
句
集
『
春
夢
草
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
作
中
和
歌
の
受
容

、

八
　
神
三
砂
子

は
じ
め
に

　
肖
柏
は
、
三
条
西
実
隆
、
近
衛
尚
通
に
『
源
氏
物
語
』
の
講
釈
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
古
典
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
条
兼

良
と
宗
祇
の
講
釈
を
聴
聞
し
て
『
源
氏
物
語
聞
書
』
を
残
し
、
そ
れ
は
、
や
が
て
、
三
条
西
実
隆
の
手
に
よ
っ
て
『
弄
花
抄
』
の
中
に
取
り
入

れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
肖
柏
の
家
集
『
春
夢
草
』
に
は
、
連
歌
集
と
歌
集
の
二
種
類
が
あ
り
、
同
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
連
歌
集
に
は
、
発
句
だ
け
の
集
、
付
句
だ

け
の
集
、
発
句
付
句
を
合
わ
せ
た
集
の
三
種
類
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
注
の
あ
る
本
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
肖
柏
の
句
集
『
春
夢
草
』
の
古
注
釈
は
、
四
種
類
が
現
存
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
第
一
種
（
内
閣
文
庫
本
）
は
、
付
句
だ
け
の
注
で
、
肖
柏
か
ら
の
聞
書
と
見
ら
れ
る
。

　
　
第
二
種
（
太
田
本
）
は
、
発
句
だ
け
の
注
で
、
肖
柏
の
門
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
第
三
種
（
桂
宮
本
）
は
、
発
句
と
付
句
の
揃
っ
た
注
で
、
注
者
は
未
詳
で
あ
る
。
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第
四
種
も
発
句
、
付
句
の
揃
っ
た
も
の
で
、
注
は
桂
宮
本
と
別
注
で
あ
っ
て
、
注
者
は
未
詳
で
あ
る
。

　
内
容
は
、
付
句
集
に
は
、
約
五
百
句
を
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
恋
・
雑
に
部
類
し
て
各
句
に
注
を
施
し
、
句
数
は
、
内
閣
本
五
百
句
に
対
し
て
、

桂
宮
本
の
四
百
九
十
五
句
と
五
句
の
違
い
か
見
ら
れ
る
。
発
句
集
に
は
、
太
田
本
四
百
五
十
六
句
、
桂
宮
本
四
百
六
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
注
の
内
容
に
は
、
明
ら
か
な
違
い
が
み
ら
れ
桂
宮
本
は
、
付
け
方
や
句
の
姿
に
つ
い
て
、
「
取
な
し
」
「
付
な
し
」
を
い
い
、
「
な
り
の
句
」

を
指
摘
す
る
。
当
時
と
し
て
は
、
ご
く
普
通
の
術
語
を
用
い
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
説
明
し
、
し
か
も
適
切
で
肖
柏
に
近
い
時
期
の
成
立
を
思
わ

せ
る
も
の
が
あ
る
。
内
閣
文
庫
本
付
句
注
は
、
肖
柏
の
門
人
た
ち
の
手
で
、
肖
柏
か
ら
の
聞
書
き
も
交
え
て
書
か
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　
肖
柏
が
、
句
集
『
春
夢
草
』
に
お
い
て
、
連
歌
の
句
作
に
『
源
氏
物
語
』
を
、
ど
の
よ
う
に
取
り
込
み
尊
重
し
た
か
の
研
究
に
当
た
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
（
1
）

第
一
種
内
閣
文
庫
本
を
取
り
上
げ
、
参
考
と
し
て
第
三
種
桂
宮
本
の
付
句
注
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

　
本
稿
で
は
、
古
注
釈
が
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
を
本
歌
と
指
摘
し
て
い
る
例
を
取
り
上
げ
、
内
容
か
ら
以
下
三
つ
の
種
類
別
に
分
か
ち
論
じ

て
み
よ
う
。
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一
　
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
和
歌
の
詞
が
、
前
句
、
付
句
に
わ
た
っ
て
取
ら
れ
て
い
る
例

　
　
　
ゆ
か
り
に
さ
へ
も
あ
か
ぬ
面
影

　
若
草
の
露
の
木
の
本
花
朽
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
春
一
四
四
）

前
句
思
ふ
人
の
ゆ
か
り
ま
て
あ
か
さ
る
よ
し
也
、
付
る
所
ハ
春
の
若
草
を
花
の
ゆ
か
り
に
取
な
し
侍
り
、
本
嵜
に
も
草
の
ゆ
か
り
に
云
事

　
也
、
ね
ハ
み
ね
と
哀
と
そ
思
ふ
む
さ
し
の
、
露
分
佳
る
草
の
ゆ
か
り
を

こ
の
句
は
、
若
紫
巻
で
、
光
源
氏
が
少
女
（
後
の
紫
の
上
）
に
手
習
い
な
ど
を
教
え
歌
を
詠
み
交
わ
し
た
際
、
光
源
氏
の
詠
じ
た

　
ね
ハ
み
ね
と
哀
と
そ
思
ふ
む
さ
し
の
・
露
分
佳
る
草
の
ゆ
か
り
を



　
　
い
つ
し
か
も
手
に
つ
み
て
み
ん
紫
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
野
へ
の
若
草

　
　
（
現
存
本
「
手
に
摘
み
て
い
つ
し
か
も
見
む
紫
の
根
に
か
よ
ひ
け
る
野
辺
の
若
草
」
）

の
二
首
の
歌
に
基
づ
く
。
本
歌
、
一
首
目
の
歌
は
、
ま
だ
共
寝
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
い
と
お
し
く
て
な
ら
な
い
こ
と
だ
、
逢
お
う
に
も
逢
え

な
い
武
蔵
野
の
紫
草
（
藤
壷
）
の
ゆ
か
り
の
人
（
紫
の
上
）
が
、
（
以
下
、
本
歌
の
現
代
語
訳
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
よ
る
。
）
の
意
で
あ

り
、
二
首
目
の
歌
は
、
桂
宮
本
注
の
み
が
挙
げ
る
が
、
こ
の
手
に
摘
み
取
っ
て
、
早
く
わ
が
も
の
と
し
た
い
も
の
だ
、
あ
の
紫
草
（
藤
壷
）
ゆ

か
り
の
少
女
を
、
の
意
で
あ
り
、
少
女
を
恋
す
る
人
の
形
代
と
し
て
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
願
望
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　
前
句
は
、
花
（
藤
壷
）
の
ゆ
か
り
（
紫
の
上
）
に
飽
き
（
る
こ
と
の
）
な
い
藤
壷
の
面
影
を
見
て
お
り
、
付
句
で
は
、
若
草
（
紫
の
上
）
の

露
は
傍
く
、
木
の
根
元
の
花
（
藤
壷
）
は
、
死
ぬ
こ
と
で
し
ょ
う
、
の
句
意
で
あ
ろ
う
。

　
肖
柏
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
物
語
の
内
容
を
飛
躍
さ
せ
て
、
発
想
の
転
換
を
図
り
、
藤
壷
か
ら
紫
の
上
へ
と
、
世
代
交
代
を
暗
示
し
、
花
（
藤

壷
）
を
死
な
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
の
無
常
感
を
前
面
に
押
し
出
し
た
句
作
り
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
「
面
影
」
と
「
花
」
を
寄
合
と
し
て
、
紫
の
上
と
藤
壷
を
暗
示
し
て
、
「
春
の
若
草
」
を
「
花
の
ゆ
か
り
」
に
取
り
な
し
て
い
る
。

　
こ
の
句
は
、
光
源
氏
の
詠
む
、
若
紫
巻
の
二
首
を
本
歌
と
し
、
そ
の
全
体
の
場
面
を
背
景
に
し
な
が
ら
人
生
訓
の
意
味
合
い
が
濃
厚
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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さ
と
な
き
の
へ
の
松
の
哀
さ

　
藤
か
ほ
る
池
ハ
水
草
に
春
く
れ
て

旧
跡
の
さ
ま
也
、
池
も
か
き
ハ
ら
ひ
し
跡
も
な
く
、
松
に
か
・
れ
る
藤
ハ
か
り
昔
の
名
残
に
咲
に
ほ
ふ
と
也

本
寄

藤
浪
の
う
ち
過
か
た
く
み
え
つ
る
は
松
こ
そ
や
と
の
し
る
し
成
け
れ
　
源
氏
よ
も
き
ふ
の
巻
の
寄
也
、
此
面
影
也

（
春
一
七
八
）



　
こ
の
句
は
、
蓬
生
巻
で
、
光
源
氏
が
花
散
里
を
訪
ね
る
道
す
が
ら
、
常
陸
の
宮
邸
の
前
を
通
り
、
「
お
ほ
き
な
る
松
に
藤
の
咲
き
か
か
り
て
、

月
影
に
な
よ
び
た
る
、
」
の
を
見
て
、
光
源
氏
は
、
末
摘
花
を
思
い
出
し
、
再
会
し
た
時
、
光
源
氏
の
詠
じ
た

　
　
藤
波
の
う
ち
過
か
た
く
み
え
つ
る
は
松
こ
そ
や
と
の
し
る
し
成
け
れ

の
歌
に
基
づ
く
。
本
歌
は
光
源
氏
が
、
松
に
掛
か
る
藤
の
花
を
通
り
過
ぎ
が
た
く
思
っ
た
の
は
、
松
に
見
覚
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
た
、
変
わ

ら
ず
に
待
つ
、
そ
の
こ
と
が
思
わ
れ
た
か
ら
で
し
た
、
の
意
で
あ
る
。

　
前
句
で
は
、
人
の
住
む
里
も
な
い
寂
莫
と
し
た
野
原
に
立
つ
松
の
木
が
哀
愁
を
誘
う
。
付
句
は
、
住
む
人
も
居
な
い
屋
敷
の
庭
に
、
藤
の
花

が
燗
漫
と
咲
き
誇
り
、
匂
い
を
辺
り
に
満
ち
満
ち
さ
せ
て
い
る
が
、
一
方
、
池
に
は
水
草
が
掻
き
払
わ
れ
も
せ
ず
に
生
い
茂
り
、
春
が
過
ぎ
よ

う
と
し
て
い
る
叙
景
の
付
合
と
な
っ
て
い
る
。

　
内
閣
本
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
源
氏
よ
も
き
ふ
の
巻
の
寄
也
、
此
面
影
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
肖
柏
は
、
前
句
の
「
松
の
哀
」
に
末
摘

花
の
住
む
荒
廃
し
た
邸
宅
の
様
子
を
思
い
浮
か
べ
、
前
句
の
「
松
」
か
ら
、
付
句
「
藤
」
を
導
き
出
し
て
、
「
松
」
と
「
藤
」
を
寄
合
と
し
て

蓬
生
巻
の
松
に
掛
か
る
藤
を
暗
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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う
は
の
空
な
る
月
の
よ
ひ
く

　
　
た
か
宿
も
た
・
く
水
鶏
に
は
か
ら
れ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夏
二
二
八
）

　
を
し
な
へ
て
た
・
く
水
鶏
に
お
と
ろ
か
は
う
は
の
空
な
る
月
も
こ
そ
い
れ

　
心
か
ら
竹
田
の
さ
と
に
ふ
し
な
れ
て
幾
夜
水
鶏
に
は
か
ら
れ
ぬ
ら
ん

　
二
首
の
本
寄
に
て
付
た
る
句
也
、
は
か
ら
れ
て
ハ
た
は
か
ら
る
・
事
也

こ
の
句
は
、
濡
標
巻
の
、
光
源
氏
と
花
散
里
の
贈
答
歌
で
、
花
散
里
の
歌
に
対
す
る
光
源
氏
の
返
歌
と
し
て
光
源
氏
が
詠
じ
た

　
を
し
な
へ
て
た
・
く
水
鶏
に
お
と
ろ
か
は
う
は
の
空
な
る
月
も
こ
そ
い
れ



　
の
歌
と
、
俊
頼
の
詠
む

　
　
　
心
か
ら
竹
田
の
さ
と
に
ふ
し
な
れ
て
幾
夜
水
鶏
に
は
か
ら
れ
ぬ
ら
ん
（
永
久
四
年
百
首
。
散
木
奇
歌
集
）

　
の
歌
に
基
づ
く
。
本
歌
は
ど
の
家
の
戸
で
も
叩
く
水
鶏
の
音
に
、
見
境
な
し
に
門
を
明
け
て
い
た
ら
、
上
の
空
の
月
（
い
い
か
げ
ん
な
気
持
の

　
男
）
も
入
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
、
の
意
で
あ
る
。

、

　
　
前
句
は
、
空
の
上
の
月
の
光
り
が
夜
毎
に
さ
し
こ
む
情
景
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
か
、
こ
の
「
う
は
の
空
」
を
真
実
さ
の
な
い
意
に
と
れ
ば
、

　
「
う
は
の
空
」
は
「
い
い
か
げ
ん
な
気
持
」
と
し
て
、
夜
毎
に
訪
れ
る
「
月
」
を
「
男
」
に
た
と
え
れ
ば
、
「
い
い
か
げ
ん
な
気
持
の
男
」
の

　
意
に
な
る
。
付
句
の
意
は
、
だ
れ
の
家
の
戸
で
も
叩
く
水
鶏
に
だ
ま
さ
れ
て
、
と
な
る
。

　
　
前
句
「
う
は
の
空
な
る
月
」
が
本
歌
の
第
四
・
五
句
に
わ
た
る
「
う
は
の
空
な
る
月
」
を
と
り
、
付
句
「
た
・
く
水
鶏
」
が
本
歌
の
第
二
句

　
「
た
・
く
水
鶏
」
を
と
る
。
『
源
氏
物
語
』
と
俊
頼
の
歌
を
本
歌
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
肖
柏
は
、
夜
毎
に
繰
り
返
さ
れ
る
男
性
た
ち
の
女
性
訪
問
を
古
歌
に
託
し
て
、
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
に
描
き
、
付
合
は
本
歌
そ
の
も
の
の
世

　
界
を
持
ち
込
み
、
本
歌
取
り
の
真
髄
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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あ
や
な
き
恋
路
思
ひ
や
め
と
よ

　
　
　
お
り
た
・
は
田
子
の
恨
や
世
ミ
の
末
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
恋
六
五
四
）

　
　
袖
ぬ
る
・
恋
路
と
か
つ
ハ
し
り
な
か
ら
お
り
立
田
子
の
ミ
つ
か
ら
そ
う
き
　
本
寄
の
心
也
、
お
り
た
つ
と
ハ
一
向
に
是
に
成
や
う
の
事
也
、

　
　
恋
路
の
ま
よ
ひ
此
世
に
か
き
る
ま
し
き
事
也
、
大
か
た
の
時
ハ
お
も
ひ
や
め
よ
と
也
、
あ
や
な
き
ハ
益
な
き
也
、
あ
ち
き
な
き
と
お
な
し

　
　
事
也

　
こ
の
句
は
、
葵
巻
で
、
光
源
氏
の
訪
れ
の
な
い
ま
ま
に
、
手
紙
が
来
た
の
に
対
し
、
六
条
御
息
所
が
歌
を
贈
り
光
源
氏
か
返
歌
す
る
異
常
な

状
態
の
贈
答
の
一
回
目
の
歌
で
、
六
条
御
息
所
の
詠
じ
た



　
　
袖
ぬ
る
・
恋
路
と
か
つ
ハ
し
り
な
か
ら
お
り
立
田
子
の
ミ
つ
か
ら
そ
う
き

の
歌
に
基
づ
く
。
本
歌
は
袖
が
濡
れ
る
泥
田
ー
涙
に
く
れ
る
つ
ら
い
恋
路
ー
と
は
知
り
な
が
ら
、
そ
の
泥
田
に
深
入
り
す
る
わ
が
身
が
情
け
の

う
ご
ざ
い
ま
す
、
の
意
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
こ
と
を
『
弄
花
抄
』
に
は
、
「
此
寄
こ
と
に
よ
ろ
し
き
聞
え
あ
り
」
と
あ
り
、
又
『
細
流
抄
』
に
も
、

「
此
物
語
第
一
の
寄
と
云
々
」
「
心
は
た
・
我
身
か
ら
の
物
思
ひ
と
な
り
」
と
あ
る
。

　
御
息
所
が
心
情
を
言
葉
で
は
な
く
歌
で
し
か
自
由
に
語
れ
な
か
っ
た
表
現
の
最
も
優
れ
た
歌
と
し
て
、
又
、
御
息
所
と
光
源
氏
と
の
恋
の
有

り
様
が
示
唆
的
手
段
と
し
て
、
こ
こ
に
浮
上
す
る
。

　
『
孟
津
抄
』
は
、
『
伊
勢
物
語
』
「
百
七
　
身
を
し
る
雨
」
の
贈
答
歌
二
首
を
引
く
。

　
　
　
　
つ
れ
づ
れ
の
な
が
め
に
ま
さ
る
涙
河
袖
の
み
ひ
ち
て
あ
ふ
よ
し
も
な
し

　
　
返
し
、
例
の
男
、
女
に
か
は
り
て
、

　
　
　
　
あ
さ
み
こ
そ
袖
は
ひ
つ
ら
め
涙
河
身
さ
へ
な
が
る
と
聞
か
ば
頼
ま
む

　
こ
の
歌
は
、
『
伊
勢
物
語
』
に
は
、
詞
書
は
な
い
が
、
『
古
今
集
』
（
六
一
七
、
六
一
八
）
に
は
、
「
業
平
朝
臣
の
家
に
侍
け
る
女
の
も
と
に
、

よ
み
て
、
遣
は
し
け
る
」
と
詞
書
が
あ
る
。

　
歌
意
と
し
て
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
第
四
句
「
袖
の
み
ひ
ち
て
」
と
『
源
氏
物
語
』
の
第
一
句
・
第
二
句
「
袖
ぬ
る
・
恋
路
」
、
返
し
、
『
伊

勢
物
語
』
の
第
一
句
・
第
二
句
「
あ
さ
み
こ
そ
袖
は
ひ
つ
ら
め
」
と
『
源
氏
物
語
』
光
源
氏
の
言
葉
「
袖
の
み
濡
る
る
や
、
い
か
に
。
深
か
ら

ぬ
御
こ
と
に
な
む
。
」
と
、
六
条
御
息
所
へ
の
返
歌
「
浅
み
に
や
人
は
お
り
た
つ
わ
が
方
は
身
も
そ
ほ
つ
ま
で
深
き
こ
ひ
ぢ
を
」
の
、
「
袖
の
み

濡
る
る
や
」
と
第
一
句
「
浅
み
に
や
」
が
同
意
と
な
る
。

　
前
句
は
、
「
あ
や
な
き
恋
路
思
ひ
や
め
と
よ
」
が
、
恋
は
打
算
で
は
で
き
な
い
が
、
利
益
の
な
い
恋
、
恋
の
成
就
の
見
込
み
の
な
い
恋
、
に

対
す
る
忠
告
め
い
た
句
で
あ
る
。

　
付
句
、
「
お
り
た
・
は
田
子
の
恨
」
は
、
六
条
御
息
所
の
恨
み
は
恨
み
と
し
た
句
で
あ
る
。
付
句
の
中
で
、
特
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
「
世
ミ

一184一



の
末
」
で
あ
り
、
「
世
ミ
」
は
、
『
伊
勢
物
語
』
「
二
十
一
　
お
の
が
世
々
」
「
お
の
が
世
々
に
な
り
に
け
れ
ば
、
う
と
く
な
り
に
け
り
」
と
、

『
源
氏
物
語
』
胡
蝶
巻
に
、
光
源
氏
の
詠
む
「
離
の
う
ち
に
根
深
く
う
ゑ
し
竹
の
子
の
お
の
が
世
々
に
や
生
ひ
わ
か
る
べ
き
」
と
あ
る
歌
等
か

ら
、
男
女
の
仲
が
絶
え
て
、
別
々
に
世
を
送
る
こ
と
の
例
と
し
て
、
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
、
「
末
」
は
、
「
結
果
」
と
し
て
、
．
光
源
氏
の

心
の
中
で
は
、
六
条
御
息
所
に
対
す
る
恋
情
の
薄
れ
と
、
う
と
ま
し
さ
が
見
ら
れ
る
「
結
果
」
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
前
句
の
「
恋
路
」
は
、
本
歌
の
第
二
句
「
恋
路
」
を
と
り
、
付
句
の
「
お
り
た
・
は
田
子
の
」
は
、
本
歌
第
四
句
「
お
り
立
田
子
の
」
を
と

る
。
又
、
物
語
の
中
の
一
節
を
予
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
『
源
氏
物
語
』
中
の
御
息
所
の
詠
ん
だ
、
「
袖
ぬ
る
・
恋
路
と
か

つ
ハ
し
り
な
が
ら
お
り
立
田
子
の
ミ
つ
か
ら
そ
う
き
」
の
歌
を
念
頭
に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
句
で
あ
る
。

　
こ
の
句
は
、
『
源
氏
物
語
』
・
『
伊
勢
物
語
』
・
『
古
今
集
』
の
三
者
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
凝
集
さ
せ
た
感
が
あ
る
の
で
あ
る
。

二
　
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
和
歌
の
詞
が
、
付
句
に
の
み
取
ら
れ
て
い
る
例
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前
句
の
中
に
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
和
歌
の
詞
と
思
わ
れ
る
も
の
を
特
に
見
出
せ
な
い
が
、
付
句
に
は
、
和
歌
の
詞
が
あ
り
、
前
句
、

付
句
を
合
せ
た
場
合
、
明
ら
か
に
物
語
の
一
節
を
予
想
さ
せ
る
も
の
が
認
め
ら
れ
、
『
源
氏
物
語
』
の
巻
々
の
歌
を
念
頭
に
お
い
て
構
成
さ
れ

た
句
、
二
例
を
考
察
す
る
。

　
　
な
る
と
も
な
し
に
恋
し
さ
そ
そ
ふ

　
か
け
し
た
・
花
た
ち
花
に
身
の
む
か
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夏
二
二
六
）

前
句
ハ
恋
也
、
橘
の
実
に
身
を
よ
そ
へ
て
い
へ
り
、
た
ち
は
な
ハ
む
か
し
を
恋
る
妻
也
、
橘
に
よ
そ
へ
て
も
我
身
の
む
か
し
を
は
お
も
ひ

か
け
し
と
也
、
な
ら
ぬ
事
ゆ
へ
む
か
し
を
恋
る
事
の
ま
さ
る
由
也
、
袖
の
か
に
よ
そ
ふ
る
か
ら
に
橘
の
み
さ
へ
は
か
な
く
な
り
も
こ
そ
す



　
　
れ

　
こ
の
句
は
、
胡
蝶
巻
で
、
玉
鍵
が
光
源
氏
の
詠
み
掛
か
け
に
対
し
て
応
じ
た

　
　
袖
の
か
に
よ
そ
ふ
る
か
ら
に
橘
の
み
さ
へ
は
か
な
く
な
り
も
こ
そ
す
れ

の
歌
と
、
桂
宮
本
注
（
第
三
句
以
下
な
し
）
が
挙
げ
る
『
古
今
集
』
（
＝
二
九
）
の
歌
、

　
　
五
月
ま
つ
花
た
ち
は
な
の
（
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
）

の
歌
に
基
づ
く
。
本
歌
は
玉
婁
が
、
光
源
氏
に
お
母
さ
ん
に
そ
っ
く
り
で
す
ね
と
詠
み
掛
け
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
亡
き
母
に
そ
っ
く
り
だ
と

の
こ
と
で
す
の
で
、
わ
が
身
も
母
と
同
じ
よ
う
に
は
か
な
く
終
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
、
の
意
で
あ
る
。
『
古
今
集
』
の
歌
は
、
『
眠

江
入
楚
』
に
も
、
引
か
れ
て
お
り
「
花
た
ち
ば
な
」
の
詞
と
「
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」
と
の
下
句
の
句
と
の
詞
句
、
発
想
を
踏
ま
え
て
い

る
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。
『
源
氏
物
語
』
と
『
古
今
集
』
の
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
。

　
前
句
は
、
自
然
に
（
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
）
恋
し
さ
が
増
す
と
い
う
恋
の
句
で
あ
る
。
付
句
は
、
心
に
懸
け
ま
い
、
単
に
、
花
た
ち
花

（
む
か
し
を
恋
る
妻
）
の
た
め
に
、
我
が
身
の
昔
の
こ
と
を
、
と
し
た
句
で
、
前
句
の
恋
心
か
ら
、
付
句
で
は
、
恋
心
を
昔
の
事
、
過
去
の
事

と
し
た
、
恋
の
傍
さ
と
共
に
昔
を
懐
か
し
む
句
で
あ
る
。

　
内
閣
本
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
前
句
ハ
恋
也
」
と
あ
り
、
付
句
の
意
は
、
「
橘
の
実
に
身
を
よ
そ
へ
て
い
へ
り
、
た
ち
は
な
ハ
む
か
し
を

恋
る
妻
也
」
と
あ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。

　
前
句
の
「
恋
」
に
「
た
ち
花
の
花
」
を
付
け
て
「
む
か
し
を
恋
る
妻
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
付
句
で
、
「
橘
の
花
」
玉
鍵
の
母
、
夕
顔
を
思

い
出
し
、
今
は
亡
き
夕
顔
の
忘
れ
形
見
に
昔
日
の
恋
の
思
い
出
を
重
ね
合
わ
せ
て
付
け
た
句
の
よ
う
で
あ
る
。
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待
夜
む
な
し
き
袖
の
し
ら
露

下
荻
の
風
の
た
の
め
に
む
す
ほ
・
れ

（
亦
心
五
一
二
⊥
ハ
）



　
　
風
の
た
の
め
と
ハ
あ
た
な
る
約
束
の
事
也
、
虚
空
の
た
の
め
に
心
を
つ
く
し
、
涙
に
む
す
ほ
・
る
・
よ
し
也

　
　
ほ
の
め
か
す
か
せ
に
つ
け
て
も
下
荻
の

　
こ
の
句
は
、
空
蝉
巻
で
、
光
源
氏
は
心
な
ら
ず
も
、
軒
端
荻
と
契
る
は
め
に
な
る
が
、
夕
顔
巻
で
、
光
源
氏
と
軒
端
荻
と
の
贈
答
の
歌
で
軒

端
荻
が
詠
じ
た

　
　
ほ
の
め
か
す
風
に
つ
け
て
も
下
荻
の
な
か
は
は
霜
に
む
す
ほ
・
れ
つ
・
　
（
桂
宮
本
注
）

の
歌
（
内
閣
本
注
は
上
句
の
み
）
に
基
づ
く
。
本
歌
は
あ
の
こ
と
を
ほ
の
め
か
さ
れ
る
お
便
り
に
つ
け
て
も
、
荻
の
下
葉
が
霜
に
当
た
っ
て
し

お
れ
て
い
る
よ
う
に
、
（
賎
し
い
身
に
は
ま
れ
の
お
尋
ね
が
う
れ
し
い
な
が
ら
）
な
か
ば
は
思
い
し
お
れ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
、
の
意
で

あ
る
。

　
前
句
は
、
「
待
夜
む
な
し
き
袖
の
し
ら
露
」
の
句
意
か
ら
、
待
ち
焦
が
れ
て
む
な
し
く
涙
に
む
せ
ぶ
女
の
姿
、
軒
端
荻
の
心
情
を
両
古
注
釈

は
指
摘
す
る
。
付
句
を
直
訳
す
る
と
、
荻
の
下
葉
が
、
風
を
あ
て
に
し
て
結
ば
れ
て
、
と
な
る
が
、
内
閣
本
注
の
説
に
従
え
ば
、
「
風
の
た
の

め
と
ハ
あ
た
な
る
約
束
の
事
也
」
と
あ
り
、
荻
の
下
葉
が
「
実
の
な
い
約
束
事
に
取
り
残
さ
れ
て
、
」
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　
肖
柏
は
、
句
を
付
け
る
に
当
た
っ
て
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
本
歌
と
同
じ
発
想
で
、
軒
端
荻
の
歌
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
心
憎
い
ば
か
り

で
あ
る
。
前
記
の
句
は
、
付
句
に
よ
っ
て
前
句
、
付
句
の
両
者
が
生
き
生
き
と
輝
き
を
増
し
た
例
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

三
　
そ
の
他
の
例

前
句
の
中
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
和
歌
の
詞
が
あ
る
が
、
付
句
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
和
歌
の
詞
が
な
い
句
と
、
前
句
、
付
句
に

こ
だ
わ
ら
ず
物
語
的
構
想
を
摂
取
し
た
句
、
句
全
体
の
真
意
が
、
明
ら
か
に
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
和
歌
に
依
っ
て
い
る
句
二
例
を
考
察
す
る
。
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行
と
も
夢
に
道
や
ま
と
ハ
ん

　
　
　
あ
か
さ
り
し
月
の
都
を
心
に
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秋
三
三
二
）

　
　
月
の
ミ
や
こ
、
髪
に
て
ハ
月
の
宮
の
事
に
ハ
な
し
、
都
の
事
也
、
ミ
や
こ
を
遠
く
は
な
れ
き
て
、
立
帰
り
夢
路
も
道
や
ま
よ
ハ
ん
と
也
、

　
　
源
氏
に
藤
壷
中
宮
大
裏
を
退
出
し
給
ふ
時
、
源
氏
の
御
寄
　
月
の
す
む
雲
井
を
か
け
て
し
た
ふ
共
こ
の
世
の
や
ミ
に
道
や
ま
よ
ハ
ん

　
こ
の
句
は
、
賢
木
巻
で
、
光
源
氏
が
出
家
し
た
藤
壷
の
御
前
に
参
上
し
た
際
、
東
宮
へ
の
返
事
を
藤
壷
に
か
わ
っ
て
光
源
氏
が
す
る
場
面
で
、

光
源
氏
の
詠
じ
た

　
　
月
の
す
む
雲
井
を
か
け
て
し
た
ふ
共
こ
の
世
の
や
ミ
に
道
や
ま
よ
ハ
ん

の
歌
に
基
づ
く
。
本
歌
は
今
宵
の
月
の
よ
う
に
、
心
澄
む
ご
出
家
の
境
地
を
お
慕
い
し
よ
う
と
し
て
も
、
私
は
や
は
り
こ
の
世
の
煩
悩
に
迷
う

こ
と
で
し
ょ
う
、
の
意
で
あ
る
。

　
桂
宮
本
注
に
は
、
「
此
世
は
こ
を
お
も
ふ
や
み
の
心
也
」
と
あ
る
。
こ
の
詞
の
引
歌
と
し
て
、
『
後
撰
集
』
（
一
一
〇
二
）
・
『
大
和
物
語
』

（
四
十
五
　
心
の
や
み
）
で
兼
輔
の
詠
む
、
次
の
歌
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
人
の
親
の
心
は
闇
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
哉

　
『
大
和
物
語
』
で
は
、
こ
の
歌
を
、
藤
原
兼
輔
が
醍
醐
天
皇
の
御
息
所
と
な
っ
た
娘
桑
子
の
こ
と
を
案
じ
て
帝
に
奉
っ
た
歌
と
な
っ
て
い
る
。

　
前
記
の
句
は
、
前
句
の
「
道
や
ま
と
ハ
ん
」
が
本
歌
結
句
「
道
や
ま
よ
ハ
ん
」
（
校
異
ー
〔
内
〕
道
や
ま
よ
ハ
ん
〔
桂
〕
な
を
や
ま
よ
は
ん
〔
源

氏
〕
な
ほ
や
ま
と
は
む
）
を
と
り
、
付
句
の
「
月
」
一
語
、
又
は
「
月
の
都
」
が
本
歌
の
第
一
句
「
月
」
、
第
一
句
、
第
二
句
に
か
け
て
「
月

の
す
む
雲
井
」
と
、
一
見
、
詮
と
す
る
詞
を
上
下
句
に
分
け
て
と
る
歌
と
同
様
の
本
歌
取
り
の
手
法
が
連
歌
に
転
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
が
本
歌
取
り
と
は
認
め
難
い
。

　
内
閣
本
注
の
中
に
、
「
月
の
宮
」
と
い
う
詞
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
須
磨
巻
で
光
源
氏
の
詠
ん
だ
「
見
る
ほ
ど
そ
し
ば
し
な
ぐ
さ
む
め
ぐ
り

あ
は
む
月
の
都
は
遥
か
な
れ
ど
も
」
の
歌
を
挙
げ
て
い
な
い
。
八
月
十
五
夜
、
光
源
氏
が
須
磨
の
佗
び
住
ま
い
の
中
で
都
を
懐
か
し
く
思
い
詠
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ん
だ
、
こ
の
歌
の
方
が
、
前
記
の
句
の
心
意
に
そ
っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
肖
柏
の
心
意
は
、
前
句
に
対
し
て
、
付
合
の
意
味
も
、
都
を
遠
く
離
れ
て
、
月
を
見
る
間
だ
け
し
ば
ら
く
心
が
慰
め
ら
れ
、
都
に
再
び
帰
れ

る
日
は
、
は
る
か
先
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
立
ち
帰
る
夢
を
見
る
時
さ
え
も
、
私
は
や
は
り
道
に
迷
う
こ
と
で
し
ょ
う
、
と
い
う
句
意
で
あ
ろ

う
。
付
句
は
、
都
を
懐
か
し
く
思
う
心
申
の
披
漉
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
み
す
も
あ
ら
ぬ
を
う
き
に
な
さ
は
や

　
　
春
の
夜
の
夢
の
間
も
な
き
し
の
・
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
恋
五
四
六
）

　
　
※
こ
の
句
は
、
内
閣
本
注
は
欠
字
多
数
の
た
め
、
桂
宮
本
注
を
挙
げ
る
。

　
　
み
す
も
あ
ら
ぬ
と
は
、
ほ
の
か
に
み
た
る
心
也
、
春
の
夜
の
夢
の
は
か
な
き
こ
と
く
、
ほ
の
か
に
あ
ひ
た
る
人
な
れ
は
、
中
く
う
き
面

　
　
影
に
な
し
て
忘
は
や
と
也

　
　
　
み
て
も
又
あ
ふ
夜
ま
れ
な
る
夢
の
内
に
　
や
か
て
ま
き
る
・
わ
か
身
と
も
か
な

　
　
　
春
の
夜
の
夢
は
か
り
な
る
手
枕
に
也
」

　
こ
の
句
は
、
桂
宮
本
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
若
紫
巻
で
、
藤
壷
が
宮
中
を
退
出
、
里
下
り
中
、
光
源
氏
と
藤
壷
と
の
切
な
い
一
夜
の
逢
瀬

で
、
光
源
氏
と
藤
壷
と
の
贈
答
の
歌
で
光
源
氏
の
詠
じ
た

　
　
み
て
も
又
あ
ふ
夜
ま
れ
な
る
夢
の
内
に
や
か
て
ま
き
る
・
わ
か
身
と
も
か
な

の
歌
と
、
『
千
載
集
』
（
九
六
四
）
（
桂
宮
本
注
は
下
句
な
し
）
周
防
内
侍
の
歌
、

　
　
春
の
夜
の
夢
ば
か
り
な
る
手
枕
に
（
か
ひ
な
く
た
た
ん
名
こ
そ
を
し
け
れ
）

の
歌
に
基
づ
く
。
本
歌
は
お
逢
い
し
て
も
再
び
逢
う
こ
と
も
む
つ
か
し
い
、
夢
の
よ
う
な
逢
瀬
で
す
の
で
夢
の
中
に
こ
の
ま
ま
消
え
て
し
ま
い

た
い
思
い
で
す
、
の
意
で
あ
る
。
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『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
の
詠
む
「
み
て
も
又
」
の
歌
に
関
連
す
る
『
伊
勢
物
語
』
（
九
十
九
　
ひ
を
り
の
日
）
在
原
業
平
の
詠
む

　
　
見
ず
も
あ
ら
ず
見
も
せ
ぬ
人
の
恋
し
く
は
あ
や
な
く
今
日
や
な
が
め
暮
さ
む

こ
の
歌
は
、
『
古
今
集
』
（
四
七
六
）
に
も
入
集
し
て
お
り
、
詞
書
を
持
つ
。
又
、
『
大
和
物
語
』
（
百
⊥
ハ
十
⊥
ハ
　
女
車
の
人
）
に
似
た
内
容
だ
が
、

女
の
返
歌
は
異
な
る
物
語
が
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
の
詠
む
歌
の
引
歌
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
歌
は
、
「
ほ
の
か
に
見
て
恋
う
」
男

の
歌
と
し
て
の
贈
歌
で
あ
る
。

　
前
句
「
み
す
も
あ
ら
ぬ
」
は
、
「
見
ず
も
あ
ら
ず
」
と
し
て
、
前
述
の
通
り
、
業
平
が
、
ほ
の
か
に
逢
っ
た
女
に
贈
っ
た
歌
、
「
見
ず
も
あ
ら

ず
」
の
歌
の
初
句
を
踏
ま
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
『
古
今
集
』
の
詞
書
は
「
右
近
の
馬
場
の
引
折
の
日
、
向
ひ
に
立
て
た
り
け
る
車
の
下
簾

よ
り
、
女
の
顔
の
、
ほ
の
か
に
見
え
け
れ
ば
、
よ
む
で
、
遣
は
し
け
る
」
と
あ
り
、
こ
の
歌
の
場
面
を
背
景
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
前
記
の
句
は
、
前
句
が
「
み
す
も
あ
ら
ぬ
」
と
、
ほ
の
か
に
逢
っ
た
、
藤
壷
と
の
切
な
い
逢
瀬
が
、
付
句
で
は
「
春
の
夜
の
夢
」
の
よ
う
な

夢
の
中
の
出
来
事
と
し
て
、
忘
れ
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
、
二
人
の
心
情
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
て
あ
る
。

　
両
古
注
釈
に
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
歌
は
引
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
桂
宮
本
注
は
、
『
千
載
集
』
の
歌
、
「
春
の
夜
の
夢
は
か
り
な
る
手

枕
に
か
ひ
な
く
た
た
ん
名
こ
そ
を
し
け
れ
」
を
挙
げ
て
い
る
。

　
桂
宮
本
注
は
、
本
歌
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
歌
「
み
て
も
又
あ
ふ
夜
ま
れ
な
る
夢
の
内
に
や
か
て
ま
き
る
・
わ
か
身
と
も
か
な
」
を
引
く

が
、
前
句
、
付
句
と
も
『
源
氏
物
語
』
の
歌
の
詞
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
が
『
源
氏
物
語
』
の
一
節
そ
の
も
の
と

三
口
っ
て
よ
い
句
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
光
源
氏
の
歌
と
、
『
伊
勢
物
語
』
・
『
古
今
集
』
・
『
大
和
物
語
』
の
業
平
の
歌
と
、
『
千
載
集
』
の
周
防
内
侍
の
歌
と
を
踏

ま
え
て
、
こ
れ
を
凝
集
さ
せ
た
感
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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む
す
び

　
句
集
『
春
夢
草
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
和
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
句
は
私
見
に
よ
れ
ば
二
一
二
例
有
り
、
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合

も
あ
り
、
八
例
を
考
察
し
た
が
、
肖
柏
が
、
ど
の
よ
う
に
、
自
分
の
作
品
の
中
に
、
『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
を
取
り
入
れ
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
い

る
か
を
、
内
閣
文
庫
本
付
句
注
を
中
心
に
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
専
念
し
た
。

　
作
品
を
論
ず
る
場
合
、
基
準
を
ど
こ
に
置
く
か
が
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
和
歌
の
詞
が
「
前
句
、

付
句
に
わ
た
っ
て
取
ら
れ
て
い
る
例
」
四
例
、
「
付
句
に
の
み
取
ら
れ
て
い
る
例
」
二
例
、
「
そ
の
他
の
例
」
二
例
の
三
つ
に
絞
っ
て
検
討
を
進

め
た
。

　
今
回
対
象
と
し
た
付
句
八
例
の
内
、
内
閣
本
注
は
和
歌
を
七
首
引
い
て
お
り
、
一
例
の
み
歌
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
一
例
の
歌
は
、

桂
宮
本
注
が
引
い
て
い
る
。
歌
を
引
く
際
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、
八
例
の
内
、
「
本
寄
に
も
草
の
ゆ
か
り
に
云
事
也
」
（
春
一
四
四
）
「
二
首
の

本
寄
に
て
付
け
た
る
句
也
」
（
夏
二
二
八
）
「
本
寄
の
心
也
」
（
恋
六
五
四
）
「
源
氏
の
御
寄
」
（
秋
三
三
二
）
等
、
四
例
が
見
ら
れ
る
。
八
例
以

外
の
一
五
例
の
内
に
も
、
①
「
又
寄
に
」
（
秋
二
九
六
）
②
「
源
氏
の
御
寄
」
（
秋
三
九
〇
〉
③
「
か
ほ
る
大
将
の
う
き
舟
に
心
を
か
け
て
よ
め

る
寄
也
」
（
恋
五
七
〇
）
④
「
夕
か
ほ
の
よ
め
る
寄
也
」
（
恋
六
七
二
）
⑤
「
玉
か
つ
ら
の
君
京
へ
の
ほ
り
給
ひ
し
船
中
の
心
也
」
（
雑
七
四
四
）

⑥
「
宇
治
の
巻
の
寄
也
」
（
雑
七
八
〇
）
⑦
「
こ
の
寄
の
よ
せ
也
」
（
雑
八
三
八
）
等
、
詠
み
人
の
人
名
、
巻
名
を
示
し
、
そ
の
歌
の
詩
情
．
修

辞
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
コ
メ
ン
ト
を
付
け
示
し
て
い
る
。
又
、
⑦
に
「
よ
せ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
歌
取
り
の
技
法
の
ほ
か
に
、
和
歌
に
お
け

る
「
よ
せ
」
の
技
法
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　
『
　
　
　
　
　
（
2
）
連
珠
合
壁
集
』
に
寄
合
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
①
「
面
影
1
花
」
（
春
一
四
四
）
②
「
松
ー
藤
」
（
春
一
七
八
）
③
「
そ
ふ
ー
か
け
路
」

（
夏
二
二
⊥
ハ
）
④
「
宿
ー
月
」
「
水
鶏
ー
た
・
く
」
（
夏
二
二
八
｝
「
ま
が
き
ー
霧
」
（
秋
三
九
〇
）
「
氷
1
み
ぎ
は
」
（
恋
四
六
六
．
四
八
〇
）
⑤
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「
し
ら
露
ー
む
す
ぶ
」
（
恋
五
三
六
）
の
八
例
で
あ
る
。
今
回
取
り
上
げ
た
八
例
に
お
け
る
寄
合
は
①
～
⑤
の
六
例
で
あ
る
。
又
、
連
歌
付
合

に
は
、
「
蝉
－
す
ず
し
し
」
（
夏
二
四
二
）
「
袖
ー
露
」
（
秋
三
九
〇
）
の
二
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
全
く
一
般
的
な
寄
合
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、

『
源
氏
物
語
』
を
介
在
さ
せ
る
ま
で
も
な
く
、
熟
練
し
た
連
歌
師
に
と
っ
て
は
無
意
識
の
う
ち
に
口
を
つ
い
て
詠
み
出
さ
れ
る
体
の
も
の
で
あ

ろ
う
。

一
方
、
付
句
八
例
を
、
・
源
氏
違
『
光
源
氏
蔀
連
歌
寄
合
壷
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
言
葉
と
歌
と
を
対
昭
…
し
て
見
る
と
・
・
て
三

み
て
い
つ
し
か
も
み
ん
む
ら
さ
き
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
の
へ
の
若
く
さ
」
（
春
↓
四
四
）
が
共
通
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
肖

柏
の
句
作
に
消
化
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
は
、
寄
合
書
等
、
通
俗
的
参
考
書
を
通
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、
原
典
を
直
接
読
み
込
み
、
体
得
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
会
席
で
自
由
に
素
材
と
さ
れ
得
る
ま
で
に
こ
な
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
肖
柏
は
、
三
条
西
実
隆
の
た
め
に
『
源
氏
物
語
』
の
講
釈
を
宗
祇
の
代
講
で
務
め
た
、
と
い
う
経
歴
の
持
ち
主
で
も
あ
り
、
『
弄
花
抄
』
の

著
者
で
も
あ
り
、
前
句
の
詞
、
内
容
、
表
現
に
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
中
和
歌
の
詞
を
巧
み
に
付
合
わ
せ
て
、
和
歌
の
伝
統
的
風
雅
を
連
歌
で

強
調
さ
せ
る
こ
と
な
ど
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
宗
祇
は
、
「
当
時
こ
の
物
語
（
源
氏
物
語
）
に
深
く
心
を
得
た
る
人
、
い
か
で
多
く
は
侍
ら
む
」
（
『
吾
妻
問
答
』
）
と
述
べ
て
い
る
。
連
歌
師

連
中
に
『
源
氏
物
語
』
が
流
布
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
「
深
く
心
を
得
た
る
人
」
は
少
な
い
実
情
を
、
宗
舐
の
言
葉
は
端
的
に
表
し
て
い

る
。　

こ
の
よ
う
な
連
歌
界
の
『
源
氏
物
語
』
の
受
容
の
状
況
下
に
あ
っ
た
、
肖
柏
の
『
源
氏
物
語
』
作
中
和
歌
と
寄
合
書
と
の
受
容
の
状
況
を
比

較
し
て
見
た
が
『
源
氏
物
語
』
研
究
の
第
一
人
者
で
も
あ
り
、
物
語
を
熟
知
し
て
い
て
、
寄
合
書
に
依
存
し
な
い
、
連
歌
師
肖
柏
の
姿
を
か
い

ま
見
る
こ
と
か
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
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）432

　
　
注

句
集
『
春
夢
草
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
金
子
金
治
郎
編
『
連
歌
古
注
釈
集
』
所
収
の
内
閣
本
（
付
句
）
に
よ
る
。
又
、
一
部
分
桂
宮
本
（
『
桂
宮
本
叢
書
』
）

に
依
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
な
お
、
テ
キ
ス
ト
に
施
さ
れ
て
い
る
古
注
釈
を
全
文
、
各
句
の
後
に
提
示
し
て
解
釈
の
助
け
と
し
た
。

「
源
氏
物
語
』
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
『
大
和
物
語
』
は
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
他
の
和
歌

は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

『
連
珠
合
壁
集
』
は
、
『
連
歌
論
集
（
こ
中
世
の
文
学
』
（
木
藤
才
蔵
・
重
松
裕
巳
校
注
）
に
よ
る
。

『
源
氏
小
鏡
』
は
、
高
井
家
本
（
編
者
武
田
孝
）
に
よ
る
。

『
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
之
事
』
は
、
『
二
条
良
基
連
歌
論
集
　
三
』
（
校
者
岡
見
正
雄
）
に
よ
る
。
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