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和
泉
式
部
の
「
桜
」
の
歌
に
つ
い
て

金　

子　

紀　

子

一　

は
じ
め
に

本
稿
は
、
和
泉
式
部
の
歌
の
中
か
ら
、「
桜
」
を
詠
ん
だ
歌
を
抽
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
具
体
的
な

素
材
に
よ
っ
て
歌
を
抽
出
す
る
こ
と
は
、
歌
群
や
題
詠
、
贈
答
歌
、
独
詠
等
の
作
歌
の
場
の
枠
を
越
え
て
、
和
泉
式
部
の
歌
全
体
に
接
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
「
桜
」
を
主
題
と
し
た
歌
を
通
し
て
、
現
在
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
歌
を
含
め
、
和
泉
式
部
の

歌
の
特
質
、
あ
る
い
は
本
質
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

「
桜
」
を
選
ん
だ
の
は
、「
桜
」
が
古
代
か
ら
歌
材
と
し
て
勅
撰
集
に
も
私
家
集
に
も
ず
っ
と
詠
ま
れ
続
け
て
い
る
、
和
歌
の
伝
統
の
根

幹
を
な
す
歌
材
で
あ
る
こ
と
、
ゆ
え
に
「
桜
」
の
歌
に
よ
っ
て
和
歌
史
の
ひ
と
つ
の
面
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
多
く
の
「
桜
」
の
歌
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
、
和
歌
史
上
の
和
泉
式
部
の
位
置
を
も
確
認
で
き
る
と
考
え
る
。

和
泉
式
部
の
歌
を
、「
桜
」
歌
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
取
り
上
げ
た
論
考
は
さ
ほ
ど
な
い
。「
桜
」
歌
の
考
究
と
し
て
は
、
初
期
百
首
、

あ
る
い
は
公
任
の
白
河
山
荘
で
の
贈
答
歌
、
権
中
納
言
の
屏
風
歌
な
ど
の
考
究
の
な
か
で
取
り
上
げ
た
も
の
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
の
中
で
の
考
察
に
留
ま
る
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
和
泉
式
部
が
「
桜
」
を
歌
に
詠
む
際
に
、「
桜
」
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
、
ど
ん
な
表
現
で
詠
む
の
か
、
和
泉
式
部
に
と
っ
て
「
桜
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
一
つ
の
行
為
「
折
る
」
や
、
桜
と
心
、
桜
を

巡
っ
て
の
連
作
意
識
、
独
詠
な
ど
か
ら
考
究
し
て
行
き
た
い
。
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本
論
文
の
「
桜
」
歌
の
範
囲
で
あ
る
が
、
ま
ず
第
一
に
詞
書
と
歌
の
ど
ち
ら
か
に
「
桜
」
の
語
が
含
ま
れ
て
い
る
歌
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

し
て
扱
う
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、「
桜
」
を
主
題
と
す
る
歌
と
、「
桜
」
を
介
し
て
の
人
事
詠
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
主
軸
に

な
る
。
ま
た
、「
花
」
の
う
ち
「
桜
」
の
歌
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
詞
書
の
内
容
、
季
節
（
二
月
・
三
月
）
前
後
の
歌
、
重
出
歌
の
詞

書
、
歌
の
内
容
、
他
の
歌
人
の
歌
集
等
か
ら
判
断
す
る
。

重
出
歌
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
和
泉
式
部
集
の
中
に
は
多
く
の
重
出
歌
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
成
立
や
構
造
上
の
問
題

と
し
て
、
先
学
の
諸
研
究
が
あ
る
。「
桜
」
歌
に
も
重
出
歌
が
見
ら
れ
る
が
、
単
な
る
異
同
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
詞
書
の
違
い
や
、
詠
歌

状
況
の
変
化
、
歌
の
配
列
の
移
動
な
ど
、
明
ら
か
に
何
ら
か
の
意
図
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
重
出
歌
が
見
ら
れ
る
。

本
論
文
で
は
、
重
出
歌
は
別
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
、
そ
の
中
の
創
作
性
な
ど
も
合
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

和
泉
式
部
の
歌
の
本
文
と
主
に
引
用
し
た
和
歌
の
本
文
、
及
び
注
釈
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
論
文
中
で
は
、
紙
数
の
関
係

で
、
次
の
よ
う
に
略
称
で
表
記
す
る
。

和
泉
式
部
集　

本
文

 

『 

和
泉
式
部
集
・
和
泉
式
部
続
集
』
清
水
文
雄
校
注
（
岩
波
文
庫　

一
九
八
三
）
↓
和
泉
式
部
集
（
続
集
も
含
め
る
）　

注
の
引

用　

↓　

文
庫

八
代
集
本
文　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
↓
新
大
系

な
お
、
各
勅
撰
集
は
古
今
集
、
後
撰
集
の
ご
と
く
略
称
を
用
い
、『
』
は
つ
け
な
い
。

注
釈
書

 

『
和
泉
式
部
集
全
釈
』
正
集
篇　

佐
伯
梅
友
・
村
上
治
・
小
松
登
美
著
（
笠
間
書
院　

二
〇
一
二
）

同　

続
集
篇
（
一
九
七
七
）　

↓　

｢

全
釈｣
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『
和
泉
式
部
百
首
全
釈
』
久
保
木
寿
子
著
（
風
間
書
房　

二
〇
〇
四
）
↓　
「
百
首
全
釈
」

 

『
十
三
代
集
撰
入
和
泉
式
部
和
歌
抄
稿
』
森
重
敏
著
（
和
泉
書
院　

一
九
九
三
）
↓｢

抄
稿
」　

 
『
和
泉
式
部
集　

小
野
小
町
集
』
窪
田
空
穂
校
註　

日
本
古
典
全
書　

朝
日
新
聞
社
（
一
九
六
七
）
三
版　

↓｢

全
書｣

※
歌
材
と
し
て
の
桜
、
花
は
「
桜
」「
花
」
と
カ
ッ
コ
を
付
け
、
自
然
の
桜
を
い
う
場
合
は
つ
け
な
い
。

二　

桜
の
享
受　

―　

折
る
一
枝
を
め
ぐ
っ
て

桜
を
折
っ
て
賞
美
す
る
と
い
う
行
為
は
、
古
今
集
に
お
い
て
は
ひ
と
つ
の
美
意
識
を
表
す
表
現
と
し
て
詠
ま
れ
、
後
撰
集
に
お
い
て
は

人
間
関
係
の
中
で
具
体
的
に
贈
り
贈
ら
れ
る
行
為
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
拾
遺
集
、
後
拾
遺
集
以
降
は
、「
桜
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
た
歌
が

選
ば
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
が
、
後
拾
遺
集
に
は
「
花
見
」
の
歌
が
多
く
詠
わ
れ
る
。
桜
の
季
節
に
桜
を
折
る
、
贈
る
行
為
は
、
和

泉
式
部
の
こ
ろ
は
特
別
な
営
為
と
し
て
意
識
さ
れ
る
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
私
的
に
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。1

注

和
泉
式
部
に
お
い
て
「
折
る
」
歌
は
、
贈
答
歌
、
連
作
歌
、
独
詠
歌
い
ず
れ
の
中
に
も
見
出
せ
る
が
、
折
っ
て
自
ら
賞
美
し
、
そ
の
感

慨
を
詠
む
と
い
う
古
典
的
な
詠
い
方
よ
り
、
折
っ
て
見
せ
る
、
折
っ
て
贈
る
な
ど
の
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
多
様
な
詠
い
方
で

詠
ま
れ
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
桜
を
愛
す
る
心
が
あ
り
、
桜
の
一
枝
の
美
を
共
有
で
き
る
者
を
結
ぶ
歌
に
な
っ
て
い
る
。

次
の
歌
は
「
折
る
一
枝
」
を
め
ぐ
る
贈
答
歌
で
あ
る
。

同
じ
頃
、
人
の
も
と
よ
り
、「
桜
の
花
を
、
ま
た
見
す
べ
き
人
も
な
け
れ
ば
、

御
料
に
と
て
た
だ
一
枝
を
な
ん
折
り
た
る
」
と
て 

157
ま
た
見
せ
ん
人
も
な
け
れ
ば
山
ざ
く
ら
今
一
枝
を
折
ら
ず
な
り
ぬ
る

か
へ
し
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158
徒
ら
に
此
の
一
枝
は
な
り
ぬ
め
り
残
り
の
花
を
風
に
ま
か
す
な

此
の
歌
の
贈
り
主
は
源
道
済
で
あ
る
。

雲
林
院
の
桜
の
一
枝
、
あ
る
あ如

本
か
り
つ
か
は
す
と
て
、

151
ま
た
見
せ
む
人
し
な
け
れ
ば
桜
花
今
一
枝
を
折
ら
ず
な
り
ぬ
る

和
泉
式
部
の
返
歌
は
『
道
済
集
』2

注

に
は
な
い
。
両
集
と
も
に
贈
っ
た
相
手
の
名
は
記
し
て
い
な
い
が
、
互
い
の
私
家
集
に
収
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
、
和
泉
式
部
と
道
済
の
贈
答
と
判
明
し
て
い
る
。
後
の
勅
撰
集
の
新
拾
遺
集
巻
二
春
歌
下
に
は
道
済
の
歌
が
、
新
後
拾
遺
集

巻
二
春
歌
下
に
は
道
済
の
歌
を
詞
書
に
和
泉
式
部
の
返
歌
が
、
そ
れ
ぞ
れ
入
集
し
て
い
る
。

和
泉
式
部
集
の
詞
書
は
『
道
済
集
』
に
は
な
く
、
ま
た
他
出
の
勅
撰
集
に
も
な
い
。「
桜
の
花
を
、
ほ
か
に
見
せ
る
べ
き
人
も
い
な
い

の
で
、
あ
な
た
に
あ
げ
る
た
だ
一
枝
を
折
っ
た
の
み
で
、
ほ
か
の
枝
は
折
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
道
済
の
歌
は
詞

書
と
歌
の
両
方
で
、「
見
す
べ
き
人
も
な
け
れ
ば
」、「
ま
た
見
せ
ん
人
も
な
け
れ
ば
」
と
繰
り
返
し
て
「
た
だ
一
枝
を
な
ん
折
り
た
る
」、

「
今
一
枝
を
折
ら
ず
」
と
、
特
別
な
こ
と
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
ほ
か
に
見
せ
る
人
も
い
な
い
か
ら
と
い
う
の
は
、
あ
な
た
以
外
に

こ
の
桜
の
一
枝
を
贈
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
人
が
い
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
和
泉
式
部
は
、
私
に
だ
け
見
せ
る
と
い
う
け
れ
ど
も

「
此
の
一
枝
」
は
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
ね
、
と
私
は
そ
の
相
手
で
は
な
い
と
切
り
返
し
、
暗
に
ほ
か
に
も
贈
る
相
手
は
い

る
で
し
ょ
う
に
と
い
う
含
意
を
込
め
て
、
残
り
の
花
を
風
に
散
ら
さ
な
い
よ
う
に
、
と
返
し
て
い
る
。

和
泉
式
部
の
歌
に
は
し
ば
し
ば
、
上
二
句
あ
る
い
は
三
句
と
下
句
の
間
で
、
思
い
が
け
な
い
展
開
を
見
せ
る
歌
が
あ
る
。
こ
の
歌
も
そ

う
で
、「
此
の
一
枝
は
無
駄
に
な
っ
た
」
と
い
う
衝
撃
的
な
断
言
の
後
、
下
句
で
は
い
き
な
り
「
風
に
ま
か
す
な
」
と
命
じ
て
い
る
。「
桜

を
風
に
ま
か
す
」
は
古
今
集
の
貫
之
の
歌
「
87
山
た
か
み
見
つ
ゝ
わ
が
来
し
さ
く
ら
花
風
は
心
に
ま
か
す
べ
ら
な
り
」
を
ふ
ま
え
て
い

る
。
他
に
も
こ
れ
を
本
歌
と
し
て
よ
く
詠
ま
れ
て
い
る
表
現
な
の
だ
が
、
否
定
形
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
く
、「
ま
か
す
な
」
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と
命
令
形
で
と
め
る
歌
は
例
を
見
な
い
。「
見
す
べ
き
人
も
い
な
い
」
と
文
と
和
歌
と
で
繰
り
返
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
わ
ざ
わ
ざ
何
度

も
断
り
を
付
け
る
か
ら
に
は
、
実
は
ほ
か
に
も
差
し
上
げ
た
い
人
が
い
た
の
で
し
ょ
う
、
幸
い
「
今
一
枝
は
折
ら
ず
」
桜
は
ま
だ
残
っ
て

い
る
か
ら
、
残
り
の
桜
の
枝
を
本
当
に
贈
り
た
い
人
に
贈
る
な
ら
無
駄
に
な
ら
ず
に
す
む
、「
残
り
の
桜
を
風
に
ま
か
す
な
」
他
に
贈
っ

て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

和
泉
式
部
集
の
こ
の

157
番
の
歌
の
前
に
は
（
四
）
で
考
察
す
る
石
山
寺
参
詣
の
折
の
歌

154
、

155
、

156
番
の
連
作
歌
が
あ
る
。
そ
の
連
作

の
始
め
の
歌

154
番
の
歌
は
、

石
山
よ
り
帰
る
に
、
遠
き
山
の
桜
を
見
て

154
都
人
い
か
に
と
問
は
ば
見
せ
も
せ
ん
此
の
山
ざ
く
ら
一
枝
も
が
な

が
あ
る
。
こ
の
連
作
と
は
詠
歌
状
況
は
別
で
あ
る
の
だ
が
、
157
番
の
詞
書
は
「
同
じ
頃
、
人
の
も
と
よ
り
」
と
あ
り
、
配
列
と
し
て
時
間

的
な
関
連
性
を
持
た
せ
て
い
る
。
154
番
歌
は
花
を
思
う
都
人
の
た
め
に
「
此
の
山
ざ
く
ら
一
枝
」
が
欲
し
い
と
歌
う
が
、
こ
れ
は
、
157
番

歌
の
「
た
だ
一
枝
を
見
せ
た
い
か
ら
折
っ
た
」
と
同
じ
心
で
あ
る
。（
四
）
で
述
べ
る
が
、
こ
の
154
、
155
、
156
番
は
物
語
的
な
工
夫
が
見

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
贈
答
歌
が
同
じ
所
に
配
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

和
泉
式
部
集
に
は
、
相
手
の
名
は
記
さ
ず
に
「
ひ
と
」
と
す
る
詞
書
が
多
く
、
相
手
の
歌
も
書
き
残
さ
な
い
場
合
が
多
い
。
む
し
ろ
相

手
の
歌
は
詞
書
の
中
に
説
明
と
し
て
含
め
て
し
ま
っ
た
ら
し
き
歌
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
の
場
合
も
道
済
と
は
い
わ
ず
「
人
」
と
す
る
。

歌
は
書
き
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
内
容
は
ほ
ぼ
詞
書
で
説
明
さ
れ
て
お
り
、
相
手
の
男
（
道
済
）
の
歌
が
な
く
と
も
和
泉
式
部
の
歌
単

独
で
理
解
し
得
る
。
と
は
い
え
こ
こ
で
は
、
男
の
歌
が
あ
る
ゆ
え
に
男
側
の
視
点
も
加
わ
っ
て
、
よ
り
複
雑
に
、
相
互
の
思
惑
の
交
錯
が

描
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、「
桜
の
一
枝
」
は
人
と
人
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
和
泉
式
部
の
歌
も
、
贈
答
歌
の

「
切
り
返
し
」
の
軽
口
と
見
え
て
、
男
の
他
の
女
へ
の
思
い
を
、
あ
た
か
も
第
三
者
の
視
線
か
ら
見
透
か
す
か
の
よ
う
な
、
鋭
さ
を
獲
得
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し
て
い
る
。

 
「
た
だ
一
枝
」「
今
一
枝
」「
此
の
一
枝
」
と
、「
桜
の
一
枝
」
を
焦
点
化
す
る
軽
妙
な
や
り
と
り
は
、
桜
の
季
節
に
、
美
し
い
「
此
の

一
枝
」
を
折
っ
て
、
贈
り
贈
ら
れ
る
こ
と
の
か
け
が
え
な
さ
を
わ
か
り
合
っ
て
い
る
、
親
し
い
歌
人
同
士
な
ら
で
は
の
贈
答
歌
な
の
で
あ

る
。和

泉
式
部
集
に
は
、
99
番
か
ら

105
番
ま
で
の
七
首
に
わ
た
る
、
帥
の
宮
と
藤
原
公
任
、
和
泉
式
部
の
花
（「
桜
」）
の
一
枝
を
め
ぐ
る
連

作
が
あ
る
が
、
複
雑
で
煩
雑
に
な
る
の
で
、
別
稿
で
改
め
て
述
べ
た
い
。

次
に
連
作
歌
の
中
の
「
折
る
」
歌
で
あ
る
が
、

1450
番
か
ら

1454
番
歌
の
中
に
次
の
歌
が
あ
る
。（
連
作
歌
と
し
て
の
考
察
は
（
四
）
で
述

べ
る
。）

桜
の
い
と
お
も
し
ろ
う
咲
き
た
る
を
見
て
、
往
に
し
人
の
も
と
よ
り
、「
散
ら
ぬ
先
に
、
今
一
度
い
か
で
見
む
」
と
云
ひ

た
る
に
、

1450
疾
う
を
来
よ
咲
く
と
見
る
間
に
散
り
ぬ
べ
し
露
と
花
と
の
な
か
ぞ
世
の
中　

と
い
ひ
や
り
て
待
つ
に
、
日
比
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
い
ひ
や
る

1451
来
ま
じ
く
は
折
り
て
も
や
ら
ん
桜
花
風
の
心
に
ま
か
せ
て
は
見
じ

こ
の

1451
歌
は
、
美
し
い
桜
を
「
散
ら
ぬ
先
に
見
た
い
」
と
言
い
な
が
ら
来
な
い
男
に
積
極
的
に
「
こ
ち
ら
か
ら
折
っ
て
も
贈
り
ま
し
ょ

う
」
と
歌
い
か
け
た
点
に
面
白
み
が
あ
る
。
折
っ
て
土
産
に
と
い
う
歌
は
あ
る
が
、「
折
り
て
も
や
ら
ん

0

0

0

」
は
他
に
見
な
い
。
続
く
下
の

句
で
は

158
番
と
同
じ
く
、
古
今
集
の
貫
之
の
歌
の
表
現
を
否
定
的
に
用
い
て
、
風
が
思
う
ま
ま
に
桜
を
散
ら
せ
る
の
を
見
る
ま
い
と
結

ぶ
。
女
か
ら
の
「
折
り
て
も
や
ら
ん
」
は
、「
浮
か
れ
女
」
の
面
目
躍
如
の
大
胆
さ
と
見
え
る
が
、
桜
の
美
し
さ
を
見
せ
た
い
、
早
く
来

な
い
と
散
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
先
の

1450
番
歌
で
歌
い
か
け
た
、
儚
い
「
露
と
花
」
の
な
か
の
私
達
の
仲
と
い
う
思
い
が
、
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女
か
ら
折
っ
て
贈
る
行
為
（
実
際
に
贈
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
）
の
根
底
に
あ
る
。
桜
へ
の
深
い
愛
と
、
そ
れ
を
共
有
し
た
い
恋

し
い
男
へ
の
心
が
、
重
な
り
合
う
。「
桜
の
一
枝
」
を
贈
る
行
為
に
は
、
儚
く
も
か
け
が
え
の
な
い
「
今
こ
の
時
」
の
美
し
さ
の
な
か
に

こ
そ
、
恋
し
い
人
と
の
絆
を
確
か
め
た
い
と
す
る
、
和
泉
式
部
独
特
の
思
考
が
表
れ
て
い
よ
う
。

独
詠
の
「
折
る
」
歌
に
は
、
帥
の
宮
の
挽
歌
群
内
の
次
の
歌
も
あ
る
。

三
月
晦
方
に

998
た
れ
に
か
は
折
り
て
も
見
せ
ん
な
か
な
か
に
桜
咲
き
ぬ
と
我
に
聞
か
す
な

誰
か
が
桜
が
咲
い
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
和
泉
式
部
は
折
っ
て
見
せ
る
人
も
い
な
い
の
だ
か
ら
桜
の
開
花
は
教
え
て

く
れ
る
な
、
と
詠
む
。
恋
し
い
人
と
の
絆
を
確
か
め
さ
せ
る
「
桜
」
が
咲
い
て
も
、
も
は
や
「
折
り
て
も
見
せ
ん
」
人
は
い
な
い
。「
桜

の
一
枝
」
は
思
い
合
う
仲
と
し
て
居
た
と
き
の
、
儚
さ
と
か
け
が
え
な
さ
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
孤
独
の
深
さ
を
え
ぐ
る
景
物
と
な
っ
て
い

る
。こ

れ
に
つ
い
て
は
、「
全
釈
」
や
「
抄
稿
」
は
そ
れ
ぞ
れ
本
歌
と
し
て
古
今
集
巻
第
一
春
歌
上
紀
友
則
の
「
38
き
み
な
ら
で
誰
に
か
見

せ
む
梅
花
色
を
も
香
を
も
し
る
人
ぞ
し
る
」
や
、
後
撰
集
巻
第
二
春
中
大
将
御
息
所
「
61
咲
き
咲
か
ず
我
に
な
告
げ
そ
桜
花
人
づ
て
に
や

は
聞
か
む
と
思
し
」
を
あ
げ
る
。
和
泉
式
部
の
歌
は
、
こ
う
し
た
歌
の
伝
統
を
正
し
く
受
け
継
ぎ
つ
つ
、

1451
番
歌
の
よ
う
に
時
に
大
胆

に
、

158
番
歌
の
ご
と
く
時
に
相
手
の
胸
奥
を
見
透
か
す
鋭
さ
を
も
っ
て
、「
一
枝
」
が
つ
な
ぐ
人
と
の
絆
を
見
つ
め
る
。
そ
の
ま
な
ざ
し

の
深
さ
が
、
宮
を
失
っ
た
孤
独
の
深
さ
を
表
現
し
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
歌
の
一
つ
前
の
歌
は
梅
の
花
と
見
ら
れ
る
が
、

997
手
折
れ
ど
も
な
に
物
思
ひ
も
な
ぐ
さ
ま
じ
花
は
心
の
見
な
し
な
り
け
り

と
い
う
歌
が
あ
り
、
同
じ
く
花
を
見
つ
つ
も
心
慰
め
ら
れ
ぬ
の
は
、
結
局
「
花
」
は
「
心
」
の
見
せ
る
も
の
な
の
だ
っ
た
と
詠
わ
れ
て
い
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る
。
花
の
美
し
さ
は
、
む
し
ろ
こ
れ
を
共
有
す
る
相
手
へ
の
「
心
」
が
見
せ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
和
泉
式
部
に
と
っ
て
「
桜
の
一
枝
を

折
る
」
は
単
な
る
美
意
識
で
は
な
く
、
桜
へ
の
思
い
を
伝
え
、
共
有
す
る
、
人
を
恋
う
る
お
の
が
思
い
を
見
つ
め
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

三
「
桜
」
と
「
こ
こ
ろ
」

「
桜
」
と
「
こ
こ
ろ
」
を
詠
ん
だ
歌
は
、
古
今
集
か
ら
見
ら
れ
（
八
首
）、
後
拾
遺
集
に
十
四
首
見
ら
れ
る
。「
こ
こ
ろ
」
を
詠
う
発
想

の
変
化
と
し
て
、
古
今
集
で
は
、
自
分
に
限
ら
な
い
世
間
一
般
の
桜
へ
の
「
人
の
心
」
や
、
擬
人
化
さ
れ
た
「
桜
の
心
」、「
風
の
心
」
に

我
が
心
を
重
ね
る
な
ど
、「
〜
心
」「
〜
の
心
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
散
る
「
桜
」
に
寄
せ
る
心
情
を
詠
ん
で
い
る
。
後
撰
集
で
は
特
に
際

だ
っ
た
特
徴
は
見
ら
れ
な
い
が
、
拾
遺
集
に
な
る
と
用
例
は
多
く
は
な
い
が
「
心
の
ど
け
き
」「
心
や
す
く
」
な
ど
の
形
容
詞
が
見
ら
れ
、

詠
者
の
心
の
状
態
を
そ
の
ま
ま
示
す
表
現
が
出
て
く
る
。
ま
た
後
拾
遺
集
で
は
「
こ
こ
ろ
」
を
詠
む
表
現
に
は
、「
思
ひ
や
る
心
」、「
あ

く
が
る
ゝ
心
」、「
心
の
ま
ゝ
に
」、「
心
は
雲
の
上
ま
で
」、「
心
を
や
り
て
」、「
心
を
く
だ
く
」
な
ど
、
多
様
な
形
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

は
具
体
的
な
自
ら
の
行
動
を
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
「
心
」
の
形
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。3

注

和
泉
式
部
集
に
お
い
て
は
、「
桜
」
と
「
こ
こ
ろ
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
歌
は
概
ね
十
三
首
で
あ
る
（
重
出
歌
は
含
ま
な
い
）。
以

下
、
表
現
の
例
を
見
て
い
く
。

ま
ず
、
自
ら
の
「
心
」
を
ひ
と
つ
の
対
象
に
む
か
っ
て
作
用
さ
せ
る
と
い
う
表
現
と
し
て
、「
心
を
か
け
て
」「
心
を
と
め
て
」「
心
を

ぞ
や
る
」（「
心
を
た
れ
か
や
ら
ま
し
」）
と
詠
む
歌
が
あ
る
。

5
花
に
の
み
心
を
か
け
て
お
の
づ
か
ら
人
は
あ
だ
な
る
名
ぞ
立
ち
ぬ
べ
き

こ
の
歌
は
和
泉
式
部
集
の
冒
頭
「
初
期
百
首
」
に
含
ま
れ
る
歌
で
あ
る
。
初
期
百
首
の
こ
の
歌
の
配
列
と
し
て
は
、
初
期
百
首
春
二
十

首
の
中
の
5
番
目
で
あ
り
、
4
番
梅
、
6
番
は
春
の
日
、
7
番
春
の
夜
、
8
番
梅
が
香
、
9
番
春
の
野
の
花
の
歌
を
へ
て
桜
の
歌
は
10
番
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ま
で
出
て
こ
な
い
。
こ
の
配
列
上
、「
花
に
の
み
」
の
「
花
」
は
「
梅
」
と
解
釈
す
る
説
（「
全
釈
」）
と
、
こ
の
古
今
集
の
「
あ
だ
な
り
」

の
下
句
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、「
桜
」
と
の
解
釈
（｢

百
首
全
釈｣

）
と
す
る
説
、
ま
た
「
抄
稿
」
は
こ
の
歌
に
と
っ
て
「
桜
か

梅
か
は
、
つ
ま
り
い
づ
れ
は
で
も
よ
い
こ
と
で
は
あ
る
」
と
す
る
。
鈴
木
宏
子
氏
は
、「
や
は
り
桜
を
思
う
歌
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」

と
し
、「
⑤
は
桜
の
開
花
を
待
ち
つ
つ
、
こ
の
花
が
、
春
の
間
ず
っ
と
心
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
詠
じ
た
歌
な
の
で
は
な
い
か
」
と

し
て
現
代
語
訳
は
「
桜
は
い
つ
咲
く
の
か
、
花
の
こ
と
ば
か
り
を
心
に
か
け
る
う
ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
、
春
を
過
ご
す
人
は
花
と
同
じ

よ
う
に
浮
気
者
だ
と
い
う
評
判
が
た
っ
て
し
ま
う
の
に
ち
が
い
な
い
」
と
し
、「
梅
を
詠
じ
る
歌
の
は
ざ
ま
に
、
桜
の
開
花
を
予
感
す
る

歌
を
織
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。4

注

他
出
で
あ
る
続
後
撰
集
に
は
桜
の
歌
群
に
入
っ
て
い
る
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
こ
の
5
番
歌
の
前
後
に
梅
は
出
て
く
る
が
、
必
ず
し
も

梅
歌
群
で
は
な
く
「
花
に
の
み
」
と
い
え
る
ほ
ど
の
花
は
や
は
り
桜
を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。

 

「
心
を
か
く
」
は
、
和
泉
式
部
集
の
用
例
で
は
ほ
か
に
一
首
、
続
集

934
番
に
見
る
が
掛
詞
に
用
い
ら
れ
意
味
が
違
う
。
ま
た
「
心
に
か

く
」
と
い
う
用
例
は
あ
る
が
（

404
番
）、
こ
の
場
合
は
「
人
知
れ
ず
心
の
中
で
気
に
か
け
て
い
る
」
の
意
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
心
を
か

く
」、
一
心
に
あ
る
も
の
に
夢
中
に
な
る
と
い
う
意
味
で
の
用
例
は
こ
の
歌
の
み
で
あ
る
。

 

「
花
に
の
み
心
を
か
く
」
は
一
心
に
桜
の
み
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
好
忠
の
『
毎
月
集
』5
注

に
同
じ
「
花
に
心
を
か
け
る
」
例

と
し
て
「
38
ゆ
ふ
だ
す
き
花
に
心
を
か
け
た
れ
ば
春
は
柳
の
い
と
ま
な
み
こ
そ
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
歌
は
花
に
執
着
す
る
こ
と
が
詠
ま

れ
て
い
る
の
だ
が
、
和
泉
式
部
歌
は
そ
の
花
が
散
り
や
す
い
、
移
ろ
い
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
花
に
執
着
す
る
こ
と
で
、
お
の
ず
と

あ
だ
な
る
名
が
引
き
出
さ
れ
て
し
ま
う
と
詠
ん
で
い
る
。「
お
の
づ
か
ら
」
は
和
歌
で
は
平
安
中
期
以
降
に
多
く
見
ら
れ
る
語
句
で
あ
る
。

下
句
は
よ
く
知
ら
れ
た
古
今
集
巻
第
一
春
歌
上
の
よ
み
人
し
ら
ず
「
62
あ
だ
な
り
と
名
に
こ
そ
た
て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
人
も
ま
ち

け
り
」
の
上
句
を
用
い
て
い
る
。「
あ
だ
な
る
」「
あ
だ
な
り
」
は
多
く
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、「
名
が
た
つ
」
ま
で
詠
み
込
ん
で
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い
る
歌
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
和
泉
式
部
は
三
首
（

193
松　

1452
桜
）
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
古
今
集
の
歌
は
直
接
的
に
は
「
桜
」
が
「
あ

だ
な
り
」
で
あ
る
が
、
和
泉
式
部
の
歌
は
あ
だ
な
る
「
桜
（
花
）」
に
「
心
」
を
か
け
る
「
人
」
ま
で
を
「
あ
だ
な
り
」
と
詠
む
。「
人
」

は
自
分
自
身
を
含
め
て
一
般
の
人
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
だ
な
り
」
の
句
を
入
れ
る
こ
と
で
、
具
体
的
な
対
象
物
と
し
て
の
実
際
の
桜
を
超

え
て
、
客
観
的
に
、
詠
者
を
含
め
て
の
、
桜
に
よ
せ
る
「
人
の
心
」
を
見
つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
浮
気
と
名
を
立
て
ら
れ
よ
う
と
か
ま

わ
な
い
、
と
は
か
な
い
花
に
か
け
る
、
人
の
心
の
一
途
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

次
に
「
心
を
と
む
」
の
用
例
を
み
る
。

野
の
花
を
、
馬
に
乗
り
た
る
人
三
人
ば
か
り
、
見
て
過
ぐ
る
所

188
あ
る
か
ぎ
り
心
を
と
め
て
過
ぐ
る
か
な
花
も
見
知
ら
ぬ
駒
に
ま
か
せ
て

 

桜
狩
り
に
あ
ま
た
ゆ
く
人
あ
る
山
を
過
ぐ

＊
853
あ
る
か
ぎ
り
心
を
と
め
て
過
ぐ
る
か
な
花
も
見
知
ら
ぬ
駒
に
ま
か
せ
て

こ
の
歌
は
和
泉
式
部
集

187
番
か
ら

198
番
の
「
人
の
、
屏
風
の
歌
詠
ま
す
る
に
、
は
る
の
」
12
首
の
2
番
目
で
、
重
出
歌
は

851
番
か
ら

865

番
「
権
中
納
言
の
屏
風
の
歌
、
桜
咲
き
た
る
家
に
客
人
お
ほ
か
り
」
15
首
の
3
番
目
の
歌
で
あ
る
。
両
歌
群
は
歌
数
も
違
い
、
詞
書
、
歌

の
語
句
に
も
異
同
が
見
ら
れ
る
。
こ
の

188
番
と

853
番
の
歌
に
つ
い
て
も
、
歌
に
異
同
は
な
い
が
詞
書
に
大
き
く
違
い
が
あ
る
。
こ
の
歌
は

詞
書
に
よ
る
と
、

188
番
歌
の
方
は
騎
乗
の
三
人
が
「
野
の
花
」
を
見
て
過
ぎ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
、
一
方

853
番
で
は
桜
狩
り
に
大
勢
の
人

が
山
に
行
く
様
子
と
、
場
面
の
図
柄
が
違
う
よ
う
に
推
察
で
き
る
。
こ
の
屏
風
歌
は
、
同
時
に
源
道
済
と
大
江
嘉
言
が
詠
ん
で
お
り
、
こ

の
歌
に
該
当
す
る
場
面
の
歌
と
思
わ
れ
る
も
の
は
『
道
済
集
』
で
は
詞
書
は
な
く
帰
り
道
の
旅
の
歌
に
な
っ
て
お
り
、『
大
江
嘉
言
集
』

（
新
編
国
歌
大
観
）
で
は
次
の
よ
う
な
詞
書
を
持
つ
。

む
ま
に
の
り
た
る
人
二
三
人
ば
か
り
桜
の
花
の
も
と
を
す
ぐ
、
し
り
に
ゆ
く
人
花
を
み
る
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121
よ
そ
な
が
ら
み
て
や
す
ぎ
ま
し
桜
花
我
ひ
と
り
行
く
み
ち
に
し
あ
り
せ
ば

屏
風
歌
に
は
実
際
に
絵
を
見
て
詠
む
場
合
と
、
見
な
い
で
題
を
与
え
ら
れ
て
詠
む
場
合
が
あ
り
、
桑
原
博
史
氏
は
「
道
済
集
を
は
じ
め

三
つ
の
歌
集
の
記
録
は
、
そ
の
図
柄
の
示
し
方
に
そ
れ
ぞ
れ
自
分
流
に
多
少
の
解
釈
を
加
え
て
、
各
歌
の
詞
書
と
し
て
記
録
し
た
の
で
あ

ら
う
」
と
『
道
済
集
全
釈
』
解
説6

注

に
あ
り
、
田
島
智
子
氏
は
別
の
歌
の
観
点
か
ら
こ
の
屏
風
歌
は
言
葉
の
題
を
与
え
ら
れ
て
詠
ん
だ
の
で

は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。7

注

 

「
あ
る
か
ぎ
り
」、「
心
を
と
む
」
は
い
ず
れ
も
同
時
代
で
は
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
中
世
以
降
の
表
現
で
あ
り
、
和
泉
式

部
集
に
お
い
て
も
両
方
と
も
こ
の
歌
の
み
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

 

「
あ
る
か
ぎ
り
」
は
桜
を
見
て
い
る
人
々
の
す
べ
て
と
、「
あ
る
か
ぎ
り
の
こ
こ
ろ
」
と
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
あ
り
っ
た
け
の
心

を
花
に
と
め
て
」
と
の
意
を
表
現
し
て
い
る
。
た
だ
、
詞
書
の
差
異
は
少
し
解
釈
に
影
響
す
る
。

188
番
の
そ
れ
は
騎
乗
の
三
人
が
「
あ

り
っ
た
け
の
心
を
花
に
と
め
て
」
い
る
様
子
が
推
察
で
き
る
。
こ
れ
は
嘉
言
の
歌
に
も
通
じ
る
。

853
番
は
む
し
ろ
桜
狩
に
行
く
た
く
さ
ん

の
人
々
す
べ
て
と
い
う
意
の
方
が
強
く
表
現
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
が
花
に
尽
き
せ
ぬ
思
い
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
、「
あ
る

か
ぎ
り
の
心
を
と
め
て
」
と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

一
転
し
て
「
花
も
見
知
ら
ぬ
駒
に
ま
か
せ
て
」
と
、
花
の
美
し
さ
な
ど
わ
か
ら
な
い
駒
の
歩
み
に
ま
か
せ
る
と
い
う
下
句
は
、
花
に
耽

溺
す
る
「
人
」
と
何
の
感
慨
も
な
い
「
駒
」
の
対
比
が
鮮
や
か
で
、
ユ
ー
モ
ア
す
ら
感
じ
さ
せ
る
。

近
藤
み
ゆ
き
氏
は
「
花
も
見
知
ら
ぬ
駒
に
ま
か
せ
て
」
は
『
白
氏
文
集
』
の
「
尋
花
信
馬
頭
」、「
信
馬
閑
行
至
日
西
」、『
類
聚
句
題
抄
』

の
「
尋
花
信
馬
行
」
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
、「
い
わ
ば
、”
馬
に
信
せ
て
行
く
“
と
は
、
早
い
時
期
か
ら
本
朝
詩
に
も
定
着
し
て
い
た
、
尋

花
の
常
套
句
で
あ
っ
た
。
和
泉
式
部
で
は
『
駒
に
ま
か
せ
て
』
の
言
葉
続
き
そ
の
も
の
の
相
通
性
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
漢
詩
が
好
ん
で
描

く
尋
花
の
世
界
を
引
き
寄
せ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
身
を
委
ね
る
駒
は
花
の
情
趣
を
解
さ
ず
進
ん
で
行
く
と
、
ひ
ね
り
を
き
か
せ
た
も
の
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と
解
さ
れ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。8
注

上
句
が
「
あ
る
か
ぎ
り
心
を
と
め
て
」
と
い
う
独
特
の
表
現
を
用
い
、
下
句
が
詩
の
常
套
句
の
受
容
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で

見
て
き
た
歌
と
も
似
て
、
上
句
の
聞
き
慣
れ
ぬ
こ
と
ば
の
あ
と
に
、
よ
く
知
ら
れ
た
古
今
集
の
句
を
持
っ
て
き
て
、
歌
全
体
と
し
て
は
独

自
の
表
現
と
な
る
手
法
と
い
え
る
。
画
中
の
人
物
に
な
っ
て
詠
む
の
が
屏
風
歌
で
あ
る
が
、
和
泉
式
部
の
こ
の
歌
は
画
中
の
人
物
に
な
り

き
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
画
中
の
人
物
を
超
え
、「
あ
る
か
ぎ
り
の
こ
こ
ろ
を
と
め
て
」
花
を
見
る
和
泉
式
部
の
感
性
が
際
立
っ
て
い

る
。次

は
「
心
を
や
る
」
の
用
例
で
あ
る
。

二
月
の
桜
の
お
そ
き
頃

176
待
た
せ
つ
つ
お
そ
く
さ
く
ら
の
花
に
よ
り
四
方
の
山
べ
に
心
を
ぞ
や
る

桜
の
遅
く
咲
く
事
を
人
の
よ
む
に

＊
1266
待
た
せ
つ
つ
遅
く
桜
の
花
に
よ
り
四
方
の
山
べ
に
心
を
ぞ
や
る

こ
の
歌
の
「
心
を
や
る
」
は
「
心
を
擬
人
化
し
て
、
使
ひ
に
出
す
や
う
な
気
持
で
あ
ら
う
か
」
と
「
全
釈
」
に
あ
る
よ
う
に
、
ず
っ
と

待
っ
て
い
て
、
な
か
な
か
咲
か
な
い
桜
の
た
め
に
、
あ
ち
こ
ち
の
山
辺
に
心
を
馳
せ
る
と
言
う
気
持
ち
を
詠
ん
で
い
る
。
和
泉
式
部
集
で

は
ほ
か
に

533
番
に
「
心
を
や
る
」
表
現
が
み
ら
れ
る
が
、
意
味
が
違
う
。
後
拾
遺
集
巻
第
一
春
上
に
は
平
兼
盛
の
「
河
原
院
に
て
、
遙
か

に
山
桜
を
見
て
よ
め
る　

97
道
と
を
み
行
き
て
は
見
ね
ど
桜
花
心
を
や
り
て
今
日
は
く
ら
し
つ
」
が
あ
り
、
遠
い
山
の
桜
は
見
る
こ
と
が

出
来
な
い
の
で
を
心
を
馳
せ
る
と
い
う
意
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
和
泉
式
部
の
歌
に
は
「
四
方
の
山
べ
」
と
あ
あ
り
、
一
方
方
向
を
み

て
い
る
の
で
は
な
く
、
四
方
と
い
う
空
間
的
な
広
が
り
が
あ
り
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
心
を
や
る
と
い
う
、
桜
を
待
つ
落
ち
着
か
な
い
気
持

ち
を
表
し
て
い
る
。
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ま
た
、「
お
そ
く
さ
く
ら
」
は
「
遅
く
咲
く
」
と
「
桜
」
を
掛
け
て
い
る
が
、
和
泉
式
部
以
前
に
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い
。
和
泉
式
部
で

は
他
に

666
番
に
「
お
そ
く
桜
の
花
を
こ
そ
見
め
」（
六
ま
と
め
で
後
述
）
が
あ
る
。
こ
の
後
も
用
例
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
西
行
、
慈
円

が
こ
の
言
葉
を
用
い
て
詠
ん
で
い
る
。

桜
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
見
て

999
花
見
る
に
か
ば
か
り
物
の
悲
し
き
は
野
辺
に
心
を
た
れ
か
や
ら
ま
し

こ
の
歌
は
帥
の
宮
挽
歌
群
の
中
の
歌
で
あ
る
。「
野
辺
」
は
、
古
今
集
巻
二
春
歌
下
、
素
性
「
96
い
つ
ま
で
か
野
辺
に
心
の
あ
く
が
れ

む
花
し
ち
ら
ず
は
千
世
も
へ
ぬ
べ
し
」、
後
撰
集
巻
三
春
下
典
侍
よ
る
か
の
朝
臣
「

112
春
く
れ
ば
花
見
に
と
思
ふ
心
こ
そ
の
べ
の
霞
と
と

も
に
た
ち
け
れ
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
野
辺
に
は
美
し
い
花
が
咲
き
、
人
は
花
に
憧
れ
る
気
持
ち
を
沸
き
立
た
せ
、
そ
し
て
花
見
に
出

か
け
る
頃
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
そ
れ
ら
の
発
想
の
伝
統
を
踏
ま
え
、
お
そ
ら
く
身
近
な
美
し
い
桜
を
見
て
も
こ
の
よ
う
に
悲
し
い
の

に
、
誰
が
野
辺
に
心
を
や
っ
て
（
桜
を
見
に
行
つ
て
）
楽
し
も
う
、
到
底
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

歌
も
帥
宮
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
の
悲
傷
の
歌
で
あ
り
、
前
節
に
見
た
歌
と
同
様
に
、
と
も
に
桜
を
見
る
こ
と
が
も
う
か
な
わ
な
い
と
い
う

こ
と
が
心
に
あ
る
。

以
上
の
「
心
を
か
け
る
」「
心
を
と
む
」「
心
を
や
る
」
の
三
例
は
和
泉
式
部
集
の
中
で
ほ
ぼ
「
桜
（
花
）」
に
対
し
て
の
表
現
で
あ
る
。

こ
の
語
句
は
「
桜
」
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
、「
桜
」
の
歌
こ
そ
の
思
い
を
表
す
こ
と
ば
と
い
え
よ
う
。

次
に
「
風
の
心
」
の
歌
で
あ
る
。

日
頃
、
花
お
も
し
ろ
き
所
に
あ
る
を
、
今
日
ほ
か
へ
行
か
ん
と
す
る
に
、
い
み
じ
う
散
れ
ば

1354
吹
く
風
の
心
な
ら
ね
ど
花
見
て
は
枝
に
と
ま
ら
ぬ
も
の
に
ざ
り
け
る

風
を
擬
人
化
し
、
風
に
心
を
み
る
表
現
は
古
今
集
に
詠
わ
れ
て
以
来
、
数
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
和
泉
式
部
の
歌
も
古
今
集
を
意
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識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

1354
番
歌
は
、
古
今
集
巻
二
春
歌
下
、「
99
吹
風
に
あ
つ
ら
へ
つ
く
る
も
の
な
ら
ば
こ
の
一
本
は
避
き
よ

と
言
は
ま
し
」
や
、「

106
吹
く
風
を
な
き
て
恨
み
よ
う
ぐ
ひ
す
は
我
や
は
花
に
手
だ
に
ふ
れ
た
る
」
な
ど
に
詠
ま
れ
る
、
吹
く
風
の
意
志

で
花
が
散
る
と
い
う
意
も
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。

詞
書
は
、
何
日
か
桜
の
美
し
い
所
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
今
日
よ
そ
に
移
ろ
う
と
し
た
ら
ひ
ど
く
散
っ
た
の
で
と
あ
り
、
散
っ
た
理
由

は
風
が
吹
い
た
か
ら
な
の
で
、「
吹
く
風
の
心
な
ら
ね
ど
」
つ
ま
り
、
私
の
心
は
吹
く
風
の
心
と
は
違
う
の
だ
け
れ
ど
（
花
を
散
ら
す
つ

も
り
は
な
い
け
れ
ど
）
と
詠
む
。
こ
こ
で
上
句
は
切
れ
、「
花
み
て
は
」
以
下
の
句
は
詠
者
を
主
語
と
し
て
、
散
る
花
を
見
て
、
花
は
枝

に
止
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
は
自
分
の
心
が
そ
こ
に
留
ま
ら
な
い
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
「
あ
だ
」
に
も
通
じ
る
こ
こ
ろ
で
あ
る
。

 

「
折
る
」
の
と
こ
ろ
で
も
ふ
れ
た
が
、
和
泉
式
部
の
歌
に
は
、
上
二
句
又
は
三
句
の
間
に
一
つ
呼
吸
を
お
い
て
、
下
句
で
違
う
展
開
を

見
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
歌
も
二
句
目
と
三
句
目
を
続
け
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
、
わ
か
り
づ
ら
い
。

 

「
全
釈
」
で
は
次
の

1355
番
歌
に
続
け
て
考
え
る
べ
き
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
人
の
常
に
居
し
所
に
書
き
つ
く

1355
待
ち
侘
び
て
行
く
方
も
知
ら
ず
な
り
に
き
と
君
来
て
問
は
ば
と
く
て
答
へ
よ

こ
の
歌
を
含
め
て
考
え
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
花
の
美
し
い
時
に
他
へ
移
っ
た
の
は
、
恋
人
を
待
ち
わ
び
て
の
こ
と
で
、
家
を
去
る
と
き
に
そ

こ
に
こ
の
歌
を
書
き
残
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
新
た
な
物
語
を
想
像
さ
せ
る
。

和
泉
式
部
集
の
中
で
は
「
風
の
心
」
は
こ
の
歌
と
、「
折
る
」
項
で
取
り
上
げ
た

1451
番
の
二
首
の
み
で
あ
り
、
他
に
紅
葉
な
ど
に
用
い

ら
れ
た
例
は
な
い
。
和
泉
式
部
は
、「
風
の
心
」
は
古
今
集
の
「
桜
」
歌
の
受
容
で
あ
り
、「
桜
」
を
対
象
に
す
る
も
の
、
と
と
ら
え
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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「
花
の
時
心
不
靜
、
雨
の
中
に
松
緑
を
増
す
」
と
い
ふ
心
を
、
人
の
よ
む
に

459
の
ど
か
な
る
折
こ
そ
な
け
れ
花
を
思
ふ
心
の
う
ち
に
風
は
吹
か
ね
ど

460
松
は
そ
の
も
と
の
色
だ
に
も
あ
る
も
の
を
す
べ
て
緑
も
春
は
異
な
り

こ
の
歌
は
詞
書
の
前
半
「
花
時
心
不
静
」、
に
照
応
す
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
既
に
『
嘉
言
集
』、『
道
済
集
』
と
の
関
連
が
指
摘

が
さ
れ
て
い
る
。9

注

『
嘉
言
集
』
の

114
番
の
詞
書
は
、「
花
心
し
づ
か
な
ら
ず
」、

115
番
「
は
る
の
こ
ま
つ
み
ど
り
を
ま
す
」
の
題
で
詠
ま
れ

て
お
り
、
同
じ
題
詠
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
道
済
集
』
は
、

264
番
歌
の
詞
書
に
「
三
月
五
日
、
中
宮
大
夫
（
の
）、
法
住
寺
に
て
人
々

詠
み
し
。
二
首
。
春
残
花
。」、

265
番
歌
は
「
雨
中
小
松
」
の
題
が
あ
る
。
こ
の
時
の
「
中
宮
大
夫
」
は
藤
原
斉
信
で
あ
り
、
前
述
し
た
よ

う
に
こ
の
三
者
は
「
権
中
納
言
の
屏
風
の
歌
」
を
そ
れ
ぞ
れ
詠
ん
で
い
て
、
こ
の
権
中
納
言
は
藤
原
斉
信
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

か
ら
、
和
泉
式
部
は
他
の
二
人
と
詠
歌
の
場
を
共
有
す
る
機
会
が
あ
り
、
こ
の
二
首
の
歌
も
そ
う
し
た
機
会
で
詠
ま
れ
た
歌
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
詞
書
は
漢
詩
か
ら
は
出
典
不
明
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
人
の
よ
む
に
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
場
で
出
さ
れ
た

題
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
は
業
平
の
古
今
集
巻
一
春
歌
上
「
53
世
の
中
に
た
え
て
さ
く
ら
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け

か
ら
ま
し
」
を
本
歌
と
す
る
が
、
同
じ
く
貫
之
の
巻
二
春
歌
下
「
82
こ
と
な
ら
ば
さ
か
ず
や
あ
ら
ぬ
さ
く
ら
花
見
る
我
さ
へ
に
し
づ
心
な

し
」
な
ど
の
意
も
含
ま
れ
よ
う
。
和
泉
式
部
の
歌
は
「
心
の
ど
か
な
時
は
な
い
」
と
詠
む
。
桜
は
咲
い
た
と
思
え
ば
散
り
始
め
る
か
ら
、

つ
ま
り
外
吹
く
風
が
桜
を
散
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
花
を
思
う
「
心
の
う
ち
」
に
は
風
は
吹
か
な
い
の
だ
が
、
だ
か
ら
桜
は
散
ら

ず
心
靜
か
な
は
ず
で
あ
る
の
に
と
詠
ん
で
い
る
。
屋
外
に
吹
く
風
に
散
る
桜
を
見
て
惜
し
む
心
を
詠
む
と
い
う
の
は
、
散
る
桜
の
歌
の
常

套
で
あ
る
が
、
和
泉
式
部
は
そ
の
惜
し
む
心
を
、
自
分
の
「
心
の
う
ち
」
の
状
態
を
詠
ん
で
示
す
と
い
う
表
現
に
、
特
色
が
あ
る
。 

こ
の
「
こ
こ
ろ
」
の
項
で
論
じ
た
歌
に
は
、「
心
」
を
第
三
者
的
視
点
か
ら
み
た
歌
は
な
い
。
5
番
で
は
「
人
は
」
と
客
観
的
な
視
点

で
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、「
花
に
の
み
心
を
か
け
て
」
て
い
る
の
は
詠
者
自
身
で
あ
る
。
屏
風
歌
に
し
て
も
、
画
中
の
人
物
に
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自
ら
の
桜
へ
の
思
い
を
投
影
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
「
あ
る
か
ぎ
り
心
を
と
め
て
」
と
い
う
表
現
に
は
な
り
得
な
い
。「
風
の
心
」
は

「
風
」
の
姿
が
擬
人
化
さ
れ
て
詠
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
題
詠
も
自
ら
の
心
の
う
ち
を
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
詠
ま
れ
て

い
る
の
は
、
和
泉
式
部
の
桜
へ
の
「
心
」
の
あ
り
よ
う
な
の
で
あ
る
。

四　

桜
を
め
ぐ
る
連
作
歌

和
泉
式
部
の
「
桜
」
の
歌
の
中
で
、
時
間
を
追
い
つ
つ
場
面
が
展
開
す
る
歌
群
が
い
く
つ
か
あ
る
。

次
の
歌
群
は
正
集
と
続
集
に
重
出
す
る
。
ま
ず
続
集
の
方
か
ら
み
て
み
る
。　
　
　

二
月
晦
日
方
に
、
物
に
詣
づ
る
道
な
る
法
住
寺
の
桜
見
ん
と
て
、
入
り
た
れ
ば
、

花
も
ま
だ
咲
か
ざ
り
け
り
、
知
り
た
り
し
僧
の
あ
り
し
、
問
は
す
る
も
な
し

1099
咲
き
ぬ
ら
ん
桜
が
り
と
て
来
つ
れ
ど
も
こ
の
木
の
も
と
の
主
だ
に
も
な
し
（

155
）

同
じ
道
な
り
し
所
に
入
り
て
見
れ
ば
、
そ
こ
の
も
ま
だ
し
か
り
け
れ
ば
、
柱
に
書
き
つ
く

1100
そ
れ
ま
で
の
命
た
へ
た
る
物
な
ら
ば
か
な
ら
ず
花
の
折
に
又
来
ん
（

156
）

逢
坂
の
関
に
て
、
い
と
苦
し
け
れ
ば
休
む
と
て
、
つ
く
づ
く
と
ゐ
て

☆
1101
雲
居
ま
で
心
は
ゆ
け
ど
逢
坂
の
関
こ
え
ぬ
べ
き
心
地
こ
そ
せ
ね

も
ろ
と
も
な
る
人
の
、「
帰
り
な
ん
」
と
い
ふ
に

☆
1102
留
ま
れ
と
も
行
け
と
も
い
は
で
こ
こ
ろ
み
ん
何
の
た
め
な
る
逢
坂
の
関

山
科
と
い
ふ
所
に
て
、
苦
し
け
れ
ば
休
む
、
そ
の
家
主
の
心
あ
る
さ
ま
に
見
ゆ
れ
ば
、

 

「
今
帰
さ
に
聞
え
ん
」
な
ど
い
ひ
て
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☆
1103
帰
る
さ
を
待
ち
こ
こ
ろ
み
よ
か
く
な
が
ら
よ
も
尋
ね
で
は
や
ま
し
な
の
里

か
く
て
詣
で
着
き
て
、「
花
さ
か
ざ
り
け
り
」
な
ど
、
も
ろ
と
も
な
る
人
の
つ
れ
づ
れ
が
り
け
れ
ば

1104
常
磐
山
春
は
緑
に
な
り
ぬ
る
を
花
咲
く
里
や
君
は
恋
し
き

哀
れ
に
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
手
す
さ
び
に
軒お

ば
し
ま檻
に
書
き
つ
く
、
日
頃
籠
り
て
、
出
で
な
ん
と
す
る
に

☆
1105
憂
き
世
に
は
猶
帰
ら
で
や
止
み
な
ま
し
山
よ
り
深
き
谷
も
あ
り
け
り

帰
る
と
て
、
山
科
の
家
に
い
ひ
や
る

☆
1106
君
は
は
や
わ
す
れ
ぬ
ら
め
ど
御
垣
根
を
よ
そ
に
見
捨
て
て
い
か
が
過
ぐ
べ
き

続
集
の
桜
の
歌
は

1099
、

1100
番
の
二
首
で
あ
る
が
、「
物
に
詣
づ
る
」
は
、
正
集
に
よ
れ
ば
石
山
寺
で
、
続
集
で
も
こ
の
あ
と
の
詠
ま
れ

て
い
る
歌
を
た
ど
れ
ば
、
石
山
寺
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。

1099
番
歌
の
「
法
住
寺
」
は
平
安
中
期
に
藤
原
為
光
が
永
延
二
年
（
九
八
八
）
建
立
し
た
寺
で
、
現
在
の
京
都
の
東
山
区
の
あ
た
り
に

あ
っ
た
。
ま
ず
そ
こ
の
桜
を
見
よ
う
と
し
た
が
、
花
が
咲
い
て
い
な
か
っ
た
、
知
人
の
僧
が
い
た
の
で
尋
ね
さ
せ
た
が
い
な
か
っ
た
の

で
、
会
う
こ
と
も
で
き
ず
に
詠
ん
だ
と
す
る
。

 

「
桜
が
り
」
は
「
花
見
」
と
同
義
で
、
拾
遺
集
に
も
見
ら
れ
る
が
、
多
く
は
中
世
以
降
に
多
く
見
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
和
泉
式
部
の
歌

で
は
「
権
中
納
言
の
屏
風
の
歌
」

853
番
の
詞
書
に
「
桜
狩
り
に
あ
ま
た
ゆ
く
人
あ
る
山
を
過
ぐ
」
が
あ
る
。
こ
の
歌
で
の
「
桜
狩
り
」
は

「
桜
許
」
と
か
け
、「
木
の
も
と
」
に
も
対
応
す
る
。「
主
だ
に
も
な
し
」
の
「
も
」
で
、
桜
も
咲
い
て
い
な
け
れ
ば
、
主
も
い
な
か
っ
た
、

と
歎
い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
あ
と
、

1100
番
で
は
、
同
じ
道
の
別
の
寺
に
行
き
、
そ
こ
も
ま
だ
咲
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
柱
に
書
き
付

け
た
と
歌
う
。「
そ
れ
ま
で
の
」
は
「
次
の
桜
の
季
節
ま
で
」
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
は
、
今
咲
い
て
い
な
い
桜
が
も
う
し
ば
ら
く
し
た
ら

咲
く
ま
で
の
短
い
時
間
「
命
あ
る
も
の
な
れ
ば
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
花
の
咲
い
て
い
る
と
き
に
ま
た
来
よ
う
と
詠
ん
で
い
る
。
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こ
の
あ
と
「
逢
坂
の
関
」
で
二
首
、
山
科
の
里
で
一
首
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
京
か
ら
は
山
科
を
経
て
、
逢
坂
の
関
を
越
え
て
近
江
国
に

入
る
の
だ
か
ら
、
道
順
で
言
え
ば

1103
歌
の
後
に

1101
、 

1102
歌
が
来
る
べ
き
で
、
不
審
で
あ
る
。
そ
し
て
石
山
寺
に
詣
で
、
や
は
り
そ
こ
に
も

花
は
咲
い
て
い
な
か
っ
た
と
一
緒
に
行
っ
た
人
が
残
念
が
っ
た
の
で
、

1104
番
の
歌
を
詠
ん
だ
。
こ
の
歌
は
古
今
集
の
源
宗
于
の
「
24
常
磐

な
る
松
の
み
ど
り
も
春
く
れ
ば
今
ひ
と
し
ほ
の
色
ま
さ
り
け
り
」
を
ひ
き
、
山
も
春
に
な
れ
ば
美
し
い
緑
に
な
る
の
に
、「
花
咲
く
里
」

が
あ
な
た
は
そ
ん
な
に
恋
し
い
の
か
と
い
う
意
で
あ
る
が
、「
全
釈
」
は
「
こ
こ
で
は
下
界
・
俗
界
の
心
を
含
め
る
」
と
す
る
。
こ
の
歌

の
「
花
」
は
直
接
桜
の
花
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
詞
書
の
「
花
さ
か
ざ
り
け
り
」
の
花
は
一
連
の
歌
か
ら
桜
と
解
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
寺
を
出
て
、
行
き
に
寄
っ
た
山
科
の
里
の
主
に
消
息
を
送
る
。

一
連
の
歌
は
詞
書
と
歌
を
連
ね
て
、
あ
た
か
も
石
山
寺
へ
の
道
中
記
の
ご
と
く
つ
づ
っ
て
い
る
。「
逢
坂
の
関
に
て
、
い
と
苦
し
け
れ

ば
休
む
」、「
山
科
と
い
ふ
所
に
て
、
苦
し
け
れ
ば
休
む
」
と
疲
労
困
憊
し
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。『
和
泉
式
部
日
記
』10

注

に
は
、
八
月
に

石
山
参
詣
を
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
は
道
中
の
記
述
な
ど
は
な
い
が
、
帥
の
宮
が
参
籠
中
の
和
泉
式
部
に
童
に
手
紙
を
届
け

さ
せ
る
場
面
で
、
そ
の
童
に
宮
は
「
苦
し
く
と
も
行
け
」
と
命
令
し
て
お
り
、
石
山
寺
の
往
復
は
大
変
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら

の
歌
は
、
石
山
寺
参
詣
の
道
中
の
連
作
と
も
取
れ
る
が
、
冒
頭
の
二
首
で
桜
を
歌
に
詠
ん
で
、
最
後
に
石
山
寺
で
「
花
さ
か
ざ
り
け
り
」

に
対
し
て
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
で
、「
桜
」、
そ
れ
も
咲
い
て
い
な
い
桜
を
追
っ
て
詠
ん
だ
連
作
に
と
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
正
集
の
方
の
歌
を
次
に
あ
げ
る
。

石
山
よ
り
帰
る
に
、
遠
き
山
の
桜
を
見
て

154
都
人
い
か
に
と
問
は
ば
見
せ
も
せ
ん
此
の
山
ざ
く
ら
一
枝
も
が
な

同
じ
道
な
る
寺
に
入
り
て
見
れ
ば
、
こ
こ
の
花
は
咲
か
ざ
り
け
れ
ば
、

知
り
た
り
し
僧
の
あ
り
し
を
問
は
す
る
も
、
な
け
れ
ば
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155
咲
き
ぬ
ら
ん
桜
が
り
と
て
来
つ
れ
ど
も
こ
の
木
の
も
と
の
主
だ
に
な
し
（

1099
）

156
そ
れ
ま
で
の
命
た
へ
た
る
物
な
ら
ば
か
な
ら
ず
花
の
折
り
に
又
見
ん　
　
　
（

1100
）

154
番
は
、
後
拾
遺
集
巻
第
一
春
上
（

100
）
に
「
遠
き
所
に
ま
う
で
て
帰
る
道
に
、
山
の
桜
を
見
や
り
」
と
い
う
詞
書
で
入
集
し
て
い

る
。
こ
の
歌
は
古
今
集
巻
第
十
八
雑
歌
下
小
野
貞
樹
「

937
宮
こ
人
い
か
に
と
問
は
ば
山
た
か
み
は
れ
ぬ
雲
居
に
侘
ぶ
と
こ
た
へ
よ
」
の
上

句
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
「
都
人
」
は
多
く
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
上
句
「
都
人
が
問
ふ
」
意
を
詠
ん
だ
歌
は
多
く
は
な
い
。

中
世
に
至
っ
て
、「
都
人
」
が
「
問
は
で
」
の
意
の
歌
が
散
見
さ
れ
る
。
小
野
貞
樹
の
上
句
を
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
な
ぞ
っ
て
「
都
人
い

か
に
と
問
は
ば
」
と
詠
む
歌
は
こ
の
歌
く
ら
い
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
歌
意
が
似
た
も
の
に
は
、『
公
任
集
』
に
女
院
の
住
吉
詣
に
同
行

し
た
道
長
が
公
任
に
贈
っ
た
歌
が
あ
る
。11

注

和
泉
式
部
の
歌
で
は
、「
山
の
桜
」
に
つ
い
て
「
い
か
に
」
と
問
わ
れ
た
ら
見
せ
も
し
ま
し
ょ

う
、
こ
の
（
あ
の
）
山
の
桜
の
一
枝
を
ほ
し
い
も
の
で
す
、
と
小
野
貞
樹
や
道
長
と
は
違
い
、
詠
者
に
つ
い
て
で
な
く
「
桜
」
に
つ
い

て
、「
い
か
に
」
と
問
わ
れ
た
と
す
る
。

154
番
歌
の
詞
書
は
「
石
山
よ
り
帰
る
」
道
筋
で
詠
ま
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
京
へ
帰
る
同
じ
道
に
あ
る
寺
に
寄
っ
た
ら
花

は
咲
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

155
番
、

156
番
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
前
述
の
続
集

1099
番
、

1100
番
と
語
句
の
異
同
は

あ
る
が
、
同
じ
で
あ
る
。
違
う
の
は

1100
番
歌
に
あ
る
詞
書
が
な
い
こ
と
で
、

156
番
は

155
番
と
同
じ
と
こ
ろ
で
連
続
し
て
詠
ま
れ
た
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
も
続
集
と
は
違
い
、
石
山
に
行
く
道
筋
で
は
な
く
、
帰
り
道
の
寺
で
あ
る
。

こ
の
歌
群
は
続
集
か
ら
正
集
の
そ
れ
に
整
理
さ
れ
た
と
見
た
い
。
ま
ず
、
詞
書
が
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。

154
番
の
歌
を
こ
の
二
首
の
前

に
お
く
こ
と
で
、
遠
く
の
山
桜
を
眺
め
、「
此
の
山
ざ
く
ら
一
枝
も
が
な
」
と
詠
ん
だ
あ
と
、

155
番
の
「
こ
こ
の
花
は
咲
か
ざ
り
け
れ
ば
」

と
い
う
歌
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。

続
集
の
方
は
「
法
住
寺
」
の
花
を
見
る
こ
と
か
ら
石
山
詣
で
が
始
ま
る
の
だ
が
、
創
健
者
の
藤
原
爲
光
は
正
暦
三
年
（
九
九
二
）
に
亡
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く
な
っ
て
い
る
が
、
以
降
長
元
五
年
（
一
〇
三
二
）
に
焼
失
す
る
ま
で
法
住
寺
は
威
容
を
保
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
寂
し
い
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
か
ろ
う
。
法
住
寺
の
知
人
の
僧
も
た
ま
た
ま
不
在
と
い
う
感
じ
で
特
に
さ
び
れ
た
雰
囲
気
は
な
い
。
正
集
の
歌

群
の
方
は
石
山
寺
か
ら
の
帰
り
道
で
あ
る
か
ら
、「
同
じ
道
な
る
寺
」
は
「
法
住
寺
」
を
離
れ
て
山
中
の
も
の
寂
し
い
寺
を
イ
メ
ー
ジ
さ

せ
る
。
寺
の
知
人
は
お
そ
ら
く
亡
く
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は

156
番
で
自
ら
が
「
命
た
へ
た
る
物
な
ら
ば
」
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
推

察
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
ま
だ
咲
い
て
い
な
い
桜
、「
桜
狩
り
」
の
楽
し
み
と
は
と
は
裏
腹
な
趣
き
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

帰
り
道
で
あ
れ
ば
「
そ
れ
ま
で
の
」
は
、
い
つ
と
わ
か
ら
な
い
次
の
参
詣
の
折
と
い
う
意
味
に
な
り
、「
命
た
へ
た
る
物
」
な
ら
ば
花
の

折
り
に
必
ず
見
よ
う
（
続
集
で
は
「
来
む
」）
と
い
う
語
も
、
諧
謔
味
を
狙
っ
た
大
げ
さ
な
も
の
言
い
を
超
え
て
、
切
実
な
感
情
が
こ
も

る
。正

集
、
続
集
い
ず
れ
の
歌
群
が
先
に
詠
ま
れ
た
か
、
ま
た
和
泉
式
部
自
身
の
手
に
な
る
も
の
か
は
、
詠
歌
よ
り
推
測
す
る
し
か
な
い
の

で
あ
る
が
、「
物
語
化
」
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
正
集
の
方
の
歌
群
に
よ
り
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
い
る
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
歌
群
の
「
桜
」
は
、
満
開
の
桜
で
は
な
く
、
散
り
始
め
た
桜
で
も
な
い
、
咲
き
は
じ
め
て
い
な
い
桜
で
あ
る
。「
桜
」
の
歌
は
花

は
咲
く
と
ま
も
な
く
散
り
始
め
、
そ
れ
を
は
か
な
い
、
移
ろ
い
や
す
い
、
と
無
常
感
に
つ
な
げ
て
ゆ
く
の
が
定
番
の
詠
い
方
で
あ
る
。
た

だ
、
ま
だ
咲
い
て
い
な
い
桜
な
ら
ば
心
待
ち
に
す
る
と
い
う
歌
い
方
も
多
い
の
に
、
ど
こ
か
寂
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
歌
群
に
な
っ

て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、「
そ
れ
ま
で
の
命
た
へ
た
る
物
な
ら
ば
」
と
い
う
句
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
桜
を
咲
く
ま
で
命
が
あ
る
か
と

い
う
、
ま
た
こ
の
次
の
花
盛
り
の
桜
を
見
る
ま
で
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
思
い
を
抱
え
、
桜
と
共
に
人
の
命
の
儚
さ

を
鋭
く
見
つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
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次
の
歌
群
は
続
集
の
終
わ
り
の
方
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
歌
群
で
あ
る
。

桜
の
い
と
お
も
し
ろ
う
咲
き
た
る
を
見
て
、
往
に
し
人
の
も
と
よ
り
、

 

「
散
ら
ぬ
先
に
、
今
一
度
い
か
で
見
む
」
と
云
ひ
た
る
に
、

1450
疾
う
を
来
よ
咲
く
と
見
る
間
に
散
り
ぬ
べ
し
露
と
花
と
の
な
か
ぞ
世
の
中

と
い
ひ
や
り
て
待
つ
に
、
日
比
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
い
ひ
や
る

1451
来
ま
じ
く
は
折
り
て
も
や
ら
ん
桜
花
風
の
心
に
ま
か
せ
て
は
見
じ
（
二　

既
出
）

と
い
ひ
た
れ
ば
、「
な
か
な
か
あ
だ
の
花
は
見
じ
と
て
な
む
」
と
云
ひ
た
る
に

1452
あ
だ
な
り
と
名
に
こ
そ
立
て
れ
桜
花
霞
の
う
ち
に
籠
め
て
こ
そ
を
れ

同
じ
頃
、
女
客
人
の
詣
で
来
て
、
物
語
な
ど
し
て
帰
り
ぬ
る
に

1453
我
が
宿
の
花
を
見
捨
て
て
往
に
し
人
心
の
う
ち
は
の
ど
け
か
ら
じ
な

松
竹
な
ど
あ
る
中
に
、
桜
の
咲
け
る
を
見
て

1454
常
磐
な
る
物
と
も
や
が
て
見
て
し
が
な
松
と
竹
と
の
中
に
さ
く
ら
を 

詞
書
か
ら
み
る
と
、
前
三
首
は
男
と
の
や
り
と
り
、
四
首
目
の
「
往
に
し
人
」
は
女
客
の
こ
と
で
は
な
く
、
一
首
目
の
「
往
に
し
人
」

と
同
じ
と
見
ら
れ
る
。
五
首
目
は
一
首
目
の
「
露
」
と
「
花
」
の
な
か
に
対
し
て
、
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
「
松
」
と
「
竹
」
の
な
か

を
詠
ん
で
い
る
こ
と
で
、
こ
の
連
作
の
一
首
と
見
る
。
こ
の
連
作
は
和
泉
式
部
集
中
の
重
出
歌
も
な
く
、
勅
撰
集
等
の
他
出
も
な
い
。

1450
番
は
詞
書
の
「
桜
の
い
と
お
も
し
ろ
う
咲
き
た
る
を
見
て
」
に
つ
い
て
、「
全
釈
」
で
は

 

「
往
に
し
人
」
が
そ
の
後
の
春
に
垣
越
し
に
で
も
花
を
見
て
、
言
っ
て
よ
こ
し
た
の
で
あ
ら
う
。
ま
さ
か
花
の
咲
き
初
め
る
頃
別
れ

て
、
そ
の
年
の
春
言
っ
て
よ
こ
し
た
の
で
も
あ
る
ま
い
。
た
だ
五
五
一
（
一
四
五
三
）
の
歌
か
ら
見
る
と
、
別
れ
た
の
は
、
あ
る
年
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の
桜
の
こ
ろ
だ
っ
た
か
。

と
あ
る
。「
見
て
」
の
主
語
は
「
住
に
し
人
」
と
す
る
と
、「
往
に
し
人
」
が
和
泉
式
部
の
家
の
桜
を
通
り
が
か
り
に
で
も
見
て
、「
散
ら

ぬ
先
に
、
今
一
度
、
い
か
で
見
む
」
と
云
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。「
往
に
し
人
」
を
含
む
歌
に
は
、

1450
番
、

1453
番
の
ほ
か
に
、

詞
書
に
あ
る
歌
四
首
、
歌
一
首
あ
る
。「
物
へ
い
に
し
人
」「
遠
く
へ
い
に
し
人
」
な
ど
が
あ
り
、
遠
く
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
恋
人
を
歌
う

の
に
よ
く
使
う
表
現
な
の
で
、
こ
の
場
合
も
別
れ
た
男
と
す
る
と
、
桜
を
口
実
に
も
う
一
度
会
い
た
い
と
云
っ
て
き
た
の
で
と
い
う
意
に

な
る
。
そ
の
別
れ
た
男
が
一
度
通
り
が
か
り
に
見
て
消
息
を
よ
こ
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

1453
番
歌
に
も
か
か
わ
っ
て
く

る
。こ

の
1450
番
の
歌
は
「
疾
う
よ
来
よ
」、「
露
と
花
の
な
か
ぞ
世
の
中
」
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

 

「
疾
う
」
は
「
疾
く
」
の
音
便
で
あ
る
。
そ
し
て
「
疾
う
よ
来
よ
」
は
人
に
対
す
る
呼
び
か
け
の
命
令
形
で
あ
る
。
こ
の
ウ
音
便
の
語

（
口
語
体
で
あ
る
か
）
を
使
う
こ
と
と
、
命
令
形
を
初
句
に
も
っ
て
く
る
歌
は
非
常
に
珍
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、

勅
撰
集
の
春
歌
に
は
見
ら
れ
ず
、
同
時
代
の
何
人
か
の
家
集
に
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
初
句
に
人
に
呼
び
か
け
る
命
令
形
に
は
「
忘
る

な
よ
」
が
あ
り
、
別
離
な
ど
に
、
特
に
中
世
以
降
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
和
泉
式
部
集
で
は
、
男
の
代
作
で
「

1115
お
ぼ
め
く
な
誰
と
も
な

く
て
宵
々
に
夢
に
見
え
け
ん
我
ぞ
そ
の
人
」（
後
拾
遺
集
巻
第
十
一
恋
一
611
）
と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
の
命
令
形
の
「
疾
う
よ
来
よ
」
を

初
句
に
持
っ
て
く
る
と
い
う
大
胆
さ
と
、
そ
も
そ
も
女
性
が
自
分
の
思
い
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
ぶ
つ
け
る
の
は
和
歌
だ
か
ら
で
き
る
表
現
で

は
な
か
ろ
う
か
。

 

「
露
と
花
と
の
な
か
ぞ
世
の
中
」
は
、
露
は
お
く
と
す
ぐ
に
消
え
、
桜
は
咲
い
た
と
思
え
ば
す
ぐ
散
り
始
め
る
、
両
方
と
も
は
か
な
い

も
の
同
士
の
間
柄
、
そ
れ
が
世
の
中
―
男
女
の
仲
で
あ
る
の
だ
と
い
う
。「
疾
う
よ
来
よ
」
と
は
積
極
的
な
呼
び
か
け
で
は
あ
る
が
、
根

底
に
は
こ
の
よ
う
な
諦
め
に
似
た
「
は
か
な
さ
」
へ
の
思
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
で
も
、
し
か
し
、
一
方
そ
れ
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
や
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は
り
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
次
の

1451
番
の
歌
で
あ
る
。

こ
の
歌
は
「
折
る
」
項
で
も
考
察
し
た
が
、「
散
ら
ぬ
先
に
」
と
い
っ
て
き
た
男
に
、
早
く
と
呼
び
か
け
て
待
っ
た
け
れ
ど
、
数
日

た
っ
て
し
ま
っ
た
。
花
は
散
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
こ
ち
ら
か
ら
折
っ
て
贈
ろ
う
と
詠
む
。「
い
ひ
や
り
て
」、「
い
ひ
や
る
」
と
詞
書
に

二
度
も
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
男
の
返
事
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
来
ま
じ
く
は
」
の
「
ま
じ
」
に
つ
い
て
は
、

中
古
に
お
い
て
は
、
和
文
の
散
文
に
見
ら
れ
、
和
歌
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
八
代
集
で
は
五
、
六
例
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
ま
た
、
漢
文
訓
読
資
料
に
お
い
て
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
中
世
以
降
、
口
頭
語
で
は
次
第
に
「
ま
じ
い
」「
ま
い
」
が
勢

力
を
広
げ
、「
ま
じ
」
は
徐
々
に
衰
退
し
て
い
く
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）

と
あ
る
。
こ
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
稀
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
も
初
句
に
も
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
も
っ
と
例
が
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
か
な
り
直
接
的
な
物
言
い
で
、
続
く
「
折
り
て
も
や
ら
ん
」
で
積
極
的
な
意
志
を
示
し
、
下
句
は
「
風
の
心
に
ま
か
せ

る
」
と
い
う
古
今
集
以
来
の
表
現
を
取
り
入
れ
、
我
が
家
の
桜
を
風
に
ま
か
せ
て
散
ら
せ
る
こ
と
を
、
反
対
に
「
見
じ
」
と
結
ん
で
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
男
は
同
じ
古
今
集
の
表
現
を
使
っ
て
「
あ
だ
の
花
は
見
じ
と
て
な
む
」
と
い
っ
て
よ
こ
し
た
。
和
泉
式
部
は
ま
た
さ

ら
に
次
の

1452
番
で
、
古
今
集
の
二
首
の
表
現
を
用
い
て
詠
ん
で
お
く
る
。
古
今
集
巻
第
一
春
歌
上
読
み
人
し
ら
ず
「
62
あ
だ
な
り
と
名
に

こ
そ
た
て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
人
も
ま
ち
け
り
」
と
、
春
歌
下
良
岑
宗
貞
「
91
花
の
色
は
霞
に
こ
め
て
見
せ
ず
と
も
香
を
だ
に
ぬ
す
め

春
の
山
風
」
の
両
方
の
上
句
を
組
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

1452
番
歌
は
、
古
今
集
62
番
の
下
句
の
意
も
充
分
に
ふ
ま
え
て
待
つ
心
を

含
み
、
桜
花
を
「
風
の
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
ず
」
霞
に
こ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
古
今
集
91
番
の
下
句
の
「
山
風
」
に
響
か
せ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

1451
番
、

1452
番
は
古
今
集
の
表
現
を
関
連
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
、「
心
」
の
と
こ
ろ
で
考
察
し
た
、
初

期
百
首
の
「
5
花
に
の
み
心
を
か
け
て
お
の
づ
か
ら
人
は
あ
だ
な
る
名
ぞ
た
ち
ぬ
べ
き
」
の
発
想
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
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い
か
。
花
に
一
生
懸
命
心
を
か
け
る
と
、
桜
が
あ
だ
に
散
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
も
あ
だ
で
あ
る
と
い
う
名
が
た
っ
て
し
ま
う
と
い
う

発
想
を
こ
の
二
首
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
桜
を
愛
し
て
「
あ
だ
な
り
と
名
が
立
つ
」
は
和
泉
式
部
の
自
身
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。1453

番
は
、
同
じ
頃
女
客
人
が
訪
れ
て
物
語
り
し
て
帰
っ
た
あ
と
の
歌
で
あ
る
が
、「
ま
で
来
て
」
と
丁
寧
語
を
用
い
て
い
る
女
客
に
対

す
る
気
持
ち
は
、
古
今
集
巻
第
一
春
歌
上
の
躬
恒
の
歌
「
桜
の
花
の
咲
け
り
け
る
を
見
に
ま
う
で
来
た
り
け
る
人
に
、
よ
み
て
、
そ
れ
が

贈
り
け
る　

67
わ
が
や
ど
の
花
見
が
て
ら
に
来
る
人
は
ち
り
な
む
の
ち
ぞ
恋
し
か
る
べ
き
」
で
あ
ろ
う
。
女
客
人
が
あ
っ
た
の
を
き
っ
か

け
に
去
っ
て
行
っ
た
人
へ
の
思
い
が
か
き
立
て
ら
れ
て
、
女
客
に
贈
る
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
独
り
言
の
よ
う
に
、

1453
番
を
詠
ん
だ
の

で
あ
ろ
う
。「
わ
が
や
ど
の
花
見
が
て
ら
に
来
る
人
」
で
は
な
く
、
古
今
集
の
歌
の
リ
ズ
ム
そ
の
ま
ま
に
意
を
か
え
て
「
我
が
宿
の
花
を

見
捨
て
て
往
に
し
人
」
と
詠
む
。「
往
に
し
人｣

は
1450
番
の
去
っ
た
男
で
あ
る
。
下
句
は
や
は
り
古
今
集
春
歌
上
業
平
の
歌
「
53
世
の
中

に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
に
よ
っ
て
、
男
は
桜
も
見
な
い
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
心
の
う
ち
は
の
ど

か
で
な
い
で
し
ょ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
自
分
に
は
逢
い
に
来
な
い
で
心
の
ど
か
で
は
あ
る
ま
い
よ
と
い
う
恨
み
を
含
め
て
い
る
と

も
よ
め
る
。

結
局
、
男
は
来
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

1454
番
は
変
わ
ら
ぬ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
松
竹
の
中
に
咲
い
て
い
る
桜
を
見
て
詠
ん
だ
述
懐
で

あ
る
。『
藤
原
清
正
集
』（
新
編
国
歌
大
観
）
に
「
41
と
き
は
な
る
ま
つ
と
た
け
と
を
や
ど
に
う
ゑ
て
あ
き
は
く
れ
ど
も
も
の
お
も
ひ
も
な

し
」、
後
撰
集
巻
第
二
春
中
坂
上
是
則
「
前
裁
に
竹
の
中
に
、
桜
の
咲
き
た
る
を
見
て　

54
桜
花
今
日
よ
く
見
て
む
呉
竹
の
一
夜
の
ほ
ど

に
散
り
も
こ
そ
す
れ
」
な
ど
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
前
裁
に
松
と
竹
が
植
え
ら
れ
、
桜
も
植
え
ら
れ
て
い
た
状
況
が
あ
っ
た
。
松
と

竹
の
中
に
咲
く
桜
を
、
松
や
竹
と
同
じ
よ
う
に
変
わ
ら
な
い
物
と
し
て
ず
っ
と
見
て
い
た
い
も
の
だ
と
い
う
。
最
初
の
歌
、「
咲
く
と
見

る
間
に
散
り
ぬ
べ
し
露
と
花
と
の
な
か
ぞ
世
の
中
」
が
こ
の

1454
番
の
嘆
息
の
中
で
生
き
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
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こ
の
連
作
の
特
徴
は
、
ひ
と
つ
は
見
て
来
た
よ
う
に
、
古
今
集
の
数
首
の
歌
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
技
法
は
、
明
ら

か
に
句
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
が
、
新
し
い
表
現
と
組
合
わ
せ
る
、
本
歌
の
意
味
を
否
定
し
た
り
、
裏
返
し
す
る
、
二
首
を
大
胆
に
つ

な
げ
て
別
の
歌
を
作
る
、
な
ど
具
体
的
な
用
い
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
非
常
に
巧
み
に
詠
み
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
こ

れ
が
単
な
る
技
巧
的
な
歌
に
な
ら
ず
、
和
歌
と
し
て
の
情
感
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
和
泉
式
部
な
ら
で
は
の
表
現
の
う
ま

さ
ゆ
え
だ
け
で
は
な
く
、
桜
の
は
か
な
さ
へ
の
共
感
、
そ
れ
以
上
に
は
か
な
い
世
の
中
、
男
女
の
仲
と
い
う
諦
め
の
気
持
ち
を
ど
こ
か
感

じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。「
往
に
し
人
」、
男
が
お
そ
ら
く
軽
い
気
持
ち
で
贈
っ
て
き
た
便
り
に
応
じ
て
積
極
的
に
誘
い
、
桜
の
枝
を
こ
ち

ら
か
ら
贈
ろ
う
と
い
っ
た
り
、
女
性
と
し
て
は
大
胆
な
姿
勢
で
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
最
初
の
歌
の
「
露
と
花
の
と
の
な
か
ぞ

世
の
中
」
と
認
識
し
て
い
る
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。
無
常
と
知
り
、
な
お
か
つ
待
ち
続
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
や
は
り
悲
し

さ
が
あ
る
。
こ
の
歌
群
で
の
「
桜
」
は
、
は
か
な
い
も
の
の
象
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

五　

和
泉
式
部
と
桜

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
歌
以
外
の
主
に
独
詠
を
中
心
に
、「
桜
」
を
主
題
と
す
る
歌
を
詠
む
こ
と
は
和
泉
式
部
に
と
っ

て
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
、
和
泉
式
部
に
と
っ
て
の
「
桜
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
桜
そ
の
も
の
を
詠
ん
だ
歌
を
見
る
。

夕
暮
に
、
遠
き
桜
を
見
や
り
て

690
匂
ふ
ら
ん
色
も
み
え
ね
ば
桜
花
心
あ
て
に
も
眺
め
や
る
か
な

「
心
あ
て
に
」
は
古
今
集
巻
五
秋
歌
下
の
躬
恒
の
歌
「

277
心
あ
て
に
おを

ら
ば
や
おを

ら
む
初
霜
の
を
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
は
な
」
が
本

歌
で
あ
る
が
、
意
外
に
も
平
安
中
期
に
は
用
例
が
少
な
い
。
源
氏
物
語
夕
顔
の
巻
に
「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
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夕
顔
の
花
」12

注

の
例
が
あ
る
。
あ
と
は
中
世
以
降
の
歌
が
多
い
。
霜
と
菊
、
雪
と
梅
、
霞
と
桜
な
ど
と
共
に
詠
ま
れ
る
が
、
光
経
、
良
経
の

歌
に
山
桜
と
と
も
に
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
和
泉
式
部
の
歌
の
影
響
も
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。

和
泉
式
部
は
こ
の
歌
で
、
夕
暮
れ
に
紛
れ
て
、
美
し
く
咲
き
匂
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
桜
花
が
見
え
な
い
の
で
あ
て
推
量
で
眺
め
て
い
る

と
い
う
。
古
今
集
の
初
霜
、
白
菊
の
冷
た
い
白
い
印
象
と
異
な
り
、
昼
が
長
く
な
っ
た
春
の
夕
暮
れ
の
伸
び
や
か
さ
と
、
桜
の
美
し
く

「
に
ほ
ふ
」
色
と
が
照
り
映
え
て
、
暖
か
く
艶
な
印
象
を
か
も
し
だ
す
歌
に
詠
ん
で
い
る
。　
　
　

庭
の
桜
の
多
く
散
り
て
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る

148
風
だ
に
も
吹
き
は
ら
は
ず
は
庭
桜
散
る
と
も
春
の
ほ
ど
は
見
て
ま
し　
（
後
拾
遺
集
巻
第
二
春
下
）

こ
の
歌
は
和
泉
式
部
集
に
は
な
い
。
後
拾
遺
集
の
新
大
系
の
注
で
は
「
風
に
散
る
花
を
詠
む
の
で
は
な
く
、
散
り
落
ち
た
地
上
の
花
び

ら
が
風
に
吹
き
払
わ
れ
る
こ
と
を
惜
し
む
珍
し
い
趣
向
の
歌
」
と
あ
る
。
拾
遺
集
巻
第
一
春
に
は
、
よ
み
人
し
ら
ず
歌
と
し
て
、「
延
喜

の
御
時
、
藤
壺
の
女
御
歌
合
の
歌
に
61
朝
ご
と
に
我
が
は
く
宿
の
庭
桜
花
散
る
ほ
ど
は
手
も
ふ
れ
で
見
む
」、『
赤
染
衛
門
集
』13
注

に
は
「
庭

に
積
も
る
花
を
風
の
吹
き
散
ら
す
を　

495
散
り
て
だ
に
よ
る
べ
き
物
を
桜
花
庭
を
さ
も
は
く
風
の
心
よ
」
が
あ
る
。

拾
遺
集
の
歌
の
よ
う
に
桜
の
散
り
積
も
っ
た
庭
を
掃
く
の
は
人
の
役
目
で
あ
り
、
そ
の
花
を
花
の
散
っ
て
い
る
間
は
掃
か
な
い
で
お
こ

う
と
詠
み
、
赤
染
衛
門
は
こ
れ
を
「
散
る
桜
に
さ
え
も
心
を
よ
せ
る
の
に
、
そ
れ
を
さ
も
掃
く
よ
う
に
吹
き
散
ら
す
風
の
心
よ
」
と
詠
ん

で
い
る
。
和
泉
式
部
の
歌
は
拾
遺
集
の
庭
の
散
り
積
も
っ
た
花
び
ら
を
掃
か
な
い
で
お
こ
う
と
い
う
意
と
、
赤
染
衛
門
の
掃
い
て
い
る
の

は
「
風
」
と
い
う
意
の
両
方
の
心
を
展
開
す
る
よ
う
な
詠
み
方
で
、
地
面
に
散
っ
た
桜
を
そ
の
ま
ま
鑑
賞
し
よ
う
、
風
さ
え
吹
か
な
け
れ

ば
春
の
あ
い
だ
ず
っ
と
見
て
い
ら
れ
る
の
だ
か
ら
と
詠
む
。
こ
の
歌
で
は
「
人
の
手
」
は
関
係
し
な
い
。
散
り
敷
く
桜
を
惜
し
む
こ
の
歌

で
後
拾
遺
集
の
桜
の
歌
群
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
二
首
は
特
に
新
し
い
言
葉
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
古
典
的
な
言
葉
で
、
ま
た
桜
を
詠
む
環
境
と
し
て
は
当
た
り
前
の
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設
定
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、

690
番
の
歌
は
、
た
と
え
ば
霞
の
向
こ
う
の
桜
を
思
い
や
る
の
で
は
な
く
、
夕
暮
れ
の
山
の
桜
を
あ
て
推
量
で

眺
め
る
と
い
っ
た
趣
向
に
し
て
い
る
こ
と
と
、「
匂
ふ
ら
ん
色
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
夕
方
の
情
景
と
あ
い
ま
っ
て
独
特
の
雰
囲
気
を
か

も
し
て
い
る
点
で
、
和
泉
式
部
の
繊
細
な
感
性
と
い
う
も
の
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
後
拾
遺
集
の
歌
は
前
述
の
よ
う
に
咲
い
た
花
を
散
ら
す
風
で
は
な
く
、
既
に
散
っ
て
し
ま
っ
た
桜
を
吹
き
散
ら
す
風
を
厭
う
の

で
あ
る
。
そ
し
て
散
っ
た
あ
と
も
、
庭
に
敷
き
つ
も
る
桜
を
春
の
間
鑑
賞
し
た
い
と
、「
散
る
桜
」
の
歌
は
お
お
む
ね
散
る
の
を
惜
し
む

歌
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
散
っ
た
あ
と
を
惜
し
む
心
を
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
感
性
の
鋭
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

次
に
人
に
贈
っ
た
歌
、
人
と
の
関
わ
り
は
あ
る
が
独
詠
と
考
え
ら
れ
る
歌
を
考
察
す
る
。

三
月
ば
か
り
、
人
の
来
む
と
て
、
た
だ
に
明
か
し
た
る
つ
と
め
て
、
い
ひ
に
や
る

181
夜
の
ほ
ど
も
う
し
ろ
め
た
な
き
花
の
上
を
思
ひ
が
ほ
に
て
明
か
し
つ
る
か
な

こ
の
歌
は
続
集
に
重
出
歌
（

1146
、

1340
）
を
持
つ
。
続
集
の
二
首
は
、
詞
書
に
微
妙
な
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
歌
は
同
一
で
あ
る
。
正
集

181
番
と
の
違
い
は
、「
う
し
ろ
め
た
な
き
」
が
続
集
は
「
う
し
ろ
め
た
き
は
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
歌
の
意
味
は
同
じ
で
あ

る
。
詞
書
が
、
続
集
の
方
は
単
純
に
「
二
月
ば
か
り
、
人
の
頼
め
て
来
ず
な
り
ぬ
る
つ
と
め
て
」（

1146　
1340
は
「
来
ず
な
り
に
し
」）
と
な
っ

て
お
り
、
二
月
と
三
月
の
違
い
も
あ
る
が
、
正
集
の
方
が
よ
り
詳
し
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
。

 

「
う
し
ろ
め
た
な
し
」
は
「
う
し
ろ
め
た
し
」
と
同
義
語
だ
が
、
和
歌
の
用
例
で
は
「
う
し
ろ
め
た
し
」
は
多
い
が
「
う
し
ろ
め
た
な

し
」
は
少
な
い
。
和
泉
式
部
以
前
で
は
『
恵
慶
法
師
集
』（
新
編
国
歌
大
観
）
に
二
首
あ
る
。「

257
さ
さ
が
に
の
い
や
は
ね
ら
る
る
は
る
の

夜
の
う
し
ろ
め
た
な
き
花
を
思
ふ
に
」
は
こ
の
歌
同
様
に
、「
夜
の
う
ち
に
散
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
桜
が
気
が
か
り
」
と
い
う
意

味
に
使
わ
れ
、「
う
し
ろ
め
た
な
き
」
は
和
泉
式
部
の
歌
の
中
で
は
こ
の
一
首
の
み
で
あ
る
。

来
る
と
い
っ
て
き
た
人
が
現
れ
ず
待
っ
て
い
る
う
ち
朝
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
状
況
は
、
古
今
集
巻
第
十
四
恋
歌
四
の
素
性
の
歌
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「
691
今
こ
む
と
言
ひ
し
許
に
長
月
の
あ
り
あ
け
の
月
を
待
ち
い
で
つ
る
哉
」
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
歌
は
有
明
の
月
が
出
る
ま
で
待
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
表
現
で
、
ひ
と
り
の
夜
の
時
間
の
経
過
を
表
し
て
い
る
。
和
泉
式
部
の
歌
は
、
単
純
に
ひ
と
り
で
待
っ
て
い
た
が
夜
が

明
け
て
し
ま
っ
た
と
は
言
わ
ず
、
時
節
は
三
月
の
こ
と
、「
花
」
を
取
り
込
み
、
夜
中
起
き
て
待
た
さ
れ
た
こ
と
を
、
あ
た
か
も
桜
を
心

配
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
顔
を
し
て
い
た
の
だ
と
言
い
贈
る
。
こ
の
「
思
ひ
が
ほ
」
と
い
う
言
葉
が
効
い
て
い
て
、
そ
の
実
は
来
る
か
来

な
い
か
一
晩
中
心
配
し
て
い
た
の
に
と
恨
み
言
を
詠
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
直
截
的
に
詠
ま
ず
、
言
い
回
し
て
訴
え
る
の
が
特
徴
的
で

あ
る
。

三
月
晦
方
に
、
散
り
果
て
方
な
る
枝
に
つ
け
て
、
人
に

798
散
り
に
し
は
見
に
も
や
来
る
と
桜
花
風
に
も
あ
て
で
惜
し
み
し
も
の
を　
　

歌
意
は
「
散
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
し
や
見
に
来
て
く
れ
る
か
と
桜
の
花
を
風
に
も
当
て
な
い
よ
う
に
し
て
大
事
に
し
て
い
た
の
に
」
と

い
う
率
直
な
心
情
を
表
し
た
歌
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
折
り
取
っ
た
桜
を
室
内
に
で
も
生
け
て
眺
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
花
の

散
っ
て
し
ま
っ
た
枝
に
つ
け
て
贈
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
悲
嘆
の
気
持
ち
を
表
す
た
め
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
花
の
盛
り
に
便
り
も

な
い
相
手
へ
の
皮
肉
を
こ
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
は
具
体
的
な
、
歌
以
上
に
強
く
印
象
づ
け
る
「
散
り
果
て
方
な
る
枝
」
に
つ
け
て

贈
っ
た
こ
と
で
、
歌
自
体
に
裏
の
意
味
は
必
要
は
な
く
、
素
直
な
詠
み
方
を
し
て
い
る
。

二
月
ば
か
り
、
石
山
に
詣
づ
と
て
、
あ
る
人
の
も
と
に

1352
心
し
て
我
は
な
が
め
ん
を
り
を
り
は
思
ひ
お
こ
せ
よ
山
の
桜
を

こ
の
歌
の
上
句
は
、「
全
釈
」「
文
庫
」
と
も
、
心
を
こ
め
て
贈
っ
た
相
手
の
い
る
都
の
空
を
な
が
め
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
石
山
寺
に

滞
在
し
て
い
る
、
つ
ま
り
都
を
離
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、「
あ
る
人
」
は
都
に
い
る
と
い
う
状
況
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ
、「
心
し
て
」

眺
め
て
い
る
の
は
都
の
空
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
既
に
見
て
来
た

154
番
（
四
、
連
作
歌
）
や
こ
の
（
五
）
の
項
前
掲
の

690
番
の
歌
を
合
わ
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せ
て
考
え
れ
ば
、
山
の
桜
を
眺
め
て
感
興
を
詠
む
こ
と
は
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
場
合
も
「
心
し
て
な
が
む
」
は
山
の
桜
を
対
象
と
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
心
を
こ
め
て
山
の
桜
を
眺
め
て
い
ま
す
。
あ
な
た
も
時
々
は
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
」
に
続
く

「
山
の
桜
」
は
、
む
ろ
ん
た
だ
石
山
に
咲
く
桜
だ
け
で
は
な
く
、
自
身
の
こ
と
を
た
と
え
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

田
舎
な
る
人
の
も
と
よ
り
、
三
月
十
余
日
の
ほ
ど
に
い
ひ
や
る

1253
ま
づ
来
ん
と
い
そ
ぐ
事
こ
そ
か
た
か
ら
め
都
の
花
の
折
を
過
ぐ
す
な

詞
書
の
「
田
舎
な
る
人
の
も
と
よ
り
」
の
あ
と
に
脱
文
が
あ
る
と
諸
注
に
あ
る
。
こ
の
歌
は
自
身
は
都
に
お
り
、
地
方
に
い
る
人
に
文

を
や
っ
て
花
の
折
に
都
に
上
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
。
急
ぐ
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
が
と
言
い
つ
つ
「
折
り
を
過
ぐ
す
な
」
と
急
が
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。
脱
文
の
と
こ
ろ
は
あ
る
い
は
来
る
と
い
っ
て
来
な
い
状
況
が
あ
っ
て
文
を
送
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

和
泉
式
部
は
桜
の
盛
り
に
は
だ
れ
か
と
共
に
賞
美
し
た
い
と
思
う
。
し
か
し
、
見
せ
た
い
人
は
そ
ば
に
い
な
い
の
で
文
を
贈
る
。「
人
」

は
恋
人
か
、
し
か
し
、
和
泉
式
部
の
周
辺
に
は
男
女
問
わ
ず
歌
を
交
わ
す
友
達
も
た
く
さ
ん
い
た
こ
と
が
、
和
泉
式
部
集
を
通
じ
て
わ
か

る
の
で
、
必
ず
し
も
恋
人
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
見
に
も
や
来
る
と
」、「
思
ひ
お
こ
せ
よ
」「
都
の
花
の
折
を
過
ぐ
す
な
」
と
い
っ

た
積
極
的
な
言
葉
を
詠
み
込
み
、
桜
の
美
を
分
か
ち
合
い
た
い
相
手
を
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

特
に
詞
書
を
持
た
な
い
歌
群
の
中
の
次
の
よ
う
な
歌
も
あ
る
。

608
を
り
よ
く
は
見
に
来
ぬ
ま
で
も
我
が
宿
の
桜
咲
き
ぬ
と
告
げ
ま
し
も
の
を

こ
の
歌
は
、
独
詠
か
、
人
に
贈
っ
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
。「
を
り
よ
く
は
」
と
い
う
語
を
直
接
詠
み
込
ん
で
い
る
歌
は
和
泉
式
部
以

前
に
見
ら
れ
ず
、
後
世
も
き
わ
め
て
少
な
い
。「
見
に
来
ぬ
ま
で
も
」
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
「
月
を
見
て
荒
れ
た
る
宿
に
な
が
む
と

は
見
に
来
ぬ
ま
で
も
た
れ
に
告
げ
よ
と
」
が
あ
り
、
訪
れ
の
な
い
帥
の
宮
へ
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。

 

「
全
釈
」
は
「
ち
ょ
う
ど
い
い
機
会
さ
へ
あ
っ
た
ら
、
た
と
へ
見
に
来
て
く
れ
な
い
に
し
て
も
、
う
ち
の
桜
が
も
う
さ
き
ま
し
た
と
あ
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の
ひ
と
に
し
ら
せ
ま
せ
う
も
の
を
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

 
「
を
り
よ
く
は
」
の
「
を
り
」
は
何
の
折
か
。「
我
が
宿
の
桜
咲
き
ぬ
」
と
「
告
げ
る
」
良
い
機
会
な
の
か
、
そ
う
す
る
と
「
見
に
来

ぬ
ま
で
も
」
は
挿
入
句
の
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
冒
頭
に
こ
の
用
例
の
な
い
語
句
を
置
い
て
詠
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
場

合
は
「
桜
が
咲
い
た
折
」
に
機
会
が
あ
れ
ば
見
に
来
て
ほ
し
い
と
い
う
強
い
気
持
ち
が
あ
り
、
で
も
見
に
は
来
て
く
れ
な
い
で
あ
ろ
う
、

そ
れ
で
も
我
が
宿
の
桜
が
咲
い
た
こ
と
を
告
げ
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
も
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う

に
二
句
と
三
句
の
間
で
一
呼
吸
お
い
て
言
い
直
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。　

こ
れ
ら
の
歌
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
桜
の
折
に
見
に
来
る
人
が
い
な
い
状
況
で
、
桜
を
媒
介
に
人
と
の
交
流
を
求
め
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
た
だ
、
求
め
て
も
得
ら
れ
て
な
い
状
況
で
も
あ
り
、
そ
れ
も
自
身
で
わ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
花
の
盛
り
に
人
の
訪
れ
な
い
状
況
の
な
か
で
、
和
泉
式
部
の
心
境
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
。
す
で
に
初
期
百
首
の

春
歌
に
次
の
よ
う
な
歌
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
二
首
は
後
拾
遺
集
巻
第
一
春
上
に
入
集
し
て
い
る
。　

11
人
も
見
ぬ
宿
に
桜
を
う
ゑ
た
れ
ば
花
も
て
や
つ
す
身
に
ぞ
な
り
ぬ
る

12
わ
が
宿
の
桜
は
か
ひ
も
な
か
り
け
り
主
か
ら
こ
そ
人
も
見
に
来
れ

こ
の
二
首
に
は
「
花
も
て
や
つ
す
身
」「
主
か
ら
こ
そ
人
も
見
に
来
れ
」
と
自
ら
を
否
定
す
る
よ
う
な
響
き
が
あ
る
。
拾
遺
集
巻
第
十

六
1015
番
の
公
任
の
歌
で
『
公
任
集
』
の
冒
頭
に
あ
る
「
春
来
て
ぞ
人
も
訪
ひ
け
る
山
里
は
花
こ
そ
宿
の
主
な
り
け
れ
」
は
（
こ
の
花
は

梅
）、
詞
書
に
「
北
白
河
の
山
庄
に
花
の
お
も
し
ろ
く
咲
き
て
侍
け
る
を
見
に
、
人
〳
〵
ま
う
で
来
た
り
け
れ
ば
」
と
あ
る
。「
花
こ
そ
宿

の
主
な
り
け
れ
」
と
詠
み
な
が
ら
も
実
は
「
主
」
は
自
分
で
あ
り
、
人
々
が
や
っ
て
く
る
こ
と
が
嬉
し
く
て
喜
ん
で
い
る
こ
と
が
詠
み
と

れ
る
。
和
泉
式
部
の
歌
は
こ
れ
と
正
反
対
の
歌
で
あ
り
、
根
底
に
流
れ
て
い
る
悲
哀
が
感
じ
ら
れ
、
わ
が
宿
の
桜
へ
の
強
い
思
い
は
あ
る

も
の
の
、
そ
れ
を
人
が
見
に
来
な
い
こ
と
の
理
由
を
我
が
身
を
卑
下
す
る
こ
と
で
表
現
す
る
と
い
う
、
屈
折
し
た
響
き
を
持
つ
歌
に
な
っ
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て
い
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
人
と
の
関
係
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
桜
の
歌
は
、
こ
の
よ
う
な
根
底
に
流
れ
る
諦
め
の
意
識
が
あ
り
な
が
ら
も
、
真

意
は
「
桜
を
見
に
来
て
ほ
し
い
」
の
表
現
の
歌
な
の
で
あ
る
。

六　

ま
と
め

和
泉
式
部
の
「
桜
」
の
歌
は
、
人
に
問
い
か
け
る
歌
、
人
を
意
識
し
て
い
る
歌
で
も
、
実
は
そ
こ
に
は
美
し
い
桜
へ
の
愛
が
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
深
い
思
い
を
表
現
し
て
い
る
詠
嘆
の
歌
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

花
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
見
て

1088
あ
ぢ
き
な
く
春
は
命
の
惜
し
き
か
な
花
ぞ
こ
の
世
の
ほ
だ
し
な
り
け
る

 

「
桜
」
と
い
う
後
は
な
い
が
、
眼
前
に
あ
る
花
を
見
て
い
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
と
、「
ほ
だ
し
」
と
な
る
ほ
ど
の
花
は
や
は
り

「
桜
」
で
あ
ろ
う
。
春
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
命
が
惜
し
い
と
、
そ
れ
は
桜
が
あ
る
の
で
、
花
に
ひ
か
れ
て
此
の
世
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
だ
と
「
命
」
の
代
償
に
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の

666
番
の
歌
に
共
通
す
る
。

「
桜
の
花
の
待
ち
遠
な
り
」
と
い
ひ
て

666
暮
る
る
間
も
知
ら
ぬ
命
に
か
へ
つ
つ
も
お
そ
く
桜
の
花
を
こ
そ
見
め

 

「
お
そ
く
桜
」
は
「
遅
く
咲
く
桜
」
で
、（
三
）
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

176
番
の
和
泉
式
部
自
身
の
歌
以
前
に
見
ら
れ
ず
後
世
の
用
例

も
わ
ず
か
で
あ
る
。
他
に
「
く
る
る

0

0

」「
か
へ
つ
つ
0

0

」
と
と
も
に
、「
お
そ
く
さ
く

0

0

0

0

ら
」
と
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
歌
に
軽
み
を
感
じ
さ
せ
る
。

桜
と
い
う
花
を
「
遅
く
咲
く
」
花
と
規
定
す
る
。
実
際
に
遅
い
か
に
関
わ
ら
ず
、
早
く
咲
か
な
い
か
、
咲
い
て
欲
し
い
と
願
う
人
の
心
が

感
じ
さ
せ
る
「
遅
く
咲
く
」
桜
で
あ
る
。
桜
へ
の
思
い
を
軽
妙
な
リ
ズ
ム
に
端
的
に
捉
え
た
表
現
と
い
え
よ
う
。
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た
だ
、
歌
の
内
容
は
決
し
て
軽
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
「
命
に
か
へ
つ
つ
も
」「
花
を
こ
そ
見
め
」
と
は
、「
暮
れ
る
ま
で
の
間
を
も

覚
束
な
い
は
か
な
い
命
」
の
時
間
と
、「
な
か
な
か
咲
か
な
い
桜
を
咲
く
ま
で
待
つ
」
時
間
の
対
比
と
考
え
ら
れ
る
。
命
は
刻
々
と
残
り

の
時
間
を
刻
ん
で
い
く
。
先
を
見
定
め
難
い
の
が
人
の
世
、
あ
る
い
は
も
は
や
暮
れ
る
ま
で
の
時
間
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
見
分
け
が
た
い
残
り
の
時
間
を
、
桜
が
咲
く
ま
で
の
時
間
に
全
部
使
っ
て
い
い
か
ら
、
桜
を
見
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
桜
へ
の
思
い
」
と
い
う
も
の
が
、「
命
」
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
扱
わ
れ
る
ほ
ど
の
、
儚
さ
と
か
け
が
え
な
さ
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
表
現
し

て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
和
泉
式
部
の
「
桜
」
の
歌
は
単
な
る
桜
へ
の
讃
歌
で
は
な
い
。
む
し
ろ
桜
を
深
く
愛
し
て
い
て
も
耽

溺
し
き
れ
ず
に
い
る
、
和
泉
式
部
に
と
っ
て
桜
は
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
は
か
な
い
も
の
で
あ
り
、「
人
」
と
の
絆

を
重
ね
て
い
る
。

ま
た
、
も
う
一
つ
の
特
徴
は
古
今
集
の
「
桜
」
歌
群
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
今
集
の
「
桜
」
歌
群
そ
の

も
の
が
美
意
識
の
完
成
度
が
高
く
、
後
世
へ
大
き
な
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
和
泉
式
部
は
、
古
今
集
の
意
を
ふ
ま
え
つ
つ

も
巧
み
に
応
用
し
、
独
自
に
表
現
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
和
泉
式
部
の
歌
が
多
く
入
集
し
て
い
る
後
拾
遺
集
ま
で
の
「
桜
」
歌
の

流
れ
の
中
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
直
接
古
今
集
か
ら
独
自
に
引
き
継
い
で
い
る
部
分
が
多
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
こ
で
和
泉
式
部
の
「
桜
」、「
花
」
の
す
べ
て
を
取
り
上
げ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
概
ね
和
泉
式
部
の
「
桜
」
の
歌
の
本
質
が
窺

え
る
も
の
は
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
残
り
の
歌
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
。

注
1　

拙
稿
「『
桜
』
歌
の
系
譜
―
古
今
集
か
ら
後
拾
遺
集
へ
」（
東
京
女
子
大
学
紀
要
「
論
集
」
第
六
十
六
巻
二
号
二
〇
一
六
）

注
2　
『
源
道
済
集
全
釈
』」
桑
原
博
史
著
（
風
間
書
房　

一
九
八
七
）
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注
3　

1
に
同
じ

注
4　

鈴
木
宏
子
氏
「『
和
泉
式
部
百
首
』
覚
書
―
春
歌
二
十
首
を
詠
む
」（｢

千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要｣ 

50　

二
〇
〇
二
）

注
5　
『
曾
禰
好
忠
集
』」（
和
歌
文
学
大
系
54　

中
古
歌
仙
集
（
一
）　

松
本
真
奈
美
、
高
橋
由
記
、
竹
鼻
績
著　

明
治
書
院　

二
〇
〇
四
）

注
6　

2
に
同
じ

注
7　
『
屏
風
歌
の
研
究
』
田
島
智
子
著　
（
和
泉
書
院　

二
〇
〇
七
）

注
8　

近
藤
み
ゆ
き
氏
「
和
泉
式
部
と
漢
詩
文
」（『
古
代
後
期
和
歌
文
学
の
研
究
』
所
収
）（
風
間
書
房　

二
〇
〇
五
）

注
9　

久
保
木
寿
子
氏
「
和
泉
式
部
の
詠
歌
環
境
―
そ
の
始
発
期
」（「
国
文
学
研
究
」
七
十
一
集　

一
九
八
〇　

早
稲
田
大
学
国
文
学
科
）

注
10　
『
和
泉
式
部
日
記　

和
泉
式
部
集
』
野
村
精
一
校
注
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社　

一
九
八
一
）

注
11　
『
公
任
集
』
後
藤
祥
子
校
注
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
28
平
安
私
家
集　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
）

注
12　
『
源
氏
物
語
１
』
阿
部
秋
生
、
秋
山
虔
、
今
井
源
衛
、
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

小
学
館　

一
九
九
四
）

注
13　
『
赤
染
衛
門
集
』
武
田
早
苗
校
注　
（
和
歌
文
学
大
系
20　

明
治
書
院　

二
〇
〇
〇
）

 

（
東
京
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
人
間
科
学
研
究
科
在
籍
）

キ
ー
ワ
ー
ド

和
泉
式
部　

和
泉
式
部
集　

古
今
和
歌
集　

桜
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