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は
じ
め
に

『
狭
衣
物
語
』
に
、
野
分
め
い
て
、
秋
風
が
荒
々
し
く
吹
い
て
、
窓
を
打
つ
雨
の
音
も
何
か
恐
ろ
し
く
聞
こ
え
る
宵
の
う
ち
に
、
狭
衣

の
君
が
雨
に
濡
れ
人
目
を
忍
ん
で
飛
鳥
井
の
女
君
の
許
へ
や
っ
て
き
た
と
い
う
場
面
が
あ
る
（
新
全
集
　
巻
一
　
一
二
一
頁（
１
（）。
こ
こ
に

見
え
る
「
窓
打
つ
雨
」
と
い
う
言
葉
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
及
び
『
平
安
後
期
物
語
引
歌
索
引
』（
新
典
社
　
一

九
九
一
年
）
に
お
い
て
、
白
居
易
の
漢
詩
「
上
陽
白
髪
人
」
の
一
句
で
あ
る
「
蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
」
が
典
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

白
居
易
に
よ
る
漢
詩
集
『
白
氏
文
集
』
が
平
安
物
語
へ
及
ぼ
し
た
影
響
の
甚
大
さ
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、『
源
氏
物

語
』
の
中
に
は
特
に
『
白
氏
文
集
』
を
典
拠
と
し
た
箇
所
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
『
源
氏
物
語
』
の
強
い
影
響
下
に
成
立

し
た
『
狭
衣
物
語
』
に
も
、『
白
氏
文
集
』
か
ら
受
容
し
た
と
み
ら
れ
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
右
に
述
べ
た
「
窓
打
つ
雨
」
は
『
源
氏

物
語
』
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
同
様
に
『
白
氏
文
集
』
が
典
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
源
氏
物
語
』
と
『
狭

衣
物
語
』
と
で
は
、
漢
詩
の
受
容
態
度
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
原
漢
詩
と
共
通
し
た
場
面
に
漢
詩
を
典
拠
と
す
る

表
現
を
用
い
る
の
に
対
し
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
原
漢
詩
の
場
面
と
は
乖
離
し
た
場
面
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
単
な
る
修
辞
と
し
て
用
い

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
漢
詩
文
受
容
研
究
が
、
典
拠
そ
の
も
の
の
追
求
に
力
が
注
が
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し

て
、
稿
者
は
、
受
容
す
る
側
の
物
語
に
お
い
て
、
典
拠
と
言
わ
れ
た
も
の
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
究
明
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
考
え
る
。
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本
稿
で
は
、『
狭
衣
物
語
』
だ
け
で
な
く
、
中
古
の
漢
詩
、
物
語
、
日
記
及
び
和
歌
に
複
数
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
「
蕭
蕭
暗
雨
打
窻

聲
」
と
い
う
一
句
を
典
拠
と
す
る
表
現
に
注
目
し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。
そ
の
際
、
ま
ず
中
国
文
学
に
お
い
て
「
雨
打
窻
聲
」
が
ど

の
よ
う
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
日
本
文
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
場
面
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
ど

の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
た
の
か
を
観
察
し
、
そ
の
受
容
態
度
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　

漢
詩
文
に
お
け
る
「
蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
」

「
蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
」
の
表
現
を
含
む
『
白
氏
文
集
』「
上
陽
白
髪
人
」（
巻
三
　
〇
一
三
一
）
は
、「
新
楽
府
五
十
首（
２
（」
に
属
し
、
唐
・

元
和
四
年
（
八
〇
九
）
作
、
こ
の
詩
は
天
子
の
寵
愛
を
期
待
し
て
後
宮
に
入
っ
た
美
女
が
、
楊
貴
妃
に
に
ら
ま
れ
て
上
陽
宮
に
と
じ
こ

め
ら
れ
、
結
婚
も
で
き
ず
に
空
し
く
一
生
を
過
ご
し
た
悲
哀
を
詠
じ
て
い
る
。
白
居
易
の
自
注
に
は
「
愍
怨
曠
也
」
と
あ
っ
て
、
配
偶

者
を
得
ら
れ
な
い
悲
し
み
を
哀
れ
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
は
「
上
陽
白
髪
人（
３
（」
の
一
部
分
で
あ
る
。

 

（
前
略
）

秋
夜
長
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
夜
長
し

夜
長
無
寐
天
不
明
　
　
　
　
夜
長
く
寐
ぬ
る
無
く
天
明
け
ず

耿
耿
殘
燈
背
壁
影
　
　
　
　
耿
耿
た
る
残
燈
壁
に
背
け
た
る
影

蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
　
　
　
　
蕭
蕭
た
る
暗
雨
窓
を
打
つ
声

春
日
遲
　
　
　
　
　
　
　
　
春
日
遅
し

日
遲
獨
坐
天
難
暮
　
　
　
　
日
遅
く
し
て
独
坐
す
れ
ば
天
暮
れ
難
し

宮
鶯
百
囀
愁
厭
聞
　
　
　
　
宮
鶯
百
囀
す
れ
ど
も
愁
へ
て
聞
く
を
厭
ひ

梁
燕
雙
栖
老
休
妬
　
　
　
　
梁
燕
双
栖
す
れ
ど
も
老
い
て
は
妬
む
を
休
む

 

（
後
略
）

上
陽
人
の
憂
鬱
な
日
々
が
秋
夜
の
「
殘
燈
」「
暗
雨
」、
春
日
の
「
天
難
暮
」「
宮
鶯
厭
聞
」
に
よ
っ
て
具
体
的
に
描
写
さ
れ
る
。
そ
の
中
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で
「
耿
耿
殘
燈
背
壁
影
、
蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
」
は
秋
の
夜
長
に
眠
れ
ず
、
悲
し
み
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

感
情
が
移
入
さ
れ
、
照
射
さ
れ
、
浸
み
込
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、「
風
」「
雨
」「
燈
」
で
す
ら
「
残
」
で
あ
り
「
暗
」
に
な
る
の
で
あ

る
。「
殘
燈
」、「
暗
雨
」
は
景
物
に
つ
い
て
の
言
葉
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
、
感
情
に
つ
い
て
の
言
葉
で
も
あ
る
の
だ
。

ま
た
、
白
居
易
の
『
和
微
之
詩
二
十
三
首
　
和
自
勸
二
首
・
其
二
』（
巻
五
二
　
二
二
六
七
）
は
、
妻
と
杯
を
交
わ
し
な
が
ら
、
歳
月

の
逝
く
こ
と
早
き
を
嘆
き
、
こ
の
半
月
間
に
四
人
の
旧
友
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
悼
む
と
い
う
詩
で
あ
る
。
こ
の
漢
詩
中
の
「
微
酣
靜

坐
未
能
眠
、
風
霰
蕭
蕭
打
窻
紙
」
で
は
、
夜
静
坐
を
し
て
眠
り
に
つ
け
ず
、
風
が
蕭
蕭
と
し
て
「
窓
紙
」
を
吹
き
付
け
る
と
い
う
場
面

が
描
か
れ
る
。
風
が
「
窓
紙
」
を
打
つ
音
は
詩
人
の
心
の
悲
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
白
居
易
の
友
人
元
稹
は
、
左
遷
さ
れ

失
意
の
ど
ん
底
で
、
白
居
易
の
江
州
司
馬
左
遷
を
耳
に
し
た
時
、「
垂
死
病
中
驚
坐
起
、
暗
風
吹
雨
入
寒
窻
」（『
聞
樂
天
授
江
州
司
馬
』　

四
五
八
六（
４
（）
と
詠
ん
だ
。
こ
の
一
句
は
、
元
稹
の
反
応
と
そ
の
時
の
情
景
が
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
全
唐
詩
』
に
お
い
て
、
雨
、
風
、
雪
な
ど
が
窓
を
打
つ
場
面
を
描
写
し
た
用
例
は
約
十
例
が
見
ら
れ
る
。
宋
詩
に
お
い
て
は
お
よ
そ

三
十
例
が
見
ら
れ
た
。
宋
詩
に
雨
が
窓
を
打
つ
例
を
示
す
と
、
陸
游
の
「
打
窻
風
雨
正
三
更
」（『
三
月
二
十
七
日
夜
醉
中
作
』）、「
豈
惟

半
夜
雨
打
窻
」（『
初
冬
風
雨
驟
寒
作
短
歌
』）、「
三
更
急
雨
打
窻
破
」（『
即
事
』）、
蘇
軾
の
「
臥
聽
蕭
蕭
雨
打
窻
」（『
書
雙
竹
湛
師
房
二

首
・
其
二
』）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
唐
宋
の
漢
詩
に
お
い
て
全
用
例
の
三
分
の
二
以
上
の
用
例
で
、「
雨
打
窻
聲
」
と
い
う
場
面
は
苦
境
に

立
た
さ
れ
た
場
面
で
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
中
国
文
学
に
お
い
て
雨
が
窓
を
打
つ
と
い
う
場
面
は
、

苦
境
に
立
た
さ
れ
た
場
面
で
詠
わ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。

日
本
に
お
い
て
は
、『
千
載
佳
句
』（
松
平
文
庫
本
）「
天
象
部
　
雨
夜
　
二
八
五
」
に
「
耿
耿
殘
燈
背
壁
影
、
蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
」
が

『
和
漢
朗
詠
集
』「
巻
上
　
秋
夜
　
二
三
三
」
に
「
秋
夜
長
、
夜
長
無
寐
天
不
明
、
耿
耿
殘
燈
背
壁
影
、
蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
」
が
確
認
で

き
る
。
中
の
「
雨
打
窻
聲
」
と
い
う
表
現
が
宮
女
が
秋
の
夜
長
な
か
な
か
寝
付
け
な
い
様
子
を
描
写
し
た
所
で
、
一
人
寝
の
わ
び
し
さ

を
表
わ
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
平
安
人
に
お
い
て
人
口
に
膾
炙
し
た
も
の
で
あ
る
。『
本
朝
無
題
詩
』（『
新
典
社
注

釈
叢
書
』　
新
典
社
）（
巻
五
）
に
お
い
て
も
、
藤
原
茂
明
に
よ
る
と
さ
れ
る
「
暗
雨
打
窻
天
未
曙
、
孤
灯
背
壁
暁
猶
残
」（『
冬
夜
言
志
』　

三
三
三
）
と
い
う
詩
に
、
詩
人
の
悲
し
み
を
表
す
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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二
「
蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
」
の
『
源
氏
物
語
』
へ
の
受
容

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、「
蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
」
と
い
う
一
句
は
次
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

五
月
雨
は
い
と
ど
な
が
め
暮
ら
し
た
ま
ふ
よ
り
外
の
こ
と
な
く
さ
う
ざ
う
し
き
に
︙
（
中
略
）
︙
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
降
り
く
る

雨
に
添
ひ
て
、
さ
と
吹
く
風
に
灯
籠
も
吹
き
ま
ど
は
し
て
、
空
暗
き
心
地
す
る
に
、
源
氏
「
窓
を
打
つ
声
」
な
ど
、
め
づ
ら
し
か
ら

ぬ
古
言
を
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
も
、
を
り
か
ら
に
や
、
妹
が
垣
根
に
お
と
な
は
せ
ま
ほ
し
き
御
声
な
り
。

 

（
新
全
集
　
幻
巻
　
五
三
九
頁
）

右
の
場
面
は
紫
の
上
を
亡
く
し
て
一
周
忌
も
近
づ
い
た
頃
、
折
し
も
五
月
雨
の
頃
で
、
さ
っ
と
吹
き
付
け
る
風
で
灯
籠
の
灯
が
揺
れ
て

消
え
そ
う
に
な
り
、
空
が
ま
っ
く
ら
に
な
る
時
で
、
光
源
氏
が
紫
の
上
の
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
感
じ
て
い
る
寂
し
さ
・
悲
し
さ
を
「
上

陽
白
髪
人
」
の
「
蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
」
の
一
句
を
詠
誦
し
て
、
そ
れ
は
紫
の
上
に
聞
か
せ
た
い
声
で
あ
る
、
と
源
氏
の
や
も
め
暮
ら
し

の
状
況
に
合
わ
せ
た
描
写
が
さ
れ
て
い
る
。
光
源
氏
が
自
ら
を
女
で
あ
る
上
陽
白
髪
人
に
重
ね
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
宮
殿
に
閉
じ
込

め
ら
れ
た
ま
ま
空
し
く
年
老
い
て
ゆ
く
宮
女
の
孤
独
な
姿
が
心
情
的
に
光
源
氏
と
通
ず
る
点
が
多
く
、
原
詩
の
蕭
々
と
雨
の
降
る
秋
夜

を
『
源
氏
物
語
』
で
は
風
ま
じ
り
の
五
月
雨
の
夜
の
寂
し
さ
に
置
き
換
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
上
陽
白
髪
人
」
の
内
容
を
理
解
し
て
い

て
こ
そ
、
物
語
の
背
景
や
上
陽
白
髪
人
と
光
源
氏
に
共
通
す
る
心
情
を
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
、
よ
り
深
く
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
源
氏
物
語
』
へ
の
『
白
氏
文
集
』
の
影
響
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
見
渡
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
影
響
関
係
に
は
、
訓
点
資

料
で
確
認
で
き
る
漢
文
訓
読
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
漢
文
を
平
仮
名
で
読
み
下
す
と
い
う
紫
式
部
の
創

作
手
法
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
築
島
裕
氏
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
紫
式
部
自
筆
の
原
本
で
は
、
訓
読
語
的
要

素
を
も
他
の
一
般
の
和
文
と
同
じ
く
、
平
仮
名
で
書
き
下
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
作
者
の
意
識
の
中
に
は
、
こ
の
単
語
こ
の
文

脈
は
、
漢
文
訓
読
調
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
蛍
の
い
と
多
う
飛
び
か
ふ
も
、
夕
殿
に
蛍
飛
ん
で

と
、
例
の
古
言
も
か
か
る
筋
に
の
み
口
馴
れ
た
ま
へ
り
」（
幻
巻
）
の
例
は
『
長
恨
歌
』
の
「
夕
殿
螢
飛
思
悄
然
、
秋
燈
挑
盡
未
成
眠
」

か
ら
受
容
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
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夕－

殿に

螢
飛て

思
、
悄－

然た
り、
秋の

燈
、
桃カ
ゝ
ヶ （

マ
マ
）_

盡て

未
レ
能
レ
眠こ
と

。（
大
東
急
記
念
文
庫
本
巻
十
二
286
行
）

バ
行
四
段
動
詞
で
あ
る
「
飛
ぶ
」
の
連
用
形
が
助
詞
「
て
」
に
連
な
っ
て
撥
音
便
化
す
る
例
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
ほ
か
に
存
在
し
な

い
と
考
え
ら
れ
、
訓
読
語
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
た
例
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る（
５
（。

こ
の
場
面
は
、
訓
読
文
を
直
接
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
に
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
や
玄
宗
皇
帝
が
悲
し
み
に
暮
れ
る
場

面
を
連
想
さ
せ
、
光
源
氏
の
悲
し
み
を
読
者
の
胸
に
訴
え
る
効
果
を
狙
っ
て
い
る
。

「
上
陽
白
髪
人
」
の
旧
抄
本
を
見
る
と
、
神
田
本
『
白
氏
文
集（
６
（』
巻
三
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

耿
レ々
残の

灯の

背す
レ
壁に

影
、
蕭
レ々
暗
雨の

打
窓を

聲
。

神
田
本
『
白
氏
文
集
』
の
該
当
箇
所
は
「
打
窓
ヲ
聲
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
訓
読
す
る
な
ら
、「
窓
を
打
聲
」
に
な
る
。
先
に
挙
げ

た
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
見
る
と
、「
窓
を
打
つ
声
な
ど
、
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
古
言
を
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
も
」
で
あ
り
、「
窓
を
打

声
」
と
一
致
し
、
窓
に
助
詞
「
を
」
が
付
い
て
い
る
。

ま
た
、
書
陵
部
蔵
藤
原
時
賢
筆
『
白
氏
文
集
』
巻
三
（
正
中
二
年
点
）
の
該
当
箇
所
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

秋の

夜
長シ

、
夜
長シ
て

  

無ケ
レ
は　

　
睡こ
と、
天そ  

不
明
。

耿 

　
　

た々
る（
墨
（

  

　
残の

　
　
燈の  

背タ
ル

  

　
壁に  

影
、
蕭
　
　
　

タ々
ル

  

暗ヨ
ル
ノ　

　
雨の  

打
レ
窓を  

聲
。（
上
陽
白
髪
人
154
）

 

『
源
氏
物
語
』
の
該
当
用
例
「
窓
を
打
つ
声
」
の
「
を
」
は
、
時
賢
本
の
朱
点
（
菅
原
家
訓
）「
を
」
と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
後

世
訓
に
も
ゆ
れ
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
こ
れ
が
後
世
の
一
般
訓
と
さ
れ
る
。
格
助
詞
「
ヲ
」
は
漢
文
訓
読
に
お
い
て
は
省
略
せ
ず
、
付

訓
を
常
と
す
る
た
め
、
こ
れ
は
漢
文
訓
読
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
は
宇
都
宮
睦
男
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る（
７
（。
ま
た
、
宇
都
宮

ク
シ
て（
茶
（

ホ
ノ
カ
ナ
ル（
朱
（

タ
ル（
朱
（

―
（
茶
（

ケ
ル
（
朱
（

・

シ
ツ
カ
ナ
ル（
朱
（

（
ク
ラ
（キ（
朱
（

―
（
朱
（

・
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氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
『
白
氏
文
集
』
を
受
容
し
た
用
例
が
、
時
賢
本
の
菅
原
家
訓
と
一
致
し
、
後
世
の
一
般

訓
と
も
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

「
窓
」
と
い
う
語
は
す
で
に
『
万
葉
集
』
に
用
例
を
見
る
が
、「
雨
打
窓
声
」
と
い
う
類
の
意
味
は
古
く
日
本
に
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
鈴
木
日
出
男
氏
は
、「
窓
と
い
う
語
自
体
、
本
来
は
漢
語
で
あ
り
、
歌
語
と
し
て
は
必
ず
し
も
伝
統
的
で
な
い
。
日
本
の
家
屋
の
実

際
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
は
漢
詩
的
な
用
語
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る（
８
（。
日
本
上
代
の
住
居
形
態
に
鑑
み
る
に
、
雨
が
打
ち
付
け
る
窓
が
当

時
日
本
に
存
在
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、「
雨
打
窓
声
」
と
い
う
表
現
を
日
本
独
自
に
生
み
出
し
た
と
は
考
え
に
く
い
と
思
わ
れ
る
。

三　
「
蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
」
の
和
歌
へ
の
受
容

前
述
の
ご
と
く
「
上
陽
白
髪
人
」
は
、
上
陽
宮
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
宮
女
の
悲
哀
と
苦
悩
を
語
る
詩
で
あ
り
、
日
本
の
後
宮
で
生
活

す
る
女
性
が
共
感
で
き
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
人
口
に
膾
炙
し
た
詩
句
で
あ
る
。
和
歌
の
世
界
に
お
い
て
も
、「
蕭
蕭
暗
雨
打
窻

聲
」
の
摂
取
は
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
お
い
て
も
以
下
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。

五
月
五
日
に
な
り
ぬ
。
雨
な
ほ
や
ま
ず
。
一
日
の
御
返
り
の
つ
ね
よ
り
も
も
の
思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
し
を
、
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
　
　

出
で
て
、
い
た
う
降
り
明
か
し
た
る
つ
と
め
て
、（
宮
）「
今
宵
の
雨
の
音
は
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
か
り
つ
る
を
」
な
ど
の
た
ま
は
せ

た
れ
ば
、

 
 

（
女
）「
夜
も
す
が
ら
な
に
ご
と
を
か
は
思
ひ
つ
る
窓
う
つ
雨
の
音
を
聞
き
つ
つ

か
げ
に
ゐ
な
が
ら
あ
や
し
き
ま
で
な
む
」
と
聞
こ
え
さ
せ
た
れ
ば
、
な
ほ
言
ふ
か
ひ
な
く
は
あ
ら
ず
か
し
と
お
ぼ
し
て
、
御
返
り
、

 
 

（
宮
）
わ
れ
も
さ
ぞ
思
ひ
や
り
つ
る
雨
の
音
を
さ
せ
る
つ
ま
な
き
宿
は
い
か
に
と

 

（
新
全
集
　
二
九
頁
）

雨
夜
に
逢
瀬
を
果
た
せ
な
い
二
人
を
描
く
場
面
で
あ
る
。
宮
か
ら
「
今
宵
の
雨
の
」
云
々
と
雨
に
こ
と
寄
せ
て
の
文
が
届
い
た
。
そ
れ

に
対
し
て
女
は
、
宮
の
訪
れ
も
な
く
雨
音
を
聞
く
我
が
身
を
、
上
陽
白
髪
人
が
「
窓
を
打
つ
雨
」
を
聞
く
姿
に
重
ね
、
宮
に
「
夜
も
す

が
ら
」
と
返
歌
し
て
い
る
。
逢
瀬
を
果
た
せ
な
い
の
は
雨
の
せ
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
身
分
の
違
う
相
手
と
の
恋
愛
に
対
す
る
宮
の
乳
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母
か
ら
の
諫
言
の
せ
い
で
も
あ
っ
た
。
女
が
自
ら
を
上
陽
白
髪
人
に
擬
え
、
寵
愛
を
絶
た
れ
た
女
が
悲
哀
に
震
え
る
雨
の
夜
を
過
ご
し

た
と
い
う
意
味
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
上
陽
白
髪
人
に
自
ら
を
擬
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恋
の
危
機
感
を
増
幅
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
。

こ
の
歌
と
上
陽
白
髪
人
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
古
く
岸
本
由
豆
流
の
『
和
泉
式
部
集
標
注
』
に
指
摘
が
あ
る
。『
和
泉
式
部
日
記
』

に
お
い
て
、
上
陽
白
髪
人
の
よ
う
に
忘
れ
去
ら
れ
た
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
こ
の
ま
ま
二
人
の
仲
が
絶
え
て
し
ま
う
可

能
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

右
に
示
し
た
「
よ
も
す
が
ら
」
の
歌
は
、
漢
字
・
仮
名
表
記
の
違
い
を
除
い
て
異
文
は
な
い
。
内
容
か
ら
見
る
と
、「
よ
も
す
が
ら
」

は
古
今
集
以
来
、
歌
語
と
し
て
の
用
例
が
多
い
。「
窓
打
つ
雨
」
と
い
う
表
現
は
、「
秋
こ
ろ
、
あ
め
の
よ
ひ
と
夜
ふ
る
を
き
き
て
　
な

げ
き
つ
つ
秋
の
よ
す
が
ら
ま
ど
ろ
ま
で
ま
ど
う
つ
あ
め
の
お
と
を
き
く
か
な
」（『
肥
後
集
』　
九
三
番
）
の
如
き
用
例
も
あ
る
が
、「
文

集
の
蕭
蕭
暗
雨
打
窓
声
と
い
ふ
心
を
よ
め
る
　
大
弐
高
遠
　
こ
ひ
し
く
は
ゆ
め
に
も
人
を
み
る
べ
き
を
ま
ど
う
つ
あ
め
に
め
を
さ
ま
し

つ
つ
」（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
雑
三
　
一
〇
一
五
番（
９
（）
の
よ
う
に
、『
白
氏
文
集
』「
上
陽
白
髪
人
」
の
あ
り
よ
う
を
な
ぞ
り
、
思
い
や
っ

た
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

和
歌
に
お
い
て
「
窓
打
つ
雨
」
と
い
う
場
面
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
調
査
し
て
み
る
と
、
詩
人
の
「
悲
し
み
」
や

「
愁
い
」
を
表
す
際
に
、
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
訓
読
語
的
特
徴
が
消
え
て
、
完
全
に
和
文
ら
し
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
典
拠
と

さ
れ
る
漢
詩
の
「
上
陽
白
髪
人
」
の
描
写
は
秋
で
あ
る
た
め
、
日
本
に
お
い
て
、「
蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
」
と
い
う
一
句
は
『
和
漢
朗
詠

集
』
や
『
千
載
佳
句
』
の
秋
部
に
属
し
、「
窓
打
つ
雨
」
と
い
う
言
葉
は
殆
ど
秋
を
描
写
す
る
時
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
中

国
の
漢
詩
に
お
い
て
は
秋
だ
け
で
な
く
、
春
雨
・
風
・
冬
雪
が
窓
に
吹
き
込
ん
で
き
た
場
面
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
張
泌
の
「
春

雨
打
窻
、
驚
夢
覺
來
天
氣
曉
」（『
酒
泉
子
』）
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。

四　
「
蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
」
の
『
狭
衣
物
語
』
へ
の
受
容

さ
て
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
『
狭
衣
物
語
』
に
お
い
て
も
こ
の
「
上
陽
白
髪
人
」
の
例
を
引
用
し
た
例
が
確
認
で
き
る
。

野
分
だ
ち
て
、
風
い
と
荒
ら
か
に
、
窓
打
つ
雨
も
も
の
恐
ろ
し
う
聞
こ
ゆ
る
宵
の
粉
れ
に
、
例
の
忍
び
て
お
は
し
た
り
。
い
つ
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も
な
よ
な
よ
と
や
つ
れ
な
し
給
へ
る
に
、
い
と
ど
雨
に
さ
へ
い
た
う
そ
ぼ
ち
て
、
隠
れ
な
き
御
匂
ひ
ば
か
り
は
、
と
こ
ろ
せ
き
ま

で
く
ゆ
り
満
ち
た
る
を
、
隣
々
に
は
、
あ
や
し
が
る
も
を
か
し
か
り
け
り
。

 

（
新
全
集
　
巻
一
　
一
二
一
頁
）

こ
れ
は
野
分
の
夜
の
邂
逅
を
描
い
た
場
面
で
、
野
分
だ
け
で
な
く
、「
窓
打
つ
雨
」
ま
で
が
降
り
、
狭
衣
と
飛
鳥
井
女
君
の
恋
を
揺
る
が

す
も
の
の
比
喩
と
な
っ
て
い
る
。
季
節
は
明
確
で
は
な
い
が
、
後
の
乳
母
が
女
君
を
連
れ
出
す
場
面
で
、
女
君
が
「
変
ら
じ
と
言
ひ
し

椎
柴
待
ち
見
ば
や
常
盤
の
森
に
あ
き
や
見
ゆ
る
と
」
と
い
う
和
歌
を
詠
じ
て
、
秋
の
気
配
が
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
「
窓
打
つ
雨
」
の

場
面
も
秋
で
あ
ろ
う
。

『
狭
衣
物
語
』
の
「
蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
」
の
引
用
は
、「
上
陽
白
髪
人
」
に
み
た
よ
う
な
年
老
い
た
宮
女
が
夜
雨
の
音
を
聞
き
な
が
ら

寝
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
う
い
っ
た
わ
び
し
さ
を
象
徴
す
る
よ
う
な
意
味
合
い
を
含
ま
ず
、
た
だ
夜
に
雨
が
降
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
さ
す
。「
上
陽
白
髪
人
」
の
よ
う
に
一
人
寝
で
寂
し
く
て
、
二
人
が
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
は
な
く
、
光
源
氏
の
よ
う

に
死
別
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
こ
れ
か
ら
二
人
の
逢
瀬
が
語
ら
れ
る
。
死
別
し
た
恋
人
を
思
う
場
面
で
用
い
ら
れ
る
『
源
氏
物
語
』
や

逢
え
な
い
状
況
で
用
い
ら
れ
る
『
和
泉
式
部
日
記
』
と
は
正
反
対
と
も
言
え
る
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
狭
衣
物
語
』
の

諸
伝
本
同
士
を
比
較
し
て
み
て
も
、「
窓
打
つ
雨
」
に
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、「
窓
打
つ
雨
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
が
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
恋
の
悲
し
い
行
方
を
想
わ
せ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
こ
れ
か
ら
の
悲
し
み
や
愁
い
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
悲
し
み
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
か
は
、
今
は
ま
だ
も
ち
ろ
ん
明
言
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
狭
衣
と
飛
鳥
井
に
起
こ
る
悲
劇
を
暗
示
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
の
野
分
を
冒
し
て
飛
鳥
井
の
も
と
に
通
う
と
い
う
場
面
が
描
か
れ
た
後
、
次
は
狭
衣
が
飛
鳥
井
を
夢
に
見
て
、
不
安
に
思
う
場
面

が
描
か
れ
た
。
あ
い
に
く
重
い
物
忌
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
こ
れ
に
先
立
ち
狭
衣
の
乳
母
子
道
成
は
父
の
赴
任
を
機
会
に
、
以
前
に

見
初
め
た
飛
鳥
井
を
筑
紫
に
同
伴
し
よ
う
と
し
て
乳
母
と
二
人
で
画
策
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
乳
母
は
土
忌
を
口
実
に
飛
鳥
井
を
連
れ

出
し
、
筑
紫
行
き
の
船
に
乗
せ
る
。
結
局
飛
鳥
井
は
道
成
の
求
愛
を
拒
み
続
け
、
虫
明
の
瀬
戸
で
入
水
し
よ
う
と
す
る
。
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終
わ
り
に

以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
蕭
蕭
暗
雨
打
窓
聲
」
は
夜
の
黒
々
と
し
た
風
が
、
雨
を
交
え
て
寒
々
し
く
窓
に
吹
き
当
た
る
と
い
う
情

景
を
描
写
し
て
、
悲
し
い
思
い
を
引
き
立
て
る
役
割
を
し
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
光
源
氏
が
目
の
前
の
光
景
や
そ
の
場
の
心
境
を
表
す
た
め
に
、
記
憶
の
中
に
あ
る
漢
詩
の
表
現
を
借
り

て
、
口
ず
さ
ん
だ
の
で
あ
る
。
原
典
と
し
て
の
漢
詩
と
完
璧
に
合
致
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
意
味
に
せ
よ
、
雰
囲
気
に
せ
よ
、

原
詩
の
も
つ
も
の
を
ほ
と
ん
ど
損
な
っ
て
い
な
い
。『
源
氏
物
語
』
が
『
白
氏
文
集
』
を
こ
れ
ほ
ど
正
確
に
、
ま
た
自
由
に
利
用
し
た
こ

と
を
考
え
る
と
、『
白
氏
文
集
』
で
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
内
容
を
背
景
と
し
て
物
語
が
展
開
し
、
漢
籍
と
は
『
源
氏
物
語
』
の
心
を

支
え
る
大
き
な
原
動
力
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
の
「
上
陽
白
髪
人
」
引
用
は
、『
白
氏
文
集
』
を
当
時
の
読
み
手
が
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

物
語
を
構
成
し
た
と
思
わ
れ
る
。
直
接
訓
読
文
を
記
載
し
た
こ
と
は
、
当
時
こ
れ
ら
の
漢
詩
文
が
読
み
下
さ
れ
て
お
り
、
且
つ
、
訓
読

文
の
一
部
の
み
を
引
用
し
て
全
体
を
想
起
さ
せ
る
表
現
効
果
は
、
読
み
手
が
「
上
陽
白
髪
人
」
を
読
み
下
し
て
読
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
っ

て
保
証
さ
れ
る
。

『
狭
衣
物
語
』
の
漢
詩
文
受
容
は
、
白
居
易
詩
の
原
義
に
即
し
た
も
の
で
は
な
く
、
原
詩
の
宮
女
の
孤
独
・
凄
寥
の
心
情
を
ま
っ
た
く

無
視
し
て
お
り
、
原
詩
の
雨
風
の
激
し
さ
を
描
写
す
る
字
面
の
み
を
使
っ
て
、
忍
ん
で
来
た
こ
と
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
。『
源
氏
物

語
』
の
よ
う
な
物
語
の
骨
格
に
ふ
れ
る
ま
で
の
受
容
態
度
と
違
っ
て
、
表
現
と
し
て
用
い
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
表
面
的
に
修
辞
と
し
て
用
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
一
方
で
悲
し
い
雰
囲
気
を
引
き
立
た
せ
る
と
い
う
働
き
を
し
て
い

て
、
後
の
悲
劇
を
暗
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
原
漢
詩
文
の
場
面
を
巧
み
に
変
容
さ
せ
、
物
語
を
盛
り
上
げ
る
効
果
を

も
た
ら
す
た
め
の
苦
心
の
跡
が
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
当
時
「
蕭
蕭
暗
雨
打
窻
聲
」
と
い
う
漢
文
表
現
が
、
す
で
に
和

文
化
し
て
い
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。

今
後
は
、
以
上
の
考
察
結
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
本
稿
で
は
ま
だ
触
れ
て
い
な
い
『
狭
衣
物
語
』
の
漢
詩
文
受
容
の
例
を
分
析
し
、

更
に
詳
し
く
作
者
の
意
図
と
引
用
の
技
法
を
考
察
し
た
い
。
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（
1
）  

本
稿
に
お
い
て
『
狭
衣
物
語
』
及
び
以
下
の
『
和
泉
式
部
日
記
』、『
源
氏
物
語
』
と
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
り
、
巻
名
と
所
出
頁
を
付
し
た
。
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
2
）  
「
新
楽
府
五
十
首
」
に
は
、
そ
の
冒
頭
に
、
白
居
易
に
よ
る
詳
細
な
序
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
こ
れ
ら
の
詩
歌
が
儒
家
の

伝
統
で
あ
る
『
詩
経
』
に
基
づ
き
、
文
飾
の
た
め
で
は
な
く
、
国
家
の
た
め
に
綴
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
末

尾
に
は
「
唐
元
和
四
年
左
拾
遺
白
居
易
作
」
と
自
身
の
官
名
を
付
し
て
署
名
し
て
い
る
。
作
品
番
号
は
花
房
英
樹
『
白
氏
文
集
の
批
判
的

研
究
』（
彙
文
堂
書
店
　
一
九
六
〇
年
）
に
よ
る
。

（
3
）  

テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
下
定
雅
弘
・
神
鷹
徳
治
編
『
那
波
本
白
氏
文
集
：
宮
内
庁
所
蔵
』（
勉
誠
出
版
　
二
〇
一
二
年
）
に
よ
る
。
読
み
下

し
は
稿
者
に
よ
る
。

（
4
）  

こ
の
詩
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
幾
つ
か
の
文
字
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
け
る
唐
詩
の
引
用
は
、
基
本
的
に
『
全
唐
詩
』（
中
華

書
局
）
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
番
号
も
『
全
唐
詩
』
に
よ
っ
て
付
し
た
。
ま
た
、
宋
詩
の
引
用
は
元
智
大
学

宋
詩
検
索
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
。

（
5
）  

築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
六
三
年
）
に
よ
る
。

（
6
）  

太
田
次
男
・
小
林
芳
規
『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』（
勉
誠
社
　
一
九
八
二
年
）
に
よ
る
。
神
田
本
を
書
写
し
た
人
は
、
藤
原
茂
明

（
当
初
の
名
は
知
明
）
で
あ
る
。
そ
の
書
写
の
日
時
は
、
巻
三
末
尾
に
付
さ
れ
た
奥
書
に
よ
っ
て
「
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
五
月
五
日
未

時
」
と
判
明
す
る
。
ま
た
、
本
文
を
書
写
し
た
後
、
改
め
て
「
訓
点
」
を
書
き
入
れ
る
作
業
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
時
も
「
天
永
四
年
（
一

一
一
三
）
三
月
二
十
八
日
の
哺
時
」
雨
降
る
中
に
完
了
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）  

宇
都
宮
睦
男
『
白
氏
文
集
訓
点
の
研
究
』
第
三
章
（
溪
水
社
　
一
九
八
四
年
）
に
よ
る
。
ま
た
、
上
例
の
「
背
タ
ル
」
の
「
タ
ル
」
の

右
肩
に
朱
合
点
、「
蕭
々
タ
ル
」
の
「
タ
ル
」
の
右
肩
に
朱
合
点
、
左
肩
に
黄
合
点
、「
ヨ
ル
ノ
」
の
右
肩
に
朱
合
点
が
あ
る
。

（
8
）  

鈴
木
日
出
男
『
古
代
和
歌
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
九
〇
年
）
に
よ
る
。

（
9
）  

本
稿
に
お
い
て
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
に
よ
り
、
歌
番
号
を
付
し
た
。


