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大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―
第
五
十
二
号
、
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
三
月

『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
十
）

柏
木

由
夫

�キー
ワ
ー
ド

�時
鳥
、
花
山
院
、
嵐
山
、
法
輪
寺

い
で
た
つ
日
、
あ
る
と
こ
ろ
よ
り

291

は
か
な
さ
の
さ
だ
め
な
き
よ
の
わ
か
れ
ぢ
に
と
ま
ら
ぬ
も
の
は
な
み
だ
な
り

け
り

�校異

�な
し
。

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�旅
に
出
発
す
る
日
、
あ
る
所
か
ら
送
ら
れ
て
き
た

あ
っ
け
な
い
命
が
あ
て
に
な
ら
な
い
こ
の
世
で
の
別
れ
道
で
、
あ
な
た
が
旅
立
つ

こ
と
に
付
い
て
、
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
も
の
は
私
の
涙
だ
っ
た
よ
。

�語釈

�

○
は
か
な
さ
―
八
八
の
語
釈
参
照
。

○
さ
だ
め
な
き
よ
―
八
八
の
語
釈
参
照
。

○
と
ま
ら
ぬ
も
の
は
な
み
だ
な
り
け
り
―
悲
し
み
な
ど
の
感
慨
を
新
た
に
す
る
こ

と
を
表
す
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。「
わ
か
れ
ぢ
」
と
「
と
ま
ら
ぬ
」
は
縁
語
。

別
れ
路
の
涙
に
袖
も
さ
そ
は
れ
て
い
か
な
る
道
に
と
ま
ら
ざ
る
ら
む

（
実
方
集
・
二
一
六
）

あ
た
ら
し
き
年
の
は
じ
め
と
思
へ
ど
も
と
ま
ら
ぬ
も
の
は
涙
な
り
け
り

（
実
頼
集
・
九
九
）

世
を
そ
む
き
わ
け
ゆ
く
野
辺
の
露
け
さ
に
と
ま
ら
ぬ
も
の
は
涙
な
り
け
り

（
行
尊
集
・
一
三
）

�評

�

八
八
に
重
出
。
四
句
「
さ
き
だ
つ
も
の
は
」
。
八
八
と
同
じ
く
、
私
も
道

命
に
つ
い
て
行
き
た
い
が
果
た
せ
な
い
で
涙
の
み
が
思
い
を
示
す
、
と
の
余
韻
が

あ
る
。
八
八
の
評
参
照
。

か
へ
し

292
か
へ
り
こ
む
こ
と
も
ま
れ
な
る
わ
か
れ
ぢ
を
な
に
か
な
み
だ
も
と
ゞ
め
て
よ

き
み

�校異

�な
し
。

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�返
事

『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
十
）
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帰
っ
て
来
る
こ
と
も
な
か
な
か
出
来
な
い
旅
の
別
れ
道
を
、
何
と
か
涙
も
と
も
に

と
ど
め
て
下
さ
い
。
あ
な
た
よ
。

�語釈

�
○
か
へ
り
こ
む
こ
と
も
ま
れ
な
る
わ
か
れ
ぢ
―
八
九
の
語
釈
参
照
。

○
な
に
か
な
み
だ
も
―
八
九
の
語
釈
参
照
。

○
と
ゞ
め
て
よ
き
み
―
八
九
の
語
釈
参
照
。

�評

�

八
九
に
重
出
。
詞
書
「
御
返
」
。
道
命
か
ら
の
、
旅
に
出
な
い
で
済
む
よ

う
に
し
、
涙
も
と
ど
め
て
ほ
し
い
と
い
う
返
事
。
次
の
二
九
三
も
同
時
詠
か
。
八

九
の
評
参
照
。

い
で
た
つ
日
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も
ろ
と
も
に
ゆ
く
人
も
な
き
わ
か
れ
ぢ
は
な
み
だ
ば
か
り
ぞ
と
ま
ら
ざ
り
け

る

�校異

�○
な
き
―
か
な
（
谷
）

�他文
献

�千
載
集
・
離
別
・
四
八
七
詞
書
「
修
行
に
出
で
て
熊
野
に
詣
で
け

る
時
、
人
に
つ
か
は
し
け
る
」

�現代
語
訳

�出
発
す
る
日

伴
っ
て
一
緒
に
行
く
人
も
な
い
旅
の
別
れ
道
で
は
、
涙
だ
け
が
止
ま
ら
ず
伴
う
こ

と
だ
よ
。

�語釈

�

○
な
み
だ
ば
か
り
ぞ
と
ま
ら
ざ
り
け
る
―
知
人
達
は
す
べ
て
旅
に
「
ゆ
く
」
道
命

に
相
反
し
て
「
と
ま
る
」
の
に
、
孤
独
な
旅
立
ち
に
伴
う
の
は
涙
の
み
だ
、
と

の
寂
し
さ
を
訴
え
た
。「
も
ろ
と
も
に
ゆ
く
人
も
な
き
」
悲
し
み
。

こ
れ
や
こ
の
ゆ
く
も
と
ま
る
も
別
れ
て
は
知
る
も
知
ら
ぬ
も

�坂
の
関

（
素
性
集
・
四
七
）

別
れ
路
は
心
も
行
か
ず
唐
衣
着
れ
ば
涙
ぞ
先
に
た
ち
け
る

（
後

�集
・
離
別
羇
旅
・
一
三
二
九
・
読
み
人
知
ら
ず
）

と
ど
ま
ら
ぬ
涙
ば
か
り
ぞ
あ
は
れ
な
る
思
ひ
絶
え
な
ん
人
は
人
に
て

（
赤
染
衛
門
集
・
三
三
八
）

惜
し
み
つ
つ
別
る
る
人
を
見
る
時
は
我
が
涙
さ
へ
と
ま
ら
ざ
り
け
り

（
貫
之
集
・
四
二
九
）

�評

�前
歌
と
同
じ
く
別
れ
の
涙
を
詠
む
が
、
前
歌
ま
で
は
別
れ
で
残
っ
た
人
の

涙
で
、
こ
こ
は
旅
立
つ
道
命
の
涙
も
含
む
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
心
情
を
ほ
と
ん
ど

無
技
巧
で
素
直
に
吐
露
し
た
。

歌
い
と
よ
う
よ
み
て
、
お （
を
）こ
せ
た
る
か
へ
り
ご
と
に
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こ
れ
は
み
つ
え
こ
そ
し
ら
せ
ね
わ
が
恋
は
か
き
つ
く
す
べ
き
か
た
も
な
け
れ

ば

�校異

�な
し
。

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�歌
を
と
て
も
多
く
詠
ん
で
、
送
っ
て
き
た
返
事
に

お
送
り
い
た
だ
い
た
こ
れ
ら
た
く
さ
ん
の
歌
は
見
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
の
気
持

ち
を
あ
な
た
に
知
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
の
恋
は
書
き
尽
く
せ
る
方
法

も
な
い
の
で
。

�語釈

�

○
こ
れ
は
み
つ
―
九
四
の
語
釈
参
照
。

○
え
こ
そ
し
ら
せ
ね
―
九
四
の
語
釈
参
照
。

○
か
き
つ
く
す
―
九
四
の
語
釈
参
照
。

恋
ひ
恋
ひ
て
会
へ
る
時
だ
に
う
る
は
し
き

�愛寸
（
ウ
ツ
ク
シ
キ
）
西
本
願

寺
本
訓

�言
つ
く
し
て
よ
長
く
と
思
は
ば
（
万
葉
集
・
巻
四
・
六
六
四
、
六

六
一
、
古
今
六
帖
・
第
五
・
二
五
八
四
二
三
句
「
あ
く
る
と
き
だ
に
う
つ

く
し
き
」）

○
か
た
も
な
け
れ
ば
―
九
四
の
語
釈
参
照
。

�評

�九
四
に
重
出
。
詞
書
「
人
の
、
歌
お
ほ
う
よ
み
て
を
こ
せ
た
り
し
、
返
」。

―2― （2）



二
句
「
え
こ
そ
し
ら
れ
ね
」、
五
句
「
か
た
し
な
け
れ
ば
」。
九
四
の
評
参
照
。

あ
る
と
こ
ろ
に
、
月
を

295

ふ
ゆ
の
よ
の
氷
の
ひ
ま
の
あ
ら
ま
せ
ば
ふ
り
さ
け
月
を
な
が
め
ま
し
や
は

�校異

�な
し
。

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�あ
る
所
で
、
月
を
詠
ん
だ

冬
の
夜
の
寒
さ
で
凍
る
氷
に
隙
間
が
も
し
あ
っ
た
な
ら
ば
、
空
を
振
り
仰
い
で
月

を
眺
め
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
眺
め
な
い
だ
ろ
う
。
氷
が
凛
々
と
敷
き
詰
め
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
か
ら
こ
そ
、
空
か
ら
冷
た
く
光
を
放
つ
月
を
見
る
こ
と
だ
よ
。

�語釈

�

○
ふ
ゆ
の
よ
の
～
月
―
次
に
掲
げ
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
詩
句
か
ら
、
張
り
詰
め

た
氷
に
例
え
る
冬
の
月
の
和
歌
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

冬
の
夜
の
池
の
氷
の
さ
や
け
き
は
月
の
光
の
磨
く
な
り
け
り

（
拾
遺
集
・
冬
・
二
四
〇
・
元
輔
）

天
の
原
空
さ
へ
冴
へ
や
渡
る
ら
む
氷
と
見
ゆ
る
冬
の
夜
の
月

（
同
・
同
・
二
四
二
・
恵
慶
）

秦
甸
之
一
千
余
里
凛
凛
氷
舖
漢
家
之
三
十
六
宮
澄
澄
粉
飾

（
和
漢
朗
詠
集
・
十
五
夜
付
月・
二
四
〇
）

○
氷
の
ひ
ま
―
氷
の
隙
間
。
こ
こ
で
は
、
凍
て
つ
く
よ
う
な
寒
さ
の
中
で
、
鏡
の

よ
う
に
氷
が
隙
間
な
く
一
面
に
張
り
詰
め
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
想
像
し

つ
つ
、
そ
の
隙
間
が
あ
る
状
態
を
仮
想
し
て
述
べ
た
。

久
方
の
空
か
き
曇
り
時
雨
つ
つ
氷
の
ひ
ま
も
見
え
ぬ
今
朝
か
な

（
好
忠
集
・
三
二
八

�毎月
集
十
一
月
中

�）

○
ふ
り
さ
け
―
振
り
仰
い
で
。

天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も

（
古
今
集
・
羇
旅
・
四
〇
六
・
安
倍
仲
麿
）

�評

�『
和
漢
朗
詠
集
』
の
句
や
『
拾
遺
集
』
歌
を
本
と
し
、
冬
の
月
の
氷
の
よ

う
な
冷
た
く
鋭
い
美
を
詠
ん
だ
。

世
の
は
か
な
う
き
こ
ゆ
る
こ
ろ
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あ
だ
な
り
と
な
げ
か
れ
な
が
ら
山
ざ
く
ら
よ
の
は
か
な
さ
を
い
か
に
き
く
ら

ん

�校異

�○
は
か
な
う
―
は
か
な
る
（
谷
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�世
間
の
人
の
命
が
、
短
く
心
細
い
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
ろ

当
て
に
な
ら
ず
は
か
な
い
物
と
嘆
か
れ
て
い
て
も
、
山
桜
は
今
の
世
の
中
の
は
か

な
さ
を
ど
の
よ
う
に
聞
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

�語釈

�

○
世
の
は
か
な
う
き
こ
ゆ
る
こ
ろ
―
「
世
」
は
一
〇
四
の
「
よ
の
中
」
に
同
じ
く
、

人
の
命
に
つ
い
て
見
る
世
の
中
と
解
す
。
一
〇
四
の
語
釈
参
照
。

○
あ
だ
な
り
と
～
山
ざ
く
ら
―
一
〇
四
の
語
釈
参
照
。
桜
の
散
り
や
す
さ
も
、
そ

れ
が
嘆
か
れ
る
の
も
一
般
的
。

�評

�一
〇
四
に
重
出
。
詞
書
「
よ
の
中
の
、
い
と
は
か
な
ふ う

き
こ
ゆ
る
こ
ろ
」。

二
句
「
な
げ
か
れ
な
く
に
」。
一
〇
四
の
評
参
照
。

297
山
た
か
み
み （
ゝ
）ね
の
も
み
ぢ
の
色
を
み
て
そ
ら
を
あ
ふ
が
ぬ
人
は
あ
ら
じ
な

�校異
�○

あ
ら
し
な
―
し
ら
し
な
（
谷
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�

山
が
高
い
の
で
、
峰
の
紅
葉
の
鮮
や
か
な
色
を
見
て
空
を
仰
ぎ
見
な
い
人
は
な
い

だ
ろ
う
よ
。

『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
十
）

―3―（3）



�語釈

�

○
み
ね
の
も
み
ぢ
―
『
古
今
集
』
以
来
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
語
。

筑
波
嶺
の
峰
の
紅
葉
葉
お
ち
つ
も
り
知
る
も
知
ら
ぬ
も
な
べ
て
悲
し
も

（
古
今
集
・
東
歌
・
一
〇
九
六
）

小
倉
山
峰
の
紅
葉
葉
こ
こ
ろ
あ
ら
ば
今
一
度
の
行
幸
待
た
な
ん

（
拾
遺
集
・
雑
秋
・
一
一
二
八
・
忠
平
）

○
そ
ら
を
あ
ふ
が
ぬ
―
和
歌
の
中
で
「
空
を
仰
ぐ
」
と
の
表
現
は

�少
。

成
尋
法
師
も
ろ
こ
し
に
渡
り
侍
り
て
の
ち
、
か
の
母
の
も
と
へ
い
ひ
つ

か
は
し
け
る

い
か
ば
か
り
空
を
仰
ぎ
て
嘆
く
ら
ん
い
く
雲
井
と
も
知
ら
ぬ
別
れ
を

（
後
拾
遺
集
・
別
・
四
九
九
・
読
み
人
知
ら
ず
）

�評

�「
山
」
と
「
峰
」
を
一
首
内
で
間
近
に
配
す
点
と
と
も
に
、
山
の
紅
葉
の

鮮
や
か
さ
の
た
め
に
空
を
仰
ぐ
と
い
う
一
首
全
体
の
趣
向
ま
で
、
お
お
ら
か
で
こ

だ
わ
り
の
な
い
自
由
な
詠
み
ぶ
り
。
内
容
か
ら
前
歌
と
一
連
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

詞
書
は
脱
落
し
た
か
。

あ
る
人
、
け
さ
う
す
る
女
の
、
松
ふ
く
か
ぜ
の
と
、
ひ
と
し
て
い
は
せ

た
る
を
と
て
こ
ふ
に
、
ふ
た
つ
が
中
に
こ
ゝ
ろ
に
つ
か
む
を
と
て
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し
ら
れ
じ
と
お
も
ひ
は
な
た
ば
お （
を
）と
に
だ
に
き
け
ど
も
人
の
い
は
ず
ぞ
あ
ら

ま
し

�校異

�○
あ
る
人
―
あ
る
人
の
（
谷
）、
○
お
も
ひ
―
お
も
ふ
（
谷
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�あ
る
人
が
、
恋
す
る
女
が
「
松
吹
く
風
の
」
と
人
づ
て
に
言
わ
せ

て
き
た
の
だ
が
と
言
っ
て
、
返
事
を
欲
し
が
る
の
で
、
二
首
の
中
で

気
に
入
っ
た
の
を
返
事
に
し
よ
う
と
し
て

私
と
の
仲
を
知
ら
れ
た
く
な
い
と
、
あ
な
た
が
決
断
す
る
の
な
ら
ば
、
私
に
つ
い

て

�だ
け
聞
い
て
も
、
あ
な
た
は
何
も
言
わ
な
い
で
し
ょ
う
に
。
私
と
の
仲
を
人

に
知
ら
れ
た
い
の
で
す
ね
。

�語釈

�

○
松
ふ
く
か
ぜ
の
―
「
あ
る
人
」
の
恋
人
が
、
人
に
使
い
を
さ
せ
て
「
あ
る
人
」

に
言
わ
せ
た
、
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
内
容
は
次
の
『
千
穎
集
』
の
歌
な
ど
か

ら
す
る
と
、
三
句
の
「
音
に
だ
に
聞
け
」
を
導
く
も
の
だ
ろ
う
。

ま
だ
峰
に
松
吹
く
風
の
音
羽
山
音
に
の
み
や
は
聞
き
渡
る
べ
き

（
千
穎
集
・
一
〇
〇
）

山
里
の
初
秋
と
い
ふ
心
を

い
づ
こ
に
も
秋
は
来
ぬ
れ
ど
山
里
の
松
吹
く
風
は
こ
と
に
ぞ
あ
り
け
る

（
公
任
集
・
八
一
）

○
こ
ふ
―
「
あ
る
人
」
が
道
命
に
恋
人
へ
の
返
事
の
代
作
を
頼
ん
で
来
た
。

○
ふ
た
つ
が
中
に
こ
ゝ
ろ
に
つ
か
む
を
と
て
―
次
の
二
首
（
二
九
八
・
二
九
九
）

の
う
ち
「
あ
る
人
」
が
気
に
入
っ
た
方
を
返
事
に
せ
よ
、
と
い
う
つ
も
り
で
詠

ん
だ
も
の
、
と
の
こ
と
。

○
し
ら
れ
じ
と
―
以
下
、
「
あ
る
人
」
の
気
持
ち
で
の
代
作
。
あ
な
た
（
あ
る
人

の
恋
人
）
が
自
分
の
こ
と
を
知
ら
れ
ま
い
と
、
の
意
か
。

○
お
も
ひ
は
な
た
ば
―
「
思
ひ
放
つ
」
は
「
物
事
に
対
す
る
思
い
を
き
っ
ぱ
り
捨

て
る
。
思
い
切
っ
て
手
放
す
。
構
わ
な
い
で
捨
て
て
お
く
」
（
日
本
国
語
大
辞

典
）。
あ
な
た
が
私
（
あ
る
人
）
を
袖
に
す
る
な
ら
、
と
の
こ
と
か
。

さ
さ
が
に
の
い
と
す
ぢ
な
ら
ば
あ
ら
ぬ
身
の
を雲
の
他
所
に
は
思
ひ
放
ち
そ

（
重
之
集
・
一
八
六
）

○
お
と
に
だ
に
き
け
ど
も
人
の
い
は
ず
ぞ
あ
ら
ま
し
―
あ
な
た
（
恋
人
）
が
私
（
あ

る
人
）の
こ
と
を

�に
す
ら
聞
い
て
も
、
あ
な
た
は
何
も
言
っ
て
来
な
い
で
し
ょ

う
に
。
人
を
介
し
て
で
も
言
っ
て
来
た
か
ら
に
は
、
あ
な
た
は
知
ら
れ
た
く
な

い
と
は
思
っ
て
な
い
の
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
深
く
付
き
合
い
た
い
の
で
し
ょ
う
。

�評

�「
松
吹
く
風
の
」
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
人
に
、
自
分
と
の
仲
に
つ

い
て
の

�を
聞
い
て
ま
す
と
、
女
が
人
づ
て
で
言
っ
て
来
た
と
解
し
た
。
和
歌
は
、

女
も
あ
る
人
へ
の
関
心
が
あ
る
は
ず
と
、
女
の
恋
心
を
言
い
現
し
た
。

―4― （4）
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よ
し
さ
ら
ば
ま
つ
ふ
く
か
ぜ
の
お （
を
）と
を
だ
に
ひ
と
づ
て
な
ら
で
き
く
よ
し
も

が
な

�校異
�な

し
。

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�

そ
う
で
す
か
。
そ
れ
な
ら
、
そ
の
松
を
吹
く
風
が
立
て
る
音
の
よ
う
に
、
あ
な
た

の
声
だ
け
で
も
人
づ
て
で
な
く
聞
き
た
い
も
の
で
す
。

�語釈

�

○
よ
し
さ
ら
ば
―
こ
こ
で
は
、
女
の
「
松
吹
く
風
」
の
言
葉
を
受
け
入
れ
て
、
以

下
を
述
べ
る
。

頼
め
た
る
夜
見
え
ざ
り
け
る
男
の
後
に
ま
う
で
来
た
り
け
る
に
、
出
で

会
は
ざ
り
け
れ
ば
言
ひ
侘
び
て
、
つ
ら
き
こ
と
を
知
ら
せ
つ
る
な
ど
言

は
せ
た
り
け
れ
ば
詠
め
る

よ
し
さ
ら
ば
辛
さ
は
我
に
習
ひ
け
り
頼
め
て
来
ぬ
は
誰
か
教
へ
し

（
詞
花
集
・
雑
上
・
三
一
六
・
清
少
納
言
）

○
お
と
を
だ
に
ひ
と
づ
て
な
ら
で
き
く
よ
し
も
が
な
―
女
の
声
を
直
接
聞
き
た
い
、

の
意
を
表
す
。

今
は
た
だ
思
ひ
絶
え
な
ん
と
ば
か
り
を
人
づ
て
な
ら
で
言
ふ
よ
し
も
が
な

（
後
拾
遺
集
・
恋
三
・
七
五
〇
・
道
雅
）

よ
そ
な
が
ら
あ
は
れ
と
言
は
む
こ
と
よ
り
も
人
づ
て
な
ら
で
厭
へ
と
ぞ
思
ふ

（
詞
花
集
・
恋
上
・
一
九
六
・
成
通
）

�評

�女
の
方
か
ら
、
あ
る
人
の
こ
と
を
聞
い
た
と
言
っ
て
来
た
の
を
受
け
入
れ

て
、
逆
に
こ
ち
ら
（
あ
る
人
）
こ
そ
あ
な
た
（
女
）
の
声
を
直
に
聞
き
た
い
と
返

し
た
と
解
し
た
。

年
内
に
節
分
す
る
と
し
、
か
た
た （
ゝ
）が
へ
に
ま
か
り
て
、
あ
り
あ
け
の
月

を
み
て

300

あ
ら
た
ま
の
と
し
は
す
ぐ
れ
ど
あ
り
あ
け
の
月
の
か
は
ら
ぬ
こ
と
ぞ
あ
や
し

き

�校異

�な
し
。

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�年
内
に
節
分
を
す
る
年
、
方
違
え
に
出
掛
け
て
、
有
明
の
月
を
見

て

新
年
に
は
過
ぎ
る
け
れ
ど
、
方
違
え
を
し
て
も
有
明
の
月
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
、

と
て
も
不
思
議
だ
よ
。

�語釈

�

○
年
内
に
節
分
す
る
と
し
―
一
一
四
の
語
釈
参
照
。

○
か
た
た
が
へ
―
一
一
四
の
語
釈
参
照
。

○
あ
ら
た
ま
の
と
し
は
す
ぐ
れ
ど
―
節
分
の
後
、
旧
年
は
終
え
て
新
年
に
な
る
は

ず
だ
が
の
意
。
一
一
四
の
語
釈
参
照
。

○
月
の
か
は
ら
ぬ
―
一
一
四
の
語
釈
に
示
し
た
が
、
①
詞
書
に
従
い
、
方
違
え
で

場
所
は
移
動
し
た
が
月
は
変
わ
ら
な
い
、
②
新
し
い
年
に
な
る
が
、
空
の
月
は

旧
年
と
変
わ
ら
な
い
、
の
二
通
り
考
え
ら
れ
る
。

�評

�一
一
四
に
重
出
。
詞
書
「
歳
内
に
、
節
分
あ
る
と
し
、
か
た
ヽ
か
へ
に
、

も
の
へ
ま
か
り
て
、
月
を
み
て
」。
二
句
「
と
し
は
し
ら
ね

す
く
れ

と
」、
四
・
五
句
「
月

は
か
は
ら
ぬ
も
の
に
そ
有
け
る
」
。
四
句
は
、
①
②
の
両
意
が
あ
り
得
る
が
、
上

句
と
の
対
応
か
ら
見
れ
ば
②
の
意
で
理
解
す
べ
き
か
。

長
恨
歌
の
う
た
、
人
の
よ
み
は
べ
る
に
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あ
り
と
だ
に
い
か
で
き
ゝ
け
ん
ま
ど
の
中
に
人
に
し
ら
れ
で
と
し
へ
た
る
身

は

�校異

�な
し
。

�他文
献

�な
し
。

『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
十
）

―5―（5）



�現代
語
訳

�長
恨
歌
の
和
歌
を
人
が
詠
み
ま
し
た
の
で

い
る
こ
と
を
す
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
聞
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
深
窓
の
内
で
人
に

知
ら
れ
な
い
で
年
を
過
ご
し
て
い
る
楊
貴
妃
の
こ
と
は
。

�語釈
�

○
長
恨
歌
の
う
た
―
一
四
九
参
照
。『
長
恨
歌
』
を
本
と
す
る
和
歌
に
つ
い
て
は
、

山
崎
誠
「
平
安
朝
の
和
歌
・
物
語
と
長
恨
歌

伊
勢
集
・
高
遠
集
・
道
済
集
・

道
命
阿
闍
梨
集
及
び
宇
津
保
・
源
氏
物
語
を
め
ぐ
っ
て

」
（
『
中
世
文
芸
』

四
九
昭
和
四
六
年
三
月
）
を
参
照
。
こ
の
一
首
は
詩
中
の
句
「
養
在
深
閨
人

未
識
」
に
拠
る
。

○
あ
り
と
だ
に
い
か
で
き
ゝ
け
む
―
楊
貴
妃
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

の
不
審
を
言
う
。

あ
り
と
だ
に
聞
く
べ
き
も
の
を
会
坂
の
関
の
あ
な
た
ぞ
遥
け
か
り
け
る

（
後

�集
・
恋
五
・
九
八
一
・
読
み
人
知
ら
ず
）

○
ま
ど
の
中
に
人
に
し
ら
れ
で
と
し
へ
た
る
身
は
―
親
族
や
周
囲
に
大
切
に
守
ら

れ
て
生
活
し
成
長
し
た
こ
と
を
表
す
。「
身
」
が
楊
貴
妃
を
指
す
。

親
な
ど
立
ち
添
ひ
も
て
あ
が
め
て
、
生
ひ
先
こ
も
れ
る
窓
の
内
な
る
ほ
ど
は
、

た
だ
片
か
ど
を
聞
き
伝
へ
て
心
を
動
か
す
こ
と
も
あ
り
。（
源
氏
物
語
帚
木
）

我
が
恋
は
深
き
み
山
の
松
な
れ
や
人
に
知
ら
れ
で
年
の
経
つ
れ
ば

（
顕
季
集
・
五
二
）

�評

�

谷
山
本
歌
欠
。
『
長
恨
歌
』
の
内
容
を
和
歌
で
表
す
と
い
う
歌
会
が
歌
人

た
ち
に
よ
っ
て
催
さ
れ
、
そ
れ
に
道
命
が
参
加
し
た
折
の
詠
か
。

302

お
も
ひ
き
や
み
や
こ
の
く
も
の
う
へ
な
ら
で
こ
ゝ
ろ
そ
ら
な
る
月
を
み
む
と

は

�校異

�○
み
む
と
は
―
み
□
と
は
（
谷
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�

思
っ
た
こ
と
か
、
都
の
宮
中
で
は
な
い
所
で
、
虚
ろ
な
思
い
で
月
を
見
る
こ
と
に

な
る
と
は
。

�語釈

�

○
お
も
ひ
き
や
―
歌
末
を
「
と
は
」
で
結
ぶ
定
形
。

思
ひ
き
や
鄙
の
別
れ
に
衰
え
て
あ
ま
の
縄
た
き
い
さ
り
せ
む
と
は

（
古
今
集
・
雑
下
・
九
六
一
・
篁
）

思
ひ
き
や
別
れ
し
秋
に
め
ぐ
り
あ
ひ
て
ま
た
も
こ
の
世
の
月
を
見
む
と
は

（
新
古
今
集
・
雑
下
・
一
五
三
一
・
俊
成
）

○
み
や
こ
の
く
も
の
う
へ
な
ら
で
―
「
雲
の
上
」
は
月
の
あ
る
空
と
同
時
に
宮
中

を
指
す
。「
殿
上
を
ば
、
く
も
の
う
へ
と
い
ふ
」（
能
因
歌
枕
）。「
都
の
雲
の
上

な
ら
で
」
で
旅
中
を
表
し
、『
長
恨
歌
』
当
該
詩
句
中
の
「
行
宮
」
を
言
う
。

こ
こ
に
だ
に
光
さ
や
け
き
秋
の
月
雲
の
上
こ
そ
思
ひ
や
ら
る
れ

（
拾
遺
集
・
秋
・
一
七
五
・
経
臣
）

常
よ
り
も
さ
や
け
き
秋
の
月
を
見
て
あ
は
れ
恋
し
き
雲
の
上
か
な

（
後
拾
遺
集
・
雑
一
・
八
五
四
・
師
光
）

○
こ
ゝ
ろ
そ
ら
な
る
―
心
が
虚
ろ
に
な
っ
て
い
る
状
態
。
長
恨
歌
中
の
「
傷
心
」

を
表
す
。「
空
」
は
「
雲
」「
月
」
と
縁
語
。

春
霞
立
つ
暁
を
見
る
か
ら
に
心
ぞ
空
に
な
り
ぬ
べ
ら
な
る

（
拾
遺
集
・
別
・
三
〇
一
・
読
み
人
知
ら
ず
）

月
に
向
ひ
て
秋
を
惜
し
む
と
い
ふ
題
、
九
月
十
三
日
の
夜

常
よ
り
も
心
空
な
る
月
見
ず
は
か
く
ま
で
秋
を
惜
し
ま
ま
し
や
は

（
為
仲
集
・
一
五
）

�評
�谷

山
本
は
三
〇
一
の
詞
書
に
続
く
。『
長
恨
歌
』
の
「
行
宮
見
月
傷
心
色
」

に
拠
り
、
玄
宗
皇
帝
の
心
を
詠
む
。
三
〇
一
と
同
じ
歌
会
で
の
詠
か
。
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み
に
だ
に
も
み
じ
と
お
も
ひ
し
所
し
も
な
み
だ
む
せ
び
て
ゆ
き
も
や
ら
れ
ず

�校異

�な
し
。

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�
一
切
目
を
向
け
る
こ
と
も
す
る
ま
い
と
思
っ
た
所
に
限
っ
て
、
涙
に
む
せ
ん
で
先

へ
と
進
む
こ
と
も
で
き
な
い
。

�語釈

�

○
み
に
だ
に
も
み
じ
と
お
も
ひ
し
所
し
も
―
底
本
・
書
陵
部
二
本
は
「
み
」
を

「
身
」
で
示
す
が
、
「
見
」
の
仮
名
と
解
す
。
「
所
」
は
楊
貴
妃
が
死
ん
だ
馬
嵬

の
地
。『
長
恨
歌
』
の
「
馬
嵬
坡
下
泥
土
中
不
見
玉
顔
空
死
處
」
に
拠
る
。

津
の
国
よ
り
人
の
言
ひ
お
こ
せ
た
る

忘
れ
草
摘
む
人
あ
り
と
聞
き
し
か
ば
見
に
だ
に
も
見
ず
住
吉
の
岸

（
和
泉
式
部
集
・
二
四
二
）

○
な
み
だ
む
せ
び
て
―
「
む
せ
ぶ
」
は
八
代
集
中
で
は
『
新
古
今
集
』
に
初
出
。

「
咽
ム
セ
ブ
」
（
類
聚
名
義
抄
）
、
「
嗚
咽
な
り
。
と
ど
こ
ほ
り
ゆ
か
ぬ
な
り
」

（
和
歌
初
学
抄
）
。
「
①
煙
や
異
物
で
喉
が
息
苦
し
く
な
る
。
飲
食
物
な
ど
で
息

が
詰
ま
っ
た
り
咳
き
こ
ん
だ
り
す
る
。
む
せ
る
。
②
こ
み
あ
げ
る
感
情
で
声
が

つ
ま
る
。
声
を
つ
ま
ら
せ
な
が
ら
激
し
く
泣
く
。
む
せ
び
泣
く
。
③
む
せ
び
泣

く
よ
う
な
声
や
音
を
立
て
る
。
④
遣
水
の
流
れ
な
ど
が
つ
か
え
る
・
流
れ
が
滞

り
つ
つ
水
音
を
た
て
る
。」（
日
本
国
語
大
辞
典
）

咽
霧
山
鴬
啼
尚
少
（
和
漢
朗
詠
集
・
鴬
・
元

�）

巌
泉
咽
嶺
猿
吟
（
同
・
行
旅
・
為
雅
）

防
人
が
情
と
為
り
思
ひ
を
陳
べ
て
作
る
歌
一
首
併
せ
て
短
歌

大
君
の
命
畏
み
妻
別
れ
悲
し
く
は
あ
れ
ど
（
中
略
）
ま
幸
く
て
早

帰
り
来
と
真
袖
も
ち
涙
を
拭
ひ
む
せ
ひ
つ
つ
言
ど
ひ
す
れ
ば
…

（
万
葉
集
・
巻
二
〇
・
四
四
二
二
）

石
間
よ
り
出
づ
る
泉
ぞ
む
せ
ぶ
な
る
昔
を
恋
ふ
る
恋
に
や
あ
る
ら
ん

（
兼
盛
集
・
一
七
、
恵
慶
集
・
一
八
一
第
四
句
「
昔
を
し
の
ぶ
」）

人
知
れ
ぬ
涙
に
む
せ
ぶ
夕
暮
れ
は
引
き
か
づ
き
て
ぞ
打
ち
伏
さ
れ
け
る

（
山
家
集
・
一
三
三
一
）

○
ゆ
き
も
や
ら
れ
ず
―
悲
し
み
の
辛
さ
の
た
め
に
、
歩
み
を
進
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
。『
長
恨
歌
』
中
の
「
到
此
躊
躇
不
能
去
」
に
拠
る
。

秋
花
見
に
ま
か
り
て

行
く
と
来
と
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
秋
の
野
は
ゆ
き
も
や
ら
れ
ず
と
ま
る
と
も
な

し
（
伊
勢
集
・
二
四
二
）

�

評

�前
歌
に
同
じ
く
『
長
恨
歌
』
を
詠
む
歌
会
で
の
詠
。
楊
貴
妃
の
死
地
に
あ
っ

て
、
上
句
で
目
を
背
け
て
一
刻
も
早
く
去
り
た
い
と
の
意
思
を
示
し
、
下
句
で
歩

を
進
め
ら
れ
な
い
玄
宗
皇
帝
の
悲
し
み
を
詠
む
。
上
下
の
対
比
的
な
構
成
が
悲
し

み
の
深
さ
を
効
果
的
に
表
す
。

歌
よ
み
し
に
、
山
ざ
と
に
て
か
は
ら
け
と
り
て

304

い
け
み
づ
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
山
ざ
と
に
ひ
と
り
や
人
の
す
む
べ
か
り
け
る

�校異

�○
山
さ
と
―
や
ま
と
（
谷
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�歌
を
詠
ん
だ
時
に
、
山
里
で
杯
を
取
っ
て

清
ら
か
な
池
の
水
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
山
里
に
誰
で
も
一
人
で
人
が
住
ん

で
心
澄
ま
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
い
や
な
い
だ
ろ
う
。

�語釈

�

○
い
け
み
づ
―
一
三
三
の
語
釈
参
照
。

○
山
ざ
と
―
一
三
三
の
語
釈
参
照
。

○
ひ
と
り
や
人
の
す
む
べ
か
り
け
る
―
一
三
三
の
語
釈
参
照
。

�評

�一
三
三
に
重
出
。
詞
書
「
ひ
ろ
さ
は
と
い
ふ
所
に
ま
か
り
た
り
、
人

�
�

あ
り
て
、
い
け
み
づ
の
き
よ
く
も
あ
る
か
な
と
い
ひ
て
、
歌
よ
み
し
に
、
か
は
ら

け
と
り
て
」。

広
沢
の
池
は
観
月
の
勝
地
だ
っ
た
。
一
三
三
の
語
釈
・
評
参
照
。

『
道
命
阿
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人
の
も
と
に
や
る

305
秋
風
の
う
ら
ふ
く
ご
と
に
を （
お
）ぎ
の
は
の
う
ご
き
あ
ゆ
ま
に
き
み
ぞ
こ
ひ
し
き

�校異
�○

う
ら
ふ
く
―
う
ち
ふ
く
（
谷
）、
○
あ
ゆ
ま
―
あ
ゆ
き
（
谷
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�人
の
所
に
送
る

あ
な
た
が
私
に
飽
き
た
と
思
わ
せ
る
秋
風
が
葉
裏
を
吹
く
た
び
に
、
荻
の
葉
が
揺

れ
て
落
ち
散
る
時
に
、
あ
な
た
が
恋
し
く
て
な
ら
な
い
。

�語釈

�

○
秋
風
の
う
ら
ふ
く
―
一
三
四
の
語
釈
参
照
。
「
う
ら
ふ
く
」
は

�の
葉
を
風

が
吹
い
て
裏
返
す
こ
と
が
通
例
。
こ
こ
で
は
返
歌
の
「
う
ら
み
」
を
導
く
か
。

秋
風
の
う
ら
ふ
き
か
へ
す

�の
葉
の
裏
見
て
も
な
ほ
う
ら
め
し
き
か
な

（
平
中
物
語
・
第
十
八
段
・
七
七
）

旅
衣
う
ら
ふ
き
か
へ
り
秋
風
に
ひ
と
り
寝
覚
め
て
恋
し
か
り
し
を

（
紀
伊
集
・
七
七
）

○
を
ぎ
の
は
―
一
三
四
の
語
釈
参
照
。

○
う
ご
き
あ
ゆ
ま
―
一
三
四
の
「
う
ご
き
あ
ゆ
だ
に
」
の
語
釈
参
照
。
「
あ
ゆ
ま

に
」
は
、
落
ち
る
間
に
、
の
意
か
。

○
き
み
ぞ
こ
ひ
し
き
―
一
三
四
の
語
釈
参
照
。

�評

�

一
三
四
に
重
出
。
二
句
「
う
ち
ふ
く
こ
と
に
」
、
四
句
「
う
こ
き
あ
ゆ
た

に
」。
一
三
四
の
評
参
照
。

か
へ
し

306

あ
き
か
ぜ
は
ふ
き
す
ぎ
て
の
み
ゆ
く
お （
を
）と
を
を （
お
）ぎ
の
し
た
ば
は （
ゝ
）う
ら
み
こ
そ

す
れ

�校異

�な
し
。

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�返
事

私
に
飽
き
た
と
い
う
秋
風
は
、
吹
い
て
過
ぎ
て
だ
け
ゆ
く
音
で
あ
る
こ
と
を
、
荻

の
下
葉
が
裏
を
見
せ
る
よ
う
に
、
私
は
恨
む
ば
か
り
で
す
。

�語釈

�

○
あ
き
か
ぜ
は
ふ
き
す
ぎ
て
の
み
ゆ
く
―
一
三
五
の
語
釈
参
照
。

○
お
と
―
一
三
五
の
語
釈
参
照
。

○
を
ぎ
の
し
た
ば
―
一
三
五
の
語
釈
参
照
。

○
う
ら
み
こ
そ
す
れ
―
一
三
五
の
語
釈
参
照
。

�評

�一
三
五
に
重
出
。
一
三
五
の
評
参
照
。

又
か
へ
し

307

ふ
き
か
へ
す
風
な
か
り
せ
ば
を （
お
）ぎ
の
は
の
う
ら
み
つ
と
だ
に
い
は
ず
ぞ
あ
ら

ま
し

�校異

�○
あ
ら
ま
し
―
有
け
る
（
谷
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�再
度
、
返
事
を
し
て

吹
き
戻
す
風
が
な
か
っ
た
ら
荻
の
葉
の
裏
を
見
る
こ
と
も
な
い
よ
う
に
、
私
か
ら

の
言
い
か
け
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
恨
ん
だ
と
さ
え
言
わ
な
い
だ
ろ
う

に
。�語釈

�

○
ふ
き
か
へ
す
風
―
一
三
六
の
語
釈
参
照
。

○
を
ぎ
の
は
―
一
三
六
の
語
釈
参
照
。

○
う
ら
み
つ
と
だ
に
い
は
ず
ぞ
あ
ら
ま
し
―
一
三
六
の
語
釈
参
照
。

�評

�

一
三
六
（
冷
泉
家
本
欠
）
に
重
出
。
詞
書
「
た
ち
か
へ
り
」
。
谷
山
本
第

五
句
「
い
は
す
そ
有
け
る
」。
一
三
六
の
評
釈
参
照
。

―8― （8）



人

�
�あ

つ
ま
り
て
さ
け
な
ど
の
ま
す
る
に
、
も
の
へ
ゆ
く
ひ
と
に

308
か
く
ば
か
り
あ
は
れ
さ
や
け
き
月
を
み
て
い
か
な
る
よ
に
か
み
る
べ
か
る
ら

ん
�校異

�○
―
な
し
。

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�人
々
が
集
ま
っ
て
酒
な
ど
を
飲
ま
せ
る
時
に
、
あ
る
と
こ
ろ
に
行

く
人
に

こ
れ
ほ
ど
し
み
じ
み
と
美
し
く
は
っ
き
り
と
見
え
る
月
を
見
て
、
あ
な
た
は
、
後

の
ど
の
よ
う
な
時
に
（
同
じ
よ
う
な
月
を
）
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

�語釈

�

○
人

�
�～

も
の
へ
ゆ
く
ひ
と
に
―
三
〇
八
と
三
〇
九
が
一
連
だ
が
、
三
〇
九
の

重
出
歌
が
一
三
九
で
、
そ
の
詞
書
が
「
人

�
�あ

つ
ま
り
て
、
も
の
へ
ゆ
く
に
、

餞
す
と
て
」
で
、
三
〇
八
の
詞
書
に
相
当
す
る
が
若
干
意
が
通
ら
な
い
。
一
三

九
の
語
釈
参
照
。
別
れ
に
際
し
て
酒
宴
を
催
し
和
歌
が
詠
ま
れ
た
。
他
に
、

『
古
今
集
』・
三
九
七
、『
同
』・
九
九
三
、『
後
拾
遺
集
』・
四
七
九
な
ど
参
照
。

三
月
ば
か
り
、
越
の
国
へ
ま
か
り
け
る
人
に
酒
た
う
び
け
る
つ
い
で
に

恋
し
く
は
事
づ
て
も
せ
む
帰
る
さ
の
か
り
が
ね
は
ま
づ
我
が
宿
に
鳴
け

（
後

�集
・
離
別
羇
旅
・
一
三
一
八
・
読
み
人
知
ら
ず
）

○
さ
や
け
き
月
を
み
て
―
澄
ん
で
美
し
い
月
を
見
て
。
「
み
て
」
の
主
語
は
「
も

の
へ
ゆ
く
ひ
と
」
と
解
し
て
現
代
語
訳
を
し
た
。

常
よ
り
も
さ
や
け
き
秋
の
月
を
見
て
あ
は
れ
恋
し
き
雲
の
上
か
な

（
後
拾
遺
集
・
雑
一
・
八
五
四
・
師
光
）

○
い
か
な
る
よ
に
か
み
る
べ
か
る
ら
ん
―
今
夜
ほ
ど
の
美
し
い
月
が
、
以
後
に
見

ら
れ
る
の
か
、
去
っ
て
行
く
人
の
将
来
を
危
ぶ
む
気
持
ち
と
解
し
た
。
誰
が
何

を
見
る
か
は
っ
き
り
せ
ず
、
表
現
に
難
あ
り
。

夢
や
夢
現
や
夢
と
わ
か
ぬ
か
な
い
か
な
る
夜
に
か
覚
め
ん
と
す
ら
ん

（
新
古
今
集
・
釈
教
・
一
九
七
二
・
赤
染
衛
門
）

夢
ば
か
り
ま
ど
ろ
ま
で
の
み
過
ぐ
す
に
は
い
か
な
る
夜
に
か
又
は

�ふ
べ
き

（
公
任
集
・
三
二
一
）

�評

�親
し
い
者
達
、
あ
る
い
は
同
好
の
士
が
美
し
い
月
の
下
で
酒
宴
を
催
し
、

今
後
同
じ
思
い
を
す
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
と
、
作
者
に
と
っ
て
も
去
っ
て
行
く

者
に
と
っ
て
も
同
じ
格
別
な
楽
し
み
だ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
別
れ
を
惜
し
ん
だ
。

又

309

お
も
ひ
い
で
し
な
き
ふ
る
さ
と
の
思
出
に
け
ふ
を
や
人
の
い
は
ん
と
す
ら
ん

�校異

�○
又
―
欠
（
谷
）、
○
お
も
ひ
い
て
し
―
お
も
ひ
て
も
（
谷
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�又

思
い
出
が
格
別
な
い
故
郷
の
思
い
出
と
し
て
、
今
日
の
賑
わ
い
を
人
は
言
お
う
と

す
る
の
だ
ろ
う
か
。

�語釈

�

○
お
も
ひ
い
で
し
な
き
ふ
る
さ
と
―
一
三
九
の
語
釈
参
照
。

○
思
出
に
け
ふ
を
や
人
の
い
は
ん
―
一
三
九
の
語
釈
参
照
。

○
い
は
ん
と
す
ら
ん
―
一
三
九
の
語
釈
参
照
。

�評

�一
三
九
に
重
出
。
詞
書
「
人

�
�あ

つ
ま
り
て
、
も
の
へ
ゆ
く
に
、
餞
す

と
て
」。
初
句
「
思
出
も
」。
重
出
す
る
和
歌
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
三
九
が
本

来
だ
が
詞
書
に
難
が
あ
り
、
後
に
三
〇
八
・
三
〇
九
に
整
え
ら
れ
た
と
も
、
逆
に

三
〇
八
・
三
〇
九
が
先
で
、
三
〇
八
の
和
歌
は
単
純
な
脱
落
、
あ
る
い
は
表
現
が

未
整
理
な
た
め
に
削
除
さ
れ
て
、
一
三
九
の
み
を
残
す
は
ず
だ
っ
た
と
も
推
定
で

き
る
。

ひ
さ
し
う
あ
は
ぬ
人
の
も
と
に
、
年
の
は
て
に

310

と
し
せ
め
て
き
み
が
こ
ひ
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
あ
は
ぬ
月
日
の
つ
も
る
な
る
べ

し

『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
十
）
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�校異

�○
お
ほ
ゆ
れ
は
―
お
ほ
ゆ
る
は
（
谷
）、
○
つ
も
る
―
つ
も
り
（
書
２
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�し
ば
ら
く
会
っ
て
い
な
い
人
の
と
こ
ろ
に
、
年
末
に
送
っ
た

年
が
押
し
詰
ま
っ
て
、
あ
な
た
が
恋
し
く
思
え
る
の
で
、
会
っ
て
い
な
い
間
の
月

や
日
が
積
も
り
重
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

�語釈

�

○
年
の
は
て
に
―
一
四
〇
の
語
釈
参
照
。

○
と
し
せ
め
て
―
一
四
〇
の
語
釈
参
照
。

○
あ
は
ぬ
月
日
―
一
四
〇
の
語
釈
参
照
。

○
つ
も
る
な
る
べ
し
―
一
四
〇
の
語
釈
参
照
。

�評

�一
四
〇
に
重
出
。
詞
書
「
月
を
み
て
、
ひ
さ
し
く
あ
は
ぬ
人
の
も
と
に
、

年
の
は
て
に
」。
三
句
「
お
ほ
ゆ
る
は
」。
三
句
の
相
違
の
せ
い
で
、
一
四
〇
と
は
、

歌
意
に
若
干
の
差
が
あ
る
。
一
四
〇
は
、
君
へ
の
恋
し
さ
が
ま
さ
る
の
は
歳
月
が

積
も
っ
た
せ
い
か
と
理
由
を
求
め
る
内
容
で
あ
る
。
三
一
〇
は
、
恋
し
さ
が
つ
の

る
の
で
、
歳
月
が
積
も
っ
た
か
と
推
測
す
る
内
容
で
あ
る
。
一
四
〇
の
評
参
照
。

長
恨
歌
の
、
み
か
ど
の
、
も
と
の
所
に
か
へ
り
た
ま
て
、
む
し
ど
も
の

な
き
、
く
さ
か
げ
に
あ
れ
た
る
を
御
覧
じ
て
、
な
き
給
所
に

311

ふ
る
さ
と
は
あ
さ
ぢ
が
は
ら
と
あ
れ
は
て
て （
ゝ
）よ
す
が
ら
む
し
の
ね
を
の
み
ぞ

な
く

�校異

�○
く
さ
か
け
―
く
さ
か
ち
（
谷
）、
○
よ
す
か
ら
―
夜
か
ら
（
谷
）

�他文
献

�後
拾
遺
集
・
秋
上
・
二
七
〇
詞
書
「
長
恨
歌
の
絵
に
、
玄
宗
も
と

の
所
に
帰
り
て
虫
ど
も
鳴
き
、
草
も
枯
れ
渡
り
て
、
帝
嘆
き
給
へ
る
か

た
あ
る
所
を
詠
め
る
」、
後
六
六

�。

�現代
語
訳

�長
恨
歌
の
障
子
で
、
皇
帝
が
、
元
の
宮
殿
に
お
帰
り
に
な
っ
て
、

虫
達
が
鳴
い
て
、
草
陰
に
荒
涼
と
し
た
情
景
を
御
覧
に
な
っ
て
、
お

泣
き
に
な
る
所
に

馴
染
ん
で
い
た
宮
殿
は
浅
茅
の
原
と
な
っ
て
乱
雑
に
茂
り
尽
く
し
、
夜
中
虫
が
鳴

き
続
け
、
そ
の
よ
う
に
我
も
声
を
あ
げ
て
泣
く
ば
か
り
だ
。

�語釈

�

○
長
恨
歌
の
―
一
四
九
の
語
釈
「
障
子
の
絵
」
参
照
。

○
み
か
ど
の
―
一
四
九
の
語
釈
「
み
か
ど
の
お
ま
へ
に
…
…
な
げ
き
給
へ
る
所
」

参
照
。

○
ふ
る
さ
と
―
一
四
九
の
語
釈
参
照
。

○
あ
さ
ぢ
が
は
ら
―
一
四
九
の
語
釈
参
照
。

○
よ
す
が
ら
―
一
四
九
の
語
釈
参
照
。

○
む
し
の
ね
を
の
み
ぞ
な
く
―
一
四
九
の
語
釈
参
照
。

�評

�一
四
九
に
重
出
。
詞
書
「
障
子
の
絵
に
、
み
か
と
の
、
お
ま
へ
に
む
し
と

も
の
草
か
け
に
あ
れ
た
る
を
な
け
き
給
へ
る
所
」。
一
四
九
の
評
参
照
。
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あ
ら
た
ま
の
と
し
こ
え
し
よ
り
は
る
が
す
み
た
ち
ゐ
こ
そ
ま
て
う
ぐ
ひ
す
の

こ
ゑ

�校異

�な
し
。

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�

新
年
が
越
え
て
来
て
か
ら
、
春
霞
は
か
か
り
、
立
っ
た
り
座
っ
た
り
し
て
待
っ
て

い
る
よ
、
鶯
の
声
を
。

�語釈

�

○
あ
ら
た
ま
の
と
し
こ
え
し
―
一
五
二
の
語
釈
参
照
。

○
は
る
が
す
み
た
ち
ゐ
こ
そ
ま
て
―
一
五
二
の
語
釈
参
照
。

○
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
―
一
五
二
の
語
釈
参
照
。

�評

�一
五
二
に
重
出
。
詞
書
「
つ
れ

�
�な

る
よ
の
あ
る
に
、
人

�
�、

た
い

十
い
た
し
て
よ
む
に
、
春
二
首
」
。
詞
書
が
な
い
た
め
、
三
一
一
と
同
時
詠
の
よ

う
に
見
え
る
が
、
一
五
二
の
詞
書
に
よ
っ
て
別
の
機
会
の
も
の
と
知
ら
れ
る
。
一

―10― （10）



五
二
の
評
参
照
。

313

風
に
ち
る
花
ち
る
ご
と
に
し
ら
ゆ
き
の
ふ
り
に
し
こ
と
ぞ
お
も
ひ
い （
欠
）で
ら
る
ゝ

�校異

�○
こ
と
に
―
こ
ろ
に
（
谷
）、
○
し
ら
ゆ
き
の
―
し
ら
雪
（
谷
）、
○
お

も
ひ
て
ら
る
ゝ
―
お
も
ひ
い
て
ら
る
ゝ
（
谷
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�

風
で
散
る
花
が
散
る
た
び
に
、
白
雪
が
降
っ
た
情
景
が
浮
か
び
、
過
ぎ
去
っ
た
こ

と
が
思
い
出
さ
れ
る
よ
。

�語釈

�

○
花
ち
る
ご
と
に
―
和
歌
の
用
例
に
「
ち
る
ご
と
に
」
の
句
は
検
索
さ
れ
な
い
。

「
ち
る
」
は
初
句
に
も
重
な
り
、
一
五
三
の
「
み
る
ご
と
に
」
が
正
し
い
か
。

一
五
三
の
語
釈
参
照
。

○
し
ら
ゆ
き
の
ふ
り
に
し
こ
と
―
一
五
三
の
語
釈
参
照
。

○
お
も
ひ
い
で
ら
る
ゝ
―
一
五
三
の
語
釈
参
照
。

�評

�一
五
三
に
重
出
。
二
句
「
花
み
る
こ
と
に
」。
一
五
三
の
評
参
照
。
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よ
の
中
は
花
の
さ
か
り
に
な
り
に
け
り
う
れ
し
と
や
思
ふ
あ
は
れ
と
や
思
ふ

�校異

�な
し
。

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�

世
の
中
は
花
が
満
開
の
時
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
嬉
し
い
と
思
う
か
、
す
ぐ
に

散
る
こ
と
ま
で
想
像
し
て
し
み
じ
み
と
思
う
の
か
、
ど
う
だ
ろ
う
。

�語釈

�

○
花
の
さ
か
り
に
な
り
に
け
り
―
様
々
な
花
の
満
開
が
想
定
さ
れ
る
が
、
中
心
は

桜
だ
ろ
う
。

春
ご
と
に
花
の
盛
り
は
あ
り
な
め
ど
あ
ひ
見
む
こ
と
は
命
な
り
け
る

（
古
今
集
・
春
下
・
九
七
・
読
み
人
知
ら
ず
）

藤
波
の
花
の
盛
り
に
な
り
に
け
り
奈
良
の
都
を
思
ひ
出
づ
や
君

（
家
持
集
・
四
五
）

我
が
宿
や
花
の
盛
り
に
な
り
ぬ
ら
ん
道
行
く
人
の
た
ち
と
ま
る
か
な

（
重
之
集
・
二
三
五
）

橘
の
花
の
盛
り
に
な
り
に
け
り
山
時
鳥
来
鳴
け
し
ば
鳴
け
（
長
能
集
・
六
九
）

花
の
さ
か
り
を

待
つ
思
ひ
惜
し
む
嘆
き
の
ひ
ま
に
た
だ
あ
は
れ
ほ
ど
な
き
花
盛
か
な

（
能
因
集
・
一
九
）

お
し
な
べ
て
花
の
盛
り
に
な
り
に
け
り
山
の
端
ご
と
に
か
か
る
白
雲

（
千
載
集
・
春
上
・
六
九
・
西
行
）

○
う
れ
し
と
や
思
ふ
あ
は
れ
と
や
思
ふ
―
満
開
を
見
る
嬉
し
さ
と
、
す
ぐ
に
散
る

と
予
想
さ
れ
る
悲
し
さ
が
同
時
に
重
な
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
思
い
な
の
か
と
問

い
か
け
た
。

世
の
中
に
う
れ
し
き
も
の
は
思
ふ
ど
ち
花
見
て
過
ぐ
す
心
な
り
け
り

（
拾
遺
集
・
雑
春
・
一
〇
四
七
・
兼
盛
）

散
る
こ
と
の
憂
き
も
忘
れ
て
あ
は
れ
て
ふ
事
を
桜
に
宿
し
つ
る
か
な

（
後

�集
・
春
下
・
一
三
三
・
仲
宣
）

�評

�花
盛
り
の
嬉
し
さ
と
「
あ
は
れ
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る
と
も
読
め
る
が
、

「
あ
は
れ
」
は
能
因
歌
や
『
後

�集
』
歌
か
ら
、
散
る
こ
と
か
ら
の
つ
ら
さ
や
嘆

き
と
い
う
生
な
感
情
を
越
え
た
し
み
じ
み
と
し
た
思
い
を
示
す
と
判
断
さ
れ
る
。

む
ま
や
の
、
野
火
に
や
け
た
る
を
、
か
く
人

315

は
る
の
ひ
に
や
け
け （
ゝ
）む
み
づ
の
む
ま
や
か
な
ふ
ね
は
さ
も
こ
そ
お
き
に
こ

が
れ
め

『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
十
）

―11―（11）



�校
異

�

○
や
け
た
る
を
―
や
け
た
る
（
谷
）
、
○
は
る
の
ひ
に
や
け
ゝ
む
―
春

の
ひ
に
い
か
て
や
本

け
む
（
谷
）
、
○
み
つ
の
む
ま
や
か
な
―
み
や
ま
や
の

と
あ
る
す
ゑ
（
谷
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�水
駅
が
野
火
で
焼
け
た
の
を
、
こ
の
よ
う
に
人
が
詠
ん
だ

春
の
日
差
し
の
火
で
焼
け
た
と
い
う
水
駅
だ
よ
。
荷
を
乗
せ
る
船
は
、
な
る
ほ
ど

燠
に
な
る
よ
う
に
焦
げ
、
沖
に
漕
が
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
よ
。

�語釈

�

○
む
ま
や
―
こ
こ
で
は
歌
中
に
「
み
づ
の
む
ま
や
」
と
あ
る
の
で
「
水
駅
」
か
。

「
水
駅
」
と
は
、「
古
代
の
駅
制
で
、
陸
路
の
陸
駅
に
対
し
て
河
岸
に
設
け
ら
れ
、

駅
船
を
備
え
て
運
輸
の
用
に
当
て
た
所
」（
小
学
館
『
古
語
大
辞
典
』）。

む
ま
や
ぢ
に
曳
舟
渡
し
た
だ
乗
り
に
妹
が
心
に
乗
り
て
来
る
か
も

（
古
今
六
帖
・
第
三
・
ふ
ね
・
一
八
〇
六
、
万
葉
集
・
巻
十
一
・
二
七
五

九
初
句
「
は
ゆ
ま
ぢ
に
」
四
・
五
句
「
い
も
は
こ
こ
ろ
に
の
り
に
け
る

か
も
」）

○
野
火
―
野
を
焼
く
火
。
主
と
し
て
春
の
初
め
に
枯
草
を
焼
い
て
、
新
し
い
草
の

芽
の
伸
び
を
良
く
す
る
、
そ
の
火
。

○
か
く
人
―
「
か
く
」
は
、
「
こ
の
よ
う
に
」
の
意
で
、
三
一
五
の
和
歌
を
差
し
、

「
人
」
は
三
一
五
の
作
者
と
解
し
た
。
三
保
氏
は
「
絵
を
描
い
た
人
」
と
す
る

（

�評

�参
照
）。

○
は
る
の
ひ
―
「
春
の
日
」
に
「
火
」
を
懸
け
る
。

焼
か
ず
と
も
草
は
萌
え（
燃
え
）な
ん
春
日
野
を
た
だ
春
の
日（
火
）に
任
せ
た

ら
な
ん

（
新
古
今
集
・
春
上
・
七
八
・
忠
見
）

○
み
づ
の
む
ま
や
―
「
火
」
に
対
し
て
「
水
」
を
趣
向
と
す
る
。

水
鳥
の
下
や
す
か
ら
ぬ
思
ひ
に
は
あ
た
り
の
水
も
こ
ほ
ら
ざ
り
け
り

（
拾
遺
集
・
冬
・
二
二
七
・
読
み
人
知
ら
ず
）

○
ふ
ね
は
さ
も
こ
そ
お
き
に
こ
が
れ
め
―
「
船
」
は
水
駅
に
配
さ
れ
て
い
る
も
の
。

「
沖
」
に
「
燠
（
お
き
）
」
、
「
漕
が
れ
め
」
に
「
焦
が
れ
め
」
を
懸
け
る
。
水
駅

が
焼
け
て
船
が
沖
に
避
難
し
た
と
、
船
が
焼
け
て
燠
と
な
っ
て
焦
げ
た
を
重
ね

る
。か
の
江
去
る
船
待
て
し
ば
し
言
問
は
ん
沖
の
白
波
ま
だ
立
た
ぬ
間
に

（
拾
遺
集
・
物
名
・
か
の
え
さ
る
・
四
二
七
・
輔
相
）

い
か
な
れ
ば
舟
木
の
山
の
紅
葉
ば
の
秋
は
過
ぐ
れ
ど
焦（
漕
）が
れ
ざ
る
ら
ん

（
後
拾
遺
集
・
秋
下
・
三
四
六
・
通
俊
）

わ
た
つ
海
の
沖（
燠
）に
漕（
焦
）が
る
る
も
の
見
れ
ば
あ
ま
の
釣
り
し
て
帰
る

（
蛙
）な
り
け
り

（
枕
草
子
・
村
上
の
先
帝
の
御
時
に
、
輔
相
集
・
二
六
）

�評

�実
際
の
火
災
で
は
な
く
絵
に
描
か
れ
た
も
の
を
見
て
、
そ
れ
を
題
と
し
た

詠
と
考
え
る
（
三
保
サ
ト
子
「
道
命
の
歌
」

道
綱
母
と
花
山
院
の
存
在
を
通

し
て

『
仁
愛
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第

17号
、
一
九
八
六
年
三
月
）。
水
駅
な

の
に
火
で
燃
え
る
と
い
う
矛
盾
が
絵
の
趣
向
で
、
そ
れ
を
和
歌
に
反
映
さ
せ
た
。

道
命
の
詠
で
は
な
い
他
人
詠
で
、
掛
詞
・
縁
語
を
駆
使
し
た
き
わ
め
て
技
巧
的
な

一
首
。
谷
山
本
は
、
全
体
を
連
歌
と
し
て
、
前
句
「
春
の
日
に
い
か
で
や
け
む
み

や
ま
の
」
に
「
と
あ
る
す
ゑ
」
を

介
し
て
、
「
ふ
ね
は
」

以
下
を
道
命
に
よ
る

付

句
と
す
る
。
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月
み
れ
ば
月
は
な
か
ば
に
な
り
に
け
り

と
あ
れ
ば

お
い
ぬ
る
人
の
よ
わ （
は
）り
ゆ
く
ご
と

�校異

�○
な
か
は
―
な
か
ら
（
谷
）、
○
お
い
ぬ
る
―
老
ま
た
（
谷
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�

月
を
見
る
と
月
の
位
置
は
、
空
の
真
ん
中
に
な
り
ま
し
た
。

と
あ
る
の
で
、

年
取
っ
た
人
が
弱
っ
て
ゆ
く
よ
う
に

�語釈

�

○
月
は
な
か
ば
に
な
り
に
け
り
―
月
の
満
ち
欠
け
で
は
な
く
、
月
の
位
置
が
空
の

―12― （12）



頂
点
に
あ
る
が
、
こ
の
後
は
西
へ
と
沈
む
直
前
。

小
夜
更
け
て
半
ば
長
け
行
く
久
方
の
月
吹
き
返
せ
秋
の
山
風

（
古
今
集
・
物
名
・
四
五
二
・
景
式
王
）

世
の
中
を
何
に
た
と
へ
む
さ
夜
ふ
け
て
な
か
ば
入
り
ぬ
る
山
の
端
の
月

（
能
宣
集
・
二
四
八
）

○
お
い
ぬ
る
人
の
よ
わ
り
ゆ
く
ご
と
―
光
を
弱
め
て
西
に
沈
む
月
を
、
老
人
の
衰

え
に
譬
え
た
。
空
の
月
を
歳
月
に
重
ね
る
発
想
が
前
提
に
あ
っ
て
の
比
喩
。

お
ほ
か
た
は
月
を
も
め
で
じ
こ
れ
ぞ
こ
の
つ
も
れ
ば
人
の
老
い
と
な
る
も
の

（
古
今
集
・
雑
上
・
八
七
九
・
業
平
）

月
み
れ
ば
老
い
ぬ
る
身
こ
そ
悲
し
け
れ
つ
ひ
に
は
山
の
端
に
隠
れ
つ
つ

（
清
少
納
言
集
・
二
六
、
玉
葉
集
・
雑
五
・
二
五
一
二

五
句
「
は
に
や
か
く
れ
ん
」）

�評

�詞
書
が
な
く
、
三
一
五
の
和
歌
に
直
結
し
て
い
る
が
関
連
は
な
く
、
脱
落

と
思
わ
れ
る
。
短
連
歌
で
付
け
句
が
道
命
作
か
。
月
に
無
常
や
老
い
を
見
る
発
想

は
業
平
以
下
に
す
で
に
見
ら
れ
る
。

月
あ
か
き
を
な
が
む
る
ほ
ど
に
、
い
り
ぬ
れ
ば

317

山
の
は
に
か
く
る
と
み
つ
る
月
な
れ
ど
わ
が
こ
ゝ
ろ
に
ぞ
ふ
か
く
い
り
ぬ
る

�校異

�○
か
く
る
―
か
く
す
（
谷
）、
○
な
れ
と
―
な
れ
は
（
谷
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�月
が
明
る
い
の
を
眺
め
て
い
る
う
ち
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
の
で

山
の
端
に
隠
れ
た
と
見
た
月
だ
が
、
私
の
心
に
深
く
入
っ
た
こ
と
よ
。

�語釈

�

○
山
の
は
に
か
く
る
と
み
つ
る
月
な
れ
ど
―
「
月
」
が
「
山
の
端
」
に
「
隠
る
」

と
す
る
の
は
定
形
。

飽
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
隠
る
る
か
山
の
端
逃
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
ん

（
古
今
集
・
雑
上
・
八
八
四
・
業
平
）

お
し
な
べ
て
峰
も
平
ら
に
な
り
な
な
む
山
の
端
な
く
は
月
も
隠
れ
じ

（
後

�集
・
雑
三
・
一
二
四
九
・
上
野
岑
雄
）

山
の
端
に
隠
れ
な
は
て
そ
秋
の
月
こ
の
世
を
だ
に
も
闇
に
惑
は
じ

（
後
拾
遺
集
・
雑
一
・
八
六
七
・
範
永
）

○
わ
が
こ
ゝ
ろ
に
ぞ
ふ
か
く
い
り
ぬ
る
―
「
山
の
端
に
隠
る
」
に
対
し
て
、
「
山
」

と
「
心
」、「
端
」
と
「
深
く
」、「
隠
る
」
と
「
入
る
」
で
細
か
に
対
照
さ
れ
て

い
る
。
月
が
心
に
入
る
と
す
る
の
は
月
輪
観
に
よ
る
か
。

深
く
入
り
て
住
ま
ば
や
と
思
ふ
山
の
端
を
い
か
な
る
月
の
出
づ
る
な
る
ら
ん

（
詞
花
集
・
雑
上
・
三
〇
九
・
高
松
上
）

山
の
端
は
名
の
み
な
り
け
り
見
る
人
の
心
に
ぞ
入
る
冬
の
夜
の
月

（
後
拾
遺
集
・
冬
・
三
九
一
・
大
弐
三
位
）

月
影
を
心
に
入
る
と
知
ら
ぬ
身
は
濁
れ
る
水
に
映
る
と
ぞ
見
る

（
頼
宗
集
・
一
〇
八
）

見
る
人
も
心
に
月
は
入
り
ぬ
れ
ど
出
で
と
出
で
に
し
空
は
曇
ら
ず

（
和
泉
式
部
集
・
一
二
三
）

�評

�道
命
に
は
珍
し
く
仏
教
的
な
和
歌
と
見
ら
れ
る
が
、
内
容
は
広
く
一
般
的

な
も
の
。
上
句
下
句
の
対
照
に
工
夫
が
あ
る
。

正
月
、
人
の
な
く
な
り
た
る
と
こ
ろ
に
て

318

き
み
が
あ
り
し
は
る
の
う
ち
と
ぞ
思
い
づ
る
た
の
み
さ
へ
こ
そ
い
ま
は
た
え

ぬ
れ

�校異

�○
正
月
―
正
月
に
（
谷
）、
○
た
る
―
た
ま
へ
る
（
谷
）、
○
き
み
か
―

き
か
す
（
谷
）、
○
思
い
つ
る
―
お
も
い
つ
る
（
谷
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�正
月
、
人
が
亡
く
な
っ
た
所
で

あ
な
た
が
存
命
だ
っ
た
春
の
う
ち
だ
と
思
い
出
し
ま
し
た
。
（
再
会
へ
の
）
期
待

ま
で
も
今
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
十
）

―13―（13）



�語釈

�

○
正
月
、
人
の
な
く
な
り
た
る
と
こ
ろ
に
て
―
前
の
年
に
、
そ
の
家
の
人
が
亡
く

な
っ
て
正
月
を
迎
え
た
所
か
。

先
帝
お
は
し
ま
さ
で
、
又
の
年
の
正
月
一
日
お
く
り
侍
り
け
る

い
た
づ
ら
に
今
日
や
暮
れ
な
ん
あ
た
ら
し
き
春
の
始
め
は
昔
な
が
ら
に

（
後

�集
・
哀
傷
・
一
三
九
六
・
定
方
）

○
き
み
が
あ
り
し
は
る
の
う
ち
と
ぞ
思
い
づ
る
―
去
年
の
正
月
は
、
ま
だ
君
が
生

き
て
い
た
春
の
う
ち
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
出
し
た
、
と
い
っ
た
こ
と
。

月
日
の
は
か
な
う
過
ぐ
る
を
思
ふ
に

す
く
す
く
と
過
ぐ
る
月
日
の
惜
し
き
か
な
君
が
あ
り
経
し
か
た
ぞ
と
思
ふ
に

（
和
泉
式
部
続
集
・
七
一
）

○
た
の
み
さ
へ
こ
そ
い
ま
は
た
え
ぬ
れ
―
「
頼
み
」
が
何
に
対
す
る
期
待
か
は
っ

き
り
し
な
い
。
一
応
、
会
え
る
と
い
う
期
待
す
ら
今
は
絶
え
た
と
考
え
る
。
新

年
を
迎
え
て
、
改
め
て
君
の
死
を
確
認
し
た
。

来
る
こ
と
は
常
な
ら
ず
と
も
玉
鬘
た
の
み
は
絶
え
じ
と
思
ふ
心
あ
り

（
後

�集
・
恋
六
・
一
〇
〇
一
・
読
み
人
知
ら
ず
）

�評

�具
体
的
な
こ
と
が
不
明
だ
が
、
正
月
に
な
っ
て
、
か
つ
て
同
じ
時
期
に
存

命
だ
っ
た
人
物
を
思
い
出
し
て
、
そ
の
人
物
が
い
れ
ば
可
能
だ
っ
た
が
、
亡
く
な
っ

た
た
め
に
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
に
気
付
い
て
詠
ん
だ
と
い
う
こ
と
か
。

お
は
な
と
い
ふ
女
の
、
い
み
じ
げ
に
な
り
て
わ
た
る
を
み
て
、
四
月
十

日

319

夏
草
は
か
る
ば
か
り
に
も
ま
だ
な
ら
で
お
は
な
は
い
た
く
お
い
に
け
る
か
な

�校異

�○
夏
草
は
―
夏
草
の
（
書
２
）

�他文
献

�な
し
。

�

現
代
語
訳

�お
は
な
と
い
う
女
が
、
ひ
ど
く
や
つ
れ
て
渡
っ
て
行
く
の
を
見
て
、

四
月
十
日

夏
草
は
刈
り
取
る
ほ
ど
に
も
ま
だ
育
た
な
い
で
い
て
、
秋
の
尾
花
の
白
い
穂
が
多

く
伸
び
る
よ
う
に
、
お
は
な
が
ひ
ど
く
年
老
い
た
こ
と
だ
よ
。

�語釈

�

○
い
み
じ
げ
に
な
り
て
―
「
い
み
じ
げ
」
は
程
度
が
甚
だ
し
い
こ
と
。
こ
こ
で
は
、

年
老
い
て
ひ
ど
く
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
。

あ
は
れ
が
り
な
ど
す
る
夕
つ
方
、
い
み
じ
げ
に
腫
れ
、
あ
さ
ま
し
げ
な
る
犬

の
わ
び
し
げ
な
る

（
枕
草
子
・
上
に
さ
ぶ
ら
ふ
御
猫
は
）

去
年
も
心
み
む
と
て
、
い
み
じ
げ
に
て
詣
で
た
り
し
に
、
石
山
の
仏
心
を
ま

づ
見
果
て
て
…
…

（
蜻
蛉
日
記
・
中
巻
）

○
四
月
十
日
―
夏
の
は
じ
め
を
表
す
。

○
夏
草
は
か
る
ば
か
り
―
夏
草
は
茂
る
と
、
牛
馬
の
飼
料
や
肥
料
と
し
て
刈
ら
れ

る
。こ
の
ご
ろ
の
恋
の
し
げ
く
て
夏
草
の
か
り
ぞ
来
れ
ど
も
お
ひ
敷
く
が
ご
と

（
古
今
六
帖
・
第
六
・
夏
草
・
三
五
五
二
）

繁
さ
の
み
日
ご
と
に
ま
さ
る
夏
草
の
か
り
そ
め
に
だ
に
問
ふ
人
の
な
き

（
同
・
同
・
同
・
三
五
五
四
）

○
お
は
な
は
い
た
く
お
い
に
け
る
か
な
―
「
お
は
な
」
は
女
の
名
に
尾
花
を
懸
け

る
。
上
句
の
夏
草
の
様
子
と
対
照
さ
せ
て
、
秋
草
の
尾
花
（
薄
）
の
穂
が
出
た

様
に
「
お
は
な
」
の
老
い
た
姿
を
重
ね
た
。

行
末
の
し
る
し
ば
か
り
に
の
こ
る
べ
き
松
さ
へ
い
た
く
お
い
に
け
る
か
な

（
拾
遺
集
・
雑
上
・
四
六
一
・
道
済
）

�評

�時
節
と
の
矛
盾
を
も
重
ね
つ
つ
、
女
の
名
前
に
寄
せ
て
尾
花
の
イ
メ
ー
ジ

で
老
女
の
風
姿
を
描
き
、
巧
み
に
一
首
を
作
り
上
げ
た
。

人
の
か
く
い
へ
り
し

320

ま
と
ゐ
し
て
ま
つ
か
ひ
あ
ら
ば
ほ
と
ゝ
ぎ
す
き
み
が
み
の
り
の
し
る
し
と
お

も
は
ん

―14― （14）



�校異

�な
し
。

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�人
が
こ
の
よ
う
に
言
っ
た

円
座
を
組
ん
で
待
っ
て
い
る
甲
斐
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
時
鳥
の
到
来
は
あ
な
た
の

修
め
た
仏
法
の
効
験
と
思
い
ま
し
ょ
う
。

�語釈

�

○
ま
と
ゐ
し
て
―
円
を
な
し
て
座
り
、
団
欒
の
時
を
過
ご
す
。

今
日
の
ご
と
わ
が
思
ふ
人
と
ま
と
ゐ
し
て
い
く
よ
の
春
を
と
も
に
待
ち
い
で

ん
（
宇
津
保
物
語
・
蔵
開
下
・
七
八
六
・
正
頼
）

○
ま
つ
か
ひ
～
ほ
と
ゝ
ぎ
す
―
時
鳥
は
、
夏
の
夜
に
飛
来
し
て
鳴
く
の
を
、
人
々

が
待
つ
も
の
と
さ
れ
る
。

よ
も
す
が
ら
待
つ
甲
斐
あ
り
て
時
鳥
あ
や
め
の
草
に
今
も
鳴
か
な
ん

（
応
和
二
年
内
裏
歌
合
・
一
・
博
雅
）

夏
の
夜
の
夜
は
更
け
ぬ
る
を
時
鳥
待
つ
甲
斐
あ
り
て
今
は
鳴
か
な
ん

（
道
済
集
・
一
〇
三
）

○
み
の
り
―
「
御
法
」
。
仏
法
を
尊
ん
で
言
う
語
。
こ
こ
で
は
道
命
の
読
経
や
説

法
を
言
い
、
一
首
は
そ
の
素
晴
ら
し
さ
で
時
鳥
が
鳴
く
と
す
る
。

嬉
し
く
も
君
が
御
法
に
ま
ひ
会
ひ
て
見
え
し
爪
木
も
樵
ら
む
と
ぞ
思
ふ

（
出
羽
弁
集
・
一
二
）

契
り
お
く
君
が
御
法
に
引
か
れ
て
ぞ
思
ひ
捨
つ
べ
き
こ
の
世
に
も
経
る

（
拾
玉
集
・
五
六
一
〇
）

○
ほ
と
ゝ
ぎ
す
～
し
る
し
と
お
も
は
ん
―
「
し
る
し
」
は
効
果
。
期
待
す
る
時
鳥

の
声
を
聞
け
る
の
は
、
多
く
の
和
歌
で
何
ら
か
の
行
い
の
効
果
と
さ
れ
る
。

神
ま
つ
る
し
る
し
あ
り
て
も
郭
公
け
ふ
初
声
を
待
ち
で
た
る
か
な

（
恵
慶
集
・
七
）

今
夜
さ
は
音
に
あ
ら
は
れ
ね
時
鳥
か
た
ら
ふ
事
の
し
る
し
と
思
は
ん

（
散
木
奇
歌
集
・
二
五
七
）

過
ぎ
が
て
に
遠
返
り
鳴
く
時
鳥
待
つ
夜
の
積
も
る
し
る
し
と
思
は
ん

（
忠
通
集
・
三
二
）

�

評

�人
々
が
渇
望
す
る
時
鳥
の
鳴
き
声
を
、
道
命
の
仏
法
修
養
の
成
果
と
す
る
。

本
来
美
的
趣
味
で
あ
る
風
雅
と
、
生
真
面
目
に
追
求
す
べ
き
宗
教
上
の
修
養
を
重

ね
る
こ
と
に
は
、
重
厚
な
論
理
や
深
い
真
理
が
裏
に
あ
る
と
言
う
よ
り
、
こ
こ
で

は
軽
い
諧
謔
が
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
道
命
と
同
類
の
和
歌
の
諧
謔
性
へ
の

思
い
を
持
つ
人
物
の
詠
だ
ろ
う
。

返
に
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ほ
と
ゝ
ぎ
す
ま
た
ざ
ら
ま
せ
ば
わ
が
の
り
に
た
れ
か
こ
ゝ
ろ
を
か
く
べ
か
り

け
る

�

校
異

�○
返
に
―
返
（
谷
）、
○
わ
か
の
り
―
我
物
（
書
２
）、
○
か
く
へ
か
り
―

か
へ
へ
か
り
（
書
２
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�返
事
に

時
鳥
を
、
そ
の
声
に
期
待
し
て
待
つ
の
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
私
の
説
く
仏
法
に

誰
が
心
を
掛
け
る
だ
ろ
う
か
。

�語釈

�

○
ま
た
ざ
ら
ま
せ
ば
―
「
待
た
ざ
ら
ば
」
に
同
じ
。
時
鳥
の
声
を
待
っ
て
聞
く
こ

と
は
一
般
的
な
こ
と
だ
が
、
待
た
な
い
こ
と
を
想
定
し
た
。

殿
上
人
の
時
鳥
待
つ
と
て
あ
り
け
る
に
、
暁
に
な
る
ま
で
鳴
か
ざ
り
け

れ
ば

待
た
ず
こ
そ
あ
る
べ
か
り
け
れ
時
鳥
寝
に
寝
ら
れ
で
も
明
か
し
つ
る
か
な

（
実
方
集
・
一
二
三
）

○
の
り
に
～
こ
ゝ
ろ
を
か
く
―
「
仏
法
に
心
を
掛
く
」
で
、
仏
法
の
世
界
観
を
信

じ
て
心
を
委
ね
る
。

憂
き
身
を
し
渡
す
と
き
け
ば
あ
ま
を
船
の
り
に
心
を
か
け
ぬ
日
ぞ
な
き

（
金
葉
集
・
雑
下
・
六
三
九
・
懐
尋
法
師
）

�評

�先
方
の
道
命
へ
の
褒
め
言
葉
を
軽
々
し
い
も
の
と
し
て
、
皆
の
本
心
は
時

『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
十
）

―15―（15）



鳥
の
声
目
当
て
で
、
そ
の
為
に
こ
そ
誰
も
が
私
の
読
経
や
説
法
を
聞
く
の
だ
ろ
う
、

と
切
り
返
し
た
。

あ
か
つ
き
に
ほ
と
ゝ
ぎ
す
を
き
ゝ
て

322

た
ゞ
ひ
と
こ
ゑ
に
あ
け
ぬ
め
る
か
な

と
あ
れ
ば

ま
た
も
ま
た
き
か
ま
ほ
し
き
を
時
鳥

�校
異

�

○
め
る
か
な
―
な
る
か
な
（
谷
）
、
○
ま
ほ
し
き
を
―
ま
く
ま
し
き
そ

（
谷
）

�他文
献

�な
し
。

�現代
語
訳

�暁
に
時
鳥
の
鳴
き
声
を
聞
い
て

ほ
ん
の
一
声
で
夜
が
明
け
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
よ

と
あ
っ
た
の
で

ま
た
幾
度
も
聞
き
た
い
の
だ
が
、
時
鳥
を

�語釈

�

○
た
ゞ
ひ
と
こ
ゑ
に
あ
け
ぬ
め
る
―
夏
の
夜
は
短
く
て
、
夜
更
け
て
鳴
く
時
鳥
の

一
声
で
夜
が
明
け
る
と
さ
れ
る
。「
あ
か
つ
き
」
は
夜
明
け
直
前
。

夏
の
夜
の
伏
す
か
と
す
れ
ば
時
鳥
鳴
く
一
声
に
明
く
る
し
の
の
め

（
古
今
集
・
夏
・
一
五
六
・
貫
之
）

時
鳥
一
声
に
明
く
る
夏
の
夜
の
暁
が
た
や
あ
ふ
ご
な
る
ら
ん

（
後

�集
・
夏
・
一
九
一
・
読
み
人
知
ら
ず
）

○
ま
た
も
ま
た
き
か
ま
ほ
し
き
を
時
鳥
―
時
鳥
の
一
声
に
も
の
足
り
ず
、
ま
た
の

声
を
期
待
し
て
果
た
せ
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
定
型
的
な
時
鳥
の
詠
み
方
。

け
近
く
て
聞
か
ま
ほ
し
き
を
時
鳥
ま
づ
初
声
は
い
づ
く
に
か
鳴
く

（
恵
慶
集
・
二
六
二
）

珍
し
き
声
な
ら
な
く
に
郭
公
こ
こ
ら
の
年
を
あ
か
ず
も
あ
る
か
な

（
古
今
集
・
夏
・
三
五
九
・
読
み
人
知
ら
ず
）

う
た
た
ね
の
夢
に
や
あ
る
ら
ん
郭
公
ま
た
と
も
聞
か
で
過
ぎ
ぬ
な
る
か
な

（
栄
華
物
語
・
根
合
・
五
二
四
・
顕
房
）

時
鳥
ま
た
も
や
鳴
く
と
待
た
れ
つ
つ
聞
く
夜
し
も
こ
そ
寝
ら
れ
ざ
り
け
れ

（
千
載
集
・
夏
・
一
五
三
・
頼
輔
母
）

五
月
山
卯
の
花
月
夜
ほ
と
と
ぎ
す
聞
け
ど
も
飽
か
ず
ま
た
鳴
か
ん
か
も

（
新
古
今
集
・
夏
・
一
九
三
・
読
み
人
知
ら
ず
）

�評

�

連
歌
と
し
て
は
、
「
ひ
と
こ
ゑ
」
と
「
ま
た
も
ま
た
」
を
対
立
さ
せ
て
い

る
の
が
表
現
上
で
の
工
夫
だ
ろ
う
が
、
内
容
的
に
は
極
め
て
平
易
。
む
し
ろ
こ
れ

を
家
集
最
終
歌
と
し
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の

道
命
集
中
で
時
鳥
を
歌
っ
た
和
歌
の
多
さ
は
注
目
に
値
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
家

集
編
纂
の
立
場
か
ら
も
意
識
さ
れ
て
い
た
と
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
完
）
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