
岩

つ

つ

じ

の

歌

枕
草
子
（
春
曙
抄
本
）
の
「
草
の
花
は
」
の
末
尾
に
近
く
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
見
え
る
。

岩
つ
つ
じ
は
異
な
る
こ
と
な
け
れ
ど
、
「
を
り
も
て
ぞ
み
る
」
と
よ
ま
れ
た
る
、
さ
す
が
に
を
か
し
。

「
異
な
る
こ
と
な
け
れ
ど
」
は
、
清
少
納
言
の
時
代
の
一
般
の
審
美
眼
に
は
、
こ
の
花
が
さ
し
て
問
題
と
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
花
で
は
あ
っ
た
が
、
「
を
り
も
て
ぞ
み
る
」
と
よ
ま
れ
る
と
、
「
さ

す
が
に
を
か
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
を
り
も
て
ぞ
み
る
」
と
つ
づ
け
ら
れ
た
歌
と
い
う
の

は
、
和
泉
式
部
の
つ
ぎ
の
作
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

岩
つ
つ
じ
を
り
も
て
ぞ
み
る
せ
こ
が
き
し
く
れ
な
ゐ
ぞ
め
の
衣
に
に
た
れ
は

こ
の
歌
は
、
現
在
和
泉
式
部
正
集
に
入
っ
て
い
る
が
、
勅
撰
集
で
は
後
拾
遺
集
春
下
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
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つ
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じ
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を
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は
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岩つつじの歌

枕
草
子
に
引
か
れ
た
「
を
り
も
て
ぞ
み
る
」
の
詞
句
が
、
和
泉
式
部
の
右
の
歌
の
第
二
句
を
さ
し
た
も
の
で
あ
る

と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
清
水
浜
臣
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

此
歌
の
作
者
も
、
此
草
紙
の
作
者
も
、
同
時
代
の
女
房
な
る
を
、
か
く
引
出
て
い
は
れ
つ
る
は
如
何
と
も
息

は
る
れ
ど
、
か
か
る
例
も
あ
る
こ
と
に
て
、
此
ほ
ど
の
人
た
ち
は
、
そ
の
を
り
に
人
口
に
ふ
れ
し
歌
を
ば
、
同

じ
時
代
の
歌
に
て
も
引
歌
な
ど
に
せ
し
こ
と
と
見
え
た
り
。
云
々

ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
後
拾
遺
集
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
現
在
こ
の
歌
が
入
っ
て
い
る
正
集

も
、
清
女
が
こ
う
書
い
た
当
時
は
、
ま
だ
成
立
を
見
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
歌
が
そ
れ
ら
の
集

に
収
め
ら
れ
る
前
に
、
何
か
の
事
情
で
「
人
口
に
ふ
れ
」
る
機
会
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
右
に
引
用
し
た
枕
草
子
の
一
節
は
、
清
少
納
言
が
、
た
が
い
に
歌
の
贈
答
も
す
る
よ
う
な

朋
輩
と
し
て
の
式
部
の
詩
才
に
、
す
で
に
あ
る
驚
異
の
念
を
も
っ
て
対
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
も
な
り
、
興
味

が
ふ
か
い
。

た
だ
問
題
は
、
「
を
り
も
て
ぞ
み
る
…
…
」
と
つ
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
、
清
女
の
審
美
眼
に
も
か
な
う
よ
う
な
、

新
し
い
美
観
を
も
た
ら
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
「
岩
つ
つ
じ
」
の
詠
み
こ
ま
れ
た
歌
の
系
譜
を
調
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

古
今
集
恋
一
に
、
「
題
し
ら
ず
」
「
詠
人
し
ら
ず
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
歌
が
入
っ
て
い
る
。
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し
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、
同
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に
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と
見
え
た
り
。
云
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の
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の
だ
ろ
う
。
後
拾
遺
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は
む
ろ
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こ
と
、
現
在
こ
の
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が
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っ
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い
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正
集

も
、
清
女
が
こ
う
書
い
た
当
時
は
、
ま
だ
成
立
を
見
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
歌
が
そ
れ
ら
の
集

に
収
め
ら
れ
る
前
に
、
何
か
の
事
情
で
「
人
口
に
ふ
れ
」
る
機
会
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
右
に
引
用
し
た
枕
草
子
の
一
節
は
、
清
少
納
言
が
、
た
が
い
に
歌
の
贈
答
も
す
る
よ
う
な

朋
輩
と
し
て
の
式
部
の
詩
才
に
、
す
で
に
あ
る
驚
異
の
念
を
も
っ
て
対
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
も
な
り
、
興
味

が
ふ
か
い
。
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た
だ
問
題
は
、
「
を
り
も
て
ぞ
み
る
:
:
:
」
と
つ
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
、
清
女
の
審
美
限
に
も
か
な
う
よ
う
な
、

新
し
い
美
観
を
も
た
ら
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
「
岩
つ
つ
じ
」
の
詠
み
こ
ま
れ
た
歌
の
系
譜
を
調
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

古
今
集
恋
一
に
、
「
題
し
ら
ず
」
「
詠
人
し
ら
ず
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
歌
が
入
っ
て
い
る
。

151 



思
ひ
い
づ
る
と
き
は
の
山
の
岩
つ
つ
じ
い
は
ね
は
こ
そ
あ
れ
恋
し
き
も
の
を

こ
の
歌
に
対
し
て
は
、
従
来
二
様
の
解
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
思
ひ
い
づ
る
と
き
」
を
本
文
と
し
、
そ
れ
を

下
の
「
い
は
ね
は
」
に
つ
づ
く
も
の
と
と
り
、
「
と
き
は
の
山
の
岩
つ
つ
じ
」
を
「
い
は
」
を
導
く
序
と
す
る
の

は
、
多
く
の
注
釈
家
の
説
で
あ
る
が
、
香
川
景
樹
の
古
今
和
歌
集
正
義
は
、
こ
れ
と
違
っ
た
説
を
た
て
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
上
三
句
を
序
と
し
、
「
息
ひ
い
づ
る
」
は
「
と
き
」
の
枕
詞
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

景
樹
は
、
も
し
、
一
般
の
注
釈
家
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
本
文
と
と
る
と
、
下
旬
の
強
い
語
調
に
照
応
し
な
い
と

い
っ
て
お
り
、
窪
田
空
穂
氏
も
古
今
和
歌
集
評
釈
で
、
こ
の
説
に
賛
成
し
て
い
ら
れ
る
。
私
も
、
結
論
と
し
て
は

景
樹
説
に
従
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
述
べ
る
前
に
、
景
樹
説
に
よ
っ
て
口
訳
を
試
み
て
お
く

こ
と
に
し
た
い
。
上
旬
を
序
と
す
る
と
、
主
憩
は
下
旬
に
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
「
口
に
は
出
さ

ず
に
い
る
け
れ
ど
、
心
で
は
た
い
そ
う
恋
い
慕
っ
て
い
る
も
の
を
」
の
意
と
な
ろ
う
か
。
今
か
り
に
、
「
思
ひ
い

つ
る
」
を
本
文
の
文
脈
と
し
て
生
か
し
て
、
「
恋
し
い
人
を
思
い
出
す
と
き
は
」
を
そ
の
頭
に
も
っ
て
く
る
と
す

る
と
、
景
樹
の
い
う
よ
う
に
、
い
か
に
も
緊
迫
し
た
下
旬
の
語
調
に
そ
ぐ
わ
な
い
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
。

「
恩
ひ
い
づ
る
」
を
「
と
き
」
の
枕
詞
と
す
る
詠
法
は
、
す
で
に
古
今
集
夏
の
部
に
も
見
え
て
い
る
。
や
は
り

「
題
し
ら
ず
」
「
詠
人
し
ら
ず
」
で
あ
る
が
、

思
ひ
い
づ
る
と
き
は
の
山
の
時
鳥
か
ら
く
れ
な
ゐ
の
ふ
り
出
て
ぞ
な
く
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上
旬
を
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と
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主
想
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下
旬
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出
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古
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く



岩つつじの歌

と
い
う
の
が
あ
る
。
「
思
ひ
い
づ
る
」
や
「
か
ら
く
れ
な
ゐ
の
ふ
り
出
て
ぞ
な
く
」
な
ど
の
措
辞
に
、
恋
の
心

が
余
情
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
の
歌
の
主
忍
は
、
「
と
き
は
の
山
の
時
鳥
が
、
声
を
ふ
り
立
て
て
鳴
く
こ
と

だ
」
と
い
う
風
に
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
「
思
ひ
い
づ
る
」
は
「
ふ
り
出
て
」
を
導
く

序
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
、
景
樹
・
空
穂
説
に
従
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
し
、
「
思
ひ
い
づ
る
」
を
主

憩
の
展
開
の
託
さ
れ
た
本
文
と
し
て
、
文
脈
の
う
え
に
浮
き
上
ら
せ
る
と
す
る
と
、
「
恋
し
い
人
を
思
い
出
す
と

き
は
、
と
き
わ
の
山
の
時
鳥
の
よ
う
に
、
た
だ
も
う
声
を
ふ
り
立
て
て
泣
く
こ
と
だ
」
と
な
る
が
、
そ
う
な
る
と

本
居
宣
長
の
よ
う
に
、
「
四
の
句
、
た
だ
ふ
り
出
の
序
の
み
に
て
、
恋
二
に
、
紅
の
ふ
り
出
つ
つ
な
く
と
あ
る
と

は
異
な
り
、
さ
て
此
の
歌
は
、
も
は
ら
恋
の
歌
な
る
を
、
こ
こ
に
入
れ
る
は
、
い
か
に
そ
や
」
（
遠
鏡
）
と
疑
わ

ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
ほ
な
い
か
。
古
今
集
撰
者
が
、
夏
の
部
に
次
序
し
て
い
る
の
ほ
、
こ
の
歌
を
「
時
鳥
」

の
歌
と
認
定
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
「
恩
ひ
い
づ
る
」
は
、
景
樹
説
に
従
っ
て
、
二

つ
と
も
「
と
き
」
の
枕
詞
と
と
る
取
り
方
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
う
。

む
ろ
ん
、
万
葉
集
に
、

息
ひ
い
づ
る
時
は
術
な
み
豊
国
の
木
綿
山
雪
の
消
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ
（
巻
十
、
冬
相
聞
）

息
ひ
い
づ
る
時
は
術
な
み
佐
保
山
に
立
つ
雨
昇
の
消
ぬ
べ
く
恩
は
ゆ
（
巻
十
二
、
春
物
陳
思
）

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
「
恋
し
い
人
を
思
い
出
す
時
は
」
と
、
最
初
か
ら
は
っ
き
り
と
打
ち
出
す
相
聞
的
発
想
の
描

と
い
う
の
が
あ
る
。
「
思
ひ
い
づ
る
」
や
「
か
ら
く
れ
な
ゐ
の
ふ
り
出
て
ぞ
な
く
」
な
ど
の
措
辞
に
、

が
余
情
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
の
歌
の
主
想
は
、
「
と
き
は
の
山
の
時
鳥
が
、
芦
を
ふ
り
立
て
て
鳴
く
こ
と

恋
の
心

だ
」
と
い
う
風
に
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
「
思
ひ
い
づ
る
」
は

「
ふ
り
出
て
」

を
導
く

序
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
、
景
樹
・
空
穂
説
に
従
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
し
、

「
思
ひ
い
づ
る
」
を
主

組
の
展
開
の
託
さ
れ
た
本
文
と
し
て
、
文
脈
の
う
え
に
浮
き
上
ら
ぜ
る
と
す
る
と
、

「
恋
し
い
人
を
思
い
出
す
と

き
は
、
と
き
わ
の
山
の
時
鳥
の
よ
う
に
、
た
だ
も
う
声
を
ふ
り
立
て
て
泣
く
こ
と
だ
」
と
な
る
が
、
そ
う
な
る
と

本
居
宜
長
の
よ
う
に
、
「
四
の
旬
、
た
だ
ふ
り
出
の
序
の
み
に
て
、
恋
こ
に
、
紅
の
ふ
り
出
つ
つ
な
く
と
あ
る
と

は
異
な
り
、
さ
て
此
の
歌
は
、
も
は
ら
恋
の
歌
な
る
を
、
こ
こ
に
入
れ
る
は
、
い
か
に
ぞ
や
」
ハ
遠
鏡
〉

ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
古
今
集
撰
者
が
、
夏
の
部
に
次
序
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
歌
を
「
時
鳥
」

の
歌
と
認
定
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
、

と
疑
わ

「
思
ひ
い
づ
る
」
は
、

景
樹
説
に
従
っ
て
、
ニ

っ
と
も
「
と
き
」
の
枕
詞
と
と
る
取
り
方
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
う
。

む
ろ
ん
、
万
葉
集
に
、

岩つつじの歌

思
ひ
い
づ
る
時
は
術
な
み
豊
国
の
木
綿
山
雪
の
消
ぬ
ベ
く
思
ほ
ゆ
〈
巻
十
、
冬
相
聞
)

思
ひ
い
づ
る
時
は
術
な
み
佐
保
山
に
立
つ
雨
霧
の
消
ぬ
ベ
く
思
ほ
ゆ
(
巻
十
二
、
寄
物
陳
思
)

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
「
恋
し
い
人
を
思
い
出
す
時
は
」
と
、
最
初
か
ら
は
っ
き
り
と
打
ち
出
す
相
聞
的
発
想
の
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歌
が
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
平
安
朝
に
入
っ
て
か
ら
も
、

思
ひ
い
づ
る
と
き
も
あ
ら
じ
と
お
も
ヘ
ビ
も
ふ
と
い
ふ
に
こ
そ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
れ
（
暗
蛤
日
記
）

思
ひ
い
づ
る
と
き
ぞ
悲
し
き
奥
山
の
木
の
下
露
の
い
と
ど
し
げ
き
に
（
同
）

の
よ
う
に
受
け
つ
が
れ
て
き
た
一
方
、
万
葉
集
に
は
ま
だ
見
え
な
か
っ
た
歌
枕
と
し
て
の
「
と
き
は
の
山
」
（
山
城
）

の
出
現
を
ま
っ
て
、
い
つ
か
ら
か
、
「
思
ひ
い
づ
る
と
き
は
の
山
の
…
…
」
と
い
う
成
句
が
、
王
朝
人
の
口
に
あ

ま
ね
く
の
ぼ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
し
臆
測
が
許
さ
れ
れ
ば
、
「
常
磐
の
緑
」
に
か
け
て
、
恋

の
永
遠
を
祈
念
す
る
王
朝
人
の
心
情
地
帯
が
、
こ
の
二
語
の
結
び
つ
き
を
容
易
に
し
、
結
び
つ
い
た
一
つ
づ
き
の

語
か
ら
生
ま
れ
る
新
鮮
な
リ
ズ
ム
が
、
逆
に
あ
ま
ね
く
人
口
に
牌
灸
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
場

合
、
恋
の
実
情
は
、
「
思
ひ
い
づ
る
」
の
語
の
背
後
に
か
く
れ
て
、
た
だ
余
情
と
し
て
王
朝
的
ニ
ュ
ア
ソ
ス
を
湛

え
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
和
泉
式
部
の
「
岩
つ
つ
じ
」
の
歌
に
再
び
か
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
岩
都
路
」
は
、
『
本
草
和
名
』
に
よ
る
と
、
「
羊
蹄
躇
」
の
文
字
を
当
て
、
羊
が
誤
っ
て
こ
れ
を
食
し
て
死
ん

イ

ハ

ヅ

ツ

ジ

y

ロ

ッ

ツ

ジ

毛

チ

だ
の
で
、
こ
の
名
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
和
名
と
し
て
は
、
以
渡
部
都
之
の
ほ
か
、
之
呂
郡
部
之
・
毛
知

ツ

ヅ

ジ

都
郡
之
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
式
部
の
歌
は
、
下
旬
が
「
く
れ
な
ゐ
ぞ
め
の
衣
に
に
た
れ
は
」
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
に
別
名
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
て
あ
る
之
呂
都
都
之
が
「
自
称
躇
」
で
あ
る
な
ら
は
、
式
部
の
歌
に
は
当
て
は

134

歌
が
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
平
安
朝
に
入
っ
て
か
ら
も
、
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思
ひ
い
づ
る
と
き
も
あ
ら
じ
と
お
も
へ
ど
も
ふ
と
い
ふ
に
こ
そ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
れ
(
鰭
蛤
日
記
)

思
ひ
い
づ
る
と
き
ぞ
悲
し
き
奥
山
の
木
の
下
露
の
い
と
ど
し
げ
き
に
(
向
)

の
よ
う
に
受
け
つ
が
れ
て
き
た
一
方
、
万
葉
集
に
は
ま
だ
見
え
な
か
っ
た
歌
枕
と
し
て
の
「
と
き
は
の
山
片
山
城
〉

の
出
現
を
ま
っ
て
、

い
つ
か
ら
か
、
「
思
ひ
い
づ
る
と
き
は
の
山
の
:
:
:
」
と
い
う
成
句
が
、

王
朝
人
の
口
に
あ

ま
ね
く
の
ぼ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
し
臆
測
が
許
さ
れ
れ
ば
、

「
常
磐
の
緑
」
に
か
け
て

恋、

の
氷
遠
を
祈
念
す
る
王
朝
人
の
心
情
地
帯
が
、
こ
の
二
語
の
結
び
つ
き
を
容
易
に
し
、
結
び
つ
い
た
一
つ
づ
き
の

語
か
ら
生
ま
れ
る
新
鮮
な
リ
ズ
ム
が
、
逆
に
あ
ま
ね
く
人
口
に
贈
来
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
場

合
、
恋
の
実
情
は
、
「
思
ひ
い
づ
る
」
の
語
の
背
後
に
か
く
れ
て
、
た
だ
余
情
と
し
て
王
朝
的
ニ
ュ
ア
ソ
ス
を
湛

え
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
和
泉
式
部
の
「
岩
つ
つ
じ
」
の
歌
に
再
び
か
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
岩
蹴
蹄
」
は
、
『
本
草
和
名
』
に
よ
る
と
、
「
羊
蹄
蹄
」
の
文
字
を
当
て
、
羊
が
誤
っ
て
こ
れ
を
食
し
て
死
ん

イ

ハ

ツ

ツ

タ

V

ロ

ツ

ツ

世

宅

チ

だ
の
で
、
こ
の
名
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
和
名
と
し
て
は
、
以
波
都
都
之
の
ほ
か
、
之
ロ
ロ
都
都
之
・
毛
知

ツ

ツ

タ

都
都
之
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
式
部
の
歌
は
、
下
旬
が
「
く
れ
な
ゐ
ぞ
め
の
衣
に
に
た
れ
ば
」
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
に
別
名
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
て
あ
る
之
呂
都
都
之
が
「
白
際
関
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
式
部
の
歌
に
は
当
て
は



岩つつじの歌

ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
大
言
海
に
「
花
ノ
赤
ク
シ
テ
、
き
り
し
ま
つ
つ
じ
ノ
如
キ
モ
ノ
」

と
あ
る
の
に
従
い
た
い
。

と
は
い
え
、
式
部
は
こ
の
歌
で
、
「
岩
つ
つ
じ
」
を
ま
と
も
に
賞
美
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
式
部
も
ま
た
一

代
の
審
美
家
清
少
納
言
と
同
様
、
「
岩
つ
つ
じ
も
異
な
る
こ
と
な
け
れ
ど
」
の
趣
味
世
界
に
住
ん
で
い
た
に
ち
が

い
な
い
。
が
、
そ
の
「
岩
つ
つ
じ
」
を
折
り
と
る
動
作
の
途
中
、
花
の
色
の
連
憩
か
ら
、
ふ
と
、
恋
人
が
か
つ
て
身

に
つ
け
て
い
た
紅
染
の
衣
の
イ
メ
ー
ジ
が
閃
き
、
改
め
て
そ
の
花
を
つ
く
づ
く
と
み
る
の
で
あ
る
。
「
み
る
」
と

い
っ
て
も
、
自
然
美
と
し
て
ま
と
も
に
み
る
の
で
は
な
く
、
「
せ
こ
が
き
し
紅
ぞ
め
の
衣
に
に
た
れ
は
」
と
い
う

条
件
が
、
「
み
る
」
を
規
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
美
と
し
て
は
、
当
時
す
で
に
凡
常
の
美
と
さ
れ
て
い
た
。

式
部
の
心
を
、
こ
の
花
が
捉
え
た
と
す
れ
ば
、
恋
人
の
着
て
い
た
紅
染
の
衣
を
、
眼
前
の
花
か
ら
連
想
し
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
歌
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
清
少
納
言
が
「
さ
す
が
に
を
か
し
」
と
い
っ
た
の

は
、
そ
う
い
う
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
い
っ
て
と
り
え
の
な
い
「
岩
つ
つ
じ
」
の
花
で
は

あ
る
が
、
「
を
り
も
て
ぞ
み
る
」
と
い
う
式
部
の
ポ
ー
ズ
に
心
ひ
か
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
古
今
集
で
は
、
副
弐

的
観
念
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
「
岩
つ
つ
じ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、
こ
こ
で
は
、
恋
人
の
着
て
い
た
紅
染
の
衣
の

連
想
か
ら
、
ふ
と
折
る
手
を
休
め
て
そ
の
花
を
み
る
、
と
い
う
、
い
わ
ば
恋
情
の
身
体
的
表
出
に
よ
っ
て
、
一
つ

の
実
体
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
▼
。

こ
れ
も
、
和
泉
式
部
の
、
古
今
伝
統
の
う
け
と
り
方
の
一
面
を
語
る
事
象
で
あ
ろ
う
か
。
（
昭
和
三
十
四
年
四
月
）
旭

ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
大
言
海
に
「
花
ノ
赤
ク
シ
テ
、
き
り
し
ま
っ
つ
じ
ノ
如
キ
モ
ノ
」

と
あ
る
の
に
従
い
た
い
。

と
は
い
え
、
式
部
は
こ
の
歌
で
、
「
岩
つ
つ
じ
」
を
ま
と
も
に
賞
美
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
式
部
も
ま
た
一

代
の
審
美
家
清
少
納
言
と
同
様
、
「
岩
つ
つ
じ
も
異
な
る
こ
と
な
け
れ
ど
」

の
趣
味
世
界
に
住
ん
で
い
た
に
ち
が

い
な
い
。
が
、
そ
の
「
岩
つ
つ
じ
」
を
折
り
と
る
動
作
の
途
中
、
花
の
色
の
連
想
か
ら
、
ふ
と
、
恋
人
が
か
つ
て
身

に
つ
け
て
い
た
紅
染
の
衣
の
イ
メ
ー
ジ
が
閃
き
、
改
め
て
そ
の
花
を
つ
く
づ
く
と
み
る
の
で
あ
る
。

「
み
る
」
と

い
っ
て
も
、
自
然
美
と
し
て
ま
と
も
に
み
る
の
で
は
な
く
、

「
せ
こ
が
き
し
紅
ぞ
め
の
衣
に
に
た
れ
ば
」

と
い
う

条
件
が
、
「
み
る
」
を
規
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
美
と
し
て
は
、
当
時
す
で
に
凡
常
の
美
と
さ
れ
て
い
た
。

式
部
の
心
を
、
こ
の
花
が
捉
え
た
と
す
れ
ば
、
恋
人
の
着
て
い
た
紅
染
の
衣
を
、
限
前
の
花
か
ら
連
想
し
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
歌
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
清
少
納
言
が
「
さ
す
が
に
を
か
し
」
と
い
っ
た
の

岩つつじの歌

は
、
そ
う
い
う
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
い
っ
て
と
り
え
の
な
い
「
岩
つ
つ
じ
」
の
花
で
は

あ
る
が
、
「
を
り
も
て
ぞ
み
る
」
と
い
う
式
部
の
ポ
l
ズ
に
心
ひ
か
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
古
今
集
で
は
、
副
弐

的
観
念
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
「
岩
つ
つ
じ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、
こ
こ
で
は
、
恋
人
の
着
て
い
た
紅
染
の
衣
の

い
わ
ば
恋
情
の
身
体
的
表
出
に
よ
っ
て
、

連
想
か
ら
、

ふ
と
折
る
手
を
休
め
て
そ
の
花
を
み
る
、
と
い
う
、

ペコ

の
実
体
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
も
、
和
泉
式
部
の
、
古
今
伝
統
の
う
け
と
り
方
の
ご
由
を
語
る
事
象
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
昭
和
三
十
四
年
四
月
)
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