
三
巻
本
『
枕
草
子
』「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
の
し
く
み
に
つ
い
て
の
私
見

は
じ
め
に

　
『
枕
草
子
』「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
は
、
学
校
現
場
に
お
い
て
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
古
典
教
材
で
あ
る
。
そ
の
本
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

（
注
１
）。

　

春
は
、
あ
け
ぼ
の
。

や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、
少
し
明
り
て
、
紫
だ
ち
た
る
雲
の
、
細
く
た
な
び
き
た
る
。

　

夏
は
、
夜
。

月
の
頃
は
、
さ
ら
な
り
。
闇
も
な
ほ
蛍
の
多
く
飛
び
違
ひ
た
る
。

ま
た
、
た
だ
一
つ
二
つ
な
ど
、
ほ
の
か
に
う
ち
光
り
て
行
く
も
、
を
か
し
。

雨
な
ど
降
る
も
、
を
か
し
。

　

秋
は
、
夕
暮
。

夕
日
の
さ
し
て
、
山
の
端
い
と
近
う
な
り
た
る
に
、
烏
の
、
寝
ど
こ
ろ
へ
行
く
と
て
、
三
つ
四
つ
、
二
つ
三
つ
な
ど
、
飛
び
急
ぐ
さ
へ
、
あ

一
五

三
巻
本
『
枕
草
子
』「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
の
し
く
み
に
つ
い
て
の
私
見

　
　

原　
　

由
来
恵



三
巻
本
『
枕
草
子
』「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
の
し
く
み
に
つ
い
て
の
私
見

一
六

は
れ
な
り
。

ま
い
て
、
雁
な
ど
の
列
ね
た
る
が
、
い
と
小
さ
見
ゆ
る
は
、
い
と
を
か
し
。

日
入
り
果
て
て
、
風
の
音
、
虫
の
音
な
ど
、
は
た
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

　

冬
は
、
つ
と
め
て
。

雪
の
降
り
た
る
は
、
い
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
霜
の
い
と
白
き
も
、
ま
た
、
さ
ら
で
も
い
と
寒
き
に
、
火
な
ど
急
ぎ
熾
し
て
、
炭
も
て
渡
る

も
、
い
と
つ
き
づ
き
し
。

昼
に
な
り
て
、
温
く
緩
び
も
て
い
け
ば
、
火
桶
の
火
も
、
白
き
灰
が
ち
に
な
り
て
、
わ
ろ
し
。

　

さ
て
、
こ
の
章
段
の
一
般
的
な
解
釈
は
、
一
年
四
時
各
季
の
好
ま
し
い
時
分
・
天
象
・
景
物
を
対
比
し
て
評
論
し
た
も
の
な
ど
と
さ
れ
、
学
校

教
育
で
は

　

○
古
典
的
リ
ズ
ム　

○
日
本
の
四
季
の
感
興　

○
作
者
の
独
自
性

と
い
っ
た
こ
と
を
基
本
と
し
て
各
教
材
学
年
の
児
童
や
生
徒
に
対
応
し
た
教
材
使
用
が
行
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
取
扱
い
だ
け
で
、
は
た
し
て
こ
の
章
段
を
読
み
解
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
章
段
が
、
本
作
品
の
冒
頭
に

お
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
、
つ
ま
り

　

⑴
な
ぜ
作
者
清
少
納
言
は
『
枕
草
子
』
に
お
い
て
、
こ
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
を
し
た
た
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

⑵
こ
こ
に
託
さ
れ
た
も
の
は
、
は
た
し
て
作
者
の
好
ま
し
い
と
思
う
事
象
類
を
評
論
す
る
も
の
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
い
う
二
つ
の
問
題
が
浮
ぶ
。
そ
こ
で
こ
の
二
つ
の
疑
問
を
土
台
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
三
巻
本
『
枕
草
子
』「
春
は
あ
け
の
ぼ
の
」
章
段
に
お

い
て
特
に
「
春
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
が
意
味
す
る
意
図
に
着
目
し
、

　

①
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
跋
文
か
ら
見
る
作
品
構
成



三
巻
本
『
枕
草
子
』「
春
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あ
け
ぼ
の
」
章
段
の
し
く
み
に
つ
い
て
の
私
見

一
七

　

②
章
段
テ
ク
ス
ト
に
見
る
表
裏

　

③
言
語
遊
戯
と
機
知

と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
に
お
け
る
、「
春
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
の
関
係
が
、
中
宮
定
子
及
び
中
関
白
家
栄
華
を
託
す

序
文
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
章
段
形
成
の
基
軸
に
は
、
作
品
の
随
所
に
見
ら
れ
る
言
語
遊
戯
と
機
知
と
い
う
作
者
の
表
現
力
が
介
在
す
る
と
い
う
二

点
に
つ
い
て
私
見
を
示
し
た
い
。

一
、
作
品
構
成
か
ら
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
は
、『
枕
草
子
』
の
諸
本
四
系
統
全
て
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
三
巻
本
系
統
の
『
枕
草
子
』
に
お

け
る
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
を
中
心
に
論
じ
る
が
、
念
の
た
め
諸
本
間
に
お
け
る
本
章
段
の
位
置
を
確
認
す
る
と
、
三
巻
本
と
同
じ
く
雑
纂
で

あ
る
能
因
本
系
統
で
は
、
や
は
り
初
段
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
類
纂
で
あ
る
前
田
家
本
、
堺
本
系
統
で
も
、
類
型
別
に
配
列
さ
れ
た
章
段
中

と
は
い
え
、
や
は
り
初
め
に
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
が
お
か
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
四
系
統
に
お
け
る
本
章
段
の
大
ま
か
な
概
要
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
本
文
間
の
異
同
に
関
し
て
は
、「
春
」
の
箇
所
だ
け
で
も

次
の
よ
う
に
見
ら
れ
、
表
現
上
に
お
け
る
差
に
は
問
題
が
あ
る

（
注
２
）。

　
【「
春
」
に
お
け
る
異
同

（
注
３
）】

　

堺　
　
　
　
　
　
　

そ
ら
は
い
た
く
か
す
み
た
る
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
は
の　

つ
つ

　

前　
　
　
　
　
　
　

そ
ら
は
い
た
く
か
す
み
た
る
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の　
　
　

つ
つ

　

三　

春
は
あ
け
ぼ
の
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
・
す
こ
し
・
・
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一
八

　

能

　

堺　
　
　

み　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
い
と
を
か
し

　

前　
　
　

み

　

三　

あ
か
り
て
む
ら
さ
き
だ
ち
た
る
雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
・
・
・
・
・

　

能

　

ま
た
「
春
」
の
後
に
続
く
「
夏
」「
秋
」「
冬
」
に
お
い
て
も
、
四
季
に
対
す
る
表
現
の
差
が
あ
り
、
原
『
枕
草
子
』
の
成
立
や
善
本
検
討
の
確

認
が
必
要
な
問
題
の
存
在
を
考
え
さ
せ
る
。

　

し
か
し
異
同
が
あ
っ
て
も
内
容
に
関
し
て
は
、
大
筋
で
は
大
き
な
差
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

さ
て
、
三
巻
本
『
枕
草
子
』
作
品
全
体
の
構
成
に
目
を
向
け
る
と
、
三
巻
本
に
は
跋
文
が
附
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
能
因
本
に
は
、
短
跋

と
長
跋
が
載
る
。
こ
れ
ら
の
跋
文
成
立
に
つ
い
て
は
、
問
題
が
残
る
も
の
の

（
注
４
）、

現
作
品
に
存
在
す
る
以
上
、
作
品
構
成
に
お
い
て
無
視
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
あ
る
種
の
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
扱
い
た
い
。

　

こ
の
跋
文
に
は
、『
枕
草
子
』
執
筆
経
緯
や
作
品
流
布
の
事
情
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
改
め
て
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
の
作
品
に

お
け
る
位
置
づ
け
は
、
三
巻
本
も
能
因
本
も
、
こ
の
章
段
は
初
段
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
跋
文
に
呼
応
す
る
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
換
言

す
る
な
ら
ば
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
に
は
、
序
文
的
役
割
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、『
枕

草
子
』
の
作
品
構
成
は
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
が
作
品
の
始
発
と
な
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
ま
と
め
の
跋
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
こ
の
跋
文
に
着
目
す
る
と
、



三
巻
本
『
枕
草
子
』「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
の
し
く
み
に
つ
い
て
の
私
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一
九

こ
の
草
子
、
目
に
見
え
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、「
人
や
は
見
む
と
す
る
」
と
思
ひ
て
、
つ
れ
づ
れ
な
る
里
居
の
ほ
ど
に
、
書
き
集
め
た
る
を
、

あ
い
な
う
、
人
の
た
め
に
便
な
き
い
ひ
過
ぐ
し
も
し
つ
べ
き
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、「
よ
う
隠
し
置
き
た
り
」
と
思
ひ
し
を
、
心
よ
り

ほ
か
に
こ
そ
、
漏
り
出
で
に
け
れ
。

宮
の
御
前
に
、
内
の
大
臣
の
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
け
る
を
、

「
こ
れ
に
、
何
を
書
か
ま
し
。
主
上
の
御
前
に
は
、『
史
記
』
と
い
ふ
書
な
む
、
書
か
せ
た
ま
へ
る
」

な
ど
、
の
た
ま
は
せ
し
を
、

「
ま
く
ら
に
こ
そ
は
は
べ
ら
め
」

と
申
し
し
か
ば
、

「
さ
ば
、
得
て
よ
」

と
て
、
賜
は
せ
た
り
し
を
、
あ
や
し
き
を
、「
こ
よ
や
」「
な
に
や
」
と
、
尽
き
せ
ず
多
か
る
紙
を
書
き
尽
く
さ
む
と
せ
し
に
、
い
と
も
の
お

ぼ
え
ぬ
言
ぞ
多
か
る
や
。

大
方
、
こ
れ
は
、
世
の
中
に
を
か
し
き
言
、
人
の
め
で
た
し
な
ど
思
ふ
べ
き
名
を
選
り
出
で
て
、
和
歌
な
ど
を
も
、
木
・
草
・
鳥
・
虫
を

も
、
い
ひ
出
だ
し
た
ら
ば
こ
そ
、「
思
ふ
ほ
ど
よ
り
は
わ
ろ
し
。
心
見
え
な
り
」
と
、
譏
ら
れ
め
。
た
だ
、
心
一
つ
に
お
の
づ
か
ら
思
ふ
言

を
、
戯
れ
に
書
き
つ
け
た
れ
ば
、「
も
の
に
立
ち
ま
じ
り
、
人
な
み
な
み
な
る
べ
き
耳
を
も
き
く
べ
き
も
の
か
は
」
と
思
ひ
し
に
、「
恥
づ
か

し
き
」
な
ん
ど
も
ぞ
、
見
る
人
は
し
た
ま
ふ
な
れ
ば
、
い
と
あ
や
し
う
ぞ
あ
る
や
。

げ
に
、
そ
も
こ
と
わ
り
、
人
の
憎
む
を
「
善
し
」
と
い
ひ
、
褒
む
る
を
も
「
悪
し
」
と
い
ふ
人
は
、
心
の
ほ
ど
こ
そ
推
し
量
ら
る
れ
。
た
だ
、

人
に
見
え
け
む
ぞ
、
ね
た
き
。

左
中
将
、
ま
だ
「
伊
勢
守
」
と
き
こ
え
し
時
、
里
に
お
は
し
た
り
し
に
、
端
の
方
に
な
り
し
畳
を
さ
し
出
で
し
も
の
は
、
こ
の
草
子
載
り
て

出
で
に
け
り
。
ま
ど
ひ
取
り
入
れ
し
か
ど
、
や
が
て
持
て
お
は
し
て
、
い
と
久
し
く
あ
り
て
ぞ
、
返
り
た
り
し
。
そ
れ
よ
り
、
歩
き
初
め
た
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二
〇

る
な
め
り
。

と
ぞ
、
本
に
。

と
あ
っ
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
作
者
清
少
納
言
と
中
宮
定
子
と
の
や
り
取
り
で
あ
る
。

　

献
上
さ
れ
た
料
紙
に
何
を
書
く
の
か
、
一
条
天
皇
は
『
史
記
』
を
お
書
か
せ
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
、
清
少
納
言
が

「
そ
れ
は
ま
く
ら
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
と
返
答
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
そ
う
ね
、
そ
れ
な
ら
ば
あ
げ
ま
し
ょ
う
。」
と
そ
の
紙
を
清
少

納
言
に
下
賜
さ
れ
た
た
。
そ
の
料
紙
に
「
こ
れ
も
あ
れ
も
」
と
尽
き
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
多
く
の
紙
を
全
て
書
い
て
し
ま
お
う
と
し
た
た
め
に
、

『
枕
草
子
』
の
内
容
が
全
く
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
言
葉
が
多
く
記
載
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
跋

文
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
本
稿
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
の
し
く
み
に
関
わ
る
二
つ
の
大
き
な
疑
問
が
わ
く
。
一
点
目
は
、
な
ぜ
清
少
納
言
は

『
史
記
』
に
対
し
て
「
ま
く
ら
」
と
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
我
々
に
は
謎
で
あ
る
解
答
に
対
し
て
、
中
宮
定
子
は
ど
の
よ
う
に

了
承
し
て
料
紙
を
清
少
納
言
に
託
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
二
つ
目
は
一
つ
目
の
疑
問
に
連
動
し
て
中
宮
定
子
か
ら
個
人
的
に
賜

わ
っ
た
と
は
い
え
、
帝
と
中
宮
そ
れ
ぞ
れ
に
献
上
さ
れ
た
同
一
種
の
紙
に
、
清
少
納
言
が
個
人
的
な
心
情
を
勝
手
気
ま
ま
に
記
す
こ
と
が
、
可
能

で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

既
に
こ
の
跋
文
に
対
し
て
は
、
作
品
名
称
を
含
め
た
様
々
な
見
解
を
諸
先
学
は
指
摘
し
て
き
た
。
し
か
し
、
現
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
問
題
が

明
ら
か
で
あ
る
と
は
未
だ
に
言
い
が
た
い
面
も
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
文
中
を
整
理
し
て
み
た
い
。
跋
文
に
あ
る
状
況
を
図
式
化
す
る
と
次
の
よ
う

な
関
係
と
な
る
。

【
跋
文
に
見
る
料
紙
献
上
と
記
載
書
の
図
】
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二
一

　
　

中
宮
定
子　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
少
納
言　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

献
上　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
ま
く
ら
に
こ
そ
は
べ
れ
め
」『
枕
草
子
』

　
　
　

　
　
　

同
一
種
料
紙　
　
　

内
大
臣　

藤
原
伊
周　

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

献
上　
　
　
　
　

　
　

一
条
天
皇　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
『
史
記
』

　

献
上
同
一
料
紙
及
び
献
上
者
を
軸
に
帝
と
中
宮
は
対
称
す
る
。
ま
た
跋
文
中
に
あ
る
と
お
り
料
紙
に
記
載
さ
れ
る
内
容
も
ま
た
相
対
し
て
い
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
『
枕
草
子
』
が
『
史
記
』
に
対
応
す
る
位
置
づ
け
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、『
史

記
』
の
概
要
及
び
一
条
天
皇
朝
に
お
け
る
『
史
記
』
の
受
容
を
踏
ま
え
て
お
く
。

　
『
史
記
』
は
周
知
の
と
お
り
、
黄
帝
か
ら
武
帝
ま
で
の
時
代
を
「
本
紀
」「
表
」「
書
」「
世
家
」「
列
伝
」
と
し
た
紀
伝
体
で
編
ま
れ
た
一
三
〇

巻
の
中
国
正
史
で
あ
っ
て
、
○
皇
帝
の
歴
史
○
年
表
系
図
な
ど
○
書
物
○
世
襲
の
家
○
人
物
伝
が
記
述
さ
れ
て
い
る
史
書
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
け
る
『
史
記
』
受
容
は
早
く
、『
続
日
本
紀
』『
万
葉
集
』
な
ど
上
代
成
立
作
品
や
平
安
時
代
初
期
に
編
ま
れ
た
勅
撰
漢
詩
集
『
懐
風

藻
』
な
ど
に
も
そ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
平
安
時
代
に
お
け
る
『
史
記
』
に
つ
い
て
は
、
川
口
久
雄
氏
の
『
平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研
究

（
注
５
）』

に

詳
し
い
が
、
そ
れ
ら
先
行
研
究
を
踏
ま
え
る
と
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
の
『
史
記
』
は
お
お
よ
そ
、

　

○
大
学
寮
の
寮
試
に
出
題
、
ま
た
紀
伝
道
（
文
章
道
）
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
。

　

○
政
治
上
の
故
実
先
例
を
知
る
上
で
欠
か
せ
な
い
官
僚
の
必
読
書
。

　

○
宮
廷
や
貴
族
の
文
亭
・
大
学
寮
・
私
学
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
『
史
記
』
講
書
を
開
催
。
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二
二

　
　

そ
の
際
に
は
竟
宴
が
あ
り
詠
史
探
題
詩
が
作
成
さ
れ
た
。

と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。『
枕
草
子
』「
文
は
」
章
段
に
も
、

　
　

文
は
文
集
。
文
選
。
新
賦
。
史
記
、
五
帝
本
紀
。
願
文
。
表
。
博
士
の
申
文
。

と
あ
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』「
乙
女
」
巻
に
は

　
　

四
五
月
の
う
ち
に
、
史
記
な
ど
い
ふ
文
は
読
み
果
て
給
ひ
て
け
り

と
あ
り
、
官
僚
を
目
指
す
貴
族
の
子
息
た
ち
に
と
っ
て
は
、
教
養
と
し
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
『
源
氏
物
語
』
に
は
、

『
史
記
』
か
ら
の
漢
詩
句
引
用
が
十
四
箇
所
あ
る

（
注
６
）。

　

ま
た
『
紫
式
部
日
記
』
に
は

　
　

文
読
む
博
士
、
蔵
人
弁
広
業
、
勾
欄
の
も
と
に
立
ち
て
『
史
記
』
の
一
巻
を
読
む

と
見
え
る
。
こ
れ
は
中
宮
彰
子
の
御
子
出
産
後
に
行
わ
れ
た
「
御
湯
殿
儀
」
に
お
い
て
の
様
子
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
一
条
朝
に
お
い
て
も
皇
子

誕
生
に
お
い
て
『
史
記
』
が
誦
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

ま
た
『
史
記
』
の
影
響
は
、
初
の
勅
撰
集
と
な
っ
た
漢
詩
集
『
凌
雲
集
』
や
『
文
華
秀
麗
集
』『
経
国
集
』『
本
朝
文
粋
』
等
の
詩
文
に
も
認
め

ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
平
安
後
期
成
立
の
『
大
鏡
』
が
『
史
記
』
に
倣
う
紀
伝
体
を
と
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
一
般
認
識
と
な
っ
て
い
る
。
こ
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れ
ら
を
鑑
み
て
も
、
一
条
天
皇
側
に
お
い
て
『
史
記
』
を
料
紙
に
記
載
さ
せ
た
こ
と
は
、
け
し
て
不
自
然
な
行
為
で
は
な
い
。
た
だ
し
一
三
〇
巻

全
て
を
記
述
さ
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
紙
量
が
献
上
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
本
文
に
な
い
た
め
、
記
載
箇
所
ま
で
は
判
じ
得
な
い
。

　

こ
こ
ま
で
、
清
少
納
言
の
生
き
た
時
代
に
お
け
る
『
史
記
』
に
つ
い
て
踏
ま
え
た
。『
枕
草
子
』
の
構
成
か
ら
こ
の
『
史
記
』
に
対
し
て
「
ま

く
ら
」
と
し
た
、
そ
の
序
文
的
役
割
が
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
と
い
う
こ
と
に
な
る
。　

二
、「
春
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
の
表
裏
︱
時
間
推
移

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
は
、
春
夏
秋
冬
に
お
い
て
、
作
者
が
そ
の
時
々
に
お
け
る
時
節
素
晴
ら
し
い
頃
合
を
表
記
し
た
章
段
と
さ
れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
見
た
と
き
に
、
疑
問
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。
序
文
的
役
割
り
を
持
つ
初
段
で
、
ま
さ
に
作
品
の
は
じ
ま
り
に
、
な

ぜ
「
春
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
を
良
し
と
し
た
の
か
。
実
際
そ
れ
ま
で
の
勅
撰
和
歌
集
に
も
「
春
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
の
組
み
合
わ
せ
は
見
え
ず
、

筆
者
の
特
異
性
が
見
ら
れ
る
作
品
の
幕
開
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
春
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
の
関
係
性
と
そ
の
表
裏
を
踏
ま
え
る
た
め
、
当
時
の
時

刻
認
識
と
季
節
の
整
理
か
ら
そ
の
作
者
の
意
図
を
見
て
い
く
。

　
「
あ
け
ぼ
の
」
に
近
い
時
間
帯
を
鑑
み
る
と
、「
あ
か
と
き
」「
し
の
の
め
」「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
な
ど
が
浮
ぶ
。
こ
れ
ら
の
語
意
を
、
時
代
別
国
語

事
典
上
代
編
（［
時
］
と
表
記
）
角
川
古
語
大
辞
典
（［
角
］
と
表
記
）
に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

●
あ
か
と
き

［
時
］【
暁
・
五
更
】
夜
明
け
が
た
、
ま
た
そ
の
前
。
明
＝
時
で
、
夜
明
け
前
の
ま
だ
暗
い
う
ち
を
さ
す
。
だ
い
た
い
午
前
三
時
か
ら
五
時
ご
ろ
。

［
角
］【
曉
】「
あ
か
つ
き
」
に
同
じ
。
上
代
で
は
こ
の
形
を
用
い
た
。「
あ
か
つ
き
」
古
く
は
現
今
よ
り
も
時
間
が
早
く
、
曙
光
が
差
し
出
す
前
の
、

ま
だ
暗
い
時
刻
を
い
う
。

　

●
東し

の

雲の
め
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［
時
］【
細
竹
目
】
篠
を
編
ん
で
作
っ
た
御
簾
の
よ
う
な
も
の
を
い
う
。
御
簾
の
奥
に
こ
も
っ
て
、
人
に
逢
わ
な
い
意
の
「
人
に
は
し
の
び
」
に
続

く
語
。　

＊
朝
を
意
味
す
る
解
釈
な
し

［
角
］【
東
雲
・
篠
目
】
夜
明
け
方
。
暁
が
明
け
方
に
近
づ
き
な
が
ら
、
ま
だ
明
け
や
ら
ぬ
間
。
後
朝
の　

別
れ
の
刻
限
。

　

●
あ
け
ぼ
の

［
時
］【
会
明
】
明
け
方
。
朝
＝
明
ケ
の
約
。
ア
カ
ト
キ
よ
り
朝
に
近
い
時
。

［
角
］【
曙
・
會
明
】「
明
け
ほ
の
か
」
の
意
。
暁
を
過
ぎ
て
か
ら
、
空
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
そ
め
る
こ
ろ
。
物
の
色
彩
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ

て
く
る
時
間
。「
夕
暮
れ
」
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
。
も
と
、
歌
語
「
し
の
の
め
」
に
対
す
る
散
文
語
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
歌
語
と
し
て

は
『
新
古
今
和
歌
集
』
前
後
か
ら
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
。

　

●
あ
さ
ぼ
ら
け

［
時
］
記
載
な
し

［
角
］【
朝
朗
】
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
白
む
こ
ろ
。「
あ
け
ぼ
の
」
よ
り
や
や
明
る
く
、
既
に
夜
が
明
け
た
と
い
え
る
刻
限
。

　

こ
れ
ら
か
ら
、
す
べ
て
の
言
葉
が
上
代
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
東
雲
の
「
篠
目
」
や
、
あ
け
ぼ
の
の
「
明
け
ほ
の
か
」、

「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
の
よ
う
に
語
意
の
記
載
が
な
い
な
ど
、
言
葉
の
変
化
や
変
遷
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
語
が
少
し
ず
つ
変
わ
り
ゆ
く
時
間
の
推
移
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
人
々
は
そ
れ
ら
を
使
い
分
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
理

解
で
き
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
の
語
は
、
和
歌
や
『
枕
草
子
』、
そ
し
て
他
作
品
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、
具
体
的
に
作

品
か
ら
踏
ま
え
て
お
き
た
い
。

　
　
　
あ
か
と
き

　
　

暁
と
夜
烏
鳴
け
ど
こ
の
を
か
の
木
ぬ
れ
の
上
は
い
ま
だ
静
け
し 

『
万
葉
集
』
一
二
六
三
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暁
の
夢
に
見
え
つ
つ
梶
島
の
磯
越
す
波
の
し
き
て
し
思
ほ
ゆ 

『
万
葉
集
』
一
七
二
九

　

さ
て
、「
あ
か
と
き
」
は
最
も
夜
に
近
い
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、「
夢
」
や
朝
日
の
前
に
鳴
く
と
さ
れ
る
「
烏
」
が
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
掲

載
し
た
一
二
六
三
番
歌
を
見
る
と
、
烏
は
鳴
い
て
い
る
が
他
は
ま
だ
目
覚
め
ず
、
夜
の
静
寂
が
続
い
て
い
る
状
況
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

「
あ
か
と
き
」
は
、
い
ま
だ
夜
と
も
朝
と
も
区
別
が
付
か
な
い
ほ
ど
の
時
間
帯
を
示
す
語
と
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

ま
た
『
枕
草
子
』
に
は
「
あ
か
つ
き
」
に
関
し
て
の
用
例
数
が
二
十
八
箇
所
見
え
る
。
そ
の
中
で
も
、
特
に
朝
を
表
す
語
の
連
続
性
が
見
ら
れ
、

時
間
帯
に
よ
っ
て
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
「
す
さ
ま
じ
き
も
」
章
段
か
ら
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
特
徴
も
こ
こ
で
踏
ま
え
て
お
く
。

す
さ
ま
じ
き
も
の
昼
ほ
ゆ
る
犬
。
春
の
網
代
。（
略
）

除
目
に
官
得
ぬ
人
の
家
。
今
年
は
か
な
ら
ず
と
聞
き
て
、
は
や
う
あ
り
し
者
ど
も
、
ほ
か
ほ
か
な
り
つ
る
、
田
舎
だ
ち
た
る
所
に
住
む
者
ど

も
な
ど
、
み
な
あ
つ
ま
り
来
て
、
出
て
入
る
車
の
轅
に
ひ
ま
な
く
見
え
、
物
詣
で
す
る
供
に
、
わ
れ
も
わ
れ
も
と
参
り
つ
か
う
ま
つ
り
、
物

食
ひ
酒
飲
み
の
の
し
り
合
へ
る
に
、
果
つ
る
暁
ま
で
門
た
た
く
音
も
せ
ず
。（
略
）
ま
こ
と
に
た
の
み
け
る
者
は
、
い
と
嘆
か
し
と
思
へ
り
。

つ
と
め
て
に
な
り
て
、
ひ
ま
な
く
を
り
つ
る
者
も
一
人
二
人
す
べ
り
出
で
て
い
ぬ
。

　

さ
て
、
こ
の
章
段
は
「
不
調
和
で
興
ざ
め
な
も
の
」
を
と
り
あ
げ
様
子
を
描
い
た
章
段
で
あ
る
。
引
用
箇
所
は
、
除
目
に
官
職
を
得
ら
れ
な
か

っ
た
家
の
興
ざ
め
さ
を
描
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
度
は
必
ず
任
官
す
る
と
聞
い
て
い
た
家
に
、
以
前
仕
え
て
い
た
者
た
ち
な
ど
が
集
ま
っ
て
飲
み
食
い
の
大
騒
ぎ
を
し
て
吉
報
を
待
っ
て

い
た
。
し
か
し
任
官
詮
議
終
了
の
夜
明
け
方
頃
「
あ
か
つ
き
」
に
な
っ
て
も
何
も
な
い
。
結
局
任
命
さ
れ
ず
、
翌
朝
（
夜
が
明
け
た
早
朝
）

「
つ
と
め
て
」
に
、
隙
間
な
く
控
え
て
い
た
者
た
ち
は
こ
っ
そ
り
帰
っ
て
行
く
。

こ
こ
で
作
者
は
、
夜
明
け
前
と
夜
が
明
け
て
か
ら
の
時
間
推
移
を
「
あ
か
つ
き
」
と
「
つ
と
め
て
」
で
使
い
分
け
を
し
て
い
る
。
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二
六

　
東
雲

　
　

夏
の
夜
の
ふ
す
か
と
す
れ
は
郭
公
な
く
ひ
と
こ
ゑ
に
あ
く
る
し
の
の
め 

『
古
今
和
歌
集
』
一
五
六

　
　

し
の
ヽ
め
の
ほ
が
ら
ほ
が
ら
と
明
け
行
け
ば
お
の
が
き
ぬ
ぎ
ぬ
な
る
ぞ
悲
し
き　
　
　

 

『
古
今
和
歌
集
』
六
三
七

　
　

し
の
の
め
の
わ
か
れ
を
を
し
み
我
ぞ
ま
づ
鳥
よ
り
さ
き
に
な
き
は
じ
め
つ
る 

『
古
今
和
歌
集
』
六
四
〇

　
　

し
の
の
め
に
あ
か
て
別
れ
し
た
本
を
そ
つ
ゆ
や
わ
け
し
と
ひ
と
は
と
か
む
る 

『
後
撰
和
歌
集
』
七
二
一

　

こ
れ
ら
の
例
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
し
の
の
め
」
は
、「
き
ぬ
ぎ
ぬ
」
と
そ
の
「
わ
か
れ
」
と
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
々
が
起

き
だ
し
朝
の
身
支
度
も
終
え
た
頃
と
し
て
使
用
し
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
、「
あ
か
と
き
」
の
時
に
は
な
か
っ
た
「
明
け
」
と
い
う
言
葉
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
太
陽
が
昇
り
少
し
ず
つ
白
み
始
め
た
頃
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

　
　
　
　

あ
さ
ぼ
ら
け

　
　

あ
さ
ほ
ら
け
有
明
の
月
と
み
る
ま
て
に
吉
野
の
里
に
降
れ
る
白
雪 

『
古
今
和
歌
集
』
三
三
二

　
　
　

琴
笛
な
と
し
て
遊
ひ
、
物
か
た
り
な
と
し
侍
り
け
る
ほ
と
に
、
夜
ふ
け
に
け
れ
は
ま
か
り
と
ま
り
て

　
　

あ
さ
ほ
ら
け
し
た
ゆ
く
水
は
あ
さ
け
れ
と
深
く
そ
花
の
色
は
見
え
け
る 

『
後
撰
和
歌
集
』
一
三
〇

　
　

あ
け
ぬ
れ
は
く
る
る
も
の
と
は
知
り
な
か
ら
な
ほ
う
ら
め
し
き
あ
さ
ほ
ら
け
か
な 

『
拾
遺
和
歌
集
』
六
七
二

　

ま
た
『
枕
草
子
』「
木
の
花
は
」
章
段
に
は
、

　
　

朝
露
に
濡
れ
た
る
朝
ぼ
ら
け
の
桜
に
劣
ら
ず

と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
さ
て
こ
の
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
は
、「
有
明
の
月
」
と
共
に
詠
ま
れ
る
こ
と
。
ま
た
、『
拾
遺
和
歌
集
』
六
七
二
番
歌

「
夜
が
明
け
る
と
、
あ
さ
ぼ
ら
け
が
く
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
す
っ
か
り
夜
が
明
け
た
頃
を
示
す
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
明
け
方
を
示
す

語
の
中
で
最
も
明
る
い
時
刻
と
い
え
る
。
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で
は
「
あ
け
ぼ
の
」
の
使
用
例
は
ど
う
か
。

　
　
　
あ
け
ぼ
の

　
　
　

仁
徳
紀
三
八
年
七
月　
　

未
及
眛
爽
。
有
猟
人
以
射
牡
鹿
而
殺
。

　
　
　

推
古
紀
一
九
年
五
月　
　

取
鶏
鳴
時
。
集
于
藤
原
池
上
。
以
會
明
乃
往
之
。

　
　
　

孝
徳
紀
大
化
元
年
七
月　

其
収
牒
者
、
眛
旦
執
牒
奏
於
内
裏
。 

『
日
本
書
紀
』

　

明
る
さ
か
ら
い
え
ば
、
確
実
に
「
し
の
の
め
」
よ
り
、
は
っ
き
り
と
周
り
が
見
渡
せ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
使
用
の
状
況
で
は
、
狩
り

や
内
裏
に
赴
く
時
間
。
さ
ら
に
は
、
起
床
し
て
か
ら
し
ば
し
時
間
が
経
過
し
て
い
る
時
間
帯
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
勅
撰
和
歌
集
に

見
ら
れ
る
「
あ
け
ぼ
の
」
の
初
見
は
、
次
に
引
く
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
一
一
〇
二
番
歌
と
な
る
。

　
　

花
さ
か
り
春
の
み
や
ま
の
あ
け
ほ
の
に
お
も
い
忘
る
な
秋
の
ゆ
ふ
く
れ

　

こ
の
歌
は
確
か
に
「
春
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
の
関
連
性
が
見
え
る
。
し
か
し
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
成
立
期
を
思
う
と
、『
枕
草
子
』
か
ら
の

影
響
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
西
山
秀
人
氏
の
論
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
い

（
注
７
）。

　

た
し
か
に
『
枕
草
子
』
以
前
に
も
「
あ
け
ぼ
の
」
の
使
用
例
は
見
ら
れ
る
。
し
か
し
『
枕
草
子
』
で
す
ら
「
あ
け
ぼ
の
」
の
使
用
例
は
、「
春

は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

　

こ
の
「
あ
け
ぼ
の
」
に
関
す
る
概
念
を
、
石
田
穣
二
氏
が
『
源
氏
物
語
』
か
ら
検
証
し
て
い
る
。
そ
の
説
も
踏
ま
え
て
時
間
的
概
念
を
踏
ま
え

る
（
注
８
）。

　
　

月
は
有
明
に
て
光
を
さ
ま
れ
る
も
の
か
ら
、
影
さ
や
か
に
見
え
て
、
な
か
な
か
を
か
し
き
あ
け
ぼ
の
な
り 

「
帚
木
」

　
　

あ
け
ぼ
の
の
、
や
う
や
う
も
の
の
色
わ
か
る
る
に 

「
橋
姫
」

こ
の
二
例
か
ら
「
あ
け
ぼ
の
」
の
明
る
さ
が
見
出
し
、「
帚
木
」
で
は
、
有
明
の
月
は
す
で
に
そ
の
光
を
失
っ
て
い
る
が
、
影
が
は
っ
き
り
と
見

え
て
空
に
浮
ぶ
時
間
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、「
な
か
な
か
」
と
副
詞
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
有
明
の
月
よ
り
も
か
え
っ
て
あ
け
ぼ
の
の
時
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間
帯
の
方
か
情
緒
が
あ
る
こ
と
す
ら
述
べ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
橋
姫
」
で
は
、「
あ
け
ぼ
の
」
の
後
に
、『
枕
草
子
』
と
同
様
に
「
や
う
や

う
」
の
語
が
後
が
続
く
た
め
だ
ん
だ
ん
と
明
る
く
な
っ
て
周
囲
が
見
え
は
じ
め
る
時
間
帯
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
本
稿
で
は
、
こ
の
「
橋
姫
」
の
例
に
対
し
て
は
、
巻
の
成
立
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
た
め
、
あ
く
ま
で
も
説
の
用
例
と
し
て
の
み
触
れ

る
が
、
面
白
い
用
例
と
見
て
い
る

（
注
９
）。

　

さ
て
、「
帚
木
」
か
ら
の
例
に
「
有
明
の
月
」
が
登
場
し
た
が
、『
枕
草
子
』「
月
は
」
章
段
に
は

　
　

月
は
、
有
明
の
、
東
の
山
際
に
、
細
く
出
づ
る
ほ
ど
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。

と
あ
り
、「
有
明
の
月
」
を
素
晴
ら
し
い
と
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、「
有
明
の
月
」
は
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
、
男
女
が
と
も
に
過
ご
し
た
夜

の
明
け
る
時
分
を
指
し
、
男
が
女
の
許
か
ら
帰
る
頃
や
女
が
男
を
待
ち
明
か
し
た
頃
に
出
る
月
と
し
て
お
り
、
和
歌
に
お
い
て
叙
情
的
な
風
情
を

示
す
語
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
例
を
踏
ま
え
な
が
ら
『
源
氏
物
語
』「
帚
木
」
で
は
「
有
明
の
月
」
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
「
あ
け
ぼ
の
」
の

時
間
を
用
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』「
明
石
」「
幻
」
に
「
あ
け
ぼ
の
」
と
夕
暮
れ
の
頃
を
対
比
さ
せ
た
表
現
が
見
え
る
。

　
　

つ
れ
づ
れ
な
る
夕
暮
、
も
し
は
、
も
の
の
あ
は
れ
な
る
あ
け
ぼ
の 

「
明
石
」

　
　

か
く
の
み
歎
き
あ
か
し
給
へ
る
あ
け
ぼ
の
、
な
が
め
く
ら
し
給
へ
る
夕
暮
れ
な
ど
の 

「
幻
」

こ
こ
か
ら
、
夕
暮
に
対
し
て
「
あ
け
ぼ
の
」
を
用
い
た
と
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

な
お
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
朝
方
を
表
す
語
に
「
朝
ぼ
ら
け
」
が
十
九
例
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
明
け
果
つ
る
ま
ま
に
」
や
「
ほ
の
ぼ
の

と
明
け
ゆ
く
」
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

さ
て
、『
枕
草
子
』
以
前
の
「
あ
け
ぼ
の
」
例
は
『
日
本
書
紀
』
が
初
出
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
散
文
作
品
に
お
け
る
「
あ
け
ぼ
の
」
使

用
数
を
見
る
と
、『
枕
草
子
』
以
前
の
使
用
例
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
一
例
、『
宇
津
保
物
語
』
の
三
例
の
み
で
あ
る
。
ま
た
和
歌
で
は
『
枕
草
子
』

と
僅
か
な
時
間
差
を
持
つ
『
源
氏
物
語
』「
手
習
」
巻
が
初
出
と
な
る
。
そ
れ
以
降
の
勅
撰
和
歌
集
で
は
、
前
掲
の
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
一
首
、

『
金
葉
和
歌
集
』
一
首
、『
千
載
和
歌
集
』
四
首
、『
新
古
今
和
歌
集
』
一
〇
首
で
あ
る
。
他
の
私
家
集
も
『
枕
草
子
』
以
降
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
か
ら
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
、「
あ
け
ぼ
の
」
が
『
枕
草
子
』
ま
で
和
歌
に
お
い
て
朝
を
詠
む
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
語
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
前
掲
の
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
例
を
見
て
も
「
春
」
と
い
う
季
節
の
関
わ
り
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

三
、「
春
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
の
表
裏
︱
紫
立
ち
た
る
雲

　

こ
の
「
春
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
の
組
み
合
わ
せ
に
対
し
て
諸
先
学
は
『
白
氏
文
集
』
や
漢
籍
の
影
響
を
あ
げ
る

）
（（

（
注

。
漢
籍
の
影
響
に
大
き
な
異
論

は
な
い
も
の
の
、
漢
籍
受
容
の
み
で
は
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
し
た
理
由
が
腑
に
落
ち
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
朝
に
お
け
る
時
間
推
移
の
表
現
か
ら
「
あ
け
ぼ
の
」
を
捉
え
る
と
何
か
が
見
え
て
は
じ
め
る
、
現
れ
立
つ
時
間
と
な
る
。
そ
の

「
あ
け
ぼ
の
」
に
何
を
見
出
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
、
こ
こ
で
テ
ク
ス
ト
に
戻
っ
て
考
え
た
い
。

　

春
の
あ
け
ぼ
の
が
「
や
う
や
う
」
見
せ
た
も
の
は
、「
白
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
」
と
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
少
し
明
り
て
」
次
に
各
自
に
見
え

て
き
た
も
の
が
「
紫
だ
ち
た
る
雲
の
、
細
く
た
な
び
き
た
る
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
文
表
表
現
の
上
で
「
あ
け
ぼ
の
」
が
読
み
手
に
見
せ
よ
う

と
し
た
も
の
は
、
日
の
出
と
と
も
に
立
ち
こ
め
て
い
く
「
紫
だ
ち
た
る
雲
」
と
、
そ
れ
が
時
間
と
と
も
に
た
な
び
く
様
子
で
あ
っ
た
。

　
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
「
春
」
の
描
写
を
見
る
と
、
初
段
の
様
子
を
再
度
取
り
上
げ
る
箇
所
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
前
述
し
た
と
お
り
、
他
章

段
に
お
い
て
「
あ
け
ぼ
の
」
の
例
が
見
え
な
い
こ
と
が
顕
著
な
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
続
く
「
夏
」「
秋
」「
冬
」
に
描
か
れ
た
内
容
は
、
次

章
段
以
降
に
お
い
て
も
、
類
似
す
る
場
面
や
そ
の
展
開
が
見
ら
れ
、『
枕
草
子
』
の
序
文
に
相
応
し
い
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

と
敢
え
て
し
た
の
に
は
、
後
に
続
く
日
の
出
と
と
も
に
立
ち
こ
め
る
「
紫
だ
ち
た
る
雲
」
を
導
き
出
す
た
め
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
こ
の
「
紫
立
ち
た
る
雲
」
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
「
む
ら
さ
き
の
雲
」
を
次
の
よ
う
に
解
い
て
い
る
。

　

①
紫
色
を
し
た
雲
。
瑞
雲
と
い
う
。

『
河
海
抄･

一
二
』
は
「
む
ら
さ
き
の
雲
に
ま
が
へ
る
菊
の
花
に
ご
り
な
き
世
の
星
か
と
ぞ
み
る
（
源
氏･

藤
裏
葉
）」
に
つ
い
て
、「
慶
雲
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寿
星
の
心
歟
…
帝
王
世
記
に
云
く
、
尭
帝
の
生
る
る
時
、
紫
雲
殿
上
を
覆
ふ
」
と
し
て
瑞
祥
と
す
る
。

ま
た
、
仏
教
で
は
、
極
楽
往
生
の
人
の
臨
終
に
は
、
阿
弥
陀
三
尊
が
こ
の
雲
に
乗
っ
て
来
迎
す
る
と
い
う
。「
し
う
ん
」
と
も
。

「
む
ら
さ
き
の
雲
う
ち
な
び
く
藤
の
花
ち
と
せ
の
松
に
か
け
て
こ
そ
み
れ
」〔
兼
盛
集
〕

「
仏
の
渡
ら
せ
給
ふ
そ
の
日
（
＝
薬
師
堂
ヘ
遷
仏
ノ
日
）
に
な
り
て
…
紫
の
く
も
、
筋
を
断
た
ず
た
な
び
き
た
り
」〔
栄
花
・
鳥
の
舞
〕

　

②
皇
后
の
異
称
。

　
　
「
堀
河
の
后
の
御
葬
送
の
夜　

む
ら
さ
き
の
く
も
の
か
け
て
も
思
ひ
き
や
春
の
霞
に
な
ら
む
も
の
と
は
」〔
実
方
集
〕

　
　
「
む
ら
さ
き
の
雲
と
は
き
さ
き
の
事
を
い
ふ
」〔
三
手
文
庫
本
能
因
歌
枕
〕

辞
典
に
既
に
用
例
文
が
載
る
が
、
①
を
見
る
と
吉
祥
を
表
す
雲
と
さ
れ
る
一
方
で
、
阿
弥
陀
が
来
迎
す
る
雲
と
し
て
貴
い
雲
と
い
う
扱
い
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
②
の
例
は
『
枕
草
子
』
時
代
は
下
る
も
の
の
、
興
味
深
い
例
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
紫
の
雲
は
、
和
歌
に
お
い
て
藤
の
花
が
咲
く
さ

ま
を
た
と
え
る
こ
と
も
多
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
紫
と
藤
は
非
常
に
関
連
性
の
強
い
言
葉
ど
う
し
で
あ
る
。
文
学
に
お
け
る
「
ふ
ぢ
」
の
初

見
は
『
古
事
記
』
応
神
天
皇
の
条
に
出
て
く
る｢
藤
の
花
衣｣

の
伝
説
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
神
話
に
登
場
す
る
藤
は
、
そ
の
風
情
や
色

か
ら
上
品
で
高
貴
な
印
象
と
し
て
人
々
に
受
け
止
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
藤
原
氏
ゆ
か
り
の
花
で
も
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
今
一
度
テ
ク
ス
ト
に
立
ち
返
る

　
　

紫
だ
ち
た
る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る

こ
の
一
文
に
は
、
完
了
の
助
動
詞
「
た
り
」
重
複
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
紫
が
か
っ
て
い
る
雲
が
細
く
た
な
び
い
て
い
る
の
が
よ
い
」
つ
ま
り
は
、

雲
が
連
綿
と
し
て
い
く
様
子
を
良
し
と
し
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
「
春
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
に
は
、
表
面
上
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
時
間
の
推
移
と
そ
の
美
し
い
景
観
を
想
起
さ
せ
る
情

景
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
、
中
宮
定
子
を
暗
示
さ
せ
る
紫
の
雲
が
連
綿
と
た
な
び
く
、
つ
ま
り
は
中
関
白
家
の

瑞
祥
を
も
暗
示
す
る
表
現
の
集
約
で
「
春
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
が
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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四
、
言
語
遊
戯
と
機
知

　
『
枕
草
子
』
に
は
、
中
宮
定
子
と
作
者
清
少
納
言
の
機
知
溢
る
る
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
関
白
家
や
、
類
聚
章
段
に
見
ら
れ
る
の

コ
ー
ド
問
題
と
言
語
遊
戯
性
に
つ
い
て
も
既
に
拙
稿
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る

）
（（

（
注

。
そ
れ
ら
を
念
頭
に
こ
こ
で
改
め
て
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

章
段
の
跋
文
か
ら
見
る
位
置
づ
け
と
、
そ
の
最
た
る
一
文
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
必
要
性
を
鑑
み
る
。

　

さ
て
、「
ま
く
ら
」
は
『
史
記
』
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
一
条
天
皇
︱
漢
文
『
史
記
』」
に
相
対
す
る
構
造
で
「
中
宮
定
子
」
を
位
置

づ
け
た
場
合
、「
仮
名
文
の
「
ま
く
ら
」」
と
な
る
。
ま
た
『
史
記
』
は
本
紀
か
ら
は
じ
ま
る
こ
と
に
対
す
る
な
ら
ば
、
皇
帝
の
夫
人
か
ら
始
ま
る

べ
き
と
な
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
成
立
し
な
い
。
こ
こ
で
『
枕
草
子
』
名
称
考
を
述
べ
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、『
史
記
』
を
「
し
き
」
と
言

語
遊
戯
で
捉
え
た
場
合
、「
四
季
」「
式
」
と
い
っ
た
文
字
が
浮
ぶ
。
そ
れ
ら
は
、
和
歌
と
関
連
す
る
ご
で
あ
り
、「
仮
名
文
の
「
ま
く
ら
」」
に
適

合
す
る
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
遊
び
の
連
続
性
か
ら
作
者
が
「
ま
く
ら
」
と
し
た
時
、
序
文
に
あ
た
る
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
に
は
、
必
然
的
に

四
季
に
準
え
た
構
成
と
な
る
。
そ
う
捉
え
る
と
「
春
」
の
始
発
は
后
に
連
関
す
る
必
要
性
が
生
じ
る
。

　

つ
ま
り
夜
明
と
い
う
こ
れ
か
ら
の
繁
栄
を
予
期
さ
せ
る
時
間
帯
に
后
を
暗
示
さ
せ
る
「
紫
立
ち
た
る
雲
の
た
な
び
き
た
る
」
様
子
を
示
せ
る
の

は
「
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
時
間
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
「
少
し
明
り
て
」「
紫
に
色
づ
い
た
雲
」
の
言
葉
の
集
約
で
連
想
さ
せ
る
「
赤
」
は
春
の
訪
れ
を
感
じ
さ
せ
、
和
歌
で
も
春
に
多
く
詠
ま

れ
霞
と
と
も
に
登
場
す
る
。
こ
の
、
ち
な
み
「
赤
」
は
元
服
す
る
親
王
が
身
に
付
け
る
こ
と
か
ら
、
春
・
赤
か
ら
春
宮
を
も
連
想
さ
せ
る
。『
平

安
朝
服
飾
百
科
辞
典
』
に
は

「
紫
」
は
禁
色
の
一
つ
で
、
天
皇
・
上
皇
・
皇
太
子
の
ほ
か
臣
下
で
は
特
に
色
を
許
さ
れ
た
貴
族
の
袍
に
用
い
ら
れ
た
。
女
房
装
束
で
は
唐

衣
・
裳
の
ほ
か
、
童
女
の
表
着
・
汗
衫
な
ど
に
用
い
た
。
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三
二

着
用
例
は
、
天
皇
・
上
皇
は
朝
覲
、
日
吉
・
春
日
・
賀
茂
の
参
詣
、
賭
射
、
元
服
す
る
親
王
の
童
装
束
、
内
親
王
入
内
の
と
き
の
唐
衣
。
藤

原
氏
で
は
若
君
の
春
日
詣
お
よ
び
昇
殿
聴
許
の
と
き
な
ど
。
五
節
舞
姫
、
御
賀
試
楽
の
舞
童
の
唐
衣
・
袍
を
は
じ
め
、
法
服
の
裳
・
表
衣
に

も
赤
色
が
あ
り
、
賀
茂
祭
、
大
嘗
会
御
禊
の
行
列
に
加
わ
る
雑
色
・
下
仕
・
笠
持
な
ど
も
赤
色
の
狩
衣
・
装
束
を
着
た
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
「
紫
だ
ち
た
る
雲
」
は
単
に
皇
后
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
霞
や
紫
か
ら
「
赤
」
を
連
想
し
、
親
王
を
も
暗
示
さ
せ
て

い
る
と
読
め
る
。
そ
し
て
、
和
歌
で
春
と
共
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
「
立
つ
」
は
「
即
位
」
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
「
春
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」

の
言
語
遊
戯
性
を
見
た
と
き
、
あ
る
一
定
の
コ
ー
ド
を
持
つ
人
々
に
は
そ
の
繁
栄
を
も
歌
い
上
げ
た
作
者
の
意
図
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え

よ
う
。

お
わ
り
に

　

春
に
は
東
を
関
連
さ
せ
多
く
の
歌
に
も
詠
ま
れ
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
、
六
条
邸
・
地
方
に
伝
わ
る
『
四
季
の
踊
』
に
も
「
春

と
言
え
ば
東
」
の
概
念
が
根
底
に
あ
る
。
こ
の
関
連
性
は
皇
太
子
を
意
味
す
る
「
と
う
ぐ
う
」
を
東
宮
・
春
宮
の
ど
ち
ら
で
も
表
せ
る
こ
と
に
も

現
れ
る
。

　

こ
れ
は
「
東
」
と
い
う
漢
字
の
木
の
間
か
ら
日
が
出
る
様
子
を
表
し
た
表
意
文
字
と
し
た
り
、
ま
た
は
「
ト
ウ
」
が
「
登
」
の
音
に
通
ず
る
た

め
日
が
登
る
方
角
・
方
位
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
成
長
・
繁
盛
に
例
え
ら
れ
、
五
行
思
想
に
よ
る
守
護
神
の
青
龍
か
ら
、
春
＝
東
＝
竜
（
た
つ
）
の

関
係
が
成
り
立
つ
。

　

こ
れ
ら
「
春
」
に
関
わ
る
歌
語
を
鑑
み
て
も
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
章
段
に
お
け
る
、「
春
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
の
組
み
合
わ
せ
に
は
、
中
宮
定

子
及
び
中
関
白
家
栄
華
を
託
す
序
文
で
あ
り
、
章
段
形
成
の
基
軸
に
は
、
作
品
の
随
所
に
見
ら
れ
る
言
語
遊
戯
と
機
知
と
い
う
作
者
の
表
現
力
が

介
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
読
者
は
こ
の
こ
れ
ま
で
に
な
い
こ
の
「
春
」
と
「
あ
け
ぼ
の
」
に
対
し
て
日
の
出
と
と
も
に
立
ち
こ
め
て
い
く
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三
三

「
紫
だ
ち
た
る
雲
」
が
「
た
な
び
く
」
情
景
を
新
鮮
に
感
じ
、
後
の
文
学
史
へ
の
影
響
へ
と
派
生
し
た
と
言
え
る
。

注
記

（
注
１
）　
『
枕
草
子
』
及
び
他
の
散
文
作
品
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
歌
集
引
用
に
関
し
て
は
新
編
国
歌
大
観
、
ま
た
国
史
に
関
し
て
は
国
史
大
系
に
よ
っ
た
。
但
し
私
に

字
句
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
注
２
）　

諸
本
間
に
は
多
く
の
異
同
が
見
ら
れ
、
特
に
前
田
家
本
、
堺
本
系
統
と
の
差
は
表
現
上
大
き
い
も
の
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
、
善
本
研
究
を
改
め
て
考
察
す
る
必
要
性
が

残
る
。

（
注
３
）　

田
中
重
太
郎
『
校
本
枕
冊
子
』
を
参
考
に
私
に
ま
と
め
た
。

（
注
４
）　

跋
文
成
立
に
関
し
て
は
三
巻
本
成
立
と
絡
み
藤
原
定
家
と
の
関
係
性
も
含
め
多
く
の
問
題
が
残
る
。

（
注
５
）　

勉
誠
出
版

（
注
６
）　

平
安
文
学
に
お
け
る
『
史
記
』
受
容
に
つ
い
て
は
、『
大
鏡
』
に
お
け
る
批
判
意
識
は
『
史
記
』
の
歴
史
批
判
に
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
大
江
匡
房
や
中
御
門
（
藤
原
）

宗
忠
・
藤
原
頼
長
ら
当
代
の
碩
学
が
『
史
記
』
を
愛
読
し
て
い
た
こ
と
が
、『
江
談
抄
』
や
『
中
右
記
』『
台
記
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
な
お
、
平
安
時
代
の
写
本
と
し
て
防
府
毛
利

報
公
会
本
（『
呂
氏
本
紀
第
九
』
一
巻
）、
東
北
大
学
本
（『
孝
文
本
紀
第
十
』
一
巻
）、
大
東
急
記
念
文
庫
本
（『
孝
景
本
紀
第
十
一
』
一
巻
）、
東
洋
文
庫
本
（『
夏
本
紀
第
二
』『
秦

本
紀
第
五
』
各
一
巻
）
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
国
宝
。
小
守
郁
子
氏
の
『
源
氏
物
語
に
お
け
る
史
記
の
影
響
』（『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
七
、
名
古
屋
、
昭
29
）、
水
沢
利

忠
『
史
記
会
注
考
証
校
補
』（
東
京
、
昭
32
）、
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
上
・
中
・
下
（
東
京
、
昭
37
～
40
）、
松
本
治
久
『
大
鏡
は
史
記
に
何
を
学
ん
だ
か
』（『
漢

文
学
研
究
』
一
一
、
東
京
、
昭
38
）、
池
田
四
郎
次
郎
『
史
記
補
注
』
上
・
下
（
東
京
、
昭
47
・
50
）、
川
口
久
雄
『
平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研
究
』
上
・
中
・
下
（
東
京
、
昭
50
～

63
三
訂
版
）、
増
田
欣
『「
太
平
記
」
の
比
較
文
学
的
研
究
』
の
恩
恵
を
受
け
た
。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
中
国
の
正
史
の
第
一
。
前
漢
の
司
馬
遷
著
。
百
三
十
巻
。
黄
帝
か
ら
前
漢
の
武
帝

ま
で
の
紀
伝
体
の
歴
史
。
十
二
本
紀･

十
表･

八
書･
三
十
世
家･

七
十
列
伝
に
分
れ
る
。
わ
が
国
で
は
、『
漢
書
』『
後
漢
書
』
と
と
も
に
、
三
史
と
し
て
奈
良･

平
安
時
代
に
は
文

章
道
の
必
修
の
書
と
さ
れ
、
一
般
貴
族
の
不
可
欠
の
教
養
の
書
と
し
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
平
安
以
後
も
、『
史
記
索
隠
』『
史
記
評
林
』
な
ど
の
注
釈
書
を
伴
っ
て
広
く
読
ま
れ
、

中
世･

近
世
の
文
学
に
も
多
く
の
影
響
を
与
え
た
。
中
世
に
は
桃
源
に
よ
る
『
史
記
抄
』
の
注
釈
も
試
み
ら
れ
た
と
あ
る
。

（
注
７
）　
「『
枕
草
子
』
の
新
し
さ
︱
後
拾
遺
時
代
和
歌
と
の
接
点
︱
」
に
「
春
は
曙
」
が
与
え
た
後
世
へ
の
文
学
の
影
響
力
が
、『
枕
草
子
』
の
四
季
描
写
を
入
念
に
抑
え
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
注
８
）　
「「
あ
け
ぼ
の
」
と
「
朝
ぼ
ら
け
」」（『
源
氏
物
語
論
集
』
昭
46
桜
楓
社
）
に
詳
細
が
載
る
。

（
注
９
）　
「
橋
姫
」
の
成
立
を
後
世
と
し
た
と
き
、「
春
」、「
あ
け
ぼ
の
」
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
『
枕
草
子
』
の
影
響
を
も
鑑
み
ら
れ
る
。

（
注
10
）　
『
枕
草
子
』
講
座
（
有
精
堂
）『
枕
草
子
大
事
典
』（
勉
誠
出
版
）

（
注
11
）　

拙
稿
「
さ
る
が
う
︱
日
本
に
お
け
る
遊
び
文
化
の
基
底
」（『
子
ど
も
と
〈
遊
び
〉』
中
京
大
学
文
化
科
学
叢
書
14
号
平
25
）
及
び
、
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
に
お
い
て
、『
枕
草
子
』
に
お
け

る
コ
ー
ド
と
言
語
遊
戯
か
ら
地
名
類
聚
章
段
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
、
作
品
の
書
か
れ
た
意
図
を
示
し
て
い
る
。




