
『
風
に
紅
葉
』

冒
頭
文
の
独
自
性

擬
古
物
語
の
最
末
期
作
品
で
あ
る
『
風
に
紅
葉
』
の
官
頭
文
は
、

住【
E
】

｛

2｝

市
古
貞
次
氏
、
小
木
喬
氏
ら
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
珍
し

い
性
格
の
も
の
と
言
え
る
。
冒
頭
文
に
語
り
手
の
存
在
が
現
れ
て
い

る
の
は
非
常
に
興
味
深
く
、
主
題
提
示
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
文
章
も

あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
以
後
の
王
朝
物
語
の
冒
頭
文
の
方
法
は
諸
氏

に
よ
っ
て
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
『
夙
に
紅
葉
』
の
冒
頭

文
を
そ
れ
に
あ
て
は
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
市
古
氏
、
小
木
氏
、

辛
島
正
雄
一
郎
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
秋
の
夜
の
長
物
言
、
衰
の
寝
書
、

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
『
中
務
内
侍
日
記
』
な
ど
と
の
近
似
を
指
摘
し

て
お
ら
れ
る
が
、
単
に
一
部
分
の
近
似
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
感
が
否

め
な
い
。
『
風
に
紅
葉
』
の
冒
頭
文
に
お
い
て
は
、
従
来
の
よ
う
な

近
似
の
み
を
求
め
る
官
頭
文
研
究
で
は
十
分
な
考
察
は
不
可
能
で
あ

り
、
又
、
擬
古
物
語
の
最
末
期
作
品
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
多

様
な
角
度
か
ら
の
研
究
が
相
応
し
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

本
稿
に
お
い
て
は
、
『
風
に
紅
葉
』
官
頭
文
の
綿
密
な
構
造
分
析
を

す
る
と
共
に
、
そ
の
独
自
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

河

野

千

穂

ま
ず
、
『
風
に
紅
葉
』
の
官
頭
文
を
挙
げ
る
。
な
お
、
引
用
文
は

宮
内
庁
書
稜
部
本
の
本
文
に
適
宜
漢
字
を
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

「
風
に
紅
葉
の
散
る
時
は
、
さ
ら
で
も
も
の
悲
し
き
な
ら
ひ
と
言

ひ
お
け
る
を
、
ま
い
て
老
い
の
涙
の
袖
の
時
雨
は
晴
れ
間
な
く
、

苔
の
下
の
出
で
立
ち
よ
り
ほ
か
は
、
何
の
営
み
あ
る
ま
じ
き
身
に
、

せ
め
て
の
輪
廻
の
業
に
や
、
昔
、
見
聞
き
し
こ
と
、
人
の
語
り
し

こ
と
、
そ
ぞ
ろ
に
思
ひ
続
け
ら
れ
て
、
聞
は
ず
語
り
せ
ま
ほ
し
き

心
の
み
ぞ
出
で
来
る
。
そ
の
中
に
、
な
べ
て
物
語
な
ど
に
言
ひ
続

け
た
る
人
に
は
代
り
て
、
艶
に
い
み
じ
う
も
あ
ら
ず
、
波
の
騒
ぎ

に
風
静
か
な
ら
ぬ
世
の
理
を
思
ひ
知
る
か
と
す
れ
ど
、
そ
れ
も
た

ち
返
り
が
ち
に
、
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
心
得
ぬ
人
の
上
を
ぞ
、
案
じ

出
だ
し
た
る
。
あ
ま
り
聞
き
ど
こ
ろ
な
き
は
、
昔
に
は
あ
ら
ぬ
な

む
め
り
」

こ
の
よ
う
に
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
冬
部
に
あ
る
、

「
神
無
月
風
に
紅
葉
の
散
る
時
は
そ
こ
は
か
と
な
く
も
の
ぞ
か
な

-19一



し
き
」

の
引
歌
か
ら
始
ま
り
、
語
り
手
が
老
い
た
身
の
上
で
問
わ
ず
語
り
を

さ
せ
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
引
歌
や
漢
詩
の
引
用
で

起
筆
す
る
の
は
、
周
知
の
通
り
『
狭
衣
物
語
』
か
ら
の
流
れ
で
あ
る

が
、
『
狭
衣
物
語
』
型
の
冒
頭
文
が
、
引
歌
な
ど
か
ら
情
景
描
写
、

人
物
紹
介
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
に
対
し
、
『
風
に
紅
葉
』
の
冒
頭

文
に
お
い
て
は
、
引
歌
か
ら
語
り
手
の
執
筆
動
機
、
物
語
内
容
の
説

明
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
為
、
辛
島
氏
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
引
歌
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
は
言
え
、
単
純
に

『
狭
衣
物
語
』
型
と
言
い
切
れ
な
い
。
こ
の
『
風
に
紅
葉
』
の
冒
頭

文
と
酷
似
し
て
い
る
も
の
に
同
じ
く
擬
古
物
語
の
『
風
に
つ
れ
な
き

物
語
』
が
あ
話
。

「
こ
と
の
葉
し
げ
き
く
れ
た
け
の
よ
ょ
に
ふ
る
こ
と
と
な
り
ぬ
れ

ば
、
な
に
の
を
か
し
き
ふ
し
と
て
す
ぐ
れ
た
る
き
き
所
な
け
れ
ど
、

お
の
づ
か
ら
心
に
と
ま
り
た
る
す
ぢ
す
ぢ
を
思
い
で
つ
つ
、
秋
の

あ
け
が
た
き
お
い
の
ね
ざ
め
の
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
こ
こ
ろ

を
や
り
た
り
し
と
は
ず
が
た
り
を
か
き
あ
つ
め
て
、
と
ま
ら
む
あ

と
の
あ
や
し
け
れ
ど
、
世
を
ま
つ
り
ご
ち
た
ま
ひ
し
大
臣
の
御
こ
、

を
と
こ
女
あ
ま
た
お
は
し
き
」

『
古
今
和
歌
集
』
雑
下

「
世
に
ふ
れ
ば
言
の
葉
し
げ
き
呉
竹
の
う
き
ふ
し
ご
と
に
鴬
ぞ
な
く
」

の
引
歌
か
ら
、
や
は
り
語
り
手
の
執
筆
動
機
へ
と
展
開
し
て
い
く
と

こ
ろ
は
『
風
に
紅
葉
』
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
引
歌
か
ら
離
れ
て
執
筆
動
機
に
注
目
し
て
み
た
い
。
執

筆
動
機
が
本
文
で
語
ら
れ
て
い
る
物
語
に
は
、
他
に
『
堤
中
納
言
物

語
』
中
の
『
は
な
だ
の
女
御
』
や
『
あ
き
ぎ
り
』
が
あ
る
が
、
そ
れ

ら
は
末
文
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
冒
頭
文
に
執
筆
動
機
が
語

ら
れ
て
い
る
王
朝
物
語
は
、
『
風
に
紅
葉
』
と
『
風
に
つ
れ
な
き
物

語
』
の
二
作
品
の
み
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
執
筆
動
機
の
説
明
は
、
日

記
・
随
筆
・
紀
行
文
な
ど
の
序
文
に
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
の
日
記
・
随
筆
・
紀
行
文
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
分
類
し
た
。

《
序
の
な
い
も
の
》

『
枕
草
子
』
『
和
泉
式
部
日
記
』
『
紫
式
部
日
記
』
『
更
級
日
記
』

『
弁
内
侍
日
記
』
『
う
た
た
ね
』
『
十
六
夜
日
記
』
『
と
は
ず
が

た
り
』
『
竹
む
き
が
記
』

《
序
の
あ
る
も
の
》

20一

徒 中

行東紀関
建礼 海道

た
丈方

讃典侍岐
嫡蛤

土

然草 務内
ま 佐

院右京門

言己 き 言己 日 日
侍 』主 言己 言己
日 る 日
記 言己

大
四 夫 。
c 集 c c c 

ヲ｜

ム。~ ~ 
歌
な
ど

執。。。。。。。。筆
動
機

執筆

の。。。。。。。。。対
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注
（
引
歌
の
A
は
起
筆
部
分
以
外
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
。

C

は
世

紀
の
略
で
、
ほ
ぼ
年
代
願
に
並
べ
た
。
又
、
『
建
礼
門
院
右
京
大

夫
集
』
は
歌
集
で
は
あ
る
が
、
序
を
持
つ
た
め
加
え
た
）

序
の
な
い
も
の
は
冒
頭
で
執
筆
動
機
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
表
の

よ
う
に
、
序
を
持
つ
も
の
は
ほ
ぼ
、
そ
こ
で
執
筆
動
機
を
述
べ
て
お

り
、
又
、
執
筆
動
機
が
語
ら
れ
て
い
る
も
の
に
は
全
て
執
筆
の
対
象

の
説
明
も
な
さ
れ
て
い
る
。
調
査
し
た
日
記
・
随
筆
・
紀
行
文
の
う

ち
、
約
三
分
の
一
が
序
に
お
い
て
執
筆
動
機
を
描
い
て
お
り
、
そ
の

全
て
が
執
筆
の
対
象
も
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
こ
れ

ら
の
執
筆
動
機
を
持
つ
序
文
の
述
べ
ら
れ
方
と
『
風
に
紅
葉
』
『
風

に
つ
れ
な
き
物
語
』
の
回
目
頭
文
の
述
べ
ら
れ
方
と
の
比
較
を
し
て
み

た
い
。
比
較
が
し
や
す
い
よ
う
、
ま
ず
冒
頭
文
の
解
体
を
試
み
る
。

解
体
の
方
法
で
あ
る
が
、
①
執
筆
動
機
①
執
筆
の
対
象
①
執
筆
方
法

④
語
り
手
自
身
の
批
評
・
感
想
、
以
上
の
四
つ
の
部
分
に
分
け
目
。

そ
し
て
解
体
し
た
も
の
を
、
次
に
挙
げ
た
。

『
土
佐
日
記
』

ず
引
制
剖
引
同
制
剖
州
制
削
創
出
川
刻
刻
U
引
刑
制
剖
可
J
引

る
な
り
も
そ
れ
の
年
の
、
十
二
月
の
、
二
十
日
あ
ま
り
一
日
の
目

の
、
氏
の
時
に
門
出
す
。
そ
の
よ
し
、
い
さ
さ
か
に
、
も
の
に
書

き
つ
く
」

『
騎
蛤
日
記
』

「
か
く
あ
り
し
時
過
ぎ
て
、
世
の
中
に
い
と
も
の
は
か
な
く
、
と

に
も
か
く
に
も
つ
か
で
、
世
に
経
る
人
あ
り
け
り
。
か
た
ち
と
て

も
人
に
も
似
ず
、
心
魂
も
あ
る
に
は
あ
ら
で
、
か
う
も
の
の
要
に

も
あ
ら
で
あ
る
も
、
こ
と
わ
り
と
思
ひ
っ
つ
、
た
だ
臥
し
起
き
明

か
し
暮
ら
す
ま
ま
に
、
世
の
中
に
お
ほ
か
る
古
物
語
の
は
し
な
ど

＠
1
1
1
1
I
l
l
i－
－

 

を
見
れ
ば
、
世
に
お
ほ
か
る
そ
ら
ご
と
だ
に
あ
り
、
人
に
も
あ
ら

I
l
l
i－
－

＠

l
i
l
l
I
l
l
i－
－
－
－
 

ぬ
身
の
上
ま
で
書
き
自
記
し
て
、
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
も
あ
り
な

む
、
天
下
の
人
の
品
高
き
ゃ
と
聞
は
む
た
め
し
に
も
せ
よ
か
し
、

と
お
ぼ
ゆ
る
も
、
過
ぎ
に
し
年
月
ご
ろ
の
こ
と
も
お
ぼ
つ
か
な
か

り
け
れ
ば
、
さ
で
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
む
お
ほ
か
り
け
る
」

『
讃
岐
典
侍
日
記
』

「
五
月
の
空
も
く
も
ら
は
し
く
、
因
子
の
も
す
そ
も
、
ほ
し
わ
ぶ

ら
む
も
こ
と
わ
り
と
見
え
、
（
中
略
）
も
ろ
と
も
に
八
年
の
春
秋

っ
か
う
ま
つ
り
し
ほ
ど
、
常
は
め
で
た
き
御
事
お
ほ
く
、
あ
し
た

①

I
l
l
1
1
1
I
l
l
l
i－
－

 

の
御
行
、
タ
の
御
笛
の
音
、
わ
す
れ
が
た
さ
に
、
な
ぐ
さ
む
や
と
、

＠
1
1
1
1
1
l
i
l
i－
－

 

し
い
づ
る
事
ど
も
書
き
つ
づ
く
れ
ば
、
筆
の
た
ち
ど
も
見
え
ず
き

り
ふ
た
が
り
て
、
現
の
水
に
涙
落
ち
そ
ひ
て
、
水
く
き
の
跡
も
な

①

I
l
l
i－
－

 

が
れ
あ
ふ
こ
こ
ち
し
て
、
涙
ぞ
い
と
ど
ま
さ
る
や
う
に
、
書
き
な

ど
せ
ん
に
ま
ぎ
れ
な
ど
や
す
る
と
て
書
き
た
る
事
な
れ
ど
、
摸
す

て
山
に
な
ぐ
さ
め
か
ね
ら
れ
て
堪
へ
が
た
く
ぞ
」
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『
た
ま
き
は
る
』

た
ま
き
は
る
命
を
あ
だ
に
聞
、
し
か
ど
君
恋
ひ
わ
ぶ
る
年
は

ーー園、

経
に
け
り



あ
る
か
な
き
か
の
身
の
果
て
に
、
時
の
間
も
思
し
づ
め
む
方
な
き

か
な
し
さ
の
、
身
に
余
り
ぬ
る
果
て
果
て
は
、
（
中
略
）
昔
今
け

ぢ
め
し
る
か
に
変
り
果
て
に
け
る
か
な
と
思
ふ
に
、
川
剖
剖
引
判

＠
I
l
l
1
1
1
I
l
l
i
t－
－

I
l
l
i－
－

 

し
な
き
古
事
さ
へ
思
出
で
ら
れ
て
、
続
き
も
な
く
、
い
ふ
か
ひ
な

き
昔
物
語
を
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
＼
に
言
ひ
出
づ
れ
ば
、
片
端
を
だ

に
そ
の
世
を
見
ぬ
人
は
、
さ
す
が
に
聞
か
ま
ほ
し
う
す
る
も
あ
り

け
り
、
制
削
州
叫
州
引

U
刈
州
削
可
吋
剤
樹
剣
劇
引

U
り
到
開
削

ぬ
』
と
の
み
言
ひ
し
か
ど
、
今
は
そ
れ
も
限
り
な
く
古
代
な
る
昔

語
に
な
り
に
け
り
」

『
海
道
記
』

「
白
川
ノ
渡
、
中
山
ノ
麓
ニ
、
閑
素
幽
栖
ノ
佳
土
ア
リ
。
性
器
－
一

底
ナ
ケ
レ
パ
、
能
ヲ
拾
ヒ
芸
ヲ
容
ル
＼
ニ
足
ベ
カ
ラ
ズ
。
（
中
略
）

湯
井
ノ
浜
ニ
至
テ
一
時
半
僅
息
シ
、
シ
パ
ラ
ク
心
ヲ
ユ
ル
ブ
。
附

ニ
芹
実
西
－
一
没
ム
、
旧
里
ヲ
忍
テ
後
会
ヲ
期
シ
、
桂
華
東
－
一
開
ク
、

1
l
i
l
i－
－

I
l
l
i－
－

i
l
l－
－

②

I
l
l－
－

I
l
l
i－
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

 

外
郷
ニ
向
テ
中
懐
ヲ
悩
ス
。
何
三
十
一
字
ヲ
綴
テ
、
千
思
万
憶
旅

ノ
志
ヲ
演
ツ
加
ー
州
ベ
叫
川
刈
刻
引
刷
到
刑
削

H
剖
刈
可
制
引
凶
刊

本
ト
セ
ズ
、
只
境
－
一
牽
レ
テ
物
ノ
哀
ヲ
記
ス
ル
ノ
ミ
也
、
外
見
ノ

処
ニ
其
瑚
ヲ
ユ
ル
セ
」

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』

m
叩
割
削
剰
刺
剖
川
削
引
刈
制
判
制
刈
引
制
劃
剖
剖
引
制
引
出
判
制

l
l
1
1
I
l
l
i－
－

－

1
1
l
i
l
i
a－
－

l
i
l－
－

＠

l

i

l

i－
－

－

－

－

－

－

－

 

れ
、
こ
れ
は
、
ゆ
め
ゆ
め
さ
に
は
あ
ら
ず
。
た
だ
、
あ
は
れ
に
も
、

か
な
し
く
も
、
な
に
と
な
く
忘
れ
が
た
く
お
ぽ
ゆ
る
こ
と
ど
も
の

あ
る
を
り
を
り
、
ふ
と
心
に
お
ぼ
え
し
を
忠
ひ
出
で
ら
る
る
ま
ま

に
も
我
が
目
ひ
と
つ
に
見
む
と
て
書
き
お
く
な
り
」

『
東
関
紀
行
』

「
齢
は
百
と
せ
の
半
に
近
づ
き
て
、
賓
の
霜
ゃ
う
や
く
に
冷
し
と

い
へ
ど
も
、
な
す
事
な
く
し
て
徒
に
明
し
暮
す
の
み
に
あ
ら
ず
、

さ
し
て
い
づ
こ
に
住
は
つ
べ
し
と
も
思
ひ
定
め
ぬ
有
様
な
れ
ば
、

＠

1
1
1
1
1
l
i
l
i
1
1
1
1
1
0
1
1
1－
－
－
 

（
中
略
）
つ
ゐ
に
十
余
日
数
を
へ
て
、
鎌
倉
に
下
り
着
し
問
、
或

は
山
館
野
亭
の
夜
の
泊
、
或
は
海
辺
水
流
の
数
か
さ
な
る
み
ぎ
り

い
た
る
ご
と
に
、
自
に
立
所
所
、
心
と
ま
る
ふ
し
ぶ
し
を
書
置
て
、

即
判
明
刻
刻
刈
制
割
引
叫
刈
引
制
寸
州
制
倒
制
矧
到
削
州
制
利
剖

て
也
」

『
徒
然
草
』

4
寸
利
引
州
制
引
剖
剖
判
、
日
ぐ
ら
し
硯
に
向
か
ひ
て
冶
心
に
う

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
a
l－
－

－

l
h
v
i
l
l
i－
－
－
－
ー
ー
ー

l
l
l
i－
－
－

1
1
1
1
1
1
1

つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
を
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
付
て
れ
ば
、

＠「
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

あ
や
し
う
こ
そ
物
狂
お
し
け
れ
」

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
以
外
の
も
の
は
、

ほ
ぼ
同
じ
性
格
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
が
、

読
み
手
に
執
筆
意
図
を
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
自
身
の
心
情
描
写

の
一
端
と
し
て
動
機
を
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
他
の
七
作
品
は
明

ら
か
に
読
み
手
を
意
識
し
て
、
説
明
的
に
執
筆
動
機
な
ど
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
以
・
外
の
七
作
品
に

つ
い
て
、
序
の
述
べ
ら
れ
方
を
整
理
し
て
み
る
。
『
土
佐
日
記
』
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『
東
関
紀
行
』
が
執
筆
動
機
と
執
筆
の
対
象
を
述
べ
て
お
り
、
『
た

ま
き
は
る
』
が
そ
れ
に
加
え
て
語
り
手
自
身
の
批
評
・
感
想
を
述
べ
、

そ
し
て
『
騎
蛤
日
記
』
『
海
道
記
』
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』

『
徒
然
草
』
が
執
筆
動
機
、
執
筆
の
対
象
、
執
筆
方
法
、
語
り
手
自

身
の
批
評
・
感
想
の
全
て
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

考
え
る
と
、
細
か
い
相
違
点
こ
そ
あ
れ
、
基
本
的
に
こ
れ
ら
は
全
て

同
じ
序
の
型
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
作
品
同
士

の
影
響
関
係
は
分
か
ら
な
い
が
、
時
代
か
ら
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く

『
土
佐
日
記
』
の
序
の
方
法
が
後
代
に
影
響
を
与
え
、
序
に
お
い
て

執
筆
動
機
を
述
べ
る
場
合
の
パ
タ
l
y
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
者
は
、
そ
の
パ
タ
l
y
に
自
己
紹
介

や
自
己
の
人
生
観
な
ど
を
加
え
る
事
で
独
自
性
を
出
し
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
こ
の
解
体
の
方
法
を
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
と
『
風
に

紅
葉
』
に
当
て
は
め
て
み
よ
う
。

『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』

品
↓
ご
と
の
葉
し
げ
き
く
れ
た
け
の
よ
ょ
に
ふ
る
こ
と
と
な
り
ぬ
れ

ば
、
な
に
の
を
か
し
き
ふ
し
と
て
す
ぐ
れ
た
る
き
き
所
な
け
れ
ど
、

＠
l
l
I
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
l
l
1
1
1
I
l
l
l

＠
I
l－
－

 

お
の
づ
か
ら
心
に
と
ま
り
た
る
す
ぢ
す
ぢ
を
思
い
で
つ
つ
、
秋
の

あ
け
が
た
き
お
い
の
ね
ぎ
め
の
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
も
と
こ
ろ

割
引
引
制
引

U
剖
削
刑
制
削
引
制
か
き
あ
つ
め
て
冶
剖
剖
引
制
剖

と
の
あ
や
し
け
れ
ど
」

『
風
に
紅
葉
』

4
則
判
制
割
引
の
散
る
時
は
、
さ
ら
で
も
も
の
悲
し
き
な
ら
ひ
と
言

ひ
お
け
る
を
、
ま
い
て
老
い
の
涙
の
袖
の
時
雨
は
晴
れ
間
な
く
、

苔
の
下
の
出
で
立
ち
よ
り
ほ
か
は
、
何
の
営
み
あ
る
ま
じ
き
身
に
、

せ
め
て
の
輪
廻
の
業
に
や
、
昔
、
見
聞
き
し
こ
と
、
人
の
語
り
し

こ
と
、
そ
ぞ
ろ
に
思
ひ
続
け
ら
れ
て
、
聞
は
ず
語
り
せ
ま
ほ
し
き

l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

＠
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

心
の
み
ぞ
出
で
来
る
。
そ
の
中
に
、
な
べ
て
物
語
な
ど
に
言
ひ
続

け
た
る
人
に
は
代
り
て
、
艶
に
い
み
じ
う
も
あ
ら
ず
、
波
の
騒
ぎ

に
風
静
か
な
ら
ぬ
世
の
理
を
思
ひ
知
る
か
と
す
れ
ど
、
そ
れ
も
た

ち
返
り
が
ち
に
、
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
心
得
ぬ
人
の
上
を
ぞ
、
案
じ

出
だ
し
た
る
弘
即
刻
割
引
開
剖
剖
U
引
制
剖
削
可
制
削
削
割
引
制
剖

-23一

む
め
り
な
り
」

右
引
用
の
傍
線
部
の
表
記
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
両
方
と

も
執
筆
方
法
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
執
筆
動
機
、
執
筆
の

対
象
、
語
り
手
自
身
の
批
評
・
感
想
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
『
風
に

紅
葉
』
と
『
風
に
つ
れ
な
き
物
証
巴
の
官
頭
文
の
近
似
を
改
め
て
確

認
す
る
の
み
で
な
く
、
前
述
し
た
序
の
パ
タ
l
γ
に
大
変
似
て
い
る

こ
と
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
辛
島
氏
は
、
『
風
に
紅
葉
』
と

似
て
い
る
日
記
と
し
て
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
と
『
中
務
内
侍
日
記
』

を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
一
部
分
の
言
葉
や
言
い
回
し
が
似

て
い
る
だ
け
で
、
根
本
的
な
構
成
と
し
て
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
『
土

佐
日
記
』
『
婿
蛤
日
記
』
『
た
ま
き
は
る
』
『
海
道
記
』
『
建
礼
門



院
右
京
大
夫
集
』
『
東
関
紀
行
』
『
徒
然
草
』
の
方
が
、
類
似
し
て

い
る
と
言
え
る
。
更
に
細
か
く
言
え
ば
、
語
り
手
の
批
評
・
感
想
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、
『
蛸
蛤
日
記
』
『
た
ま
き
は
る
』
『
海

道
記
』
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
『
徒
然
草
』
と
、
構
成
に
お
い

て
は
最
も
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

『
風
に
紅
葉
』
と
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
の
官
頭
文
が
、
ジ
ャ

ン
ル
の
異
な
る
作
品
の
も
の
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
擬
古
物
語

に
お
い
て
革
命
的
な
こ
と
と
言
え
よ
う
。
擬
古
物
語
の
冒
頭
文
は
、

い
く
つ
か
の
系
統
の
型
が
ほ
ぼ
確
立
し
て
い
た
が
、
『
風
に
つ
れ
な

き
物
語
』
と
『
風
に
紅
葉
』
の
作
者
は
そ
れ
を
踏
襲
す
る
こ
と
は
せ

ず
、
物
語
に
日
記
文
学
の
手
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
他
と
の
類

似
性
を
免
れ
得
な
い
運
命
の
擬
古
物
語
か
ら
一
歩
抜
き
ん
出
て
、
新

味
を
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た

『
は
な
だ
の
女
御
』
と
『
あ
き
ぎ
り
』
で
も
、
末
文
で
あ
る
と
は
言

え
執
筆
動
機
に
触
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で

あ
る
。

『
は
な
だ
の
女
御
』

↓
州
劃
判
制
劇
ら
で
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、
か
の
聞
き
し
事
を
ぞ
。

4
剤
耐
刻
側
州
制
剖
引
可
制
剖
州
削
凶

H
4州
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割
引
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引
制
州

U
州
州
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刷
出
剖
河
川
削
劃
劇
刈
刷
剖
剖
書
つ
W
到
剖
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1
1
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1
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ら
ひ
に
し
た
り
け
る
を
、
ま
た
人
の
と
り
て
書
う
つ
し
た
れ
ば
、

あ
や
し
く
も
有
哉
。
こ
れ
ら
つ
く
り
た
る
さ
ま
も
お
ぼ
え
ず
、
よ

し
な
き
も
の
の
の
さ
ま
を
、
そ
ら
事
に
も
あ
ら
ず
。
世
の
中
に
、

そ
ら
物
が
た
り
多
か
れ
ば
、
誠
と
も
や
思
は
ざ
る
ら
む
。
こ
れ
思

こ
そ
ね
た
け
れ
。
多
く
は
、
か
た
ち
し
つ
ら
ひ
な
ど
も
、
こ
の
人

の
い
ひ
、
心
か
け
た
る
な
め
り
。
た
れ
な
ら
む
。
此
人
を
知
ら
ば

ゃ
。
（
略
）
」

『
あ
き
ぎ
り
』

脚

「
（
ま
こ
と
や
、
か
の
中
宮
の
）
か
＼
る
あ
り
が
た
き
す
く
せ
の

の
ち
の
よ
の
人
に
見
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
た
め
に
か

め
で
た
さ
を
、

き
と
て
め
ぬ
」

こ
の
二
作
品
も
前
に
挙
げ
た
日
記
・
随
筆
・
紀
行
文
の
官
頭
文
の
方

法
と
類
似
し
て
お
り
、
物
語
の
中
に
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
手
法
を
取
り

入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
語
り
手
・
書
写
者
の

存
在
を
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
槻
修
先
生
が
『
は
な
だ
の
女
御
』

に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
い
か
に
も
実
話
め
か
し
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
用
い
て
い
る
」
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の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
日
記
・
随
筆
・
紀
行
文
の
冒
頭
文
の
方
法
が
、

擬
古
物
語
の
末
文
ゃ
、
い
く
つ
か
の
型
が
定
着
し
て
い
た
冒
頭
文
に

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
筆
者
の
独
自
性
を
出
そ

う
と
す
る
工
夫
と
努
力
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
塚
原
鉄
雄
氏
は
、
そ
の

独
自
の
冒
頭
表
現
の
分
類
方
法
で
、
『
夜
の
寝
覚
』
『
堤
中
納
言
物

語
』
に
つ
い
て
、
序
文
の
機
能
か
ら
、



「
日
記
文
学
の
方
法
を
、
物
語
文
学
の
構
成
に
導
入
し
た
方
法
で

あ
っ
た
」

と
述
べ
ら
れ
叫
が
、
こ
の
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
『
風
に
紅
葉
』

の
冒
頭
文
の
型
こ
そ
、
日
記
文
学
の
方
法
を
取
り
入
れ
た
、
物
語
文

学
に
お
い
て
画
期
的
な
冒
頭
文
の
方
法
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

日
記
・
随
筆
・
紀
行
文
の
方
法
が
物
語
に
享
受
さ
れ
て
い
る
以
上
、

作
品
同
士
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
、
よ
り
深
い
考
察
が
必
要
で
あ
ろ

う
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
官
頭
文
以
外
で
影
響
関
係
を
述
べ
ら
れ
る

ほ
ど
の
決
定
的
な
類
似
が
指
摘
で
き
な
い
の
で
、
今
後
更
に
研
究
を

続
け
て
い
き
た
い
。

次
に
『
風
に
つ
れ
な
き
物
誼
巴
と
『
風
に
紅
葉
』
が
引
歌
か
ら
起

筆
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
い
。
前
述
の
、
執
筆
動
機
に
触
れ

て
い
る
日
記
・
随
筆
・
紀
行
文
の
中
で
、
引
用
で
起
筆
し
て
い
る
の

は
『
東
関
紀
行
』
の
み
で
あ
る
。
構
成
の
類
似
か
ら
、
引
用
に
お
い

て
も
影
響
が
考
え
ら
れ
る
か
疑
い
た
く
な
る
が
、
『
東
関
紀
行
』
は

『
白
氏
文
集
』
の
引
用
で
起
筆
し
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
や
『
本
朝
文

枠
』
な
ど
の
句
を
多
々
引
用
し
て
お
り
、
『
風
に
紅
葉
』
と
『
風
に

つ
れ
な
き
物
語
』
の
冒
頭
文
の
引
歌
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。

で
は
な
ぜ
、
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
と
『
風
に
紅
葉
』
の
作
者
は
、

冒
頭
文
に
わ
ざ
わ
ざ
引
歌
を
用
い
た
の
か
。
官
頭
文
の
引
歌
の
部
分

を
挙
げ
て
考
え
て
み
る
。

『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』

「
こ
と
の
葉
し
げ
き
く
れ
た
け
の
よ
ょ
に
ふ
る
こ
と
と
な
り
ぬ
れ
ば
」

『
風
に
紅
葉
』

「
風
に
紅
葉
の
散
る
時
は
、
さ
ら
で
も
も
の
悲
し
き
な
ら
ひ
と
言

ひ
お
け
る
を
」

と
あ
り
、
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
は
古
今
和
歌
集
・
雑
下

「
世
に
ふ
れ
ば
言
の
葉
し
げ
き
呉
竹
の
う
き
ふ
し
ご
と
に
篤
そ
な
く
」

『
風
に
紅
葉
』
は
、
新
古
今
和
歌
集
・
冬

「
神
無
月
風
に
紅
葉
の
散
る
時
は
そ
こ
は
か
と
な
く
も
の
ぞ
か
な

し
き
」

を
そ
れ
ぞ
れ
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
叙
景
的
な
言
葉

で
詠
ま
れ
た
和
歌
で
あ
り
、
又
、
引
用
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
叙
景

的
な
言
葉
の
部
分
な
の
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
「
こ
と
の
葉
し
げ
き

く
れ
た
け
」
は
、
葉
や
呉
竹
そ
の
も
の
を
詠
ん
で
い
る
歌
で
は
な
い

が
、
「
風
に
紅
葉
の
散
る
時
」
と
同
じ
よ
う
に
叙
景
的
情
趣
が
感
じ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
大
槻
修
先
生
は
『
狭
衣
物
語
』
の
冒
頭
文
に
つ

い
て
、「

起
筆
部
分
を
漢
詩
、
古
歌
、
先
行
物
語
や
日
記
の
一
部
な
ど
で
、

『
寄
せ
木
細
工
』
の
よ
う
に
構
築
し
た
美
文
調
で
ま
と
め
、
加
え

て
冒
頭
文
を
情
景
描
写
文
で
飾
る
と
い
う
新
機
軸
を
生
み
出
し
た
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
話
。
こ
れ
は
、
ほ
ぼ
『
風
に
つ
れ
な
き
物
韮
巴
と
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『
風
に
紅
葉
』
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
風
に

つ
れ
な
き
物
語
』
と
『
風
に
紅
葉
』
の
冒
頭
文
は
情
景
描
写
文
で
は

な
い
が
、
叙
景
的
な
言
葉
で
詠
ま
れ
た
和
歌
を
引
く
こ
と
に
よ
り
、

「
『
寄
せ
木
細
工
』
の
よ
う
に
構
築
し
た
美
文
調
」
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
引
歌
の
効
果
に
よ
っ
て
、
情
景
的
要
素
も
加
わ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
叙
情
描
写
文
を
、
引
歌
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て

叙
景
的
に
表
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
先
学
に
よ
る
と
『
風
に
紅
葉
』
は
、

「
神
無
月
ふ
り
そ
ふ
袖
の
時
雨
か
な
さ
ら
で
も
も
ろ
き
老
い
の
涙

（
続
拾
遺
・
雑
秋
）

「
知
り
に
け
む
聞
き
て
も
厭
へ
世
の
中
は
波
の
騒
ぎ
に
風
ぞ
し
く

め

る

」

（

古

今

・

雑

下

）

の
二
首
を
さ
ら
に
続
け
て
引
い
て
お
り
、
「
時
雨
」
「
波
の
騒
ぎ
に

風
静
か
な
ら
ぬ
」
と
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
よ
り
も
一
層
、
叙
景

的
色
彩
を
帝
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
と
『
風
に
紅
葉
』

は
日
記
・
随
筆
・
紀
行
文
の
序
の
型
と
類
似
し
た
冒
頭
文
を
持
ち
な

が
ら
も
、
尚
且
つ
『
狭
衣
物
語
』
の
よ
う
な
「
構
築
し
た
美
文
調
」

で
叙
景
的
な
装
飾
を
加
え
て
い
る
と
言
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
引

歌
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
記
型
の
冒
頭
文
に
物
語
風
の
装
飾
を

加
え
る
と
い
っ
た
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
引
歌

は
装
飾
以
外
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
叙
景
的
な
和

歌
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
叙
情
と
叙
景
の
融
合
が
図
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
両
作
品
の
作
者
の
並
々
な
ら
ぬ
創
作
意
欲
と
独
創

性
を
感
じ
さ
せ
る
と
言
え
よ
う
。

で
は
今
度
は
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
に
は
な
く
て
『
風
に
紅
葉
』

の
み
に
見
え
る
冒
頭
文
の
工
夫
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
直
接
的
な
影

響
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
が
｝
、
成
立
年
代
か
ら
考
え
る
と
、
『
風
に

紅
葉
』
が
『
風
に
つ
れ
な
き
物
一
連
巴
の
回
目
頭
文
の
方
法
を
継
承
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
が
、
言
わ
ば
実
験

的
に
新
し
い
方
法
を
試
み
た
第
一
段
階
の
未
完
成
の
形
と
し
た
ら
、

『
風
に
紅
葉
』
は
そ
れ
に
改
良
を
加
え
発
展
さ
せ
た
、
よ
り
完
成
し

た
形
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
『
風
に
紅
葉
』
の
冒
頭

文
に
は
、
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
よ
り
一
層
の
作
者
の
工
夫
が
感

じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
、
前
で
も
述

べ
た
よ
う
に
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
よ
り
叙
景
的
色
彩
が
増
し
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
主
題
に
触
れ
て
い
る
こ
と
、
最
後
に
冒
頭
文
全

体
が
物
語
の
内
容
と
相
侠
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
二
番
目
の
理
由
で
あ
る
、
主
題
性
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
た

い
。
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
が
執
筆
の
対
象
に
つ
い
て
、
官
頭
文

で
「
心
に
と
ま
り
た
る
す
ぢ
す
ぢ
を
」
「
こ
こ
ろ
を
や
り
た
り
し
と

は
ず
が
た
り
を
」
と
い
う
よ
う
に
、
『
土
佐
日
記
』
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『
た
ま
き
は
る
』
『
海
道
記
』
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
『
東
関

紀
行
』
『
徒
然
草
』
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、
簡
潔
に
、
そ
し
て
大
ま
か
に

し
か
述
べ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
『
風
に
紅
葉
』
で
は
、

「
そ
の
中
に
、
な
べ
て
物
語
な
ど
に
言
ひ
続
け
た
る
人
に
は
代
り

て
、
艶
に
い
み
じ
う
も
あ
ら
ず
、
波
の
騒
ぎ
に
風
静
か
な
ら
ぬ
世

の
理
を
思
ひ
知
る
か
と
す
れ
ど
、
そ
れ
も
た
ち
返
り
が
ち
に
、
よ

ろ
づ
に
つ
け
て
心
得
ぬ
人
の
上
を
」

と
い
う
よ
う
に
、
普
通
の
物
語
の
主
人
公
と
は
異
な
り
優
雅
で
も
立

派
で
も
な
く
、
万
事
に
つ
け
て
真
意
を
悟
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
の

身
の
上
を
語
る
の
だ
と
、
具
体
的
に
内
容
の
説
明
を
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
神
田
龍
身
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
主
題
提

九時】

示
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
と
異
な

り
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
官
頭
文
と
似
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
夜
の
寝
覚
』

「
人
の
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
る
を
見
聞
き
つ
も
る
に
、
な
ほ
寝
覚
の

御
仲
ら
ひ
ば
か
り
、
浅
か
ら
ぬ
契
り
な
が
ら
、
ょ
に
心
づ
く
し
な

る
例
は
、
あ
り
が
た
く
も
あ
り
け
る
か
な
」

又
、
大
概
先
生
が
『
夜
の
寝
覚
』
型
と
し
て
お
ら
れ
る
物
語
を
挙
げ

る
と
、

『
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
』

「
昔
物
語
な
ど
に
ぞ
、
か
よ
う
の
事
は
聞
ゆ
る
を
、
い
と
あ
り
が

た
き
ま
で
、
あ
は
れ
に
浅
か
ら
ぬ
御
契
り
の
ほ
ど
見
へ
し
御
こ
と

を
、
つ
く
づ
く
と
思
ひ
つ
づ
く
れ
ば
、
年
の
つ
も
り
け
る
ほ
ど
も
、

あ
は
れ
に
思
ひ
知
ら
れ
け
む
」

『
苔
の
衣
』

「
告
の
ふ
て
の
恋
も
あ
は
ぬ
な
げ
き
も
、
人
の
世
に
は
さ
ま
ざ
ま
お

ほ
か
な
る
中
に
、
苔
の
衣
の
御
な
か
ら
ひ
ば
か
り
、
あ
か
ぬ
わ
か

れ
ま
で
、
た
め
し
な
く
あ
は
れ
な
る
こ
と
は
な
か
り
け
り
」

傍
線
部
が
主
題
提
示
の
部
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
昔
物
語
や
現
実

の
男
女
の
仲
と
見
比
べ
た
上
で
主
題
提
示
を
述
べ
て
い
る
。
『
風
に

紅
葉
』
は
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
男
女
の
契
り
が
主
題
で
は
な
い
が
、

他
の
物
語
と
比
べ
た
上
で
主
題
提
示
を
し
て
い
る
の
は
、
『
夜
の
寝

差
型
と
似
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
主
題
提
示
の
部
分

の
構
成
の
類
似
が
あ
る
為
、
『
風
に
紅
葉
』
の
こ
の
部
分
は
『
夜
の

寝
差
型
の
官
頭
文
の
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
冒
頭
文
全
体
が
物
語
の
内
容
と
相
侯
っ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
が
、
主
題
提
示
の
部
分
に
あ
る
よ
う
に
、
男
主
人
公
は
世
の
中

の
無
常
を
悟
り
き
れ
ず
、
万
事
に
つ
け
て
真
意
を
悟
る
こ
と
の
で
き

な
い
人
で
あ
り
、
そ
れ
を
中
心
と
し
て
物
語
は
進
ん
で
い
く
。
市
古

氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
尚
、
「
仏
教
思
想
の
浸
潤
が
あ
ら
わ
」

な
の
で
あ
る
が
、
官
頭
部
分
も
そ
う
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
神
無
月
風
に
紅
葉
の
散
る
時
は
そ
こ
は
か
と
な
く
も
の
ぞ
か
な
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し
き
」

「
神
無
月
ふ
り
そ
ふ
袖
の
時
雨
か
な
さ
ら
で
も
も
ろ
き
老
い
の
一
課



「
知
り
に
け
む
聞
き
て
も
厭
へ
世
の
中
は
波
の
騒
ぎ
に
風
ぞ
し
く

め
る
」

引
か
れ
て
い
る
前
の
ニ
首
は
悲
京
感
を
詠
み
込
ん
で
お
り
、
最
後
の

和
歌
は
世
の
中
の
無
常
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、

「
苔
の
下
の
出
で
立
ち
よ
り
ほ
か
は
、
何
の
営
み
あ
る
ま
じ
き
身
」

「
輪
廻
の
業
」

な
ど
と
も
あ
り
、
全
体
的
に
仏
教
思
想
が
漂
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
老
い
の
涙
の
袖
の
時
雨
は
晴
れ
間
な
く
、
苔
の
下
の
出
で
立
ち

よ
り
ほ
か
は
、
何
の
営
み
あ
る
ま
じ
き
身
」

と
い
う
語
り
手
自
身
の
状
態
の
描
写
は
、
全
て
に
悟
り
を
ひ
ら
け
ず

出
家
す
る
に
至
ら
な
い
主
人
公
の
運
命
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
冒
頭
部
分
に
は
、
仏
教
的
無
常
観
と
関
連
す
る
よ

う
な
表
現
や
主
人
公
の
運
命
を
暗
示
す
る
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
、

全
て
が
一
貫
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
醸
し
出
し
て
お
り
、
物
語
の
内
容
と

対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
風
に
紅
葉
』
に
は
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
以

上
に
冒
頭
文
に
対
す
る
工
夫
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
多
様
な
作
品

か
ら
の
摂
取
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
独
自
の
ア
イ
デ
ア
も
駆
便
し
よ

う
と
す
る
作
者
の
自
由
な
発
想
と
冒
険
心
が
窺
え
よ
う
。

四

以
上
、
『
風
に
紅
葉
』
の
官
頭
文
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。

ま
と
め
る
と
、
執
筆
動
機
の
説
明
と
構
成
は
『
崎
蛤
日
記
』
『
た
ま

き
は
る
』
『
海
道
記
』
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
『
徒
然
草
』
な

ど
の
、
日
記
・
随
筆
・
紀
行
文
の
序
の
方
法
と
類
似
し
て
い
る
が
、

『
狭
衣
物
証
巴
の
よ
う
に
引
歌
を
用
い
る
こ
と
で
叙
情
描
写
に
叙
景

性
を
加
え
た
り
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
よ
う
な
主
題
提
示
も
し
て
お
り
、

又
、
こ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
官
頭
文
自
身
が
物
語
の
内
容
と

相
侠
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
構
成
が
ほ
ぼ
同
じ
と
い
う
こ

と
で
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
、
主
題
提

示
と
冒
頭
文
と
物
語
内
容
の
対
応
に
は
『
風
に
紅
葉
』
の
作
者
の
独

創
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
『
風
に
紅
葉
』
の
冒

頭
文
は
、
擬
古
物
語
の
最
末
期
作
品
に
相
応
し
く
、
色
々
な
回
目
頭
文

の
方
法
を
苧
み
な
が
ら
、
自
己
の
工
夫
も
加
え
、
新
し
い
独
自
の
官

頭
文
の
型
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

今
ま
で
擬
古
物
語
は
、
模
倣
の
文
学
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
そ

の
独
自
性
に
目
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
余
り
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

最
近
、
擬
古
物
語
独
自
の
価
値
を
認
め
ら
れ
る
諸
氏
の
ご
論
文
が
次
々

と
発
表
さ
れ
、
擬
古
物
語
研
究
の
新
た
な
可
能
性
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
つ
つ
あ
る
と
感
じ
る
。
本
稿
で
述
べ
て
き
た
冒
頭
文
も
、
擬
古
物

語
独
自
の
価
値
を
認
め
る
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
。
擬
古
物
語
冒
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頭
文
の
独
自
の
工
夫
に
つ
い
て
は
、
大
槻
先
生
が
既
に
述
べ
ら
れ
て

｛国】

い
る
。
大
槻
先
生
が
挙
げ
て
お
ら
れ
る
冒
頭
文
の
中
で
も
特
に
注
目

す
べ
き
も
の
は
『
夢
の
通
ひ
路
』
と
改
作
本
『
夜
の
寝
さ
で
あ
る
。

『
夢
の
通
ひ
路
』
の
冒
頭
文
に
は
、
夢
の
中
で
巻
物
を
渡
さ
れ
る
と

い
う
記
述
が
あ
り
、
物
語
は
そ
の
巻
物
を
読
ん
で
い
く
か
た
ち
で
す

す
む
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
冒
頭
文
に
対
応
す
る
末
文
で
終
え
て
い

る
。
改
作
本
『
夜
の
寝
さ
も
、
冒
頭
文
と
末
文
が
対
応
す
る
方
法

を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
、
前
で
挙
げ
た
『
は
な
だ
の
女
御
』

も
官
頭
文
と
末
文
が
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

操
っ
た
冒
頭
文
と
末
文
の
対
応
を
持
つ
『
は
な
だ
の
女
御
』
、
そ

し
て
同
じ
く
官
頭
文
と
末
文
が
対
応
し
、
そ
れ
に
加
え
て
他
の
工
夫

も
し
て
い
る
『
夢
の
通
ひ
路
』
と
改
作
本
『
夜
の
寝
覚
』
、
本
稿
で

考
察
し
て
き
た
『
風
に
紅
葉
』
と
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
、
こ
れ

ら
の
擬
古
物
語
は
先
行
物
語
の
方
法
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
こ
と
は

せ
ず
、
官
頭
文
で
独
自
性
を
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
官
頭
文
の
工
夫
と
独
自
性
は
、
擬
古
物
語
の
評
価
を
一
歩

進
め
る
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

《注》
一
、
市
古
貞
次
氏
『
中
世
小
説
と
そ
の
周
辺
』

一
九
八
一
・
十
一
月
）

二
、
小
木
喬
氏
『
鎌
倉
時
代
物
語
の
研
究
』

（
東
京
大
学
出
版
会

（
東
賓
書
房

昭
和
三

十
六
・
十
一
月
）

三
、
辛
島
正
雄
氏
「
『
風
に
紅
葉
』
物
語
覚
書
士
己
」

究
－

9
』
（
昭
和
五
十
六
・
十
二
月
）

四
、
三
と
同
じ
。

五
、
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
と
の
類
似
は
既
に
辛
島
氏
も
三
に
お

い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

六
、
乙
の
解
体
の
方
法
は
、
古
田
損
氏
の
『
徒
然
草
』
の
解
体
の
方

法
を
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
古
田
氏
は
『
徒
然
草
』
の

序
を
①
随
筆
の
動
機
の
心
境
②
そ
の
対
象
＠
そ
の
表
現
方
法
＠

そ
の
結
果
の
心
境
、
以
上
の
四
点
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

分
類
方
法
を
基
底
と
し
て
、
言
葉
を
変
え
て
分
類
し
た
。
古
田

損
氏
「
解
釈
の
生
長
」
『
文
学
』
（
昭
和
十
・
十
二
月
）

七
、
大
槻
修
先
生
校
注
『
堤
中
納
言
物
語
・
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』

（
初
版
新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
十
六
巻
岩
波
書
店
一
九

九
二
・
三
月
）

八
、
塚
原
鉄
雄
氏
「
物
語
文
学
の
冒
頭
・
結
末
表
現
」
三
谷
栄
一
氏

編
『
体
系
物
語
文
学
史
第
二
巻
』
（
有
精
堂
昭
和
六
十
二
・

二
月
）

九
、
『
風
に
紅
葉
』
の
時
代
に
最
も
近
い
写
本
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

V
『
土
佐
日
記
』
文
麿
二
定
家
写
・
為
家
写
V
『
騎
蛤
日
記
』

明
応
二
年
写
V
『
た
ま
き
は
る
』
同
時
代
の
も
の
は
な

L
V

『
海
道
－

E
貞
永
二
年
写
V
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
九
大

『
文
献
探
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細
川
本
（
鎌
倉
末
期
）
・
正
元
元
奥
書
本
（
南
北
朝
時
代
写
）

V
『
東
関
紀
行
』
同
時
代
の
も
の
は
な

L
V
『
徒
然
草
』
成
立

が
同
時
代
、
と
あ
っ
た
。
し
か
し
、
散
逸
し
た
写
本
も
考
え
ら

れ
る
の
で
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
。
そ
し
て
、
一
応
、

官
頭
文
以
外
で
気
が
つ
い
た
類
似
点
を
挙
げ
て
み
る
。

。
『
海
道
記
』
「
椙
ノ
村
立
ハ
三
輪
ノ
山
ニ
ア
ラ
ズ
ト
モ
、
恋
敷
ハ

問
テ
モ
マ
イ
ラ
ン
。
（
略
）

思
フ
事
ノ
マ
＼
ニ
叶
へ
ヨ
杉
タ
テ
ル
神
ノ
誓
ノ
シ
ル

シ
ヲ
モ
ミ
ン
」

『風に紅葉』

「杉の群立ちなど見わたされて、（略）

三輪の山身はいたづらに朽ちぬともしるし

のすぎたれかたづねん」

。『建礼門院右京大夫集』

2 1 
こ身 法は
ぼにな のれま E『

るしさ ひぬよ 建
るみけ からふ ネL

てお りむベ r, 
涙く に書き 院
の 言 き闇 右
露の おも 尽

ぞ葉 くや 大
い ご 文字 ねか

夫
とと ι集＝ 
どに のて

2 1 

なわ草枯れ
ベは

きが き闇夜
身 をも
にの もす E『

し嵐 L、ヵ： 風

む の から
る末 が行

紅L葉= ほの 晴ふ
ど言 る法
ぞ の けの
は 葉 ぎ光
かを る tこ

。
E司

騎
蛤
日

露l~ 
蛤
日

在

－
お
ぼ
つ
か
な
わ
れ
に
も
あ
ら

ぬ
く
さ
ま
く
ら
ま
だ
こ
そ
知
ら

ね
か
か
る
旅
寝
は
兼
忠
女

（
全
集
）
一
一
一
一
一
一

P

2

わ
り
な
く
も
す
ぎ
た
ち
に
け

る
心
か
な
三
輸
の
山
も
と
た
づ

ね
は
じ
め
て

道
網

0 
p 

3

か
ひ
な
く
て
年
経
に
け
り
と

な
が
む
れ
ば
挟
も
花
の
色
に
こ

そ
し
め

道
綱

四

p 

4

う
ち
と
け
て
今
日
だ
に
聞
か

む
ほ
と
と
ぎ
す
し
の
び
も
あ
へ

ぬ
時
は
来
に
け
り

道
締

三
四
五

P

『
風
に
紅
葉
』

30 

－
わ
れ
な
が
ら
思
は
ぬ
ほ
か
に

旅
寝
し
て
よ
そ
に
も
げ
に
ぞ
あ

や

し

か

る

ら

む

男

君

（
こ
の
次
の
場
面
）

「
わ
が
心
の
果
て
も
お
ぼ
つ
か

な
か
る
べ
き
わ
ざ
か
な
」

2

三
輪
の
山
身
は
い
た
づ
ら
に

朽
ち
ぬ
と
も
徴
の
杉
と
誰
か
た

づ
ね
む

故
式
部
卿
の
宮
の
女
君

3

年
を
経
て
心
の
色
は
染
め
ま

せ
ど
色
に
出
で
ね
ば
か
ひ
な
か

り
け
り

梅
護
の
女
御

4

し
の
ぶ
る
か
雲
の
よ
そ
な
る

ほ
と
と
ぎ
す
音
に
あ
ら
は
れ
て

今

は

聞

か

ば

や

男

君



ー
の
歌
の
場
面
で
は
、
互
い
に
単
衣
を
交
換
す
る
と
い
う
設
定
も
同

じ
で
あ
る
。
又
、
『
騎
蛤
日
記
』
の
二
・
一
ニ
・
四
首
目
全
て
が
道
綱

と
大
和
立
つ
女
の
贈
答
歌
で
あ
る
こ
と
と
、
四
首
と
も
近
接
し
た
場

面
で
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
中
で
は
最

も
『
夙
に
紅
葉
』
と
の
影
響
関
係
が
考
え
ら
れ
る
と
は
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
二
・
三
首
目
は
常
套
的
な
詠
み
方
で
あ
り
、
根
拠
と
し
て

は
希
薄
で
あ
る
。

一
O
、
大
槻
修
先
生
『
中
世
王
朝
物
語
の
研
究
』
（
世
界
思
想
社

一
九
九
三
・
九
月
）

一
一
、
辛
島
正
雄
氏
の
指
摘
。
「
校
注
『
風
に
紅
葉
』
！
巻
こ

『
文
学
論
輯
・
三
六
』
（
一
九
九
0
・
十
二
月
）

一
二
、
樋
口
芳
麻
呂
氏
、
辛
島
氏
の
指
摘
。
辛
島
氏
は
二
ニ
と
同
じ
。

樋
口
氏
「
か
ぜ
に
紅
葉
の
典
拠
に
つ
い
て
」
『
愛
知
大
学
国
文

学
8
』

（
昭
和
四
十
一
・
十
二
月
）

一
三
、
類
似
点
は
次
の
も
の
し
か
な
か
っ
た
。

①
「
春
日
」
が
出
て
く
る
こ
と
。

②
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』

神
託
の
通
り
、
中
宮
は
皇
子
出
産
後
こ
の
世
を
去
る
。

『
風
に
紅
葉
』

聖
の
「
大
き
な
る
御
嘆
き
な
ど
や
侍
ら
む
」
と
い
う

予
言
通
り
、
一
品
の
宮
は
男
の
御
子
を
出
産
後
こ
の

世
を
去
る
。

『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
は
『
風
葉
和
歌
集
』
に
入
っ
て
い

る
の
で
、
そ
れ
以
前
の
成
立
。

『
風
に
紅
葉
』
は
樋
口
氏
の
一
二
の
論
文
に
よ
る
と
、
南
北

朝
頃
の
成
立
。
故
に
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
の
方
が
成
立

が
は
や
い
こ
と
に
な
る
。

一
五
、
神
田
龍
身
氏
「
『
風
に
紅
葉
』
考
！
少
年
愛
の
陥
奔
｜
」

『
源
氏
物
語
と
そ
の
前
後
』
（
桜
楓
社
昭
和
六
十
一
・
五

四

月）

一
六
、
一

O
と
同
じ
。

一
七
、
一
と
同
じ
。
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一
八
、
一

O
と
同
じ
。

《
『
風
に
紅
葉
』
以
外
の
引
用
本
文
》

『
あ
き
ぎ
り
』
｜
市
古
貞
次
・
一
ニ
角
洋
一
氏
編
初
版
『
鎌
倉
時
代

物
語
集
成
一
巻
』
（
笠
間
書
院
昭
和
六
十
三
・

九
月
）

『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』

i
市
古
貞
次
・
三
角
洋
一
氏
編
初
版

『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
二
巻
』
（
笠
間
書
院
一

九
八
九
・
七
月
）

『
苔
の
衣
』
｜
市
古
貞
次
・
三
角
洋
一
氏
編
初
版
『
鎌
倉
時
代
物

語
集
成
三
巻
』
（
笠
間
書
院
一
九
九
0
・
五
月
）

『
騎
蛤
日
記
』

l
松
村
誠
一
氏
他
校
注
二
版
『
日

『
土
佐
日
記
』



本
古
典
文
学
全
集
九
巻
』

九
・
七
月
）

『
夜
の
寝
覚
』

l
鈴
木
一
雄
氏
他
校
注
初
版
『
日
本
古
典
文
学
全

集
十
九
巻
』
（
小
学
館
昭
和
四
十
九
・
十
月
）

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
｜
玉
井
幸
助
氏
注
『
讃
岐
典
侍
日
記
全
註
解
』

（
有
精
堂
昭
和
四
十
四
・
五
月
）

『
た
ま
き
は
る
』
｜
小
原
幹
雄
氏
他
注
『
た
ま
き
は
る
全
注
釈
』

（
笠
間
書
院
昭
和
五
十
八
・
二
月
）

『
海
道
記
』
『
東
関
紀
行
』
（
『
中
世
日
記
紀
行
集
』
）

l
大
曾
根

章
介
・
久
保
田
淳
氏
校
注
初
版
『
新
日
本
古
典
文

学
大
系
五
十
一
巻
』
（
岩
波
書
店
一
九
九
0
・
十

月）

『
徒
然
草
』
｜
久
保
田
淳
氏
校
注
初
版
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

三
十
九
巻
』
（
岩
波
書
店
一
九
八
九
・
一
月
）

『
は
な
だ
の
女
御
』
『
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
』
（
『
堤
中

納
言
物
語
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
）
｜
大
槻
修
先

生
初
版
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
十
六
巻
』

（
岩
波
書
店
一
九
九
二
・
三
月
）

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
｜
糸
賀
き
み
江
氏
校
注
二
版
『
新
潮

日
本
古
典
集
成
二
十
八
巻
』
（
新
潮
社
昭
和
五

十
七
・
一
一
一
月
）（

甲
南
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
）

（
小
学
館

昭
和
四
十
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