
好 蔚

正
岡
子
規
の
恋
歌

ノ

ー

ト

は
じ
め
に

若
-
し
て
出
発
し
た
明
治
期
の
文
学
者
に
は
珍
し
-
､
正
岡
子
規
の
文

学
世
界
に
は
恋
に
関
す
る
も
の
が
豊
か
で
は
な
い
｡
子
規
の
短
歌

･
和
歌

の
世
界
に
お
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
｡
そ
れ
は
､
実
生
活
に
お
い

て
も
恋
の
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
の
反
映
で
あ
-
､
短
い
人
生
を
病
と

闘
い
な
が
ら
生
き
抜
い
た
伝
記
的
事
実
か
ら
は
当
然
と
も
言
え
る
｡
そ
う

し
た
現
実
の
生
を
誠
実
に
反
映
し
た
文
学
の

一
つ
と
し
て
短
歌
が
あ
り
'

そ
れ
が
日
本
文
学
に
あ
っ
て
の
詩
歌
の
近
代
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
､
子
規
の
初
期
の
和
歌
を
読
む
な
ら
ば
､
多
い
と
は
言

え
な
い
ま
で
も
､
恋
歌
は
歌
わ
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
は
､
ど
の
よ
う
に
自

覚
さ
れ
て
い
た
か
は
と
も
か
-
と
し
て
も
､
恋
の
体
験
と
も
言
え
る
伝
記

を
反
映
す
る
作
品
群
も
あ
る
｡
こ
の
ノ
ー
ト
で
は
若
き
日
の
そ
う
し
た
歌

を
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
｡

l
､
和
歌
か
ら
短
歌
へ

先
程
か
ら
和
歌

･
短
歌
を
適
宜
言
い
分
け
て
き
た
が
､
子
規
の
三
十

l

文
字
の
歌
は
､
伝
統
的
な
和
歌
か
ら
始
ま
り
､
そ
れ
を
近
代
の
文
学
と
し

村
尾

誠

一

て
の
短
歌
に
変
質
さ
せ
て
終
え
て
い
る
O
ま
さ
に
和
歌
か
ら
短
歌

へ
と
歌

を
変
質
さ
せ
た
張
本
人
の

一
人
が
子
規
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡

分
か
-
や
す
い
言
説
上
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
言
え
ば
'
明
治
三
十

l
年

(
一
八
九
八
)
の

『歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
､
と
り
わ
け

｢再
び
歌
よ
み
に

与
ふ
る
文
｣
の
冒
頭
I
の

貫
之
は
下
手
な
歌
よ
み
に
て
古
今
集
は
-
だ
ら
ぬ
集
に
有
之
候

に
､
カ
ず
-
で
和
歌
か
ら
短
歌

へ
と
三
十

一
文
字
を
変
質
さ
せ
て
行
こ
う

と
す
る
気
概
を
感
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡

子
規
が
対
決
し
よ
う
と
し
た
古
典
的
和
歌
世
界
は
､
『
古
今
和
歌
集
』

以
後
の
世
界
で
あ
り
､
『
万
葉
集
』
は
む
し
ろ
規
範
と
し
て
捉
え
か
え
さ

れ
よ
う
と
し
た
｡
『万
葉
集
』
の
捉
え
方
が
､
近
代
の
立
ち
上
が
る
時
期

の
時
代
的
な
偏
光
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
も
さ
れ
る
2
が
'
こ
こ

で
は
問
わ
な
い
｡
『古
今
和
歌
集
』
そ
の
も
の
も
子
規
の
視
点
か
ら
は
批

判
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
む
し
ろ
彼
の
批
判
の
矛
先
が
向
う
の
は
､
『古

今
和
歌
集
』
を
そ
の
規
範
の
中
心
と
し
て
古
典
の
代
表
と
し
て
尊
重
し
'

そ
の
世
界
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
避
け
'
そ
の
世
界
の
中
に
と
ど
ま
っ
て

歌
を
作
り
続
け
る
こ
と
を
行
っ
て
き
た
伝
統
主
義

･
古
典
主
義
的
な
和
歌

世
界
で
あ
る
｡
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そ
う
し
た
古
典
主
義
的
な
和
歌
世
界
は
､
大
き
-
見
る
な
ら
ば
中
世
に

お
い
て
確
立
さ
れ
る
｡
具
体
的
に
は
､
中
世
の
始
発
期
に
､
主
と
し
て
藤

原
俊
成

･
定
家
の
親
子
の
手
に
よ
-
確
立
さ
れ
た
世
界
で
あ
-
'
そ
れ
以

後
の
和
歌
の
あ
-
方
を
規
定
し
た
世
界
で
あ
っ
た
｡
そ
の
世
界
は
近
世
を

も
生
き
延
び
'
明
治
に
入
っ
て
か
ら
も
御
所
を
中
心
と
し
な
が
ら
広
い
範

囲
で
継
続
し
て
い
た
世
界
で
あ
っ
た
｡
子
規
の
始
発
期
の
歌
も
､
基
本
的

に
は
そ
う
し
た
中
世
的
和
歌
世
界
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
子
規
の
近
代
短
歌

の
立
ち
上
げ
は
'
自
ら
の
中
の
和
歌
か
ら
短
歌

へ
の
変
貌
過
程
で
も
あ
っ

た
｡
子
規
が
自
ら
の
初
期
作
品
に
対
し
て
厳
し
い
目
を
も
っ
て
い
た
こ
と

は
､
自
筆
本

『竹
乃
里
歌
』
の
お
び
た
だ
し
い
墨
減
の
跡
か
ら
も
実
感
で

き
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
中
世
的
和
歌
の
特
徴
は
'
題
詠
に
あ
る
｡
題
に
よ
る
創
作

は
､
近
代
や
現
代
の
短
歌
で
も
歌
会
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
が
'
内
実

に
お
い
て
は
違
い
が
あ
る
｡
中
世
和
歌
に
お
い
て
題
詠
は
'
出
題
さ
れ
た

題
の
持

つ

｢本
意
｣
に
規
定
さ
れ
る
｡
あ
ら
か
じ
め
題
毎
に
詠
む
べ
き
内

容
は
決
ま
っ
て
お
-
､
そ
れ
は
主
と
し
て
十
世
紀
の
和
歌
と
物
語
に
よ
っ

て
歌
わ
れ
語
ら
れ
た
世
界
で
あ
っ
た
｡
原
則
と
し
て
そ
の
世
界
か
ら
は
ず

れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｡
歌
合
の
よ
う
に
勝
負
の
か
か
る
場
に
あ
っ
て

は
､
世
界
の
ず
れ
は

｢傍
題
｣
と
さ
れ
､
厳
し
い
評
に
さ
ら
さ
れ
る
｡
例

え
ば
､
恋
の
題
で

｢待
恋
｣
は
女
性
が
､
通
い
が
間
遠
に
な
っ
た
､
あ
る

い
は
そ
う
な
-
つ
つ
あ
る
恋
人
を
待
つ
こ
と
で
あ
-
､
男
性
が
待
つ
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
｡
男
性
の
歌
人
で
あ

っ
て
も
そ
の
世
界
は
詠
む
の
で
あ

-
'
実
体
験
や
実
感
よ
り
も
､
｢本
意
｣
が
尊
重
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

中
世
的
和
歌
の
場
合
､
｢本
意
｣
の
制
約
は
'
題
詠
以
外
に
も
及
び
､

和
歌
に
詠
ま
れ
る
素
材
自
体
が
自
ず
と
古
典
的
な
詠
み
方
の
継
承
を
求

め
る
こ
と
に
な
る
3
｡
子
規
は
最
晩
年
ま
で
題
詠
の
歌
は
作
り
続
け
る
し
､

始
発
期
の
作
品
が
総
て
題
詠
で
あ
る
は
ず
も
な
い
｡
し
か
し
大
き
-
見
れ

ば
､
子
規
の
歌
は

｢本
意
｣
に
制
約
さ
れ
る
和
歌
か
ら
､
そ
れ
に
制
約
さ

れ
な
い
短
歌

へ
の
変
容
だ
と
捉
え
て
も
よ
か
ろ
う
｡
｢本
意
｣
の
替
わ
-

に
作
品
を
作
-
上
げ
る
拠
と
な
る
の
が
実
体
験
で
あ
-
､
体
験
と
対
時
す

る
自
我
で
あ
る
｡
す
で
に
言
い
古
さ
れ
た
自
我
史
観
で
は
あ
る
が
､
基
本

的
な
図
式
を
引
-
場
合
に
は
い
ま
だ
有
効
で
あ
ろ
う
｡
晩
年
の
子
規
の
場

合
､
そ
の
実
体
験
は
病
に
か
な
-
特
化
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
､
そ
れ
が

作
品
世
界
に
鮮
明
な
輪
郭
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡

恋
歌
の
場
合
､
実
体
験
の
欠
如
が
､
晩
年
の
作
品
で
は
恋
歌
を
生
ま
せ

な
い
と
い
う
の
は
必
然
で
あ
-
'
｢本
意
｣
が
確
と
し
て
あ
る
恋
歌
が
始

発
期
に
見
ら
れ
る
の
は
必
然
だ
と
言
う
こ
と
に
は
な
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
を

前
提
に
､
子
規
に
お
け
る
恋
歌
を
考
察
し
て
み
た
い
｡
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二
､
明
治
十
八
年
の
題
詠
に
よ
る
恋
歌

子
規
の
歌
集

『竹
乃
里
歌
』
で
'
恋
歌
が
最
初
に
見
ら
れ
る
の
は
明
治

十
八
年

(
一
八
八
五
)
で
あ
る
｡
十
九
歳
の
子
規
は
､
大
学
予
備
門
の
生

徒
で
あ
り
､東
京
で
の
生
活
を
続
け
て
い
た
｡
詳
細
な
目
時
は
未
詳
だ
が
､

配
列
順
か
ら
す
れ
ば
秋
以
降
と
思
わ
れ
る
題
詠
の
作
品
群
の
中
に
､
三
百

の
恋
歌
が
並
ん
で
い
る
4
｡

｢恋
｣
題
の

l
首
は
､

見
し
ふ
み
も
何
な
ら
ぬ
か
は
恋
路
に
は
玉
章
を
か
-
た
よ
り
の
み
に
て

で
あ
り
､
恋
文
以
外
に
手
だ
て
の
な
い
恋
の
様
が
歌
わ
れ
て
い
る
｡
変
哲



ー 静粛 -

の
な
い
内
容
の
作
だ
が
､古
典
和
歌
と
し
て
見
れ
ば
､
｢ふ
み
｣
｢玉
章
｣
｢た

よ
-
｣
の
手
紙
を
表
す
言
葉
が
垂
出
し
､
古
い
歌
学

(時
に
蘇
る
概
念
だ

が
)
で
は

｢同
心
病
｣
と
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
｡

一
方
､
古
典
和
歌

で
は

｢恋
路
｣
に

｢泥
路
｣
を
掛
け
る
の
は
常
套
で
あ
り
､
｢
ふ
み
｣
に

は

｢絡
み
｣
の
意
を
掛
け
て
､
手
紙
の
み
で
進
展
し
な
い
恋
の
焦
燥
感
を
'

泥
道
を
踏
み
行
-
様
に
合
意
さ
せ
て
い
る
｡
そ
こ
に
文
学
性
を
認
め
る
と

す
れ
ば
'
子
規
そ
の
人
と
言
う
よ
-
も
古
典
和
歌
の
蓄
積
し
た
も
の
の
力

に
拠
っ
て
い
る
｡

｢夢
恋
｣
は
､

う
た
た
ね
の
夢
さ
へ
も
の
を
恩
は
せ
て
憂
を
か
さ
ぬ
る
恋
も
す
る
か
な

で
'
夜
の
夢
の
中
ま
で
も
物
思
い
す
る
の
は
無
論
の
こ
と
､
ご
-
短
い
う

た
た
ね
の
夢
ま
で
も
物
思
い
を
す
る
と
い
う
､
恋
の
つ
ら
さ
を
歌
っ
た

一

首
で
あ
る
｡
｢う
た
た
ね
｣
は
'
『古
今
和
歌
集
』
に

｢う
た
た
ね
に
恋
し

き
人
を
見
て
L
よ
り
夢
て
ふ
物
は
頼
み
そ
め
て
き
｣
(恋
二
･
小
野
小
町
)

と
あ
る
の
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
り
5
､
中
世
的
和
歌
と
し
て
見
れ
ば

｢本

歌
｣
と
い
っ
て
よ
い
｡
結
句
の

｢恋
も
す
る
か
な
｣
と
い
う
表
現
は
､
や

は
り

『古
今
和
歌
集
』
の

｢
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
-
や
さ
つ
き
の
菖
蒲
革
あ
や

め
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な
｣
(恋

㌻

読
入
不
知
)
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
恋
歌
の
重
要
な
表
現
の
型
で
あ
る
｡

以
上
の
二
首
は
､
自
筆
本
で
は
題
も
含
め
て
墨
減
さ
れ
て
い
る
｡

一
首

だ
け
消
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
る
の
が

｢祈
恋
｣
で
あ
る
｡

祈
り
て
も
し
る
L
は
な
し
と
し
り
な
が
ら
も
し
や
と
恩
ふ
心
や
さ
し
な

｢祈
恋
｣
は
古
典
和
歌
で
も
見
ら
れ
る
設
題
で
､
神
仏

へ
恋
の
祈
願
を
す

る
こ
と
を
捉
え
､
多
-
の
場
合
､
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
恋
が
首
尾
良
-
い

か
な
い
こ
と
を
嘆
-
｡
こ
の
歌
の
場
合
､
｢も
し
や
と
思
ふ
｣
と
い
う
四

旬
日
が
口
語
的
で
注
目
さ
れ
､
首
尾
よ
-
は
い
-
ま
い
と
思
い
な
が
ら
も

祈
願
し
て
し
ま
う
女
性
像
を
描
き
出
し
て
い
る
｡
必
ず
し
も
目
新
し
い
と

は
言
え
な
い
が
､
古
典
の
観
念
の
中
か
ら
印
象
に
残
る
実
在
し
そ
う
な
女

性
像
が
播
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
こ
れ
は
子
規
自
身
が
憧
れ
る
女
性

像
と
も
重
な
り
､
恋
愛

へ
の
憧
れ
に
も
重
な
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
年
に
は
､
他
に
も
何
首
か
題
詠
に
よ
る
恋
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
O

古
典
と
の
関
係
で
言
え
ば
､
｢忍
恋
｣
の

明
-
れ
に
こ
ひ
ぬ
日
も
な
し
玉
の
緒
の
た
え
ね
ば
た
え
ぬ
恩
ひ
な
る
ら
ん

の
よ
う
に
､
明
示
的
に

『百
人

l
首
』
に
見
ら
れ
る
式
子
内
親
王
の

｢玉

の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
な
が
ら

へ
ば
し
の
ぶ
る
事
の
弱
り
も
ぞ
す
る
｣

の
影
響
が
見
え
る
作
品
が
あ
る
｡
『百
人

l
首
』
の
作
品
か
ら
の
影
響
は

恋
歌
以
外
に
も
見
ら
れ
る
｡
こ
の
歌
の
場
合
､
本
来
な
ら
ば

｢忍
恋
｣
の

題
は

｢忍
ぶ
｣
気
持
ち
の
強
さ
が
詠
ま
れ
る
は
ず
だ
が
､
む
し
ろ
恋
情
の

強
さ
が
主
題
に
な
る
所
に
'
若
き
日
の
思
い
の
反
映
は
あ
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
年
の
恋
歌
で
興
味
深
い
の
は

｢旅
恋
｣
の
､

故
郷
も
今
は
中
々
す
み
う
L
と
い
も
や
こ
な
た
の
空
を
こ
ふ
ら
ん

で
あ
る
｡
明
治
に
な
り

｢上
京
｣
と
い
う
こ
と
が
地
方
の
青
年
に
問
題
と

な
-
'
子
規
自
身
も
そ
の
体
験
の
最
中
に
あ
る
わ
け
だ
が
､
そ
の
場
合
､

因
習
的
な
地
方
に
恋
人
を
残
し
て
上
京
す
る
と
い
う
主
題
が
文
学
上
に
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も
課
題
と
な
る
｡
こ
こ
に
子
規
自
身
の
伝
記
的
な
体
験
を
当
て
は
め
る
必

要
は
な
い
し
､
で
き
な
い
が
'
題
の

｢旅
｣
を
拡
張
す
る
こ
と
で
そ
う
し

た
近
代
的
な
体
験
の
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
'
こ
の
年
の
恋
の
題
詠
歌
を
検
討
し
て
み
る
と
､
基
本
的

に
古
典
和
歌
の
世
界
に
拠

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
若
き
日
の
子
規
の

恋

へ
の
憧
れ
や
､
当
時
の
若
者
の
抱
え
る
恋
に
ま
つ
わ
る
課
題
が
反
映
し

て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
､
古
典
和
歌
自
体
が
そ
う
し
た
包
容
力
は
持

ち
続
け
て
い
た
の
で
あ
-
､
各
時
代
の
思
い
が
歌
わ
れ
続
け
て
き
た
か
ら

こ
そ
連
続
し
て
来
た
の
で
あ
る
｡
明
治
で
あ
る
か
ら
特
別
に
そ
の
時
代
の

課
題
が
反
映
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
さ
ら
に
､
そ
こ
に
託
さ
れ
た

個
人
の
思
い
や
歴
史
の
課
題
が
､
必
ず
し
も
成
熟
し
た
-
切
実
性
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
だ
ろ
う
｡

三
､
明
治
二
十

l
年

｢恋
｣

題
詠
歌
を
も
う
少
し
見
て
み
よ
う
｡
考
え
て
み
れ
ば
明
治
十
九
年
は
子

規
に
と
っ
て
俳
句
を
作
り
始
め
た
年
で
あ
り
､
文
学
的
成
熟
と
い
う
こ
と

で
も
､
ま
だ
初
期
の
段
階
で
あ
る
｡
明
治
二
十

一
年
に
な
る
と
二
十
二
歳

で
あ
り
､
九
月
に
は
第

二
岳
等
中
学
校
本
科

へ
進
学
し
て
い
る
｡
『
竹
乃

里
歌
』
で
は
'
こ
の
年
冒
頭
に
ワ
-
ズ
ワ
ー
ス
の
訳
詩
を
置
い
て
お
-
'

文
学
的
に
も
様
々
な
体
験
を
積
ん

で
い
る
｡
和
歌
で
は
先
ず

｢恋
｣
と
題

さ
れ
た
八
首
の
歌
群
が
注
目
さ
れ
る
｡

八
首
の
歌
群
は
題
詠
で
あ
る
が
'
｢恋
｣
と
い
う
大
き
な
設
題
で
あ
り
､

細
か
い
題
の
設
定
は
な
い
｡
何
ら
か
の
歌
会
で

一
時
に
詠
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
か
､
そ
れ
と
も
折
々
に
詠
ま
れ
た
作
品
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
る
か

も
定
か
で
は
な
い
｡
ま
た
'
こ
の
年
の
作
品
の
自
筆
本

へ
の
収
録
は
豊

か
で
な
-
､
訳
詩
の
次
に

｢新
年
｣
｢霞
｣
の
題
の
一
首
ず
つ
が
配
さ
れ
､

そ
の
次
に
こ
の
歌
群
で
す
べ
て
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
年
内
の
い
つ
の

時
点
の
作
で
あ
る
か
も
定
か
で
は
な
い
｡
し
か
も
へ
う
ち
七
首
は
墨
滅
さ

れ
て
い
る
｡

l
首
だ
け
墨
滅
さ
れ
て
い
な
い
の
は
次
の
歌
で
あ
る
｡

我
こ
ひ
は
あ
ほ
で
の
浦
の
い
そ
に
よ
る
み
る
め
ば
か
り
や
あ
ふ
こ
と
も
な

し

一
読
し
て
古
典
的
に
過
ぎ
る
こ
と
に
驚
-
作
品
だ
と
い
え
よ
う
o
鍵
と
な

る
の
が

｢あ
ほ
で
の
浦
｣
と
い
う
歌
枕
だ
が
､
元
々
所
在
地
未
詳

(常
陸

と
も
)
の
歌
枕
で
あ
る
｡
歌
枕
の
多
-
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
､
土
地
の

イ
メ
ー
ジ
よ
り
も
地
名
の
面
白
さ
に
眼
目
が
あ
る
｡
こ
の
場
合
｢逢
は
で
｣

の
掛
詞
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
､
波
が

｢寄
る
｣
'
海
藻
の

｢
み
る
め
｣
の

縁
語
を
想
起
さ
せ
､
｢
み
る
め
｣
に

｢見
る
目
｣
の
掛
詞
で
､
他
人
の
目

の
た
め
に
会
え
な
い
の
だ
と
い
う
状
況
が
た
だ
ち
に
合
意
さ
れ
て
し
ま

う
｡
例
え
ば
､
古
典
和
歌
で
は

『金
菓
和
歌
集
』
恋
下

･
源
雅
光
の

｢名

に
立
て
る
あ
ほ
で
の
浦
の
海
人
だ
に
も
み
る
め
ほ
か
づ
-
物
と
こ
そ
聞

け
｣
の
よ
う
に
古
典
和
歌
に
は
多
-
の
類
例
が
あ
る
｡
こ
こ
で
引
い
た
現

代
で
は
無
名
と
な

っ
た
歌
人
に
比
し
て
も
想
像
力
で
描
き
出
す
世
界
は

必
ず
し
も
豊
か
で
は
な
-
､
結
句

｢あ
ふ
こ
と
も
な
し
｣
の
繰
り
返
し
が

畳
垂
で
は
あ
る
が
､
古
典
的
な
手
法
は
よ
-
習
得
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ

○
>ハノ

墨
減
さ
れ
た
作
品
に
も
､
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時
鳥
音
に
な
-
こ
ゑ
の
も
れ
そ
め
て
忍
の
岡
の
し
の
ば
れ
も
せ
ず

の
よ
う
な
､
や
は
り
歌
枕

(｢忍
の
岡
｣)
を
鍵
と
す
る
古
典
的
な
色
合
い

の
濃
厚
な
作
品
や
､

わ
が
恋
は
岩
に
せ
か
ゝ
る
た
き
川
の
あ
ふ
か
と
み
れ
ば
叉
別
れ
つ
つ

の
よ
う
に
､
明
ら
か
な
形
で

『百
人

l
首
』
の

｢瀬
を
は
や
み
岩
に
せ
か

か
る
瀧
川
の
わ
れ
て
も
末
に
逢
は
む
と
ぞ
恩
ふ
｣
を
下
敷
き
に
し
て
い

る
､
や
は
-
古
典
的
な
作
品
も
あ
る
｡

こ
う
し
た
中
に
も
､

我
が
恋
は
真
の
道
に
か
な
は
ず
や
む
す
ぶ
の
神
も
ま
も
ら
ざ
る
ら
む

の
よ
う
な
作
品
も
見
ら
れ
る
｡
古
典
的
に
言
え
ば

｢真
の
遺
｣
は
仏
道
で

あ
る
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
は
広
い
意
味
で
の
､
明
治
的
な
立
身
出
世
を
も

含
む
倫
理
で
あ
ろ
う
｡
子
規
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
想
像
を
拡
げ
れ
ば
､
明

治
二
十
四
年
に

｢法
師
看
花
｣
以
下

｢神
主
見
花
｣
さ
ら
に

｢儒
者
｣
｢耶

蘇
教
信
者
｣
｢歌
人
｣
｢哲
学
者
｣
と
続
か
せ
る
姿
勢
に

｢真
の
道
｣
は
近

い
輪
郭
を
持

つ
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
あ
た
り
に
か
ろ
う
じ
て
子
規
の
近
代
は

顔
を
出
さ
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡

恋
故
に
世
の
中
を
知
る
と
い
う
思
想
も
､

恋
せ
ず
は
浮
世
の
中
は
か
-
ま
で
に
つ
れ
な
き
も
の
と
し
ら
ざ
ら
ま
し
を

の
よ
う
な
作
品
で
示
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
も
近
代
に
お
け
る

｢恋
｣
の

人
生
上
の
重
い
位
置
づ
げ
と
も
関
わ
り
そ
う
だ
が
､
『百
人

l
首
』
に
も

藤
原
敦
忠
の

｢あ
ひ
み
て
の
後
の
心
に
比
ぶ
れ
ば
昔
は
物
を
恩
は
ざ
り
け

り
｣
は
容
易
に
浮
か
ぶ
し
､
藤
原
俊
戒
に
は

『長
秋
詠
章
』
に

｢恋
せ
ず

は
人
の
心
も
な
か
ら
ま
し
物
の
あ
は
れ
も
こ
れ
よ
-
ぞ
し
る
｣
が
あ
る
の

も
有
名
で
あ
る
o

こ
の
歌
群
も
､
基
本
的
に
は
古
典
的
な
伝
統
の
中
で
歌
わ
れ
た
世
界
の

再
生
産
の
作
品
で
あ
る
O
近
代
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
､
古
典
的
手
法
が
子
規
に
恋
の
歌
を
詠
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

四
､
向
島
仮
寓

明
治
二
十

一
年
の
夏
に
は
､
子
規
の
伝
記
の
中
で
は
珍
し
-
女
性
と
の

恋
愛
事
件
が
生
じ
る
｡
恋
愛
と
言
う
に
は
た
わ
い
も
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
'
子
規
に
と
つ
て
は
資
重
な
体
験
だ
と
考
え
て
よ
い
o

こ
の
夏
､
七
･八
･九
月
の
三
ケ
月
を
､
子
規
は
隅
田
川
畔
の
向
島
で
過

ご
し
て
い
る
｡
現
在
も
桜
餅
屋
と
し
て
有
名
な

｢長
命
等
桜
餅
｣
'
山
本

家
の
月
香
楼
に
仮
寓
し
て
い
る
｡
こ
の
体
験
は
'
和
歌
と
し
て
残
さ
れ
て

い
る
が
､
自
筆
本

『竹
乃
里
歌
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
｡
子
規
自
身

は
そ
の
体
験
を
回
覧
雑
誌
で
あ
る

『七
草
集
』
で
様
々
な
文
学
形
式
で
記

録
し
て
い
る
｡
具
体
的
に
は
和
歌
の
他
'
漢
文

･
漢
詩

･
俳
句

･
謡
曲

･

和
文
で
あ
る
｡
そ
の
中
の

｢女
郎
花
巻
｣
が
和
歌
の
巻
で
あ
-
､
五
七
首

か
ら
成

っ
て
い
る
｡

恋
愛
事
件
は
､
宿
と
し
て
い
た
月
香
稜
の
娘
､
お
陸
と
の
噂
で
あ
る
｡

現
実
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
生
じ
た
の
か
は
知
る
術
も
な
い
が
､
友
人
で

あ
る
大
谷
是
空
の
回
想

(『日
本
』
明
治
三
五
年
九
月
)
に
次
の
よ
う
に
述
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ベ
ら
れ
て
い
る
6
｡

同
じ
年
の
夏
君
は
向
島
の
長
命
寺
境
内
の
桜
餅
屋
の
二
階
に
下
宿
せ
ら
れ

た
｡
と
こ
ろ
が
誰
が
い
ひ
出
し
た
か
そ
の
家
の
娘
と
関
係
で
も
あ
る
や
う

に
浮
名
が
立
っ
た
｡
君
は
正
直
だ
け
に
此
事
を
非
常
に
気
に
し
て

｢七
草

集
｣
と
題
す
る
五
六
十
枚
も
あ
る
小
説
的
の
も
の
を
書
い
て
雪
完
を
試
み

ら
れ
た
｡

こ
れ
が
具
体
的
な
証
言
と
な
る
わ
け
だ
が
､
｢女
郎
花
巻
｣
で
も
､

月
香
稜
を
去
ら
ん
と
す
る
三
日
四
日
前
に
よ
か
ら
ぬ
噂
の
聞
え
L
よ
り
'

頭
の
病
も
何
と
な
-
蛋
-
し
心
地
せ
ら
る
｡
さ
れ
ど
こ
ゝ
に
と
ど
ま
ら
ば
､

い
よ
い
よ
癒
え
が
た
か
る
べ
L
と
思
ひ
､

一
目
も
は
や
-
都
に
帰
ら
ん
と

心
を
定
め
け
る

二
首

恩
ひ
き
や
か
-
ま
で
な
れ
し
景
色
さ
へ
今
は
眼
の
た
ね
な
ら
む
と
は

け
ふ
を
こ
そ
か
ぎ
り
と
思
へ
ば
浅
草
の
鐘
の
ひ
ゞ
き
も
哀
れ
な
り
け
-

が
あ
り
､
是
空
の
回
想
に
照
合
さ
せ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
'
『
七
草
集
』
に
は
最
終
的
に
は
は
ず
さ
れ
回
覧
さ
れ
な
か

っ
た

友
人
と
の
問
答
体
で
あ
る

｢
か
る
萱
巻
｣
が
あ
り
'
滞
在
後
半
に
子
規

が
み
ま
わ
れ
る

｢
い
た
つ
き
｣
に
つ
い
て
'
恋
故
の
も
の
で
は
な
い
か
と

友
人
間
で
噂
さ
れ
て
い
る
旨
が
中
心
主
題
と
な

っ
て
い
る
｡
そ
の
中
に

は
､
｢そ
は
我
身
の
片
恋
ひ
に
て
も
と
よ
り
い
ひ
い
づ
べ
き
こ
と
に
も
あ

ら
ず
｣
と
い
う
注
目
す
べ
き
文
言
も
見
ら
れ
る
｡

不
快
な
噂
の
｢雪
菟
｣
で
は
あ
る
が
'
あ
る
意
味
で
は
し
た
た
か
に
｢恋
｣

を
作
品
世
界
形
成
の
資
と
し
て
い
る
｡

戯
れ
に
画
を
か
き
て
女
の
許
へ
つ
か
は
す
と
て

き
み
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
ん
お
の
れ
だ
に
つ
た
な
し
と
愚
ふ
水
茎
の
跡

は
､
『古
今
和
歌
集
』
春
上

･
紀
貫
之
の

｢君
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む
梅

の
花
色
を
も
香
を
も
し
る
人
ぞ
し
る
｣
と
い
う
古
歌
を
念
頭
に
し
た

一
首

で
､
そ
の
延
長
上
の
世
界
で
あ
る
｡
し
か
し
'
詞
書
は
女
性
の
実
在
を
明

示
し
て
い
て
､
作
中
の

｢き
み
｣
が
そ
の

｢女
｣
を
指
す
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
｡
自
ら
拙
い
と
思
え
る
画
を
共
有
で
き
る
関
係
は
そ
も
そ
も
極

め
て
親
し
い
間
柄
を
前
提
と
し
て
い
よ
う
｡
無
論
､
こ
の
詞
書
と
作
品
を

証
に
す
る
形
で
子
規
の
恋
愛
の
事
実
性
は
証
し
得
な
い
｡
子
規
の
作
品
世

界
は
､
古
典
和
歌
を
媒
介
と
し
な
が
ら
､
様
々
な
虚
構
世
界
を
作
り
上
げ

て
し
ま
う
中
世
和
歌
的
な
世
界
に
屠
る
｡
恋
の
噂
の

｢雪
完
｣
と
は
言
い

な
が
ら
'
作
品
世
界
の
中
で
の
向
島
体
験
を
､
恋
の
体
験
を
も
含
む
世
界

に
構
築
し
ょ
う
と
し
た
意
志
は
歴
然
で
あ
る
｡

そ
う
し
た
作
品
世
界
形
成
の
最
も
顕
著
な
現
れ
が

｢寄
隅
田
川
名
所
恋

十

一
首
｣
と
題
す
る
連
作
で
あ
る
｡
題
詠
で
あ
り
､歌
枕
に
触
発
さ
れ
て
､

そ
う
し
た
文
学
制
度
に
則
る
故
に
か
な
り
奔
放
に
様
々
な
恋
世
界
を
描

き
出
し
て
い
る
｡

秩
父
て
ふ
峰
よ
り
出
づ
る
隅
田
川
か
ぎ
り
し
ら
れ
ぬ
恋
も
す
る
か
な

に
は
じ
ま
る
十

一
首
は
'
顕
ら
か
な
実
体
を
持

っ
た
よ
う
な
恋
の
世
界
を
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描
出
す
る
｡
こ
の
歌
は

『百
人

一
首
』
陽
成
院
の

｢筑
波
嶺
の
蜂
よ
り
落

つ
る
み
な
の
川
恋
ぞ

つ
も
-
て
淵
と
な
り
ぬ
る
｣
の
歌
枕
に
関
わ
る
発
想

を
引
き
継
ぎ
､
そ
の
情
熱
的
な
恋
情
の
発
露
も
引
き
継
ぐ
｡
そ
の
意
味
で

は
全
-
題
詠
的
虚
構
世
界
で
あ
る
｡

し
か
し
次
の
､

鐘
の
音
に
夢
さ
め
ほ
て
ゝ
浅
草
や
朝
の
別
れ
の
つ
ら
-
も
あ
る
か
な

は
､
よ
-
具
体
的
に
浅
草
の
対
岸
で
あ
る
向
島
の
実
地
に
依
拠
す
る
｡
鐘

は
浅
草
寺
の
朝
の
鐘
で
あ
り
､
｢浅
草
｣
に
は
二
人
で
過
ご
し
た
夢
の
よ

う
な

一
夜
の

｢浅
さ
｣
さ
を
言
い
掛
け
て
､
朝
の
別
れ
の
つ
ら
さ

へ
と
連

な
っ
て
行
-
｡
歌
枕
的
な
地
名
の
力
に
導
か
れ
た
作
ら
れ
た
世
界
で
あ
-

な
が
ら
'
地
名
の
臨
地
性
が
優
に
美
事
の
存
在
を
想
起
さ
せ
て
も
よ
い
作

り
と
な
っ
て
い
る
｡
と
は
い
え
､
恋
の
世
界
は
通
い
婚
を
前
提
と
し
た
古

典
的
世
界
を
基
盤
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
｡

続
-吾

妻
橋
こ
が
ね
の
柱
-
づ
る
と
も
誓
か
は
ら
じ
い
も
と
吾
と
の

は
､
吾
妻
橋
と
い
う
命
名
の
由
緒
は
と
も
か
-
と
し
て
も
'
鋼
鉄
製
の
橋

で
あ
-
近
代
の
産
物
で
あ
る
｡
｢
こ
が
ね
の
柱
｣
と
そ
の
最
新
技
術
は
詠

み
込
ま
れ
て
い
る
｡
そ
の
景
物
を
鍵
と
し
て
構
築
さ
れ
る
世
界
は
､
自
ず

と
今
の
臨
地
性
を
引
き
出
す
で
あ
ろ
う
｡
相
思
相
愛
の
深
い
関
係
が
そ
こ

に
存
在
す
る
よ
う
に
想
像
さ
せ
る
｡
し
か
し
'

一
連
の
作
品
の
中
で
は
､

や
は
り
古
典
的
な
恋
愛
制
度
の
中
に
理
解
さ
れ
る
虚
構
世
界
と
な
る
で

あ
ろ
う
｡

恋
の
世
界
は
別
れ
に
展
開
す
る
｡

う
け
ぬ
と
は
知
れ
ど
も
祈
る
三
め
ぐ
り
や
め
ぐ
り
あ
ひ
た
し
別
れ
に
し
君

三
国
神
社
は
向
島
の
社
だ
が
'
｢祈
恋
｣
の
題
詠
の
系
譜
の
作
品
で
あ
る
｡

臨
地
性
を
持
ち
､
す
で
に
別
離
し
て
し
ま

っ
た
か
の
内
容
で
あ
る
｡
が
､

次
の

あ
ふ
時
は
う
れ
し
の
森
の
下
露
に
ま
た
袖
ぬ
ら
す
わ
か
れ
な
り
け
り

は
､
別
れ
は
や
や
間
違
に
な
り

つ
つ
も
､
夜
明
け
の
別
れ
に
す
ぎ
な
い
の

か
と
も
思
い
返
さ
せ
る
｡
｢う
れ
し
の
森
｣
は
遊
郭
の
あ

っ
た
花
川
戸
あ

た
り
で
､
今
で
も
浅
草
小
学
校
付
近
に
嬉
の
森
稲
荷
が
あ
る
｡
む
し
ろ
そ

う
し
た
地
名
は
､
こ
れ
も
伝
統
的
な
遊
女
と
の
恋
と
い
う
内
実
を
も
想
起

さ
せ
よ
う
｡

や
や
別
れ
に
前
後
が
あ
る
展
開
だ
が
､
次
の

州
さ
き
と
も
い
へ
ば
晋
は
海
な
ら
し
か
ほ
る
は
君
の
心
の
み
か
は

は
､
明
確
に
相
手
の
女
性
の
心
変
わ
り
を
歌
う
｡
古
典
和
歌
の
文
脈
で
あ

れ
ば
､
｢か
ほ
る
｣
の
ほ
男
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
､
女
で
あ
る
こ
と
も

排
除
は
さ
れ
な
い
｡
｢
州
さ
き
｣
は
深
川
の
有
名
な
地
名
で
は
な
-
､
隅

田
川
畔
の
砂
地
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡

そ
う
し
た
状
況
を
受
け
た

我
恋
は
秋
葉
の
杜
の
下
露
と
消
ゆ
と
も
人
の
し
る
よ
し
も
な
し
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と
､
古
典
和
歌
的
に
は

｢飽
き
｣
の
掛
詞
で
'
相
手
に
飽
き
ら
れ
な
が
ら

恋
情
を
抱
き
続
け
た
ま
ま
に
､
そ
の
思
い
に
悩
み
な
が
ら
死
ん
だ
と
し
て

も
､
も
う
相
手
に
知
ら
れ
る
術
は
な
い
と
い
う
､
通
い
婚
の
最
後
の
局
面

の
表
現
と
な
る
｡
古
典
的
に
は
多
-
は
女
性
の
立
場
の
表
現
で
あ
る
が
'

こ
こ
は
､
男
性
の
側
に
立

っ
た
嘆
き
だ
と
読
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
骨
格

と
し
て
は

｢秋
葉
｣
神
社
の

｢飽
き
｣
に
掛
け
ら
れ
る

｢秋
葉
｣
に
置
-

｢下
露
｣
が

｢消
ゆ
｣
と
い
う
縁
語
的
な
発
想
で
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
て
'

古
典
的
に
は
言
葉
に
よ
-
い
わ
ば
自
動
化
さ
れ
た
発
想
で
あ
る
｡
無
論
秋

葉
神
社
は
向
島
に
実
在
す
る
社
で
あ
る
｡
次
の

う
き
名
を
ば
た
て
じ
と
い
の
る
白
髪
の
し
ら
ず
と
の
み
も
い
ひ
て
お
か
ま

し

も
'
｢自
嚢
｣
と
い
う
地
名
に

｢知
ら

(ず
)
｣
を
掛
け
る
｡
こ
れ
は
､
知

ら
れ
る
限
-
で
の
美
事
と
比
較
的
近
い
内
容
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
も
言

え
よ
う
｡

l
連
の
連
作
か
ら
は
や
や
異
質
で
あ
る
｡
最
後
も
､

五
月
雨
の
な
み
だ
も
そ
ふ
や
あ
や
せ
川
あ
や
な
-
物
を
恩
ふ
こ
ろ
か
な

と
､
隅
田
川
に
注
ぐ
綾
瀬
川
に

｢あ
や
な
-
｣
を
導
か
せ
'
道
理
の
な
い

思
い
に
悩
む
姿
を
詠
出
す
る
｡
こ
れ
も
美
事
に
近
い
が
'
五
月
雨
と
い
う

季
節
は
､
そ
こ
に
短
絡
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
思
い
の
様
を
象
徴
す
る

(｢乱

る
｣
を
内
包
す
る
)
措
辞
で
あ
る
｡

歌
枕
に
寄
せ
て
恋
歌
を
詠
む
の
は
'
古
典
和
歌
の
題
詠
と
し
て
ほ
常
套

的
な
手
段
で
あ
り
､
そ
れ
に
従

っ
た
手
法
で
こ
の
連
作
は
詠
ま
れ
て
い

る
｡
恋
の
在
-
方
も
基
本
的
に
は
古
典
的
な
通
い
婚
に
依
拠
し
て
い
て
､

作
品
世
界
の
基
盤
は
虚
構
で
あ
る
｡
し
か
し
､
歌
枕
と
し
て
用
い
た
地
名

は
､
実
際
の
向
島
滞
在
に
即
し
た
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
に
絡
め
て
恋
を
歌

う
以
上
､
必
然
的
に
噂
と
な
っ
た
恋
愛
体
験
を
想
像
さ
せ
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
｡
最
後
の
二
首
は
噂
に
近
い
内
容
で
詠
ま
れ
て
も
い
る
｡
若
い
と
は

い
え
卓
越
し
た
表
現
者
で
あ
っ
た
子
規
に
と
っ
て
'
そ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ

ム
は
承
知
の
は
ず
で
あ
る
O
そ
れ
だ
け
に
､
向
島
の

｢恋
｣
が
実
事
と
し

て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
想
像
の
域
を
出
な
い
ま
で
も
'
景
重
な

文
学
的
な
資
産
で
あ

っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
よ
う
｡

河
東
碧
梧
桐
は

『子
規
を
語
る
』
の
中
で
'
向
島
体
験
に
つ
い
て
7
､

異
性
に
対
す
る
ロ
ー
マ
ン
ス
と
い
う
も
の
を
余
り
持
た
な
い
'
持
た
な
い

と
い
う
よ
り
殆
ど
絶
無
で
あ
っ
た
子
規
の
一
生
に
､
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

砂
漠
中
の
オ
ア
シ
ス
の
よ
う
な
恵
み
を
思
わ
せ
る
｡

と
述
べ
て
い
る
｡
見
て
き
た
よ
う
に

｢を
み
な

へ
し
巻
｣
の
形
成
に
は
こ

の
体
験
は
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
｡
し
か
し
､
そ
の
世
界
は
古
典
和

歌
の
文
脈
に
大
き
-
依
拠
し
た
世
界
が
基
盤
で
あ
り
､
近
代
短
歌

へ
の
離

陸
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
し
､
自
ら
の
切
実
な
経
験
と
し

て
こ
の
恋
愛
体
験
が
熟
成
し
て
い
る
と
は
一軍
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡

薯
梧
桐
は

子
規
の
唯

一
の
ロ
ー
マ
ン
ス
も
､

理
の
特
殊
性
を
帯
び
て
い
な
い
｡

だ
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
'

験
し
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡

鍵
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
｡

内
的
に
子
規
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心

そ
の
開
展
起
伏
に
深
み
も
強
み
も
見
出

子
規
は
遂
に
恋
と
い
う
物
を
本
続
に
体

そ
の
秘
密
は
私
達
も
ま
だ
そ
れ
を
解
-
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と
､
子
規
の
文
学
上
の
問
題
と
し
て
､
こ
の
体
験
が
豊
か
な
も
の
を
持
た

な
か
っ
た
こ
と
を
残
念
が
っ
て
い
る
｡
向
島
の
恋
歌
世
界
も
､
そ
れ
以
前

に
題
詠
で
詠
ま
れ
た
恋
歌
か
ら
大
き
な
進
展
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と

は
言
え
ま
い
｡

子
規
の
以
後
の
文
学
的
な
達
成
の
中
で
､
こ
の
向
島
体
験
が
ど
の
よ
う

に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
の
測
定
は
容
易
で
は
な
い
｡
短
歌
の
世
界
の
中
だ

け
に
限

っ
て
も
同
様
で
あ
る
｡
し
か
し
､
薯
梧
桐
の
哀
情
を
打
ち
消
す
よ

う
に
恋
の
体
験
が
活
か
さ
れ
た
力
強
い
作
品
世
界
を
読
み
取
り
提
示
す

る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
え
る
｡

お
わ
り
に

最
晩
年
に
近
い
明
治
三
十
三
年
､
『
竹
乃
里
歌
』
に
は

｢艶
麗
体
｣
と

い
う
題
で
詠
ま
れ
た
十
五
首
の
連
作
が
載
る
｡

春
の
夜
の
衣
桁
に
掛
け
し
錦
欄
の
ぬ
ひ
の
孔
雀
を
照
ら
す
と
も
し
火

-
れ
な
ゐ
の
と
ば
り
垂
れ
た
る
窓
の
内
に
蕎
夜
の
香
満
ち
て
ひ
と
り
寝
る

少
女

の
よ
う
な
作
品
が
そ
の
世
界
を
代
表
す
る
で
あ
ろ
う
｡
観
念
的
に
過
ぎ
る

と
は
言
え
'
女
性
の
官
能
性
が
意
識
さ
れ
て
い
る
｡
古
典
和
歌
の
世
界
で

も

｢艶
麗
｣
と
さ
れ
る
よ
う
な
概
念
は
そ
う
し
た
世
界
､

一
般
的
に
は
恋

に
よ
り
実
現
さ
れ
る
世
界
に
拠

っ
て
現
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
意
識
さ

れ
て
い
る
｡
こ
の
歌
群
も
､
三
首
の
恋
を
主
題
と
す
る
作
品
に
よ
り
閉
じ

ら
れ
る
｡

シヌ

メ

山
の
池
の
水
際
に
お
ふ
る
篠
の
群
の
死
ぬ
と
も
君
に
逢
ほ
ん
と
ぞ
思
ふ

な
ゆ
竹
の
と
を
よ
る
妹
が
手
を
巻
き
て
さ
ね
し
こ
よ
ひ
を
と
は
に
し
ぬ
ば

むあ
は
国
の
あ
は
な
-
久
に
む
つ
の
国
む
つ
た
ま
あ
へ
る
君
を
恋
ひ
に
け
り

完
況
し
て
万
葉
語
が
目
に
つ
き
､
若
い
時
代
と
は
異
な
る
万
葉
重
視
時
代

の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
知
ら
れ
る
｡
特
に
二
首
目
は
万
葉
語
を
散

り
ば
め
た
印
象
だ
が
'
『
万
葉
集
』
巻
二
の
吉
備
津
采
女

へ
の
挽
歌
か
ら

言
葉
が
摂
取
さ
れ
て
い
て
'
内
容
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
長
歌
の
反
歌
と
言

っ

て
も
過
言
で
な
い
内
容
で
あ
る
｡
｢秋
山
の

し
た

へ
る
妹

な
よ
竹
の

と
を
よ
る
児
ら
は
｣
の
歌
い
出
し
､
｢し
き
た

へ
の

手
枕
ま
き
て
｣
な

ど
の
共
寝
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
長
歌
の
重
要
な
要
素
が
言
葉
と
と
も
に
取

-
入
れ
ら
れ
て
い
る
｡

l
首
目
は

｢篠
の
群
｣
が
万
葉
的
な
言
葉
､
三
首
目
は

｢む
つ
た
ま
あ

へ
る
｣
が
万
葉
語
で
あ
る
が
8
､

l
首
目
に
に
つ
い
て
は

｢篠
｣
の
同
音

反
復

(結
局
こ
こ
ま
で
が
序
詞
と
な
る
)'
三
首
目
に
つ
い
て
は
､
国
名
と

い
う
歌
枕
の
同
音
反
復
と
､
手
法
の
上
で
も
極
め
て
古
典
的
で
あ
る
｡
二

首
巨
も
含
め
て

『万
葉
集
』
と
万
葉
語
の
摂
取
も
､
古
典
和
歌
の
範
囲
で

の
そ
れ
と
大
き
な
違
い
は
な
い
o
近
代
的
に
限
曝
さ
れ
た

｢万
葉
｣
と
は

言
え
ま

い
｡

無
論

､
端
的
な
形
で
区
分
け
は
で
き
な
い
が
､
明
治
三
十

一
年

『歌
詠



み
に
を
ふ
る
書
』
を
機
に
子
規

の
歌

の
世
界
は
古
典
和
歌
か
ら
近
代
短

歌

へ
と
移

っ
て
行
-
｡
言
い
旧
さ
れ
な
が
ら
も
妥
当
性
を
失
わ
な
い

｢自

我
｣
が
文
学
の
近
代
を
導
-
指
標
と
な
る
こ
と
は
子
規
の
場
合
も
変
わ
ら

な
い
｡
｢自
我
｣
の
発
露
と
近
代
の
恋
愛
は
深
い
関
連
を
持

つ
は
ず
だ
が
､

子
規
の
恋
歌
の
場
合
､
そ
の
よ
う
に
は
展
開
し
な
い
｡
初
期
の
和
歌
に
そ

う
し
た
萌
芽
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
､
あ
-
ま
で
も
､
子

規
の
恋
歌
の
世
界
は
古
典
和
歌
の
世
界
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

原
体
験
の
欠
如
が
､
恋
歌
世
界
の
変
革
を
拒
ん
だ
と
い
う
の
は
か
な
-
に

単
純
す
ぎ
る
理
由
付
け
で
は
あ
る
が
､
終
ぞ
子
規
の
恋
歌
は
題
詠
的
な
世

界
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
お
い
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
o

｢近
代
｣
は
､
す
べ
て
に
等
し
-
到
来
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

注
-

正
岡
子
規
に
よ
る
本
文
は
､
特
に
断
ら
な
い
限
り
講
談
社
版

『子
規
全
集
』
に
よ
る
｡

2
例
え
ば
品
田
悦

l
『万
葉
集
の
発
明

国
民
国
家
と
文
化
装
置
と
し
て
の
古
典
』
(新

曜
社

二
〇
〇

l
年
)
に
お

け
る
議
論
な
ど
0

3

こ
の
こ
と
は
季
語
を
考
え
る
上
で
も
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
｡
大
き
な
問
題
で
あ

り
軽
々
に
議
論
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
｡

4

『竹
乃
艶
歌
』
の
本
文
は
岩
波
書
店
版

『竹
乃
里
歌

正
岡
子
規
全
歌
集
』
二

九
五
六

年
)
に
よ
り
､
適
宜
自
筆
本
の
複
製

(講
談
社

l
九
七
六
年
)
を
参
照
す
る
G

5

古
典
和
歌
の
本
文
は
､
八
代
集
に
つ
い
て
は
岩
波
新

日
本
古
典
文
学
大
系
の
該
書
に

ょ
り
､
他
は

『新
編

国
歌
大
観
』
に
よ
る
o
『百
人

二
日
』
に
つ
い
て
は
通
行
の
本

文

(
い
わ
ゆ
る
カ
ル
タ
本
文
)
に
よ
る
0

6
『子
規
全
集
』
別
巻
二
に
よ
る
D

7
岩
波
文
庫
版

(

二
〇
〇
二
年
)
に
よ
る
o

8

｢篠
の
群
｣
は
岩
波
版
で
は
｢
シ
ノ
の
ノ
｣
と
ル
ビ
を
読
む
が
自
筆
本
で
は
｢
シ
ノ
の
メ
｣

と
読
め
る
と
思
わ
れ
る
O
｢む
つ
た
ま
あ
へ
る
｣
は
現
行
訓
で
は

｢
に
ぎ
た
ま

あ

へ

る
L
c付

記

本
稿
は
､
二
〇
二

年
十
二
月
十

l
R
に
行
わ
れ
た
総
合
文
化
研
究
所
主
催
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム

｢子

規
と
澱
石
の
近
代
｣
に
お
け
る
パ
ネ
ラ
ー
発
表
を
も
と
に
し
た
も
の
で

あ
る
｡
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