
人
間
即
自
然

f
－
f
源
氏
物
語
宇
治
十
帖よ
り

　
　
e
序

　
源
氏
物
品
、
・
そ
う
聞
く
が
早
い
か
「
あ
は
れ
」
だ
と
人
は
言
う
。

何
が
「
冶
は
れ
し
な
も
の
か
、
と
、
宇
治
十
帖
に
ま
で
「
あ
は
れ
」

を
持
ち
込
む
の
に
は
、
い
さ
さ
か
抵
抗
を
感
ず
る
。

　
何
故
に
、
と
澄
細
む
返
し
に
た
ず
ね
ち
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
そ

れ
な
ら
答
え
よ
う
、
　
「
黒
い
霧
が
顧
れ
な
い
か
ら
」
と
。
つ
ま
り
、

価
値
あ
る
文
章
ほ
ど
内
包
す
る
も
の
が
豊
富
だ
と
聞
く
。
そ
れ
は

表
面
に
現
わ
れ
る
も
の
の
み
に
追
従
す
る
弊
害
か
ら
逃
れ
よ
う
と

す
る
も
の
だ
◎
平
安
朝
の
文
学
で
あ
る
か
ち
、
修
辞
的
に
は
何
ら

取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
し
か
無
い
の
で
あ
ろ
う
か
◎
当
時
の
文
章
は

写
実
に
の
み
陥
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
う
と
は
思
え

な
い
の
で
あ
る
◎
万
葉
の
時
代
か
ら
自
然
は
尊
ば
れ
て
来
た
、
否
、

畏
敬
の
念
を
さ
え
持
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
◎
そ
の
自
然
が
、

象
徴
的
意
味
を
携
え
て
登
場
す
る
の
が
、
宇
治
十
轄
左
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
高
い
．
象
徴
的
文
章
を
見
い
出
す
の
で
あ
る
。

　
実
際
…
、
宇
治
十
結
に
診
け
る
自
然
の
果
す
役
割
は
如
何
左
る
も

四
年
　
駒

嶺

同

幸

の
が
あ
ろ
う
か
◎
入
間
の
、
つ
ま
り
は
入
事
と
自
然
の
織
り
左
す

美
を
、
人
間
と
自
然
と
の
果
す
役
割
を
通
し
て
、
こ
こ
に
み
つ
め

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

智
識
獣
ボ
翻
懇
簗
鵜
露
蹴
讐
碧

う
と
さ
れ
、
　
「
若
し
源
氏
物
語
よ
り
自
然
描
写
を
全
く
除
き
去
ら

は
、
醜
悪
慮
る
枕
檜
と
何
ぞ
選
ば
ん
。
」
　
（
＝
四
面
）
と
述
べ
ら

れ
る
と
こ
ろ
と
は
反
論
を
試
み
な
け
れ
ば
攻
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し

森
周
常
夫
博
士
の
「
源
氏
物
語
②
研
究
」
で
論
じ
ら
れ
、
る
「
源
氏

物
語
に
於
け
る
自
然
の
役
割
は
、
そ
の
世
界
を
浄
化
し
、
深
化
し
A

具
象
化
し
、
盤
面
化
し
、
或
は
象
徴
化
し
て
無
限
の
詩
趣
を
与
へ

る
ご
と
で
あ
フ
た
。
源
氏
物
語
の
玄
翁
的
精
神
は
㍉
そ
の
自
然
を

度
外
視
し
て
考
へ
臼
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
蓋
し
平
安
時
代
の
生
活

風
雅
は
、
自
然
乏
の
深
い
接
触
に
於
い
て
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
源
氏
物
語
演
そ
れ
を
反
映
七
て
る
る
の
は
当
然
で
あ
ら
う



と
思
ふ
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
よ
り
具

体
的
な
考
察
を
加
え
よ
撃
つ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ゴ

　
要
す
る
に
声
従
来
の
・
「
み
は
れ
」
の
み
を
こ
ず
き
回
す
の
を
嚇

時
中
止
し
て
、
そ
0
背
後
に
あ
る
も
の
．
．
（
ど
ち
ら
が
背
後
に
あ

る
の
か
分
ら
な
い
が
）
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ

る
◎

　
　
も
ロ
プ
ノ

　
　
ニ
宇
治
の
自
然

　
　
ノ
ま

　
源
氏
物
語
で
取
り
扱
わ
れ
る
自
然
は
、
宮
中
、
叫
剛
条
院
そ
の
他

貴
族
の
庭
園
等
の
平
安
京
の
小
自
然
が
中
心
で
あ
る
。
と
ご
ろ
が
、

宇
治
上
諭
に
至
っ
て
は
．
荒
々
し
い
大
自
然
が
展
開
さ
れ
る
．
の
で

あ
る
。
宇
治
十
轄
の
舞
台
は
、
当
然
宇
治
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
そ
の
外
に
小
野
も
そ
の
一
部
を
担
う
と
見
て
良
い

で
あ
ろ
う
。

　
自
然
と
い
う
の
は
、
厳
密
に
い
う
な
ら
入
工
的
で
旋
ぐ
、
人
間

の
関
与
し
な
い
一
切
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
　
：
・

で
は
乱
般
的
な
自
然
の
風
物
、
自
然
の
風
景
と
い
う
よ
う
な
用
法

に
従
う
も
の
で
あ
る
。

　
外
山
英
策
氏
の
「
源
氏
物
語
の
自
然
描
写
と
庭
園
」
に
よ
る
と
、

宇
治
十
帖
に
は
あ
蔭
り
ふ
れ
て
澄
ら
れ
な
い
が
、
．
「
我
が
国
が
山

紫
碕
で
あ
歪
と
は
、
嘉
し
憂
個
少
ど
瀕
書
茂
遥
々
・

は
回
心
に
強
く
、
勇
猛
果
敢
で
豪
然
を
崇
莚
好
レ
、
峯
芸

術
宗
教
を
尊
重
せ
し
た
め
に
、
，
遂
に
猿
得
の
も
の
を
生
み
出
し
た
。

源
氏
物
藷
は
其
の
代
表
的
作
品
ξ
い
へ
る
。
」
　
（
二
頁
）
ど
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
本
文
に
従
っ
て
、
そ
の
自
然
描
写
に
関
し
て
の
論
述

を
試
み
る
前
に
、
多
少
観
念
的
に
は
思
わ
れ
る
が
、
窪
田
空
穂
博

士
が
、
平
安
朝
文
芸
の
糟
神
し
に
語
い
て
、
　
「
平
安
朝
の
慮
然
，
は
、

、
入
驚
と
繭
、
立
的
な
関
係
O
物
で
は
な
く
、
入
間
生
活
の
甲
に
取
・
9

入
れ
ら
れ
、
融
合
し
て
み
る
も
の
で
、
人
事
と
自
然
ど
は
分
ち
難
、

い
状
態
で
振
は
れ
て
る
る
の
が
風
で
あ
．
る
か
ら
、
．
し
の
自
然
観
を
、

入
生
観
と
露
華
関
係
し
た
も
の
と
見
る
の
は
、
誤
り
で
は
喬
ゴ

と
思
へ
る
。
」
（
＝
曇
嶋
葺
）
乏
述
べ
ら
れ
る
と
こ
乃
に
注
目
す
　
一

る
凍
ら
ば
、
次
章
に
抄
出
す
る
自
然
描
写
の
持
つ
意
義
が
何
で
あ
，

る
か
が
、
比
較
的
容
易
に
理
解
で
要
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
勾
　
宇
治
の
四
季

　
　
く

　
塵
俗
を
離
れ
て
、
閑
静
を
楽
し
む
精
神
は
、
仏
教
思
想
に
よ
り
、

あ
る
い
は
老
荘
思
想
の
支
持
す
る
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
文
学
に

旧
い
て
は
、
古
く
万
葉
集
や
懐
風
藻
に
存
す
る
事
は
周
知
の
瞬
ぐ
．

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
源
氏
物
語
宇
治
十
帖
に
寒
け
る
閑
散
た
る



入
里
離
れ
た
宇
治
の
寂
し
い
自
然
を
主
要
左
背
景
と
し
て
い
る
專

実
も
ま
た
、
見
逃
さ
れ
な
い
と
思
う
。

　
そ
れ
で
は
、
次
に
本
文
か
ら
、
宇
治
十
轄
の
中
で
も
、
特
に
宇

治
の
自
然
の
自
然
描
写
の
部
分
を
抄
出
し
、
そ
カ
ら
を
四
季
に
分

類
し
て
み
よ
う
。

春
の
描
写

ω
遙
々
と
霞
み
渡
れ
る
空
に
、
散
る
桜
あ
れ
ば
今
開
け
初
む
る

　
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
見
渡
さ
る
＼
に
、
河
ぞ
ひ
柳
の
起
き
伏
し

　
靡
く
水
影
な
ど
、
疎
か
な
ら
ず
を
か
し
き
を
、
見
慣
ら
ひ
給

　
は
ぬ
入
は
、
い
と
珍
ら
し
く
見
捨
て
難
し
と
思
さ
る
。
　
（
岩

　
波
文
庫
四
・
椎
本
こ
五
三
頁
）
〈
以
下
同
じ
〉

㈲
年
無
り
ぬ
れ
ば
、
空
の
気
色
麗
か
な
る
に
、
汀
の
氷
解
け
渡

　
る
に
付
け
て
も
、
斯
う
ま
で
存
へ
け
る
も
有
り
難
く
も
と
、

　
眺
め
給
ふ
。
聖
の
坊
よ
グ
聾
　
「
雪
消
え
に
摘
み
て
待
る
な
り
」

　
と
て
、
沢
の
芹
、
峰
の
蕨
な
ど
奉
り
た
り
。
　
（
⑳
椎
本
二
七

　
こ
）

の
二
月
の
朔
日
頃
と
あ
れ
ば
、
程
近
ぐ
友
る
儘
に
、
花
の
木
ど

　
も
の
気
色
ば
む
も
、
残
り
ゆ
か
し
ぐ
、
峰
の
霞
の
立
つ
を
見

　
棄
て
む
事
も
、
己
が
常
世
に
て
だ
に
あ
ら
ぬ
旅
寝
に
て
、
如
．

何
に
は
し
た
な
く
人
笑
ば
れ
顧
る
事
も
こ
そ
な
ど
、
万
づ
に

慎
ま
し
く
、
心
；
に
思
ひ
明
し
暮
レ
給
ふ
。
㊨
早
藍
ハ
＝
。

周
御
前
近
き
紅
梅
の
、
色
屯
香
も
懐
し
き
に
“
鶯
だ
に
見
過
し

　
が
た
げ
に
打
鳴
き
て
渡
る
め
れ
ば
、
ま
し
て
、
　
「
春
や
昔
の
」

。
と
、
心
を
惑
は
し
給
ふ
ど
ち
の
御
物
語
に
、
折
哀
れ
な
り
か

　
し
。
風
の
さ
と
吹
き
入
る
＼
に
、
花
の
香
も
客
人
の
御
燈
も
、

　
橘
友
ら
ね
ど
、
昔
思
ひ
出
で
ら
る
＼
種
な
り
。
　
（
㈲
早
蕨
六

　
五
）

㊥
山
の
方
は
霞
隔
て
＼
、
寒
き
洲
崎
に
立
て
る
鵡
の
姿
も
、
処

　
が
ら
は
い
と
を
か
し
う
見
ゆ
る
に
、
宇
治
僑
の
寸
々
と
見
渡

　
さ
る
払
に
、
柴
積
船
の
所
々
に
行
き
違
ひ
た
る
な
ど
、
ら
禽
卿

　
浮
舟
一
八
九
）

8
雪
の
降
り
’
積
れ
る
に
、
我
が
住
む
方
を
見
直
b
’
給
へ
ば
、
霞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

の
絶
え
絶
え
に
櫨
ば
か
り
見
ゆ
。
山
は
鍾
を
懸
け
た
る
や
う
％

に
、
き
ら
き
ら
と
夕
呂
に
輝
き
た
る
疫
（
㈲
浮
童
九
四
）

ω
・
・
降
り
乱
れ
汀
に
氷
る
雪
よ
り
毛

　
　
　
　
中
空
に
て
ぞ
我
は
消
ぬ
ぺ
嚢
　
　
（
㈲
浮
舟
｝
九
四
）

　
　
夏
の
描
写

ω
そ
の
年
鴬
よ
り
も
暑
さ
を
人
々
佗
ぶ
る
に
、
河
面
涼
し
か
ら

　
む
は
や
と
思
ひ
出
で
て
、
俄
に
参
う
で
給
へ
吻
。
朝
涼
み
の

㍉
．
程
に
出
て
給
ひ
け
れ
ど
、
生
憎
ぱ
さ
し
来
る
β
影
眩
ぐ
て
、

　
宮
の
お
は
せ
し
西
め
聴
に
、
宿
直
人
召
し
出
で
て
お
ほ
す
り

　
　
（
鋤
彫
本
七
四
）



　
秋
の
描
写

㈲
糀
紅
葉
、
水
の
流
れ
に
も
、
・
心
を
遣
る
便
り
に
寄
せ
て
、
い

　
と
貰
し
ぐ
左
が
め
給
ふ
よ
り
外
の
事
な
し
。
　
（
⑳
橋
姫
二
三
．

　
二
）

回
峰
の
朝
霧
薫
る
＼
新
左
く
て
、
明
し
暮
し
給
ふ
に
、
こ
の
宇

　
治
山
に
聖
だ
ち
た
る
阿
閣
梨
住
み
け
り
。
　
（
⑳
橋
姫
二
三
二
）

の
秋
の
末
つ
方
、
四
季
に
当
て
つ
、
し
給
ふ
御
念
仏
を
、
こ
の

　
下
面
は
、
網
代
の
浪
も
、
こ
の
頃
は
い
と
雲
無
妻
し
く
静
か

　
な
ら
ぬ
を
と
て
“
一
（
⑳
橋
姫
二
三
六
）

ω
入
り
持
て
行
く
豊
玉
甚
、
霧
の
塞
が
り
て
、
道
竜
見
え
ぬ
繁

　
木
の
申
を
分
け
給
ふ
に
、
い
と
荒
ま
し
き
風
の
き
ほ
ひ
に
、

　
ほ
ろ
ほ
ろ
と
落
ち
懸
る
＼
木
の
葉
の
露
の
散
り
か
か
る
屯
、

　
い
と
冷
や
か
に
、
入
遣
り
な
ら
ず
い
た
く
濡
れ
給
ひ
ぬ
。

　
㈲
橋
姫
二
三
六
）

淘
　
山
颪
に
堪
へ
ぬ
木
の
葉
の
露
よ
り
も

　
　
　
　
あ
や
憎
く
脆
き
我
隔
か
涙
・
か
な
　
（
繍
隅
橋
姫
蝋
＝
二
姦
ハ
）

8
霧
晴
れ
ゆ
か
ば
、
は
し
た
夜
か
る
べ
き
盛
れ
を
、
面
澄
く
御
・

　
覧
じ
答
め
ら
れ
ぬ
べ
き
様
表
れ
ば
、
思
ひ
給
ふ
る
心
の
程
よ

　
り
は
沸
口
階
し
う
な
む
」
と
て
立
ち
給
ふ
に
、
か
の
訟
は
し

　
ま
す
寺
の
鍾
の
声
、
鵬
か
に
聞
え
て
、
謡
い
と
深
く
立
渡
れ

　
り
。
峰
の
八
重
雲
思
ひ
遣
る
隔
て
多
く
哀
れ
な
る
に
、
　
（
⑳

　
橋
姫
二
四
こ
）

ω
「
朝
ぼ
ら
け
家
路
も
見
え
ず
尋
ね
来
し
槙
の
尾
山
は
霧
籠
め

　
て
け
り

　
心
細
く
も
侍
る
け
る
か
な
」
　
（
⑳
橋
姫
二
四
二
〉

㈲
う
ち
も
微
睡
ま
ず
、
河
風
の
い
と
荒
ま
し
き
に
、
木
の
葉
の

　
散
り
交
ふ
水
の
響
な
ど
、
哀
れ
臨
過
ぎ
て
、
物
怖
ろ
し
く
心

　
細
き
所
の
様
な
り
。
　
（
㈲
　
橋
姫
二
四
六
）

ω
八
月
二
十
日
の
程
な
り
け
り
、
．
大
方
の
空
の
気
色
も
い
と
父

　
し
き
頃
、
看
客
は
、
朝
夕
霧
の
瞬
る
＼
間
も
な
く
、
思
し
歎

　
き
つ
＼
な
が
め
給
ふ
◎
有
明
の
月
の
い
と
花
や
か
に
さ
し
出

　
で
て
、
水
の
面
も
さ
や
か
に
澄
み
た
る
を
、
其
方
の
蔀
上
げ

せ
て
、
見
出
し
給
へ
る
に
、
鍾
の
声
幽
か
に
響
て
、
謬
四

　
ぬ
左
り
と
聞
ゆ
る
程
に
、
　
（
㈱
椎
本
二
六
一
．
）
　
　
　
　
　
　
制

隔凶

ｾ
け
ぬ
夜
の
心
地
な
が
ら
、
九
月
に
も
な
り
ぬ
。
野
山
の
気

　
色
、
ま
し
て
袖
の
時
爾
を
催
し
が
ち
に
、
と
り
も
す
れ
ば
争

　
ひ
落
つ
る
木
の
葉
の
音
も
、
水
の
響
も
、
涙
の
滝
も
、
　
一
つ

　
物
の
様
に
連
れ
惑
ひ
て
、
　
（
　
四
椎
本
二
六
こ
）

∩
四
秋
の
夜
の
気
は
ひ
は
、
斯
か
ら
ぬ
所
だ
に
、
自
ら
哀
れ
多
か

　
る
を
、
ま
し
て
峰
の
嵐
も
簾
の
虫
も
、
心
細
げ
に
の
み
聞
き

　
渡
さ
る
。
　
（
㈲
総
角
＝
）
　
　
　
．

図
騒
ぐ
な
り
ゆ
き
、
村
鳥
の
立
ち
さ
ま
よ
ふ
羽
風
近
う
聞
ゆ
。

　
夜
深
き
朝
の
鍾
の
音
微
か
に
響
く
。
　
（
㈲
総
角
＝
一
）

㈲
秋
の
気
色
屯
知
ら
ず
顔
に
、
青
き
枝
の
、
片
枝
は
い
と
濃
く



　
紅
葉
し
た
る
を
、

　
　
同
じ
枝
を
分
き
染
め
け
る
山
姫
に

　
　
　
　
何
れ
か
深
き
色
と
問
は
ば
や
（
㈲
式
楽
こ
）

働
九
月
置
臼
の
程
な
れ
ば
、
野
山
の
景
色
も
思
ひ
遣
ら
る
＼
に
、

　
時
雨
め
き
て
掻
昏
ら
し
、
空
の
村
雲
怖
ろ
し
げ
漁
る
夕
暮
、

　
　
（
　
岡
総
角
三
四
）

㈲
黄
昏
時
の
い
み
じ
く
心
細
げ
な
る
に
、
雨
冷
や
か
に
打
鵬
ぎ

　
て
、
秋
果
つ
る
気
色
の
湊
き
に
、
遍
し
め
り
濡
れ
給
へ
る
匂

　
ど
も
は
、
世
の
物
に
似
ず
艶
に
て
、
　
八
㈲
総
角
三
四
）

㈱
御
簾
掛
け
変
ぺ
、
此
処
彼
処
掻
き
払
ひ
、
岩
隠
れ
に
積
れ
6

　
紅
葉
の
朽
葉
少
し
白
け
、
遣
水
の
水
草
払
は
せ
な
ど
そ
し
給

．
，
ふ
。
由
あ
る
菓
物
．
、
肴
な
ど
、
然
る
べ
き
入
な
ど
も
奉
甑
給

　
へ
り
。
」
（
㈲
総
角
三
七
）

胴
夕
ぎ
空
の
薄
い
と
三
時
斑
て
、
木
の
下
穿
必

　
　
風
の
音
な
ど
、
．
響
へ
む
方
な
く
、
　
（
㈲
総
角
四
五
）
、
．

◇
り
九
旦
手
臼
余
日
ば
か
り
に
詮
は
し
た
り
。
い
と
即
・
じ
ぐ
風

　
の
み
吹
き
払
ひ
て
、
‘
心
誓
う
荒
ま
し
げ
な
る
水
の
音
の
み
宿

　
守
に
て
、
人
影
も
殊
に
見
え
ず
。
　
（
㈲
宿
木
　
一
〇
〉
…
．

¢
づ
木
枯
の
堪
へ
難
き
ま
で
吹
き
通
し
た
る
に
、
残
る
槍
も
な
く

　
散
り
敷
登
た
る
紅
葉
を
、
踏
み
分
け
け
る
跡
も
見
え
ぬ
を
、

　
見
渡
し
て
、
頓
に
も
え
出
で
給
は
ず
。
い
と
気
色
あ
る
深
山

　
木
に
、
宿
り
た
る
蔦
の
色
ぞ
ま
だ
残
り
た
る
。
　
（
㈲
宿
木
一

　
…
四
）

困
袖
の
重
な
り
左
が
ら
、
長
や
か
に
出
で
た
夢
け
る
が
、
川
霧

　
に
濡
れ
て
、
御
衣
の
紅
左
る
に
、
御
直
衣
の
花
の
、
澄
ど
う

　
詮
ど
う
し
う
移
り
た
る
を
、
落
懸
の
高
き
所
に
見
う
け
て
、

　
引
入
れ
給
ふ
。
　
（
㈲
東
屋
一
六
七
）

　
冬
の
描
写
　
　
　
　
　
．

ω
網
代
の
餐
ひ
近
く
、
謬
釜
き
川
a
辺
に
て
、
（
㈱
壌

　
．
＝
三
＝
）

n
回
「
網
代
は
入
騒
が
し
げ
左
り
。
さ
れ
ど
氷
魚
も
寄
ら
ぬ
に
や

　
あ
ら
む
、
す
さ
ま
じ
げ
左
る
気
色
な
り
」
と
、
御
供
の
人
凌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胸

見
知
ダ
て
書
ふ
。
怪
し
き
船
共
に
柴
刈
り
積
み
、
，
．
讐
何
ど
田

な
き
世
の
営
み
ど
も
に
、
行
き
交
ふ
様
ど
も
σ
、
果
敢
な
き

層
水
の
上
に
浮
び
た
る
、
誰
も
思
へ
、
ば
阿
如
な
み
世
の
常
総
さ

　、

ﾈ
隻
6
　
（
⑳
橋
姫
蝋
隔
四
三
）

の
　
霰
降
る
深
山
の
里
は
朝
夕
に

　
　
　
　
眺
む
る
空
も
掻
昏
ら
し
つ
＼
バ
㈲
総
角
四
七
）

　
　
霜
冴
ゆ
る
汀
の
千
鳥
う
ち
佗
び
て

　
　
　
　
鳴
ぐ
音
悲
し
き
朝
ぼ
ら
け
か
な
　
（
㈲
総
角
五
〇
）

㈲
鎧
い
た
う
吹
き
で
、
雪
の
降
る
様
慌
し
う
荒
れ
惑
ふ
。
京

　
は
い
と
斯
う
し
も
あ
ら
じ
か
し
と
入
遣
り
な
ら
ず
心
細
う
て
、

　
疎
ぐ
て
止
み
ぬ
べ
き
に
や
と
、
思
ふ
契
り
は
辛
け
れ
ど
、
恨



　
む
べ
う
も
あ
ら
ず
、
　
懐
．
か
し
ヶ
ら
う
た
げ
肖
る
御
も
て
な

．
。
し
を
」
唯
暫
し
に
て
も
例
の
様
に
劃
し
て
、
思
ひ
つ
る
事
ど

　
も
語
ら
は
ば
や
と
嘱
思
ひ
続
け
て
眺
め
給
ふ
。
光
も
旧
く
て

’
暮
轟
果
て
ぬ
つ
（
㈲
総
角
五
7
づ
嚇
喘
）

8
掻
曇
り
B
影
も
見
え
ぬ
奥
山
に

　
　
　
　
心
を
回
す
頃
に
も
あ
る
か
な
（
㈲
総
角
五
二
）

ω
雪
の
掻
回
ら
し
回
る
鶏
、
終
日
に
眺
め
暮
し
て
、
世
の
瞬
の

　
す
さ
ま
じ
き
事
に
い
ふ
な
る
十
二
肩
の
月
夜
の
、
曇
な
く
さ

　
し
出
で
た
る
を
、
簾
巻
き
上
げ
て
見
給
へ
ば
、
向
ひ
の
寺
の

　
鐘
の
声
、
枕
を
畿
て
て
、
　
「
今
日
も
暮
れ
巖
」
下
位
ゆ
な
る

　
を
鞠
き
て
、

　
　
後
れ
じ
と
空
行
く
月
を
慕
ふ
か
宏

　
　
　
・
終
に
住
む
べ
き
こ
の
世
な
ら
ね
ば

　
風
り
い
と
烈
し
け
れ
ば
、
蔀
下
さ
せ
給
ふ
に
、
四
方
の
山
の

　
鐘
と
見
ゆ
る
汀
の
氷
、
ゴ
月
影
た
い
と
面
白
し
◎
　
（
倒
総
角
五

　
五
）

㈱
漆
だ
夜
深
き
程
の
雪
の
気
は
ひ
熔
と
寒
げ
な
る
に
、
二
二
声

　
数
多
し
て
凸
馬
の
音
閾
ゆ
。
伺
人
か
は
、
斯
る
さ
夜
中
に
雪

　
を
旧
く
べ
き
と
、
大
徳
達
も
驚
愚
思
へ
る
に
、
宮
、
狩
の
御

　
衣
に
い
た
う
竃
れ
て
一
濡
れ
濡
れ
入
ゆ
給
ふ
躍
り
け
り
。

　
　
（
出
四
総
角
五
山
ハ
）

ω
年
の
暮
方
に
は
、
斯
か
ら
ぬ
所
だ
に
、
空
の
気
色
例
に
は
似

卜

ぬ
を
、
荒
れ
ぬ
自
潅
く
降
り
積
む
雪
に
ゐ
打
眺
め
つ
つ
明
し

暮
し
給
ふ
心
地
、
尽
き
ぜ
ず
夢
の
や
う
左
リ
コ
・
（
㈲
総
．
角
五

八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
㌦
　
；
．
　
↑
、
・
’

四
　
人
間
即
自
然
（
結
論
Y

　
　
流
石
に
広
く
面
白
き
宮
の
、
泡
山
な
ど
の
気
色
ば
か
り
　
昔

　
　
に
変
ら
で
い
と
い
た
う
荒
れ
増
る
を
、
つ
れ
づ
れ
と
眺
め
給

　
　
ふ
。
家
司
な
ど
も
、
む
ね
む
ぬ
し
き
入
無
か
り
け
れ
ば
、
取
ご

　
　
繕
ふ
人
も
無
き
ま
ま
に
、
草
聖
や
迩
に
繁
り
、
・
軒
ρ
忍
草
ぞ
…
、
↓

　
　
所
え
顔
に
青
み
渡
れ
る
。
　
（
⑳
橋
姫
　
二
燭
九
）

荒
れ
．
て
ゆ
く
庭
の
寂
し
さ
は
、
や
が
て
八
宮
御
一
豪
の
御
境
地
に

通
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
に
焼
失
し
た
の
で
、
宇
治
の
山

荘
に
移
ら
れ
た
。
そ
こ
は
、
　
「
い
と
ど
宙
重
な
れ
る
御
住
処
」

⑳
橋
姫
糟
輔
三
二
）
．
で
波
風
の
音
が
激
し
く
、
こ
れ
を
聞
く
姫
君
達

は
、
女
ら
し
い
な
よ
な
よ
し
た
と
こ
ろ
が
乏
し
い
・
だ
ろ
う
と
思
わ

カ
る
程
で
あ
っ
た
。

、
さ
て
こ
こ
で
、
先
程
四
季
に
分
類
し
た
宇
治
の
、
自
然
に
関
し

て
の
考
察
を
試
み
る
と
、

’
秋
⇔
、
ω
に
細
い
て
は
、
庭
園
の
風
物
と
は
異
っ
て
、
．
凄
じ
い



心
細
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
．

　
秋
　
回
、
ω
、
8
は
、
霧
の
深
々
と
立
ち
こ
め
た
、
奥
深
い
、
寂

し
仏
世
界
で
あ
る
。
殊
に
八
宮
蓬
去
の
折
に
、
秋
ω
に
現
わ
漁
て

い
る
霧
は
、
悲
愁
極
ま
り
賑
い
人
々
の
、
心
の
象
微
で
あ
ろ
．
う
。

　
憂
に
宇
治
は
雪
が
深
い
◎
特
に
大
君
他
界
の
辺
に
は
雪
景
色
が
、

と
こ
う
ど
こ
ろ
に
晃
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
冬
困
の
よ
う
に
、
雪
に

埋
も
れ
た
一
色
の
世
界
で
あ
る
◎

　
冬
ω
は
、
春
8
（
匂
宮
と
浮
舟
と
の
選
一
の
背
景
で
あ
る
）
と

共
に
、
冷
え
さ
び
た
世
界
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
光
源
氏
の

世
界
に
現
わ
れ
た
る
冬
の
描
写
（
朝
顔
の
巻
の
雪
ま
う
が
し
の
風

雅
左
ど
）
と
は
相
反
し
て
、
鋭
《
と
ぎ
す
蚕
さ
れ
た
刃
物
の
訂
う

な
、
冷
酷
宏
寒
さ
で
あ
る
◎
　
　
、

　
こ
の
よ
う
に
宇
治
の
自
然
は
、
嵐
、
川
波
、
霧
、
霜
、
雪
そ
し

て
雨
た
ど
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
。
雨
の
描
写
は
多
く
左
い
の
で

あ
る
が
、
秋
㈲
、
㈲
、
㈲
等
が
上
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら

に
は
、
寂
し
さ
に
耐
え
ら
れ
な
い
入
詞
の
心
の
一
面
が
隠
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
枯
淡
澄
幽
玄
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
位

　
こ
の
よ
う
な
山
里
の
自
然
描
写
に
つ
い
て
、
森
岡
氏
は
「
源
氏

物
語
の
研
究
」
　
（
八
九
頁
）
に
澄
い
て
、
　
「
筋
の
展
開
に
変
化
を

与
え
る
上
か
ら
も
必
要
で
あ
っ
た
に
相
違
償
い
の
で
あ
る
が
、
然

し
作
品
が
多
大
の
関
心
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
の
．

で
あ
る
。
こ
こ
で
作
者
の
態
度
は
、
入
々
の
心
を
抑
圧
す
る
物
凄
．

い
自
然
を
愛
玩
す
る
の
で
も
左
く
、
そ
れ
を
融
合
し
て
み
る
と
は

書
へ
な
い
。
崇
高
や
さ
び
の
美
を
認
め
な
い
程
積
極
的
で
は
友
い

が
、
あ
は
れ
と
い
う
語
で
は
評
し
難
い
程
、
悲
し
い
人
々
の
心
境

や
運
命
を
調
和
す
る
自
然
と
し
て
、
是
認
し
て
み
る
の
で
照
る
。

外
面
の
感
覚
性
に
乏
し
い
だ
け
に
、
却
っ
て
心
に
深
く
響
愚
合
ふ

も
の
が
あ
る
と
思
ふ
◎
」
と
述
べ
て
誇
ら
れ
る
が
、
こ
れ
け
傾
聴

に
価
し
よ
う
。

　
秋
　
困
、
ω
、
冬
の
、
ω
、
8
、
こ
れ
ら
は
宇
治
の
自
然
を
背
景

と
す
る
歌
で
湯
る
。
源
氏
物
語
に
見
ら
れ
る
和
歌
は
、
自
然
を
澄

り
込
ん
で
い
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
申
に
は
技
巧
を

最
高
に
こ
ら
し
た
新
古
今
朝
を
も
超
越
し
た
淡
さ
の
表
現
が
漂
っ

て
い
る
、
と
ま
で
は
い
か
左
い
に
せ
よ
、
中
世
的
世
界
の
「
あ
は

れ
」
に
も
似
た
生
命
が
感
じ
ら
れ
る
。
・
そ
れ
は
決
し
て
和
歌
な
ら

ず
地
の
文
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
所
で
あ
り
、
窪
田
博
士
が
「
平

安
朝
文
芸
の
精
神
」
で
述
べ
ら
れ
る
◎
　
「
源
氏
物
語
に
は
、
や
㌧

迎
へ
る
心
を
も
つ
て
見
れ
ば
、
幽
玄
そ
の
物
と
し
て
説
い
て
み
る

の
で
は
な
い
が
、
質
と
し
て
は
幽
玄
と
は
異
ら
な
い
醸
然
観
の
、

そ
の
孕
ま
ず
に
は
み
ら
れ
な
い
心
的
態
度
を
説
い
て
み
る
の
で
あ

る
」
　
（
＝
二
三
》
と
い
う
事
に
帰
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
勿

論
、
そ
の
外
に
、
村
井
順
氏
庵
、
　
「
『
古
今
和
歌
集
序
』
と
源
氏

物
語
ト
（
源
氏
物
語
評
論
）
に
海
い
て
、
紫
式
部
は
、
紀
貫
之
を

偶
像
視
も
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
古
今
集
の
撰
進
や
序
に
よ

一一一・　1　u　一一一一



つ
て
で
あ
る
鋤
従
っ
て
こ
の
序
も
、
源
氏
物
語
の
作
者
に
大
き
左

駈
響
を
与
え
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
源
氏
物
語
の
方
が
、
序
よ
珍

も
一
歩
進
歩
し
複
雑
化
し
て
い
る
所
が
あ
る
。
と
広
う
よ
う
左
事

を
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
よ
っ
て
も
で
あ
る
◎

　
源
氏
物
語
に
壽
け
る
自
然
の
取
り
入
れ
方
に
は
、
種
ル
の
場
合

が
あ
ろ
う
。
物
語
の
自
然
が
、
人
事
か
ら
離
さ
れ
な
い
の
は
当
然

で
あ
ろ
う
が
、
厳
密
に
自
然
…
描
写
ど
言
え
そ
う
な
の
は
、
源
氏
物

語
全
編
を
通
じ
て
も
少
な
ぐ
、
宇
治
十
轄
に
診
い
て
ぼ
櫨
定
的
で

な
い
。
冬
㈱
、
秋
㈲
な
ど
は
、
自
然
と
入
間
と
が
更
に
深
い
関
係

に
訟
い
て
結
合
し
て
い
る
例
で
あ
り
、
秋
勧
に
於
い
て
は
、
薫
香

と
い
う
よ
う
な
嗅
覚
的
な
も
の
が
、
自
然
に
よ
つ
て
引
き
立
て
ら

れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
源
氏
物
語
に
知
い
て
最
も
重
大
な
意
味
を
有
す
る

と
思
わ
れ
る
自
然
と
人
々
の
心
情
と
の
結
合
の
見
ら
れ
る
の
は
、

宇
治
で
は
な
く
小
野
の
里
で
あ
る
。
そ
の
部
分
の
抄
出
は
、
．
省
略

す
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
小
野
の
浮
舟
は
、
遣
水
の
螢
に
よ
つ
て

昔
を
思
い
出
し
て
、
慰
安
と
し
て
い
る
。
こ
カ
は
あ
る
自
然
の
風

物
風
景
が
媒
介
と
立
っ
て
、
過
去
の
経
験
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ

と
に
壕
っ
て
い
る
。

　
更
に
、
景
情
一
致
に
至
っ
て
は
、
自
然
革
製
を
合
わ
せ
述
べ
た

り
、
や
が
て
自
然
の
姿
が
そ
の
ま
ま
人
間
、
の
心
の
反
影
と
回
る
。

　
秋
㈱
は
、
宿
命
に
翻
弄
さ
れ
る
八
宮
御
一
家
の
環
境
と
し
て
講

和
ず
る
。

　
秋
ω
、
・
冬
三
等
は
、
朝
夕
、
霧
の
晴
れ
る
闇
も
老
い
、
あ
る
い

は
雪
に
埋
れ
た
宇
治
の
い
ぶ
せ
さ
微
、
そ
の
ま
ま
大
鷺
や
並
塩
の

　
・
し
を
反
影
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
と
も
か
く
、
源
氏
物
語
に
細
い
て
ば
、
深
い
愛
情
に
よ
り
対
象

の
自
然
に
順
応
し
、
人
馬
世
界
を
詩
化
し
て
い
る
所
に
特
色
が
あ

り
、
そ
れ
は
自
然
と
人
馬
と
の
固
く
結
合
さ
れ
た
調
和
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
森
岡
博
士
は
、
　
「
源
氏
物
語
の
自
然
」
　
（
源
氏
物
語
の
研
究
所

収
）
に
轟
い
て
、
　
「
秋
の
人
と
し
て
は
、
秋
好
、
夕
霧
、
薫
等
が

あ
る
媒
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
　
「
宇
治
の
世
界
の
薫
に
至
る
と
、

の
し
め
や
か
な
空
気
は
徹
低
し
て
る
る
の
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
さ

　
な
が
ら
秋
そ
の
も
の
の
如
く
寂
し
き
入
で
あ
る
。
宇
治
の
秋
は
、

六
条
院
の
秋
や
更
に
小
野
の
秋
と
も
趣
を
異
に
す
る
、
薫
は
『
入

、
り
も
て
行
く
ま
ま
に
、
霧
り
ふ
た
が
り
て
、
道
も
見
え
ぬ
繁
木
の

中
を
わ
け
』
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
深
い
霧
は
、
彼
の
心
の
象
微

と
も
見
ら
れ
よ
う
。
又
『
荒
ま
し
き
水
の
音
波
の
「
響
き
』
も
、
宿

命
の
影
と
絡
み
合
っ
て
、
鋭
ぐ
入
に
逼
る
よ
う
に
思
は
れ
る
。
こ

こ
に
は
優
艶
の
趣
は
認
め
ら
れ
友
い
。
か
や
う
左
薫
を
め
ぐ
る
秋

　
が
、
宇
治
の
世
界
の
基
調
を
噛
し
，
て
る
る
の
で
あ
る
。
　
（
塑
略
》

源
氏
か
ら
、
夕
霧
を
経
て
薫
に
及
ぶ
と
、
か
や
う
に
秋
の
心
に
徹

し
て
み
る
の
は
、
紫
式
部
の
境
地
の
展
開
を
示
す
も
の
と
思
は
れ
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る
」
と
論
述
さ
れ
る
が
、
秋
は
む
し
ろ
大
君
で
あ
ろ
う
。
秋
は
入

々
の
逝
去
、
又
は
そ
の
思
い
出
の
背
景
と
し
て
時
々
用
い
ら
れ
る

の
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
晩
秋
の
自
然
に
も
秋
㈲
の
す
ぐ
後
に
見

え
て
い
る
船
遊
び
の
様
痕
華
や
か
さ
も
無
く
は
な
い
が
、
本
質
は

「
し
め
や
か
宏
寂
し
き
」
で
あ
ろ
う
。
勲
章
左
ど
が
そ
の
例
ど
し

て
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
外
、
春
は
紫
の
上
で
あ
り
、
ゆ
の
君
で
あ

ろ
う
し
、
夏
は
花
散
里
で
あ
り
、
皇
宮
が
あ
げ
ら
れ
る
。
冬
は
明

石
上
ど
な
ろ
う
が
、
こ
の
事
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
こ
と
に
し

て
、
季
節
感
は
、
自
然
を
越
え
て
、
行
事
、
衣
服
、
調
度
、
飲
食

物
等
人
間
生
活
に
広
範
に
浸
潤
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
ゼ
つ
い
て

は
こ
こ
で
は
言
及
の
範
囲
で
な
い
◎

　
さ
て
、
前
述
の
通
り
、
宇
治
の
自
然
を
四
季
に
求
め
て
そ
の
部

分
を
分
類
し
て
み
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
り
、
夏
と
冬
の

描
写
の
少
な
い
の
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
（
春
も
少
な
い
が
、
こ

れ
は
自
然
以
外
の
も
の
で
表
わ
さ
お
て
い
る
）
。
こ
れ
は
如
何
亙

る
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
ひ
窪
田
空
穂
博
士
は
「
平
安
朝
文
芸
の

精
神
」
に
妬
い
て
、
僅
の
巻
の
冬
の
月
を
例
に
引
き
左
が
ら
、
　
瓶

「
四
季
を
批
評
す
る
と
い
へ
ば
、
従
来
は
春
と
秋
だ
け
で
、
夏
と
’

冬
と
は
問
題
と
も
さ
調
て
ゐ
宏
い
。
京
都
と
い
ふ
土
地
に
あ
っ
て

は
、
夏
は
暑
く
、
冬
は
寒
く
て
、
ど
ち
ら
も
暮
し
に
く
い
季
節
で

あ
る
。
美
観
な
ぞ
と
い
ふ
も
の
は
感
じ
て
い
る
余
裕
も
な
ぐ
、
た

と
ひ
感
じ
て
も
、
春
や
秋
に
は
較
ぶ
べ
ぐ
も
な
い
も
の
で
澄
ら
う
。

　
（
頃
略
）
心
魂
は
、
花
紅
葉
の
艶
と
面
白
さ
に
対
立
さ
せ
て
、
新

　
た
に
捉
へ
来
た
冬
の
月
に
、
何
を
捉
へ
て
る
る
の
か
と
い
ふ
と
、

　
そ
れ
は
さ
み
し
さ
と
哀
れ
で
あ
囁
る
。
　
（
甲
略
）
従
来
は
、
艶
の
み

　
が
美
で
あ
る
か
の
よ
う
に
息
は
れ
て
い
た
世
界
に
、
作
者
は
、
艶

　
に
ま
さ
る
も
の
と
し
て
哀
れ
を
捉
へ
、
・
四
季
の
趣
は
、
客
観
的
よ

り
は
主
観
的
に
あ
り
と
し
、
そ
七
て
そ
の
具
象
と
し
て
、
花
紅
葉

　
の
代
り
に
冬
の
月
を
讃
へ
図
る
る
の
で
あ
る
曽
と
述
べ
ら
れ
、
更

　
に
、
　
「
源
氏
物
語
億
、
花
紅
葉
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
止
ど
ま
る
こ
と
が
出
来
ず
、
㌦
古
人
が
す
み
ま
じ
き
例
と
し
て
み

る
冬
の
月
に
、
哀
れ
さ
を
捉
へ
て
、
そ
こ
に
安
住
し
ょ
う
と
す
る

　
や
う
に
な
つ
夜
の
で
あ
る
。
そ
み
て
そ
の
心
が
、
こ
の
自
然
観
に
㌦

．
㌧
反
映
七
て
る
る
の
で
あ
ら
づ
魚
雷
は
れ
る
。
」
　
（
＝
こ
三
）
乏
述
詞

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
四
季
そ
の
も
の
を
人
間
に
当
て
は
め

　
て
考
え
売
、
「
潮
述
あ
る
い
は
後
述
の
こ
と
に
対
七
で
、
風
物
を
通

し
て
冬
の
意
義
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
、
共
沁
々
が
節
る
。
一
つ

雇
は
大
君
の
死
に
よ
り
、
秋
の
次
に
来
る
冬
を
象
微
志
せ
て
い
る

　
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
普
通
は
死
の
描
写
は
、
」
秋
の
そ
れ
に
よ
つ

　
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宇
治
十
帖
に
細

け
る
大
磐
の
死
、
そ
カ
は
清
純
な
、
道
心
を
有
す
る
処
女
の
死
で

　
あ
っ
た
。
余
り
に
屯
悲
槍
で
あ
り
、
冷
酷
で
あ
み
。
そ
ん
左
申
甚

冬
の
厳
し
い
自
然
と
い
う
季
節
感
を
持
ち
込
む
な
・
ら
ば
、
彼
女
の

　
死
の
痛
ま
し
さ
は
如
実
に
表
現
さ
れ
よ
う
◎
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更
に
、
薫
の
性
格
で
あ
み
が
、
氷
の
如
く
冷
や
か
左
と
ま
で
は

い
か
な
ぐ
と
も
、
何
と
も
暗
い
人
生
を
歩
む
そ
の
姿
に
は
、
薄
暗

い
雪
の
降
り
し
き
る
真
冬
の
感
じ
が
し
て
な
ら
な
い
。
春
が
す
ぐ

来
よ
う
と
レ
て
も
、
ま
だ
ま
だ
先
が
長
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
夏
の
描
写
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
妾
然
真

夏
の
強
烈
な
太
陽
の
光
が
魅
力
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
た
め
に

迷
惑
す
る
も
の
も
少
な
く
は
な
い
。
そ
こ
に
浮
び
上
る
入
物
は
匂

宮
で
あ
ろ
う
。
彼
の
性
格
に
と
も
闘
う
行
勤
は
、
薫
の
そ
れ
之
相

反
し
、
全
く
と
書
っ
て
良
い
程
対
照
的
で
あ
る
と
い
う
箏
か
ら
で

あ
る
。
真
夏
の
草
木
を
焦
す
程
の
太
陽
、
そ
れ
は
誰
が
欲
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
、
現
代
人
が
避
暑
す
る
が
如
く
に
は
匂
宮
の
周
辺

の
人
方
は
、
彼
の
情
熱
か
ら
逃
れ
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
。
否
、

で
奮
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
あ
た
か
も
植
物
が
水
と
太
陽
と
を
欲
す
る
よ
う
に
、
薫
と

匂
宮
と
を
欲
し
た
人
、
浮
舟
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
、
か

弱
い
女
性
浮
舟
電
、
植
物
の
成
長
に
不
可
欠
な
水
と
太
陽
の
一
方

を
失
劃
う
と
し
た
時
は
既
に
、
こ
の
世
の
人
で
は
あ
り
得
な
か
っ

た
。
そ
れ
が
か
浸
わ
な
い
と
知
っ
た
時
に
、
万
物
の
本
源
に
か
え

ろ
う
と
思
い
、
出
家
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
局
、
登
場
入
物

が
四
季
の
あ
る
い
は
自
然
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
、
　
「
人
間
即
自

然
」
左
の
で
あ
る
。
「
貴
族
時
ロ
ー
マ
ン
精
神
が
う
か
が
わ
れ
る
の

も
こ
の
よ
う
な
、
仏
敦
的
思
想
の
漂
う
所
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
浮
舟
の
身
分
の
低
さ
を
、
自
殺
と
か
ら
ま
せ
て
云
々
す
る

の
も
道
理
に
は
合
う
が
、
も
う
一
歩
突
つ
込
ん
だ
馬
入
聞
を
二
言

の
一
部
と
し
て
考
え
、
源
氏
物
語
以
前
の
文
学
、
日
本
書
紀
、
，
，
古

事
記
、
さ
て
努
葉
集
に
現
わ
れ
る
「
人
聞
φ
叫
び
」
略
説
う

べ
き
「
自
然
の
理
」
を
訴
え
て
、
浮
舟
を
世
に
送
つ
允
屯
の
で
は

あ
る
ま
い
か
◎
平
安
貴
族
、
特
に
女
性
に
あ
っ
て
は
、
何
で
露
骨

な
表
現
を
も
つ
て
自
己
の
意
見
（
思
想
）
と
な
し
得
よ
う
。

　
前
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
窪
翅
空
穂
博
士
の
述
べ
ら
れ
る
冬

の
美
の
「
あ
は
れ
」
に
固
執
す
る
で
と
亡
く
、
源
氏
物
語
の
、
酔
然

描
写
は
、
唐
然
そ
の
楼
ま
の
姿
を
写
実
的
に
表
現
し
て
い
為
と
こ

ろ
に
特
色
が
あ
・
お
で
婆
く
、
騰
肇
は
懲
的
な
も
の
（
森
ト
ニ

岡
博
士
は
、
こ
れ
を
、
「
多
く
の
風
物
を
堕
す
る
気
分
」
と
表
司

現
さ
れ
る
）
に
よ
り
、
自
然
を
捷
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
は
秋
図
が
実
証
す
べ
き
も
の
と
言
え
る
と
思
う
。


