
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
」
考

付
は
じ
め
に

伊
勢
物
語
の
第
四
段
に

：
：
又
の
と
し
の
む
月
に
む
め
の
花
さ
か
り
に
こ
そ
を
こ
ひ
て
い
き
て
た
ち

て
見
ゐ
て
見
L
れ
と
こ
そ
に
に
る
へ
く
も
あ
ら
す
う
ち
な
き
で
あ
は
ら
な

る
い
た
し
き
に
月
の
か
た
ふ
く
ま
て
ふ
せ
り
て
こ
そ
を
思
い
て
L
よ
め
る

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
は
る
な
ら
ぬ

わ
か
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て

（
御
所
本
伊
勢
物
語
）
？

と
い
う
歌
が
あ
る
。
古
今
集
の
恋
五
に
業
平
の
歌
と
し
て
あ
る
の
を
始
め
、

他
の
作
品
に
も
何
度
も
と
ら
れ
て
い
る
有
名
な
歌
で
あ
る
が
、
古
来
「
月
や
」

「
春
や
」
の
「
や
」
が
疑
問
を
表
わ
す
の
か
、
反
語
を
表
わ
す
の
か
で
、
解
釈

が
分
か
れ
て
い
る
。

「
や
」
を
反
語
と
し
て
、
「
月
も
春
も
皆
昔
の
ま
ま
な
の
に
、
唯
わ
が
身
一

つ
は
、
昔
の
身
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
め
ざ
す
人
が
い
な
い
か
ら
す
っ
か

り
変
り
果
て
た
よ
」
と
仮
に
解
く
が
、
古
来
さ
ま
ざ
ま
の
説
が
あ
っ
て
定
め

が
た
い
。
（
松
尾
聡
校
註
伊
勢
物
語
笠
間
書
院
）

と
い
う
具
合
で
あ
る
。

こ
の
歌
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
な
観
点
が
考
え
ら
れ
る
。

江

正

弘

口

一
、
詞
書
と
の
関
連
か
ら
、
ど
ん
な
感
懐
を
述
べ
た
歌
と
考
え
る
べ
き
か
。

二
、
「
や
」
に
疑
問
と
反
語
の
意
味
の
あ
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ

の
歌
が
作
ら
れ
た
当
時
は
、
少
く
と
も
現
在
我
々
が
感
じ
て
い
る
程
ま
ぎ

ら
わ
し
い
表
現
で
は
な
か
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
と
す
る
と
語
法
上
ど
ち
ら

が
適
切
か
。

二
一
、
「
月
や
あ
ら
ぬ
」
の
「
あ
り
」
は
存
在
を
表
わ
す
「
あ
り
」
で
は
な

ぃ
。
と
す
る
と
こ
の
「
あ
り
」
は
ど
う
理
解
す
べ
き
か
。

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。
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。
諸
説
に
つ
い
て

で
は
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
諸
家
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る
か
。
今
管

見
に
入
っ
た
数
種
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
伊
勢
物
語
の
場
合
と
、
古
今
集

の
場
合
と
で
異
な
っ
た
解
釈
を
と
る
べ
き
理
由
（
詞
書
な
ど
に
よ
る
歌
の
解
釈

の
相
違
〉
は
な
い
と
恩
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
二
つ
の
作
品
に
お
け
る
諸
注
を
な

が
め
て
み
よ
う
。

A
正
徹
物
語
（
一
四
五
O
年
頃
）

月
が
あ
ら
ぬ
か
、
春
が
も
と
の
春
で
あ
ら
ぬ
か
、
我
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身

に
し
て
、
こ
よ
ひ
逢
ひ
っ
る
人
こ
そ
な
け
れ
と
い
ひ
た
る
也

注
釈
書
で
は
な
い
が
、
右
の
よ
う
な
解
説
が
あ
る
。



「
や
」
は
疑
問
の
意
と
解
し
て
い
る
と
忠
わ
れ
る

O

B
伊
勢
物
語
愚
見
抄
（
一
条
兼
良
・
一
四
六

O
）

月
も
背
の
月
に
て
は
な
き
か
、
春
も
昔
の
春
に
て
は
な
き
か
こ
ぞ
み
し
を
り

の
様
に
も
な
く
よ
ろ
づ
か
は
り
は
て
た
る
心
ち
の
す
る
は
い
か
に
ぞ
や
。
さ

る
か
と
お
も
へ
ば
我
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
ま
与
に
で
あ
り
と
よ
め
り
。

C
伊
勢
物
語
直
解
（
一
二
条
西
実
隆
一
五
二
二
）

月
や
あ
ら
ぬ
と
は
月
を
と
が
め
て
月
は
こ
ぞ
の
月
に
て
は
な
き
か
春
は
む
か

し
の
春
に
て
は
な
き
か
と
は
る
を
も
と
が
め
て
更
に
去
年
に
に
ざ
る
は
な
に

と
し
た
る
こ
と
ぞ
と
云
心
な
り

右
二
者
B

・C
は
と
も
に
「
や
」
は
疑
問
の
意
に
解
し
て
あ
る
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

D
勢
語
臆
断
（
契
沖
一
六
九
二
）

我
身
一
つ
は
猶
う
し
と
思
ひ
っ
L
あ
り
し
ま
L
の
身
に
て
月
や
は
お
も
し
ろ

か
り
し
こ
ぞ
の
月
な
ら
ぬ
、
春
や
は
お
も
し
ろ
か
り
し
こ
ぞ
の
春
な
ら
ぬ
、

梅
の
花
ざ
か
り
お
ぼ
ろ
月
夜
さ
な
が
ら
あ
り
し
ま
与
に
て
、
こ
ぞ
に
似
る
べ

く
も
あ
ら
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
な
に
ぞ
や
と
ふ
か
く
と
が
め
て
よ
め
る
に
や

契
沖
は
反
語
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

E
伊
勢
物
語
古
怠
（
賀
茂
真
淵
一
七
沢
八
）

月
も
且
見
な
が
ら
む
か
し
の
月
に
あ
ら
ぬ
は
と
お
ぼ
え
悔
も
か
つ
見
な
が
ら

去
年
見
し
春
の
花
に
や
あ
ら
ざ
る
か
と
思
は
る
L
故
に
、
立
て
見
出
て
見
よ

く
見
れ
ば
す
べ
て
去
年
に
似
ぬ
也
。
さ
ら
ば
我
身
は
い
か
に
と
お
も
ひ
め
ぐ

ら
す
に
我
身
ば
か
り
は
も
と
の
身
の
ま
L
に
て
こ
こ
に
来
て
在

真
測
は
疑
問
の
意
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

F
伊
勢
物
語
新
釈
（
藤
井
高
尚
一
八
一
八
刊
）

比
歌
の
解
師
説
に
ま
づ
二
つ
の
ゃ
も
じ
は
や
は
て
ふ
心
に
て
月
も
春
も
去
年

に
か
は
ら
る
る
よ
し
な
り
。
さ
℃
一
首
の
怠
ほ
月
や
は
背
の
月
に
あ
ら
ぬ
月

も
む
か
し
の
ま
L
の
月
な
り
。
中
容
や
は
昔
の
春
に
あ
ら
さ
る
、
春
も
む
か
し

の
ま
与
の
春
な
り
。
然
る
に
た
だ
身
ひ
と
つ
の
み
は
本
の
背
の
ま
L
の
身
な

が
ら
昔
の
や
う
に
も
あ
ら
ぬ
よ
と
よ
め
る
也
。

G
考
証
伊
勢
物
語
詳
解
（
鎌
回
正
憲
大
正
八
刊
）

今
宵
こ
こ
に
来
て
み
れ
ば
月
や
は
昔
の
月
に
あ
ら
ぬ
春
や
は
昔
の
春
な
ら
ぬ

春
の
け
し
き
も
月
の
光
も
悔
の
花
も
皆
去
年
の
ま
与
に
て
す
べ
て
た
が
へ
る

こ
と
は
な
き
に
只
我
身
一
つ
は
去
年
の
ま
与
の
身
に
し
て
あ
り
な
が
ら
去
年

ま
で
逢
ひ
し
人
に
は
あ
は
ず
し
て
か
く
た
が
へ
る
身
の
上
と
な
り
し
を
思
へ

ば
あ
は
れ
去
年
の
春
の
恋
し
き
ょ

右
の

F
G
と
も
に
反
語
と
し
て
の
解
釈
で
あ
る
。

H
伊
勢
物
語
私
記
〈
折
口
信
夫
昭
和
五
刊
）

月
は
む
か
し
の
ま
ふ
の
月
で
な
か
ろ
う
か
、
昔
の
ま
ま
だ
。
春
も
亦
さ
う

だ
。
と
こ
ろ
が
人
事
は
違
っ
て
ゐ
る
。
自
分
の
身
一
つ
は
も
と
の
境
遇
で
あ

っ
て
、
あ
の
人
の
境
遇
は
も
と
と
変
っ
て
了
っ
た
こ
と
だ
。

－
通
解
伊
勢
物
語
（
塚
本
折
口
三
昭
和
二
七
刊
）

・
：
月
も
春
も
昔
の
ま
ふ
で
少
し
も
変
り
は
な
い
の
に
、
こ
の
身
一
つ
は
も

と
の
身
で
あ
り
な
が
ら
も
と
の
身
で
も
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

J
伊
勢
物
語
評
釈
（
窓
回
空
穂
昭
和
二
一

O
刊）

月
が
昔
の
月
で
な
い
と
い
う
の
か
、
去
年
の
通
り
で
は
な
い
か
。
花
が
昔
の

花
で
は
な
い
と
い
う
の
か
、
昔
の
ま
与
で
あ
り
、
か
わ
り
や
す
い
人
間
の
自

分
だ
け
は
以
前
の
と
お
り
で
あ
っ
て
。

日
I
J
は
と
も
に
「
や
」
は
反
古
川
と
解
し
て
い
る

O

K
日
本
古
典
全
書
伊
勢
物
語
（
南
波
治
）

月
も
春
も
背
の
ま
ま
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
恋
し
い
人
の
姿
の
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見
え
ぬ
今
は
す
っ
か
り
去
年
の
な
が
め
と
感
じ
を
変
え
て
し
ま
っ
た
。
だ
が

私
だ
け
は
昔
の
ま
ま
の
身
で
あ
る
の
に
。

L
月
本
古
典
文
学
大
系
伊
勢
物
語
（
大
津
・
築
島
）
月
も
春
も
皆
昔
の
ま
ま
な

の
に
、
恋
し
い
人
だ
け
は
昔
と
違
っ
て
今
は
逢
え
な
い
。
そ
れ
に
引
き
か
え

て
自
分
の
身
だ
け
は
背
と
変
ら
ず
今
こ
こ
に
在
る
。
昔
が
恋
し
い
の
意
か
。

K
は
疑
問
、

L
は
反
語
に
解
し
て
い
る
。

以
上
伊
勢
物
語
の
う
ち
管
見
に
入
っ
た
も
の
の
う
ち
、
お
も
な
も
の
を
示
し

た
の
で
あ
る
が
、
「
や
」
に
つ
い
て
は
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
契
沖
あ
た
り
か

ら
反
語
の
解
釈
を
と
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

古
今
集
の
諸
注
に
つ
い
て
は
、
書
名
と
疑
問
、
反
語
の
別
だ
け
を
一
広
す
と
次

の
よ
う
で
あ
る
。

M
古

今

余

材

抄

（

契

洲

一

六

九

二

成

）

反

部

N
古

今

和

歌

集

打

聴

（

真

淵

一

七

八

九

刊

）

疑

問

。

同

遠

鏡

（

本

居

宣

長

一

七

九

七

刊

）

反

訴

P

同

正

義

（

呑

川

景

樹

一

八

三

二

成

〉

疑

問

Q

同

評

釈

（

金

子

元

臣

昭

和

新

版

）

反

語

R

同

評

釈

（

窪

田

空

穂

昭

和

二

O
〉

反

訴

S
日

本

古

典

文

学

大

系

（

佐

伯

梅

友

〉

疑

問

T
日

本

古

典

文

学

全

集

（

小

沢

正

夫

）

疑

問

以
上
伊
勢
物
語
と
古
今
集
の
諸
家
の
注
釈
を
み
る
と
確
か
に
疑
問
と
反
語
が

相
な
か
ば
し
て
、
一
応
「
定
め
が
た
い
」
よ
う
に
も
み
え
る
。
然
し
こ
の
歌
は

果
た
し
て

n
心
あ
ま
り
て
詞
足
り
ぬ
u
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
細
か
く

検
討
し
て
み
よ
う
。

同

語
法
上
か
ら

そ
こ
で
ま
ず
語
法
上
「
や
」
は
ど
う
解
す
る
の
が
適
当
で
る
る
か
の
問
題
で

あ
る
。

「
ゃ
・
か
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
に
は
、
「
歯
肉
葉
集
の
助
詞
二
種
」
（

佐
伯
梅
友
博
士
強
引
高
葉
語
研
究
所
以
〉
「
同
荒
川
助
詞
の
研
究
」
（
此
島
正
年
博

士
者
）
や
、
「
助
詞
助
動
詞
詳
説
」
（
松
村
明
博
士
編
）
な
ど
が
あ
っ
て
細
か

く
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
主
と
し
て
「
や
」
と
「
か
」
の
用
法
の

違
い
な
ど
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
い
て
、
〈
7

こ
こ
で
問
題
と
す
る
古
今
集
な
ど

に
お
け
る
「
や
」
の
疑
問
と
反
語
の
用
法
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
今
、
古
今
集
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
助
詞
「

や
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
古
今
和
歌
集
に
よ
っ
て
疑
問
、
反
訴
を
表
わ
す
と

考
え
ら
れ
る
「
や
」
を
調
査
す
る
と
一
八
一
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
（

こ
の
場
合
「
や
は
」
と
あ
る
も
の
は
除
く
）
た
だ
そ
の
中
は
な
お
細
か
に
考
察

す
る
こ
と
が
で
き
、
料
品
の
笠
に
ぬ
ふ
て
ふ
梅
花
折
り
て
か
ざ
さ
む
老
か
く
る
や

と
（
鉛
〉

の
よ
う
に
文
末
に
あ
っ
て
（
す
な
わ
ち
終
助
詞
〉
疑
問
を
表
わ
す
例
が
一
一

例
。
同
じ
く
終
助
詞
と
し
て
の
用
訟
で
あ
る
が
、

秋
な
れ
ば
山
と
よ
む
ま
で
な
く
し
か
に
我
お
と
ら
め
や
ひ
と
り
ぬ
る
夜
は

（
抑
）

の
よ
う
に
「
め
や
」
「
ら
め
や
」
の
よ
う
に
巳
然
形
に
「
や
」
が
つ
い
て
、

反
誌
を
表
わ
す
も
の
一
二
例
。
「
忠
ひ
き
や
」
の
よ
う
に
「
き
や
」
の
形
で
「

や
」
が
反
語
を
表
わ
す
も
の
二
例
。
す
な
わ
ち
終
助
詞
用
法
で
反
語
を
一
示
す
も

の
が
一
四
例
あ
っ
て
、
疑
問
、
反
語
を
あ
わ
せ
て
終
助
調
用
法
二
五
例
あ
る
こ

と
に
な
る
。
今
こ
の
終
助
調
用
法
を
A
類
と
す
る
。
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j
J
u
l－－

H
 

次
は
古
典
文
学
大
系
「
古
今
和
歌
集
」
の
解
説
で
、
佐
伯
博
士
が
「
な
れ
や

」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
「
や
」
が
あ
る
。

伊
勢
の
海
に
釣
す
る
あ
ま
の
う
け
な
れ
射
心
一
つ
を
定
め
か
ね
つ
る
（
悶
）

こ
れ
は
「
な
れ
ば
や
」
の
意
と
し
、
疑
問
「
や
」
の
結
び
は
「
つ
る
」
で
あ

る
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
型
の
「
や
」
で
は
、
｛

m－
の
よ
う
に

？
な
れ
や

1
2
2
7玉
な
れ
や

l
く
も
の
系
去
」
（

m）と

い
う
よ
う
な
型
が
あ
っ
て
「
や
」
の
意
味
に
つ
い
て
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

点
が
あ
る
の
は
佐
伯
博
士
の
解
説
に
説
か
れ
て
い
る
と
お
り
な
の
で
、
こ
こ
で

は
改
め
て
こ
の
点
を
論
じ
る
事
は
せ
ず
、
た
だ
こ
の
「
l
な
れ
や
｜

l
」
の
型

の
「
や
」
を
B
類
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
B
類
の
頻
度
を
調
べ
る
と
一
九
回
用

い
ら
れ
て
い
る
。

古
今
集
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
や
」
の
一
八
一
回
の
中
か
ら
A
類
の
二
五
、

B
類
の
一
九
、
計
四
四
回
は
、
こ
こ
で
論
じ
る
「
月
引
あ
ら
ぬ
春
射
音
の
春
な

ら
ぬ
」
の
型
ょ
っ
こ
の
類
を
C
類
と
す
る
ー
と
は
、
明
ら
か
に
型
が
異
な
る
か

ら
こ
れ
を
除
く
と
、

C
類
は
一
三
七
回
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
古
今
に

お
け
る
こ
の
類
の
一
三
七
回
の
「
や
」
を
調
査
し
て
み
る
と
、
ま
ず
結
び
の
諮

と
そ
の
頻
度
数
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
非
活
用
語
、
例
え
ば
「

表 1

結び語

の
ん 40 
らん 41 
まし 4 
り（る〕 2 
けん 6 
き（し） 4 
ず（ぬ〉 5 
ぬ（ぬる） 2 
べし（ベき〕
いづこ
なぞ
いづら
誰 2 
形容詞 II 
動詞 14 
体言
（省略〉
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い
づ
こ
」
「
な
ぞ
」
な
ど
は
正
確
に
は
結
び
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
「

や
L

を
含
む
文
節
を
そ
れ
ら
が
受
け
て
い
る
と
み
る
た
め
に
示
し
た
も
の
で
あ

る。
こ
の
よ
う
に
結
び
に
つ
い
て
は
「
ん
」
「
ら
ん
」
の
ほ
か
多
く
の
語
が
用
い

ら
れ
て
い
る
が
、
結
び
の
語
に
よ
っ
て
疑
問
、
反
語
の
区
別
と
い
う
も
の
は
も

ち
ろ
ん
な
い
。
と
い
う
よ
り
こ
れ
ら
C
類
の
「
や
」
は
殆
ど
そ
の
意
味
は
「
疑

問
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

C
類
の
「
や
」
を
含
む
歌
を
一
つ
一
つ
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

は
疑
問
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
て
、
反
語
と
解
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
歌
は
三

首
だ
け
で
あ
っ
た
。
一
首
一
首
に
つ
い
て
検
討
す
る
紙
数
も
な
い
の
で
、
ま
ず

反
語
の
三
例
だ
け
示
す
と
、

見
て
の
み
判
明
人
に
か
た
ら
む
さ
く
ら
花
て
ご
と
に
折
り
て
い
へ
づ
と
に
せ
ん

（
日
）

う
ゑ
し
時
花
ま
ち
ど
ほ
に
あ
り
し
き
く
う
つ
ろ
ふ
秋
に
あ
は
む
と
や
み
し

（引）
あ
き
の
た
の
ほ
の
う
へ
を
て
ら
す
い
な
づ
ま
の
光
の
ま
に
も
我
や
わ
す
る
ふ

（

問

）

、

，

、

，

右
の
三
首
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
｛
科
）
と
（
邸
）
の
歌
の
「
や
」
を
反
語
と
み
る

戸

aa
守
、
，
nnu

、

解
釈
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
私
は
こ
れ
は
疑
問
と
み
る
べ
き
だ
と
思
う
。

い
づ
れ
に
し
て
も
一
三

O
余
首
の
中
で
反
語
の
例
は
三
首
程
度
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
、
こ
の
C
類
の
表
現
形
式
に
お
け
る
「
や
」
の
意
味
の
調
査
結
果

で
あ
る
。
（
「
己
然
然
形
＋
や
」
の
形
と
の
違
い
な
ど
に
つ
い
て
は
今
は
触
れ

な
い
。
〉
と
す
る
と
。
「
月
や
あ
ら
ぬ
」
の
「
や
」
は
疑
問
と
み
る
方
が
語
法

上
妥
当
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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制
詞
書
き
と
の
関
連
か
ら

こ
の
歌
は
長
い
詞
書
き
が
つ
い
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
そ
れ
に
矛
盾
し
な
い
解
釈



で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
反
語
と
解
釈
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
矛
盾

が
考
え
ら
れ
る
。
反
語
の
解
釈

ωと
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
骨
組
み
だ

け
で
考
え
る
と
、

ω月
も
春
も
昔
の
ま
ま
で
あ
る
。
私
の
身
一
つ
は
も
と
の
ま
ま
で
（
あ
る
）
。

と
な
る
。
こ
れ
で
は
上
の
句
と
下
の
句
は
「
身
一
つ
」
と
い
う
点
で
矛
盾
す

る
。
そ
こ
で
下
旬
に
は
裏
の
表
現
が
あ
る
と
し
て
、

ω月
も
春
も
背
の
ま
ま
で
あ
る
。
私
の
・
身
一
つ
は
も
と
の
ま
ま
で
（
も
と
の
ま

ま
で
な
い
）
。

と
す
る
。
反
語
説
を
と
る
人
は
殆
ど
こ
の
考
え
方
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ

の

ωの
解
は
、
一
首
と
し
て
は
上
下
矛
盾
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
詞
書
き
と

あ
わ
せ
て
検
討
す
る
と
論
理
が
た
た
な
く
な
る
よ
う
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
の

立
ち
て
見
、
ゐ
て
見
見
れ
ど
、
去
年
に
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず

で
は
、
歌
の
作
者
業
平
は
、
去
年
と
同
じ
様
子
で
あ
る
事
を
求
め
期
待
し
て

（
「
去
年
を
割
削
て
」
の
「
恋
ふ
」
は
、
眼
前
に
な
い
も
の
を
慕
い
求
め
る
の

に
い
う
）
や
っ
て
来
て
、
立
っ
た
り
坐
っ
た
り
し
て
、
去
年
と
同
じ
も
の
を
求

め
て
〉
見
る
が
、
あ
た
り
の
様
子
は
「
あ
ば
ら
な
る
板
敷
」
で
例
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
去
年
と
は
ま
る
で
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
立
ち
て
見
、
居
て

見
見
れ
ど
」
と
は
、
あ
く
ま
で
視
覚
に
よ
っ
て
去
年
と
同
じ
も
の
を
求
め
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
去
年
に
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
」
は
、
従
っ
て
客
観

的
情
景
が
去
年
と
う
っ
て
変
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
商
の
対
に
住
む

人
」
〈
二
条
后
〉
が
い
な
い
せ
い
で
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
去
年
」
を

慕
い
求
め
て
出
か
け
て
行
っ
た
業
平
は
そ
こ
で
「
去
年
」
の
片
鱗
さ
え
見
出
し

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
去
年
に
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
」
と
は
、
こ
の
よ
う

に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

反
語
説
で
は
「
わ
が
身
だ
け
は
ー
ー
も
と
の
ま
ま
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
か
ら
、
こ
の
考
え
方
は
詞
書
き
と
明
ち
か
に
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
「
や
」
は
や
は
り
疑
問
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
や
反
語
が

駄
目
だ
か
ら
疑
問
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
本
来
こ
こ
は
疑
問
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

去
年
を
恋
ひ
求
め
、
そ
の
片
鱗
さ
え
見
出
し
得
な
か
っ
た
作
者
は
、
今
度
は

最
も
変
る
可
能
性
の
す
く
な
い
「
月
」
と
「
春
」
と
に
限
を
転
じ
る
の
で
あ

る。
恋
し
い
人
が
居
な
く
な
っ
て
、
今
は
全
く
去
年
を
思
い
出
す
何
物
も
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
な
が
め
だ
が
、
一
体
月
は
昔
の
ま
ま
の
月
で
は
な
い
の
か
。

春
は
昔
の
ま
ま
の
春
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
が
、
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
背
の
春
な
ら
ぬ
」
の
意
図
し
た
表
現
で

あ
ろ
う
と
回
ゅ
う
の
で
あ
る
。
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伺
「
あ
ら
ぬ
」
の
解
釈

「
月
や
あ
ら
ぬ
」
の
「
あ
り
」
に
つ
い
て
語
法
上
の
解
説
を
加
え
た
も
の
は

余
り
な
い
。
も
っ
と
も
「
月
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
」
の
意
と
説
い
た
も
の
は
あ
る

が
、
そ
れ
を
語
法
上
解
説
し
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
私
も
「
月
や
土
日
の
春
な

ら
ぬ
」
の
意
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
理
解
す
る
理
由
を
語
法
の
面
か

ら
述
べ
て
み
よ
う
。

注
2

こ
の
「
あ
ら
ぬ
」
に
つ
い
て
佐
伯
博
士
は
独
自
の
解
釈
を
な
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
ら
ぬ
」
は
「
あ
ら
ぬ
月
」
の
意
に
見
る
と
さ
れ
、
「
違
う
月
」
と
口
語
訳
さ

れ
て
い
る
。
「
あ
り
つ
る
」
と
い
う
表
現
に
対
し
「
あ
ら
ぬ
」
と
い
う
形
が
、

「
別
ノ
（
モ
ノ
）
、
違
ッ
タ
〈
モ
ノ
）
」
の
意
に
用
い
ら
れ
る
の
は
散
文
で
し

ば
し
ば
で
く
わ
す
表
現
で
あ
る
。
た
だ
博
士
の
よ
う
に
「
月
は
違
う
月
な
の
か

」
と
い
う
意
味
で
は
「
月
や
あ
ら
ぬ
月
な
る
」
あ
る
い
は
「
月
や
あ
ら
ぬ
な
る



」
と
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
点
（
す
な
わ
ち
「
ぬ
」
は
結
び
な
の

か
、
準
体
法
な
の
か
の
点
〉
に
問
題
が
残
る
。
た
だ
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ

る。
と
こ
ろ
で
「
あ
り
」
は
意
味
の
上
か
ら
大
体
四
通
り
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
的
存
在

ω表
現
同
経
過
継
続
伸
判
断
の
四
通
り
で
あ
る
。

制
存
在
は
、
ァ
ペ
イ
ル
、
生
存
ス
ル
、
生
活
ス
ル
の
意
味
に
用
い
る
も

の
で
用
例
を
示
す
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

ω表
現
は
、
「
『
い
ま
明
日
明
後
日
の
ほ
ど
に
も
』
な
ど
割
引
に
ま
こ
と
と

は
思
は
ね
ど
」
（
組
問
除
中
）
の
よ
う
に
「
と
あ
る
・
な
ど
あ
る
」
と
引
用
を

う
け
て
ト
号
一
口
ウ
・
ト
書
イ
テ
ア
ル
の
意
に
用
い
た
も
の
。

同
経
過
、
継
続
は
、
「
今
幾
日
割
引
て
若
菜
つ
み
て
ん
」
（
古
今
日
）
の
よ

う
に
、
時
間
の
経
過
な
ど
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。

ω判
断
は
「
美
し
く
あ
ら
ず
」
の
よ
う
に
判
断
の
内
容
を
一
万
す
の
が
普
通
で

あ
る
が
、
中
に
は
判
断
の
内
容
を
文
脈
に
あ
ず
け
る
用
法
も
あ
る
。

「
あ
り
」
の
用
法
は
大
体
右
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
春
や
あ
ら

ぬ
」
の
「
あ
り
」
は
、

ωの
判
断
を
表
わ
す
も
の
で
、
し
か
も
そ
の
内
容
を
文

脈
に
あ
、
ず
け
る
用
法
で
あ
る
と
思
う
。
従
っ
て
以
下
こ
の
よ
う
な
「
あ
り
」
に

内

3
3

つ
い
て
簡
略
に
述
べ
て
み
る
。

的
今
こ
そ
割
判
我
も
背
は
男
山
さ
か
ゆ
く
時
も
あ
り
こ
し
も
の
を
（
古
今

（
卿
）

的
思
ひ
出
で
て
忍
ぶ
人
あ
ら
む
ほ
ど
こ
そ
あ
ら
め
、
そ
も
ま
た
ほ
ど
な
く

失
せ
て
聞
き
伝
ふ
る
ば
か
り
の
末
々
は
、
あ
は
れ
と
や
は
思
ふ
（
徒
然
三

十
段
）

制
三
条
院
の
お
は
し
ま
し
け
る
か
ぎ
り
こ
そ
あ
れ
、
う
せ
さ
せ
給
ひ
に
け

る
の
ち
は
、
ょ
の
つ
ね
の
東
宮
の
や
う
に
も
な
く
（
大
鏡
）

併
の
「
あ
れ
」
は
「
今
ハ
オ
チ
ブ
レ
テ
イ
ル
ケ
レ
ド
」
の
意
味
で
「
さ
か
ゆ

く
」
の
反
対
の
意
味
。

ωの
「
あ
ら
め
」
は
「
あ
は
れ
ト
忠
ウ
ダ
ロ
ウ
ガ
」
の

意
味
。
仙
仰
の
「
あ
れ
」
は
「
よ
の
つ
ね
の
東
宮
ノ
ヨ
ウ
デ
ア
ッ
タ
ガ
」
の
意
味

で
、
お
の
お
の
波
傍
線
の
部
分
と
反
対
の
意
味
を
「
あ
り
」
が
表
現
し
て
い

る。
制
わ
が
身
に
あ
や
ま
っ
事
は
な
け
れ
ど
も
、
す
て
ら
れ
た
て
ま
つ
る
だ
に

割
引
に
、
座
敷
を
さ
へ
さ
げ
ら
る
る
こ
と
の
以
判
別
判
。
（
平
家
一
〉

で
は
「
だ
に
あ
る
」
の
形
で
「
心
う
さ
よ
」
の
意
に
追
い
意
味
が
含
め
ら
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
叉

帥
ひ
と
所
だ
に
あ
る
に
、
ま
た
前
駆
う
ち
追
は
せ
て
、
お
な
じ
直
衣
の
人

ま
ゐ
り
給
ひ
て
（
枕
草
子
、
大
系
一
一
一
一
一
一
一
一
真
）

で
は
、
文
面
に
は
出
て
い
な
い
が
、
文
脈
か
ら
「
オ
一
人
イ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
ノ

｝
ア
サ
エ
ハ
ズ
カ
シ
イ
ノ
ニ
」
の
音
山
味
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
文
脈
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
判
断
で
き
る
場
合
は
、
「
あ
り
」

だ
け
を
表
現
し
て
そ
の
内
容
を
二
小
さ
な
い
事
が
あ
る
の
は
、
右
の
五
例
以
外
に

も
な
タ
く
例
を
見
出
し
う
る
。
二
、
一
二
例
文
だ
け
を
一
不
す
と
、

叫

w

一
主
と
の
み
ふ
る
だ
に
あ
る
を
さ
く
ら
花
い
か
に
散
れ
と
か
印
刷
の
吹
く
ら

む
〈
古
今
邸
）

川
町
世
の
中
に
お
ほ
か
る
古
物
語
の
は
し
な
ど
を
見
れ
ば
、
世
に
お
ほ
か
る

そ
ら
ご
と
だ
に
割
引
、
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
ま
で
書
き
（
騎
蛤
上
〉

同
「
人
の
思
ひ
侍
ら
ん
事
の
、
恥
づ
か
し
き
に
な
む
、
え
闘
え
さ
す
ま
じ

き
」
と
う
ら
も
な
く
言
ふ
。
「
な
べ
て
、
人
に
知
ら
せ
ば
こ
そ
あ
ら
め
。

こ
の
小
さ
き
上
人
な
ど
に
つ
た
へ
悶
え
む
。
げ
し
き
も
な
く
も
て
な
し
給

へ
」
（
源
氏
空
蝉
〉

こ
れ
ら
は
す
べ
て
判
断
の
内
容
を
文
脈
に
あ
ず
け
て
「
あ
り
」
と
表
現
し
た
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も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
「
月
や
あ
ら
む
」
の
「
あ
り
」
も
、
す
ぐ
「
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
」

と
続
く
文
脈
か
ら
「
あ
り
」
の
内
容
は
「
昔
の
月
な
ら
む
」
の
意
味
だ
と
理
解

さ
せ
る
表
現
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

付
む
す
び

以
上
み
て
き
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
「
む
す
び
」
と
す
る
と
、

ω
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
：
・
・
」
の
「
や
」
は
、
古
今
集
全
体
か
ら
み
て
、
こ

の
よ
う
な
「
i
ゃ
t連
体
形
」
の
「
や
」
は
疑
問
の
意
味
が
断
然
多
く
、
反

語
の
例
は
非
常
に
乏
し
い
か
ら
疑
問
を
解
ず
べ
き
で
あ
る
。

制
反
語
と
解
す
る
と
「
吾
、
が
身
一
つ
が
も
と
の
身
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
詞
書
き
と
矛
盾
す
る
。

ゆ
「
月
や
あ
ら
ぬ
」
の
「
あ
り
」
は
判
断
の
内
容
を
文
脈
に
あ
ず
け
た
用
法

で
、
「
月
主
日
の
月
な
ら
ぬ
」
の
意
味
で
あ
る
。

と
な
る
。
試
み
に
一
首
を
通
釈
し
て
み
る
と
、

（
去
年
あ
の
人
と
過
ご
し
た
思
い
出
の
所
へ
来
て
み
る
と
、
あ
の
人
が
い
な
く

な
っ
て
、
今
は
も
う
す
っ
か
り
去
年
と
感
じ
を
か
え
、
去
年
を
思
い
出
す
何
物

も
な
く
な
っ
て
い
る
。
あ
あ
今
照
っ
て
い
る
）
月
も
去
年
の
ま
ま
の
月
で
は
な

い
の
で
は
な
い
か
。
（
こ
の
梅
の
花
、
ざ
か
り
の
）
春
さ
え
去
年
の
ま
ま
の
春
で

は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
〈
た
だ
）
私
の
身
一
つ
だ
け
は
去
年
の
ま
ま
の
身
な

の
だ
が
。

と
で
も
な
る
も
の
と
思
う
。

注

天
福
本
系
統
の
本
文
だ
が
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
の
異
文
は
ま
だ
管
見
に

入
っ
て
い
な
し
γ

。

日
本
古
典
文
学
大
系
古
今
和
歌
集

3

こ
れ
ら
の
「
あ
り
」
に
つ
い
て
は

佐
伯
梅
友
氏
「
み
ち
の
く
は
い
づ
く
は
あ
れ
ど
」

拙
稿
「
こ
そ
あ
れ
考
」
（
国
語
学
日
）

西
尾
光
雄
「
『
あ
り
』
と
い
う
一
言
葉
に
つ
い
て
」

国
語
学
論
集
）

な
ど
が
あ
る
。

4

文
献
目
録
に
よ
る
と
本
稿
と
同
じ
テ
l
マ
ー
を
論
じ
た
と
思
わ
れ
る
も

の
に
、
左
の
よ
う
な
論
考
が
あ
る
が
、
と
も
に
未
見
。

「
月
や
あ
ら
ぬ
」
考
谷
鼎
短
歌
研
究
昭
M
・1

「
月
や
あ
ら
ぬ
」
の
歌
に
つ
い
て
山
崎
良
辛
日
本
文
学
研
究

－
n
U
 

2 

（
万
葉
語
研
究
所
収
）

（
橋
本
博
士
還
暦
記
念

昭
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