
「春

の
夜

の
夢

の
浮

橋

」
の
詠

を

め
ぐ

っ
て

細

谷

直

樹

先
人
が

こ
れ

ま

で
に
な
し
た

「
春

の
夜

の
夢

の
浮
橋

と
だ
え
し
て
峯

に
別
る
る
横
雲

の
空
」

(建
久

九
年

定
家

三
十
七
歳

の
詠
)

の
解

釈

な
ら
び

に
鑑
賞

の
う
ち
、
今

日
か
ら
し
て
も
、
最
も
秀
れ

た
も

の
は
、
三
十
年
以

上
前

の
も

の
な
が

ら
、
小
島
吉
雄

氏
が

そ

の
著

『
新

古
今
集
講
話
』
(
昭
和
十
八
年

六
月
刊
)

の
中

で
な
さ
れ
た
そ
れ

で
あ

ろ
う
。

本
稿

は
氏

の
読

み

に
多

く

の
こ
と
を

学

ん
で
の
も

の
な

の

で
、

氏

の
説
く

と

こ
ろ
を
最
初

に
抄

出
さ
せ
て

い
た
だ

こ
う
。

こ
の
歌

で
先
づ
問
題

に
な
る

の
は
、

「
夢

の
浮
橋

」
と

い
ふ
言
葉

で

せ
う
。

「
夢

の
浮

橋
」

と

い
ふ
の
は
、

夢

の
こ
と
で
す
。

本

居
宣
長

の
説

に
よ
り
ま
す
と
、
昔
、

大
和

国

の
吉
野

川
に

「
夢

の
わ
だ
」
と

い
ふ
と

こ
ろ
が
あ

り
、

そ

こ
に
渡

し
て
あ
る
橋

を
夢

の

浮

橋
と

い

っ
た
、
そ
れ
が
転
じ

て
夢

の
こ
と
を
も

い
ふ
に
至

っ
た

の
で
あ

る
、
と

い
ふ
の
で
す
。

「
夢

の
わ
だ
」

と

い
ふ
の
は
、
現

在
、
吉
野
川

の
上
流

に
宮
滝
と

い
ふ
と

こ
ろ
が
あ

り
ま
し
て
、
そ

こ
は
天
武

天
皇
や
持
統

天
皇

の
時
代

に
吉
野
離

宮

の
あ

っ
た
と

こ

ろ
だ
と
言

は
れ

て
を
り
ま
す
が
、
そ

の
離

宮
跡

と
推
定

せ
ら
れ
る
所

の
丁
度
対
岸

に
あ
る
淵

で
あ

り
ま
す
。
山
部
赤

人

の
歌

で
有
名

な
象
川
が
吉
野

川
に
注
ぐ
と

こ
ろ

で
、

そ

こ
が
碧
潭
を
な

し
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
を
夢

の
わ
だ
と

い
ふ

の
で
す
。
聖

武
天
皇

の
御
代
、

大
伴
旅
人
と

い
ふ
人
が
太
宰
府

の
長
官

に
な

っ
て
九
州

へ
来

て
ゐ
た
時

、
老
年
故
郷

を
な

つ
か
し
が

っ
て

「
も
う
夢

の
わ
だ
を
再

び

見
る

こ
と
が
出
来
な

い
か
も
知

れ
ぬ
」
と

い

っ
て
歎
き

ま
し
た
。

そ

の
歌
が
万
葉
集

に
残

っ
て
ゐ
ま
す
。

「
夢

の
わ
だ
」

は
か
う

い

「
春

の
夜

の
夢
の
浮
橋
」
の
詠
を
め
ぐ

っ
て
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ふ
風

に
万
葉
集

に
も
出

て
来

ま
す
が
、
夢

の
浮
橋

と

い
ふ
名
前

は
出

て
ゐ
ま
せ
ん
。

平
安
朝

に
な

っ
て
か
ら
で
も
、
夢

の
浮
橋

と

い

ふ
言
葉

は
歌

に
は

余

り
出

て
こ
な

い

言
葉

で
す
。

た
だ
源

氏
物
語

の
巻

の
名

に

「
夢

の
浮
橋
」

と

い
ふ

の
が
あ
り
ま
す
。

で
す

か

ら
、
宣
長

の
夢

の
浮
橋

に
対
す

る
説

は
、

果
し

て
正
し

い
の
か
ど
う

か
、

よ
く
分

ら
な

い
の
で
す
。

こ
の
歌
を
理
解
す
る
だ
け
か
ら

言

へ
ば
、
夢

の
わ
だ

に
か
か

っ
て
ゐ
た
橋

の
名

で
あ

ら
う
が
無

か
ら
う
が
、
大
し

て
問
題

に
は
な
り
ま
せ
ん
。
夢

の
浮
橋

と

い
ふ
語

の
も
た
ら
す
語
感
が
大
事
な

の
で
す
。

源
氏
物
語

の
夢

の
浮
橋

と

い
ふ
の
は
、

源
氏

五
十
四
帖

の
最
終

の
巻

の
名

で
あ
り
ま
し

て
、

こ
の
巻

で
は
、
浮
舟

と

い
ふ
薄
倖

の
女
性
が
浮
世
を
捨

て
て
京
都

の
北
方

の
小
野
と

い
ふ
と

こ
ろ
に
隠
栖

し
、
尼

に
な
り
ま
す
が

、

そ
れ
を
伝

へ
聞

い
た
薫

大
将
が
、
使

を
や

っ
て
、

し
み
じ
み
と
昔
語

を
し
た

い
と

い
ふ
手
紙

を
届
け
さ

せ
ま
す
、

し
か
し
、
浮
舟

は

わ
が

身
分
を
隠
し

て
、
そ

の
使

に
も
会

は
ず
、
手
紙

の
返
事
を
も
書
か
ず
、
薫
大
将

の
手
紙

は
元
の
ま
ま
で
使

の
者
に
持

ち
帰
ら
れ

る
と

い
ふ
、
夢

の
や
う

に
停

い
浮
舟

と
薫

と

の
交
渉

を
描

い
て
ゐ
る

の
で
す
。
蓋

し
、
作
者

の
紫
式

部

は
、

こ
の
ま
る
で
夢

の
や
う

に
停

い
手
紙

の
通
ひ
路
を
象
徴

し
て

「
夢

の
浮
橋
」

と
名
づ
け

た

の
で
あ

ら
う
と
思

ひ
ま
す
が
、
藤
原
定
家

は
ま
た
恐
ら
く

こ
の
源

氏
物
語

の
巻
名

で
あ

る

こ
の
夢

の
浮
橋
と

い
ふ
言
葉

に
心
惹

か
れ
、
そ
れ
を
自
分

の
歌

に
応
用
し
た

の
で
あ
ら
う
と
思

ひ
ま
す
。
従

っ
て
、
定
家

の
こ

の
歌

に
用
ゐ
ら
れ

て
ゐ
る

「
夢

の
浮
橋
」

と

い
ふ
語

に
は
、
哀
艶
限

り
な
き
物
語
的
情
趣
が
纒
綿

し

て
ゐ
る
の
で

あ
り
ま
す
。

さ

て
、
春

の
夜

は
四
季

の
う
ち

で
特

に
な
ま
め
か
し

い
も

の
で
す
。

そ

の
な
ま
め
か
し

い
春

の
夜

の
夢

で
す

か
ら
、

そ

こ
に
お

の

つ

か
ら
濃
艶
甘
美

な
夢
を
聯
想

さ

せ
ら
れ

る

の
で
す
。
そ
し

て
、
春
夜

の
短
く

明
け
易
く
、

い
く
ら
寝

て
も
眠
り

た
ら

ぬ
趣
を
も

こ

の
春

の
夜

の
語

に
含
ま

せ
、
春

眠
な

ほ
覚

め
き

ら
ぬ

こ
こ
ろ
を
暗
示
し

て
ゐ
ま
す
。

ま
た
、

さ
う

い
ふ
夜

の
明
け
易

い
春

の
短
夜

の

夢

で
す

か
ら
、

は
か
な
く
も

ろ

い
気
持

を
も
籠

め
て
ゐ
ま
す
。

而
も
、

さ
う

い
ふ
春
眠

さ

め
や
ら
ぬ
濃
艶

甘
美

の
夢
心
地
が

は
か
な
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む

く

も

も

ろ
く

も

中
途

で

ふ

っ
と
跡

切

れ

た

の
で
す

。

「
と

だ

え
」
は
中
絶

す

る

こ
と

で
す

。

し

か
し

、州
と

だ
え

て
」
と
言

は
ず

に

「
と

む

む

だ
え
し

て
」

と

い

っ
た
と

こ
ろ
に
深

い
含
蓄

が
あ
り

ま
す
。

す
な

は
ち
、
夢

は
惜

し

い
と

こ
ろ

で
切
れ
る
と
も

な
く
跡
切
れ

て
、
目

が
覚

め
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

な
ほ
ま
だ

は

っ
き
り

と
覚

め
切
ら
ず

に
夢
見
心
地
な

の
で
す
。
そ

こ
を

「
と
だ
え
し
て
」
と

い
ふ
風

に
視
覚
的

に
言

ひ
あ
ら

は
し
た

の
で
す
。

更

に
ま
た
、

「
と
だ

え
」

は

「
橋
」

の
語

と
縁
語
関
係

と
な

っ
て
ゐ
ま
す
。

無
論
、

「
浮

橋
」

の

「
浮
」

に
は
、

は
か
な
く
た
よ
り
な

い
気
持
が
寓

せ
ら
れ

て
ゐ
ま
す
。
す

べ
て
、

こ
の
第

一
句
か
ら
第

三
句

へ
か
け

て

の
言

葉

の
続

け
方

は
、
絶
妙

を
極

め
て
ゐ
ま

し
て
、

か
う

い
ふ
具
象
的

な
言

ひ
あ
ら

は
し
の
た

め
に
、

夢
が
非
常

に
感
覚
化

せ
ら
れ
、
具

体
性
を
帯

び
ま
し
た
。
而

も
、
そ

の

「
夢

の
浮
橋
」

に
は
、
前

に
言

っ
た
や
う
な
物
語
的
情
趣
が
纒
綿

し
て
ゐ
る

の
で
す
。

ま

こ
と

に
艶
美

な

ほ
の
ぼ

の
と
し
た
夢

の
さ
め
際

と
言

は
ね
ば

な
り
ま

せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
今
度

は
、
下

の
句

の

「
峯

に
わ
か
る
る
」

で
あ

り

ま
す
が
、

「
わ
か
る
る
」

は
、
上

の
句

の

「
と
だ
え
し

て
」

に
対
応
す

る
縁
語

で
あ
り
ま
し

て
、
「
峯

に
わ
か
る
る
」

は
横
雲
が
惜

別

の
情

に
堪

へ
か
ね
た
も

の
の
如
く
山

の
峯

を
離
れ

て

一
筋
棚
引

い
て
ゐ
る

の
で
す
。

「
横
雲

の
空
」

は
、
夜

明
け
方

の
所
謂
東
雲

の
空

で
す
。
夜

明
け

の
空

の
地
平
線
上

の
山
近
く
横

に
た
な
び
く
暁
雲

の
ほ

の
ぼ

の
と
目

に
立

っ
て
く

る

の
を
言

ひ
あ
ら

は
し
た

の

が
、

こ
の
下

の
句

で
す
。

通
例
、

第

三
句

の

「
と
だ

え
し

て
」

の
次

に

「
戸
外
を
見
れ
ば
」
と

い
ふ
語

を
補

っ
て

解
釈

し
て
ゐ
ま

す
。

た
と

へ
ば
、

「
春

の
夜

の
夢
が
中
絶

し
て
ふ
と

目
覚

め
て
、
戸
外

を
見

や
る
と
向

か
ふ
の
峯

の
あ
た
り

に
明
け
方

の
横
雲
が
棚

引

い
て
ゐ
る
」

と

い
ふ
風

に
い
ふ
の
が
、
普
通
な

の
で
す
。

し
か
し
、

「
戸
外

を
見
や
れ
ば
」

と

い
ふ
や
う

な
理

に
落

ち
た
言
葉
を

挿
入
す
れ
ば

、

前
言
し
ま
し

た
や
う

な

こ
の
春
暁

の
ほ

の
ぼ

の
と

し
た

気
分

は
忽
ち
破

れ

て
し
ま

ひ
ま
す
。

こ
の
歌

に
は
、

春

の

夜

、
夢
、
浮

橋
、
絶
ゆ
、
峯

、
わ
か
る
る
、

と
次

々
に
縁
語
を
畳
み
か
け

て
、

一
貫

し
た
情
趣
的
統

一
を
形
成

し
て
、
渾
然

た
る
も

の
が
あ

る

の
で
あ
り
ま
し
て
、
上
句

の
感
覚

的
な

の
と
下

句

の
ま
た
感
覚
的
な

の
と
が
相

照
応

し
、
相
共
鳴

し

て
、
夢
う

つ
つ
の
境

「
春
の
夜

の
夢

の
浮
橋
」
の
詠
を
め
ぐ

っ
て
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を
辿

る
模
糊

た
る
気
分
が
そ

こ
に
象
徴

化

せ
ら
れ
て
ゐ
る

の
で
す
。
佐
佐
木
信
綱
博

士

の
新
古
今
集
選
釈

に
は

「
さ

め
や
ら

ぬ
夢

見

心

と
春

の
明
方

の
お
ぼ

つ
か
な
さ
と

の
間

の
情
趣

の

一
致

か
ら
し
て
読
者

の
心
に
言

ひ
し
ら

ぬ
美

し

い
幻
想

を
ゑ
が

か
し

め
る
と

こ

ろ
に
こ
の
歌

の
生
命
が
あ

る
」

と
述

べ
ら
れ

て
ゐ
ま
す
が
、

全
く

そ

の
通
り
で
あ

り

ま
し
て
、

「
外

を
眺

め
る

と
」
と

い
ふ
や
う
な

言
葉
を
補

っ
て
解
釈
す
れ
ば
、

こ

の
美

し

い
幻
想

は
破

れ
て
し
ま

ふ
わ
け
で
あ
り

ま
す
。

つ
ま
り
、

こ
れ
を

合
理
的
立
場

に
立

っ

て
、
理
詰

め
に
解
釈
す
れ
ば

、

一
首

の
生
命

は
失
は
れ

る

の
で
あ
り
、
従

っ
て
、
た

だ
こ

の
歌

の
表

し
て
ゐ
る
標
激

た
る
気
分

だ
け

を
感
得
す
る
よ
り
外

に
解
釈

の
手

は
な

い
の
で
あ

り
ま
す
。

結
局

の
と

こ
ろ
、

こ

の
歌

は
、

「
し

の
の
め
の
空

の
横
雲
も

ほ
の
ぼ

の

と
色
づ

い
て
夢

の
や
う

で
艶

か
し

い
暁

の
雰
囲
気

の
中

で
、
春

の
夜

の
濃
艶
甘
美
な
夢
が

ふ
と
跡
切
れ

て
、
ま

こ
と

に
遣

る
瀬
な

い

優

さ
を
味

は
ひ

つ
つ
、
而

も
ま
だ
覚

め
き

ら
ぬ
夢
見
心
地

で
そ

の
中
絶

し

た
夢

の
続

き
を
追

う
て
ゐ
る
」
と

い
ふ
幻
想
的

な
情
調
を

表
現

し
た
歌

で
あ

り
ま
す
。
作
者

は
、
身
を
物
語
中

の

一
人
物

に
仮
托

し
て
、
優
艶

な
物
語
的
幻
想

に
耽

っ
て
ゐ
る

の
で
す
。
そ
し

て
、

そ

の
物
語
的
幻
想

の

一
節
が
、

こ
の
歌

に
具
体
化

せ
ら
れ

た
の
で
す
。
す

な
は
ち
、

こ
の
歌

に
は
平
安
朝
物
語

の

一
節
を
読

む

や
う
な
感

じ
が
あ

る
所
以

で
あ

り
ま
す
。

こ
れ
を
言

ひ
か

へ
ま
す
と
、

こ
の
歌

は
物
語

的
発

想

の
歌

で
あ

り
、
そ

の
物
語

的
発
想
を

象
徴
的
修
辞

の
衣

に
押

し
包

ん
だ
歌

だ
と

い
ふ
こ
と
が
出
来

ま
す
。

と

こ
ろ
で
、

こ
こ
に
更

に
注
意

し
た

い
こ
と

は
、

こ
の
歌

に
は
、

官
能
的
な
香

気
が
紛

々
と
し
て
ゐ
る
と

共

に
、

一
方

で
は
ま

た
、
そ

こ
は
か
と
な
き
淡

い
哀
愁
が
漂

っ
て
ゐ

る
こ
と
を
見
遁
す
わ
け

に
は
行

か
な

い
点

で
あ
り

ま
す
。
勿
論
、

ほ

の
ぼ

の
と
し
た

春

の
曙

の
眼
ざ

め
際

の
幻
想

美
を
描

い
た
歌

で
は
あ
り
ま
す
が
、

そ

の
歌

の
調
子

の
上

に
、

ま
た
は
語
感

の
上

に
、
何

か
し
ら
春

の

愁
と

で
も

い
ふ
べ
き

一
抹

の
感
傷
が
漂

っ
て
ゐ
る
や
う

に

思

へ
る

の
で
す
。

春

の
夜

の
夢

は
、

は
か
な
く

脆

い
も

の
で
あ

り
、
浮

橋

の
語

は
、
そ

の
は
か
な
さ
を
表

し
た
言
葉

だ
と

い
ふ
こ
と
を
前

に
申

し
ま
し
た
。

そ

の
は
か
な

い
夢
路

の
橋
が

と
だ
え

し
た
の

で
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す
。

蓋
し
、
そ

こ
は
か
と
な
き

物

は
か
な
さ
と

夢

の
名
残
り
を
惜

し
む
気
持
と
が
そ

の
言
外

の
余
情

と
な

っ
て
ゐ
ま
す
。

そ
れ

か

ら
、
ま

た
、
「
峯

に
わ
か
る
る
」
と

い
ふ
言

ひ
方

で
す
が
、
「
わ
か
る
る
」

と

い
ふ

の
が
特

別

の
言

ひ
方

で
し

て
、

別
れ

に
伴

な
ふ
惜

別

の
情
が
言
外

に
感
得
出
来
る
や
う
な
表
現

の
仕
方

に
な

っ
て
ゐ
ま
す
。

即
ち
、
見

し
夜

の
夢
を
な

つ
か
し
が

り
、

そ
し
て
夜

の
明

け
行
く

に

つ
れ

て
雲
が
峯
・に
別
れ
を
惜

し
む
と

い
ふ

こ
の
言

ひ
方

の
う
ち

に
、

や
は
り
、

何
と
な
く
物

な

つ
か
し
く
、
涙
ぐ

ま
し
い

作
者

の
気
持
と

い
ふ
も

の
を

反
映

さ
せ
て
ゐ
る

の
で
す
。

そ
れ
の
み
な
ら
ず

、

夢

の
浮
橋
と

い
ふ

言
葉

を
使

用
し
た
こ
と

に
よ

っ

て
、
前
述

の
如
く
、
源
氏
物
語

の
夢

の
浮
橋

の
巻

に
揺
曳

し
て
ゐ
る
や
う
な
物
語
的
情
趣
を

こ
の

一
首

に
余
情
と
し

て
纒
綿

せ
し
め

て
ゐ

る
の
で
あ

り
ま
す
。

而
も
夢

の
浮
橋

の
巻

に
漂
う

て
ゐ

る
情
趣

は
、

し
み
じ

み
と
し
た
人

の
世

の
哀
愁

で
あ

り
ま
す
。

(
一
六

山ハ
～

一
七
一ニ
ペ
ー
ジ
)

ま

こ
と

に
鋭

く
深

い
み
ご
と
な
読

み

で
あ

り
、
付
加
す

る
こ
と
は
何
ひ
と

つ
な

い
と
ま
で
思

わ
れ

る
も

の
で
あ

る
が

、
上

の
句

と
下

の

句
と

の
関
係

・
照
応

に

つ
い
て
は
再
考

の
余
地
が

あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

『
講
話
』

の
中

で
は
、

「
通
例
、

第

三
句

の
〈

と
だ
え
し

て
〉

の
次

に
〈
戸
外
を
見

れ
ば

〉
と

い
ふ
語

を
補

っ
て
解
釈

し
て
ゐ
ま
す
。

た
と

へ
ば
、
〈
春

の
夜

の
夢
が
中
絶

し
て
ふ
と
目
覚

め
て
、

戸
外
を
見
や
る
と
向

か
ふ

の
峯

の
あ

た
り

に
明
け
方

の
横
雲
が
棚
引

い
て
ゐ

る
〉
と

い
ふ
風

に
い
ふ
の
が
、
普
通
な

の
で
す
。

し
か
し
、

〈
戸

外
を
見
や
れ
ば

〉
と

い
ふ
や
う
な
理

に
落

ち
た
言
葉

を
挿
入
す
れ
ば
、
前
言

し
ま
し
た
や
う
な

こ
の
春
暁

の
ほ

の
ぼ

の
と
し
た
気
分

は
忽

ち
破

れ

て
し
ま

ひ
ま
す
。

こ
の
歌

に
は
、
春

の
夜
、
夢
、
浮
橋
、
絶

ゆ
、
峯
・、
わ

か
る
る
、

と
次

々
に
縁
語
を
畳
み
か
け

て
、

一
貫

し
た
情
趣
的
統

一
を
形
成

し
て
、
渾
然

た
る
も

の
が
あ
る

の
で
あ
り
ま
し

て
、

上
句

の
感
覚
的

な

の
と
下
句

の
ま
た
感
覚
的
な

の
と
が
相

照
応

し
、
相

共
鳴

し

て
、
夢
う

つ

つ
の
境

を
辿

る
模
糊

た
る
気
分
が
そ

こ
に
象
徴
化

せ
ら
れ

て
ゐ

る
の
で
す
」

と
説

か
れ

て
い
る
が
、
古

典
全
書

『
新
古

今
和
歌
集
』
(
昭
和

三
十

四
年

六
月
刊
)

の
解

説

の
中

で
は
、

「
上

三
句

は
室
内

の
風
情

で
あ
り
、
下

二
句

は
戸

外

の
情
景

「
春

の
夜

の
夢

の
浮
橋
」

の
詠
を
め
ぐ

っ
て
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人

文

研

究

第
五
十

一
輯

で
あ

る
。
上
句
と
下
句

と
を
意
味

を
辿

っ
て
結
び

つ
け
よ
う

と
す

る
と
、

こ
の
ま
ま

で
は
意
味
が
結

び

つ
か
な

い
。
だ

か
ら
従
来

の
註
釈

書

で
は
、
第

三
句
目

の
次

に
〈

ふ
と
外
を
見
る
と
〉
と

い
ふ
語

を
補

っ
て
解
釈

し
て
ゐ
る
。

し
か
し
、

か
う

い
ふ
風

に
言
葉
を
補

ふ
と
、

非

常

に
理
詰

め
の
歌

に
な

っ
て
く
る
し
、

ま
た
説

明
的

に
な
る
。

原
作

に
は
、

そ

の
や
う

な

説

明
的

な
言
葉

は
ど

こ
に
も

な

い
の
で
あ

る
。

こ

の
歌

に
お

い
て
は
、
夢
が
と
だ
え
た
と

い
ふ
こ
と

と
峯
・に
別
れ
る
横
雲

の
空
と

は
同
時
的
現
象
な

の
で
あ

る
。
作
者

は
こ

の
二
つ

の
こ
と
を
同
時

に
意
識

し
て
ゐ

る
の
で
あ

る
。

だ

か
ら
、
〈

ふ
と
外
を
見
る
と
V

と

い
ふ
や
う
な
説
明
的

な
言
葉

を
作
者

は
挿
入

し
て
ゐ

な

い

の
で
あ

る
L

(
二
七
～

二
八

ペ
ー
ジ
)

と
説
き
直
さ
れ

て
い
る
。

確

か

に
、

『
講
話
』

の
中

で
、
「
〈
と
だ
え

て
〉
と
言

は
ず

に
く

と

だ
え

し
て
V
と

い

っ
た
と

こ
ろ
に
深

い
含
蓄

が
あ
り
ま
す
。
す
な

は
ち
、
夢

は
惜

し

い
と

こ
ろ
で
切
れ

る
と
も
な
く
跡
切
れ

て
、

目
が
覚

め
た

の
で
す
け
れ
ど
も
、
な

ほ
ま
だ

は

っ
き

り
と
覚
め
切
ら
ず

に
夢
見
心
地

な

の
で
す
。
そ

こ
を
〈
と

だ
え
し

て
〉

と

い
ふ
風

に
視
覚

的

に
言

ひ
あ
ら

は
し
た
の
で
す
」
と
説
か
れ
て

い
る
と
お
り
、

「
と
だ
え

て
」

だ
と

跡
切
れ
る
夢
が
、

「
と
だ
え
し
て
」
だ
と
、

跡
切
れ
た

あ
と
も

は

っ
き
り
目
は
覚

め
切
ら
ず
夢
見

心
地
が
残

る
。

そ
れ

は
、

「
し
て
」
と
ゆ
る
や
か

に
詠
ぜ

ら
れ
吟
ぜ

ら
れ

る

こ
と
に
よ
る
の
だ

が
、
そ

の
覚

め
や
ら
ぬ
夢

の
な
ご
り

の
中

に
は
、

氏

の
こ
と
ば

を
そ

の
ま
ま
使

わ
せ
て

い
た
だ
け
ば

、

「
ま

こ
と
に
遣

る
瀬
な

い
停
さ
」

(
『
講
話
』
)
「
そ

こ
は
か
と
な
き

も

の
悲

し

い
気
持
」
(
『
古
典
全
書
』
)
が
漂

い
、
そ

の
揺
曳

が
誘

い
込

ん
で
、
覚

め
た
は
ず

の
夢

の
中

に

読

者

は
も
う

一
度
誘

い
込

ま
れ
る
。

そ
こ
で
、
次

に
詠
吟
さ
れ
る
下

の
句

は
夢

の
中

の
情
景

と
し
て
読

者

に
は
脳
裡

に
画
き
取
ら
れ
、
画

き
取

ら
れ
た
下

の
句

は
逆

に
上

の
句
を
包

み
込

ん

で
、
両
句
合
わ

せ
た

一
首
を
、

二
句
間

の
時

間
的
継
起
を
切
り
捨

て
た

一
幅

の
絵
画

と

し
て
読

者

の
脳
裡

に
印
象
づ
け
る
。

字

句

に
即
す
る
限
り
、

小
島
氏

の
読

み

の
と
お
り
、

上
下
句

は
時
間
的

に
は

同
時
的
現
象

で
あ

る
は
ず
だ
が
、

作
者

の
定
家

に
す

れ

ば

、
下

の
句

は
、

「
と
だ

え
し

て
」

の

「
し
て
」
が
揺
曳

す
る
上

の
句

の
余
韻

の
中

で
、

時

間

の
継
起

を
考
慮

の
外

に
置

い
て
、
置
き
添
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え
た
だ
け

の
も

の
で

あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
。

「
夢
が

と
だ
え

た
と

い
ふ
こ
と
と

峯

に
別
れ

る

横
雲

の
空
と

は

同
時
的
現

象
な

の
で
あ

る
。
作
者

は

こ
の
二

つ
の
こ
と
を
同
時

に
意
識
し

て
ゐ
る

の
で
あ

る
」

と
読

み
取
ら
れ

る
小
島

氏

の
読

み
は
、
詠

み
あ
げ
ら
れ
た
作

品
を

詠
み
あ
げ

ら
れ
た
結

果
の
す
が

た

で
読

み
取

ら
れ
た
も

の
だ
が
、
結
果

に
至

る
過
程
、
す
な
わ
ち
作
者

の
創
作
過
程

に
立
ち
入

っ
て
作
品

を
読

み
取
れ
ば

、
結
果
か
ら
み
た
同
時
的
現

象
が
、
実

は
、
時
間

の
意
識
を
伴

わ
ぬ
と

こ
ろ

で
の
上
下
句

の
照
応

で
あ

っ
た
こ
と
が

透
け

て
見
え
る

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

時
間

の
継
起

の
上

に
の
せ
て

一
首
を
解
釈

す
れ
ば
、

先
人

の
読

み

の
と
お
り
、

「
春

の
夜

の
夢

の
浮
橋

と
だ
え
し

て
」
覚

め
や
ら

ぬ
ま

ま
彼
方

に
目
を

や
る
と
、

今

し
も

「
峯

に
別

る
る

横
雲

の
空
」
と

い
う

こ
と
に
な

る
が
、

実
際

に
は
、

小
島
氏

の
言

わ
れ

る
と

お
り
、

「
覚

め
や
ら

ぬ
ま
ま
彼
方

に
目
を
や
る
と
、
今
し
も
」

の
部
分
が

な

い
の
で
、

こ
の
歌

は
時
間

の
継
起

に
即
し

て
は
解

せ
な

い
。

と

い
う

こ
と
は
、
上

の
句

と
下

の
句

は
、
時
間

の
糸

に

つ
な
が

ら
ず
、

そ

の
糸

の
切
れ

た
ま
ま
布
置
さ
れ

て

い
る
の
で
あ

り
、
そ

の
時
間

の
糸

は

論
理

の
糸
と

い

っ
て
も
よ

い
も

の
で
あ
り
、
結
局
、

そ
れ

は
、
論
理

の
糸

に

つ
な
が
ら

ぬ
ま
ま
理
解

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
論
理

の
糸

に

つ
な
が

ら
ぬ
詞
句
は
気
分

・
ニ
ュ
ア
ソ
ス
を

た
よ
り

に
生
き
る
詞
句

に
変
容
す

る
。

追

い
詰

め
る
な
ら
、

「
春

の
夜

の
夢

の
浮
橋
」

の

詠

を
鑑
賞
す

る
と

い
う
こ
と

は
、

論
理

の
糸

に
よ

っ
て

つ
な
が

ら
ぬ
時
間

の
意
識
を
伴

わ
ぬ
世
界

で
、
気
分

・
ニ

ュ
ア

ン
ス
を
た
よ
り

に

浮
遊
す

る
詞
句

の
組

み
合

わ
せ
か
ら
幻
視
す

る
架

空

の
美
的
構
築
を
試

み
る
と

い
う

こ
と

に
他

な
ら

ぬ
こ
と
が

了
知

さ
れ

よ
う
。

論
理

の
糸

を
切

ら
れ
た
詞
句

の
場
合

は
、
時
間

の
継
起

の
上

に
そ
れ
が
配
置
さ
れ

て
理
解

さ
れ

る
通
常

の
場
合

の
よ
う

に
、
各

詞
句
が

一
首

の
全
体

の
意
味

を
決

定
す
る

の
で
は
な
く
、
各

詞
句

は
論
理

の
糸

で

つ
な
が
ら

ぬ
た

め
、

全
体

の
意
味
を
決
定
す
る
力

を
持

て
ず
、

お
そ
ら
く

は
、
各

詞
句
が

作
者
そ

の
人

の
感
性
、
あ

る

い
は
読
者

の
感
性

に
訴
え

る
、
そ

の
感

性
的
価
値

と
、
各
詞
句

の
本
来
的

な
意
味

か
ら
す
れ
ば

あ
く

ま
で
も
副
次
的
な
付
随

的
な
意
味

と
が

か
ら

ん
で
浮

ぶ

一
首
全
体

の
漠
と
し

た
印
象
が
、

逆
に
各
詞
句
を

か
げ

ら
し
、

「
春
の
夜
の
夢
の
浮
橋
」

の
詠
を
め
ぐ

っ
て
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第
五
十

一
輯

一
首

の
中

か
ら
取
り
出

し
た
場
合

の
各
詞
句
と

一
首

の
中

に
配
置
さ
れ

た
場
合

の
各
詞
句

の
相
貌
を
異
な

る
も

の
に
さ

せ
る
。

そ

し
て
、

そ

の
こ
と
が
、

一
首

の
画

か
せ
る
上

の
句
と
下

の
句

の
間

の
時
間

の
継
起
を
切

り
捨

て
た

一
幅

の
絵
画

を
、

よ

い
意
味

な
ら
陰
影
深

い
も

の
、

悪

い
意
味
な

ら
曖
昧
模
糊

た
る
も

の
に
し
、
さ
ら

に
、
各

詞
句

は
論

理

の
糸

を
た
ち
切
ら
れ

る
こ
と

に
よ
り
、

詞
句
と
詞
句

と

の
間

の
間
隙

が
論
理

で
埋

め
切
れ
な
く
な
り
、
さ
ら

に
そ

の
詞
句
が
、
後
述
す

る
藤
平
氏

の
解
説

の
中

に
あ

る
よ
う

に
、
先
例

を
背
負
う
厚
味

の
あ

る
表
現

な

の
で
、

一
首
全
体

の
印
象

は

い
よ
い
よ
焦
点

の
定
ま
ら

ぬ
も

の
に
な

る
。
竹
園
抄
が

「
歌

の
心
も
聞

え
ず

、
理
も
な
き

乱

思

病
な
り
」

と
極

め
つ
け
、
耕
雲

口
伝
が

「
初

心

の
人

か
か
る
体
を
お
も

し
ろ
く
思

ひ
て
ま
な
び

よ
ま
ば

、
邪
路

に
お

つ
べ
き

こ
と
決

定

な
り
」
と
し

て
、
「
ま
な
び

て
わ
う

か
る
べ
き
体
」

の
例
歌

の
中

に
数

え
た

の
も
無

理

か
ら
ぬ
と

こ
ろ

で
あ

る
。

音

読

に
よ

っ
て
耳

に
し
た
場
合

に
せ
よ
、
黙
読

に
よ

っ
て
目

に
し
た
場
合

に
せ
よ
、

初
句

の

「
春

の
夜

の
」

は
特
別

に
新
し

い
歌
句

で

は
な
く
、
読
者

の
関
心
を
第

二
句

へ
と
導
く
だ
け

の
も

の
で
あ

ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、

こ
の
初
句

に

「
夢

の
浮
橋
」

と

つ
づ
け
ら
れ

る
と
、

今

日
で
こ
そ
、

こ

の
語

は
夢

の
は
か
な
さ
を
そ

の
語
感

か
ら
捉
え

た
定
家
好
み

の
造
語

で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
源
氏
物
語

の
最
後

の
巻
名

で
も
あ

る
こ
と
を
す
ぐ
思

い
浮

べ
る
が
、
当
時

の
歌
人

に
す
れ
ば
、

こ
.の
詠
以
前

に
歌
句
と

し
て
詠

ま
れ
た
こ
と

は
な
く
、
夢

の
浮
橋

と

は
実
在

の
橋

な

の
か
、

比
喩
的

表
現

な

の
か
、
す
ぐ

に
は
そ

の
意
味

を
解

し
か
ね
た

で
あ

ろ
う
し
、

た
ま
た
ま
そ
れ
が
源
氏
物

語

の
巻
名

と
気

づ

い
た
者

も
、

詞

つ
づ
き

か
ら
し
て
、

「
春

の
夜

の
」

と

「
夢

の
浮

橋
」

で
は
、

初

句
が
艶
美

な
情
感
を

つ

つ
ん
だ
あ
え

か
な
調

べ

で
あ

る
の
に
対

し
、
第

二
句

は
、

こ
と
ば
そ

の
も

の
と
し
て
は
源
氏
物
語

の
巻
名

で
あ

る

こ
と
か
ら
哀
艶
限
り
な

い
物
語
的
情

趣
を
纒
綿

さ

せ
る
こ
と

は
小
島
氏

の
御
指
摘

ど
お
り

で
あ
る
が
、

こ
と
ば

の
ひ
び
き

の
上

か
ら

は
、

い
か
に
も

か
ま
え
て
ポ

ー
ズ
を

と

っ
た
構

成
的

な
造

語

で
あ
り
、
詞
句

の
ひ
び
き
が
重
す
ぎ

て

(注
ー
)、
両
句

は
し

っ
く
り

せ
ず
、
な

じ
み
切
れ
ぬ
肌
合

い
の
ち
が

い
を
感
ぜ
さ

せ
た

に
違

い
な

い
。

そ

の
第

二
句
か
ら

「
と
だ
え
し

て
」

と
第

三
句

に

つ
づ
く
と
き
、

「
と
だ
え
」
が

「
橋
」

の
縁
語

で
あ

る

こ
と

は
わ
か
る
が

、
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初
句

と
第

二
句

と
の

つ
づ
き

の

違
和
感
が
第

三
句

で
解
消

さ
れ
る
わ
け

で
な
く
、

初
句

か
ら

第

三
句

ま
で
読

み
返
し
、

聞
き

返
す
と
き

も
、

上

の
句

は
実
景

な
の
か
、
何

か
の
比
喩
な

の
か
、

源
氏
物
語

と
関
係
す

る
と

し
て
も
、
ど
う
関
係
す
る

の
か
、
ど
う
も
そ

の
意
味
が

は

っ
き
り

せ
ず

、
さ
ら
に
調

べ

の
上

で
、
初
句

と
第

二
句

の
つ
づ
き

は
違

和
感

を
残

し
て
し

っ
く
り

せ
ず

、
上

の
句

か
ら

は
も
た

つ
い
た

も

の
だ
け
が
残

っ
て
、
同

一
の
調

べ
の
上

に
明
確
な
像
を
結
び
得
ぬ

い
ら
だ
た
し
さ
が
感
ぜ
ら
れ

た
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

上

の
句
が

こ

の
よ
う
に
も

た

つ
き
と

い
ら

だ
た
し
さ
し

か

残
さ

ぬ
の
は
、

実

は
次

の
点

に

原
因
が
あ

る

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

堀
河

院
題

百
首

の
中

で

「
あ
か

つ
き

の
夢

の
な
ご
り
を
な
が
む
れ
ば

こ
れ
も
は
か
な
き
あ

さ
が

ほ
の
花
」
と

「
春

の
夜

の
」

の
詠
と
そ

の
ま
ま

重

な
り
そ
う
な
作
を

二
十

一
歳

の
若
き

日
に
詠

ん
で

い
た

定
家

は
、

「
春

の
夜

の
」

と

口
ず
さ

ん
だ
あ

と
、
あ

る

い
は
、
第

二
句
以
下
を

「
夢

の
な
ご
り

を
な
が
む
れ
ば

峯
・に
別

る
る
横
雲

の
空
」

と
で
も
詠

み

つ
い
だ

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
と

こ
ろ
が
、
詠

み
終

え
た
あ
と
、

下

の
句

の

「
雲
」

と

の
関
係

で

「
浮
」

の
語
が
思

い
浮

ん
だ
と
き
、
瞬

間
、
源
氏
物
語

に
親
炎

し
た
定
家

(注
2
)
の
脳
裡

に
、
「
夢

の
浮
」

か
ら

「
夢

の
浮
橋
」

の
語
が

ひ
ら

め
き
、

そ

の
ひ
ら
め

い
た

「
浮
橋
」

の
縁

で
第

三
句
も

「
と
だ

え
し
て
」

に
改

め
ら
れ
た
の
で
は
な

い

か
。

も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
は
臆

測
で
あ
り
、

初
案

を
正
確

に
想
定
す

る
こ
と

な
ど

で
き

る
こ
と

で
は
な

い
。

し
か
し
、

初
案

で

「
春

の
夜

の
」

か
ら

「
夢

の
浮
橋
」

に

つ
づ

け
ら
れ

た
と

い
う

こ
と
は
、

詞

つ
づ
き

の
違
和
感

と

「
夢

の
浮
橋
」
が
前
人
未
詠

の
歌
句

で
あ

る

こ
と

か
ら

し
て
ま
ず
考

え
ら
れ
ぬ

こ
と

で
あ
り
、
「
浮
橋
」
は
下

の
句

の

「
雲
」
と

の
縁

で
改
案
さ
れ

た
後

の
筆

で
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
。

だ

か
ら

こ
そ
、
「
春

の
夜

の
」

か
ら

「
夢

の
浮
橋
」

へ
つ
づ
け
れ
ば

、
句

の
坐
り
は

い
か
に
も

わ
る

い
が
、
「
浮
橋
」
を

「
雲
」

と
関
係
づ

け

て
読

み
解

け
ば
、

初
句
か
ら
第

二
句

へ
つ
づ

け
た
場
合

の
違
和
感

は

「
雲
」

の
牽
引
力

に
よ

っ
て
解
消

し
よ
う
。

「
夢

の
浮
橋
」

は
す
ぐ

上

の

「
春

の
夜

の
」

と
結
び

つ
け

て
読

ん

で
は
だ

め
で
、

下

の
句

の

「
雲
」

と
結
び

つ
け

て
味

わ

っ
て
は
じ

め
て
第

二
句

の
坐
り

は
安
定

す
る
。

こ
の
こ
と

は
、
こ
の
歌

が
初
句

か
ら
第

二
句

へ
、
第

二
句

か
ら
第

三
句

へ
の
流

れ
に
沿

っ
て
詠

ま
れ

て

い
な

い
こ
と
を
示
す
も

の

「
春
の
夜
の
夢
の
浮
橋
」
の
詠
を
め
ぐ

っ
て
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人

文

研

究

第
五
十

一
輯

で
あ

り
、

こ
の
こ
と

に
気
づ

け
ば
、

こ
の
歌

の
鑑
賞

は

い
か
に
な
さ
れ
ね
ば

な
ら

ぬ
か
も
お

の
ず

と
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
論

理

の
糸

に
よ

っ
て

つ
な
が

ら
ぬ
時
間

の
意
識
を
伴

わ
ぬ
世
界

で
、
気
分

・
ニ

ュ
ア
ン
ス
を

た
よ
り
に
浮
遊

す
る
詞
句

の
組

み
合
わ

せ
か
ら
幻
視

す
る
架

空

の
美
的
構
築
を
試

み
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

こ
の
歌

は
鑑
賞

さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
し
た
前
記

の
鑑
賞
方
法

は
、
誤
り
な

い
こ
と

で
は
な
か

ろ
う
か
。

詞
句

に
関
し

て
は
小
島
氏

の

『
講
話
』

に
説
き
尽
さ
れ

て
は

い
る
が
、
落

さ
れ
た
点
が
な

い
わ
け
で

は
な
く
、

こ
れ
を
補

っ
た
す
ぐ
れ

た
解
説
が
藤
平
春
男
氏

に
よ

っ
て
な
さ
れ

て

い
る
。

「
夢

の
浮
橋
」

は
、

夢

の
は
か
な
さ

の
警

喩

で
、

ま
た

源
氏
物
語

の
最
終
巻

を
想

起
さ

せ
る
句

で
も
あ

る
が
、

そ
れ
が

さ
ら

に

「
春

の
夜

の
夢
」

と
さ
れ
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

こ
の
歌

の
三
句

ま
で
は
、

お
の
ず

と
夢

の
内

容
を
、
そ
し

て
夢

み
る
人

の
様

態
を
想

像
さ

せ
る
効
果

を
持

っ
て
い
る
。

四
句
以
下

は
、

三
句

ま

で
と
は
時
間
的
な
継
次
関
係

に
あ

り
、
上

の
句

の
人
間
を
自

然

に
転
じ

て

も

い
る
が
、
実

は
恋

の
中
絶

を
暗

示
す
る
慣

用
句

を
用

い
て

い
る

の
で
、
想
念

の
う
え

で
は
上

の
句
と
重
な

り
あ

っ
て
、

一
層
艶

な

る
色
彩
を
濃
く

し
、
恋

の
は
か
な
さ

へ
の
嘆
き

を
深

め
て

い
る

の
で
あ
る
。
下

の
句
が
恋

の
中
絶

を
暗
示
す

る
は
た
ら
き

を
持

つ
の

は

、

風
吹
け
ば
峯

に
わ
か
る
る
白
雲

の
た
え

て

つ
れ
な
き

君
が

心
か

(
古
今
集

巻
十

二

壬
生
忠
峯
)

を
源
と
す

る
慣
用
句

を
と
り
入
れ

て

い
る
か
ら
だ
が

(
新
古
今
集

に
は
、
巻

二
十
、
源

季
広

の
歌

に
も
同
じ
慣
用
句
を
用

い
た
例

が

見

ら
れ
る
)
、

こ
の
慣
用
歌

句

は
、

本
歌
取

の
場
合
と
ち
が

っ
て
、

上

の
句

の
つ
く

り
出
す
映
像

に
導

か
れ

て
は
じ
め

て
失

わ
れ

た

恋

の
嘆
き

の
気

分
を
流
露
す

る
特
殊
な
表
現
効
果
を
発
揮

す
る

の
で
あ
る
。

た
だ
し
、

こ
の
作

品

は
恋

歌

で
は
な

い
。
守
覚
法
親
王
五
十
首
歌

の
う

ち

の
春
十

二
首
中

に
あ
り
、
新
古
今

で
も
春

の
部

に
あ

っ
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て

「
春
曙
」

を
詠
ん
だ
歌
と
し

て
扱

わ
れ
て

い
る
。

「
夢

の
浮

橋
」

が
源
氏
物
語

の
末
尾

の
巻
名

で
は
あ

っ
て
も
、
歌

の
内
容

は
別

に
光
源
氏
あ
る

い
は
浮
舟

の
心
や
行
動

を
う

た

っ
て

い
る
わ
け

で
は
な

い
。

一
首

の
表
現

は
具
象
的

で
、
春

の
曙

の
景
が
思

い
う

か

ぶ
の
で
あ

る
が
、
た
だ
、

こ

の
歌
が
単
な
る
印
象
的

叙
景

で
な

い
の
は
、
右

に
言

っ
た
よ
う

に
、
詞
句
が

そ
れ
ぞ
れ
古
今
集

を
主
軸

と
す
る
和
歌

伝
統
の
世
界

(「
春

の
夜

の
夢
」

に
し

て
も
、

例

え
ば

集
中
巻
十

五
伊
勢

の

「
春

の
夜

の
夢

に
あ

ひ

つ
と
み
え

つ
れ
ば

思

ひ
絶

え

に
し
人
ぞ
待
た

る
る
」

な
ど
が
思

い
う

か
ぶ
)
や
、
そ

れ
と
密
接
な
関
係

の
あ
る
作
り
物
語

の
世
界

の
中

で
、
生
命

を
吹

き

こ
ま
れ

て
き

た
こ
と
ば
だ

か
ら

で
あ

っ
て
、
描
き

出
さ
れ
た
春

の
曙

の
美
し

い
映
像

は
、

そ
れ
が
そ

の
ま
ま
に
伝
統
和
歌

・
伊
勢

源
氏

の
物
語
的

世
界

の

一
場
面
と
し
て
リ

ア
リ
テ

ィ
を
持

つ
の
で
あ

る
。
(
「
新
古
今

の
方

法
」
短
歌

・
昭
和

四
十

二
年

四
月
号
)

第

四
句
が

「
峯

に
離
る
る
」

で
は
な
く
、

「
峯

に
別
る
る
」

で
あ

る
こ
と

か
ら
す
る

古
今
集

の
恋

の
歌

へ
の
連
想

に
関
し

て
、

も
う

ひ

と

つ
付
け
加
え
る
な

ら
、

そ

の
こ
と

か
ら
さ
ら

に
連
鎖
的

に
は
た
ら
く
想
像

は
、

「
夢

の
浮
橋
」

か
ら
浮
ぴ
あ
が
ら
せ
る
浮
舟

・
薫

の
面

影

の
ほ
か
に
、

「
横
雲
」

か
ら
巫
山

の
神

女

の
面
影
を
も
彷
彿
さ
せ
る

の
で
は
な

い
か
。

定
家

は
は
や
く
も
建
久
元
年

二
十
九
歳

の
花

月

百
首

の
中

で
、

「
月
清
み
寝
ら

れ
ぬ

夜

し
も

も
ろ

こ
し

の

雲

の
夢

ま
で

見
る
心
地

す
る
」

と

詠

ん
で
い
る
が
、

文
選

の
高
唐
賦

の
こ
の

故
事

(
昔
先

王
遊

二
高
唐

一、

怠
而
昼
寝
、
夢
見
二
一
婦
人

一。

婦
人

日
、

妾
巫
山
之
女
也
。

為

二
高
唐
之
客

一。

旦
為
二
行
雲

一、
夕
為

二
行

雨

一。

朝

々
暮

々
、

陽
台

之

下

。

旦
朝

観

レ
之

如

レ
言

。

故

為
立

レ
廟

、

号

日

二
朝

雲

一。

(
中
略

)

雄
岬

-

愚

見

抄

に
よ

る
i

)

は
鵜

鷺
系

諸
書
も
行
雲
廻
雪
体

の
説
明

の
中

に
引
用
し

て
お
り
、
歌
人

の
間

に
は
周
知

の
こ
と

で
あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
。

以
上
、

一
首
を
構

成
す

る
詞
句
が
重
層
し
た
意
味

・
イ

メ
ー
ジ
を
持

ち
、
気
分

・
ニ

ュ
ア

ン
ス
を
た
よ
り

に
息
づ
き

か
ら

み
合
う

お
も
し

ろ
さ
。
詞
句
間

の
ひ
び
き

は
初
句
か
ら
第

二
句

へ
、
第

二
句

か
ら
第

三
句

へ
の
流
れ
を
無
視

し

て
交
響

し
合
う
あ

や
し
さ
。
内
容
的

に
は

季

の
歌

で
あ

り
な
が
ら
恋

で
も
あ

る
暖
昧

さ
。

さ
ら

に
は
、
夢
現

の
け
じ
め
さ
だ

か
な
ら
ぬ
心
象
が

い

つ
し
か
戸
外

の
風
景

に
溶
解

し
、

「
春

の
夜
の
夢

の
浮
橋
」
の
詠
を
め
ぐ

っ
て
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人

文

研

究

第
五
十

一
輯

そ

こ
に
浮

ぴ
あ
が

る
面
影
が
浮
舟

で
も
あ

り
、
巫
山

の
神

女

で
も
あ

る
玄
妙

さ
。
読
者

の
捉

え
方

ひ
と

つ
で
ど

う

に
も
捉
え
ら
れ

る
が
、

こ
の
捉
え
方

こ
そ
正
解

と
思

わ
せ
る
も

の
を
実
感
さ
せ
ぬ
不
思
議

な
ひ
ろ
が
り
、

こ
の
荘
昧

と

し
た
感

じ
が
読

者

の
想
像
を

い
ろ

い
ろ
な

か
た

ち
で
羽
ば

た
か

せ
、
読
者

を
引
き

つ
け

て
離

さ
ぬ
と

こ
ろ
、

こ
こ
に

こ
の
歌

の
魅
力
が
あ

る

の
で
は
な
か

ろ
う

か
。
作

者
が

こ

の
歌

に
詠

み
込

ん
だ
も

の
を
読
者

に
も
確
実

に
実
感

さ
せ
な
が
ら
、
な

お
捉
え
切

れ

ぬ
そ
れ
以

上

の
も

の
が
あ

る
こ
と
を
、

こ
れ
ま

た
実
感
と

し
て
読
者

に
感
ぜ

さ

せ
る
と

こ
ろ
、
終
点

を
実
感

さ
せ
な

い
が
、
読

者

の
心

に
、
自
分

の
実
感
す

る
も

の
以
上

の
も

の
が

こ

の
歌

に
は
作

者

に
よ

っ
て
確
実

に
詠

み
込

ま
れ

て
い
る

こ
と
を
感
得
さ

せ
る
と

こ
ろ
、

こ
こ
に
こ
そ

こ
の
歌

の
魅
力
が
存
す

る

の
で
は
な

い
か
。

こ
の

魅

力

の
と
り
こ
に
な

っ
た
者

は

一
首

に
隠
喩
を
読

み
取

り
、
象
徴
歌

と
し
て

こ
れ

を
絶
讃
す

る
。

そ
れ

は
こ
と
ば

を
介

し

て
の
文
学

の
宿
命

で
も
あ
ろ
う
が
、

こ
と
ば

は
容

器
で
あ

っ
て
、

中
味

そ

の
も

の
で
は
な

い
の
だ
か
ら
、

こ
と

ば

を
ど

の
よ
う

に
組

み
合

わ

せ
て
も
、
作
者

の
言

わ
ん
と
す
る

こ
と

に
対

し
、
所
詮
、
作
品

は
虚
構

で
し
か
あ

り
得
な

い
。

そ
れ
故
、

こ

と
ば

に
は
実
体
が
あ
る
も

の
と
誤
解

し
て
、
作

品

の
表
現

面
を
そ

の
ま
ま
追

っ
た

の
で
は
、
読
者

は
作
者

の
表
現

せ
ん
と
す

る
も

の
を
把

捉
す

る
こ
と

は
で
き

な

い
。

そ

こ
で
読
者

の
側
か
ら
す
れ
ば
、
作
品
を
構

成
す

る

こ
と
ば
と

こ
と
ば

の
意
味
と

ひ
び
き

の
呼

び
合
う
間
、

す
な

わ
ち
表
現

の
間
隙

に

こ
そ
目
を
見
開
き
耳

を
澄
ま

し
て
、
読
者
自
身

の
想
像
力

を
羽
ば

た
か
せ
て
作

品
を
理
解

す
る

こ
と

に
努

め
ね

ば
な

る
ま

い
が
、
作
者

の
側

か
ら
は
、

こ
の
表
現

の
間
隙

を
最

大
限

に
活

用

し
て
、
読
者

の
想
像
力

に
働
き

か
け
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
殊

に
和
歌

の
よ
う

な
短
詩

に
お

い
て
は
、
作

者

の
側
か
ら
も
読
者

の
側

か
ら
も

こ
の
こ
と

に
努

め
ね
ば

、
作

品

の
創
作

と
享
受

は
不
可
能

で

あ

ろ
う
。

換
言
す

れ
ば
、

こ
と
ば

は
概
念

に
す
ぎ
ず

、

こ
の
こ
と
ば

を
表
現

の
材
と
す
る

マ
イ

ナ
ス
の
条

件
を
逆
手

に
と

っ
て
、
逆

に
読
者

の
想

縁
力

に
働

き
か
け
て
く

る

の
が
作
者

の
側

か
ら

の
攻

め
で
あ

り
、

こ
の
攻

め
を
読
者

が
ど

う
受

け
止

め
る
か
で
、
両
者

の
間

の
勝
負
、
す
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な

わ
ち
創
作

と
享
受

と
い
う

心
的
活
動
が
展
開
す

る
。
そ

の
際
、
読
者
が

い
か
に
想
縁
力
を
羽
ば
た

か
せ

て
も

埋

め
尽

せ
ぬ
表
現

の
間
隙

を
案
出

し
、
そ

れ
を
も

っ
て
作

品

の
魅
力
と

し
、
読

者
を

い
つ
ま
で
も
引
き

つ
け

て
離

さ
な
か

っ
た
ら
、

そ
れ

は
作
者

の
側

の
勝

で
あ

ろ

う
が
、

「
春

の
夜

の
夢

の
浮
橋
」

の
詠

が
今

日
な

お
読
者

の
心
に
魅

力
あ

る
歌
と
し

て
映
ず

る

の
は
、

こ
の
表
現

の
間
隙

の
は
た
ら
き

に

よ
る
こ
と

で
あ

ろ
う
。
今

日
な

お
埋

め
尽

せ
な

い
間
隙

を

こ
の
歌
が
持

つ
と

い
う

こ
と

は
、

こ
と
ば

を
介
す

る
が
故

の
文
学
が
宿
命
的

に

背
負
う
制
約

を
逆
手

に
と

っ
て
そ

の
制

約
を

み
ご
と

に
は
ね
か
え
し
、
そ

の
不
利

な
条
件
を
絶
対

の
有
利
な
条

件

に
切
り
替
え
、
幽
艶

な

る
も

の
、
隠
微
繧
砂

た
る
も

の
の
中

に
永
遠

に
詩

な
る
も

の
の
生
命
を

み
ご
と

に
息
づ
か
せ
、
捉

え
得

ぬ
も

の
を
捉
え
得

ぬ
ま
ま
捉

え
た

和
歌
文
学

の
最
高
傑
作

の

一
つ
が

こ
の

「
春

の
夜

の
夢

の
浮
橋
」

の
詠

で
あ

る

こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

(注
1
)

『
国
歌
大
観
』

に
よ

っ
て
数
え
る
と
、
「
夢
の
浮
橋
」

の
句
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
、

「
春
の
夜
の
夢
の
浮
橋
」

の
詠
を
除

い
て
、
二
十

一
首
見
当
る

が
、
そ
の
う
ち
、
こ
の
句
が
第
何
句
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
と
、
第

二
句
の
場
合
が
三
首
、
他
は
す
べ
て
第
五
句
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は

一

首

の
坐
り
と
関
係

し
、

こ
の
句
の
ひ
び
き

の
重
さ
が
お
の
ず

か
ら
こ
の
数
字
に
な

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

定
家
自
身
も

、
「
春

の
夢
の
浮
橋
」
の
詠
以

後
、

正
治
二
年
八
月
詠
進

の
院
初
度
百
首

の
中

の

一
首

(山
家
)
で
、
「
浪

の
音

に
宇
治

の
里
人
夜
さ

へ
や
寝

て
も
あ
や
ふ
き
夢
の
浮
橋
」
と
詠
み
、

建

た
だ
ち

仁
元
年
六
月
、

千
五
百
番
歌
合

の
料
と
し
て
詠
進
し
た

百
首
歌
の
中
の

一
首

(恋
)
で
、
「
人
心
通
ふ
直
路

の
た
え
し
よ
り
恨

み
ぞ
わ
た
る
夢
の
浮
橋
」

と
詠
ん
で
い
る
が
、
い
ず
れ
も

「
夢
の
浮
橋
」
は
第

五
句

で
あ
る
。

(注
2
)

定
家
の
源
氏
物
語

へ
の
傾
倒
は
、
「錐
二
狂
言
綺
語

一鴻
才
之
所
レ
作
、
仰

レ之
弥
高
、
鐙

レ
之
弥
堅
。
以
二
短
慮

一寧
弁
レ
之
哉
」
(明
月
記

・
嘉
禄
元

年
二
月
十
六
日
の
条
)
の
語

に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ

る
が
、
彼

の
源
氏
物
語

に
対
す
る
関
心
は
ま
こ
と
に
ひ
ろ
く
、
各
方
面
に
見
ら
れ
る
。

青
表
紙
本

の

本
文
整
定
な
ら
び
に
奥
入
の
注
が
源
氏
物
語
研
究
史
上
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
説
く
ま
で
も
な

い
が
、

源
氏
物
語

の
中

の
和
歌
を
選
ん
で
、
こ
れ

を
狭
衣
物
語
の
歌
な
い
し
夜
寝
覚
以
下
十

の
物
語
の
歌
と
合
わ
せ
た
物
語
二
百
番
歌
合
を
撰
定

し
た
の
も
定
家
で
あ
り
、

源
氏
物
語
に
基
づ
く
本
歌
取
の

歌
は
、
養
和
元
年

二
十
歳
の
折

の
初
学
百
首
以
来
、
晩
年
期
ま
で

一
貫
し
て
見
出
さ
れ
る
。

、

「
春
の
夜
の
夢

の
浮
橋
」

の
詠
を
め
ぐ

っ
て
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