
季
節
別
に
み
る
と
春
七
•
五
％、
夏―――
四
・＝＝
％、
秋
二
四
•
五

区

自
然
観
照
に
お
い
て
視
覚
と
並
び
称
さ
れ
る
聴
寛
的
な
歌
を
四

て
い
る
か
を
考
察
し
て
み
た
い。

か
A
る
雪
の
玉
水
(
-
=
1、
式
子
内
親
王）

新
古
今
集
中
の
感
覚
的
紫
材
は
視
覚、
聴
覚、
嗅
党
に
よ
る
も
の

が
大
部
分
で
あ
る
が、
触
覚、
冷
覚、
温
覚
に
よ
る
も
の
も
稀
に

は
見
ら
れ
る。
本
論
で
は、
こ
れ
ら
の
感
覚
的
索
材
の
中、
特
に

興
に
起
因
す
る
歌
を
採
り
あ
げ、
そ
れ
が
自
然
観
照
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し、
ど
の
よ
う
な
美
的
効
果
を
も
た
ら
し

季
の
歌
（
七
0
六
首）
に
限
っ
て
み
る
と、
春―
――一
首、
夏
三
八

首、
秋
六
五
首、
冬一＿一
三
首
の
計一
四
九
首、
約
廿ー
％
で
あ
る。

山
ふ
か
み
春
と
も
し
ら
ぬ
松
の
戸
に
た
え
だ
え

る。

聴
覚
に
よ
る
も
の、
す
な
わ
ち、
作
歌
上
の
動
機
が
音
響
的
な
感

な
歌
の
傾
向
を
順
次
考
察
し
て
み
よ
う。

う
ち一
0
首
を
挙
け
る
に
留
め、
夏
と
の
接
点
に
あ
た
る
ー
ニ
五、

一
六
二
（
国
歌
大
観
番
号
に
よ
る）
の
三
首
は
省
略
ナ
，

谷
河
の
う
ち
出
づ
る
波
も
声
た
て
つ
う
ぐ
ひ

す
さ
そ
へ
春
の
山
風
（一
七、
家
隆）

鶯
の
な
け
ど
も
い
ま
だ
ふ
る
雪
に
杉
の
葉
し

ろ
き
あ
ふ
さ
か
の
山
（一
八、
後
烏
羽
院
）．．．
 

梓
弓
は
る
山
ち
か
く
家
居
し
て
た
え
ず
き
ゞ

一
六一
、

春
の
歌
に
お
い
て
聴
堂
の
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
I

I―一
首
あ
る
が、

こ
と
は
表
現
さ
れ
た
も
の
の
美
的
内
容
に
か
か
わ
る
特
徴
で
あ
る。

意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か。
ま
ず
四
季
の
歌
に
お
け
る
聴
覚
的

主
と
し
て
創
作
態
度
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り、
象
徴
的
と
い
う

る
た
め
か
と
思
わ
れ
る。
夏
の
歌
は
音
響
に
よ
る
涼
惑
の
効
果
を

的、
象
徴
的
な
点
に
あ
る
と
言
わ
れ
る。
惑
覚
的
と
い
う
こ
と
は

現
が
主
と
な
り、
嗅
覚
的、
視
覚
的
な
歌
が
こ
の
季
節
に
集
中
す

新
古
今
集
の
様
式
的
特
徴
は
一
般
に
感
覚
的、
絵
画
的、
印
象

の
は、
そ
の
季
節
感
が
匂
．
呑
に
よ
る
暖
か
さ、
華
や
か
さ
の
表

松

井

律

子

新
古
今
集
の
自
然
観
照
に
つ
い
て

ー
聴
覚
に
よ
る
場
合
ー

傾
向
は
集
中
の
歌
数
序
列
の
秋
ー
春
！
冬
ー
夏
と
は
ほ
と
ん
ど
逆

の
傾
向
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
の
相
違
を
呈
す
る。
春
が
最
も
少
い
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か
ら
み
合
う
。

間
の
心
理
に
重
点
を
崖
き、

優
し
く
艶
な
旋
律
を
奏
で、

全
体
と

花、

落
花
等
の
自
然
の
風
物
の
推
移
を
時
間
的
契
機
と
し、

深
山

の
春、

谷
河
の
春、

山
家
の
春、

里
の
春
と
移
行
す
る
空
間
的
契

機
が
組
合
わ
さ
れ、
，
春
を
待
ち
行
く
を
惜
し
む
人
間
心
理
の
彩
も

ラ
イ
マ
ウ
ク
ス
を
詠
い
あ
げ
る
。

や
が
て
散
り
行
く
花
と
夕
暮
に
、

す
な
わ
ち、

松
の
雪
ど
け
、

谷
河
の
波、

怯、

淡
雪、

帰
雁、

霞、

ら、

ゆ
る
や
か
に
巡
り
く
る
春
の
テ
ソ
ボ
を
表
象
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

俄
に
舞
台
は
変
り、

1

首
中
に
「
霞」

の
声
を
盛
り
込
み、

視
覚
と
聴
覚
を
交
錯
さ
せ、

明
る
＜
春
の
ク

春
の
終
り
を
告
げ
る
入
相
の
鐘
の
音
に、

人
生
の
無
常
観
を
投
入

す
る
。

九‘・
1

0
の
二
首
は
花
を
愛
で
散
る
を
惜
し
む
と
い
う
人

こ
の
一

0
首
の
歌
に
は
一

種
の
季
節
的
な
述
続
が
見
出
さ
れ
る
。

「
桜
花
」

「
鶯」

鐘
に
花
ぞ
ち
り
け
る
(

I

1

六、

能
因）

や
う
ぐ
ひ
す
の
な
く
(
-

0
九，

読
人
し
ら
ず
）

1
0、
山
里
の
春
の
夕
荘
来
て
み
れ
ば
い
り
あ
ひ
の

ー
シ
ョ
ン
が
み
ら
れ、

往
き
つ
戻
り
つ
の
状
態
を
緑
り
返
し
な
が

同
一

素
材
の
反
復
と
な
り
な
が
ら
も、

そ
こ
に
は
徴
妙
な．ハ
リ
エ

霞
た
つ
は
る
の
山
辺
に
桜
花
あ
か
ず
ち
る
と

イ
メ
ー
ジ
と
共
感
さ
せ
て
い
る
。

ぶ
に
伝
ふ
軒
の
玉
水
（
六
四、

行
変）

を
物
語
り
ヽ

五
の
「
う
つ
ろ
ふ
」

は
聴
覚
の
イ
メ
ー
ジ
を
視
覚
的

つ
く
づ
く
と
春
の
な
が
め
の
寂
し
き
は
し
の

の
逆
接
の
接
続
詞
r
ど
も
」

が
春
を
心
待
ち
に
し
て
い
る
人
の
心

ま
よ
ふ
声
聞
ゆ
な
り
（
六
0、

読
人
し
ら
ず
）

波
音
に
春
の
声
を
聴
い
た
喜
び
が
助
詞
「
も
」

に
集
約
さ
れ、

七

故
郷
に
か
へ
る
雁
が
ね
小
夜
吏
け
て
雲
路
に

か
ら
谷
河、

山
家、

山
里
へ
と
視
界
は
次
第
に
拡
が
る
。

谷
河
の

メ
ー
ジ
を
声
調
の
上
か
ら
も
効
果
的
な
も
の
と
し

て
い
る
。

深
山

六、

は
あ
る
け
れ
ど
も
規
則
的
な
リ
ズ
ム
と
な
っ
て
聴
こ
え
て
く
る
イ

＇
写

つ
る
う
ぐ
ひ
す
の
声
（
二
九，

山
辺
赤
人
）

梅
が
枝
に
な
き
て
移
ろ
ふ
う
ぐ
ひ
す
の
は
ね

白
妙
に
沫
雪
ぞ
ふ
る
い
(
=1
0、

読
人
し
ら
ず
）

き
く
人
ぞ
涙
は
落
つ
る
帰
る
雁
な
き
て
行
く

な
る
あ
け
ぽ
の
4
空
（
五
九、

俊
成
）

謁
高
き
」

と
評
し
て
い
る
よ
う
に、

み
づ
」

の
r
ま
」

の
同
音
反
復
に
よ
っ
て
雪
解
け
の
音
が
間
遠
で

内
親
王
の
歌
に
つ
い
て
は
「
尾
張
の
家
苔
」

が
r
姿
や
さ
し
く

「
や
ま
」

「
ま
つ
」

r
た
ま

1

~

五
で
は
雪、

鶯、

淡
雪
と
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L

と
は
難
し
い。

さ
の
中
で
は
音
は
冴え
ず
聴
覚
的
な
歌
と
し
て
は
秀
歌
を
見
出
す

写 四、

う
ち
じ
め
り
菖
蒲
ぞ
か
を
る
時
鳥
な
く
や
さ

嗅
的
な
歌
に
中
心
地
帯
が
あ
り、

季
節
感
の
の
ど

かさ、
暖
か

も
知
り
得
る
の
で
あ
る。
但
し、
春
の
歌
に
お
い
て
は
視
覚
的、

=r
 
郭
＾ム
ふ
か
き
純
よ
り
出
で
に
け
り
外
山
の
す

が
い

た＆R
徴
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
配
列
美
と
の
連
関
の
上
か
ら

し
て
は
交
響
詩
的
な
構
成
を
も
っ
て
い
る。

こ
こ
に
列
挙
し
た
一
〇
首
の
歌
は
楳
の
配
列
順
に
従
っ
て
抽
出

し
た
も
の
で
あ
り、
聴
箕
の
み
を
頼
り
に
春
を
尋
ね
て
み
て
も、

風
物
の
推
移
の
情
趣
は
十
分
に
感
得
で
き
る。
風
巻
最
次
郎
氏
が

．
．
．
．
．
 

「
新
古
今
集
の
芸
術
的
な
匂
は、
配
列
上
の
周
到
な
注
意
と
繊
細

な
感
覚
と
に
拠
る
事
が
甚
だ
大
で
あ
っ
虚
r
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に、

聡
覚
的
な
歌
の
み
を
抽
出
し
て
み
て
も
感
箕
的
な
自
然
観
照

二

夏
の
歌
に
お
い
て
聴
覚の
詠
ま
れ
て
い
る
の
ば
三
八
首あ
る。

そ
の
中
で
風
の
音
（二

五六、
二
五
七）
、
ひ
ぐ
ら
し
（二
六
八、

二
六
九．）
．．、
・
郷
の
声
（二
七
0、
二
七
一
）

を
素
材
と
し
た
六
首

以
外
は、．
道
元
禅
師
の
「
呑
は
花
夏
ほ
と
と
ぎ
す
秋は
月
冬
雪さ

え
て
冷
しか
り
．け
り」

（
傘
松
追
詠）

を
挙
げる
ま
で
もな
く、

人
々
の
耳は
全
て
時
鳥
の
一

声
に
凝
集
す
る〇、．
時
鳥
の
声
を
軸
に

て
述
ぺ
よ
う。

雨
そ
A
ぐ
は
な
橘
に
風
す
ぎ
て
や
ま
ほ
と
A

ぎ
す
雲
に
な
く
な
り
(11
0
二、

俊
成）

我
心
い
か
に
せ
よ
と
て
ほ
と
4
ぎ
す
雲
間
の

月の
影
に
な
く
ら
む
（
二1
0、
俊
成）

そ
に
声
の
お
ち
く
る
（
ニ
ー
八、
西
行
）

．
つ
き
の
雨
の
夕
ぐ
れ
（ニ
ニ
0、
良
経）

郭
公
ri
居
の
よ
そ
に
す
ぎ
ぬ
な
り
は
れ
ぬ
思

の
さみ
だ
れ
の
こ
ろ
（二
三
六、

後
鳥
羽
院）

新
古
今
集
で
は
時
鳥
の声
の
発
落
点
を
多
く
「雨
」．．
 る
雲
J..J
.
-

,

．い

「
纂
路」．．
「
坦
居
の
よ
そ」

「
空」
と
主
体
か
ら
遠
く
騒
げ
農．
れ．

た
位
置に
求め
る
傾
向
が
強
い。
こ
れ
を
古
今
集
と
比
較
し・て
み[

r

.

.

る
と、

古
今
集
中、

時
烏
の
嗚
き声

を
空
に
求
め
た
唯
一．
の
例と

思わ
れ
る
歌に
「
五
月雨
の
空も
と
ゞ
ろ
に
時
鳥な
にを
う
し
と
r
"f

い
音、
か
す
か
な
音
を
捉
え
よ
う
と
す
る
聴
覚
の
志
向
性
に
つ
い

鳴
き
声
の
発
声
点
と
時
間
と
人
の
心
の
三
要
素
の
織
り
な
す
芙
ヘ

と
モ
チ
ー
フ
は
展
開
す
る
が、
こ
こ
で
は
新
古
今
集
に
顕
著
な
遠
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（一
四
九一
、

家
持）
の
歌
と、
前
掲
の

今
集
の
歌
は
知
性
の
反
省
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
小
宇
宙
が
表

体
と
客
体
と
の
間
に
何
ら
の
問
隙
も
な
く一
体
化
し
て
い
る。
古

ず）
の
歌
と
は
全
く
異
な
r
た
イ
デ
ー
の
世
界
を
展
開
し
て
い
る。

視
覚
化
が
音
に
ス
ピ
ー
ド
感
を
与
え
て
い
る。
遥
か
な
音、
か
す

す
我
衣
手
の
ひ
づ
を
か
ら
な
む」

流
れ
を
瞬
間
的、
印
象
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
し、
聴
覚
の

「
過
ぎ
ぬ
な
り」
の
表
現
は
遠
い
彼
方
か
ら
聴
こ
え
て
く
る
音
の

な
遠
さ
を
暗
示
す
る。
ま
た、

「
出
で
に
け
り」

か
な
音
を
瞬
間
的、
印
象
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
新
古
今
集
の
特

徴
は
万
葉
集
の
「
卯
の
花
の
過
ぎ
ば
惜
し
み
か
霧
公
烏
雨
問
も
お

か
ず
こ
ゆ
嗚
き
渡
る」

古
今
集
の
歌
と
の
三
首
を
比
較
す
る
と
き、
よ
り
明
確
に
な
る。

こ
の
歌
は
本
歌
と
み
ら
れ
る
「
声
は
し
て
涙
は
見
え
ぬ
ほ
と
4
ぎ

（
古
今
集一
四
九、
読
人
し
ら

自
然
を
人
事
に
渾一
さ
せ
る
の
で
は
な
く、
こ
こ
に
は
も
は
や
主

r
お
ち
＜
る」

な
ど
の
知
覚
不
可
能
な
閻
に
吸
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
気
分
的

声
は
し
て
撲
路
に
む
せ
ぶ
ほ
と
4
ぎ
す
涙
や
椴
ぐ

宵
の
む
ら
さ
め
（
ニ
ー
五、
新
古
今）

次
の
歌
を
挙
げ
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

る
音
の
う
ち
最
も
か
す
か
な
音
を
捉
え
よ
う
と
し、

雲
・
雨
・
空

惑
し
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
の
例
証
と
し
て
更
に
式
子
内
親
王
の

ら
れ
る
ご
と
く
古
来
よ
り
逼
か
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た。
そ
の
よ

う
な
本
意
を
踏
ま
え
な
が
ら、

新
古
今
集
の
聴
覚
は
耳
で
捉
え
う

と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く、
自
然
と
人
問
が
空
間
を
隔
て
て
交

た
「
睛
れ
ぬ
思
ひ」
に
襲
わ
れ
る。
そ
れ
は
人
間
が
自
然
を
対
象

い
る
こ
と
が
判
明
す
る。

時
烏
の
声
は
万
葉
集
の
r
夏
山
の
木
末
の
繁
に
霜
公
鳥
嗚
き
と

よ
む
な
る
声
の
謡
け
さ」
（一
四
九
四、

家
持）
と
い
う
歌
に
見

雲
の
あ
な
た
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
郭
公
を
r
過
ぎ
ぬ
な
り」

と
意
識
し
た
瞬
問、
無
意
識
の
状
態
で
は
想
像
だ
に
で
き
な
か
っ

問
と
の
関
係
を
い
か
に
捉
え
た
で
あ
る
う
か。
後
鳥
羽
院
は
低
い

こ
と
を
意
味
し、
聴
党
の
志
向
性
は
か
な
り
身
近
に
求
め
ら
れ
て

助
詞
「
も」
が
嗚
き
声
の
五
月
雨
の
空
ま
で
も
縣
く
よ
う
で
あ
る

「
空
も」
の

か
夜
た
ゞ
嗚
＜
覧」
（一
六
0、
貫
之）
が
あ
る。
と
こ
ろ
が
古

今
集
で
は
時
烏
の
鳴
き
声
を
空
に
求
め
な
が
ら
も、

前
者
の
「
こ
ゆ
嗚
き
渡
る」
後
者
の
「
夜
た
ゞ
鳴
く
ら
む」
は
共

に
嗚
き
声
を
時
間
的
継
続
の
上
か
ら
捉
え
て
い
る。

音
は
惑
覚
的
素
材
の
中
で
最
も
瞬
問
的
印
象
性
の
強
い
も
の
で

あ
る。
こ
の
特
色
を
用
い
て
新
古
今
時
代
の
歌
人
逹
は
自
然
と
人
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聴
笈
の
交
響、

音
の
空
間
的
契
機、

音
の
重
層
と
い
う一
1一
種
類
に

は
省
略
す
る
）

は
風
の
音
が
素
材
で
あ
る
。

風
の
音
に
秋
の
訪
れ

最
も
多
く
六
五
首
あ
る
。

こ
れ
は
音
の
豊
富
さ
（
風
の
音、

鹿
・

雁
の
声、

虫
の
音、

砧
の
音）

と
澄
み
切
っ
た
秋
の
夜
空
に
癌
＜

音
の
清
澄
と
い
う
季
節
的
特
色
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

素
材
の
中
心
は
風
の
音
で
あ
る
。

殊
に
秋
の
歌
の
冒
頭
の
六
首

（
二
八
六
・
ニ
八
八
・
ニ
九
0
•

三
O
lli
·
――1
0
六
·
――1
0
七
歌

を
い
ち
早
く
感
知
す
る
の
は
「
秋
き
ぬ
と
め
に
は
さ
や
か
に
見
え

ね
共
風
の
音
に
ぞ
駕
か
れ
ぬ
る
」

（
古
今
集
・
1

六
九、

藤
原
敏

行）

と
い
う
歌
以
来
の
伝
統
か
と
思
わ
れ
る
。

新
古
今
は
風
の
音

の
変
化
に
よ
っ
て
秋
の
訪
れ
の
テ
ソ
ポ
が
急
速
な
こ
と
を
示
し、

ひ
い
て
は
時
間
的
な
配
列
美
に
も
絡
み
合
わ
せ
て
巧
み
で
あ
る
。

さ
て、

歌
数、

音
色
の
種
類
の
豊
富
さ、

千
変
万
化
な
風
の
音
は

必
然
的
に
春
・

夏
の
歌
と
は
異
な
る
複
雑
な
様
相
を
歌
の
構
成
の

上
に
及
ぼ
し
て
い
る
。

そ
の
為
に、

こ
こ
で
は
便
宜
上、

視
覚
と

秋
の
歌
に
お
い
て
聴
覚
の
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
四
季
を
通
し
て

う
と
す
る
。

現
さ
れ、

内
親
王
の
歌
は
自
己
の
感
覚
面
か
ら
自
然
を
表
現
し
よ

状
況
を
想
像
し
て
い
る
と
も、

或
い
は
鹿
の
声
に
よ
っ
て、

そ
の

隆
の
歌
は
想
像
の
上
で
鹿
の
声
を
聴
き、

そ
の
鹿
が
立
っ
て
い
る

（
但
し、

例
歌
の
中、

代
表
的
な

歌
の
み
を
採
り
あ
げ、

他
は
適
宜
省
略
す
る
。

以
下
同
様）

下
紅
葉
か
っ
ち
る
山
の
夕
時
雨
ぬ
れ
て
や
ひ

と
り
鹿
の
な
く
ら
む
（
四
三
七、

家
隆）

跡
も
な
き
庭
の
浅
茅
に
む
す
ぼ
4
れ
露
の
底

な
る
松
む
し
の
こ
ゑ
（
四
七
四、

式
子
内
親
王
）

こ
の
三
首
は
視
覚
と
聴
覚
の
交
響
と
言
え
よ
う。

鹿
の
声、

松

虫
の
音
を
「
ぬ
れ
て
や
ひ
と
り
」

鹿、

鶉、

松
虫
と
い
う
秋
の
素
材
を
理
屈
や
因
果
関
係
で
な
く
感

「
露
の
底
な
る
」

と
形
象
化
し、

覚
で
結
合
さ
せ
て
い
る
。
一＿一
首
と
も
に
鹿、

松
虫、

鶉
の
嗚
き
声

の
印
象
か
ら、

そ
の
背
景
た
る
自
然
を
勢
髯
し
て
い
る
。

唯、

家

湯
の
状
況
を
想
像
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

「
尾
張
の
家
苔」

は

「
下
も
み
ぢ
か
っ
ち
る
山
の
夕
し
ぐ
れ
は
折
か
ら
の
哀
な
る
事
を

い
ひ
つ
く
し、

ぬ
れ
て
や
ひ
と
り
は
わ
び
し
さ
の
重
昼
し
た
る
さ

ま
を
い
ひ
つ
く
し
た
り
」

と
上
句
と
下
句
を
切
断
し
て
評
し
て
い

も
の
は
碗
な
り
け
り
．（
五
―
二、

慈
円）

芸

秋
を
へ
て
あ
は
れ
も
露
も
ふ
か
草
の
里
と
ふ
も
の

区
別
し
て
考
察
し
て
み
よ
う。

-71-



四、

横
冥
の
風
に
わ
か
る
4
し
の
4
め
に
山
と
ぴ

か
げ
に
無
限
な
時
間
空
間
を
も
含
め
て
直
観
し
て
い
る。

深
き
さ
牡．
鹿
の
声
（
四
三
九、
寂
蓮）

き
り
ぎ
り
す
夜
寒
に
秋
の
な
る
儘
に
弱
る
か

声
の
遠
ざ
か
り
行
V'（
四
七
二、
西
行）

--‘
、
更

けに
け
り
山
の
端
近
く
月
さ
え
て
と
を
ち

の
里
に
衣
う
つ
こ
ゑ
（
四
八
五、
式
子
内
親
王）

ヽ
，
野
分
せ
し
小
野
の
草
臥
荒
れ
は
て
4
み
山
に

奏
で
秋
の
寂
軍
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
い
る。

里」
（
千
載
集、
二
五
六）
の
境
地
に
は
遠
く
及
ば
な
い。
し
か

し、
秋
・
露
と
い
う
純
粋
に
普
遍
的
な
言
葉
そ
の
も
の
が
音
楽
を

「
夕
さ
れ
ば
野
べ
の
秋
風
身
に
し
み
て
郭
な
く
な
り
ふ
か
ぐ
さ
の

と
融
合
し、
散
り
ゅ
V
紅
葉
の
色
が
哀
れ
と
い
う
心
の
色
を
表
象

し
て
い
る
よ
う
に
思
う。
内
親
王
の
歌
は
r
露
の
底」
と
い
う
聴

覚
の
厳
密
な
位
肱
と
的
確
な
表
現
が
感
覚
印
象
に
お
い
て
は
強
烈

な
実
在
感
を
も
つ。
そ
し
て
愕
と
同
根
の
も
の、
同
質
の
も
の
と

し
て
の
涙
が
ま
じ
り
合
い
散
り
乱
れ、
悲
し
み
と
は
か
な
さ
を
象一

こ
ゆ
る
初
雁
の
こ
ゑ
（
五
01
、
西
行）

秋
風
の
袖
に
ふ
き
ま
く
嶺
の
雲
を
つ
ば
さ
に

こ
の
五
首
の
歌
は
音
の
空
間
的
契
機
を
基
と
し
て
音
に
よ
っ
て

奥
行
を
表
現
し
て
い
る
と
言
え
よ
う。

音
は
本
来、
非
空
間
的
存
在
で
あ
り、
時
間
的
存
在
で
あ
る。
し

現
象
の
な
い
と
こ
る
に
美
は
な
い。
そ
こ
で
時
間
を
感
覚
的
に
体

験
す
る
た
め
に
は
必
然
的
に
空
間
性
を
そ
な
え
ざ
る
を
得
な
い。
訊

前
掲
の
三
首
（
四
三
七
•
四
七
四
・
五
1
二）
が
近
景
を
視
覚

的
に
捉
え
た
の
に
対
し、
こ
の
五
首
は
自
然
観
照
の
視
点
を
遠
方

に
詮
き、
音
を
視
覚
的、
動
的
に
形
象
化
し、
そ
の
聴
覚
的
イ
メ

ー
ジ
と
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
共
惑
が
遥
か
さ
を
表
象
ナ
る。
こ
れ

ら
の
歌
は
感
党
を
鋭
敏
に
拗
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
平
面
的
な

絵
画
で
は
表
現
で
き
な
い
世
界、
す
な
わ
ち、
動
く
自
然
の
奥
深

く
に
徴
妙
に
反
映
し、、
交
響
し
合
う
世
界
を
描
い
て
い
る。
ま
た、

音
の
印
象
か
ら
遠
近、
奥
行、
形
態
を
自
由
に
想
起
し、
現
象
の

荻
の
葉
に
ふ
け
ば
嵐
の
秋
な
る
を
ま
ち
け
る

る
俊
成
畢
生
の
自
讚
歌
で
あ
り、
幽
玄
の
代
表
歌
と
さ
れ
て
い
る

徴
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る。
慈
円
の
歌
は
類
歌
と
思
わ
れ

か
し、
絶
対
的
に
非
空
間
的
な
時
間
存
在
は
現
象
と
は
な
ら
な
い。

か
け
て
雁
も
な
く
也
（
五
0
六、
家
隆）

る
け
れ
ど
も、
鹿
の
声
の
印
象
が
絵
画
的
構
成
の
美
し
さ
と
揮
然

英
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こ
の
四
首
は一
首
の
歌
の
中
に
二
種
の
異
な
る
音
を
重
ね、

ニ

つ
の
音
の
交
錯
に
よ
り
秋
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
象
化
し
て
い
る。
風

の
音
に
途
絶
え
な
が
ら
も
聴
こ
え
て
く
る
鹿
・
砧
・
虫
の
音
・
鶉

の
声
が
深
い
哀
れ
を
誘
発
す
る。
こ
れ
は
音
の
重
層
（
重
奏）
と

言
え
よ
う。
こ
の
場
合、

風
（
嵐
・
山
玉
を
含
む）
と
い
う
時
間

的
に
存
続
し
て
い
る
連
続
音
に、

鹿
・
砧
・
鶉
の
声
の
不
連
続
音

を
協
和
さ
せ
て
い
る。
前
者
は
伴
奏
の
よ
う
な
役
目
を
果
た
し、

後
者
が
主
調
音
と
な
る。

但
し、

音
響
の
瞬
問
的
印
象
性
に
よ
り

主
調
音
は
決
定
す
る。
例
え
ば、

「
虫
の
音
も
な
が
き
夜
あ
か
ぬ

故
郷
に
猶
お
も
ひ
そ
ふ
松
風
ぞ
吹
く」

（
新
古
今
四
七一―-、

家
隆）

を
み
る
と
風
の
音
が
主
調
音
で
あ
る。

連
続
音
と
瞬
問
的
な
音

（
不
連
続
音）
と
の
関
連
性
を
時
間
的
経
過
の
上
に
成
立
す
る
音

匹 一

く
こ
ろ
も
う
つ
な
り
（
四
八一二、

雅
経）

あ
だ
に
散
る
露
の
枕
に
ふ
し
佗
び
て
鶉
な
く

な
り
床
の
山
風
（
五
一
四、

俊
成
女）

み
よ
し
野
の
山
の
秋
風
小
夜
ふ
け
て
故
郷
寒

夜
半
の
さ
を
鹿
の
戸
（
三
五
六、

良
経）

山
お
ろ
し
に
鹿
の
音
高
く
聞
ゆ
也
尾
上
の
月

に
さ
夜
や
更
け
ぬ
る
（
四
三
八、

入
道
左
大
臣）

し
み
じ
み
と
し
た
人
間
の
情
が
流
露
し
て
い
る。

隣
衣
は
女
の
夜

芸
こ
と
に
な
る。
そ
し
て、
こ
の
剌
激
（
瞬
間
的
な
音）
が
直
観
像

と
な
り、
こ
れ
を
い
か
に
具
象
的、

印
象
的
に
表
現
す
る
か
が、

新
古
今
集
の
表
現
対
象
と
し
て
の
感
覚
表
象
に
お
け
る
問
題
と
な

る。以
上
は
天
象
の
音
に
つ
い
て
触
れ
た
が、

秋
の
歌
に
は
そ
れ
以

外
に
物
象
の
音
で
あ
る
砧
の
音
が
加
わ
る。

-‘

璽
は
あ
れ
て
月
は
あ
ら
ぬ
と
恨
み
て
も
た
れ

．

浅
茅
生
に
衣
う
つ
覧
（
四
七
八、

良
経）

ふ
る
郷
に
衣
う
つ
と
は
ゆ
く
雁
や
旅
の
空
に

も
な
き
て
つ
ぐ
ら
む
（
四
八
一
、
経
信）

千
た
び
う
つ
砧
の
音
に
夢
さ
め
て
物
お
も
ふ

袖
の
躇
ぞ
く
だ
く
る
（
四
八
四、

式
子
内
親
王）

こ
れ
ら
は
砧
の
音
が
空
高
く
冴
え
昇
っ
て
行
く
と
い
う
自
然
と

人
間
行
為
の
相
互
関
係
が
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る。
砧
の
音
は

人
間
（
女）
の
行
為
に
よ
り
引
き
出
さ
れ
る
音
の
為
で
あ
ろ
う
か、

音
楽
イ
ヴ
ェ
ソ
ト
を
期
待
さ
せ
る
時、
こ
の
刺
激
が
意
味
を
持
つ

に
直
い
て、

現
在
の
刺
激
（
瞬
問
的
な
音）
が
決
定
的
な
後
続
の

楽
の
形
態
の
如
く
考
え
る
と、
過
去
の
体
験
（
連
統
音）
を
基
礎
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に 。
砧
の
音
夜
嵐
悲
の
声
虫
の
音 0
交
り
て
落
つ
る
冦
涙 0
ほ

ろ
ほ
ろ
は
ら
は
ら
と 。
い
づ
れ
の
砧
の
音
や
ら
ん 。

古

今集
に
は
砧
を
素
材
と
し
た
歌
は
皆
無
で
あ
り 、

勅
撰
集
で

は
千
載
集
に
初
め
て
見
え
る
（三＝二
七
i
-――
四一
の
五
首）

。
新

古
今
集
で
は
秋
の
部
の
聴
覚
的
な
歌
六
五
首
中
九
首 、
約
十
五
％

を
占
め
て
い
る 。

謡
曲
「
砧」
を
も
含
め
て
考
え
る
と
砧
の
音
は

中
世
の
哀
れ
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る 。

月
の
色
風
の
気
色 °
影
に
樅
＜
霜
ま
で
も 。
心
悽
き
を
り
ふ
し．

け
に
正
に
長
き
夜 °
千
声
万
声
の
憂
き
を
人
に
知
ら
せ
ば
やO

う
と
す
る
場
面
が
あ
る 。

の
仕
事
で
あ
る
が 、、
砧
の
音
を
雅
経
（
四
八ー―- 、
前
掲）．
は
聴
覚

と
温
覚
と
の
共
感
に
よ
り

捉
え 、
内
親
王
の
歌
は
純
粋
に
聴
覚
的

．
で
あ
り 、
深
い
惑
動
や
詠
嘆
が
こ
め
ら
れ
て
い
る 。
経
信
の
歌
の

砧
の
音
と
雁
と
の
組
合
わ
せ
に
は
「
源
氏
物
語
j

(
夕
顔
巻）
の

一
節
を
労
鶯
さ
せ
る
も
の
が
あ
る 。
砧
の
単
肉
な
リ
ズ
ム
の
繰
り

返
し
は 、
砧
の
音
に
ま
つ
わ
る
伝
統
的
な
情
緒
を
も
含
め
て
「

物

思」
い
を
誘
発
し 、
深
い
哀
れ
の
俯
を
喚
起
す
る 。

謡
曲
「
砧」
に
は
夫
が
都
に
上
っ
て
三
年 、
故
郷
で
孤
闊
を
守

る
妻
が
召
使
い
の
女
を
相
手
に
砧
を
打
っ
て
寂
し
さ
を
紛
ら
わ
そ

（野
ざ
ら
し
紀
行）
の
如
く、
音
と
色
と
が
交
感
し 、，
音
そ
の
も

て
唇
く

音
は
芭
蕉
の
「
海
く
れ
て
閲
の
こ
ゑ
ほ
の
か
に
白
し」

そ
こ
で
色
と
音
と
の
交
感
に
つ
い
て
考
祭
し
て
み
よ
う 。

新
古
今
集
の
色
彩
は
鮮
明
な
原
色
よ
り
も
中
問
色
が
好
ま
れ 、

白
色
系
統
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い 。
四
季
の
中
で
色
彩
の
絢
爛

た
る
春
で
さ
え
も
新
古
今
歌
人
の
視
覚
は
白
と
緑
の
二
系
統
の
色

彩
の
み
に
共
嗚
す
る 。
で
は
荒
涼
た
る
イ
メ
ー
ジ
の
冬
は
ど
う
で

間
色
が
春
同
様
に
多
い 。
月
光
・

浪・
風
等
の
白
色
は
雪
の
純
白

と
は
異
な
り 、
あ
ら
ゆ
る
色
を
包
含
し
た
白 、
屈
折
を
秘
め
た
白

さ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る 。
こ
の
よ
う
に
薄
明
の
世
界
を
背
景
と
し

の
を
も
白
く
透
明
化
す
る 。

月
ぞ
す
む
誰
か
は
こ
4
に
き
の
国
や
吹
上
の．

ち
ど
り

独
な
く
な
り

（
六
四
七 、

良
経）

さ
夜
千
鳥
声
こ
そ
近
く
な
る
み
潟
か
た
ぶ
く

月
に
潮
や
み
つ
ら
ん
（
六
四
八 、
正一二
位
季
能）

の
三
首
が
あ
り 、
他
に
は
月
光・
浪・
風
な
ど
の
白
色
系
統
の
中

あ
ろ
う
か 。

新古
今
の
冬
の
歌
で
色
彩
を
明
示
し
た
も
の
に
は
雪

冬
の
歌
に
お
い
て
は
色
な
き
世
界
が
背
景
と
な
る
場
合
が
多
い 。

四
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に
よ
る
静
か
さ
の
イ
メ
ー
ジ
喚
起
の
効
果
を
招
来
す
る 。
不
要
な

と
声
に
哀
れ
を
象
徴
す
る 。
色
彩
の
乏
し
い
冬
は
色
の
否
定
が
音

須
磨
の
イ
メ
ー
ジ
と
海
の
波
音
の
醸
し
出
す
哀
れ
が
底
流
に
あ
る 。

聴
覚
は
本
来 、
視
覚
の
随
伴
的
機
能
を
有
し
て
い
る
も
の
の 、

「
淡
路
島
か
よ
ふ
千
烏
の
な
く
声
に
い
く
よ
ね
ざ
め

夕
暮 、
宵 、
夜
半
と
い
う
薄
明
の
世
界
を
背
景
と
す
る 。

が
完
全
に
固
定
化
し ‘•
静
止
し
た
状
態
に
な
る 。
し
か
も
共
に
暁

美
に
関
連
し
て
い
く
の
に
対
し 、
夏
は
時
鳥 、
冬
は
千
鳥
と
対
象

空
間
的
推
移
と
の
配
合
に
よ
り
流
動
的
に
捉
え 、
ひ
い
て
は
配
列

風
ふ
け
ば
よ
そ
に
な
る
み
の
片
思
ひ
思
は
ぬ

浪
に
な
く
千
鳥
か
な
（
六
四
九 、
秀
能）

浦
人
の
日
も
夕
ぐ
れ
に
な
る
み
が
た
返
る
袖

こ
の
湯
合
も
秋
の
鹿．
鵜•
松
虫
の
嗚
き
声
と
同
様
に
千
烏
の
嗚

に
千
鳥
し
ば
嗚
く」

で
は
な
く 、

ぬ
須
磨
の
関
守」

（
九
二
五 、
山
辺
赤
人）
の
歌
を
始
め
と
し

て
暴
＊
詠
わ
れ
る
素
材
で
あ
る 。
万
葉
の
千
烏
は
吉
野
川 、
飛
鳥

川 、
佐
保
JII
の
河
原
で
嗚
き 、
清
さ
の
イ
メ
ー
準
3
宗
教
的
神
聖

喪｝
喚
起
す
る 。
し
か
し 、
新
古
今
の
千
鳥
は
単
な
る
声
の
印
象

（
金
葉
集 、
二
八
八 、
瀕
兼
昌）
の
歌
以
来
の

荒
涼
た
る
海
原
を
背
景
に
鳴
く
千
鳥
で
あ
り 、
し
か
も 、
そ
の
ひ

も
の
の
1

切
を
捨
象
し 、
色
な
き
世
界
に
浮
か
ぶ
千
鳥
の
孤
影
と 、

そ
の
ひ
と
声
を
浪
・

風•
月
:
夕
暮
等
の
薄
明
の
宇
宙
に
浸
透
さ

せ 、
透
明
な
る
音
が
無
限
の
彼
方
よ
り

哀
れ
の
余
韻
を
漂
わ
す 。

以
上
は
四
季
の
歌
に
お
け
る
聴
覚
的
な
歌
を
考
察
し
た
も
の
で

あ
る 。
こ
の
結
果 、
注
目
さ
れ
る
傾
向
は
聴
覚
的
な
歌
の
入
首
数

し
得
る 。
す
な
わ
ち 、
春
と
秋
の
歌
は
季
節
惑
を
時
間
的
推
移
と

視
党
機
能
が
全
く
の
麻
痺
状
態
に
陥
入
る
と
逆
に
鋭
敏
に
活
動
す

る 。
時
鳥
の
嗚
き
声
は
屋
内
で
静
か
に
耳
を
敵
て
て
い
る
と
自
ず

と
聴
え
た
で
あ
ろ
う 。
千
鳥
の
嗚
き
声
は
当
時
盛
ん
に
描
か
れ
て

い
た
屏
風
絵
と

「
源
氏
物
語」
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る。

（
六
百
番
歌
合

俊
成
は
「
涼
氏
み
ざ
る
歌
読
は
遺
恨
の
事
な
り」

万
葉
集
r
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
久
木
生
ふ
る
清
き
川
原

で
に
述
べ
た 。
聴
党
的
な
歌
の
多
い
夏
と
冬
に
は
共
通
性
を
見
出

き
声
の
印
象
か
ら 、
そ
の
背
景
た
る
自
然
を
勢
露
す
る 。
千
烏
は

列
で
あ
る
秋
1

春
ー

冬
ー

夏
と
著
し
い
相
違
を
呈
す
る
こ
と
は
す

の
割
合
順
序
が
夏
ー

冬
1

秋
ー

春
と
な
り 、

新
古
今
集
の
歌
数
序

冬
の
歌
の
主
要
な
素
材
と
し
て
千
鳥
の
嗚
き
声
を
挙
け
う
る 。

よ
り
千
鳥
な
く
な
り

（
六
五
0、
通
光）

四

五

早
、
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で
は
聴
覚
は
い
か
な
る
美
の
範
悶
に
関
述
す
る
で
あ
ろ
う
か。

加
の
現
象
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と、
や
が
て
中
世
的
な
美
の
領
域

ぜ
（一
九一
1一
八、
釈
教、
寂
蓮）

有
明
の
月
の
ゆ
く
へ
を
眺
め
て
ぞ
野
寺
の
鐘
は
き
く
べ
か
り
け

無
の
な
か
へ
『
す
ぺ
り
さ
る
』
の
で
あ
る。
こ
の
関
係
か
ら
み
て

そ
れ
は
は
る
か
に
自
我
に
ぢ
加
い
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
祠
『
と
語

り、
詩
人
は
「
耳
が
語
磁
]
J

と
言
う。

い
こ
と
は
両
者
の
季
節
惑
と、
か
か
る
題
詠
と
い
う
創
作
態
度
に

と
い
う
美
的
効
果
を
与
え
て
い
る。

・
ハ

ヨ

メ
」

自
己
の
哀
れ
を
象
徴
す
る。
絵
と
物
語
の
二
つ
の
流
れ
を
受
止
め、

連
想
さ
れ
た
心
象
世
界
を
長
明
が
題
の
心
に
つ
い
て
「
ク
ト
ヘ
バ

ネ

（
中
略）
鹿
ノ
音
ナ
ド
、^
聞
二
物
心
ボ
ソ
ク
ア
ハ
レ
ナ
ル
由
ヲ

（
無
名
抄）
と
語
る
如
く、
題
の
本
意
に
適
応
す
べ
く

・
客
観
化
す
る
の
で
あ
る。
題
詠
に
お
け
る
聴
覚
的
な
歌
は
音
に
よ

，＇
り
触
発
さ
れ
た
心
情
の
映
像
化
で
あ
り、
ひ
い
て
は、
そ
の
音
さ

え
も
幻
想
と
な
る。
こ
の
よ
う
に
新
古
今
集
の
歌
の
大
部
分
は
題

詠、
題
画
の
歌
で
あ
り、
殊
に
夏
と
冬
の
歌
に
聴
覚
的
な
歌
の
多

依
拠
す
る
も
の
で
あ
ろ
う。
そ
れ
は
千
戟
集
以
来
の
冬
の
歌
の
増

に
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る。

聴
覚
と
視
覚
と
を
区
別
す
る
と、
惑
受
的
知
宜
と
認
知
的
知
覚
と

い
う
語
で
表
わ
し
得
る。
前
者
は
音
森
を
聞
く
時
の
独
得
な
主
体

の
受
動
的
性
格
妬
密
接
に
結
び
つ
く。
す
で
に
主
客
合一
の
例
歌

（
ニ
ー、
五、
式
子
内
親
王）
を
み
た
よ
う
に
音
の
時
間
的、
非
空

る
態
度
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る。
遠
さ
の
距
離
感
は
自
然
と

人
問
の
交
惑
に
お
け
る
時
空
間
を
暗
示
し、
遠
い
彼
方
よ
り
の
反

・
響
が
波
紋
の
如
く、
余
情、
余
韻
と
な
っ
て
求
心
的
に
迫
り
く
る

俊
成
（
二
1

0
)

、
式
子
内
親
王
（
四
八
四）
の
歌
の
鳥
や
砧

の
音
が
深
い
哀
れ
の
情
を
喚
起
す
る
こ
と
は
述
べ
た。
音
に
つ
い

•

•

•

•

•

•

.

•

 

て
美
学
者
は
「
音
は
色
や
形
の
や
う
に
私
に
対
立
し
て
あ
る
の
で

．
．
．
．
．
．
．
．
 

は
な
く、
私
に
随
伴
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り、
し
か
も
私
と
と
も
に

る
（一
五一
九、
雑
上、
慈
円）．

紫
の
雲
路
に
あ
そ
ぶ
琴
の
音
に
う
き
世
を
は
ら
ふ
峰
の
ま
つ
か

な
音、
蓬
か
な
音
へ
の
聴
覚
の
志
向
は
音
を
聴
く
主
体
の
静
蜆
な

志
向
性
の
遠
さ
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
た。
か
す
か

と
し
た。
そ
の
須
磨
の
巻
に
お
い
て
光
源
氏
は
千
鳥
の
嗚
き
声
に

に
主
体
と
融
合
す
る。
ま
た、
先
に
新
古
今
集
に
顕
著
な
聴
党
の

枯
野
十一
l一
番）
と
言
い、
源
氏
物
語
の
味
読
を
歌
人
の
必
須
条
件

間
的
な
あ
り
方
は
心
の
あ
り
方
と
共
通
で
あ
り、
そ
れ
故
に
容
易
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oo
の
夜
や
巣
を
ま
ど
は
し
て
な
く

前
（
「
猿
蓑』
）

星
崎
の
闇
を
見
よ
と
や
暗
千
鳥
（
「
笈
の
小
文」
）．

視
党
的
な
歌
に
及
ば
な
い
。

し
か
し、

錬
砦
さ
れ
た
感
覚、

か
す

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

新
古
今
集
の
聴
覚
的
な
歌
は
数
量
的
に
は

新
古
今
集
の
聴
覚
的
な
歌
が
幽
玄
の
世
界
に
密
接
に
連
関
し
て

前
者
の
鍾
の
音
は
現
実
を
超
え
て
遥
か
な
永
遠
の
世
界
に
誘
い
こ

む
よ
う
な
宗
教
的
感
情
を
表
白
し、

後
者
は
幻
聴
の
琴
の
音
が
浄

±
世
界
を
勢
需
す
る
。

両
者
と
も
に
宗
教
的
な
供
閲、

幽
玄
は
世

界
の
象
徴
で
あ
る
。

加
え
て
西
行
は、

津
の
国
の
難
波
の
春
は
ゆ
め
な
れ
や
芦
の
枯
葉
に

み、

俊
成
の
判
詞
は
「
幽
玄
の
体
な
り
」

あ
る
。

ま
た
耕
環
は、

こ
の
西
行
の
歌
を
「
幽
玄
高
妙
の
真
体」

（
千
戚
集、

ニ

五
八）

の
歌
が
鵜
の
鳴
き
声
の
感
典
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
り、

幽

て
み
よ
う。

い
く
こ
と
に
つ
い
て
芭
蕉
の
聴
覚
的
な
句
と
対
照
さ
せ
つ
4
考
え

（
便
宜
上
同
一

素
材
を
採
り
あ
げ
る
。
）

響
き
の
中
に
人
間
と
自
然
と
を
交
錯
さ
せ
て
お
り、

音
の
捉
え
方

が
尖
鋭
的
で
あ
る
。

新
古
今
時
代
の
歌
人
の
捉
え
た
音
は、

時
間

陰
影
と
嘆
息
に
似
た
佗
し
さ
の
情
詞
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
よ
う

も
の
に
迫
り、

哀
れ
・

幽
玄
の
美
と
結
合
す
る
。

岡
崎
義
恵
先
生

流
動
芸
術
で、

が
「
日
本
の
文
芸
は
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
音
楽
性
を
多
分
に
持
つ岬

（
中
略）

そ
の
点
で
抒
情
的、

浪
漫
的
で
あ

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に、

聴
覚
は
抒
情
的、

浪
漫
的
精
神
に
深
く

か
か
わ
り、

赤
羽
淑
氏
は
「
新
古
今
集
の
感
覚
印
象
の
表
現
は
視

覚
よ
り
は
聴
覚、

嗅
覚
に
そ
の
中
心
地
帯
が
あ
る
よ
う
で
あ
碑
『．

玄
の
代
表
歌
で
あ
る
こ
と
も
典
味
深
い
。

歌
で
あ
る
こ
と、

前
掲
の
俊
成
の
「
夕
さ
れ
ば
」

そ
の
中
の
四
首
ま
で
も
聴
覚
的
惑
典
が
作
歌
上
の
起
因
に
な
っ
た

こ
の
よ
う
に
聴
覚
は
精
神
的
領
城、

或
い
は
人
問
の
本
質
的
な

（
耕
震
口
伝）

と
し、

他
に
五
首
の
例
歌
を
加
え
挙
げ
て
い
る
。

あ
る
。

で
あ
る
。

ど
こ
か
王
朝
的
な
幽
玄
な
美
の
残
照
が
み
え
る
よ
う
で

（
御
裳
涸
川
歌
合）

と

枯
れ
葉
に
渡
る
風
の
音
は、

世
の
全
て
は
夢
で
あ
る
と
語
る
と
詠

し
た
静
止
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
人
間
の
そ
こ
は
か
と
な
き
心
の

風
わ
た
る
な
り
（
六
二
五、

冬）

の
流
れ
の
あ
る
一

瞬
を
切
り
取
っ
て
固
定
化
し、

そ
し
て
永
遠
化

夜、

黒
一

色
の
世
界
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
音
が
鋭
く
響
き、

そ
の

る
。

新
古
今
の
薄
明
の
世
界
に
対
し、

芭
蕉
の
そ
れ
は
全
く
の
闇

両
者
の
大
き
な
相
違
は
音
響
の
浸
透
し
て
い
く
背
景
の
世
界
に
あ
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か
な
現
象
の
内
奥
の
世
界
を
自
在
に
想
起
し、
或
い
は
音
そ
の
も

の
を
も
想
像
の
世
界
で
捉
え
た
り、

奥
深
い
幽
玄
の
世
界
に
到
達

す
る
点
に
お
い
て、
や
は
り
美
の
領
域
で
は
主
流
を
占
め
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る。

註
記
1

風
巻
景
次
郎
著
「
新
古
今
時
代」

高木
市
之
助
著
r
吉
野
の
鮎
j

西
田
正
好
著
r
日
本
文
学
の
自
然
観
ー
風
土
の
な
か

の
古
典
ー」

竹
内
敏
雄
著
『
現
代
芸
術
の
美
学」

詩
人
に
あ
っ
て
は
耳
が
語
り、
口
が
聴
く。
知
恵
と

警
戒
が
子
を
生
み、
拶
を
み
る。
ィ
マ
ー
ジ
ュ
と
幻

覚
が
観
察
し、
不
足
と
欠
陥
が
創
造
す
る°
ヴ
ァ
レ

リ
ー
「
文
学
論」
（
堀
口
大
学
訳）
参
照。

岡
崎
義
恵
著
『
源
氏
物
語
の
美
』

赤
羽
淑
「
新
古
今
集
に
お
け
る
自
然
観
照
の
幻
想
性」

（
文
芸
研
究

第
二
十
三
集
所
収）

1
本
学
大
学
院
二
年
ー

5
 

3
 

2
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