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一

　は
じ
め
に

　

令
和
4
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
次
期
高
校
国
語
科
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に

尽
力
さ
れ
た
大
滝
一
登
氏
は
、「
変
わ
る
！
高
校
国
語
の
新
し
い
理
論
と
実
践（1
）」

の
巻
頭
理
論
提
言
「
変
革
期
の
高
校
国
語
科
教
育
を
展
望
す
る
」
に
お
い
て
、

「
教
材
あ
り
き
」
の
こ
れ
ま
で
の
授
業
は
「﹃
読
み
取
り
﹄
を
め
ざ
す
も
の
」
に

偏
っ
て
お
り
、
古
典
の
授
業
に
お
い
て
は
「﹃
訓
詁
注
釈
﹄
め
い
た
一
言
一
句
の

意
味
を
手
堅
く
押
さ
え
て
い
く
授
業
」
が
多
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て

「
取
り
扱
わ
れ
る
テ
ク
ス
ト
（
教
材
）
は
、
読
み
手
に
よ
る
主
体
的
な
解
釈
や
評

価
の
対
象
で
は
な
く
、
解
釈
や
評
価
が
あ
ら
か
じ
め
﹃
定
ま
っ
た
﹄
も
の
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
、
授
業
は
、﹃
知
ら
な
い
﹄
生
徒
に
﹃
知
っ
て
い
る
﹄
教
師
が
一

方
的
に
与
え
る
場
に
な
っ
て
い
る
」
と
断
ず
る
。

　

ま
た
、
次
期
高
校
国
語
科
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
の
基
本
方
針
と
し
て
「
主

体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善
を
進
め
る
」
こ
と
を

か
か
げ
、
留
意
し
て
取
り
組
む
点
の
一
つ
に
次
の
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

　

④
深
い
学
び
の
鍵
と
し
て
﹃
見
方
・
考
え
方
﹄
を
働
か
せ
る
こ
と
が
重

要
に
な
る
こ
と
。
各
教
科
等
の
﹃
見
方
・
考
え
方
﹄
は
、﹃
ど
の
よ
う
な
視

点
で
物
事
を
捉
え
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
で
思
考
し
て
い
く
の
か
﹄
と
い

う
そ
の
教
科
等
な
ら
で
は
の
物
事
を
捉
え
る
視
点
や
考
え
方
で
あ
る
。
各

教
科
等
を
学
ぶ
本
質
的
な
意
義
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
教
科
等
の

学
習
と
社
会
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
徒
が
学
習
や
人
生
に

お
い
て
﹃
見
方
・
考
え
方
﹄
を
自
在
に
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
に
こ
そ
、
教
師
の
専
門
性
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
。

（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
）
解
説　

国
語
編
第
一
章
総

説　

第
一
節　

改
訂
の
経
緯
及
び
基
本
方
針
）

　

今
回
大
滝
氏
の
指
摘
を
乗
り
越
え
、
次
期
高
校
学
習
指
導
要
領
が
求
め
る

「
深
い
学
び
」
と
「﹃
見
方
・
考
え
方
﹄
を
働
か
せ
る
こ
と
」
に
つ
な
が
る
教
材

解
釈
に
つ
い
て
提
言
を
行
う
。
具
体
的
に
は
、
小
野
小
町
詠
古
今
集
・
巻
二
・

春
上
・
113
番
歌
・
題
し
ら
ず（2
）「
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が

身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
」（
以
下
「
花
の
色
は
」
歌
と
記
す
）
を
起
点
と

し
た
新
し
い
切
り
口
の
和
歌
教
材
解
釈
の
論
を
展
開
し
て
い
く
。

「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
二
号
（
令
和
三
年
三
月
刊
）

古
今
集
113
番
歌
「
花
の
色
は
」
を
起
点
と
す
る
「
う
つ
ろ
ひ
」
の
教
材
解
釈

︱
︱
次
期
高
校
国
語
科
学
習
指
導
要
領
に
向
け
て
︱
︱

三

　谷

　昌

　士
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二

　「花
の
色
は
」
歌
の
「
花
の
色
」
の
「
う
つ
ろ
ひ
」

（
一
）「
花
の
色
」
の
「
う
つ
ろ
ひ
」
の
解
釈
に
関
す
る
新
し
い
切
り
口

　

現
在
の
高
校
の
授
業
で
の
「
花
の
色
は
」
歌
の
「
花
の
色
」
の
「
う
つ
ろ
ひ（3
）」

の
一
般
的
解
釈
は
、
次
の
青
木
生
子
氏
の
論（4
）の
通
り
で
あ
ろ
う
。

こ
の
一
首
に
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
と
気
分
を
醸
し
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

「
花
の
色
」
は
桜
の
美
し
さ
と
容
色
の
美
に
掛
け
、「
う
つ
る
」
は
衰
え
る

こ
と
で
、
桜
の
色
あ
せ
る
の
と
美
貌
の
衰
え
る
の
と
両
方
の
意
を
持
た
せ

て
い
る
。　

⋮
中
略
⋮「
世
に
ふ
る
」
は
世
に
経
る
で
年
を
と
る
こ
と
。
又

次
の
「
な
が
め
」（
長
雨
）
の
縁
語
で
降
る
の
意
を
持
た
せ
て
い
る
。「
な

が
め
」
は
愁
に
沈
ん
で
い
る
時
等
、
何
と
な
く
じ
っ
と
う
ち
な
が
め
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
も
の
思
い
す
る
こ
と
を
言
い
、
長
雨
の
意
を
こ
れ
に
掛
け

て
い
る
。

　

し
か
し
、「
花
の
色
」
の
「
う
つ
ろ
ひ
」
に
関
し
て
は
、
伝
統
的
に
「
宗
祇

抄
」「
下
の
心
は
、
小
町
が
我
身
の
さ
か
り
の
お
と
ろ
へ
行
様
を
よ
め
り
」
と
、

契
沖
「
古
今
余
材
抄
」「
な
が
め
と
は
、
心
の
な
ぐ
さ
め
が
た
き
時
は
空
を
な
が

め
て
物
思
ふ
さ
ま
を
い
ふ
。
⋮
小
町
が
う
た
に
お
も
て
う
ら
の
説
あ
り
な
ど
い

ふ
こ
と
不
用
」
と
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
た
だ
し
、「
宗
祇
抄
」
と
「
古
今
余

材
抄
」
を
比
較
す
る
に
あ
っ
て
は
、
前
者
は
百
人
一
首
の
注
釈
書
で
あ
り
、
後

者
は
古
今
集
の
注
釈
書
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

　

そ
の
こ
と
も
踏
ま
え
た
井
ノ
口
史
氏
が
「
三
〇
〇
年
以
上
も
前
の
﹃
古
今
集
﹄

の
撰
者
達
の
構
築
し
た
美
意
識
と
、
定
家
が
﹃
百
人
一
首
﹄
と
し
て
ま
と
め
上

げ
た
際
に
基
準
と
し
た
歌
の
世
界
と
に
懸
隔
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い（5
）」

と
問
題
提
起
し
、「
花
の
色
は
」
歌
の
「
花
の
色
」
が
小
町
の
容
色
を
言
い
掛
け

て
い
る
と
い
う
解
釈
が
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
岩
波

書
店
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
以
下
「
新
古
典
大
系
」
と
記
す
）「
古
今
和
歌

集
」
の
脚
注
も
「
作
者
の
容
色
を
掛
け
る
と
す
る
説
も
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
花
の
色
の
う
つ
ろ
ひ
=
小
町
の
容
色
の
衰
え
」
と
い
う
考

え
方
は
決
し
て
自
明
な
こ
と
と
は
言
え
な
い
。

　

こ
の
章
で
は
「
花
の
色
の
う
つ
ろ
ひ
=
小
町
の
容
色
の
衰
え
」
を
前
提
と
す

る
授
業
を
見
直
し
、「
花
の
色
の
う
つ
ろ
ひ
」
に
つ
い
て
の
二
通
り
の
解
釈
の
根

拠
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
、
次
期
高
校
学
習
指
導
要
領
が
目
指
す
深
い
学

び
や
探
究
的
な
学
び
（
複
数
の
説
と
そ
の
根
拠
を
理
解
し
、
自
分
な
り
の
解
釈

に
到
達
す
る
こ
と
）
に
つ
な
が
る
と
い
う
和
歌
教
材
解
釈
論
を
展
開
す
る
。

（
二
）「
花
の
色
の
う
つ
ろ
ひ
＝
小
町
の
容
色
の
衰
え
」
と
解
釈
す
る
根
拠

①
心
物
対
応
構
造
と
「
身
古
る
」

　

古
今
集
に
は
、
鈴
木
日
出
男
氏
が
説
か
れ
る
掛
詞
に
お
け
る
心
物
対
応
構
造

の
よ
う
に
、
物
（
自
然
・
景
）
と
心
（
人
間
・
情
）
を
重
ね
合
わ
せ
、
融
合
さ

せ
る
こ
と
で
歌
全
体
に
複
雑
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
表
現
が
多
用
さ
れ
る
。

鈴
木
日
出
男
氏
は
「
花
の
色
は
」
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る（6
）。

「
降
る
︱
経
る
」「
長
雨
︱
眺
め
」
の
二
組
の
掛
詞
を
中
心
に
、
自
然
の
景

を
述
べ
る
文
脈
と
、
人
間
の
心
を
表
す
文
脈
の
二
筋
を
重
ね
合
わ
せ
る
よ

う
に
、
歌
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
掛
詞
の
技
法
に
よ
っ
て
、
本
来
は

無
関
係
な
は
ず
の
自
然
と
人
間
と
を
、
和
歌
の
表
現
と
し
て
統
一
づ
け
て

い
る
と
も
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
「
自
然
の
在
り
方
と
人
間
を
見
比
べ
、
往
還
す
る
方
法
は
﹃
古
今
和
歌
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集
﹄
の
典
型
的
な
立
脚
点
で
あ
る
」
と
い
う
伊
東
正
美
氏
の
言
葉（7
）も
同
じ
主
旨

で
あ
る
。

　

心
物
対
応
構
造
や
自
然
と
人
間
の
往
還
と
い
う
古
今
集
の
特
徴
を
踏
ま
え
れ

ば
「
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
」
に
は
、「
桜
の
花
の
う
つ
ろ
い
」
と
「
わ
が

容
色
の
う
つ
ろ
ひ
」
の
自
然
の
景
と
人
間
の
二
つ
の
文
脈
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
解
釈
が
可
能
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
校
注
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

「
古
今
和
歌
集
」
の
「
花
の
色
は
」
歌
に
は
次
の
よ
う
な
頭
注
が
あ
る
。

「
世
に
ふ
る
=「
こ
の
世
」
と
も
、「
は
な
は
だ
」
と
も
解
せ
る
。﹃「
ふ

（
古
）
る
」
は
年
を
ふ
る
。
⋮
中
略
⋮﹃
世
に
経
る
﹄
と
考
え
ら
れ
た
の
は

﹃
拾
遺
集
﹄
以
後
で
あ
ろ
う
」
そ
し
て
、
同
じ
く
「
身
が
ふ
る
」
の
古
今
集

の
用
例
と
し
て
次
の
歌
を
あ
げ
て
い
る
。（
傍
線
は
論
者
に
よ
る
）

　

と
よ
め
り
け
る
返
し（8
）

 

兼
覧
王

398　

を
し
む
ら
む
人
の
心
を
知
ら
ぬ
ま
に
秋
の
時
雨
と
身
ぞ
ふ
り
に
け
る

 
（
巻
八
・
離
別
）

二
条
の
后
、
東
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
に
、
め
ど
に
削
花
挿
せ
り

け
る
を
よ
ま
せ
給
ひ
け
る 
文
屋
康
秀

445　

花
の
木
に
あ
ら
ざ
ら
め
ど
も
咲
き
に
け
り
ふ
り
に
し
こ
の
み
な
る
時
も

が
な 

（
巻
十
・
物
名
）

右
大
臣
、
住
ま
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
か
の
昔
遣
せ
た
り
け
る
文
ど
も
を

取
り
集
め
て
、
返
す
と
て
、
よ
み
て
、
お
く
り
け
る 

藤
原
因
香

736　

頼
め
こ
し
言
の
葉
い
ま
は
返
し
て
む
わ
が
身
ふ
る
れ
ば
置
き
所
な
し

 

（
巻
十
四
・
恋
四
）

題
し
ら
ず 

小
野
小
町

782　

今
は
と
て
わ
が
身
時
雨
に
ふ
り
ぬ
れ
ば
言
の
葉
さ
へ
に
移
ろ
ひ
け
り

 

（
巻
十
五
・
恋
五
）

題
し
ら
ず 

大
江
千
里

1065　

白
雪
の
と
も
に
わ
が
身
は
ふ
り
ぬ
れ
ど
心
は
消
え
ぬ
も
の
に
ぞ
あ
り
け

る 

（
巻
十
九
・
雑
躰
）

　

以
上
の
よ
う
に
、
古
今
集
の
「
身
ふ
る
」
は
「
身
古
る
=
わ
が
身
が
古
び
て

い
く
・
年
を
重
ね
て
衰
え
て
い
く
」
と
い
う
解
釈
と
な
る
。
そ
の
古
今
集
の
用

例
に
基
づ
く
と
「
花
の
色
は
」
歌
の
「
わ
が
身
世
に
ふ
る
」
も
、
わ
が
身
が
こ

の
世
で
古
び
て
い
く
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
と
前

述
の
心
物
対
応
構
造
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
花
も
わ
が
身
も
と
も
に
限

り
あ
る
存
在
と
し
て
「
う
つ
ろ
ふ
」
と
い
う
自
然
と
人
間
の
響
き
合
い
が
「
う

つ
ろ
ひ
」
へ
の
嘆
き
を
よ
り
深
み
の
あ
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

②
古
今
集
仮
名
序
と
落
魄
伝
説

　

古
今
集
の
仮
名
序
の
小
町
評
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

小
野
小
町
は
、
古
の
衣
通
姫
の
流
な
り
。
哀
れ
な
る
や
う
に
て
、
強
か
ら

ず
。
い
は
ば
、
好
き
女
の
、
悩
め
る
と
こ
ろ
あ
る
に
似
た
り
。
強
か
ら
ぬ

は
女
の
歌
な
れ
ば
な
る
べ
し
（
底
本
は
新
古
典
大
系
「
古
今
和
歌
集
」）

　

衣
服
を
通
し
て
も
光
っ
て
い
た
と
語
ら
れ
る
衣
通
姫
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
や
、「
よ
き
女
の
な
や
め
る
と
こ
ろ
あ
る
に
似
た
り
」
と
い
う
小
町
に
関

わ
る
古
今
集
仮
名
序
の
記
述
は
、
後
世
に
な
っ
て
小
町
に
絶
世
の
美
女
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
る
一
つ
の
要
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ

の
こ
と
は
「
花
の
色
の
う
つ
ろ
ひ
=
小
町
の
容
色
の
衰
え
」
の
根
拠
で
は
な
く
、

そ
う
い
う
解
釈
を
生
み
出
す
出
発
点
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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ま
た
小
町
の
晩
年
に
つ
い
て
は
、
乞
食
に
な
っ
て
流
浪
し
路
傍
に
野
ざ
ら
し

と
な
っ
た
と
い
う
落
魄
伝
説
が
あ
り
、
代
表
的
な
も
の
は
「
玉
造
小
町
壮
衰
書
」

で
あ
る
。
こ
の
漢
文
で
書
か
れ
た
も
の
は
、
本
来
小
野
小
町
と
は
別
人
の
小
町

の
こ
と
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
平
安
後
期
の
藤
原
清
輔
が
記
し
た

「
袋
草
子
」
で
す
で
に
小
野
小
町
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る（9
）。

　

右
に
述
べ
た
こ
と
は
「
花
の
色
は
」
歌
か
ら
時
代
の
下
る
こ
と
で
あ
り
、「
花

の
色
の
う
つ
ろ
ひ
=
小
町
の
容
色
の
衰
え
」
と
す
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
が
、

「
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
」
が
、
そ
こ
に
小
町
の
容
色
の
衰
え
を
読
み
取
る

解
釈
が
可
能
な
表
現
で
あ
る
と
す
る
根
拠
と
な
る
。

　

さ
ら
に
「
蜻
蛉
日
記
」
天
暦
十
年
六
・
七
月
の
記
述
を
検
証
し
て
い
く
。

六
月
に
な
り
ぬ
。
つ
い
た
ち
か
け
て
長
雨
い
た
う
す
。
見
出
だ
し
て
ひ
と

り
ご
と
に

　

わ
が
宿
の
な
げ
き
の
下
葉
色
深
く
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
な
が
め
ふ
る
ま
に

な
ど
い
ふ
ほ
ど
に
、
七
月
に
な
り
ぬ
。
た
え
ぬ
と
見
ま
し
か
ば
、
仮
に
来

る
に
は
ま
さ
り
な
ま
し
な
ど
、
思
ひ
つ
づ
く
る
を
り
に
、
も
の
し
た
る
日

あ
り
。
も
の
も
い
は
ね
ば
さ
う
ざ
う
し
げ
な
る
に
、
ま
へ
な
る
人
、
あ
り

し
下
葉
の
こ
と
を
、
も
の
の
つ
い
で
に
、
い
ひ
出
で
た
れ
ば
、
聞
き
て
か

く
い
ふ

　

折
な
ら
で
色
づ
き
に
け
る
も
み
ぢ
ば
は
と
き
に
あ
ひ
て
ぞ
色
ま
さ
り
け
る

（
底
本
は
新
古
典
大
系
「
土
佐
日
記　

蜻
蛉
日
記　

紫
式
部
日
記　

更
級
日

記
」
所
収　

今
西
祐
一
郎
校
注
「
蜻
蛉
日
記
」
表
記
は
一
部
変
え
て
い
る
）

　

右
の
文
章
は
、
町
の
小
路
の
女
の
も
と
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
た
藤
原
兼
家
の

訪
れ
が
途
絶
え
て
い
た
作
者
（
藤
原
道
綱
母
）
が
、
ひ
と
り
ご
と
に
「
わ
が
宿

の
~
」
と
詠
ん
だ
歌
を
、
作
者
の
も
と
を
久
し
ぶ
り
に
訪
れ
た
兼
家
が
作
者
の

侍
女
か
ら
聞
き
、「
折
な
ら
で
~
」
と
歌
で
答
え
る
場
面
で
あ
る
。

　

新
古
典
大
系
「
蜻
蛉
日
記
」
の
脚
注
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
作
者
の

歌
「
わ
が
宿
の
~
」
に
つ
い
て
、「
色
深
く
」
は
作
者
の
歎
き
の
深
さ
を
示
し
て

い
る
が
、
歌
の
直
前
に
あ
る
「
長
雨
い
た
う
す
」
歌
の
「
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
」

「
な
が
め
ふ
る
ま
に
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
作
者
の
歌
は
小
町
「
花
の
色
は
」
歌

を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
作
者
の
歌
を
伝
え
聞
い
た
兼
家
の
歌
の
「
色
ま
さ
り
け
り
」

が
作
者
の
容
貌
を
た
た
え
る
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
新
古
典
大
系
「
蜻
蛉
日
記
」

の
脚
注
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
尊
卑
分
脈
」
に
「
本
朝
第
一
美
人
三
人
内
也
」
と
記
さ
れ
、
古
今
集
に
続
く

勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
拾
遺
和
歌
集
に
三
十
六
首
も
の
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
女
流

歌
人
で
あ
る
藤
原
道
綱
母
。「
花
の
色
は
」
歌
を
踏
ま
え
た
道
綱
母
の
歌
に
答
え

る
兼
家
の
歌
に
「
色
=
道
綱
母
の
容
貌
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
は
、「
花
の

色
は
う
つ
り
に
け
り
な
」
が
、
小
町
の
容
色
の
衰
え
を
読
み
取
る
解
釈
が
可
能

な
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
傍
証
と
な
り
う
る
。

　

こ
の
項
の
最
後
に
も
う
一
度
小
町
落
魄
伝
説
の
論
に
戻
る
。
落
魄
伝
説
が
、

逆
に
小
町
が
ど
れ
ほ
ど
の
美
女
で
あ
っ
た
か
と
い
う
想
像
を
か
き
立
て
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
馬
場
あ
き
子
氏
の
次
の
論
述
が
あ
る（10
）。

花
を
詠
じ
た
小
町
に
、
惨
憺
た
る
老
残
の
姿
が
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
そ
れ

が
無
常
盛
衰
の
人
間
の
真
の
姿
を
具
体
的
に
み
せ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う

説
明
が
あ
る
。
し
か
し
ふ
し
ぎ
に
、
こ
の
無
残
な
放
浪
伝
説
が
加
わ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
小
町
の
美
貌
は
い
よ
い
よ
本
物
の
感
じ
が
増
し
、
罪
深
い

美
と
の
葛
藤
に
生
き
た
、
し
た
た
か
な
情
念
の
淵
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る

の
で
あ
る
。
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（
三
）「
花
の
色
の
う
つ
ろ
ひ
＝
小
町
の
容
色
の
衰
え
」
と
解
釈
し
な
い
根
拠

①
古
今
集
の
部
立

　
「
花
の
色
は
」
歌
が
春
部
の
散
る
花
歌
群
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
、「
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
」
は
純
粋
に
散
り
衰
え
て
い
く
花
の
こ
と
を

歌
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
な
発
想
で
あ
る
。
も
し
「
花
の
色
は
」
歌
が

自
身
の
容
色
の
衰
え
を
嘆
く
述
懐
の
歌
で
あ
る
な
ら
ば
、
古
今
集
の
部
立
の
考

え
方
に
基
づ
い
て
雑
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

近
代
に
な
っ
て
窪
田
空
穂
ら
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
大
伴
家

持
の
絶
唱
の
三
首
目
に
注
目
す
る
。

　

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
あ
が
り
心
悲
し
も
ひ
と
り
し
思
へ
ば

 
（
万
葉
集
巻
十
九
・
4
2
9
2
）

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
犬
飼
孝
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（11
）。

こ
れ
は
、
本
当
の
、
家
持
だ
け
の
個
人
の
心
の
裏
を
打
ち
出
し
た
も
の
で

す
。
ま
さ
に
、
純
粋
抒
情
詩
と
い
う
言
葉
を
使
え
ば
、
純
粋
抒
情
詩
の
極

地
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
春
の
憂
い
が
よ
く
歌
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

「
春
愁
」
と
い
う
も
の
を
歌
っ
て
幽
玄
優
美
な
歌
と
し
て
完
成
し
て
い
る
と

言
わ
れ
る
。
そ
し
て
よ
く
、
こ
う
い
う
調
べ
を
持
っ
た
歌
が
、
平
安
朝
の

方
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
大
事
な
鍵
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

犬
飼
氏
の
「
平
安
朝
の
方
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
大
事
な
鍵
だ
と
言
わ
れ
て
い
」

る
と
い
う
論
を
踏
ま
え
る
と
、「
花
の
色
は
」
歌
が
、
周
り
の
明
る
い
風
景
と
対

照
的
な
孤
独
な
物
思
い
（
春
愁
）
を
詠
み
上
げ
て
い
る
家
持
歌
の
流
れ
を
受
け

継
い
で
い
る
と
い
う
考
え
方
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
「
花
の
色
は
」
歌
に
つ

い
て
次
の
よ
う
な
解
釈
も
可
能
に
な
る
。

物
思
い
の
中
、
ふ
と
気
が
つ
く
と
花
の
色
が
「
う
つ
ろ
」
っ
て
い
た
と
い

う
春
愁
の
気
分
を
詠
み
あ
げ
る
。
む
な
し
く
と
い
う
意
味
の
「
い
た
づ
ら

に
」
が
ア
ン
ニ
ュ
イ
な
気
分
を
醸
し
出
し
、「
な
が
め
せ
し
ま
に
」
は
春
の

長
雨
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
け
だ
る
さ
を
表
現
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
花
の
色
は
」
歌
が
、
家
持
の
春
愁
の
歌
の
流
れ
を
く
む
春

愁
の
思
い
を
詠
ん
だ
歌
だ
と
考
え
る
と
、
春
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
も
納
得

が
い
く
。
し
か
し
、「
花
の
色
は
」
歌
を
春
部
と
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
古
今
集

編
者
で
あ
る
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。

②
他
の
歌
の
用
例

　

小
町
谷
照
彦
氏
に
よ
る
「
花
の
﹃
う
つ
ろ
ひ
﹄
に
我
が
身
の
容
色
の
衰
え
を

見
る
の
は
小
町
の
歌
だ
け
で
あ（12
）」
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
例
え
ば
次
の
歌
。

題
し
ら
ず 

小
野
小
町

797　

色
見
え
で
う
つ
ろ
ふ
も
の
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る（13
）

 

（
古
今
・
巻
十
五
・
恋
五
）

寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
歌 

素
性
法
師

92　

花
の
木
も
今
は
掘
り
植
ゑ
じ
春
た
て
ば
う
つ
ろ
ふ
色
に
人
な
ら
ひ
け
り

 

（
古
今
・
巻
二
・
春
下
）

元
良
の
親
王
、
兼
茂
朝
臣
の
む
す
め
に
住
み
侍
り
け
る
を
、
法
皇
の
召

し
て
、
か
の
院
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
れ
ば
、
え
逢
ふ
こ
と
も
侍
ら
ざ
り
け
れ

ば
、
あ
く
る
年
の
春
、
桜
の
枝
に
さ
し
て
、
か
の
曹
司
に
挿
し
置
か
せ

侍
り
け
れ
ば 

元
良
親
王

後撰
102　

花
の
色
は
昔
な
が
ら
に
見
し
人
の
心
の
み
こ
そ
う
つ
ろ
ひ
に
け
れ

 

（
後
撰
・
巻
三
・
春
下
）

　

右
の
歌
は
相
手
の
心
変
わ
り
を
嘆
く
歌
で
あ
り
、「
花
・
花
の
色
」
は
相
手
の
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心
の
さ
ま
を
言
い
、
容
色
の
意
味
で
は
な
い
。「
花
の
色
」
を
容
色
と
掛
け
る
と

い
う
発
想
が
他
の
歌
に
見
ら
れ
て
い
な
い
点
が
、「
花
の
色
は
」
歌
で
も
容
色
の

意
を
掛
け
て
い
な
い
と
す
る
根
拠
と
な
る
。

三

　小
町
詠
「
う
つ
ろ
ひ
」
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
か
ら
小
町

物
語
創
作
へ

（
一
）
小
町
詠
「
う
つ
ろ
ひ
」
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

題
し
ら
ず

113　

花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ

し
ま
に 

（
古
今
・
巻
二
・
春
下
）

題
し
ら
ず

782　

今
は
と
て
わ
が
身
時
雨
に
ふ
り
ぬ
れ
ば
言
の
葉
さ
へ
に
う
つ
ろ
ひ
に
け

り 

（
古
今
・
巻
十
五
・
恋
五
）

題
し
ら
ず（13
）

797　

色
見
え
で
う
つ
ろ
ふ
も
の
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る

 

（
古
今
・
巻
十
五
・
恋
五
）

　

右
の
小
町
詠
三
首
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
う
つ
ろ
ひ
」
に
愁
い
を
覚
え
、
物

思
い
に
沈
む
小
町
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
782
番
歌
は
今
ま
で
心
通
わ

せ
て
き
た
相
手
の
言
葉
の
、
797
番
歌
は
相
手
の
心
の
「
う
つ
ろ
ひ
」
を
嘆
く
歌

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
首
の
「
う
つ
ろ
ひ
」
へ
の
哀
感
・
詠
嘆
と
い
う
情
趣

か
ら
、「
花
の
色
」
歌
の
「
う
つ
り
に
け
り
な
」
に
も
、
わ
が
身
の
「
う
つ
ろ

ひ
」
へ
の
哀
感
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
以
上
の
こ
と
を
青
木
生

子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る（14
）。

相
手
の
「
言
の
葉
」
や
「
心
」
の
「
う
つ
ろ
ひ
」
は
、
我
身
の
「
う
つ
ろ

ひ
」
と
と
も
に
歎
か
れ
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
人
生
の
あ
き
ら
め
の
響

き
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
「
花
の
色
は
」
歌
の
「
な
が
む
」
が
重
要
で
あ
る
。「
ぼ
ん
や
り
と
見

や
り
な
が
ら
物
思
い
に
沈
む
」
と
い
う
意
味
の
歌
語
「
な
が
む
」
か
ら
「
う
つ

ろ
ひ
」
を
嘆
き
、
物
思
い
に
沈
む
小
町
の
姿
が
読
み
取
れ
る
。

　

紙
幅
の
関
係
で
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
和
泉
式
部
日
記
」

「
源
氏
物
語
」
な
ど
に
お
い
て
も
、「
な
が
む
」
は
登
場
人
物
の
物
思
い
を
表
現

す
る
言
葉
と
し
て
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
。
片
桐
洋
一
氏
も
次
の
よ
う
に
述

べ
る（15
）。平

安
時
代
の
抒
情
の
根
源
は
、「
我
が
身
世
に
ふ
る
」
物
思
い
と
、
人
の
心

の
定
め
な
く
移
ろ
い
変
わ
り
ゆ
く
こ
と
へ
の
嘆
き
に
あ
る
と
私
は
考
え
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
で
、
こ
の
「
う
つ
ろ
ふ
」
と
い
う
言
葉
は

「
ふ
る
」「
世
に
ふ
る
」
と
と
も
に
、
平
安
時
代
文
学
の
キ
イ
ワ
ー
ド
で
あ

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
小
町
詠
「
う
つ
ろ
ひ
」
三
首
を
踏
ま
え
て
小
町
の

思
い
と
身
の
上
を
文
章
に
す
る
創
作
活
動
が
考
え
ら
れ
る
。
一
首
一
首
の
逐
語

訳
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
歌
を
歌
群
と
し
て
把
握
し
て
言
語
活
動

に
取
り
組
む
こ
と
が
、
訓
詁
注
釈
的
な
学
習
の
克
服
の
一
つ
の
方
策
と
な
る
。

[
小
町
詠
「
う
つ
ろ
ひ
」
三
首
か
ら
読
み
取
れ
る
小
町
の
思
い
と
身
の
上
]

　

私
の
容
色
は
衰
え
た
。
あ
の
人
の
私
に
向
け
る
言
葉
も
代
わ
っ
て
い
っ
た
。

あ
あ
花
の
色
も
木
の
葉
も
移
り
ゆ
く
。
し
か
し
色
に
表
わ
れ
る
こ
と
な
く
変

わ
っ
て
い
く
の
が
人
の
心
。
抗
し
き
れ
な
い
時
の
流
れ
に
身
を
任
せ
、
私
は
視

線
を
む
な
し
く
た
だ
よ
わ
せ
、
物
思
い
に
身
を
沈
め
る
だ
け
で
あ
る
。
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こ
の
項
の
最
後
に
「
花
の
色
は
」
歌
に
つ
い
て
別
な
角
度
か
ら
考
え
て
い
く
。

「
花
の
色
は
」
歌
の
「
世
に
ふ
る
」
の
「
世
」
が
「
世
の
中
」
と
い
う
意
味
と
考

え
て
も
、
男
の
来
訪
を
待
つ
だ
け
の
身
の
女
性
の
「
世
の
中
」
が
ど
れ
ほ
ど
の

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
通
っ
て
く
る
男
と
の
接
点
だ
け
が
「
世
の
中
」
と
言
っ
て

も
よ
い
ほ
ど
の
狭
い
世
界
で
あ
る
。
実
際
「
世
=
男
女
の
仲
」
と
い
う
意
味
が

辞
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
片
桐
洋
一
氏
も
「
和
歌
に
お
い
て
、﹃
世
﹄
と
い
う

場
合
、
そ
の
大
半
は
和
歌
を
よ
む
人
の
﹃
世
﹄
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
広
が
っ
て

も
そ
の
歌
の
受
け
手
を
も
包
み
込
む
程
度
の
、
小
さ
な
﹃
世
﹄
を
い
う
場
合
が

多
い（16
）」
と
論
じ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
わ
が
身
世
に
ふ
る
」
は
、

相
手
の
男
と
の
関
わ
り
の
状
況
を
表
現
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す

る
と
「
花
の
色
は
」
歌
の
「
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
」
に
、
相
手
の
心
の

「
う
つ
ろ
ひ
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
取
れ
る
可
能
性
が
で
て
く
る（17
）。
と
す
る
な

ら
ば
、
今
回
示
し
た
小
町
詠
「
う
つ
ろ
ひ
」
三
首
は
相
手
の
心
変
わ
り
に
思
い

悩
む
嘆
き
の
歌
と
い
う
く
く
り
が
可
能
に
な
る
。

（
二
）
小
町
物
語
「
小
町
う
つ
ろ
ひ
の
人
生
」
の
創
作

　

小
町
に
つ
い
て
は
そ
の
出
自
や
晩
年
な
ど
の
詳
細
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、

そ
の
一
生
に
つ
い
て
想
像
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
の
で
き
る
歌
や
伝
説
な
ど
の
い
ろ

い
ろ
な
材
料
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
材
料
を
も
と
に
小
町
物
語
「
小
町
う
つ
ろ

ひ
の
人
生
」
を
創
作
す
る
言
語
活
動
例
を
提
示
す
る
。

 

言
語
活
動
案
⋮
次
の
①
~
④
の
材
料
を
も
と
に
小
町
物
語
を
創
作
す
る 

①
古
今
集
仮
名
序
「
小
野
小
町
は
、
古
の
衣
通
姫
の
流
な
り
」「
よ
き
女
の
な
や

め
る
と
こ
ろ
あ
る
に
似
た
り
」

②
（
一
）
で
示
し
た
古
今
集
小
町
詠
「
う
つ
ろ
ひ
」
三
首

　

小
町
詠
三
首
の
う
ち
古
今
782
番
歌
に
つ
い
て
は
、
次
の
783
番
歌
の
小
野
貞
樹

の
返
し
の
歌
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
。

題
し
ら
ず 

小
野
小
町

782　

今
は
と
て
わ
が
身
時
雨
に
ふ
り
ぬ
れ
ば
言
の
葉
さ
へ
に
う
つ
ろ
ひ
に
け

り 

（
巻
十
五
・
恋
五
）

返
し 

小
野
貞
樹

783　

人
を
思
ふ
心
の
木
の
葉
に
あ
ら
ば
こ
そ
風
の
ま
に
ま
に
風
も
散
り
乱
れ

め 

（
巻
十
五
・
恋
五
）

　

小
町
が
、
わ
が
身
が
衰
え
た
（「
古
り
ぬ
れ
ば
」）
た
め
に
相
手
（
貞
樹
）
の

私
を
思
う
言
葉
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
哀
訴
す
る
と
、
貞
樹
は
あ
な
た
を
思

う
心
は
木
の
葉
で
は
な
い
の
で
、
散
り
も
乱
れ
も
し
な
い
と
返
す
。
小
町
の
歌

と
、
そ
の
小
町
の
思
い
を
受
け
止
め
き
れ
て
い
な
い
貞
樹
の
歌
か
ら
、
わ
が
身

の
上
と
恋
に
苦
し
む
小
町
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
ま
た
、
こ
の
贈
答

歌
を
男
女
間
の
当
意
即
妙
の
や
り
と
り
と
い
う
捉
え
方
を
す
る
と
、
男
女
の
交

流
に
馴
れ
て
い
る
恋
多
き
小
町
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。
ど
の
よ
う
に
捉
え
る

か
は
生
徒
の
自
由
に
任
せ
た
い
。

小
町
詠
782
番
歌
が
、
心
物
対
応
構
造
で
あ
る
点
も
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

景
⋮「
時
雨
」
に
「
ふ
り
ぬ
れ
ば
（
降
り
ぬ
れ
ば
）」「
木
の
葉
」
が
「
う
つ

ろ
ひ
に
け
り
」

情
⋮
わ
が
身
が
「
ふ
り
ぬ
れ
ば
（
古
り
ぬ
れ
ば
）」「（
相
手
の
）
言
の
葉
」

が
「
う
つ
ろ
ひ
け
り
」

　

秋
山
虔
氏
が
「
蕭
条
と
降
り
そ
そ
ぐ
時
雨
に
木
の
葉
の
散
り
い
そ
ぐ
心
象
に
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托
し
て
、
年
ふ
り
て
魅
力
も
う
す
れ
、
見
す
て
ら
れ
ゆ
く
﹃
我
身
﹄
が
か
た
ど

ら
れ
る（18
）」
と
述
べ
る
通
り
、
心
物
対
応
構
造
の
こ
の
歌
に
は
古
今
集
の
特
徴
で

あ
る
自
然
と
人
間
の
響
き
合
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
相
手
の
言
葉
の
「
う

つ
ろ
ひ
」
の
原
因
と
な
っ
た
わ
が
容
色
の
衰
え
が
、
嘆
き
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
解
釈
が
可
能
に
な
る
。

③
小
町
詠
古
今
集
938
番
歌

文
屋
康
秀
、
三
河
掾
に
な
り
て
、「
県
見
に
は
え
い
で
た
た
じ
や
」
と
言

ひ
や
れ
り
け
る
返
事
に
よ
め
る

938　

わ
び
ぬ
れ
ば
身
を
う
き
草
の
根
を
絶
え
て
誘
ふ
水
あ
ら
ば
い
な
む
と
ぞ

思
ふ 

（
巻
十
八
・
雑
下
・
）

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
秋
山
虔
氏
は
「
一
見
、
ど
う
と
で
も
な
れ
と
デ
ス
ペ

レ
ー
ト
に
自
己
を
投
げ
だ
す
よ
う
な
体
は
、
も
ち
ろ
ん
ポ
ー
ズ
に
す
ぎ
な
い
の

で
、
こ
こ
に
た
と
え
ら
れ
る
表
情
は
、
決
し
て
浮
薄
軽
佻
で
は
な
い
。
浮
萍
の

根
を
絶
え
て
流
れ
の
ま
に
ま
に
誘
わ
れ
て
ゆ
く
イ
メ
ー
ジ
に
わ
が
い
の
ち
の
姿

態
を
表
象
し
、
み
ご
と
に
繊
麗
な
調
べ
を
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
康
秀
に
お

く
ら
れ
た
に
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
超
越
し
て
自
立
し
、
女
と
し
て
生

き
る
こ
と
の
哀
切
さ
を
過
不
足
な
く
か
た
ど
り
な
げ
く
歌
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る（18
）」
と
論
ず
る
が
、
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
こ
ろ
の
小
町
の
年
齢
を
四
十
歳
前

後
と
す
る
一
般
的
な
説
に
従
い
、
女
盛
り
を
過
ぎ
た
小
町
が
孤
独
の
わ
び
し
さ

を
さ
び
し
い
生
活
の
中
で
噛
み
し
め
、
康
秀
の
誘
い
に
心
揺
れ
て
い
る
思
い
を

ま
ず
読
み
取
れ
ば
よ
い（19
）。

④
小
町
の
落
魄
伝
説

　

晩
年
は
年
老
い
て
哀
れ
な
姿
に
な
り
、
貧
し
く
惨
め
な
生
活
を
お
く
っ
た
と

い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
程
度
の
理
解
で
と
ど
め
て
お
く
。

　

小
町
は
そ
の
出
自
も
不
明
で
あ
る
が
、
市
井
の
人
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
く
、

宮
中
と
の
か
か
わ
り
を
持
っ
た
女
性
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
創
作
は
、
美
女

の
誉
れ
高
い
宮
中
の
女
性
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
。

　

渡
部
泰
明
は
「
和
歌
は
言
葉
に
よ
る
演
技
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、

「
現
実
社
会
を
生
き
る
﹃
現
実
の
作
者
﹄」
と
、「
言
葉
で
描
か
れ
た
虚
構
の
世
界

に
」
存
在
す
る
「
作
品
の
中
の
作
者
」
が
存
在
し
、「
歌
を
作
る
作
者
」
が
そ
の

「
二
人
の
作
者
の
間
を
媒
介
」
す
る
と
論
ず
る
。「
歌
を
作
る
作
者
」
が
「
言
葉

と
向
き
合
い
、
取
捨
選
択
し
組
み
合
わ
せ
完
成
さ
せ
て
い
く
」
と
い
う
「
言
葉

に
よ
る
演
技
」
で
「
真
実
と
虚
構
が
同
居
す
る
」
和
歌
を
詠
み
あ
げ
、
そ
し
て

「﹃
現
実
の
作
者
﹄
が
﹃
作
中
の
作
者
﹄
に
転
じ
て
ゆ
く
」
と
説
く（20
）。

　

生
徒
に
対
し
て
、
現
実
の
小
町
は
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
の
こ
と
を
詠
み
上
げ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
真
実
と
虚
構
が
そ
の
境
目
を
な
く
し
た
和
歌
の
世
界

の
人
物
を
演
じ
て
い
る
と
説
明
し
た
い
。
ど
の
よ
う
な
人
物
・
思
い
を
演
じ
て

い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
演
劇
空
間
を
構
築
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
で
小
町
の

和
歌
を
味
わ
い
、
そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
て
今
度
は
自
分
が
小
町
を
演
じ
る
こ

と
を
意
識
し
て
小
町
の
「
う
つ
ろ
ひ
の
人
生
」
物
語
を
作
り
上
げ
て
い
こ
う
と

い
う
呼
び
か
け
を
し
た
い
。
生
徒
が
「
う
つ
ろ
ひ
」
の
人
生
を
生
き
る
小
町
を

演
じ
て
い
く
こ
と
で
、
渡
部
氏
の
言
う
、「
演
技
さ
れ
る
こ
と
で
、
和
歌
は
詠
み

続
け
ら
れ
て
き
た
」
と
い
う
日
本
の
伝
統
的
言
語
文
化
と
し
て
の
和
歌
的
世
界

を
体
感
す
る
入
り
口
に
た
つ
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

四

　「う
つ
ろ
ひ
」
の
季
節
感

　

こ
こ
で
は
古
今
集
の
歌
に
よ
っ
て
、
季
節
の
「
う
つ
ろ
ひ
」
に
心
揺
れ
動
く
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感
性
が
詠
み
こ
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
取
り
上
げ
る
。

　

青
木
氏
が
「
恋
愛
か
ら
人
生
へ
と
そ
の
奥
で
観
じ
出
さ
れ
て
き
た
こ
の
﹃
う

つ
ろ
ひ
﹄
の
世
界
的
情
感
が
自
然
の
中
に
も
移
感
さ
れ
て
い
か
な
い
は
ず
が
な

い（21
）。」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
恋
や
人
の
身
の
「
う
つ
ろ
ひ
」
に
哀
惜
の
念
を
覚
え

て
い
っ
た
こ
と
が
、
自
然
の
「
う
つ
ろ
ひ
」
に
対
す
る
感
性
へ
と
拡
が
っ
て
い

き
、
日
本
の
伝
統
的
な
季
節
感
に
な
っ
て
い
く
。

　

ま
ず
万
葉
集
・
巻
八
・
1
4
1
8
番
志
貴
皇
子
歌
を
見
て
み
る
。

石
ば
し
る
垂
水
の
上
の
さ
蕨
の
萌
え
出
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も

　

こ
の
歌
は
「
今
、
こ
こ
」
を
詠
む
。
つ
ま
り
蕨
の
萌
え
出
た
瞬
間
の
春
の
情

景
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
大
岡
信
氏
が
、「
多
く
の
万
葉
の
歌
は
、
瞬
間
的
な
知

覚
の
清
新
さ（22
）」
を
詠
み
上
げ
る
と
言
い
、
窪
田
空
穂
氏
が
「
万
葉
集
の
短
歌
は
、

空
間
に
力
点
を
置
」
き
「
時
間
の
方
は
つ
と
め
て
短
く
切
り
縮
め
て
、
こ
れ
を

一
瞬
間
の
印
象
に
と
ど
め
、
反
対
に
空
間
の
方
は
、
つ
と
め
て
如
実
に
し
よ
う

と
す
る（23
）」
と
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。

　

次
に
古
今
集
の
歌
二
首
を
見
て
い
く
。

秋
立
つ
日
、
よ
め
る 
藤
原
敏
行

169　

秋
き
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ

る 

（
巻
四
・
秋
上
冒
頭
歌
）

　

視
覚
的
世
界
は
夏
（「
目
に
は
さ
や
か
に
み
え
ね
ど
も
」）
で
あ
っ
て
も
、
頬

う
つ
風
に
秋
の
到
来
を
感
じ
て
い
る
（「
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
」）。
ま

さ
に
夏
か
ら
秋
へ
の
「
う
つ
ろ
ひ
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

春
立
ち
け
る
日
、
よ
め
る 

紀
貫
之

2　

袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
今
日
の
風
や
解
く
ら
む

 

（
巻
二
・
春
上
）

　

立
春
の
日
の
東
風
解
凍
の
歌
で
あ
る
。
夏
（「
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
」）
か

ら
冬
（「
水
の
こ
ほ
れ
る
」）
へ
、
そ
し
て
本
日
の
立
春
と
い
う
三
つ
の
季
節
の

「
う
つ
ろ
ひ
」
が
情
趣
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

　

万
葉
集
の
「
今
、
こ
こ
」
を
詠
む
感
性
か
ら
、
古
今
集
以
降
の
「
う
つ
ろ
ひ
」

を
詠
む
感
性
が
日
本
の
季
節
に
関
す
る
伝
統
的
感
性
と
な
っ
て
い
く
。
古
今
集

四
季
歌
の
配
列
が
、
そ
の
季
節
内
の
こ
ま
か
な
推
移
・
順
行
を
示
し
て
い
る
こ

と
も
、
こ
の
こ
と
と
関
係
が
深
い
。
青
木
氏
も
「
古
今
集
の
自
然
の
﹃
う
つ
ろ

ひ
﹄
は
、
季
節
感
の
発
達
と
深
い
関
連
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る（14
）」
と
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
後
の
時
代
へ
の
つ
な
が
り
は
歌
以
外
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
一

例
が
、
徒
然
草
第
十
九
段
、
特
に
冒
頭
の
「
折
節
の
移
り
変
る
こ
そ
、
も
の
ご

と
に
あ
は
れ
な
れ
」
で
あ
る
。

五

　お
わ
り
に

　

二
章
で
は
、「
花
の
色
の
う
つ
ろ
ひ
」
の
解
釈
に
つ
い
て
二
通
り
の
考
え
方
と

そ
の
根
拠
を
論
じ
た
が
、
今
回
の
提
言
は
ど
ち
ら
が
正
解
か
と
い
う
こ
と
を
追

求
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
花
の
色
の
う
つ
ろ
ひ
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
古
典
研

究
の
泰
斗
達
の
優
れ
た
論
文
が
数
多
く
あ
る
が
、
決
定
打
と
な
る
も
の
は
な
い
。

答
え
は
出
な
い
も
の
の
そ
れ
で
も
自
分
な
り
の
根
拠
を
見
付
け
出
す
の
が
深
い

学
び
で
あ
り
、
探
究
的
な
学
び
で
あ
る
。

　

三
章
で
は
、
逐
語
訳
に
こ
だ
わ
ら
な
い
小
町
詠
「
う
つ
ろ
ひ
」
三
首
の
歌
を

総
括
的
に
考
え
る
取
組
や
、
次
期
高
校
国
語
科
学
習
指
導
要
領
が
求
め
る
言
語

活
動
の
充
実
の
た
め
の
具
体
的
な
取
組
を
提
示
し
た
。

　

四
章
で
は
、「
う
つ
ろ
ひ
」
が
人
の
心
な
ど
だ
け
で
な
く
、
古
今
和
歌
集
以
降
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の
伝
統
的
季
節
感
へ
と
つ
な
が
る
さ
ま
を
解
明
し
た
。
た
だ
紙
幅
の
関
係
で
教

材
化
ま
で
の
論
に
至
ら
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
今
回
の
提
言
で
「
う
つ
ろ
ひ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
和

歌
教
材
解
釈
の
新
し
い
切
り
口
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

　

次
期
高
校
学
習
指
導
要
領
の
ス
タ
ー
ト
と
も
言
え
る
中
央
教
育
審
議
会
初
等

中
等
教
育
分
科
会
教
育
課
程
部
会
に
よ
る
「
次
期
学
習
指
導
要
領
等
に
向
け
た

こ
れ
ま
で
の
審
議
の
ま
と
め
」（
平
成
28
年
8
月
28
日
公
表
）
に
は
、
次
の
よ
う

な
指
摘
が
あ
る
。

　
「
高
等
学
校
で
は
、
教
材
へ
の
依
存
度
が
高
く
、
主
体
的
な
言
語
活
動
が
軽
視

さ
れ
、
依
然
と
し
て
講
義
調
の
伝
達
型
授
業
に
偏
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
授

業
改
善
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
」

　

こ
れ
ま
で
の
古
典
の
授
業
に
お
い
て
「
教
材
へ
の
依
存
度
の
高
」
さ
が
、
読

み
取
り
中
心
の
訓
詁
注
釈
に
終
始
す
る
授
業
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
指
摘
は
重

く
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
国
語
科
教
員
が
身
に
つ
け
る
べ

き
古
典
に
対
す
る
専
門
的
素
養
や
、
そ
の
素
養
に
基
づ
く
教
材
研
究
の
大
切
さ

は
変
わ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
教
材
解
釈
を
見
直
し
、
新
た
な
切
り
口
で
教
材
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
行
っ
た
今
回
の
提
言
が
、
次
期
高
校
学
習
指
導
要
領
が
求
め
る
「
深
い
学

び
」
と
「﹃
見
方
・
考
え
方
﹄
を
働
か
せ
る
こ
と
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、

授
業
改
善
の
端
緒
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注（
1
）　

大
滝
一
登
・
幸
田
国
広
共
同
編
集　

大
修
館
書
店
（
2
0
1
6
年
11
月

20
日
）

（
2
）　

こ
の
論
文
で
示
す
歌
の
底
本
は
す
べ
て
岩
波
書
店
新
日
本
古
典
文
学
大

系
。
た
だ
し
一
部
表
記
は
変
え
て
い
る
。
す
べ
て
の
歌
番
号
は
﹃
新
編
国

歌
大
観
﹄
に
よ
る
。

（
3
）　
「
花
の
色
は
」
歌
の
「
う
つ
る
」
と
「
う
つ
ろ
ひ
」
を
同
列
に
扱
う
。
そ

の
根
拠
は
次
の
論
に
よ
る
。

「
う
つ
ろ
ひ
」
の
動
詞
「
う
つ
る
」
は
「
う
つ
る
」
に
継
続
態
を
表
す

「
ふ
」
の
つ
い
た
語
で
、﹃
言
海
﹄
に
は
「
移
ル
」「
染
ム
」「
変
ル
」「
衰

フ
」
等
の
語
が
雑
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
基
底
を
な
す
意
は
、

も
の
の
「
移
動
」
と
か
「
変
化
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。

　

出
典
:
青
木
生
子
著
作
集
第
1
巻　

日
本
抒
情
詩
論　

株
式
会
社
お
う

ふ
う
（
1
9
9
7
年
12
月
10
日
）　

所
収
「
附
・
古
今
集
に
お
け
る
﹃
う
つ

ろ
ひ
﹄」

（
4
）　

青
木
生
子
著
作
集　

第
8
巻　

女
流
歌
人
編　

株
式
会
社
お
う
ふ
う

（
1
9
9
8
年
6
月
5
日
）　

所
収　

Ⅰ
女
流
秀
歌
鑑
賞
「
勅
撰
集
の
女
性　

小
野
小
町
」

（
5
）　

井
之
口
史
「
和
歌
教
材
と
し
て
の
﹃
百
人
一
首
﹄︱
小
野
小
町
﹃
花
の
色

は
﹄
歌
の
歌
題
と
展
望
︱
」　

2
0
1
8
年
滋
賀
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要

№
68

（
6
）　

秋
山
虔
編　

日
本
文
学
史
論
考　

武
蔵
野
書
院
（
2
0
0
9
年
12
月
31

日
）
所
収　

鈴
木
日
出
男
著
「
秋
山
文
体
の
成
立
︱
文
学
史
の
た
め
に
︱
」

（
7
）　

伊
東
正
美
著
「
小
野
小
町
︱
人
と
文
学
」　

勉
誠
社
（
2
0
0
7
年
9
月

15
日
）

（
8
）　
（
8
）
は
「
雷
壺
に
召
し
た
り
け
る
日
、
大
御
酒
な
ど
賜
べ
て
、
雨
の
い
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た
う
降
り
け
れ
ば
、
夕
さ
り
ま
で
侍
り
て
ま
か
り
出
で
け
る
折
に
、
さ
か

づ
き
を
取
り
て
」
と
い
う
詞
書
を
持
つ
紀
貫
之
歌
「
秋
萩
の
花
を
ば
雨
に

ぬ
ら
せ
ど
も
君
を
ば
ま
し
て
惜
し
と
こ
そ
思
へ
」
に
対
す
る
返
歌
で
あ
る
。

（
9
）　

片
桐
洋
一
著
「
新
装
版　

小
野
小
町
追
跡
」
笠
間
書
院
（
1
9
7
5
年

4
月
5
日
）
を
参
照
に
し
た
記
述

（
10
）　

馬
場
あ
き
子
全
集　

第
五
巻　

古
典
女
流
歌
人
論　

三
一
書
房
（
1
9

9
5
年
4
年
15
日
）
所
収　

日
本
女
歌
伝
「
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な

︱
小
野
小
町
」

（
11
）　

犬
飼
孝
著
「
万
葉
の
人
び
と
」
Ｐ
Ｈ
Ｐ
出
版　

1
9
7
8
年
9
月
30
日

（
12
）　

国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞　

小
野
小
町
と
和
泉
式
部　

至
文
堂　
（
1
9

7
6
年
1
月
1
日
）
所
収　

小
町
谷
照
彦
著
「
小
野
小
町
に
お
け
る
﹃
う

つ
ろ
ひ
﹄」

（
13
）　

古
今
集
797
番
歌
に
つ
い
て
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
「
色
み
え
て
」

と
あ
る
が
、
脚
注
の
中
世
注
の
考
え
方
を
と
り
「
色
見
え
で
」
と
し
た
。

（
14
）　
（
3
）
の
出
典
に
同
じ

（
15
）　

片
桐
洋
一
著
﹃
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典　

増
訂
版
﹄
笠
間
書
院　
（
1
9
9

9
年
6
月
20
日
）︻
う
つ
ろ
ふ
︼
の
項
目

（
16
）　

出
典
は
（
15
）
に
同
じ
。︻
よ
︼
の
項
目
。

（
17
）　

田
中
喜
美
春
は
、
そ
の
著
「﹃
小
町
時
雨
﹄（
1
9
8
4
年
12
月
15
日
）

岩
波
書
店
」
に
お
い
て
「﹃
花
の
色
﹄
に
相
手
の
心
を
よ
そ
え
て
い
る
」
と

い
う
考
え
を
展
開
す
る
。

（
18
）　

秋
山
虔
著
「
王
朝
女
流
文
学
の
形
成
」
塙
書
房
（
1
9
6
7
年
3
月
25

日
）。

（
19
）　

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
論
を
も
と
に
し
て
い
る
。（
出
典
は

（
9
）
に
同
じ
）

　

戯
れ
の
応
答
で
あ
っ
て
も
、
ま
こ
と
に
わ
び
し
く
、
悲
し
い
歌
で
あ
る
。

三
河
掾
と
言
え
ば
七
位
か
八
位
の
卑
官
で
あ
る
。
そ
ん
な
康
秀
に
つ
い
て

行
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
ぐ
ら
い
だ
か
ら
小
町
も
ず
い
ぶ
ん
零
落
し
て
い
た

と
解
す
る
読
者
が
あ
っ
て
も
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
小
野
小
町
落
魄

説
話
の
形
成
に
大
い
な
る
役
割
を
は
た
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

（
20
）　

渡
辺
泰
明
著　

岩
波
新
書
「
和
歌
と
は
何
か
」（
2
0
0
9
年
7
月
29

日
）
岩
波
書
店

（
21
）　

久
松
潜
一
・
實
方
清
責
任
編
集　

日
本
歌
人
講
座　

中
古
の
歌
人　

弘

文
堂　
（
1
9
6
0
年
12
月
5
日
）　

所
収　

青
木
生
子
著
「
在
原
業
平
︱

附
・
小
野
小
町
︱
」

（
22
）　

大
岡
信
著
「
古
今
和
歌
集
の
世
界
」
岩
波
書
店　
（
1
9
9
9
年
7
月
9

日
）

（
23
）　

窪
田
空
穂
全
集　

第
二
十
巻　

古
今
和
歌
集
評
釋
Ⅰ　

角
川
書
店
（
1

9
6
5
年
8
月
15
日
）　

所
収
「
古
今
和
歌
集
概
説
」

（
学
校
法
人
片
山
学
園
倉
敷
翠
松
高
等
学
校
）




