
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
を
読
む
（
十
一
）

加

藤

睦

一「
あ
は
れ
を
も
い
か
に
知
り
て
か
な
ぐ
さ
め
む
あ
る
や
恋
し
き
亡
き

や
悲
し
き

お
ぼ
つ
か
な
き
こ
そ
心
憂
け
れ
」
と
あ
れ
ば
、
ほ
ほ
笑
み
て
、
さ
ま
ざ

ま
も
か
く
思
ひ
よ
り
て
の
た
ま
ふ
、
似
げ
な
の
亡
き
が
よ
そ
へ
や
、
と

思
す
。
い
と
と
く
、
こ
と
な
し
び
に

「
い
づ
れ
と
か
分
き
て
な
が
め
ん
消
え
か
へ
る
露
も
草
葉
の
上
と
見

ぬ
世
を

お
ほ
か
た
に
こ
そ
悲
し
け
れ
」
と
書
い
た
ま
へ
り
。

（
夕
霧（
１
）巻）

妻
の
雲
居
雁
か
ら
心
変
わ
り
を
疑
う
歌
を
贈
ら
れ
、
そ
れ
に
夕
霧
が
返
し

た
「
い
づ
れ
と
か
…
」
詠
に
つ
い
て
、
諸
注
は
次
の
二
点
に
お
い
て
共
通
の

理
解
を
示
し
て
い
る
。

・「
い
づ
れ
と
か
」
と
、
雲
居
雁
詠
の
「
あ
る
や
恋
し
き
亡
き
や
悲
し
き
」

の
間
に
、
呼
応
関
係
を
認
め
る
。

・
一
首
を
、「
雲
居
雁
が
探
り
を
入
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
一
般
論
で

は
ぐ
ら
か
」（
新
編
全
集
・
頭
注
）
し
た
歌
と
理
解
す
る
。

こ
う
し
た
理
解
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
特
に
異
論
は
な
い
。
た
だ
し
、

前
者
の
呼
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
少
し
立
ち
入
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
こ

と
が
あ
る
。

雲
居
雁
詠
の
「
あ
る
や
恋
し
き
亡
き
や
悲
し
き
」
に
は
、
諸
注
の
指
摘
す

る
よ
う
に
、「
生
き
て
い
る
落
葉
宮
が
恋
し
い
の
か
、
亡
く
な
っ
た
御
息
所

の
こ
と
が
悲
し
い
の
か
」
と
い
う
含
意
が
あ
り
、
そ
れ
を
露
骨
に
問
う
の
で

は
な
く
、
一
般
的
な
表
現
で
示
し
て
い
る
。

諸
注
が
見
出
し
て
い
る
「
呼
応
」
は
、
こ
の
具
体
的
な
含
意
に
ま
で
及
ぶ

も
の
な
の
か
否
か
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

・
ど
ち
ら
（
落
葉
宮
と
御
息
所
）
と
言
っ
て
、
特
に
思
い
つ
め
て
悲
し
ん

で
い
よ
う
か
、
悲
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
…
…

（
大
系
）

・〔「
い
づ
れ
」
の
語
釈
〕
ど
ち
ら
。
雲
居
の
雁
の
和
歌
の
「
あ
る
や
恋
し

き
亡
き
や
悲
し
き
」
を
受
け
、
落
葉
の
宮
と
故
御
息
所
を
指
す
。

（
鑑
賞
と
基
礎
知
識
）

右
の
解
釈
で
は
、
含
意
を
踏
ま
え
て
の
呼
応
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
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は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。
玉
上
評
釈
が
鑑
賞
欄
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る

の
も
同
様
の
理
解
だ
ろ
う
。

「
い
づ
れ
と
か
」
の
歌
は
、
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
。
昔
か
ら
さ
ま
ざ

ま
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
お
ほ
か
た
に
こ
そ
悲
し
け
れ
」
と
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
一
般
的
な
世
の
は
か
な
さ
を
い
っ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
御
息
所
と
か
宮
と
い
っ
た
特
定
の
人
に
つ

い
て
思
い
に
沈
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
皆
、
悲
し
い
人
間

の
運
命
だ
、
そ
う
い
う
一
般
的
な
世
の
無
常
が
悲
し
い
の
だ
、
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
現
代
語
訳
の
場
合
は
、
含
意
を
踏
ま
え
て
の

呼
応
と
考
え
て
い
る
の
か
否
か
が
、
判
然
と
し
な
い
。

・
何
が
ど
う
悲
し
い
と
い
ふ
の
で
も
な
い
。
…
…

（
全
書
）

・
特
に
誰
の
こ
と
と
い
う
わ
け
で
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
る
わ
け
で
も
あ
り

ま
せ
ん
、
…
…

（
集
成
）

・
そ
の
ど
ち
ら
に
と
区
別
し
て
も
の
思
い
に
沈
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い

…
…

（
新
大
系
）

・
そ
の
ど
ち
ら
の
た
め
に
と
り
わ
け
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
わ
け
で
も
な

い
の
で
す
。

（
新
編
全
集
）

強
い
て
言
え
ば
、
集
成
の
「
特
に
誰
の
こ
と
と
…
」、
新
大
系
、
新
編
全

集
の
「
そ
の
…
」
と
い
う
解
釈
の
し
か
た
は
、
い
っ
た
ん
含
意
を
受
け
と
め

た
う
え
で
そ
れ
を
は
ぐ
ら
か
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
あ

る
が
、
確
か
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
決
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
現
代
語
訳
の
不
備
な
ど
で
は
な
く
、
贈
歌

の
一
般
的
な
表
現
を
そ
の
ま
ま
「
い
づ
れ
と
か
」
と
受
け
て
い
る
、
夕
霧
の

返
歌
そ
の
も
の
の
曖
昧
さ
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
語
り
手
は
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
、「
こ
と
な
し
び
に
…
」
と
言

葉
を
添
え
て
い
る
。「
こ
と
な
し
び
」
は
「
何
で
も
な
い
様
子
を
す
る
こ
と
。

な
に
げ
な
い
ふ
り
を
す
る
こ
と
」
の
意
を
表
し
（
日
本
国
語
大
辞
典

第
二

版
）、
当
該
歌
に
つ
い
て
、
読
者
を
次
の
よ
う
な
了
解
に
誘
導
す
る
働
き
を

有
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
夕
霧
は
返
歌
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
雲
居

雁
詠
の
下
の
句
が
匂
わ
せ
て
い
る
含
意
を
解
さ
な
か
っ
た
ふ
り
を
し
、「
生

き
て
い
る
人
々
が
恋
し
い
の
か
、亡
く
な
っ
た
人
々
の
こ
と
が
悲
し
い
の
か
」

と
問
い
か
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
問
い
に
対
し
て
大
方
の
無
常
を
嘆

く
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
、
と
い
う
了
解
で
あ
る
。

玉
上
評
釈
は
、
鑑
賞
欄
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
当
該
歌
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。

…
…
そ
れ
は
一
見
、
妻
の
問
う
た
「
あ
る
や
恋
し
き
」
も
否
定
し
た
よ

う
に
み
え
る
が
、
同
時
に
「
な
き
や
悲
し
き
」
で
も
な
い
の
だ
よ
、
と

こ
ち
ら
も
否
定
し
た
こ
と
に
な
り
、
結
局
は
宮
の
事
も
、
お
気
の
毒
に

お
か
わ
い
そ
う
に
、
い
と
お
し
く
思
っ
て
い
な
い
で
も
な
い
の
だ
、
と

い
う
含
み
を
持
っ
て
来
る
。
心
も
と
な
く
怪
し
げ
な
答
え
方
で
あ
る
。

こ
こ
に
記
さ
れ
た
印
象
は
、
夕
霧
詠
が
雲
居
雁
詠
の
含
意
に
応
じ
て
い
る

と
読
み
取
っ
た
場
合
に
、
確
か
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も

夕
霧
は
、
そ
の
問
い
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
返
歌
し
た
。
そ
の

こ
と
は
、「
こ
と
な
し
び
に
」
と
い
う
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
初
め
て
確
実
に
了
解
さ
れ
る
。
私
た
ち
も
物
語
の
読
者
と
同
様
に
、
そ
の

誘
導
に
従
っ
て
読
み
進
め
る
の
が
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、「
こ
と
な
し
び
に
」
と
い
う
言
葉
が
添
え
ら
れ
た
歌
は
、『
源

氏
物
語
』
に
も
う
一
例
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
総
角
巻
で
大
君
が
詠
じ
た
、

山
姫
の
染
む
る
心
は
分
か
ね
ど
も
う
つ
ろ
ふ
方
や
深
き
な
る
ら
ん
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で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
薫
か
ら
「
秋
の
け
し
き
も
知
ら
ず
顔
に
、
青
き
枝
の
、

片
枝
い
と
濃
く
も
み
ぢ
た
る
」
枝
と
と
も
に
贈
ら
れ
た
、

お
な
じ
枝
を
分
き
て
そ
め
け
る
山
姫
に
い
づ
れ
か
深
き
色
と
と
は
ば
や

と
い
う
歌
へ
の
返
歌
で
あ
る
。「
こ
と
な
し
び
に
」
は
、「
山
姫
の
…
」
詠
の

直
後
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

こ
と
な
し
び
に
書
き
た
ま
へ
る
が
、
を
か
し
く
見
え
け
れ
ば
、
な
ほ
え

怨
じ
は
つ
ま
じ
く
お
ぼ
ゆ
。

こ
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙（
２
）稿に
お
い
て
以
下
の
こ
と
を
論
述

し
た
。

・
従
来
、
薫
か
ら
の
贈
歌
に
つ
い
て
、
紅
葉
が
薫
が
思
い
染
め
た
大
君
を

寓
意
し
、
青
い
ま
ま
の
葉
が
中
君
を
寓
意
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
ま

た
、
薫
は
紅
葉
の
方
を
「
深
き
色
」
と
思
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い

る
が
、
正
し
く
は
、
紅
葉
が
中
君
に
移
ろ
う
心
を
、
青
い
ま
ま
の
葉
が

大
君
へ
の
変
わ
ら
ぬ
心
を
、
そ
れ
ぞ
れ
寓
意
し
て
お
り
、
薫
は
青
い
ま

ま
の
葉
を
「
深
き
色
」
と
思
っ
て
い
る
と
読
む
べ
き
で
あ（
３
）る。

・
大
君
は
、
薫
の
思
い
を
理
解
し
た
が
、
そ
れ
を
は
ぐ
ら
か
し
、
移
ろ
う

葉
の
ほ
う
が
深
い
色
な
の
で
し
ょ
う
と
、
送
ら
れ
た
枝
そ
の
も
の
に
つ

い
て
の
当
た
り
前
の
こ
と
を
、「
こ
と
な
し
び
に
」
返
歌
し
た
。

「
山
姫
の
…
」
詠
に
つ
い
て
諸
注
は
、
薫
の
中
君
に
対
す
る
思
い
を
暗
示

す
る
回
答
を
示
し
た
歌
と
い
う
理
解
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
行
っ

て
い
る
。

山
姫
が
片
方
の
枝
だ
け
を
染
め
分
け
た
気
持
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
色
移
っ

て
紅
葉
し
た
方
に
深
い
心
を
寄
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
の
意
。「
う
つ

ろ
ふ
」
は
、
色
変
る
、
心
移
る
、
の
両
意
。
薫
の
心
を
し
め
て
い
る
の

は
、
心
移
っ
た
中
君
の
方
だ
と
す
る
。

（
新
大
系
）

こ
の
読
み
取
り
に
つ
い
て
は
、
大
君
自
身
が
、
薫
が
中
の
君
に
対
し
て
何

も
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
同
じ
部
屋
の
奥
に
身
を
隠
し
て
い
て
よ
く
承
知
し

て
い
た
の
に
、
そ
の
薫
の
思
い
を
無
視
し
て
、「
薫
の
心
を
し
め
て
い
る
の

は
、
心
移
っ
た
中
君
の
方
だ
と
す
る
」
返
歌
を
詠
む
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問

が
わ
く
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
方
で
、
女
が
男
か
ら
の
歌
に
対
し
て
こ
と
さ

ら
冷
た
く
返
歌
す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
作
法
で
あ
る
か
ら
、
諸
注
の
よ
う
に

読
み
解
く
の
も
あ
な
が
ち
誤
り
と
も
言
い
切
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
に
解
釈
に
幅
の
あ
る
「
山
姫
の
…
」
詠
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
も

「
こ
と
な
し
び
に
」
と
い
う
言
葉
が
、
読
者
の
理
解
を
誘
導
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
語
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
君
が
薫
の
贈
歌
を

そ
の
表
層
に
示
さ
れ
た
葉
の
色
の
深
さ
に
つ
い
て
の
問
い
に
限
定
し
て
と
り

な
し
、
素
朴
に
即
物
的
に
答
え
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
読
者
に

伝
わ
る
の
で
あ
る
。

二

物
語
作
中
歌
に
つ
い
て
、
読
者
の
読
み
を
誘
導
す
る
言
葉
と
し
て
は
、「
こ

と
な
し
び
に
」
の
ほ
か
に
、「
公
事
に
ぞ
聞
こ
え
な
す
」（
夕
顔
巻
）
と
か
、

「
あ
さ
は
か
に
聞
こ
え
な
し
た
ま
へ
ば
」（
須
磨
巻
）、「
し
ら
ず
よ
み
に
よ
み

け
る
」（
伊
勢
物
語
・
十
八
段
）
な
ど
が
思
い
浮
か
ぶ
。
こ
の
よ
う
な
言
葉

が
歌
に
添
え
て
あ
れ
ば
、
そ
の
言
葉
が
読
者
を
導
い
て
行
く
方
向
を
推
測
し

て
、
私
た
ち
も
妥
当
な
理
解
へ
の
道
筋
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、

そ
の
よ
う
な
言
葉
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
歌
の
理
解
に
幅
が
あ
っ
て
、
含

意
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
な
ど
、
微
妙
な
判
断
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
場

合
は
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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以
下
、
複
数
の
事
例
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

君
は
、
誰
と
も
え
見
分
き
た
ま
は
で
、
我
と
知
ら
れ
じ
と
ぬ
き
足
に
歩

み
の
き
た
ま
ふ
に
、
ふ
と
寄
り
て
、「
ふ
り
棄
て
さ
せ
た
ま
へ
る
つ
ら

さ
に
、
御
送
り
仕
う
ま
つ
り
つ
る
は
。

も
ろ
と
も
に
大
内
山
は
出
で
つ
れ
ど
入
る
方
見
せ
ぬ
い
さ
よ
ひ
の

月
」

と
恨
む
る
も
ね
た
け
れ
ど
、
こ
の
君
と
見
た
ま
ふ
に
、
す
こ
し
を
か
し

う
な
り
ぬ
。「
人
の
思
ひ
よ
ら
ぬ
こ
と
よ
」
と
憎
む
憎
む
、

里
分
か
ぬ
か
げ
を
ば
見
れ
ど
行
く
月
の
い
る
さ
の
山
を
誰
か
た
づ

ぬ
る

（
末
摘
花
巻
）

い
た
ず
ら
心
で
源
氏
を
つ
け
て
き
た
頭
中
将
に
対
し
て
、
源
氏
が
詠
ん
だ

「
里
分
か
ぬ
…
」
詠
に
つ
い
て
、
諸
注
の
理
解
は
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
。

そ
れ
は
次
に
例
示
す
る
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。

・
す
べ
て
の
場
所
を
照
ら
し
て
、
あ
の
里
こ
の
里
と
区
別
を
し
な
い
月
の

光
を
見
は
す
る
け
れ
ど
、
そ
の
月
が
は
い
っ
て
い
く
山
を
尋
ね
る
人
な

ど
は
い
ま
せ
ん
よ
。
す
な
わ
ち
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
浮
気
を
し
て
ま
わ

る
事
は
知
っ
て
し
て
も
、
そ
の
行
く
先
ま
で
追
及
す
る
人
が
あ
る
も
の

か
。
私
な
ら
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
、
の
意
。「
里
」
は
男
が
通
っ
て

行
く
女
の
家
を
も
言
っ
た
。
…
…

（
玉
上
評
釈
）

・
ど
の
里
を
も
、
あ
ま
ね
く
照
ら
す
月
の
光
は
仰
い
で
も
、
大
空
を
渡
っ

て
ゆ
く
月
が
入
っ
て
ゆ
く
山
ま
で
誰
が
尋
ね
て
ゆ
く
も
の
が
あ
ろ
う
。

あ
ち
こ
ち
の
女
の
所
に
忍
ん
で
ゆ
く
の
を
知
っ
て
い
て
も
、
あ
と
を
つ

け
る
者
が
あ
る
も
の
か
。「
里
」
は
、「
大
内
山
」（
宮
中
）
に
対
し
て

用
い
、
女
の
家
の
こ
と
。

（
集
成
）

こ
の
よ
う
に
諸
注
は
、
上
の
句
、
下
の
句
の
双
方
か
ら
寓
意
を
読
み
取
っ

て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
下
の
句
の
読
解
は
、「「
人
の
思
ひ
よ
ら
ぬ
こ
と
よ
」

と
憎
む
憎
む
」
詠
ん
だ
歌
、
す
な
わ
ち
頭
中
将
の
酔
狂
な
行
為
に
文
句
を

言
っ
た
歌
の
内
容
と
し
て
適
正
な
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
上

の
句
に
つ
い
て
は
、
常
陸
宮
邸
ま
で
後
を
つ
け
ら
れ
な
が
ら
、
源
氏
が
自
分

か
ら
進
ん
で
、「
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
浮
気
を
し
て
ま
わ
る
」（
玉
上
評
釈
）、「
あ

ち
こ
ち
の
女
の
所
に
忍
ん
で
ゆ
く
」（
集
成
）
な
ど
と
、
自
分
の
不
名
誉
に

な
る
こ
と
を
口
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
ふ
つ
う
そ
ん
な
こ
と
は
言
わ
な
い
だ

ろ
う
に
と
、
大
い
に
疑
問
を
感
じ
る
。

・
里
わ
か
ぬ
月
の
光
を
ば
み
れ
ど
も
、
明
が
た
の
入
さ
の
山
ま
で
を
尋
ぬ

る
人
も
な
き
に
、
思
も
よ
ら
ぬ
事
と
に
く
む
心
を
そ
へ
た
り
。

（
花
鳥
余
情
）

・
面
白
歌
也
。
月
を
ば
な
べ
て
た
れ
も
め
づ
れ
ど
も
、
い
る
か
た
ま
で
を

た
づ
ね
行
人
は
な
き
物
を
と
也
。

（
細
流
抄
）

・
頭
中
将
の
か
か
る
御
あ
り
き
ま
で
し
た
へ
る
を
思
よ
せ
給
へ
り
。

（
万
水
一
露
・
碩
）

右
に
引
用
し
た
旧
注
の
解
釈
は
、
下
の
句
の
意
味
に
重
点
を
置
い
た
も
の

と
み
ら
れ
、
上
の
句
が
何
を
寓
意
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
特
に
考
慮
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

現
代
の
注
釈
の
中
で
は
、
鑑
賞
と
基
礎
知
識
が
、
次
に
引
く
よ
う
に
、
下

の
句
に
の
み
寓
意
を
見
出
す
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。

ど
こ
の
里
だ
ろ
う
と
分
け
隔
て
せ
ず
に
照
ら
す
月
を
見
る
こ
と
は
あ
る

け
れ
ど
、
そ
の
月
の
入
る
山
を
誰
が
探
す
で
し
ょ
う
か
。
尾
行
す
る
と

は
、
あ
ま
り
に
ひ
ど
す
ぎ
ま
す
。
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親
し
い
頭
中
将
に
対
し
て
「
す
こ
し
を
か
し
う
な
り
ぬ
」
と
い
う
気
持
ち

か
ら
文
句
を
言
っ
た
当
該
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
お
お
ら
か

な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
諸
注
が
上
の
句
を
放
置
せ
ず
、
そ
こ
に
遡
っ
て
寓
意
を

読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
は
、
律
儀
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

・
お
ほ
ぬ
さ
の
ひ
く
て
あ
ま
た
に
な
り
ぬ
れ
ば
お
も
へ
ど
え
こ
そ
た
の
ま

ざ
り
け
れ

（
古
今
集
・
恋
四
・
七
〇
六
・
よ
み
人
し
ら
ず
・「
あ
る
女
の
、
な

り
ひ
ら
の
朝
臣
を
と
こ
ろ
さ
だ
め
ず
あ
り
き
す
と
お
も
ひ
て
、
よ

み
て
つ
か
は
し
け
る
」）

・
ほ
と
と
ぎ
す
汝
が
な
く
里
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
思
ふ
も

の
か
ら

（
伊
勢
物
語
・
四
三
段
・
八
〇
）

・
玉
か
づ
ら
は
ふ
木
あ
ま
た
に
な
り
ぬ
れ
ば
絶
え
ぬ
心
の
う
れ
し
げ
も
な

し

（
伊
勢
物
語
・
一
一
八
段
・
二
〇
〇
）

・
ほ
と
と
ぎ
す
い
づ
れ
の
さ
と
を
見
ざ
り
け
む
あ
ま
た
ふ
る
す
と
き
け
ば

た
の
ま
ず

（
平
中
物
語
・
一
二
段
・
六
二
）

右
の
四
首
の
そ
れ
ぞ
れ
の
傍
線
部
は
、
男
あ
る
い
は
女
の
色
好
み
の
比
喩

と
な
っ
て
い
る
。
当
該
歌
の
「
里
分
か
ず
照
ら
す
月
」
は
確
か
に
こ
れ
に
似

通
っ
て
い
る
面
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
四
首
は
そ
れ
ぞ
れ
他
者
の
好
ま

し
く
な
い
行
為
を
非
難
し
た
歌
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た（
４
）い。

こ
の
こ
と
か

ら
見
て
も
、
諸
注
が
「
里
分
か
ず
照
ら
す
月
」
か
ら
詠
者
自
身
の
好
色
な
ふ

る
ま
い
を
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
の
不
自
然
さ
が
浮
き
彫
り
に
な
る
だ
ろ

う
。そ

も
そ
も
当
該
歌
に
お
い
て
は
、「
里
分
か
ず
照
ら
す
月
」
を
眺
め
る
こ

と
は
、
誰
も
が
ふ
つ
う
に
行
う
こ
と
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

よ
う
。
源
氏
が
歌
の
直
前
に
口
に
し
て
い
る
、「
人
の
思
ひ
よ
ら
ぬ
こ
と
」
に

当
て
は
ま
る
の
は
、「
入
る
月
の
い
る
さ
の
山
」
を
尋
ね
て
行
く
こ
と
で
あ

り
、
こ
れ
が
頭
中
将
の
物
好
き
な
行
為
の
比
喩
と
な
っ
て
非
難
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

当
該
歌
の
読
解
に
あ
た
っ
て
は
、
月
と
は
ふ
つ
う
ど
の
よ
う
に
眺
め
る
べ

き
な
の
か
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
、
一
首
を
ま
ず
理
解
し
、
つ
い
で
、「「
人
の

思
ひ
よ
ら
ぬ
こ
と
よ
」
と
憎
む
憎
む
」
と
い
う
叙
述
に
照
応
す
る
下
の
句
の

含
意
を
了
解
す
れ
ば
よ
い
。
読
者
が
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
上
の
句
に
戻
っ
て
、

そ
こ
に
何
が
寓
意
さ
れ
て
い
る
の
か
な
ど
と
、
気
を
回
す
必
要
は
な
い
。

三
「
な
ほ
名
の
り
し
た
ま
へ
。
い
か
で
か
聞
こ
ゆ
べ
き
。
か
う
て
や
み
な

む
と
は
、
さ
り
と
も
思
さ
れ
じ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、

う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も
草
の
原
を
ば
問
は
じ
と

や
思
ふ

と
言
ふ
さ
ま
、
艶
に
な
ま
め
き
た
り
。「
こ
と
わ
り
や
。
聞
こ
え
違
へ

た
る
も
じ
か
な
」
と
て
、

「
い
づ
れ
ぞ
と
露
の
や
ど
り
を
わ
か
む
ま
に
小
篠
が
原
に
風
も
こ
そ

吹
け

わ
づ
ら
は
し
く
思
す
こ
と
な
ら
ず
は
、
何
か
つ
つ
ま
む
。
も
し
、
す
か

い
た
ま
ふ
か
」
と
も
言
ひ
あ
へ
ず
、
人
々
起
き
騒
ぎ
、
上
の
御
局
に
参

り
ち
が
ふ
気
色
ど
も
し
げ
く
迷
へ
ば
、
い
と
わ
り
な
く
て
、
扇
ば
か
り

を
し
る
し
に
取
り
か
へ
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。

（
花
宴
巻
）

朧
月
夜
と
の
後
朝
の
別
れ
に
お
い
て
源
氏
が
詠
ん
だ
返
歌
「
い
づ
れ
ぞ
と
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…
」
に
つ
い
て
、
諸
注
は
次
に
例
示
す
る
よ
う
に
、
一
致
し
て
「
風
」
を
比

喩
と
認
定
し
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
世
間
の
噂
、
あ
る
い
は
妨
害
と
い
う
ふ

う
に
理
解
し
て
（
５
）

い
る
。

・
あ
な
た
の
身
の
上
を
知
ろ
う
と
尋
ね
て
い
る
間
に
、
世
間
に
噂
が
立
っ

て
二
人
の
間
が
だ
め
に
な
ら
ぬ
か
心
配
で
す
。

（
玉
上
評
釈
）

・
あ
な
た
の
お
住
居
は
ど
こ
な
の
か
と
探
し
て
い
る
間
に
（
あ
な
た
は
誰

な
の
か
と
尋
ね
て
い
る
間
に
）、
世
間
に
噂
が
立
っ
て
二
人
の
仲
が
だ

め
に
な
ら
ぬ
か
と
心
配
し
た
の
で
す
。
…
…
「
風
」
は
「
露
」
を
吹
き

散
ら
す
の
で
、
二
人
の
仲
を
割
く
も
の
に
喩
え
る
。

（
集
成
）

・
ど
れ
が
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
あ
な
た
の
宿
か
と
探
し
て
い
る
間
に
、

小
笹
の
原
に
風
が
吹
い
て
二
人
の
仲
も
絶
え
て
し
ま
っ
て
は
大
変
だ
、

の
意
。「
露
の
や
ど
り
」
は
女
の
住
ま
い
を
、「
小
笹
が
原
に
風
」
は
世

間
の
噂
、
妨
害
を
さ
す
。

（
新
大
系
）

た
し
か
に
、「
風
」
は
世
間
の
噂
、
あ
る
い
は
妨
害
な
ど
の
比
喩
と
な
り

う
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
含
意
を
考
え
る
前
に
、
こ

の
言
葉
が
一
首
の
中
で
意
味
す
る
こ
と
が
ら
を
、
表
現
に
即
し
て
そ
の
ま
ま

読
み
取
る
の
が
先
で
あ
ろ
う
。

こ
の
歌
は
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
無
常
観
に
基
づ
い
て
表
現
が
組
み
立

て
ら
れ
て
お
り
、「
風
」
は
、
無
常
の
世
を
象
徴
す
る
「
露
の
や
ど
り
」
と

連
動
し
て
そ
の
露
を
吹
き
払
う
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
そ
の

ま
ま
読
み
取
れ
ば
、「
め
ざ
す
露
が
ど
こ
に
宿
っ
て
い
る
の
か
と
小
笹
の
原

を
か
き
分
け
て
探
し
て
い
る
間
に
風
が
吹
い
て
露
を
落
と
し
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
」
の
意
と
な
る
。
こ
こ
で
「
露
」
は
朧
月
夜
（
な
ら
び
に
多
く
の

人
々
）
の
比
喩
で
あ
る
か
ら
、
風
が
吹
く
と
い
う
こ
と
は
朧
月
夜
の
死
を
意

味
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
不
吉
だ
、
と
い
う
こ
と
で
、

「
風
」
か
ら
も
っ
と
現
実
的
で
無
難
な
意
味
、
す
な
わ
ち
噂
、
妨
害
な
ど
の

意
味
が
読
み
取
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
当
該
歌
が
無
常
観
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
の
は
、
朧
月
夜
が

贈
歌
に
お
い
て
、
自
ら
の
死
や
「
草
の
原
」（
墓
）
を
大
げ
さ
に
詠
み
こ
ん

だ
の
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
彼
女
が
そ
れ
を
口
ず
さ
ん
だ
様
子
は
、

「
艶
に
な
ま
め
き
た
り
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
不
吉
な
印
象
を
与
え
ず
、
む

し
ろ
優
雅
な
趣
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
源
氏
は
、「
こ
と
わ
り
や
。
聞
こ
え
違
へ
た
る
も
じ
か

な
」
と
冗
談
め
か
し
た
言
葉
を
か
け
て
、
当
該
歌
を
返
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
か
ら
見
て
、「
い
づ
れ
ぞ
と
…
」
詠
も
そ
こ
に
示
さ
れ

た
世
の
無
常
は
決
し
て
不
吉
な
も
の
で
は
な
く
、
贈
歌
の
発
想
と
表
現
に
そ

の
ま
ま
寄
り
添
い
な
が
ら
、
朧
月
夜
の
問
い
か
け
に
優
雅
に
気
安
く
答
え
た

も
の
と
読
む
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

・
桜
花
け
ふ
よ
く
見
て
む
く
れ
竹
の
ひ
と
よ
の
ほ
ど
に
ち
り
も
こ
そ
す
れ

（
後
撰
集
・
春
中
・
五
四
・
坂
上
是
則
・「
前
栽
に
竹
の
な
か
に
さ

く
ら
の
さ
き
た
る
を
見
て
」）

・
ゆ
め
の
ご
と
な
ど
か
よ
る
し
も
君
を
見
む
く
る
る
ま
つ
ま
も
さ
だ
め
な

き
よ
を
（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
三
四
・
た
だ
み
・「
天
暦
御
時
歌
合
に
」）

・
ち
ら
ぬ
ま
に
い
ま
ひ
と
た
び
も
み
て
し
か
な
は
な
に
さ
き
だ
つ
身
と
も

こ
そ
な
れ

（
詞
花
集
・
雑
上
・
二
七
七
・
天
台
座
主
源
心
・「
人
の
も
と
に
ま

か
り
た
り
け
る
に
、
桜
花
お
も
し
ろ
く
さ
き
て
侍
り
け
れ
ば
、
あ

し
た
に
あ
る
じ
の
も
と
へ
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
」）

・
こ
よ
ひ
し
も
き
か
で
や
や
ま
む
ほ
と
と
ぎ
す
の
ち
に
な
く
と
も
さ
だ
め

な
き
よ
を
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（
義
孝
集
・
五
八
・「
五
月
五
日
、ほ
と
と
ぎ
す
の
こ
ゑ
せ
ず
と
て
」）

・
見
捨
て
て
は
か
へ
る
べ
し
や
は
風
や
ま
ぬ
峰
の
紅
葉
の
の
ど
け
か
ら
ぬ

を
（
公
任
集
・
一
四
二
・「
な
が
た
に
に
入
り
給
ひ
て
後
、
中
納
言
の

ま
ゐ
り
給
ひ
て
か
へ
り
給
ふ
と
て
、
な
が
谷
よ
り
」）

こ
れ
ら
の
歌
を
通
覧
す
る
と
、
無
常
そ
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
は
か
な
い

変
化
の
迅
速
な
到
来
を
予
測
し
て
見
せ
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
吉
な
意
味
や

深
刻
な
意
味
を
帯
び
る
こ
と
は
な
く
、
何
か
を
す
ぐ
に
実
現
さ
せ
た
い
と
い

う
願
望
を
強
調
す
る
よ
う
に
働
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

当
該
歌
も
ま
た
、「
小
篠
が
原
に
風
も
こ
そ
吹
け
」
と
世
の
無
常
を
ほ
の

め
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
あ
な
た
を
探
す
つ
も
り
は
あ
る
の
だ
が
、
あ
な

た
も
言
う
よ
う
に
無
常
の
世
で
は
何
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
と
に
か

く
今
す
ぐ
名
乗
っ
て
ほ
し
い
」
と
返
し
た
も
の
と
、
一
首
を
理
解
す
る
の
が

自
然
で
あ
る
。
源
氏
が
当
該
歌
の
後
に
、「
別
に
面
倒
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
に
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
呑
気
な
言
葉
を
朧
月
夜
に
か
け
て
い
る
こ
と

も
、
右
に
記
し
た
読
解
に
適
合
す
る
。

四
九
重
に
か
す
み
へ
だ
て
ば
梅
の
花
た
だ
か
ば
か
り
も
匂
ひ
こ
じ
と

や

こ
と
な
る
こ
と
な
き
言
な
れ
ど
も
、
御
あ
り
さ
ま
け
は
ひ
を
見
た
て
ま

つ
る
ほ
ど
は
、
を
か
し
く
も
や
あ
り
け
ん
。「
野
を
な
つ
か
し
み
明
か

い
つ
べ
き
夜
を
、
惜
し
む
べ
か
め
る
人
も
、
身
を
つ
み
て
心
苦
し
う
な

む
。
い
か
で
か
聞
こ
ゆ
べ
き
」
と
思
し
悩
む
も
、
い
と
か
た
じ
け
な
し

と
見
た
て
ま
つ
る
。

か
ば
か
り
は
風
に
も
つ
て
よ
花
の
枝
に
立
ち
な
ら
ぶ
べ
き
に
ほ
ひ

な
く
と
も

さ
す
が
に
か
け
離
れ
ぬ
け
は
ひ
を
、
あ
は
れ
と
思
し
つ
つ
、
か
へ
り
見

が
ち
に
て
渡
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。

（
真
木
柱
巻
）

冷
泉
帝
の
も
と
に
尚
侍
と
し
て
出
仕
し
た
玉
鬘
が
、
夫
髭
黒
の
催
促
も

あ
っ
て
退
出
す
る
際
に
、
帝
に
贈
っ
た
「
か
ば
か
り
は
…
」
詠
に
つ
い
て
、

諸
注
は
玉
鬘
の
謙
遜
の
思
い
を
一
致
し
て
次
の
よ
う
に
読
み
取
っ
て
い
る
。

・
女
御
更
衣
方
に
比
較
さ
れ
る
程
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
位

の
お
便
り
は
何
か
の
折
に
頂
き
た
う
ご
ざ
い
ま
す
。

（
全
書
）

・
ほ
の
か
な
お
便
り
だ
け
は
風
に
で
も
お
こ
と
づ
け
下
さ
い
ま
せ
、
ほ
か

の
後
宮
の
方
々
の
美
し
さ
に
肩
を
並
べ
る
べ
く
も
な
い
私
で
は
ご
ざ
い

ま
す
が
。

（
集
成
）

・
香
り
だ
け
は
風
の
便
り
に
お
こ
と
づ
け
く
だ
さ
い
ま
し
。
ほ
か
の
花
の

枝
の
よ
う
な
御
方
々
の
美
し
さ
に
立
ち
並
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
私

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
。

（
新
編
全
集
）

右
に
例
示
し
た
よ
う
に
、こ
こ
で
読
み
取
ら
れ
て
い
る
謙
遜
の
思
い
と
は
、

私
は
「
女
御
更
衣
方
」「
ほ
か
の
後
宮
の
方
々
」
の
美
し
さ
に
立
ち
並
ぶ
こ

と
な
ど
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、「
花
の
枝
」
は
、
冷
泉
帝
を
と
り
ま
く
美
し
い
女
性
た
ち
の

比
喩
と
し
て
理
解
さ
れ
て
（
６
）

い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
比
喩
の
理
解
は
、

冷
泉
帝
か
ら
贈
ら
れ
た
「
九
重
に
…
」
詠
へ
の
返
歌
の
解
釈
と
し
て
は
問
題

が
あ
る
だ
ろ
う
。

贈
歌
で
冷
泉
帝
は
、
玉
鬘
を
「
に
ほ
ひ
」
豊
か
な
梅
の
花
に
よ
そ
え
て
い
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る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
が
美
し
い
花
に
よ
そ
え
ら
れ
た
時
は
、
そ
の
こ
と

に
対
し
て
、
恐
縮
し
、
謙
遜
す
る
の
が
通
例
で
あ
ろ
う
。

優
曇
華
の
花
待
ち
得
た
る
心
地
し
て
深
山
桜
に
目
こ
そ
う
つ
ら
ね

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
ほ
ほ
笑
み
て
、「
時
あ
り
て
一
た
び
開
く
な
る

は
か
た
か
な
る
も
の
を
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
若
紫
巻
）

右
の
場
面
で
、
源
氏
は
北
山
の
僧
都
か
ら
「
優
曇
華
の
花
」
に
よ
そ
え
ら

れ
た
の
を
受
け
て
、「
時
あ
り
て
…
」
と
述
べ
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ

う
と
謙
遜
し
て
い
る
。

そ
れ
も
が
と
け
さ
ひ
ら
け
た
る
初
花
に
お
と
ら
ぬ
君
が
に
ほ
ひ
と
ぞ
見

る
〈
頭
中
将
〉

時
な
ら
で
け
さ
咲
く
花
は
夏
の
雨
に
し
を
れ
に
け
ら
し
に
ほ
ふ
ほ
ど
な

く
〈
光
源
氏
〉

（
賢
木
巻
）

こ
の
贈
答
で
、
頭
中
将
は
源
氏
を
初
花
に
匹
敵
す
る
美
し
さ
と
称
え
、
源

氏
が
そ
れ
に
対
し
て
、
自
ら
を
季
節
は
ず
れ
の
し
お
れ
た
花
と
卑
下
し
た
歌

を
返
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
作
法
に
て
ら
せ
ば
、
こ
こ
で
玉
鬘
は
自
ら
が
梅
の
花
に
よ
そ

え
ら
れ
た
こ
と
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
謙
遜
の
姿
勢
を
示
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
改
め
て
「
か
ば
か
り
は
…
」
詠
を
読
む

と
、「
花
の
枝
に
立
ち
な
ら
ぶ
べ
き
に
ほ
ひ
な
く
と
も
」
に
、「
よ
そ
え
ら
れ

た
梅
の
花
に
立
ち
並
ぶ
よ
う
な
美
し
さ
は
な
く
て
も
」
と
い
う
、
作
法
に
か

な
っ
た
謙
遜
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

諸
注
の
解
釈
は
、「
梅
の
花
」＝

「
花
の
枝
」
そ
の
も
の
に
は
特
に
注
意

を
払
わ
ず
、
一
気
に
寓
意
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
点
で
問
題
が
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
歌
か
ら
、「
ほ
か
の
後
宮
の
方
々
の
美
し

さ
に
肩
を
並
べ
る
べ
く
も
な
い
私
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
」（
集
成
）
と
い
う

よ
う
な
立
ち
入
っ
た
謙
遜
を
読
み
取
る
の
は
、
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
る
以
前
に

示
さ
れ
て
い
る
、
次
の
よ
う
な
玉
鬘
の
懸
念
と
大
き
く
齟
齬
を
き
た
し
て
い

る
。・

を
か
し
き
さ
ま
を
も
見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
、
む
つ
か
し
き
世
の
癖
な
り

け
り
と
思
ふ
に
、
ま
め
だ
ち
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、

・
み
づ
か
ら
も
、
似
げ
な
き
こ
と
も
出
で
来
ぬ
べ
き
身
な
り
け
り
と
心
憂

き
に
、

右
の
引
用
に
は
、
帝
に
惹
か
れ
な
が
ら
も
、
親
し
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う

に
警
戒
す
る
思
い
や
、
す
で
に
髭
黒
の
妻
と
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
配
慮
が

表
れ
て
い
る
。
そ
の
玉
鬘
が
、
自
ら
と
他
の
女
御
・
更
衣
た
ち
の
優
劣
と
い

う
、
冷
泉
帝
の
贈
歌
に
も
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
話
題
を
、
自
分
か
ら
不

用
意
に
口
に
す
る
は
ず
は
な
い
。

冷
泉
帝
が
当
該
歌
を
返
さ
れ
て
、「
さ
す
が
に
か
け
離
れ
ぬ
け
は
ひ
を
、

あ
は
れ
と
思
ひ
つ
つ
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
定
の
し
か
る
べ
き
距
離
を
保
ち

な
が
ら
も
、
便
り
だ
け
は
受
け
取
り
た
い
と
い
う
玉
鬘
の
思
い
を
読
み
取
っ

た
と
い
う
の
も
、
以
上
に
述
べ
た
解
釈
に
適
合
す
る
も
の
と
考
え
る
。

五
あ
り
つ
る
御
手
習
ど
も
の
、
散
り
た
る
を
御
覧
じ
つ
け
て
、
う
ち
し
ほ

た
れ
た
ま
ふ
。「
こ
の
水
の
心
尋
ね
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
翁
は
言
忌
し
て
」

と
の
た
ま
ふ
。

そ
の
か
み
の
老
木
は
む
べ
も
朽
ち
ぬ
ら
む
植
ゑ
し
小
松
も
苔
生
ひ

に
け
り

（
藤
裏
葉
巻
）
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夕
霧
・
雲
居
雁
夫
妻
が
住
む
故
大
宮
の
三
条
邸
を
訪
れ
た
太
政
大
臣
は
、

「
老
木
」
と
「
小
松
」
を
対
比
さ
せ
、
後
者
に
苔
が
生
え
た
の
だ
か
ら
、
前

者
が
朽
ち
る
の
も
無
理
は
な
い
と
詠
ず
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
の
諸
注
の
解

釈
は
、「
老
木
」「
小
松
」
の
寓
意
を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
見
解
が
分
か

れ
て
い
る
。

〔
老
木＝

故
大
宮
、
小
松＝
太
政
大
臣
〕（
全
書
・
大
系
・
玉
上
評
釈
も
）

・
そ
の
昔
の
老
木
は
朽
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
無
理
も
な
い
こ

と
だ
。
そ
の
こ
ろ
植
え
た
小
松
も
年
を
経
て
苔
が
生
え
て
し
ま
っ
た
の

だ
か
ら
―
子
供
で
あ
っ
た
わ
た
し
も
こ
の
年
に
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
年

月
が
流
れ
て
し
ま
っ
た
。

（
新
編
全
集
）

・「
老
木
」
は
故
大
宮
、「
小
松
」
は
大
臣
。
な
お
一
説
で
は
大
臣
、
夕
霧

夫
妻
の
対
照
と
す
る
が
、「
朽
ち
」
を
死
の
意
と
解
す
前
者
に
従
う
。「
言

忌
」
し
つ
つ
も
、
亡
き
大
宮
を
し
の
び
な
が
ら
歳
月
の
流
れ
へ
の
感
無

量
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
で
あ
る
。

（
同
・
頭
注
）

〔
老
木＝

太
政
大
臣
（
夫
妻
）、
小
松＝

夕
霧
夫
妻
〕

・
昔
の
老
木
が
朽
ち
て
し
ま
っ
た
の
も
当
然
だ
ろ
う
。
そ
の
頃
植
え
た
小

松
が
苔
む
す
ま
で
に
生
長
し
た
の
だ
か
ら
。「
老
い
木
」
を
致
仕
大
臣

夫
妻
、「
小
松
」
を
夕
霧
夫
妻
に
た
と
え
る
。

（
新
大
系
）

〔
老
木＝

不
明
、
小
松＝

夕
霧
夫
妻
〕

・
昔
の
老
木
は
な
る
ほ
ど
朽
ち
て
し
ま
っ
た
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の

当
時
植
え
た
小
松
も
苔
が
生
え
る
ほ
ど
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
。「
植

え
し
小
松
も
」
は
、
こ
こ
に
新
た
に
居
を
構
え
た
若
い
二
人
に
対
す
る

祝
意
。

（
集
成
）

右
に
示
し
た
三
と
お
り
の
解
釈
に
加
え
、
鑑
賞
と
基
礎
知
識
は
独
自
の
見

解
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

松
に
託
し
て
世
代
の
交
代
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い

が
、
①
「
老
木
」
を
故
大
宮
、「
小
松
」
を
太
政
大
臣
と
す
る
説
と
、

②
「
老
木
」
を
太
政
大
臣
、「
小
松
」
を
雲
居
雁
・
夕
霧
夫
妻
と
す
る

説
と
に
大
き
く
分
か
れ
る
。

①
説
は
、「
朽
ち
」
が
大
宮
の
死
を
表
す
と
解
す
る
こ
と
に
よ
る
が
、

直
前
の
「
言
忌
し
て
」
と
齟
齬
す
る
よ
う
で
あ
り
、
太
政
大
臣
が
大
宮

の
死
と
自
身
の
老
成
を
い
う
だ
け
で
は
こ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
祝
意
に

か
け
る
。
そ
の
点
で
②
説
の
方
が
よ
い
よ
う
だ
が
、
や
は
り
「
朽
ち
」

に
死
を
読
む
解
釈
も
捨
て
が
た
い
。

そ
こ
で
折
衷
案
的
で
は
あ
る
が
、
③
「
老
木
」
を
故
大
宮
、「
小
松
」

を
雲
居
雁
・
夕
霧
夫
妻
と
み
て
は
い
か
が
か
。
こ
れ
で
あ
れ
ば
、「
む

べ
」
と
夫
婦
の
贈
答
歌
に
触
発
さ
れ
た
和
歌
と
し
て
適
し
て
い
る
上
、

二
人
へ
の
祝
意
も
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
解
釈
が
多
岐
に
分
か
れ
る
の
は
、「
老
木
」「
小
松
」
の
寓

意
な
ら
び
に
そ
の
組
み
合
わ
せ
が
、
ど
の
よ
う
に
解
し
て
も
す
っ
き
り
し
な

い
た
め
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
し
か
る
べ
き
読
み
に
到
達
す
る
た
め
に
、
作
者
・

読
者
が
当
時
共
有
し
て
い
た
は
ず
の
常
識
を
推
定
し
な
が
ら
、「
老
木
」「
小

松
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
そ
れ
が
誰
を
寓
意
す
る
の
か
、
そ
も
そ
も
人
を

寓
意
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
い
こ
う
。

○
「
老
木
は
む
べ
も
朽
ち
ぬ
ら
む
」
に
つ
い
て

「
朽
つ
」
と
い
う
動
詞
は
、
確
か
に
人
の
死
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
自
ら
の
死
に
つ
い
て
言
う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
り
、
太
政

大
臣
が
母
大
宮
の
死
に
つ
い
て
こ
の
言
葉
を
用
い
る
の
は
、
い
か
に
も
礼
を
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失
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

・
親
も
あ
り
、
知
る
べ
き
人
も
あ
る
身
な
ら
ば
、
か
か
る
と
こ
ろ
に
、
か

り
に
て
も
独
り
は
あ
り
や
。
や
が
て
こ
の
住
処
に
朽
ち
ぬ
べ
き
よ
り
ほ

か
の
行
方
も
な
く
な
む
。

（
う
つ
ほ
物
語
・
俊
蔭
巻
）

・
い
と
う
れ
し
き
こ
と
な
れ
ど
、
世
に
似
ぬ
さ
ま
に
て
、
何
か
は
。
か
う

な
が
ら
こ
そ
朽
ち
も
亡
せ
め
と
な
む
思
ひ
は
べ
る
。

（
蓬
生
巻
）

右
の
二
例
の
う
ち
、
う
つ
ほ
物
語
の
引
用
は
、
俊
蔭
女
が
自
ら
の
死
に
言

及
し
た
述
懐
、
源
氏
物
語
の
引
用
は
、
末
摘
花
が
同
じ
く
自
ら
の
死
に
つ
い

て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
〜
ぬ
ら
む
」
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て
も
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

・
雲
も
な
く
和
ぎ
た
る
朝
の
我
な
れ
や
い
と
は
れ
て
の
み
世
を
ば
経
ぬ
ら

む

（
古
今
集
・
恋
五
・
七
五
三
・
紀
友
則
）

・
命
長
か
る
べ
し
と
の
み
の
た
ま
へ
ど
、
見
は
て
た
て
ま
つ
り
て
む
と
の

み
思
ひ
つ
つ
あ
り
つ
る
を
、
か
ぎ
り
に
も
や
な
り
ぬ
ら
む
、
あ
や
し
く

心
細
き
こ
こ
ち
の
す
れ
ば
な
む
。

（
蜻
蛉
日
記
）

・
な
ほ
、
い
と
苦
し
う
こ
そ
あ
れ
。
世
や
尽
き
ぬ
ら
む
。

（
賢
木
巻
）

右
の
用
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
〜
ぬ
ら
む
」
は
、
ま
だ
過
去
に
な
っ

て
い
な
い
事
柄
に
つ
い
て
、「
〜
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
推
量
す
る
言
い
方
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
三
周
忌
を
済
ま
せ
た
大
宮
の
死
を
「
朽
ち
ぬ

ら
む
」
と
言
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

以
上
を
勘
案
す
る
と
、「
老
木
は
む
べ
も
朽
ち
ぬ
ら
む
」
の
「
老
木
」
は

太
政
大
臣
が
自
ら
を
比
喩
し
た
も
の
で
あ
り
、「
朽
ち
ぬ
ら
む
」
に
は
、
私

は
も
う
老
い
て
死
ぬ
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
述
懐
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解

す
る
の
が
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

○
「
植
ゑ
し
小
松
も
苔
生
ひ
に
け
り
」
に
つ
い
て

「
植
ゑ
し
小
松
」
は
、
か
つ
て
植
え
た
小
松
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、

寓
意
と
し
て
は
雲
居
雁
あ
る
い
は
夕
霧
を
考
え
る
の
が
自
然
な
理
解
で
あ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
、
か
つ
て
植
え
た
小
松
に
苔
が
生
え
る
と
い
う
の
は
、
相
当

に
長
い
歳
月
が
経
過
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

・
い
も
が
な
は
ち
よ
に
な
が
れ
む
ひ
め
し
ま
の
こ
ま
つ
が
う
れ
に
こ
け
む

す
ま
で
に

（
万
葉
集
・
巻
二
・
二
二
八
）

・
松
も
生
ひ
ま
た
も
こ
け
む
す
い
は
し
み
づ
ゆ
く
す
ゑ
と
ほ
く
つ
か
へ
ま

つ
ら
ん（

続
古
今
集
・
七
〇
二
・
紀
貫
之
・「
朱
雀
院
御
時
、
石
清
水
の
臨

時
祭
を
は
じ
め
て
お
こ
な
は
せ
給
ふ
と
て
め
さ
れ
け
る
歌
」）

右
の
よ
う
に
、
生
え
た
小
松
に
苔
が
生
す
ま
で
の
間
は
、「
千
代
」
あ
る

い
は
「
行
末
遠
く
」
の
た
と
え
と
な
っ
て
い
て
、
夕
霧
夫
妻
が
成
長
を
遂
げ

た
年
月
の
比
喩
と
し
て
は
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
次
の
歌
か
ら
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
松
に
苔
が
生
す
こ
と
自
体
に

も
、
老
い
の
印
象
が
つ
き
ま
と
う
。
こ
の
意
味
か
ら
も
、
今
は
苔
が
生
え
た

か
つ
て
の
小
松
を
、
ま
だ
若
い
夕
霧
夫
妻
の
喩
と
し
て
理
解
す
る
の
は
妥
当

と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

入
江
な
る
松
は
年
へ
て
老
い
に
け
り
枝
も
み
ど
り
も
苔
む
し
て
み
ゆ

（
続
後
拾
遺
集
・
雑
上
・
九
七
〇
・
花
山
院
）

○
一
首
の
理
解

以
上
の
よ
う
に
、「
老
木
」
は
太
政
大
臣
の
比
喩
と
し
て
適
当
だ
が
、「
小

松
」
を
夕
霧
夫
妻
の
比
喩
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
の

は
、
当
該
歌
に
お
い
て
人
物
を
寓
意
し
て
い
る
の
は
、「
老
木
」
だ
け
だ
と

― 11 ―



い
う
判
断
で
あ
る
。

当
該
歌
が
詠
ま
れ
た
三
条
邸
の
情
景
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。

前
栽
ど
も
な
ど
小
さ
き
木
ど
も
な
り
し
も
、
い
と
繁
き
蔭
と
な
り
、
一

叢
薄
も
心
に
ま
か
せ
て
乱
れ
た
り
け
る
、
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ふ
。

こ
う
し
た
描
写
か
ら
見
て
、
か
つ
て
植
え
た
小
松
に
今
は
苔
が
生
し
て
い

る
と
い
う
の
は
、
三
条
邸
の
実
景
と
し
て
唐
突
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

・
ひ
き
て
う
ゑ
し
人
は
む
べ
こ
そ
老
い
に
け
れ
松
の
こ
だ
か
く
成
り
に
け

る
か
な（

後
撰
集
・
雑
一
・
一
一
〇
七
・
躬
恒
・「
あ
は
ぢ
の
ま
つ
り
ご
と

人
の
任
は
て
て
の
ぼ
り
ま
う
で
き
て
の
こ
ろ
、
兼
輔
朝
臣
の
あ
は

た
の
家
に
て
」）

・
い
く
と
せ
に
か
へ
り
き
ぬ
ら
ん
ひ
き
う
ゑ
し
松
の
木
陰
に
け
ふ
す
ず
む

か
な（

能
因
法
師
集
・
一
二
二
・「
京
に
の
ぼ
り
て
、
は
や
う
う
ゑ
し
松

の
か
げ
に
す
ず
み
て
詠
之
」）

右
の
歌
の
う
ち
、「
ひ
き
て
う
ゑ
し
…
」
詠
で
は
、
小
松
の
成
長
を
見
て
、

か
つ
て
そ
れ
を
引
き
植
え
た
人
の
老
い
を
納
得
し
て
い
る
。
ま
た
、「
い
く

と
せ
に
…
」
詠
で
は
、
同
じ
く
か
つ
て
植
え
た
小
松
の
成
長
に
よ
っ
て
歳
月

の
経
過
を
感
じ
て
い
る
。

当
該
歌
も
ま
た
、
小
松
が
成
長
し
苔
が
生
し
た
様
子
を
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
ら
の
老
い
を
納
得
し
、
過
ぎ
去
っ
た
歳
月
を
思
う
詠
者
の
感
慨
を
表

現
し
て
い
る
。
異
な
る
の
は
、
松
を
植
え
た
詠
者
の
側
の
思
い
を
直
叙
せ
ず
、

「
老
木
」
の
比
喩
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

従
来
の
解
釈
の
混
乱
は
、
そ
の
「
老
木
」
の
比
喩
に
引
か
れ
て
、「
小
松
」

も
誰
か
を
寓
意
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
決
め
て
か
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る

だ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
表
現
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
遺
漏
が
な
い
よ

う
に
突
き
詰
め
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
示
す
よ
う
に
、
す
で
に
旧
注
の
時
代
に
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

・
こ
と
い
み
し
て
と
は
の
給
つ
れ
ど
、
か
く
歌
を
よ
み
給
也
。
わ
か
き
人

達
成
人
し
て
我
身
は
老
木
と
な
れ
る
と
也
。

（
細
流
抄
）

・
閑

心
は
、
昔
の
老
木
な
れ
ば
く
つ
る
も
理
ぞ
と
也
。
す
で
に
う
へ
た

る
小
松
さ
へ
苔
の
お
ひ
た
れ
ば
と
の
心
な
る
べ
し
。
下
の
心
は
、
さ
ぞ

年
の
よ
り
て
み
ゆ
ら
ん
。
夕
霧
、
雲
ゐ
雁
も
生
長
し
給
ふ
は
と
の
心
也
。

前
の
詞
に
翁
は
こ
と
い
み
し
て
と
あ
れ
ば
こ
の
歌
は
い
さ
さ
か
祝
て
よ

め
る
也
。

（
万
水
一
露
）

・
私
云
、
秘
に
我
身
の
老
木
と
な
れ
る
と
は
い
か
が
。
聞
書
ニ
大
宮
の
事

は
順
の
義
の
事
な
れ
ば
さ
も
く
ち
ぬ
ら
ん
、
夕
霧
雲
井
雁
の
か
や
う
に

な
り
給
へ
る
は
と
の
事
な
る
べ
し
。
只
今
を
祝
し
て
也
と
云
々
。
然
べ

き
歟
。

（
岷
江
入
楚
）

和
歌
の
表
現
は
、
必
ず
し
も
細
部
に
至
る
ま
で
整
合
的
に
組
み
立
て
ら
れ

て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。「
老
木
」
と
「
小
松
」
が
一
対
の
も
の
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
の
に
、
片
方
は
人
物
を
寓
意
し
て
い
て
、
片
方
は
そ
う
で
な
い

と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
す
っ
き
り
し
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
苔
生
し
た

か
つ
て
の
小
松
も
、
単
な
る
景
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
三
条
邸
に
流
れ
た

長
い
歳
月
の
経
過
を
暗
示
し
て
お
り
、
ま
た
、
夕
霧
夫
妻
の
新
居
を
寿
ぐ
意

味
合
い
も
帯
び
て
い
る
。
そ
う
し
た
一
首
の
表
現
・
構
成
に
す
な
お
に
沿
っ

て
読
解
を
行
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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注

（
１
）
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
以
下
「
新

編
全
集
」
と
略
称
す
る
）
に
よ
り
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。
他
の
諸
注
釈

書
に
言
及
す
る
場
合
は
、
以
下
の
略
称
を
用
い
る
。「
全
書
」（＝

『
日
本

古
典
全
書
』）、「
大
系
」（＝

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』）、「
玉
上
評
釈
」（＝

玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』）、「
集
成
」（＝

『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』）、

「
新
大
系
」（＝
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』）、「
鑑
賞
と
基
礎
知
識
」（『
源

氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』）。

（
２
）
「『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
を
読
む
（
九
）」（『
立
教
大
学
大
学
院
日
本
文

学
論
叢
』
一
八
号
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
）

（
３
）
こ
の
見
解
を
示
す
に
あ
た
り
、
私
は
、
過
去
の
和
歌
の
用
例
を
引
用
し
、

そ
れ
を
根
拠
と
し
て
論
を
進
め
た
が
、
そ
の
際
、
言
及
す
べ
き
先
行
研
究

を
見
落
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
北
村
季
吟
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
の
師

説
（
箕
形
如
庵
の
説
）
で
あ
る
。
今
、
講
談
社
学
術
文
庫
に
復
刻
さ
れ
た

増
註
版
（
有
川
武
彦
氏
校
訂
）
に
よ
り
、
当
該
箇
所
を
引
用
す
る
。

師

此
歌
の
表
の
心
は
、
同
じ
枝
を
青
と
紅
に
分
ち
た
る
、
山
姫
に

そ
ま
ら
ぬ
色
や
深
き
、
又
染
れ
る
色
や
ふ
か
き
と
、
と
は
ば
や
と
也
。

下
の
心
は
、
連
枝
の
中
に
中
君
を
分
け
て
、
我
に
ゆ
づ
り
給
ふ
お
ほ

い
ぎ
み
に
、
我
中
君
に
う
つ
る
か
、
大
君
へ
深
き
に
な
る
べ
き
か
、

う
つ
ら
ぬ
か
、
我
心
の
深
き
な
ら
ん
か
問
ひ
た
き
と
也
。
兎
に
も
か

く
に
も
姉
君
に
心
は
な
れ
ね
ば
、
姉
君
に
浅
か
ら
ぬ
心
を
見
え
ま
ほ

し
き
心
な
る
べ
し
。
前
に
も
う
ち
つ
け
に
浅
か
り
け
り
と
も
お
ぼ
え

奉
ら
じ
と
い
へ
り
。
是
も
中
君
に
う
つ
ら
ば
、
浅
き
心
と
遠
慮
せ
し

心
あ
る
に
や
。

右
の
本
文
の
中
で
、
傍
線
を
施
し
た
「
下
の
心
は
」
以
下
の
記
述
に
つ

い
て
は
、
清
濁
の
別
を
次
の
よ
う
に
正
す
必
要
が
あ
る
。

下
の
心
は
、
連
枝
の
中
に
中
君
を
分
け
て
、
我
に
ゆ
づ
り
給
ふ
お
ほ

い
ぎ
み
に
、
我
中
君
に
う
つ
る
が
、
大
君
へ
深
き
に
な
る
べ
き
か
、

う
つ
ら
ぬ
が
、
我
心
の
深
き
な
ら
ん
か
問
ひ
た
き
と
也
。

右
の
論
述
に
お
い
て
、
師
説
は
、
紅
葉
の
枝＝

「
染
れ
る
色
」
を
「
我

中
君
に
う
つ
る
」
こ
と
、
青
い
葉
の
枝＝

「
そ
ま
ら
ぬ
色
」
を
「（
我
中

君
に
）
う
つ
ら
ぬ
」
こ
と
、
と
い
う
よ
う
に
読
み
解
い
て
い
る
。
師
説
が
、

そ
こ
か
ら
論
を
進
め
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
大
君
へ
の
深
い
心
ざ
し
が
表

れ
て
い
て
云
々
と
述
べ
る
の
に
は
従
え
な
い
が
、
寓
意
の
認
定
は
適
切
で

あ
る
。

（
４
）
萩
原
広
道
『
源
氏
物
語
評
釈
』
は
、

里
わ
か
ぬ
と
は
い
づ
れ
の
里
と
は
い
は
ず
な
べ
て
お
し
て
る
月
の
影

を
云
。
頭
中
将
の
い
た
ら
ぬ
隈
な
く
あ
り
き
給
ふ
の
意
也
。

と
い
う
よ
う
に
、
当
該
歌
の
上
の
句
を
、
頭
中
将
の
好
色
な
行
動
の
比
喩

と
解
し
て
い
る
。
評
釈
は
、
ま
ず
諸
注
と
同
様
に
、
当
該
歌
の
上
の
句
に
、

ど
こ
で
も
尋
ね
て
行
く
男
の
行
動
の
比
喩
を
見
て
取
っ
た
。
そ
の
上
で
、

そ
の
よ
う
な
望
ま
し
く
な
い
行
動
を
、
源
氏
が
自
分
自
身
の
行
動
と
し
て

言
及
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
、
頭
中
将
の
行
動
を
揶
揄
し
て
い

る
も
の
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
誤
読
で
は
あ
る
が
、
上
の
句
に
寓

意
を
読
み
取
る
場
合
の
、
一
つ
の
筋
道
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
限
界
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
５
）
風
に
比
喩
を
読
み
取
る
の
は
、次
の
よ
う
に
旧
注
以
来
の
伝
統
で
あ
る
。

・
此
人
は
、
弘
徽
殿
方
の
人
と
見
え
た
れ
ば
、
尋
ん
に
つ
け
て
さ
は
が

し
き
事
も
有
べ
き
也
。
名
の
り
給
は
ぬ
と
て
問
す
つ
べ
き
に
て
は
な

き
と
陳
じ
た
る
也
。
…
…
源
と
右
大
臣
と
の
御
中
は
、
風
も
は
げ
し

く
露
も
た
ま
ら
ぬ
ご
と
く
な
る
と
也
。

（
細
流
抄
）

・
箋
曰
、
露
と
云
物
は
風
の
ふ
か
ぬ
程
也
。
風
と
は
、
或
は
心
に
も
あ

ら
で
よ
す
が
定
る
歟
、
又
は
こ
と
人
の
か
た
ら
ひ
つ
く
歟
也
。
い
か

さ
ま
尋
ぬ
べ
き
程
を
、
待
が
た
き
は
露
の
心
也
。
此
い
は
れ
に
て
名

の
り
し
給
へ
と
は
申
せ
し
と
也
。

（
岷
江
入
楚
）
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（
６
）
旧
注
・
新
注
の
理
解
は
、
必
ず
し
も
「
花
の
枝
」＝

女
御
・
更
衣
と
い

う
認
識
で
揃
っ
て
は
い
な
い
。

・
碩

心
は
み
か
ど
を
花
の
え
に
た
と
へ
奉
て
、
其
花
の
香
に
玉
鬘
の

及
ぶ
べ
き
匂
ひ
に
て
は
な
け
れ
ど
も
、
歌
な
ど
よ
み
か
は
す
ほ
ど
の

た
よ
り
は
お
は
し
ま
せ
と
也
。

（
万
水
一
露
）

・
立
な
ら
び
奉
る
べ
き
匂
ひ
は
な
く
と
も
風
の
た
よ
り
ば
か
り
な
ど
は

お
ぼ
し
め
し
忘
れ
そ
と
い
へ
る
歟
。
い
か
で
か
き
こ
ゆ
べ
き
と
あ
る

に
よ
つ
て
か
く
い
へ
る
歟
。

（
岷
江
入
楚
）

こ
の
よ
う
に
旧
注
に
は
、「
花
の
枝
」
を
帝
の
比
喩
と
解
す
る
見
解
が

見
ら
れ
る
。
新
注
で
は
本
居
宣
長
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
が
、

…
…
三
の
句
は
、
女
御
更
衣
た
ち
な
ど
を
い
へ
る
か
。
又
は
帝
を
た

と
へ
奉
れ
る
か
。

と
し
て
、
両
説
を
併
記
し
て
い
る
。（

か
と
う

む
つ
み

本
学
文
学
部
教
授
）
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