
中
世
英
詩
に
お
け
る
春
の
概
念

佐

々

部

英

男

四
季
と
い
う
語
は
、
ふ
つ
う
一
年
を
等
分
し
た
春
夏
秋
冬
を
意
味
す
る
。
し
か
し
本
来
、
春
秋
は
夏
冬
、
即
ち
暑
い
季
節
と
寒
い

②

季
節
、
あ
る
い
は
日
の
長
い
季
節
と
短
い
季
節
と
の
あ
い
だ
の
過
渡
的
季
節
で
あ
る
。
英
国
の
よ
う
な
北
国
で
は
、
春
秋
の
過
渡
的

性
格
が
濃
く
な
り
、
春
秋
を
夏
冬
と
区
別
す
る
季
節
的
特
徴
が
薄
れ
て
く
る
。
日
本
語
で
は
春
秋
に
富
む
な
ど
と
い
う
が
、
英
語
で

③

は
年
齢
を
あ
ら
わ
す
の
に
w
i
n
t
e
r
を
使
う
の
が
O
E
以
来
の
伝
統
的
表
現
で
あ
る
。
暦
の
上
、
記
号
の
上
で
は
、
英
語
の
四
季
は

日
本
語
の
四
季
に
対
応
す
る
と
し
て
も
、
意
味
内
容
は
か
な
り
違
う
。
本
来
南
欧
起
源
の
暦
と
実
際
の
季
節
感
と
の
ず
れ
も
、
英
語

④

の
は
あ
い
か
な
り
著
し
い
と
思
わ
れ
る
。

⑤

先
に
O
E
詩
に
お
け
る
四
季
を
し
ら
べ
た
際
に
、
最
も
曖
昧
な
の
は
春
の
概
念
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
O
E
詩
に
M
E
詩
の
一
部

も
加
え
て
、
春
の
ば
あ
い
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

中
世
英
詩
に
お
け
る
春
の
概
念



中
世
英
詩
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お
け
る
春
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概
念二

ポ
エ
テ
ィ
ウ
ス
は
「
哲
学
の
慰
め
」
の
な
か
で
、
神
の
意
志
に
よ
っ
て
宇
宙
の
秩
序
が
保
た
れ
、
天
体
の
運
行
も
な
だ
ら
か
に
行

わ
れ
る
と
述
べ
た
あ
と
で
、
四
季
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

lsdemcausislJeretepenti

S
p
i
宗
t
b
O
r
i
訂
↓
a
B
u
∽
O
d
O
旨
∽
-

A
e
s
t
a
s
、
c
e
r
e
r
e
m
.
f
e
r
3
.
d
a
s
i
c
c
a
t
Y

R
e
m
e
a
t
p
O
m
i
s
g
r
a
ま
s
a
u
t
u
m
n
u
s
-

H
i
e
m
e
m
d
e
P
u
u
s
i
n
H
i
g
a
t
i
m
b
e
r
.
(
B
k
.
P
M
.
e

同
じ
原
因
に
よ
っ
て
温
か
い
春
に
は

花
咲
け
る
年
が
香
り
を
は
な
ち

暑
い
夏
は
穀
物
を
乾
か
し

秋
は
果
実
を
に
な
っ
て
立
ち
帰
り

降
り
そ
そ
ぐ
雨
は
冬
を
浸
す
。

⑥

こ
の
一
節
を
O
E
詩
訳
お
よ
び
チ
ョ
ー
サ
ァ
訳
と
比
較
し
て
み
る
と
、
四
季
の
名
称
の
上
で
、
顕
著
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。



Latin

d
l
e
r

a
e
s
t
a
s

a
u
t
G
m
n
u
S

h
i
e
ヨ
∽

O
E
d
e
r
S
i
O
n

訂
J
C
t
e
ゴ
t
i
d

S
u
m
e
r

b
指
r
訂
s
t

J
己
n
t
e
r

C
r
a
u
c
e
r
く
e
r
S
i
O
ロ

か
宗
t
S
O
当
p
の
巧

h
O
t
S
O
m
e
r

a
u
t
u
ヨ
p
n
e

W
y
n
t
e
r

M
O
d
田

∽
p
コ
己
ね

S
u
-
白
一
m
e
r

a
u
t
u
コ
一
n

w
i
n
t
e
r

英
語
で
始
め
て
a
u
t
u
m
n
を
使
っ
た
の
は
チ
⊇
-
サ
ァ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
限
定
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
チ
ョ
ー
サ
7
は

ボ
ユ
テ
ィ
ウ
ス
の
訳
以
外
で
は
こ
の
語
を
使
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
一
箇
所
で
は
a
u
t
u
m
p
n
e
(
t
h
p
二
s
t
O
S
e
i
e
-
…
t
h
e
訂
t
e

e
n
d
e
O
f
s
O
m
e
r
)
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
。
O
E
詩
以
来
の
h
a
r
詔
S
t
(
C
_
G
.
H
e
r
b
s
t
)
も
彼
の
作
品
に
は
全
く
見
ら
れ
な

い
と
す
る
と
、
結
局
チ
ョ
ー
サ
ァ
に
と
っ
て
、
秋
は
一
夏
の
末
」
ほ
ど
の
意
味
し
か
も
た
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
更
に
注
目
さ
れ
る
の
が
春
の
場
合
で
、
チ
。
-
サ
ァ
は
春
と
い
う
語
の
か
わ
り
に
夏
を
使
い
わ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
、
O
E
の
訳
者
は
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
一
応
原
文
に
対
応
す
る
語
を
あ
て
は
め
、
春
を
ー
e
n
c
t
e
ロ
t
i
d
と
訳

し
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
ど
う
う
け
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

三

筆
者
の
経
験
で
は
、
秋
か
ら
春
に
か
け
て
の
英
国
で
、
特
に
意
識
に
の
ぼ
る
の
は
目
差
し
と
と
も
に
日
没
で
は
な
い
か
と
思
う
。

十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
日
が
短
く
な
っ
て
ゆ
く
心
細
さ
、
反
対
に
年
が
明
け
て
日
脚
が
少
し
つ
つ
延
び
て
ゆ
く
嬉
し
さ
は
、

京
都
の
場
合
よ
り
も
著
し
い
。
O
E
に
お
い
て
春
を
意
味
し
た
F
n
c
t
e
n
t
i
d
或
は
㌃
n
c
t
e
n
二
e
n
g
t
e
n
の
語
原
は
r
n
g
こ
e
n
g
t
F
と

関
れ
ん
し
、
「
目
が
長
く
な
っ
て
ゆ
く
季
節
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
に
は
納
得
の
ゆ
く
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
語
は
3
q
b
星
?

中
世
英
詩
に
お
け
る
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概
念



中
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概
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四

酔
5
3
(
串
⊇
註
漆
に
も
用
い
ら
れ
、
B
O
S
W
O
r
t
h
の
辞
書
に
も
か
な
り
例
が
あ
っ
て
、
O
E
後
期
の
散
文
で
は
比
較
的
普
通
の
語
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
O
E
詩
に
限
っ
て
み
れ
ば
僅
か
に
九
回
で
、
他
の
季
節
譜
と
比
較
す
る
と
、
h
指
r
f
e
s
t
(
七
回
)
は
別
と
し
て
、
w
i
n
t
e
r
(
首

廿
回
)
s
u
m
O
r
(
廿
七
回
)
に
は
見
劣
り
が
す
る
。
更
に
、
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
れ
ば
、
-
e
n
c
t
e
n
こ
e
n
c
t
e
n
t
i
d
の
使
わ
れ
て
い
る

の
は
次
の
詩
に
限
ら
れ
る
。
(
括
弧
内
の
数
字
は
頻
度
を
示
す
)

.
一
-
・
、
=
・
:
へ
、
、
㌻
ミ
、
＼
、
、
:
-
ノ
.
一
ト
・
、
、
こ
、
こ
甘
ミ
ミ
二
一
.
、
≒
、
、
-
=
「
一
、
ご
、
・
㌢
、
r
、
、
こ
・
-
丁
.
.
一
ト
二
、
、
、
、
′
、
、
二
一
.
、
ぎ
ミ
、
、
.
、
二
l
一
一

詩
聖
S
ご
ざ
二
戸
法
式
(
∽
)

己
計
コ
亀
這
富
豪
計
は
既
に
引
用
し
た
箇
所
。
チ
。
-
サ
ァ
の
逐
語
訳
に
た
い
し
自
由
訳
で
、
春
を
四
季
の
最
後
に
ま
わ
し
、

「
春
に
は
木
の
芽
が
吹
く
」
と
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
次
の
旨
萱
首
甘
S
は
韻
文
の
聖
人
祭
日
暦
で
、
㌃
n
c
t
e
n
は
二
月
七

日
か
ら
五
月
九
日
ま
で
と
し
て
い
る
。
こ
の
詩
で
は
夏
秋
冬
に
つ
い
て
は
、
多
少
と
も
季
節
の
描
写
が
あ
る
の
に
、
春
に
つ
い
て
は

全
く
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
担
ぎ
塙
も
こ
n
扁
n
t
i
O
n
O
f
t
h
e
C
r
O
S
S
(
ヘ
レ
ナ
の
聖
十
架
発
見
)
が
五
月
三
日
で
あ
る
こ

と
を
示
す
の
に
、
「
春
の
立
ち
去
る
六
旦
別
」
と
し
て
ひ
き
あ
い
に
だ
し
た
に
と
ど
ま
り
、
b
F
鼠
エ
ビ
賢
う
,
も
「
汝
、
神
が
夏
と

春
を
つ
く
ら
れ
た
」
の
一
行
に
終
る
。
2
訂
ぎ
叫
ぶ
3
～
迦
Q
へ
3
㌢
の
例
は
既
に
前
述
の
拙
稿
で
紹
介
し
た
。
た
だ
、
旨
註
己

壇
の
四
季
に
か
ん
す
る
五
行
の
中
で
、
「
一
番
寒
い
の
は
冬
だ
が
、
寒
さ
が
一
番
長
く
続
く
の
は
春
だ
」
と
い
う
一
行
に
、
作
者

は
最
も
苦
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。
害
へ
迦
Q
S
乳
首
の
例
が
も
っ
と
も
春
の
描
写
ら
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
で
は
不
死
鳥
の

住
む
極
楽
で
は
冬
の
様
々
な
恐
怖
が
な
い
こ
と
を
列
挙
し
た
く
だ
り
の
方
が
ず
っ
と
印
象
的
で
あ
る
。

最
後
の
3
へ
哲
已
宝
的
甘
1
訂
数
式
で
は
、
三
回
使
わ
れ
て
い
る
が
、
「
断
食
の
季
節
」
と
い
う
題
名
か
ら
も
案
せ
ら
れ
る
よ



う
に
、
こ
の
詩
で
は
L
e
n
t
(
四
句
節
)
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
。

同
a
c
w
e
f
e
O
W
e
r
t
i
g
d
a
等
f
指
S
t
e
n
h
e
a
-
d
e
ロ

翌
こ
遍
m
翌
つ
i
乳
e
u
r
e
s
d
r
富
t
n
e
s
-

廿
里
n
u
-
e
n
g
t
e
n
t
i
d
-
e
O
d
a
n
e
m
n
a
廿
.
-
○
㌣
P

ま
た
我
々
は
主
の
復
活
に
先
立
ち

人
々
が
今
や
四
旬
節
と
名
づ
け
る

四
十
日
の
断
食
を
守
ら
ん
。

以
上
が
O
E
詩
に
あ
ら
わ
れ
る
㌃
ロ
n
t
e
n
の
す
べ
て
で
、
内
容
に
お
い
て
も
w
i
n
t
e
r
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
貧
弱
で
あ
り
、

⑫

し
か
も
「
2
F
乳
挙
句
と
を
の
ぞ
く
と
、
い
わ
ゆ
る
C
h
r
i
s
t
i
a
n
p
O
e
t
r
y
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
当
馬
紅
さ
「
q
「
や

加
宣
巨
竜
に
は
冬
が
去
っ
て
春
の
到
来
を
描
い
た
数
行
が
あ
る
に
し
て
も
、
決
し
て
ー
e
n
c
音
n
と
は
い
っ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
訳
で
ー
e
n
c
t
e
n
t
i
d
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
-
e
ロ
C
t
e
n
が
O
E
詩
の
伝
統
に
深
く
根

ざ
し
て
い
た
証
拠
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑭

更
に
ゲ
ル
マ
ン
諸
語
の
中
で
、
英
語
だ
け
が
㌃
n
c
t
e
n
に
四
旬
節
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
意
味
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
が
、
丁
度

⑬

春
の
女
神
E
a
s
t
r
u
を
た
た
え
る
春
の
祭
が
E
a
s
t
e
r
に
な
っ
た
の
を
連
想
さ
せ
る
。
「
日
が
長
く
な
っ
て
ゆ
く
季
節
」
と
い
う
の

が
訂
n
c
t
e
n
の
語
原
だ
と
す
れ
ば
、
春
と
い
う
意
味
は
極
め
て
漠
然
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
四
旬
節
と
い
う
意
味
は

明
確
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
現
在
ま
で
、
こ
の
意
味
で
は
、
H
e
n
c
t
e
n
が
L
e
n
t
と
し
て
続
い
て
き
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。

中
世
英
詩
に
お
け
る
春
の
概
念

五
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概
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六

四

M
E
詩
で
ー
昌
t
e
n
を
春
の
意
味
に
使
っ
た
詩
と
し
て
は
、
巨
頭
:
現
計
甘
七
は
匝
盟
の
春
の
歌
を
第
一
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

L
e
n
t
e
n
y
s
c
O
m
e
W
i
V
-
○
記
t
O
t
O
u
n
e
,

W
i
∀
b
-
O
S
m
e
n
a
n
d
w
i
V
b
r
i
d
d
e
s
r
O
u
n
e
・
T
N
・

春
は
里
へ
や
っ
て
き
た

⑲

恋
と
花
と
鳥
の
声
(
厨
川
訳
)

こ
の
ー
e
n
t
e
n
に
は
三
つ
の
点
に
注
目
し
た
い
。
即
ち
ー
e
n
t
e
n
=
S
p
r
i
n
g
の
意
味
で
は

㌧
白
日
b
が
挙
げ
て
い
る
最
後
の
例
で
あ

⑧

る
こ
と
。
次
に
こ
の
詩
で
「
春
は
里
へ
や
っ
て
き
た
」
と
い
う
の
は
、
あ
と
に
ナ
ィ
テ
ィ
ソ
ゲ
ー
ル
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、

O
E
詩
ゝ
紆
3
Q
㌻
g
叫
監
S
の
「
二
月
七
日
に
春
は
里
へ
や
っ
て
き
た
」
と
は
、
㌃
n
t
e
n
の
内
容
が
ち
が
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
こ
の

表
現
が
当
へ
3
5
㍍
か
§
礼
旨
へ
と
貯
訂
叫
3
顎
～
恥
で
は
、
旨
説
∵
P
督
ざ
ふ
声
の
よ
う
に
、

S
O
ヨ
e
r
i
s
c
O
m
e
n
W
i
V
-
O
u
e
t
O
t
O
u
n
e
-

W
i
V
b
-
O
S
t
m
e
"
a
n
d
w
i
∀
b
r
i
d
e
s
r
O
u
n
e
,

と
し
て
、
-
e
n
t
e
n
が
s
O
m
e
r
に
置
き
か
え
ら
れ
て
い
る
写
本
と
、
ゝ
ミ
訂
軋
へ
へ
か
き
院
の
よ
う
に
ー
e
n
t
e
n
の
ま
ま
の
写
本
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。



五
月
と
い
う
月
は
暦
の
上
で
は
春
と
夏
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
】
e
n
t
e
n
の
も
う
一
つ
の
意
味
で
あ
る
囚
旬
節
は
、
年
に
よ
っ
て
か

な
り
の
変
動
が
あ
る
に
し
て
も
、
復
活
祭
の
前
日
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
五
月
に
ま
で
は
達
し
な
い
。
】
e
l
-
訂
n
が
五
月
に
つ
い
て
は
用

い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

声
e
n
t
e
n
y
s
c
O
m
e
.
は
一
三
世
紀
末
か
一
四
世
紀
始
の
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
馳
「
C
巨
岩
計
串
鼓
ご
訂
(
㌢
§
ご
苧
患
菅

で
は
、
訂
n
t
e
n
が
明
ら
か
に
四
旬
節
の
意
味
で
、
し
か
も
s
O
m
e
r
と
一
緒
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
G
a
w
a
i
n
が
緑
の
騎
士
と

の
約
束
を
か
わ
し
て
か
ら
旅
立
つ
ま
で
の
、
慌
し
い
一
年
の
経
過
を
措
い
た
く
だ
り
で
あ
る
。
チ
ョ
ー
サ
ァ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
冒
頭
と

と
も
に
M
E
詩
に
お
け
る
四
季
の
描
写
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

A
f
t
e
r
C
r
y
s
t
e
n
m
a
s
s
e
c
O
m
甘
c
r
a
b
b
e
d
-
e
n
t
O
u
n
-

p
a
t
f
r
a
y
s
t
e
W
ま
s
c
h
w
y
t
h
∀
e
f
y
s
c
h
e
a
n
d
㌻
d
e
m
O
r
e
S
y
m
p
l
e
い

B
O
t
甘
n
n
e
∀
e
w
e
d
e
r
O
f
∀
e
w
O
r
-
d
e
w
y
t
h
w
y
ロ
t
e
r
h
i
t
∀
r
e
p
e
W
I

C
O
-
d
e
c
-
e
n
g
e
W
a
d
O
u
n
"
0
-
O
u
d
e
W
く
p
-
y
訂
n
V

S
c
h
y
r
e
s
c
h
e
d
e
W
言
昌
y
n
i
n
s
c
h
O
W
r
e
W
f
u
-
w
a
r
m
e
.

F
a
〓
e
W
u
p
O
n
㌻
y
r
e
評
t
V
雷
w
r
e
W
∀
e
r
e
s
c
h
e
w
e
ロ
V

B
O
言
g
r
O
u
n
d
e
W
a
n
d
言
g
r
e
u
e
W
g
r
e
n
e
a
r
h
e
r
W
e
d
e
W
Y

B
r
y
d
d
e
W
b
u
s
k
e
n
t
O
b
y
-
d
e
V
p
n
d
b
r
e
m
-
y
c
h
s
y
n
g
e
n

F
O
r
S
e
】
a
c
e
O
h
甘
s
e
訂
s
O
m
へ
r
甘
t
s
u
e
s
言
r
a
f
t
e
r

b
i
b
O
n
k
"

中
世
英
詩
に
お
け
る
春
の
概
念

七

ひ
○
ひ
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A
n
d
∀
u
s
甘
n
e
u
∀
e
官
r
e
i
n
甘
t
e
r
d
a
y
e
W
m
。
n
y
,

A
ロ
d
w
y
n
t
e
r
w
y
n
d
e
W
a
甘
y
n
I
a
S
∀
e
w
O
r
-
d
e
a
s
k
e
y

n
O
f
a
g
e
-

T
i
-
M
2
号
m
a
s
ヨ
O
n
e

W

a

t

W

c

u

m

e

n

w

y

t

h

w

y

n

t

e

r

w

a

g

e

単

p
e
n
Y
ロ
k
k
e
W
G
a
w
a
n
P
-
s
O
n
e

O
鴫
h
i
s
a
n
i
O
u
S
u
y
a
g
e
.

Cn
CJ
C>

⑲

〔
大
意
〕
ク
リ
ス
マ
ス
の
あ
と
に
は
、
化
し
い
四
旬
節
が
訪
れ
、
精
進
料
理
で
肉
体
を
苦
し
め
る
。
そ
の
と
き
天
候
は
冬
と
争
い
、
寒
さ
は
消

⑳

え
て
雲
は
晴
れ
あ
が
る
。
暖
い
雨
が
芝
生
を
ぬ
ら
し
、
花
が
ほ
こ
ろ
び
、
野
も
木
立
も
緑
の
装
い
を
つ
け
る
。
小
鳥
は
巣
を
造
る
の
に
忙
し
く
、

春
の
到
来
を
た
の
し
み
に
声
高
く
さ
え
ず
る
。
生
垣
に
は
花
が
咲
き
ほ
こ
り
、
森
に
は
妙
な
る
調
べ
が
ひ
び
き
わ
た
る
。

西
風
が
息
吹
く
季
節
の
あ
と
に
は
、
す
く
す
く
と
草
木
が
生
い
繁
り
、
木
の
葉
か
ら
滴
る
露
は
輝
く
太
陽
を
待
つ
。
そ
の
と
き
秋
が
慌
し
く

㊧

訪
れ
、
草
木
を
促
し
、
冬
に
備
え
て
熟
す
る
よ
う
に
と
警
め
る
。
秋
の
乾
き
は
砂
塵
を
大
地
か
ら
か
り
た
て
、
木
枯
L
は
太
陽
と
た
た
か
う
。

⑳

木
の
葉
は
地
に
舞
い
降
り
、
か
つ
て
は
緑
の
草
も
色
あ
せ
、
始
め
に
崩
え
い
で
し
ょ
ろ
ず
の
植
物
も
熟
し
て
朽
ち
は
て
る
。
か
く
て
一
年
は
多

⑳

く
の
過
ぎ
し
日
と
な
る
。
ま
こ
と
冬
が
ま
い
も
ど
り
、
収
狂
の
満
月
が
冬
の
前
ぶ
れ
と
と
も
に
や
っ
て
く
る
。
そ
の
と
き
ガ
ウ
ェ
イ
ン
は
苦
難

の
旅
路
を
思
う
。

最
初
の
行
の
ー
e
n
t
O
u
ロ
は
明
ら
か
に
四
旬
節
を
意
味
す
る
が
、
同
時
に
四
旬
節
頃
の
時
候
を
示
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
即
ち

次
の
二
行
で
、
冬
と
の
戦
の
あ
と
に
、
冬
が
去
っ
て
ゆ
く
。
寒
さ
も
遠
の
き
、
ど
ん
よ
り
し
た
空
も
明
る
く
な
っ
て
ゆ
く
。
以
下
も

伝
統
的
な
表
現
で
春
の
到
来
を
描
く
。
注
意
し
た
い
の
は
五
一
〇
行
の
言
s
O
f
t
e
s
e
m
e
r
甘
t
s
u
e
s
甘
邑
訂
r
(
あ
と
に
続
く
お
だ

中
世
英
詩
に
お
け
る
春
の
概
念

九



中

世

英

詩

に

お

け

る

春

の

概

念

一

〇

や
か
な
夏
)
で
、
s
u
e
s
(
f
〇
〓
。
W
S
)
と
い
う
語
を
み
て
も
、
こ
こ
で
時
間
的
に
一
く
ぎ
り
あ
っ
て
、
五
〇
九
行
ま
で
は
冬
の
柊
か
ら
四

月
末
ま
で
の
描
写
、
五
一
〇
行
か
ら
一
七
行
を
五
月
の
描
写
と
み
た
い
。
花
と
い
っ
て
も
、
五
〇
七
行
の
P
w
r
e
W
言
r
e
s
c
h
e
w
e
n

l
⑱

は
、
春
の
は
じ
め
の
ク
ロ
ー
カ
ス
あ
た
り
を
連
想
さ
せ
、
五
一
二
-
三
行
で
は
、
生
垣
に
咲
き
乱
れ
た
花
と
と
る
の
は
行
き
過
ぎ
で

あ
ろ
う
か
。

⑳

五
一
六
行
の
a
P
e
r
を
副
詞
と
し
て
、
即
ち
a
f
t
e
r
w
a
r
d
s
と
と
る
説
も
あ
る
が
、
N
.
D
a
5
.
S
教
授
に
し
た
が
っ
て
前
置
詞
に
と
っ

た
。
そ
の
場
合
、
a
f
t
e
r
は
五
一
七
行
の
絡
ま
で
か
か
り
、
五
一
〇
行
の
甘
s
O
f
(
e
s
O
m
e
r
は
五
一
六
行
の
甘
s
e
s
O
u
n
O
f
s
O
m
e
r

w
y
t
h
∀
e
s
O
f
t
e
w
y
n
d
e
W
と
同
じ
で
、
夏
と
い
っ
て
も
前
半
の
五
月
を
意
味
す
る
(
甘
S
〇
f
t
e
s
〇
m
e
r
=
M
a
y
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
。

五
一
六
行
の
a
f
t
e
r
を
前
置
詞
に
と
れ
ば
、
五
一
六
、
七
行
と
五
一
八
行
以
下
と
の
問
に
は
、
時
間
的
区
切
が
あ
る
筈
で
、
五
一
八

㊥

-
二
〇
行
は
、
夏
の
後
半
、
即
ち
植
物
は
生
い
繁
り
、
輝
く
日
差
し
の
六
、
七
月
の
描
写
と
み
た
い
。
と
思
う
間
も
な
く
秋
が
訪
れ
、

五
三
二
行
の
、
、
、
カ
エ
ル
マ
ス
(
九
月
廿
九
日
)
の
満
月
は
も
う
冬
の
前
ぶ
れ
で
あ
る
。
慌
し
い
四
季
の
移
り
変
り
は
、
B
O
t
甘
n
n
e

(
b
u
t
t
h
e
n
)
五
〇
四
、
五
二
一
行
と
い
っ
た
何
げ
な
い
表
現
に
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
思
う
。

幹
・
G
白
さ
軋
3
に
は
春
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
見
逃
せ
ぬ
く
だ
り
が
あ
る
。
即
ち
ガ
ウ
ェ
イ
ソ
が
城
の
寝
室
に
案
内
さ
れ
、
も
っ

て
こ
ら
れ
た
服
に
着
更
え
る
場
面
で
あ
る
。

S
O
n
e
a
S
h
e
O
n
h
e
n
t
Y
a
ロ
d
h
a
p
p
e
d
言
r
i
n
n
e
-

p
a
t
s
e
t
e
O
n
h
y
m
s
e
m
】
y
w
y
t
h
s
a
y
-
a
n
d
e
s
k
y
r
t
e
W
、

p
e
く
e
r
b
y
h
i
s
u
i
s
a
g
e
く
e
r
a
y
-
y
h
i
t
s
e
m
e
d

W
e
】
n
e
W
t
。
く
C
h
e
h
a
甘
l
:
こ
e
。
n
h
w
e
s



L
〇
W
a
n
d
e
a
n
d
H
u
晋
已
l
e
】
一
i
こ
y
m
一
ゴ
e
u
∃
d
q
r
V

p
a
t
a
c
O
m
-
O
k
e
r
k
n
y
聖
n
e
u
e
r
K
r
y
s
t
m
a
d
e

h
e
m
甘
¥

∞
監
-
↓
〇
.

(
拶

朝
顔
形
の
裾
を
し
た
彼
に
似
合
の
一
着
を

と
っ
て
ま
と
え
ば
そ
の
様
は

ま
こ
と
春
が
訪
れ
た
か
と
並
み
い
る
人
に
は

⑳

思
わ
れ
た
。
あ
で
や
か
な
色
を
つ
け
て

彼
の
四
肢
は
う
る
わ
し
く
輝
き

こ
れ
以
上
の
美
丈
夫
を
キ
リ
ス
ト
様
が

つ
く
ら
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
。

問
題
は
二
行
目
の
く
e
r
で
あ
る
。
>
因
D
は
こ
の
箇
所
を
一
項
目
に
し
て
い
る
が
、
結
局
O
b
s
.
(
m
e
a
n
i
n
g
。
b
s
c
u
r
e
)
と
し
て
、

何
の
定
義
も
下
し
て
い
な
い
。
毛
皮
と
い
う
説
も
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
た
訳
も
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
で
は
記
r
l
l
S
p
r
i
n
g
と
解
す

㊨

⑲

㊧

る
の
が
普
通
で
あ
り
、
僅
か
で
は
あ
る
が
、
チ
。
-
サ
ァ
そ
の
他
の
例
も
あ
る
。
英
語
に
入
っ
た
時
代
は
か
な
り
後
で
あ
る
が
、
形

㊥

容
詞
扁
r
n
巴
は
今
日
で
も
立
派
な
英
語
で
あ
る
。

五

し
か
し
く
e
r
は
頻
度
の
点
か
ら
も
、
M
E
で
広
く
用
い
ら
れ
た
語
と
は
思
わ
れ
な
い
。
形
容
詞
く
e
r
n
a
事
が
今
日
ま
で
用
い
ら
れ

⑲

て
き
た
に
せ
よ
、
名
詞
く
e
r
は
語
形
と
し
て
、
殊
に
母
音
大
推
移
を
経
た
場
合
、
あ
ま
り
に
貧
弱
な
気
が
す
る
。
ま
た
今
日
の

中
世
英
詩
に
お
け
る
春
の
概
念



中

世

英

詩

に

お

け

る

春

の

概

念

一

二

s
p
r
i
ロ
g
も
一
五
世
紀
末
ま
で
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。
他
方
-
e
ロ
t
e
n
も
四
旬
節
と
い
う
意
味
に
専
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す

る
と
、
一
四
世
紀
の
詩
人
た
ち
は
春
を
歌
い
あ
げ
る
の
に
、
如
何
な
る
表
現
に
よ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

既
に
述
べ
た
ご
と
く
、
s
u
m
m
e
H
の
意
味
を
拡
張
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
s
O
f
t
と
い
う
頭
韻
語
と
の
結
び
つ
き

に
注
目
し
た
い
。

F
O
r
S
O
-
a
c
e
O
f
寸
e
s
O
許
s
O
m
e
r
∀
a
t
s
u
e
s
∀
e
r
a
訂
r
.

該
ヽ
G
む
さ
へ
訃
宝
へ
ご
訂
C
ヽ
へ
昌
昏
督
♪
巴
O
,

A
訂
r
言
s
e
s
O
u
n
O
鴫
s
O
m
e
r
W
y
t
h
∀
e
s
O
f
t
w
y
n
d
e
ツ

叫
か
軋
.
巴
P

I
n
a
s
O
m
e
r
S
e
S
O
u
n
-
W
h
a
n
n
e
s
O
訂
e
w
a
s
t
h
e
s
O
n
n
e
.

該
買
二
豪
こ
遅
産
さ
聖
.
P
r
O
】
O
g
u
e
-
.

A
n
d
t
h
e
s
e
s
O
n
e
O
h
s
O
m
e
r
e
W
h
e
n
s
O
f
t
e
b
e
n
e
t
h
e
w
e
d
r
e
s
.

べ
ぎ
・
、
ご
、
、
こ
ミ
:
ミ
ミ
、
訂
こ
、
・
-
/
l
圭
′
一
ト

N
O
W
W
e
訂
O
m
e
-
∽
O
m
e
r
-
W
i
t
h
t
h
y
s
O
n
n
e
S
O
f
t
e
.

3

平

声

さ

さ

藍

色

ご

ざ

官

二

転

二

諾

二

宮

,

最
初
の
二
例
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
次
の
二
例
で
は
前
か
後
に
M
a
y

と
い
う
語
が
あ
り
、
最
後
の
チ
ョ
ー
サ
ァ
の
例
に
つ

い
て
、
R
.
T
.
D
a
く
i
e
s
は
.
p
r
O
訂
已
y
i
n
c
-
u
d
i
ロ
g
O
u
r
S
p
r
i
n
g
-
と
註
し
て
い
る
。
日
本
語
の
場
合
せ
い
ぜ
い
初
夏
ど
ま
り
で
、

た
だ
夏
と
訳
す
の
は
m
i
㌢
a
d
i
n
g
で
あ
ろ
う
。



鳥
と
い
え
ば
▲
p
へ
計
も
許
肩
の

S
u
m
e
↓
i
s
i
c
u
m
e
n
i
n
.

⑲

を
思
い
だ
す
が
、
こ
れ
ま
た
R
.
T
.
D
a
ま
e
s
は
読
p
r
i
n
g
h
a
s
c
O
m
e
i
n
"
と
訳
し
て
い
る
。
結
局
、
英
国
人
に
と
っ
て
も
M
E

に
お
け
る
s
u
m
m
e
r
の
使
い
方
は
、
今
日
と
違
う
こ
と
に
な
る
。

チ
ョ
ー
サ
ァ
の
場
合
、
強
い
て
春
と
夏
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
は
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
の
訳
の
ご
と
く
、
P
s
t
s
O
m
e
r
と

h
O
t
S
O
ヨ
e
r
と
し
た
が
、
不
自
然
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
チ
ョ
ー
サ
ァ
に
は
s
u
m
m
e
r
の
例
が
四
十
程
あ
る
が
、
大
半
は
修
飾

語
を
伴
わ
ず
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
チ
ョ
ー
サ
ァ
の
s
u
m
m
e
r
は
、
s
p
r
i
n
g
;
u
m
ヨ
e
r
更
に
a
u
t
u
m
n
ま
で
含
む

概
念
、
即
ち
w
i
n
t
e
r
に
対
立
す
る
概
念
と
な
る
。
こ
れ
は
O
E
か
ら
遡
っ
た
印
欧
語
本
来
の
w
i
n
t
e
r
と
ロ
O
n
・
W
i
n
t
e
r
の
二
季

区
分
に
つ
な
が
り
、
w
i
n
t
e
r
a
n
d
s
u
m
m
e
r
(
i
.
e
.
a
ニ
t
h
e
y
e
a
=
。
u
n
d
)
と
い
う
表
現
と
し
て
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。
し
か
し
明

確
な
季
節
の
表
現
と
し
て
は
不
十
分
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

⑲

チ
ョ
ー
サ
ァ
は
s
u
m
m
e
r
よ
り
も
M
a
y
を
好
み
、
他
の
月
名
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
よ
く
使
っ
て
い
る
。
勿
論
、
.
f
宗
旨

m
O
n
t
h
O
f
M
a
y
、
が
M
E
詩
の
伝
統
的
表
現
で
あ
っ
た
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
五
月
自
体
の
爽
や
か
さ
、
更
に
当

時
の
英
語
に
s
p
H
i
n
g
と
い
っ
た
表
現
が
な
か
っ
た
こ
と
も
、
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

〔註〕
①
本
稿
は
昭
和
四
十
年
十
月
十
七
日
、
京
都
大
学
文
学
部
に
お
け
る
中
世
英
文
学
研
究
会
第
二
回
例
会
で
朗
読
し
た
原
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で

あ
る
。中

世
英
詩
に
お
け
る
春
の
概
念



中
世
英
詩
に
お
け
る
春
の
概
念

㊥
如
月
雪
舟
甘
さ
詳
:
甲
酪
§
鼓
訂
(
-
富
山
薄
)
-
胃
a
S
。
n
S
の
項
に
は
、

這
t
h
e
h
u
s
b
a
n
d
m
a
n
.
s
y
e
a
r
l
y
r
。
u
n
d
h
a
d
n
。
二
e
P
s
。
p
r
。
f
。
u
n
d
a
n
i
m
p
r
e
s
s
。
n
E
u
r
。
欄
a
n
膏
e
C
h
:
p
を
g
a
n
d
a
u
t
u
m
n

w
O
u
】
d
訂
c
O
n
S
i
d
e
r
乱
B
e
邑
y
t
r
a
ロ
S
i
t
i
O
B
】
罵
r
i
c
d
眈
V
訂
邑
y
w
c
ユ
h
y
C
h
巳
m
e
S
C
9
0
r
d
i
己
t
e
i
n
r
a
b
打
w
i
t
h
t
h
C
完
○
㌃
u
m
m
e
H

a
n
d
w
i
n
t
e
r
㌧
と
あ
る
。

㊥
も
っ
と
も
昌
m
m
e
r
も
、
若
い
女
性
の
場
合
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
が
、
呂
b
で
は
一
四
世
紀
か
ら
と
し
て
い
る
。

④
T
h
e
E
n
g
-
i
伽
h
w
i
n
t
e
r
l
e
n
d
i
n
g
i
n
J
u
-
y
V

T
O
r
e
C
O
m
m
e
n
C
e
i
n
A
u
g
u
s
t
.
L
p
e
N
ゝ
宍
5
-
C
a
n
t
O
H
I
I
-
.
邑
i
i
.

と
い
う
バ
イ
ロ
ン
の
言
葉
を
御
輿
教
授
か
ら
教
え
ら
れ
た
。

◎
英
文
学
評
論
第
十
五
集
「
古
代
英
詩
に
お
け
る
四
季
の
概
念
」

⑨
当
r
q
b
、
魯
・
許
8
塁
∵
知
罠
罫
∵
知
箪
笥
丸
.
<
O
h
.
く
.
3
訂
き
旨
ぎ
J
を
ご
ざ
貪
配
属
p
.
N
O
-
.

⑦
b
Q
q
へ
♪
出
K
.
I
.
M
e
t
2
m
切
.

⑧
し
忘
H
b
L
e
n
t
e
n
の
項
、
W
y
-
d
.
〔
白
5
の
r
n
t
の
項
も
同
様
。

㊥
害
へ
ト
き
紅
さ
款
で
は
↓
声
-
e
e
N
.
-
0
0
¢
年
の
項
な
ど
。

㊥
前
出
の
拙
稿
三
-
七
頁
参
照
。

㊥
K
・
S
i
B
m
-
添
乳
訂
㌢
;
訂
加
ぎ
月
で
蝿
p
に
蜃
軋
監
こ
計
ヨ
き
ぷ
p
,
班
に
こ
の
詩
の
要
約
が
あ
る
が
、
S
i
s
a
m
は
≡
箇
所
と
も

P
e
n
t
-
L
e
n
t
e
ロ
と
し
て
い
る
。

⑲
3
こ
首
甘
尋
.
金
甲
や

㊥
h
訂
。
さ
記
繋
-
-
8
ふ
・
原
文
の
れ
。
∀
e
r
g
e
a
r
、
を
J
.
C
.
H
a
u
は
れ
a
n
O
t
h
e
r
y
e
a
r
、
と
せ
ず
に
.
a
n
e
w
s
p
r
i
n
g
.
と
訳
し
て
い
る
。

⑭
ゝ
白
5
V
L
e
n
t
e
n
の
項
。
:
↓
h
e
e
c
c
-
e
s
i
邑
i
c
巴
s
e
n
s
e
C
ご
h
e
w
c
r
d
i
s
p
e
c
u
l
i
a
r
t
C
P
g
二
n
t
h
e
O
t
h
e
r
T
e
u
t
J
a
志
功
.
t
h
e
O
n
】
y

∽
O
n
S
e
i
∽
、
S
p
r
i
n
?



㊥
C
.
L
W
r
e
n
n
∴
夢
こ
ざ
等
温
巨
良
首
領
(
K
e
n
k
y
u
s
F
e
d
i
t
i
O
n
)
-
一
.
箪

㊥
厨
川
文
夫
「
中
世
の
英
文
学
と
英
語
」
p
p
L
烏
も
・
に
は
こ
の
詩
の
原
文
お
よ
び
全
訳
が
の
っ
て
い
る
。

㊥
酔
e
c
甘
b
R
も
n
b
註
§
、
首
♪
三
g
h
t
i
n
g
巴
e
の
項
。
.
P
〇
e
t
S
a
n
d
n
。
づ
巴
i
s
t
s
a
r
e
a
p
t
t
。
C
C
m
m
a
n
d
a
t
w
i
ニ
t
h
e
s
O
ロ
g
O
ご
h
i
∽

b
i
r
d
∵
r
r
e
s
p
e
c
t
i
く
e
。
ご
e
a
s
C
n
・
已
t
訂
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
〇
f
t
r
u
t
h
i
s
t
。
訂
r
e
g
a
r
d
e
d
V
h
C
W
e
く
e
r
二
t
i
∽
d
a
n
g
e
r
O
u
切
t
O
i
n
t
3
d
u
e
e

か
n
i
g
h
t
i
n
g
巴
e
P
の
S
i
n
g
i
n
g
i
n
H
n
g
-
a
n
d
b
e
㌻
完
A
p
r
i
=
∽
c
r
P
f
t
e
r
J
u
n
e
声
.

W
r
e
n
n
教
授
は
、
3
～
○
邑
§
軋
～
訂
>
好
打
甘
電
話
の
作
者
を
.
a
g
。
O
d
。
r
n
i
t
h
㌢
g
i
s
t
、
で
あ
る
と
筆
者
に
云
わ
れ
た
。

㊥
O
E
の
諒
3
0
～
亀
§
で
は
五
月
九
日
が
夏
の
到
来
で
あ
る
。

㊥
こ
の
よ
う
な
技
巧
を
こ
ら
し
た
頭
韻
詩
を
逐
語
訳
す
る
に
は
、
筆
者
の
語
彙
が
不
足
す
る
の
で
、
大
意
に
と
ど
め
る
。
以
下
の
〔
註
〕
で
は
、

T
。
-
k
i
e
n
紗
G
。
r
d
昌
お
よ
び
G
。
ニ
a
n
c
N
の
解
釈
の
ほ
か
に
、
両
者
を
比
較
し
自
説
を
加
え
た
N
。
r
m
a
n
D
a
訃
教
授
の
一
九
六
〇
年
度
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
こ
の
詩
の
解
釈
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

⑳
隷
白
ふ
笥
に
=
e
㌃
C
勺
C
n
富
什
C
巳
y
詮
六
i
・
e
・
告
的
童
p
F
)
と
あ
り
、
賢
は
b
a
聖
の
知
8
コ
u
p
t
i
。
D
O
r
贅
i
b
a
-
切
h
O
旨
n
.

i
n
g
で
あ
ろ
う
。
G
0
-
-
a
n
c
N
(
g
-
。
S
S
a
r
y
)
の
p
-
a
i
n
は
不
可
。
I
D
a
弓
訂
・

㊧
T
O
-
k
i
e
n
か
G
。
r
d
昌
は
ひ
N
-
h
y
m
を
r
e
謡
賢
e
に
と
り
、
(
g
-
。
S
S
a
r
y
)
h
a
r
d
e
n
e
s
h
i
m
を
占
e
c
音
e
S
e
く
e
r
e
.
と
し
て
い
る
が

h
y
m
は
巴
彿
∀
e
w
O
r
t
を
う
け
る
と
す
る
G
C
巳
a
n
c
z
が
正
し
い
ー
D
a
≦
.
S
.

㊥
ひ
N
の
で
G
。
ニ
a
n
c
N
の
【
a
u
c
e
n
∧
O
N
・
-
a
u
s
s
(
-
。
。
S
e
)
は
M
E
で
自
動
詞
の
例
が
全
く
な
い
よ
う
な
の
で
、
T
O
-
k
i
e
n
a
n
d
G
O
乙
O
n

-
a
ロ
C
e
n
(
晋
)
が
よ
り
適
当
で
あ
る
-
D
a
く
i
s
・

⑳
訟
∽
w
a
g
e
は
G
。
コ
a
n
c
N
(
g
訂
s
a
r
y
)
の
c
h
a
】
訂
n
g
e
よ
り
も
T
C
H
粁
許
か
G
。
r
d
。
n
(
g
訂
s
a
r
y
)
の
p
H
e
d
g
e
-
g
r
n
e
盟
が
よ
い
。

1Da5.S.

㊧
こ
の
自
然
描
写
の
独
創
性
よ
り
も
伝
統
性
を
強
調
し
た
論
文
と
し
て
、
2
声
知
(
-
杓
い
∽
)
に
D
.
A
.
P
e
a
冨
コ
.
R
h
e
t
O
r
i
c
巴
二
ロ
e
s
c
r
i
p
t
i
c
"

i
n
該
「
(
㌢
迂
這
軒
～
§
宗
～
監
罠
(
〕
ベ
e
K
、
暴
き
が
あ
る
。
-
I
D
a
く
i
s
.

中
世
英
詩
に
お
け
る
春
の
概
念



中
世
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け
る
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概
念

⑳
望
-
～
蒜
の
.
w
h
e
e
二
の
部
分
は
ご
y
p
i
c
巴
M
a
y
浩
e
n
e
u
で
あ
る
1
D
a
く
i
s
.

⑳
T
O
-
k
i
e
n
か
G
O
r
d
c
n
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
a
f
t
e
r
の
あ
と
に
コ
ン
マ
が
あ
り
、
G
e
-
-
a
n
c
N
は
註
で
れ
A
f
t
e
r
w
a
r
d
s
(
C
。
m
e
S
)
t
h
e
s
e
P
S
c
n

O
ご
u
m
m
e
r
.
.
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
い
づ
れ
の
p
u
n
c
t
u
a
t
i
O
n
も
u
n
S
a
t
i
s
f
a
c
t
O
r
y
で
、
こ
の
a
f
t
e
r
を
副
詞
と
と
る
の
は
s
t
r
a
n
g
e

で
あ
る
-
D
a
5
.
切
.

㊥
-
a
t
e
r
S
u
m
m
e
r
-
D
a
5
.
切
.

ひ
N
O
佃
己
n
n
e
の
あ
と
は
T
C
l
k
i
e
n
紗
G
O
r
d
c
n
-
G
C
】
-
a
n
c
N
と
も
ピ
リ
オ
ッ
ド
に
な
っ
て
い
る
が
、
g
U
と
同
様
セ
ミ
コ
ロ
ソ
に
し
た
。

㊥
票
∽
s
a
y
l
a
n
d
e
は
T
O
-
k
i
e
n
紆
G
O
乙
O
n
お
よ
び
G
O
】
-
a
n
c
N
の
.
r
w
i
n
g
、
よ
り
も
h
w
i
d
e
-
y
・
評
r
i
n
g
.
と
し
た
方
が
ヨ
O
r
e
-
i
k
e
-
y

で
あ
る
1
D
a
ま
S
.

⑲
T
〇
芹
i
e
n
紗
G
O
r
d
e
n
の
テ
キ
ス
ト
で
は
票
↓
h
a
言
-
の
次
の
セ
ミ
コ
ロ
ン
は
な
く
、
h
w
e
s
の
あ
と
に
コ
ン
マ
が
あ
る
。

⑳
G
O
ニ
a
n
c
N
は
M
e
n
n
e
r
(
き
芦
知
∵
軋
F
N
受
早
ム
)
の
ご
h
e
f
u
r
・
t
r
i
m
m
i
n
g
(
i
.
e
.
a
c
生
a
r
O
〓
u
r
)
b
y
h
i
s
f
a
c
e
.
と
い
う
説
を
紹
介

し
て
い
る
が
、
自
ら
は
S
p
r
i
n
g
説
を
と
り
、
C
h
a
u
c
e
r
の
t
h
e
S
q
l
-
i
r
e
の
描
写

M
m
b
r
O
u
d
e
d
w
a
s
h
e
V
a
S
i
t
w
e
r
e
a
m
e
d
e

A

l

E

O

f

f

r

e

ひ

S

h

e

P

u

r

e

s

-

W

h

y

t

e

a

n

d

r

e

d

e

.

と
比
較
し
て
い
る
。

㊥
ど
〇
m
i
s
a
n
d
W
i
ニ
a
r
d
-
≧
乱
ぎ
乳
白
色
蛋
二
を
裏
白
鼓
∴
ざ
宅
訂
き
賢
哲
註
§
二
軒
宝
ぎ
(
-
曾
加
)
の
T
h
e
O
d
O
完
H
a
w
a
乙

田
a
n
k
s
L
r
.
の
逐
語
釈
。

⑲
く
e
r
は
.
w
e
】
-
・
e
S
t
a
b
】
i
s
h
e
d
a
ニ
h
i
s
d
a
t
e
.
.
-
D
a
5
.
S
.

⑲
つ
T
〇
、
、
、
、
h
聖
へ
、
9
・
訂
Q
へ
計
-
B
K
.
:
-
-
望
.
チ
ョ
ー
サ
ァ
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。

⑳
>
蝿
〇
記
r
お
よ
び
扁
完
の
項
参
照
。

㊨
>
因
D
で
は
ー
ひ
い
A
M
O
r
e
の
例
を
最
初
に
挙
げ
て
い
る
。



⑲
フ
ラ
ソ
ス
語
で
も
く
e
r
は
一
六
世
紀
ま
で
と
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
語
で
も
く
e
r
e
は
〇
訂
〇
一
e
t
e
で
、
p
r
i
m
冒
e
r
a
と
な
っ
た
の
と
比
較
さ
れ

る
。

㊥
ち
な
み
に
R
〇
b
i
コ
S
〇
n
の
G
】
O
S
S
a
r
y
で
は
S
〇
m
e
r
‥
芸
l
⇒
ヨ
電
車
t
h
J
e
W
a
r
ヨ
S
C
a
S
〇
コ
(
S
(
三
三
i
∃
e
ニ
ー
】
C
F
〔
ご
n
g
s
p
r
仰
n
g
)

S
k
e
a
t
の
G
-
O
。
B
r
y
で
は
s
O
m
e
r
・
S
e
S
〇
u
n
‥
S
p
r
i
n
g
完
註
y
s
u
ヨ
n
一
e
r
と
あ
る
。

研
究
社
「
英
語
語
原
小
辞
典
」
S
p
r
i
n
g
の
項
参
照
。

⑲
R
.
T
.
D
a
5
.
e
S
二
計
詳
邑
よ
す
芝
こ
甘
寮
.
V
p
.
-
∽
ド

⑳
O
p
.
C
i
t
.
p
・
∽
ド

⑲
コ
ソ
コ
ー
ダ
ソ
ス
に
よ
っ
て
チ
ョ
ー
サ
ブ
に
お
け
る
月
名
の
輝
度
を
ラ
テ
/
形
も
含
め
て
し
ら
べ
て
み
た
。

l
当
.
F
e
b
.
M
a
r
.
A
p
r
.
M
a
y
.
1
u
コ
.
J
u
】
t
A
u
g
.
S
(
車
O
c
t
.
N
〇
く
.
D
芦

ふ

ー

U

u

に

∞

〇

∽

】

↓

〇

ヾ

.

V

J

(

小

l
a
n
u
a
r
y
が
多
い
の
は
、
当
へ
き
冷
コ
訂
ミ
J
q
が
訃
で
M
a
y
と
い
う
若
い
女
房
と
結
婚
し
た
老
人
の
名
前
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

る
。
チ
ョ
ー
サ
ブ
の
場
合
、
一
年
は
春
分
か
ら
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
日
本
語
の
正
月
の
よ
う
な
改
ま
っ
た
感
じ
は
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
M
a
y
と
J
a
n
u
a
r
y
を
組
合
せ
た
と
こ
ろ
に
、
チ
ョ
ー
サ
ァ
の
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
世
英
詩
に
お
け
る
春
の
概
念


