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緒
言 

『
枕
草
子
』
で
は
「
雨
」
は
好
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
理
解
が
一
般
的
か
も
し
れ
な
い
。
一
段

深
め
「
雨
」
に
つ
い
て
嫌
悪
と
美
点
の
両
面
を
描
く
『
枕
草
子
』
の
審
美
眼
を
積
極
的
に
評
価
す

る

 

見
解

（

１

）

も
あ
る
。
本
稿
で
も
「
雨
」
に
つ
い
て
の
単
な
る
好
悪
の
論
評
で
は
な
く
、「
雨
」
を
契
機

と
し
て
展
開
す
る
話
題
を
選
択
す
る
美
意
識
に
着
目
し
、
物
語
と
は
異
な
る
不
定
の
時
間
が
具
象

化
さ
れ
る
様
相
を
把
握
し
つ
つ
、『
枕
草
子
』
類
聚
的
章
段
に
お
い
て
雨
に
触
発
さ
れ
て
生
ず
る
心

と
き
め
き
す
る
も
の
の
素
描
の
特
質
を
考
察
し
た
い
。 

  

一 

『
枕
草
子
』
で
は
「
い
た
う
」
４
例
「
い
み
じ
う
」
２
例
「
か
き
く
ら
し
」
２
例
「
騒
が
し
き
」

１
例
「
夜
一
夜
降
り
明
か
し
」
１
例
な
ど
、
は
な
は
だ
し
く
「
雨
」
が
降
る
場
合
が
多
く
描
か
れ

る
。「
雨
」
に
よ
り
様
々
な
行
事
が
中
止
・
縮
小
に
な
る
、
あ
る
い
は
外
出
で
き
な
い
な
ど
の
理
由

で
清
少
納
言
に
「
雨
は
、
心
も
な
き
も
の
と
、
思
ひ
し
み
た
れ
ば
に
や
、
片
時
降
る
も
い
と
に
く

く
ぞ
あ
る
。
」
（
「
成
信
の
中
将
は
」
の
章
段
２
７
７
段
）
と
述
べ
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
降
る
も

の
は
」
の
章
段
２
３
５
段
で
も
「
雪
」
は
無
条
件
に
挙
げ
ら
れ
る
が
、
「
雨
」
は
嫌
わ
れ
た
の
か
、

挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
次
の
「
雪
は 

檜
皮
葺
、
い
と
め
で
た
し
。
」
の
章
段
２
３
６
段
で
も
「
時

雨
」
に
わ
ず
か
に
言
及
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
。 

 

一
方
で
初
段
の
夏
「
雨
な
ど
降
る
も
、
を
か
し
。
」
と
い
う
感
想
も
見
逃
せ
な
い
が
、
そ
れ
と
は

別
に
『
枕
草
子
』
に
は
「
雨
の
音
」
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
「
雨
」
を
契
機
と
し
て
そ
れ
に
関
わ

る
事
物
・
心
象
に
つ
い
て
鮮
や
か
に
描
か
れ
た
章
段
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。 

心
と
き
め
き
す
る
も
の 

雀
の
子
飼
。
ち
ご
遊
ば
す
る
所
の
前
わ
た
る
。
よ
き
薫
物
た
き
て
、

ひ
と
り
臥
し
た
る
。
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
見
た
る
。
よ
き
男
の
、
車
と
ど
め
て
、
案
内
し
問

は
せ
た
る
。
頭
洗
ひ
、
化
粧
じ
て
、
香
ば
し
う
し
み
た
る
衣
な
ど
着
た
る
。
こ
と
に
見
る
人

な
き
所
に
て
も
、
心
の
う
ち
は
、
な
ほ
い
と
を
か
し
。
待
つ
人
な
ど
の
あ
る
夜
、
雨
の
音
、

風
の
吹
き
ゆ
る
が
す
も
、
ふ
と
驚
か
る
。
（
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
の
章
段
２
６
段
） 

過
ぎ
に
し
か
た
恋
し
き
も
の 

枯
れ
た
る
葵
。
雛
遊
び
の
調
度
。
二
藍
、
葡
萄
染
な
ど
の
さ

い
で
の
、
押
し
へ
さ
れ
て
、
草
子
の
中
な
ど
に
あ
り
け
る
、
見
つ
け
た
る
。
ま
た
、
を
り
か

ら
あ
は
れ
な
り
し
人
の
文
、
雨
な
ど
降
り
つ
れ
づ
れ
な
る
日
、
さ
が
し
出
で
た
る
。
去
年
の

か
は
ほ
り
。
（
「
過
ぎ
に
し
か
た
恋
し
き
も
の
」
の
章
段
２
７
段
） 

こ
れ
ら
二
段
は
清
少
納
言
の
美
意
識
に
か
な
う
さ
さ
や
か
な
身
辺
の
事
物
・
心
象
が
描
か
れ
る

対
照
的
な
類
聚
的
章
段
で
あ
る
。
２
６
段
は
た
と
え
一
つ
の
要
素
で
も
そ
れ
が
想
起
の
中
で
具
象

化
す
れ
ば
小
さ
な
物
語
に
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
よ
う
な
不
定
の
時
間
で
の
行
為
・

有
様
を
描
く
。
２
７
段
は
過
ぎ
去
っ
た
行
事
・
行
為
な
ど
の
記
憶
を
呼
び
さ
ま
す
も
の
、
懐
か
し

い
交
流
な
ど
、
ふ
さ
ぐ
心
を
解
き
放
ち
、
現
在
に
お
い
て
印
象
に
残
っ
た
過
去
の
出
来
事
を
ほ
の

か
に
追
想
さ
せ
る
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
章
段
で
あ
る
。
今
に
も
動
き
出
し
そ
う
な
可
能
態
と

し
て
の
不
定
の
時
間
に
よ
る
表
現
と
、
過
去
の
出
来
事
を
想
起
の
中
で
引
き
寄
せ
始
発
と
現
在
と

の
意
識
の
隔
た
り
を
見
出
そ
う
と
す
る
時
間
の
表
現
と
を
合
わ
せ
る
と
『
枕
草
子
』
類
聚
的
章
段

の
時
間
の
形
姿
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

２
７
段
に
見
ら
れ
る
雨
に
よ
る
「
つ
れ
づ
れ
」
は
７
７
段
、
７
８
段
、
９
５
段
、
１
３
４
段
に

も
描
か
れ
る
。 

 

雨
い
た
う
降
り
て
つ
れ
づ
れ
な
り
と
て
、
殿
上
人
、
上
の
御
局
に
召
し
て
御
遊
び
あ
り
。（
「
御

仏
名
の
ま
た
の
日
」
の
章
段
７
７
段
） 

 
二
月
つ
ご
も
り
方
、
い
み
じ
う
雨
降
り
て
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、
御
物
忌
に
籠
り
て
（
「
頭
の
中

将
の
、
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
」
の
章
段
７
８
段
） 

 

朔
日
よ
り
雨
が
ち
に
曇
り
過
ぐ
す
。
つ
れ
づ
れ
な
る
を
、
「
郭
公
の
声
、
尋
ね
に
行
か
ば
や
」

と
言
ふ
を
我
も
我
も
と
出
で
立
つ
。
（
「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
の
章
段
９
５
段
） 

 

つ
れ
づ
れ
な
る
も
の 

所
去
り
た
る
物
忌
。
馬
下
り
ぬ
双
六
。
除
目
に
司
得
ぬ
人
の
家
。
雨
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う
ち
降
り
た
る
は
、
ま
い
て
い
み
じ
う
つ
れ
づ
れ
な
り
。
（
「
つ
れ
づ
れ
な
る
も
の
」
の
章
段

１
３
４
段
） 

雨
に
降
り
こ
め
ら
れ
、
心
の
動
き
・
変
化
に
乏
し
い
時
間
、
心
ふ
さ
ぐ
折
の
こ
と
を
言
う
の
で

あ
ろ
う
。
雨
の
「
つ
れ
づ
れ
」
は
平
安
時
代
の
仮
名
文
芸
作
品
、
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
「
帚
木
」

巻
の
い
わ
ゆ
る
「
雨
夜
の
品
定
め
」
冒
頭
に 

 

つ
れ
づ
れ
と
降
り
暮
ら
し
て
し
め
や
か
な
る
よ
ひ
の
雨
に
、
殿
上
に
も
お
さ
お
さ
人
少
な
に
、

御
宿
直
所
も
例
よ
り
は
の
ど
や
か
な
る
心
ち
す
る
に
、
大
殿
油
近
く
て
文
ど
も
な
ど
見
給
。

近
き
御
厨
子
な
る
い
ろ
い
ろ
の
の
紙
な
る
文
ど
も
を
引
き
出
で
て
、
中
将
わ
り
な
く
ゆ
か
し

が
れ
ば
（
『
源
氏
物
語
』
「
帚
木
」
巻
１
―
３
３
） 

と
描
か
れ
る
よ
う
に
、
人
同
士
の
接
近
、
物
語
の
発
端
と
な
る
契
機
と
し
て
も
し
ば
し
ば
利
用
さ

れ
る
。
同
様
に
前
掲
２
７
段
の
よ
う
に
「
を
り
か
ら
あ
は
れ
な
り
し
人
の
文
」
を
見
つ
け
出
し
「
つ

れ
づ
れ
」
な
状
態
か
ら
愉
し
か
っ
た
こ
と
へ
の
想
起
へ
と
大
き
く
心
が
傾
く
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ

も
ま
た
話
の
継
起
的
展
開
の
契
機
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
類
聚
的
章
段
に
お
い
て
も
描
か
れ
た

個
々
の
事
物
に
は
固
有
の
過
去
が
あ
る
。
読
書
の
名
残
で
あ
る
「
さ
い
で
」
や
昨
夏
の
記
憶
を
引

き
寄
せ
る
品
「
去
年
の
か
は
ほ
り
」
も
時
間
が
止
ま
っ
た
ま
ま
の
状
態
で
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
た

ち
で
あ
ろ
う
。「
枯
れ
た
る
葵
」
が
想
起
さ
せ
る
過
ぎ
し
日
の
葵
祭
の
華
や
ぎ
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

 

ま
た
、「
御
仏
名
の
ま
た
の
日
」
の
章
段
７
７
段
の
よ
う
に
「
雨
い
た
う
降
り
て
つ
れ
づ
れ
な
り

と
て
、
殿
上
人
、
上
の
御
局
に
召
し
て
御
遊
び
あ
り
。
」
と
い
う
風
雅
も
あ
る
。「
御
遊
」
、
す
な
わ

ち
管
弦
は
雨
に
降
り
こ
め
ら
れ
た
と
き
の
室
内
で
の
格
好
の
遊
び
で
あ
る
。
心
も
澄
み
の
ぼ
る
よ

う
な
晴
れ
の
日
の
楽
の
音
に
対
し
て
、
し
め
じ
め
と
し
た
趣
で
あ
ろ
う
か
。「
た
と
し
へ
な
き
も
の
」

の
章
段
６
８
段
に
「
雨
の
日
」
と
「
照
る
日
」
が
「
た
と
し
へ
な
き
も
の
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

晴
れ
た
日
と
異
な
り
、
雨
の
折
は
む
し
ろ
揺
ら
ぎ
を
持
つ
雨
の
音
と
と
も
に
心
の
内
に
向
か
い
、

過
ぎ
去
る
時
間
の
内
に
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
何
か
を
再
び
見
出
そ
う
と
す
る
機
会
と
も
な
ろ
う
。 

一
方
、
生
動
す
る
心
は
好
ま
し
い
事
物
や
体
感
と
し
て
の
快
さ
に
よ
っ
て
生
じ
る
ば
か
り
で
は

な
く
、
雨
音
、
風
の
吹
く
夜
の
心
張
り
つ
め
た
折
な
ど
に
も
表
現
さ
れ
る
。
自
ら
の
内
面
を
見
つ

め
て
い
る
う
ち
に
、
訪
れ
る
雨
・
風
の
音
が
人
を
待
つ
心
に
潜
ん
で
い
た
様
々
な
期
待

や
（ 

２

不
安

）

に

ふ
と
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。
そ
の
冀
う
と
こ
ろ
も
や
は
り
心
の
と
き
め
き
に
つ
な
が
る
。 

ま
た
、
季
節
の
変
わ
り
目
な
ど
に
雨
風
が
季
節
の
移
ろ
い
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
場
合
も
あ
る
。 

 

風
は 

嵐
。
三
月
ば
か
り
の
夕
暮
に
ゆ
る
く
吹
き
た
る
雨
風
。
八
、
九
月
ば
か
り
に
、
雨
に

ま
じ
り
て
吹
き
た
る
風
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。
雨
の
脚
横
さ
ま
に
、
騒
が
し
う
吹
き
た
る
に
、

夏
と
ほ
し
た
る
綿
衣
の
か
か
り
た
る
を
、
生
絹
の
ひ
と
へ
衣
重
ね
て
着
た
る
も
、
い
と
を
か

し
。
こ
の
生
絹
だ
に
、
い
と
所
狭
く
暑
か
は
し
く
、
取
り
捨
て
ま
ほ
し
か
り
し
に
、
い
つ
の

ほ
ど
に
か
く
な
り
ぬ
る
に
か
と
思
ふ
も
、
を
か
し
。
（
「
風
は 

嵐
」
の
章
段
１
９
０
段
） 

「
生
絹
」
へ
の
受
け
止
め
方
の
季
節
に
よ
る
推
移
に
よ
っ
て
「
い
つ
の
ほ
ど
に
」
と
い
う
時
の

移
ろ
い
へ
の
感
慨
を
あ
ら
た
め
て
抱
く
。「
七
月
ば
か
り
に
」
の
章
段
４
１
段
の
「
七
月
ば
か
り
に
、

風
い
た
う
吹
き
て
、
雨
な
ど
騒
が
し
き
日
」
に
夏
の
間
暑
さ
で
手
放
せ
な
か
っ
た
「
扇
」
の
こ
と

も
い
つ
の
間
に
か
忘
れ
、
「
綿
衣
の
薄
き
」
を
着
て
昼
寝
す
る
の
も
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
。 

  

二 

「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
の
章
段
に
関
わ
り
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
「
心
と
き
め
き
」
・
「
心

と
き
め
き
す
」
の
す
べ
て
の
用
例
を
列
挙
す
る
。 

 

一
夜
の
こ
と
や
言
は
む
と
、
心
と
き
め
き
し
つ
れ
ど
、「
い
ま
、
静
か
に
、
御
局
に
さ
ぶ
ら
は

む
」
と
て
去
ぬ
れ
ば
、
帰
り
ま
ゐ
り
た
る
に
（
「
大
進
生
昌
が
家
に
」
の
章
段 

５
段 

２
４

ｐ
） 

 

こ
れ
は
か
な
ら
ず
さ
る
べ
き
使
と
思
ひ
、
心
と
き
め
き
し
て
行
き
た
る
は
、
こ
と
に
す
さ
ま

じ
き
ぞ
か
し
。
（
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
の
章
段 

２
２
段 

４
１
） 

 

心
と
き
め
き
す
る
も
の
（
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
の
章
段 

２
６
段 

４
１
） 

 

枕
上
な
る
扇
、
わ
が
持
た
る
し
て
お
よ
び
て
か
き
寄
す
る
が
、
あ
ま
り
近
う
寄
り
来
る
に
や

と
、
心
と
き
め
き
し
て
、
引
き
ぞ
下
ら
る
る
。
（
「
七
月
ば
か
り
、
い
み
じ
う
暑
け
れ
ば
」
の

章
段 

３
３
段 

５
８
） 

 

あ
や
し
う
、
い
を
の
物
語
な
り
や
、
と
て
、
見
れ
ば
、
青
き
薄
様
に
、
い
と
き
よ
げ
に
書
き

た
ま
へ
り
。
心
と
き
め
き
し
つ
る
さ
ま
に
も
あ
ら
ざ
り
け
り
。
蘭
省
花
時
錦
帳
下 

と
書
き

て
、
「
末
は
い
か
に
、
末
は
い
か
に
」
と
あ
る
を
（
「
頭
の
中
将
の
、
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を

聞
き
て
」
の
章
段 

７
８
段 

９
２
） 

 

局
は
、
引
き
も
や
あ
け
た
ま
は
む
と
、
心
と
き
め
き
し
て
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ば
、
梅
壺
の
東

面
の
半
蔀
上
げ
て
、「
こ
こ
に
」
と
言
へ
ば
、
め
で
た
く
て
ぞ
、
歩
み
出
で
た
ま
へ
る
。（
「
返

る
年
の
二
月
廿
よ
日
、
宮
の
」
の
章
段 

７
９
段 

９
７
） 

 

行
幸
は
、
め
で
た
き
も
の
の
、
君
達
、
車
な
ど
の
好
ま
し
う
乗
り
こ
ぼ
れ
て
、
上
下
走
ら
せ

な
ど
す
る
が
な
き
ぞ
、
く
ち
を
し
き
。
さ
や
う
な
る
車
の
、
押
し
分
け
て
立
ち
な
ど
す
る
こ

そ
、
心
と
き
め
き
は
す
れ
。
（
「
見
物
は
、
臨
時
の
祭
。
行
幸
。
祭
の
帰
さ
。
御
賀
茂
詣
で
。
」

の
章
段 

２
０
８
段 

９
０
）
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皆
乗
り
果
て
ぬ
れ
ば
、
引
き
出
で
て
、
二
条
の
大
路
に
榻
に
か
け
て
、
物
見
車
の
や
う
に
立

て
な
ら
べ
た
る
、
い
と
を
か
し
。
人
も
、
さ
見
る
ら
む
か
し
と
、
心
と
き
め
き
せ
ら
る
。（
「
関

白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
、
法
興
院
の
積
善
寺
と
い
ふ
御
堂
に
て
、
一
切
経
供
養
ぜ
さ
せ
た

ま
ふ
に
」
の
章
段 

２
６
３
段 

１
３
４
） 

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
対
人
関
係
、
多
く
は
女
性
の
対
男
性
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘

（

３

さ）

れ
て
い
る
。
中
で
も
「
七
月
ば
か
り
、
い
み
じ
う
暑
け
れ
ば
」
の
章
段
３
３
段
は
こ
れ
自
体
、
一

つ
の
独
立
し
た
後
朝
の
挿
話
と
な
っ
て
い
る
。 

ち
な
み
に
同
時
期
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
心
と
き
め
き
」
・
「
心
と
き
め
き
す
」
の
用
例
は
次

の
と
お
り
で
あ
り
、
恋
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
。 

 

大
宮
「
承
る
時
も
あ
れ
ど
、
さ
る
べ
き
に
も
侍
ら
ざ
め
れ
ば
、
心
と
き
め
き
に
思
ひ
は
べ
り

つ
る
に
」
。
（
「
菊
の
宴
」
巻
２
―
５
４
） 

「
か
く
承
ら
ま
し
か
ば
、
こ
の
侍
る
人
に
も
、
重
き
御
服
を
こ
そ
着
せ
は
べ
る
べ
か
り
け
れ
。

心
と
き
め
き
の
や
う
な
れ
ど
も
」
と
て
、
濃
き
鈍
色
の
御
衣
一
襲
、
黒
橡
の
御
小
袿
う
ち
出

で
て
見
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
。
（
「
国
譲
中
」
巻
３
―
１
４
４
） 

 

尚
侍
「
あ
な
聞
き
に
く
や
。
翁
を
ば
誰
か
許
さ
ぬ
。
心
と
き
め
き
な
り
や
」
と
の
た
ま
う
ほ

ど
に
、
父
お
と
ど
を
見
つ
け
て
、
手
捧
げ
て
は
ひ
出
づ
れ
ば
（
「
国
譲
中
」
巻
３
―
１
９
６
） 

 

宮
見
た
ま
ひ
て
、
い
と
う
れ
し
と
思
さ
る
。「
あ
や
し
の
心
と
き
め
き
や
」
と
て
う
ち
置
き
た

ま
ひ
つ
。
（
「
楼
の
上
下
」
巻
３
―
５
１
３
） 

一
方
の
『
源
氏
物
語
』
の
「
心
と
き
め
き
」
・
「
心
と
き
め
き
す
」
の
用
例
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
用
例
が
多
く
煩
瑣
で
は
あ
る
が
あ
え
て
す
べ
て
掲
げ
る
。 

や
む
ご
と
な
く
わ
づ
ら
は
し
き
も
の
に
お
ぼ
え
た
ま
へ
り
し
大
殿
の
君
も
亡
せ
給
ひ
て
の
ち
、

さ
り
と
も
と
、
世
人
も
聞
こ
え
あ
つ
か
い
、
宮
の
う
ち
に
も
心
と
き
め
き
せ
し
を
、
そ
の
の

ち
し
も
か
き
絶
え
、
あ
さ
ま
し
き
御
も
て
な
し
を
見
給
に
、
ま
こ
と
に
う
し
と
お
ぼ
す
事
こ

そ
あ
り
け
め
、
と
知
り
果
て
給
ぬ
れ
ば
、
よ
ろ
づ
の
あ
は
れ
を
お
ぼ
し
捨
て
て
、
ひ
た
み
ち

に
出
で
立
ち
給
。
（
「
賢
木
」
巻
１
―
４
２
） 

心
ば
へ
な
ど
も
も
の
は
か
な
く
見
え
し
人
の
生
き
と
ま
り
て
、
の
ど
や
か
に
行
ひ
を
も
う
ち

し
て
過
ぐ
し
け
る
は
、
猶
す
べ
て
定
め
な
き
世
な
り
、
と
お
ぼ
す
に
、
も
の
あ
は
れ
な
る
御

け
し
き
を
、
心
と
き
め
き
に
思
ひ
て
若
や
ぐ
。
（
「
朝
顔
」
巻
２
―
２
６
３
） 

あ
る
ま
じ
き
事
と
は
深
く
思
ひ
給
へ
る
も
の
か
ら
、
顕
証
に
は
し
た
な
き
さ
ま
に
は
え
も
て

な
し
給
は
ぬ
も
、
見
知
り
給
へ
る
に
こ
そ
は
と
思
ふ
心
と
き
め
き
に
、
夜
も
い
た
く
ふ
け
ゆ

く
を
、
う
ち
に
は
人
目
い
と
か
た
は
ら
い
た
く
お
ぼ
え
給
ひ
て
、
う
ち
た
ゆ
め
て
入
り
給
ひ

ぬ
れ
ば
、
お
と
こ
君
、
こ
と
は
り
と
は
返
返
思
へ
ど
、
な
を
い
と
う
ら
め
し
く
く
ち
お
し
き

に
（
「
宿
木
」
巻
５
―
８
５
） 

 
 

宮
は
、
人
の
お
は
す
る
ほ
ど
、
さ
ば
か
り
と
を
し
は
か
り
給
ふ
が
、
す
こ
し
け
近
き
け
は
ひ

す
る
に
、
御
心
と
き
め
き
せ
ら
れ
給
ひ
て
、
え
な
ら
ぬ
羅
の
か
た
び
ら
の
隙
よ
り
見
入
れ
給

へ
る
に
、
一
間
ば
か
り
隔
て
た
る
見
わ
た
し
に
、
か
く
お
ぼ
え
な
き
光
の
う
ち
ほ
の
め
く
を
、

お
か
し
と
見
た
ま
ふ
。
（
「
蛍
」
巻
２
―
４
３
０
） 

白
き
薄
様
に
つ
や
や
か
に
書
い
給
へ
れ
ど
、
こ
と
に
お
か
し
き
と
こ
ろ
も
な
し
。
手
は
い
と

き
よ
げ
な
り
。
才
賢
く
な
ど
ぞ
も
の
し
給
ひ
け
る
。
か
む
の
君
、
世
離
れ
を
何
と
も
お
ぼ
さ

れ
ぬ
に
、
か
く
心
と
き
め
き
し
給
へ
る
を
見
も
入
れ
給
は
ね
ば
、
御
返
り
な
し
。
お
と
こ
胸

つ
ぶ
れ
て
、
思
く
ら
し
給
。
（
「
真
木
柱
」
巻
３
―
１
２
３
） 

宰
相
も
あ
は
れ
な
る
夕
べ
の
け
し
き
に
、
い
と
ど
う
ち
し
め
り
て
、「
雨
気
あ
り
」
と
、
人
々

の
さ
は
ぐ
に
、
な
を
な
が
め
入
り
て
ゐ
給
へ
り
。
心
と
き
め
き
に
見
た
ま
ふ
こ
と
や
あ
り
け

ん
、
袖
を
引
き
寄
せ
て
（
「
藤
裏
葉
」
巻
３
―
１
７
７
） 

 
 

御
文
に
は
、 

 
 

 
 

わ
が
や
ど
の
藤
の
色
こ
き
た
そ
か
れ
に
た
づ
ね
や
は
こ
ぬ
春
の
な
ご
り
を 

 
 

げ
に
い
と
面
白
き
枝
に
付
け
給
へ
り
。
待
づ
け
給
へ
る
も
心
と
き
め
き
せ
ら
れ
て
、
か
し
こ

ま
り
き
こ
え
給
ふ
。
（
「
藤
裏
葉
」
巻
３
―
１
７
８
） 

 
 

権
中
納
言
も
、
か
か
る
事
ど
も
を
聞
き
給
ふ
に
、
人
づ
て
に
も
あ
ら
ず
、
さ
ば
か
り
お
も
む

け
さ
せ
た
ま
へ
り
し
御
け
し
き
を
見
た
て
ま
つ
り
て
し
か
ば
、
を
の
づ
か
ら
た
よ
り
に
つ
け

て
、
漏
ら
し
聞
こ
し
め
さ
る
る
事
も
あ
ら
ば
、
よ
も
も
て
離
れ
て
は
あ
ら
じ
か
し
、
と
心
と

き
め
き
も
し
つ
べ
け
れ
ど
、
（
「
若
菜
上
」
巻
３
―
２
２
１
） 

例
の
、
世
人
は
、
匂
ふ
兵
部
卿
、
か
ほ
る
中
将
と
聞
き
に
く
く
言
ひ
つ
づ
け
て
、
そ
の
比
よ

き
む
す
め
お
は
す
る
や
う
ご
と
な
き
所
々
は
、
心
と
き
め
き
に
聞
こ
え
ご
ち
な
ど
し
給
も
あ

れ
ば
（
「
匂
宮
」
巻
４
―
２
２
０
） 

ま
こ
と
に
言
ひ
な
さ
む
と
思
ふ
と
こ
ろ
あ
る
に
や
、
と
さ
す
が
に
御
心
と
き
め
き
し
給
て
、 

 
 

 
 

花
の
香
を
に
ほ
は
す
宿
に
と
め
ゆ
か
ば
色
に
め
づ
と
や
人
の
と
が
め
ん 

 
 

な
ど
、
猶
心
解
け
ず
い
ら
へ
給
へ
る
を
、
心
や
ま
し
と
思
ひ
ゐ
給
へ
り
。
（
「
紅
梅
」
巻
４
―

２
４
２
） 

宮
も
、「
な
を
聞
こ
え
給
へ
。
わ
ざ
と
け
さ
う
だ
ち
て
も
も
て
な
さ
じ
。
中
々
心
と
き
め
き
に

も
な
り
ぬ
べ
し
。
い
と
す
き
給
へ
る
親
王
な
れ
ば
、
か
か
る
人
な
む
と
聞
給
が
、
な
を
も
あ
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ら
ぬ
す
さ
び
な
め
り
」
と
、
そ
そ
の
か
し
給
ふ
時
々
、
中
の
君
ぞ
聞
こ
え
給
。
姫
君
は
、
か

や
う
の
こ
と
た
は
ぶ
れ
に
て
も
も
て
は
な
れ
給
へ
る
御
心
ふ
か
さ
な
り
。
（
「
椎
本
」
巻
４
―

３
４
５
） 

 
 

中
納
言
は
、
ひ
と
り
臥
し
給
へ
る
を
、
心
し
け
る
に
や
と
う
れ
し
く
て
、
心
と
き
め
き
し
給

に
、
や
う
や
う
あ
ら
ざ
り
け
る
り
と
見
る
。
い
ま
す
こ
し
う
つ
く
し
う
ら
う
た
げ
な
る
け
し

き
ま
さ
り
て
や
と
お
ぼ
ゆ
。
あ
さ
ま
し
げ
に
あ
き
れ
ま
ど
ひ
給
へ
る
を
、
げ
に
心
も
知
ら
ざ

り
け
る
と
見
ゆ
れ
ば
、
い
と
い
と
を
し
く
も
あ
り
（
「
総
角
」
巻
４
―
４
０
５
） 

 
 

例
は
、
こ
れ
よ
り
た
て
ま
つ
る
御
返
り
を
だ
に
、
つ
つ
ま
し
げ
に
思
ほ
し
て
、
は
か
ば
か
し

く
も
つ
づ
け
給
は
ぬ
を
、
「
身
づ
か
ら
」
と
さ
へ
の
た
ま
へ
る
が
め
づ
ら
し
く
う
れ
し
き
に
、

心
と
き
め
き
も
し
ぬ
べ
し
。
（
「
宿
木
」
巻
５
―
６
３
） 

 
 

雨
す
こ
し
う
ち
そ
そ
く
に
、
風
は
い
と
冷
や
か
に
吹
き
入
り
て
、
言
ひ
知
ら
ず
か
ほ
り
く
れ

ば
、
か
う
な
り
け
り
と
、
た
れ
も
た
れ
も
心
と
き
め
き
し
ぬ
べ
き
御
け
は
ひ
お
か
し
け
れ
ば
、

用
意
も
な
く
あ
や
し
き
に
、
ま
だ
思
ひ
あ
へ
ぬ
ほ
ど
な
れ
ば
、
心
さ
は
ぎ
て
、「
い
か
な
る
事

に
か
あ
ら
ん
」
と
言
ひ
あ
へ
り
。
（
「
東
屋
」
巻
５
―
１
７
６
） 

 
 

笛
の
音
さ
へ
飽
か
ず
い
と
ど
お
ぼ
え
て
、 

 
 

 
 

ふ
か
き
夜
の
月
を
あ
は
れ
と
見
ぬ
人
や
山
の
端
ち
か
き
宿
に
と
ま
ら
ぬ 

 
 

と
、
な
ま
か
た
は
な
る
こ
と
を
、「
か
く
な
ん
聞
こ
え
給
ふ
」
と
言
ふ
に
、
心
と
き
め
き
し
て
、 

 
 

 
 

山
の
端
に
入
る
ま
で
月
を
な
が
め
見
ん
ね
や
の
板
間
も
し
る
し
あ
り
や
と 

 
 

な
ど
言
ふ
に
、
こ
の
大
尼
君
、
笛
の
音
を
ほ
の
か
に
聞
き
つ
け
た
り
け
れ
ば
、
さ
す
が
に
め

で
て
出
で
来
た
り
。
（
「
手
習
」
巻
５
―
３
５
２
） 

 

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
心
と
き
め
き
」
は
不
安
・
動
転
な
ど
の
意
味
が
む
し
ろ
前
面
に
出
る
こ 

と
が
多
い
。『
源
氏
物
語
』
の
場
合
、
物
語
の
時
間
は
す
で
に
流
れ
始
め
て
お
り
、「
心
と
き
め
き
」 

に
は
恋
の
展
開
に
関
わ
る
事
柄
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
語
義
的
に
期
待
と
不
安
の
綯
交
ぜ
と
い 

 

う
点
で
『
枕
草
子
』
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
指
摘

（

４

と）

異
な
り
、
こ
れ
ら
の
多
く
の
用
例 

に
囲
繞
さ
れ
な
が
ら
『
枕
草
子
』
は
そ
の
最
も
純
粋
な
事
物
・
心
象
を
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」 

の
章
段
２
６
段
と
し
て
簡
潔
な
筆
致
で
選
び
取
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。「
雨
の
音
」
も
そ 

の
一
つ
で
あ
っ
た
。 

薫
物
の
香
を
装
束
に
纏
い
、
心
満
た
さ
れ
る
思
い
も
そ
う
で
あ
る
が
、『
枕
草
子
』
の
い
ず
れ
の

場
合
も
重
要
な
の
は
日
常
の
中
で
出
会
う
、
心
ふ
る
え
る
よ
う
に
繊
細
な
自
己
の
内
の
充
足
感
で

あ
る
。
不
定
の
時
間
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
何
か
の
は
ず
み
に
よ
っ
て
言
葉

に
よ
る
事
物
の
想
起
の
中
で
次
々
に
具
象
化
さ
れ
、
時
間
と
と
も
に
展
開
し
て
ゆ
く
一
連
の
挿
話

へ
と
向
か
う
。
分
類
・
列
挙
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、『
枕
草
子
』
の
美
意
識
は
、
事
物
が
本
来
持

つ
時
間
に
よ
る
変
容
を
受
け
入
れ
、
断
片
的
時
間
を
「
継
ぎ
」
（
「
う
れ
し
き
も
の
」
の
章
段
２
６

１
段
）
、
網
状
的
な
連
関
を
再
び
取
り
戻
し
、
意
の
赴
く
ま
ま
意
味
を
探
し
当
て
紡
い
で
ゆ
く
。
そ

の
美
意
識
は
単
に
典
型
を
並
べ
て
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
身
体
的
・
時
間
的
な
体
感
を
言
葉
に
よ

る
想
像
力
で
身
に
纏
う
よ
う
に
意
味
化
す
る
こ
と
を
自
ら
に
求
め
て
い
る
。 

  

結
語 

物
語
の
よ
う
に
事
態
や
作
中
人
物
の
心
理
の
大
き
く
多
彩
な
変
化
に
意
義
を
求
め
、
新
奇
・
急

展
開
を
め
ざ
す
の
で
は
な
く
、『
枕
草
子
』
に
は
移
ろ
い
を
日
常
の
中
で
細
や
か
に
感
じ
取
る
、
作

者
の
等
身
大
の
感
受
性
が
見
出
さ
れ
る
。
大
き
な
物
語
、
伸
び
広
が
る
長
大
な
時
間
で
は
な
い
、

個
々
の
生
の
断
片
的
時
間
の
集
積
、
そ
れ
ら
に
も
多
様
な
、
時
に
は
見
過
ご
し
か
ね
な
い
、
日
常

と
い
う
生
き
ら
れ
る
時
間
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
思
い
を
い
た
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

時
間
の
重
々
し
い
連
続
性
、
容
易
に
断
ち
難
い
線
状
性
に
あ
え
て
重
き
を
置
か
な
い
『
枕
草
子
』

の
軽
や
か
さ
・
自
在
さ
に
独
自
性
を
見
出
す
と
は
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
の
こ
と
な
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

 

『
枕
草
子
』
の
引
用
は
す
べ
て
石
田
穣
二
訳
注
『
枕
草
子
』
上
・
下
巻 

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫 

昭
和
５
４
・
８
、
昭
和
５
５
・
４
に
拠
っ
た
。 

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
は
す
べ
て
中
野
幸
一
校
注
・
訳 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
う
つ

ほ
物
語
』
（
一
）
～
（
三
）
小
学
館 

平
成
１
１
・
６
～
平
成
１
４
・
８
に
拠
っ
た
。 

『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
す
べ
て
柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞

和
・
今
西
祐
一
郎
校
注 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』（
一
）
～
（
五
）
岩
波
書
店 

平

成
５
・
１
～
平
成
９
・
３
に
拠
り
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。 

 
 

 

 
 

注 

 

（
１
） 

村
井
順
「
雨
に
つ
い
て
」
『
枕
草
子
そ
の
自
然
』
笠
間
書
院 

昭
和
５
０
・
８ 

（
２
） 
田
中
重
太
郎
『
枕
冊
子
全
注
釈
』
（
一
） 

角
川
書
店 

昭
和
４
７
・
１
２ 

（
３
）
（
２
）
に
同
じ 

（
４
）
（
２
）
に
同
じ 

（
二
〇
一
七
年
九
月
二
〇
日
受
理
） 

 

 

渡 

辺 

－  

』  
枕 

草 

子 

『  
の 

」  
雨 

「  
に 

つ 

い 

て 

の 

覚 

書 
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