
語
」
本
文
の
引
用
は
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
中

国
語
訳
の
引
用
は
豊

子
忙
訳

『源
氏
物
語
』
上

。
中

・
下

（人
民
文
学
出
版
社

・

一
九
八
〇
）
に
よ
る
。
中
国
語
訳
に
対
す
る
日
本
語
訳
は
筆
者
が
試
み
た
も
の
で

あ
る
。

（こ

。
し
ゅ
う
び
ん
　
昭
和
女
子
大
学
助
教
授
）
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