
【
論
　
　
文
】

作
ら
れ
た
自
然
　
―
家
持
の
立
春
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
―

浅　

野　

則　

子

【
要
　
　
　
旨
】

家
持
の
歌
日
誌
と
さ
れ
る
巻
に
は
、
暦
の
上
で
の
春
の
到
来
を
詠
っ
た
も
の

が
あ
る
。
万
葉
集
に
お
い
て
、
季
節
の
変
化
を
細
や
か
に
表
現
し
た
歌
は
多

い
も
の
の
、暦
と
し
て
見
る
二
十
四
節
気
の
自
然
を
詠
っ
た
も
の
は
少
な
い
。

家
持
は
現
実
に
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
自
然
の
変
化
と
暦
に
訪
れ
る
季
節

の
変
化
を
歌
表
現
と
し
て
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
表
現
し
て
い
っ
た
か
に
つ

い
て
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　
　

万
葉
集
第
四
期　

大
伴
家
持　

暦　

季
節
観

　
　

は
じ
め
に

　

巻
十
七
～
二
十
は
家
持
の
歌
日
誌
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
付
に
従
っ
て
歌
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
歌
日
誌
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
終
わ
り
近
く
に
、

十
二
月
の
日
付
を
持
ち
な
が
ら
、
春
の
訪
れ
を
詠
っ
て
い
る
宴
席
歌
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、
二
十
四
節
気
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
さ
れ
て
い

る
が
、
万
葉
集
に
お
い
て
、
二
十
四
節
気
と
い
う
考
え
方
は
、
歌
表
現
に
は
ど
の

よ
う
に
影
響
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
問
題
と
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
歌
で
あ

る
。　

Ａ　

十
二
月
十
八
日
大
監
物
三
形
王
の
宅
に
於
て
宴
せ
し
歌
三
首

み
雪
降
る
冬
は
今
日
の
み
う
ぐ
い
す
の
鳴
か
む
春
へ
は
明
日
に
し
あ
る
ら
し

　

右
の
一
首
は
主
人
三
形
王
。

う
ち
な
び
く
春
を
近
み
か
ぬ
ば
た
ま
の
今
夜
の
月
夜
霞
み
た
る
ら
む

　

右
の
一
首
は
、
大
蔵
大
輔
甘
南
備
伊
香
真
人
。

あ
ら
た
ま
の
年
行
き
反
り
春
立
た
ば
ま
づ
我
が
宿
に
う
ぐ
ひ
す
は
鳴
け

　

右
の
一
首
は
右
中
弁
大
伴
宿
祢
家
持
。�

20
―
四
四
八
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九
〇

Ｂ　

二
十
三
日
治
部
少
輔
大
原
今
城
真
人
の
宅
に
於
て
宴
せ
し
歌
一
首

月
数
め
ば
い
ま
だ
冬
な
り
し
か
す
が
に
霞
た
な
び
く
春
立
ち
ぬ
と
か20

―
四
四
九
二

　
　

一

　

問
題
と
す
る
Ａ
の
三
首
は
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
十
二
月
十
八
日
に
三
形

王
宅
で
開
催
さ
れ
た
私
的
な
宴
席
歌
と
考
え
ら
れ
、
三
首
は
、
主
人
三
形
王
、
大

蔵
大
輔
甘
南
備
伊
香
真
人
、
家
持
に
よ
っ
て
詠
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
家
持
以
外

の
出
席
者
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
主
人
の
三
形
王
は
、
天
平
宝
字
元
年
に
無

位
か
ら
従
五
位
下
に
な
り
大
監
物
と
な
っ
て
い
る
。
大
蔵
大
輔
の
甘
南
備
伊
香
真

人
と
は
、
臣
籍
に
下
っ
た
後
の
伊
香
王
で
あ
り
、
こ
の
時
は
従
五
位
上
と
な
っ
て

い
る
。
両
名
と
も
に
、
後
に
中
臣
朝
臣
清
麻
呂
宅
で
行
わ
れ
た
私
的
な
宴
席
に
家

持
と
と
も
に
出
席
し
て
い
る①

こ
と
か
ら
考
え
て
、
政
治
的
に
も
、
文
学
的
に
も
家

－�1�－
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持
と
同
じ
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

宴
が
行
わ
れ
た
の
は
、
題
詞
に
よ
れ
ば
、
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
十
二
月

十
八
日
。
内
田
正
男
氏
の
『
日
本
暦
日
原
典
』②

に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
の
立
春
は
十

二
月
十
九
日
で
あ
る
た
め
、題
詞
に
あ
る
十
八
日
は
立
春
前
日
と
な
る
。
す
で
に
、

代
匠
記
（
精
選
本
）
十
九
日
、「
立
春
に
て
有
り
け
る
な
る
べ
し
。
下
の
二
十
三

日
の
歌
を
あ
わ
せ
て
見
る
べ
し
」
と
あ
り
「
立
春
」
を
意
識
し
た
歌
と
さ
れ
て
は

い
る
も
の
の
、
題
詞
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
意
図
を
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、
宴
の
目

的
を
考
え
よ
う
と
す
る
時
、
宴
の
日
付
と
当
時
の
二
十
四
節
気
を
表
し
た
暦
か
ら

考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
日
を
選
び
、
同
じ
よ
う
な
意
識
を
持
つ
三
人
が

集
ま
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
集
ま
っ
た
日
に
特
別
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
暦
の
上
で
の
立
春
前
夜
と
は
、
宴
席
の
歌
と
し
て
ど
の
よ
う
な
表
現
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
で｢

春｣

が
ど
の
よ
う
に
詠

わ
れ
た
か
を
み
て
い
き
た
い
。

　

一
首
目
は
主
人
で
あ
る
三
形
王
が
詠
う
。
こ
の
歌
で
は
、
今
日
・
明
日
と
い
う

日
々
の
連
続
を
詠
う
が
、
そ
の
連
続
す
る
日
々
に
お
い
て
、
冬
の
景
の
雪
と
春
の

景
の
う
ぐ
い
す
を
対
比
さ
せ
て
、
明
日
と
今
日
と
の
違
い
を
詠
う
。
日
々
の
連
続

を
意
識
し
て
い
る
歌
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

①
明
日
よ
り
は
春
菜
摘
ま
む
と
標
め
し
野
に
昨
日
も
今
日
も
雪
は
降
り
つ
つ

８
―
一
四
二
七

②
昨
日
こ
そ
年
は
果
て
し
か
春
霞
春
日
の
山
に
は
や
立
ち
に
け
り

�

10
―
一
八
四
三　

①
の
歌
は
山
部
赤
人
の
春
を
詠
む
四
首
の
一
首
で
あ
る
。
明
日
か
ら
は
春
菜
を
摘

む
日
と
し
て｢

標｣

を
結
っ
た
が
、
そ
の
翌
日
も
ま
だ
春
菜
を
摘
む
の
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
と
詠
う
。
こ
こ
で
は
、｢

明
日｣

は
期
待
し
た
春
菜
を
摘
む
日
と
し
て
、

｢

昨
日
・
今
日｣

は
ま
だ
雪
が
降
り
冬
が
続
く
冬
と
し
て
、
春
へ
の
期
待
と
詠
嘆

が
詠
わ
れ
る
が
、
暦
の
上
で
の
春
と
い
う
特
別
な
一
日
は
意
識
し
て
は
い
な
い
。

連
続
す
る
日
々
に
お
い
て
、
そ
の
間
の
差
異
を
詠
う
の
は
②
の
歌
で
あ
る
。
②
で

は
、�

今
、
霞
を
見
て｢

昨
日｣

、
暦
の
上
で
の
旧
年
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
意
識
し

て
い
る
。
今
は
春
と
い
う
が
、
そ
れ
は
、
目
に
映
る
景
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
季
節

観
で
あ
ろ
う
。

　

三
形
王
の
歌
で
は｢

今
日｣

と｢

明
日｣

と
は
確
実
に
景
は
異
な
っ
た
も
の
で

あ
る
べ
き
と
し
て
詠
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
実
景
で
は
な
く
、
暦
の
上
で
の
立
春
が

翌
日
に
ひ
か
え
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
続
い
て
い
く
日
の
う
ち
の
一
日

で
は
な
く
「
明
日
」
は
特
別
な
日
な
の
で
あ
る
。

　

二
首
目
は
甘
南
備
伊
香
真
人
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
は｢

夜
の
霞｣

を
詠
う

次
の
よ
う
な
類
想
歌
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

③
う
ぐ
ひ
す
の
春
に
な
る
ら
し
春
日
山
霞
た
な
び
く
夜
目
に
見
れ
ど
も

10
―
一
八
四
五

詠
わ
れ
て
い
る
景
の｢

春
日
山｣

か
ら
こ
の
歌
は
平
城
遷
都
後
の
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
こ
の
歌
で
は
、
す
で
に
た
な
び
い
て
い
る｢

霞｣

か
ら
春
の
訪
れ
を
と

ら
え
て
お
り
、
夜
ま
で
霞
が
た
な
び
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
春
を
強
調
し
て
い

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
問
題
と
す
る
宴
席
歌
は
、
霞
が
た
な
び
い
て
い
る
景
か
ら
、

ま
だ
、
春
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
春
の
訪
れ
が
近
い
こ
と
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。

｢

春
を
近
み
か｣

と
い
う
表
現
は
、
万
葉
集
中
こ
の
宴
席
の
歌
以
外
に
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
季
節
を
代
表
す
る
景
物
を
見
て
季
節
の
到
来
が
近
い
と
い
う
こ
と

を
と
ら
え
る
歌
を
み
て
も
以
下
の
例
を
み
る
の
み
で
あ
る
。���

④
・
・
・
い
か
と
い
か
と�

あ
る
我
が
や
ど
に�

百
枝
さ
し�

生
ふ
る
橘�

玉
に
貫
く�

五
月
を
近
み�

あ
え
ぬ
が
に�

花
咲
き
に
け
り
・
・
・�

８
―
一
五
〇
七

⑤
藤
波
の
咲
き
行
く
見
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
べ
き
時
に
近
づ
き
に
け
り

18
―
四
〇
四
二

⑥
ほ
と
と
ぎ
す
か
け
つ
つ
君
が
松
蔭
に
紐
解
き
放
く
る
月
近
づ
き
ぬ20

―
四
四
六
四
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い
ず
れ
も
家
持
の
歌
で
あ
る
。
④
は｢

大
伴
家
持
の
橘
の
花
を
攀
じ
て
坂
上
大
嬢

に
贈
り
し
歌
一
首｣

と
い
う
題
詞
を
持
つ
。
こ
の
歌
で
は
大
嬢
に
贈
る
橘
の
咲
く

時
期
を
、
そ
の
実
を
薬
玉
と
し
て
糸
に
通
し
て
貫
く
節
句
の
飾
り
物
を
つ
く
る
季

節
と
関
係
づ
け
る
。
⑤
、
⑥
と
も
に
声
に
よ
っ
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
到
来
す
る
月

が
近
づ
く
こ
と
を
詠
う
が
、
⑥
で
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
聴
き
く
つ
ろ
い
で
楽
し

む
月
と
季
節
を
代
表
す
る
鳥
の
到
来
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
薬
玉
を
作
る
こ
と
、

声
を
聴
い
て
く
つ
ろ
ぐ
こ
と
と
、
人
事
と
と
も
に
詠
う
こ
と
が
主
眼
で
あ
り
、
暦

の
上
で
の
季
節
観
を
詠
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
持
の
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
、
季
節
そ
の
も
の
の
推
移
を
歌
の
主
題
と
す
る
こ
と
は
、

家
持
と
同
じ
歌
の
文
化
圏
に
い
る
者
の
共
通
理
解
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
は
春
が
来
る
、
春
ら
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
景
を
通
し
て
春
と

い
う
季
節
が｢

近
い｣

と
詠
う
こ
と
で
、
前
の
歌
の
「
明
日
」
を
う
け
て
、
現
在

の
景
を
翌
日
の
暦
の
上
で
の｢

立
春｣

に
近
づ
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

三
首
目
の
家
持
の
歌
は
、
こ
の
宴
の
歌
の
最
後
に
あ
た
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
家

持
は
、｢

年
行
き
返
り｣

と
歌
い
始
め
、
季
節
の
変
化
を
新
た
な
年
と
結
び
つ
け

て
い
る
。
こ
の｢

年
行
き
返
り｣�

は
伊
藤
博
氏
が
家
持
に
限
ら
れ
る
表
現
と
指
摘

し
て
い
る③

。
歌
を
見
て
み
よ
う
。

⑦
・
・
・
大
君
の�

命
恐
み�

あ
し
ひ
き
の�

山
越
え
野
行
き�

天
離
る�

鄙
治
め
に
と�

別
れ
来
し�

そ
の
日
の
極
み�

あ
ら
た
ま
の�

年
行
き
反
り�

春
花
の�

う
つ
ろ
ふ
ま
で

に�

相
見
ね
ば
・
・
・�

17
―�

三
九
七
八

⑧
大
君
の�

任
き
の
ま
に
ま
に�

取
り
持
ち
て�

仕
ふ
る
国
の�

年
の
内
の�

事
か
た
ね

持
ち�

玉
桙
の�

道
に
出
で
立
ち�

岩
根
踏
み�

山
越
え
野
行
き�

都
辺
に�

参
ゐ
し
我
が

背
を�

あ
ら
た
ま
の�

年
行
き
反
り�

月
重
ね�

見
ぬ
日
さ
ま
ね
み�

18
―�

四
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⑦
は
越
中
か
ら
妻
大
嬢
へ
贈
っ
た｢

恋
緒
を
述
べ
し
歌｣

と
い
う
長
歌
に
使
わ

れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
妻
と
別
れ
て
か
ら｢

年
が
変
わ
っ
て
も｣��

逢
え
な
い

こ
と
を
嘆
い
て
い
る
が
、
こ
の
歌
で｢

年
行
き
反
り
」
と
詠
う
の
は
、
妻
と
別
れ

て
か
ら
の
年
月
で
あ
る
。
ま
た
、
⑧
も
同
様
に
越
中
で
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
歌

は
掾
久
米
広
縄
が
朝
集
使
と
し
て
都
に
行
っ
て
戻
っ
て
き
た
宴
の
も
の
と
し
て
詠

わ
れ
る
。
前
年
に
都
に
赴
き
、
年
が
変
わ
っ
て
も
戻
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
恋
し
く

思
う
表
現
に
使
わ
れ
て
い
る
。
家
持
に
と
っ
て
年
が
変
わ
る
こ
と
は
意
識
さ
れ
る

も
の
の
、
二
首
と
も
に
逢
え
な
い
時
間
の
長
さ
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
家

持
は
自
ら
の
歌
で
年
の
流
れ
を
意
識
す
る
表
現
と
し
て｢

年
行
き
反
り｣

を
詠
う

こ
と
は
確
か
な
こ
と
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
暦
の
上
で
の
年
が
変
わ
る
と

い
う
意
味
を
持
つ
こ
の
宴
に
お
け
る｢

年
行
き
反
り｣

は
同
じ
表
現
で
あ
り
つ
つ

も
、
暦
の
上
で
の
冬
と
い
う｢

旧
年｣

と
春
と
い
う｢

新
年｣

を
意
識
し
た
新
し

い
と
ら
え
方
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
家
持

が
新
年
に
つ
い
て｢

春
立
た
ば｣

と
い
う
暦
の
上
で
の
春
の
到
来
を
示
す
語
句
を

使
い
、
そ
れ
を
仮
定
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
春
の
訪
れ
を
暦
か
ら
と

ら
え
よ
う
と
す
る
当
日
の
宴
に
集
ま
っ
た
者
た
ち
の
も
と
に
明
日
、
春
が
訪
れ
る

こ
と
は
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
確
実
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
は
、
共
通

に
理
解
さ
れ
る
春
の｢

景｣

そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

家
持
が
こ
う
し
て
期
待
さ
れ
る
日
を
「
春
立
つ
」
と
暦
に
即
し
て
詠
っ
た
こ
と

に
よ
り
、三
首
は
立
春
前
夜
の
宴
の
歌
と
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
首
目
に
お
い
て
、｢

今
日
、
明
日｣

と
日
を
な
ら
べ
る
こ
と
で
期
待
す
る｢

明

日｣

は
、｢

立
春｣

と
位
置
づ
け
ら
れ
、
二
首
目
の
「
春
を
近
み
」
は
今
の
景
は

春
の
訪
れ
が
近
い
景
で
あ
る
と
た
め
春
を
ひ
か
え
た
立
春
前
夜
の
景
と
な
る
。
家

持
が
暦
の
上
の
「
立
春
」
で
あ
る｢

春
立
つ｣

と
詠
う
こ
と
で
明
日
が｢

立
春｣

で
あ
る
こ
と
を
歌
の
表
現
と
し
て
明
ら
か
な
も
の
に
し
え
た
の
で
あ
る
。
家
持
の

歌
が
最
後
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
暦
の
上
で
の｢

立
春｣��

が
強
く
意
識
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
春
へ
の
期
待
が
宴
の
主
題
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　

　

家
持
は
暦
が
表
す
二
十
四
節
気
と
季
節
を
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
詠
う
こ
と
が
で
き

た
の
か
、
次
に
家
持
の
意
識
に
あ
る
暦
を
歌
か
ら
考
え
た
い
。

－�3�－

別府大学紀要　第64号（2023年）



　
　

二

　

万
葉
集
中
、
暦
の
上
で
の
春
と
し
て
の｢

立
春｣�

を
意
識
す
る
歌
に
は
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。

⑨
ひ
さ
か
た
の
天
の
香
具
山
こ
の
夕
霞
た
な
び
く
春
立
つ
ら
し
も

10
―
一
八
一
二

⑩
う
ち
靡
く
春
立
ち
ぬ
ら
し
我
が
門
の
柳
の
末
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
き
つ10

―
一
八
一
九

⑨
・
⑩
の
歌
と
も
に
暦
と
実
際
の
景
と
の
関
係
が
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。
⑨
で
は
詠
わ
れ
る
地
名
が｢
天
の
香
具
山｣

で
あ
る
こ
と
、
原
文

｢

霏

｣

が
柿
本
人
麻
呂
歌
集
に
独
自
な
用
字
で
あ
る
た
め
に
、
比
較
的
古
い
時

代
の
歌
と
考
え
ら
れ
て
い
る④

。
暦
に
従
い
、
季
節
の
推
移
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る

考
え
方
は
奈
良
朝
以
前
に
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
必
ず
し
も
、
歌
表
現
に
多

く
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
で
、
春
と
対
と
し
て
詠
わ
れ
る｢

秋
立
つ｣

と

い
う
語
句
が
す
で
に
柿
本
人
麻
呂
の
歌
に
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑪�

・
・
・
登
り
立
ち�

国
見
を
せ
せ
ば�

た
た
な
は
る�

青
垣
山�

や
ま
つ
み
の�

奉
る

御
調
と�

春
へ
に
は�

花
か
ざ
し
持
ち�

秋
立
て
ば�

黄
葉
か
ざ
せ
り
・
・
・１

―
三
十
八

⑫
・
・
・
春
へ
に
は�

花
折
り
か
ざ
し�

秋
立
て
ば�

黄
葉
か
ざ
し
・
・
・２

―
一
九
六

⑪
は
吉
野
行
幸
時
に
宮
を
賛
美
し
た
表
現
、
⑫
は
明
日
香
皇
女
の
挽
歌
に
お
け
る

表
現
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
の
歌
に
お
い
て
も
春
に
つ
い
て
は｢

春

へ
に
は｣

と
詠
い
、｢

春
立
つ｣

と
し
て
秋
と
の
対
句
と
し
よ
う
と
は
し
て
い
な

い
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
新
井
栄
蔵
氏
は
人
為
的

に
自
然
の
推
移
を
定
め
る
四
季
の
観
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
漢
語
の｢

立
春｣

、

「
立
秋
」
と
自
然
独
自
の
推
移
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る｢

春
立
つ｣

｢

秋
立
つ
」

と
が｢

本
来
大
き
く
質
を
異
に
す
る
表
現｣

で
あ
る
と
さ
れ
、「
和
歌
本
来
の
四

季
感
」
は
連
続
的
・
即
物
的
な
と
ら
え
方
で
あ
り
、
特
定
の
日
に
大
き
く
変
化
す

る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る⑤

。
更
に
新
井
氏
の
説
を
受
け
た
鉄
野
昌

弘
氏
は
人
麻
呂
の
こ
の
二
首
の
対
句
か
ら
考
え
て
、
自
然
が｢

暫
定
的
に
変
化
し

て
い
く｣

こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る⑥

。
対
句
と
な
る
そ
れ
ぞ
れ
の

春
、
秋
の
表
現
を
見
る
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
特
徴
を
表
す
に
と
ど
ま
り
、

暦
の
上
の
特
別
な
一
日
を
詠
う
と
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　

家
持
は
人
麻
呂
の
歌
を
学
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に

見
る
限
り
、
歌
表
現
と
し
て｢

立
春｣

を｢

春
立
つ｣

と
詠
う
の
は
、
家
持
の
暦

に
対
す
る
意
識
の
表
れ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
家
持
は
五
年
あ
ま
り
の
歳
月

を
越
中
守
と
し
て
過
ご
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
巻
は

歌
日
誌
と
も
さ
れ
る
よ
う
に
年
代
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
季
節
の
推
移
も
歌
か

ら
読
み
取
れ
る
配
列
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
巻
の
歌
か
ら
家
持
の
暦
か
ら
見

た
二
十
四
節
気
と
季
節
そ
の
も
の
と
の
と
ら
え
方
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
暦
と
歌
の
表
現
が
関
係
す
る
も
の
を
見
て
い
き
た
い
。

題
詞
・
左
注
に
暦
に
関
わ
る
表
現
が
あ
る
も
の
は
次
の
三
例
で
あ
る
。

ア　

立
夏
四
月
、
既
に
累
日
を
経
て
、
由
未
だ
霍
公
鳥
の
喧
く
を
聞
か
ず
。
因
り

て
作
り
し
恨
み
の
歌
二
首

あ
し
ひ
き
の
山
も
近
き
を
ほ
と
と
ぎ
す
月
立
つ
ま
で
に
な
に
か
来
鳴
か
ぬ

玉
に
貫
く
花
橘
を
乏
し
み
し
こ
の
我
が
里
に
来
鳴
か
ず
あ
る
ら
し

　

霍
公
鳥
は
立
夏
の
日
に
来
鳴
く
こ
と
必
定
な
り
。
ま
た�

越
中
の
風
土
と
し
て

橙
橘
有
る
こ
と
希
な
り
。
こ
れ
に
因
り
て
大
伴
宿
祢
家
持
、
懐
に
感
発
し
て
聊

か
に
こ
の
歌
を
作
り
き　

三
月
二
十
九
日�

17
―
三
九
八
三
・
四
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イ　

四
月
一
日
、
掾
久
米
朝
臣
広
縄
の
館
に
宴
せ
し
歌
四
首

卯
の
花
の
咲
く
月
立
ち
ぬ
ほ
と
と
ぎ
す
来
鳴
き
と
よ
め
よ
含
み
た
り
と
も

　

右
の
一
首
は
、
守
大
伴
宿
祢
家
持
の
作
り
し
も
の
な
り
。

二
上
の
山
に
隠
れ
る
ほ
と
と
ぎ
す
今
も
鳴
か
ぬ
か
君
に
聞
か
せ
む

　

右
の
一
首
は
、
遊
行
女
婦
土
師
の
作
り
し
も
の
な
り
。

居
り
明
か
し
も
今
夜
は
飲
ま
む
ほ
と
と
ぎ
す
明
け
む
朝
は
鳴
き
渡
ら
む
そ�

二
日

は
立
夏
の
節
に
応
る
。
故
に
明
け
む
旦
に
喧
か
む
と
謂
ふ
。���　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
日
よ
り
は
継
ぎ
て
聞
こ
え
む
ほ
と
と
ぎ
す
一
夜
の
か
ら
に
恋
ひ
わ
た
る
か
も

　

右
一
首
は
羽
咋
郡
の
擬
主
帳
能
登
臣
乙
美
の
作
。�

18
―
四
〇
六
六
～
九

ウ　

二
十
四
日
は
立
夏
四
月
の
節
に
応
る
。
こ
れ
に
因
り
て
二
十
三
日
の
暮
に
、

忽
ち
に
霍
公
鳥
の
暁
に
喧
く
声
を
思
ひ
て
作
り
し
歌
二
首

常
人
も
起
き
つ
つ
聞
く
そ
ほ
と
と
ぎ
す
こ
の
暁
に
来
鳴
く
初
声

ほ
と
と
ぎ
す
来
鳴
き
と
よ
め
ば
草
取
ら
む
花
橘
を
や
ど
に
は
植
ゑ
ず
て

19
―�

四
一
七
一
・
二

　

ア
か
ら
ウ
ま
で
す
べ
て
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
の
関
係
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
重
要

で
あ
ろ
う
。
ア
の
歌
は
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
家
持
が
越
中
赴
任
後
初
め
て
迎

え
る
夏
の
歌
で
あ
る
。�

題
詞
に
よ
れ
ば
立
夏
四
月
か
ら
、｢

既
に
累
日
を
経
て｣

と
あ
る
。
左
注
に
よ
る
と
三
月
二
十
九
日
な
の
で
、
三
月
中
に
立
夏
を
迎
え
た
こ

と
と
な
ろ
う
。『
日
本
暦
日
原
典
』
に
よ
れ
ば
、
立
夏
は
三
月
二
十
一
日
で
あ
る

の
で
、
立
夏
を
八
日
過
ぎ
て
い
る
。
立
夏
に
な
れ
ば
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
く
と
い

う
考
え
方
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
見
て
夏
を
感
じ
る
こ
と
と
は
異
な
り
、
暦
に
そ
っ

て
自
然
が
移
り
変
わ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
鳴
く

か
ど
う
か
で
は
な
く
、
季
節
と
し
て
の
夏
は
、
暦
ど
お
り
に
感
じ
ら
れ
る
べ
き
と

い
う
考
え
方
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
家
持
は
暦
ど
お
り
に
自
然
の
景

物
と
し
て
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
聴
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を｢

恨
む｣

と
い

え
よ
う
。
左
注
で
は
、｢

霍
公
鳥
は
立
夏
の
日
に
来
鳴
く
こ
と
必
定
な
り｣

と
強

調
し
て
い
る
。
一
首
目
の
歌
に
は
、
夏
が
到
来
し
た
こ
と
、
山
が
近
い
こ
と
と
ホ

ト
ト
ギ
ス
が
鳴
く
べ
き
条
件
を
そ
ろ
え
て
い
る
の
に
鳴
か
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い

る
。
こ
の
歌
で
は
夏
の
到
来
で
あ
る｢

立
夏｣

を｢

月
立
つ
ま
で
に
」
と
表
現
し

て
い
る
が
、
万
葉
集
で
こ
の｢

月
立
つ｣

が
使
わ
れ
た
歌
は
少
な
く
、
し
か
も
家

持
の
叔
母
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
に
み
る
の
み
で
あ
る
。｢

月
立
つ｣

と
詠
わ
れ
る

以
下
の
二
首
を
み
て
い
こ
う
。

⑬
月
立
ち
て
た
だ
三
日
月
の
眉
根
掻
き
日
長
く
恋
ひ
し
君
に
逢
へ
る
か
も

６
―
九
九
三　

⑭
あ
ら
た
ま
の
月
立
つ
ま
で
に
来
ま
さ
ね
ば
夢
に
し
見
え
つ
つ
思
ひ
そ
我
が
せ
し

８
―
一
六
二
〇　

⑬
で
は
月
が
変
わ
っ
て
三
日
目
の
月
の
姿
と
月
の
運
行
を
月
の
姿
そ
の
も
の
か
ら

捉
え
て
い
る
が
⑭
で
は｢

月
立
つ｣

こ
と
は
待
ち
続
け
て
い
た
日
々
と
関
係
し
て

い
る
。
左
注
で
は
「
天
平
十
一
年
己
卯
秋
八
月
」
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
七
月

の
間
中
待
ち
、
八
月
を
迎
え
た
た
め
、
月
日
が
過
ぎ
た
こ
と
を
印
象
づ
け
る
た
め

に
新
た
な
月
で
あ
る
八
月
に
な
っ
た
こ
と
を
こ
の
よ
う
な
表
現
に
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
家
持
に
歌
の
表
現
で
は
強
い
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
坂
上
郎
女
で
あ
る

こ
と
か
ら
考
え
、
家
持
も
こ
の
よ
う
に
月
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
歌

の
表
現
と
し
て
効
果
的
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

家
持
は
月
が
変
わ
る
こ
と
を
暦
の
上
で
の
二
十
四
節
気
の
変
化
と
結
び
つ
け
よ
う

と
し
た
た
め
、
題
詞
の｢

既
に
累
日
を
経
て｣

を
歌
で
は｢

月
立
ち
て｣

と
詠
う

こ
と
が
で
き
た
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
家
持
に
と
っ
て
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を

聞
く
特
別
な
月
、
四
月
は
暦
の
う
え
で｢

夏｣

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

は
歌
に
は
ま
だ
暦
の
表
現
が
な
い
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
二
首

目
で　

｢
玉
に
貫
く
花
橘
を
と
も
し
み
し｣

家
持
な
り
の
理
由
を
見
つ
け
、
納
得

し
よ
う
と
す
る
。
左
注
で
は｢

立
夏
の
日
に
来
鳴
く
こ
と
必
定
な
り｣

と
し
つ
つ

も
、｢

ま
た�

越
中
の
風
土
と
し
て
橙
橘
有
る
こ
と
希
な
り｣

と
し
て
い
る
こ
と
が

－�5�－
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こ
の
表
現
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
家
持
は
、
都
と
同
じ
暦
を
使
い
つ
つ
も
、
越

中
の
風
土
が
都
と
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
を
実
感
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　

イ
の
歌
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
で
、題
詞
で
は｢

四
月
一
日
に
「
掾

久
米
朝
臣
広
縄
之
館｣

に
お
け
る
宴
席
の
歌
と
記
さ
れ
て
い
る
。｢

卯
の
花
の
咲

く
月
立
ち
ぬ｣�
と
家
持
は
ま
ず
月
が
改
ま
っ
た
こ
と
を｢

卯
の
花｣

と
結
び
つ
け

る
。
卯
の
花
は
夏
に
咲
く
も
の
と
い
う
歌
表
現
の
共
通
理
解
か
ら
四
月
と
結
び
つ

け
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
の
遊
行
女
婦
土
師
は｢

今｣

と
い
う
時
を
詠
う
が
こ
こ
で

は
、
暦
の
上
の
立
夏
の
意
識
で
は
な
く
、
家
持
の
歌
で
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
求
め

た
の
に
対
し
、
守
と
し
て
の
家
持
が
同
席
し
て
い
る
四
月
の
宴
に
は
ほ
と
と
ぎ
す

の
声
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
季
節
観
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
と

な
る
の
は
次
の
三
首
目
の
家
持
の
歌
で
あ
ろ
う
。
家
持
は
、｢

居
り
明
か
し
も
今

夜
は
飲
ま
む｣��

と
今
夜
で
は
な
く
、
明
日
へ
の
思
い
を
詠
う
。
夏
の
は
じ
ま
り

で
あ
る
四
月
の
一
日
で
あ
っ
て
も
二
十
四
節
気
と
し
て
の
暦
の
上
で
の｢

立
夏｣

で
は
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
注
で｢

二
日
は
立
夏
の
節

に
応
る
。
故
に
明
け
む
旦
に
喧
か
む
と
謂
ふ｣

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
最
後
に
詠
う
羽
咋
郡
擬
主
帳
能
登
臣
乙
美
は
家
持
を
う
け
て
、
明
日
か

ら
は｢

夏｣

と
い
う
こ
と
を
、
夏
の
前
の
今
夜
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
恋
し
い

と
し
て
い
る
。
家
持
の
暦
に
対
す
る
意
識
に
答
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
表
現
に

暦
を
詠
わ
ず
と
も
、
霍
公
鳥
を
待
つ
心
が
暦
の
上
の
季
節
観
と
同
じ
と
ら
え
方
を

し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ウ
の
題
詞
で
は
、｢

二
十
四
日
は
立
夏
四
月
の
節
に
応
る｣�

た
め
に
、
そ
の
一

日
前
か
ら
期
待
し
て
、
日
が
変
わ
っ
て
す
ぐ
の
時
間
帯
の｢

旦｣

に
鳴
く
こ
と
を

想
像
し
て
作
っ
て
い
る
と
す
る
。
歌
で
は
、
そ
の
声
は｢

初
声｣

と
な
り
、
そ
の

年
に
は
じ
め
て　

聴
く
で
あ
ろ
う
声
に
対
す
る
期
待
感
が
こ
め
ら
れ
て
い
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
限
り
、
家
持
の
歌
日
誌
と
さ
れ
る
巻
に
お
い
て
、
暦
と
関
わ

る
も
の
は
す
べ
て
「
立
夏
」
で
あ
っ
た⑦

。
し
か
し
、
暦
の
上
で
夏
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
を
中
心
に
詠
っ
た
歌
は
な
い
。「
立
夏
」
と
い
う
こ
と
に
心
惹
か
れ
て

詠
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
鄙
と
さ
れ
る
越
中
に
い
た
家
持
に
と
っ
て
、
特

に
心
惹
か
れ
た
ほ
と
と
ぎ
す
の
到
来
は
都
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
家
持
に
と
っ
て
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
に
は
、
都

と
は
違
う
現
れ
方
を
す
る
の
が
越
中
の
ほ
と
と
ぎ
す
で
あ
り
、
家
持
は
、
自
ら
を

納
得
さ
せ
る
意
味
で
、
あ
え
て
、
題
詞
や
左
注
で
暦
を
使
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か⑧

。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
家
持
は
、
暦
の
通
り
に
自
然
が
推
移
す
る
都
と
の
差

異
を
鄙
の
自
然
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
季
節
の
変
化
を
細
や
か
に

と
ら
え
、
越
中
の
自
然
を
詠
う
も
の
の
、
越
中
に
お
け
る
家
持
の
歌
の
表
現
に
も
、

題
詞
、
左
注
に
も
、｢

立
夏｣

以
外
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
考
え
る
と
家
持
は
ま
ず
、
自
ら
が
好
ん
だ
ほ
と
と
ぎ
す
を
通
し
て
、
都

と
の
自
然
の
推
移
し
て
い
く
こ
と
の
違
い
を
暦
と
い
う
も
の
を
通
し
て
理
解
し
た

も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
家
持
に
と
っ
て
こ
の
違
い
こ
そ
が
歌
に
お
け
る
暦
に
対

し
て
の
関
心
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
都
と
同
じ
季
節
観
を
と
ら

え
よ
う
と
し
た
家
持
に
と
っ
て
鄙
は
季
節
の
推
移
で
は
家
持
を
納
得
さ
せ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
が
、
都
の
季
節
観
を
持
ち
続
け
た
家
持
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
確
認

す
る
も
の
が
暦
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
家
持
は
越
中
と
い
う
都
の
風
土

と
は
異
な
っ
た
鄙
に
身
を
置
く
こ
と
で
暦
を
意
識
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
家
持
の
暦
の
と
ら
え
方
を
確
認
し
た
上
で
、
歌
日
誌
に
お
い
て
、
先

に
取
り
上
げ
た
宴
か
ら
四
日
後
の
歌
に
こ
め
ら
れ
た
家
持
の
意
識
を
み
て
い
き
た

い
。

　
　

三

　

家
持
の
も
う
一
例
の
立
春
を
詠
っ
た
も
の
は
、
Ｂ
に
示
し
た
歌
で
あ
る
。
天
平

宝
字
元
年
十
二
月
十
八
日
の
三
首
と
同
じ
天
平
宝
字
元
年
十
二
月
の
二
三
日
に�

治
部
少
輔
大
原
今
城
真
人
宅
で
詠
ん
だ
も
の
と
記
さ
れ
る
。
宴
席
の
歌
で
は
あ
る

が
、他
の
同
席
者
の
歌
は
な
く
、家
持
の
一
首
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。す
で
に『
代

匠
記　

精
選
本
』
で
四
四
八
八
の
歌
に
つ
い
て
「
下
ノ
二
十
三
ノ
歌
を
合
セ
テ
見
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ル
ヘ
シ
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
歌
は
、
立
春
の
前
日
の
宴
か
ら
四
日

後
、「
春
立
ち
ぬ
」
と
す
る
よ
う
に
す
で
に
立
春
を
迎
え
た
後
の
歌
で
あ
る
。

　

ま
ず
歌
で
は
「
月
数
め
ば
」
と
詠
う
。
こ
こ
で
も｢

月｣

を
確
認
す
る
こ
と
が

家
持
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。｢

月
数
め
ば｣

は
声
に
出
し
て
数
え
る
こ
と
、
言

い
換
え
れ
ば
、
自
ら
念
を
お
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
万
葉
集
中
で
は
次
の
よ
う
な
歌

を
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑮
白
栲
の
袖
解
き
か
へ
て
帰
り
来
む
月
日
を
数
み
て
行
き
て
来
ま
し
を４

―
五
一
〇

⑯�

・
・
・
任
け
の
ま
に
ま
に�
た
ら
ち
ね
の�

母
が
目
離
れ
て�

若
草
の�

妻
を
も
ま

か
ず�

あ
ら
た
ま
の�

月
日
数
み
つ
つ
・
・
・�

20
―
四
三
三
一

⑰
春
花
の
う
つ
ろ
ふ
ま
で
に
相
見
ね
ば
月
日
数
み
つ
つ
妹
待
つ
ら
む
そ

17
―
三
九
八
二

⑱
ぬ
ば
た
ま
の
夜
渡
る
月
を
幾
夜
経
と
数
み
つ
つ
妹
は
我
れ
待
つ
ら
む
そ

18
―
四
〇
七
二

⑲
・
・
・
別
れ
し
時
よ�

ぬ
ば
た
ま
の�

夜
床
片
さ
り�

朝
寝
髪�
掻
き
も
梳
ら
ず�

出

で
て
来
し�

月
日
数
み
つ
つ�

嘆
く
ら
む�

・
・
・�
18
―
四
一
〇
一

⑮
は
丹
比
真
人
笠
麻
呂
が
妻
と
別
れ
て
筑
紫
の
国
に
下
っ
た
時
の
長
歌
に
反
歌
と

し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
妻
と
の
逢
瀬
を
得
る
ま
で
の
時

間
と
し
て
の
月
を
数
え
て
い
る
。
⑯
か
ら
⑲
は
い
ず
れ
も
家
持
の
も
の
で
あ
る
。

⑯
は
「
防
人
の
悲
別
の
心
を
追
ひ
痛
み
て｣

と
あ
る
よ
う
に
防
人
の
気
持
ち
と

な
っ
て
作
っ
た
も
の
で
、
母
と
妻
と
の
別
れ
か
ら
の
日
々
を
数
え
て
い
る
。
⑰
・

⑱
・
⑲
い
ず
れ
も
ま
だ
妻
が
越
中
に
来
る
前
の
も
の
で
、
別
れ
て
か
ら
の
日
数
を

数
え
る
こ
と
で
、思
い
の
強
さ
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
月
数
む
」
と
は
、�

相
手
と
会
え
な
い
日
々
の
多
さ
を
嘆
く
時
、
分
か
れ
て
か
ら
の
つ
ら
さ
を
日
数
の

確
認
に
よ
っ
て
強
調
し
て
い
る
表
現
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

家
持
は｢

立
春｣

を
迎
え
た
後
の
心
情
を
相
手
へ
の
思
い
の
強
さ
を
詠
う
時
に

使
わ
れ
て
い
る
「
数
む
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
日
数
を
数
え
て
、
ま

だ
十
二
月
と
い
う
冬
の
「
月
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
歌
い
始
め
る
。
三
形
王
宅
で
の

宴
と
同
じ
く
、
十
二
月
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
ま
だ
冬
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
注
目
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
歌
で
は
、
家
持

は
そ
の
次
に
「
し
か
す
が
に
」
と
冬
と
は
異
な
っ
た
景
を
歌
っ
て
み
せ
る
。
こ

の
景
は
必
ず
し
も
実
景
と
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。｢

霞
立
つ｣

と

は
、
三
形
王
の
宴
席
で
も
甘
南
備
伊
香
真
人
が
詠
っ
た
春
の
景
物
の
象
徴
に
他
な

ら
な
い
。｢

冬｣

で
あ
る
は
ず
の
十
二
月
は
冬
に
ふ
さ
わ
し
い
景
が
み
ら
れ
る
は

ず
な
の
に
、
こ
こ
で
は
「
霞
た
な
び
く
」
と
い
う
春
の
景
が
広
が
っ
て
い
る
。
春

の
景
を
描
く
こ
と
で
、
次
の
「
春
立
ち
ぬ
」
と
い
う
語
句
と
結
び
つ
け
、
す
で
に

暦
の
上
で
の
春
が
到
来
し
て
い
る
こ
と
を
歌
う
こ
と
が
家
持
の
目
的
で
あ
る
。
家

持
は
か
つ
て｢

う
ち
霧
ら
し
雪
は
降
り
つ
つ
し
か
す
が
に
我
家
の
園
に
鶯
鳴
く
も������

８
―
一
四
四
一｣

と
冬
か
ら
春
へ
の
推
移
を
詠
っ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
で
は
眼
前

に
広
が
る
冬
の
景
と
春
の
景
と
の
対
比
に
よ
り
、
季
節
の
微
妙
な
変
化
そ
の
も
の

を
詠
お
う
と
し
て
お
り
、
季
節
は
実
際
の
景
を
中
心
と
し
て
そ
こ
か
ら
と
ら
え
て

い
る
。
し
か
し
、
立
春
後
の
宴
席
の
歌
で
は
、｢

春
立
ち
ぬ｣

と
既
に
暦
の
上
で

は
立
春
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
景
か
ら
確
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
立
春
後
の
宴
で
家
持
に
と
っ
て
春
立
つ
と
詠
う
こ
と
は
、｢

暦｣

と｢

景｣

と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

十
八
日
の
宴
で
は
春
へ
の
期
待
を
詠
い
、｢

暦｣

の
上
で
の
春
の
訪
れ
を
強
く

意
識
し
た
が
、
そ
の
季
節
が
実
現
し
た
こ
と
を｢

景｣

か
ら
確
認
し
た
の
が
こ
の

歌
で
あ
り
、宴
席
の
三
首
は
こ
の
歌
を
も
っ
て
完
結
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に

　

平
城
京
で
は
、
限
ら
れ
た
空
間
で
自
然
の
推
移
を
細
や
か
に
感
じ
取
る
こ
と
を

都
風
の
洗
練
さ
れ
た
自
然
観
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
都
の
人
々
に
と
っ
て
同
じ
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自
然
観
を
共
有
し
、
取
り
巻
く
自
然
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
詠
う
か
と
い
う
こ
と

は
、
宴
席
で
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
当
然
家
持
も
そ
の
よ
う
な
歌

の
文
化
圏
に
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、家
持
に
と
っ
て
越
中
と
い
う
鄙
で
の
生
活
は
、

都
で
身
に
つ
け
た
自
然
観
を
客
観
的
に
見
直
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
好
ん
で
い
た

ほ
と
と
ぎ
す
の
到
来
が
遅
い
こ
と
は
、
家
持
に
風
土
の
違
い
を
意
識
さ
せ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
こ
で
家
持
は
都
の
推
移
し
て
い
く
自
然
を
と
ら
え
直
し
、
自
然
を

秩
序
と
し
て
と
ら
え
た
二
十
四
節
気
の
「
暦
」
を
意
識
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
う
し
た
自
然
観
は
、
帰
京
後
の
家
持
に
と
っ
て
、
歌
表
現
と
し
て
新
た
に

自
然
を
と
ら
え
直
す
こ
と
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

本
文
の
万
葉
集
の
訓
読
は
『
岩
波
新
古
典
文
学
大
系　

萬
葉
集
』
に
よ
っ
た
。

　
　

註

�

①
20
―
四
四
九
六
～
五
〇
ま
で
の
十
五
首
。
こ
の
三
人
以
外
に
は
、
主
人
中
臣
清

麻
呂
、
大
原
今
城
真
人
、
市
原
王
が
歌
を
残
し
て
い
る
。

②
内
田
正
夫
氏
『
日
本
暦
日
原
典
』
雄
山
閣
出
版　
　

一
九
七
五
年

③
『
萬
葉
集
釈
注
』
当
該
歌
の
釈
文
。

④
小
島
憲
之
氏
が
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学　

中
』
で｢

霏

｣
は
柿
本
人

麻
呂
歌
集
に
独
自
の
用
字
と
し
て
人
麻
呂
作
歌
と
人
麻
呂
歌
集
非
略
体
歌
の
み

に
み
ら
れ
、
漢
籍
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
以
来
、
定
説
と
な
っ

て
い
る
。
塙
書
房　

一
九
八
六
年

⑤
新
井
栄
蔵
氏
「
万
葉
集
季
節
観
攷
―
漢
語
〈
立
春
〉
と
和
語
〈
ハ
ル
タ
ツ
〉」��『
萬

葉
集
研
究　
　

八
』　

一
九
七
六
年

⑥
鉄
野
昌
弘
氏
「『
秋
立
待
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
帝
塚
山
学
院
大
学
日
本
文
学
研
究
』

第
二
十
二
号　

一
九
九
一
年
二
月

⑦
小
林
真
由
美
氏
は
家
持
の
表
記
に
「
立
夏
」
と
「
立
夏
節
」
が
あ
る
こ
と
に
注

目
さ
れ
暦
月
と
二
十
四
節
気
の
節
月
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
家
持
が
書
き
分

け
た
「
節
」
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
誤
字
。
脱
字
を
想
定
さ
れ
る
。「
立
夏
の

ほ
と
と
ぎ
す
―
家
持
と
暦
―
」『
成
城
國
文
学
論
集
』
二
十
七
号　

二
〇
〇
一

年
⑧
小
林
真
由
美
氏
は
『
養
老
令
』
に
は
、
陰
陽
寮
の
暦
博
士
が
十
一
月
一
日
ま
で

に
暦
を
作
り
奏
進
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
国
守
在
任
中
の
家
持

は
朝
廷
か
ら
届
け
ら
れ
た
も
の
を
年
内
に
配
る
た
め
の
暦
を
作
成
す
る
職
務
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
註
⑦
に
同
じ
。
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