
七
の
リ
ズ
ム
で
す
。

中
尾　

そ
う
、万
葉
集
が
そ
う
で
す
ね
。八
世

紀
、大
伴
家
持
が
越
中
の
国（
富
山
）に
赴
任

し
て
多
く
の
歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
が
、万
葉
集

の
中
に
は
越
中
時
代
に
詠
ん
だ
も
の
が
二
二

三
首
も
あ
る
ん
で
す
。

冷
泉　

と
こ
ろ
が
奈
良
朝
の
時
代
に
は
、中
国

文
化
一
辺
倒
、遣
唐
使
も
中
国
の
言
葉
が
話

せ
ま
し
た
し
、宮
中
で
は
杜
甫
や
李
白
を
真

似
て
漢
詩
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。平
安
遷
都
以

後
、国
風
文
化
が
興
こ
り
日
本
人
は
五・七・五

の
リ
ズ
ム
を
取
り
戻
す
わ
け
で
す
。

中
尾　

と
り
戻
し
て
和
歌
の
は
じ
ま
り
で
す
ね
。

冷
泉　

や
が
て
、漢
詩
の
五
言
絶
句
、七
言
絶

句
を
翻
訳
し
た
よ
う
な
大
和
歌
が
で
き
る
。

そ
れ
が
和
歌
の
始
ま
り
で
す
。『
和
漢
朗
詠

集
』は
過
渡
期
の
も
の
。こ
う
し
て
和
歌
が
独

立
し
て
勅
撰
和
歌
集
、古
今
和
歌
集
、新
古
今

和
歌
集
と
な
り
室
町
時
代
ま
で
編
み
続
け
ら

れ
ま
す
。天
皇
が
編
纂
す
る
最
高
の
文
学
書
、

そ
れ
が
和
歌
集
で
し
た
。

中
尾　

当
時
の
和
歌
は「
う
た
を
詠
む
」だ
け

で
な
く
、い
ろ
い
ろ
難
し
い
し
き
た
り
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
ね
。

冷
泉　

和
歌
会
は
天
皇
の
御
前
で
二
十
人
足

ら
ず
が
一つ
の
題
で
詠
う「
座
の
文
学
」で
す
。

新
年
で
あ
れ
ば
初
春
の
慶
び
を
交
し
合
う
。

新
春
対
談

中
尾　

お
久
し
ぶ
り
で
す
。五
年
前
、拙
宅
で

「
和
歌
に
詠
ま
れ
た
日
本
古
来
の
風
習
」に
つ

い
て
ご
講
演
い
た
だ
い
て
以
来
、一
度
こ
ん
な
機

会
を
も
ち
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。今
日
は

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

冷
泉　

あ
の
と
き
は
中
尾
さ
ん
の
お
孫
さ
ん

が
、平
家
物
語
を
暗
唱
さ
れ
ま
し
た
、朗
々
と
。

中
尾　

そ
う
で
し
た
ね
。さ
て
、冷
泉
家
は
貴

実
子
さ
ん
で
二
十
五
代
目
、八
百
年
続
い
て
い

る〝
和
歌
の
家
〞で
す
ね
。現
存
す
る
唯
一
の
公

家
屋
敷
、重
要
文
化
財
、そ
こ
で
お
話
し
す
る

こ
と
が
で
き
て
感
激
し
て
お
り
ま
す
。

冷
泉　

京
都
御
所
の
向
か
い
で
、今
は
三
方
を

同
志
社
大
学
に
囲
ま
れ
た
こ
の
土
地
に
四
百

年
動
か
ず
に
お
り
ま
す
。江
戸
時
代
に
火
事

に
遭
い
ま
し
て
、築
は
二
百
年
で
す
。

中
尾　

藤
原
定
家
の
直
筆『
古
今
和
歌
集
』

な
ど
国
宝
の
古
典
籍
を
守
り
続
け
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。私
も
若
い
こ
ろ
か
ら
歌
を
詠
ん

で
お
り
ま
す
が
、今
日
は
冷
泉
家
の
歌
道
、和

歌
の
お
話
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

冷
泉　

人
類
の
文
化
は
、世
界
中
声
に
出
し

て
詠
む
詩
か
ら
始
ま
る
ん
で
す
ね
。ア
ル
タ
ミ

ラ
な
ど
絵
画
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
と
思
わ
れ

が
ち
で
す
け
れ
ど
。日
本
人
に
は
万
葉
の
時
代

か
ら
、な
ぜ
か
五・七
の
リ
ズ
ム
が
ピ
ッ
タ
リ
く

る
ん
で
す
ね
。今
も
標
語
、演
歌
、み
ん
な
五・

国
と
し
て

尊
敬
さ
れ
る

文
化
の
力

藤
原
俊
成
、定
家
の
流
れ
を
く
む
冷
泉
家
の
文
化
継
承
に
力
を
注
ぐ
冷
泉
貴
実
子
氏
。

冷
泉
家
二
十
四
代
当
主
冷
泉
為
任
氏
の
長
女
で
、二
十
五
代
当
主
冷
泉
為
人
氏
の
妻
で
あ
る
。

冷
泉
家
の「
御
文
庫
」に
は
、膨
大
な
数
の
和
歌
に
関
す
る
典
籍
が
収
め
ら
れ
、

国
宝
五
件
、重
要
文
化
財
四
十
七
件
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

冷
泉
家
に
イ
ン
テ
ッ
ク
C
E
O
の
中
尾
哲
雄
が
訪
問
し
、

和
歌
に
つ
い
て
、和
の
伝
統
に
つ
い
て
、変
わ
り
ゆ
く
京
都
に
つ
い
て
語
り
あ
っ
た
。

冷泉家の歴史
冷泉家は鎌倉時代後期に活躍した冷泉為相（ためすけ）

を初代とする。遠祖はこれをさかのぼる平安時代に栄華

を築いた藤原道長の末子、長家（ながいえ）。長家は和歌

に秀で、その子孫にも多くの歌人が生まれた。中でも平

安時代末期に才を発揮したのが藤原俊成（しゅんぜい）

であり、古典を踏まえながらも余情豊かな新しい歌風を

打ち出した。その子定家（ていか）は父の境地を発展さ

せ、妖艶で幻想的な和歌を詠み、『百人一首』の選者とし

ても知られる。その子為家（ためいえ）も父の歌学・技法を

継承した。俊成・定家・為家は勅撰和歌集の選者である。

為家の子として生まれたのが冷泉家初代為相である。

新
春
対
談国

と
し
て

尊
敬
さ
れ
る

文
化
の
力

八
百
年
続
く
和
歌
の
家

和
歌
の
美
意
識
は
型
の
中
に

聞
き
手

株
式
会
社
イ
ン
テ
ッ
ク

代
表
取
締
役
C
E
O

中
尾 

哲
雄

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫

常
務
理
事

冷
泉 

貴
実
子
氏

う　

た

や
ま
と



新
春
対
談国

と
し
て

尊
敬
さ
れ
る

文
化
の
力

冷泉家時雨亭文庫　常務理事 
1947年 京都市生まれ
京都女子大大学院修士課程修了
専門は日本近世公家史
冷泉家24代当主の故・冷泉為任氏の長女
で、25代当主冷泉為人氏の妻。住まいの
「冷泉家住宅」は1790年の建築、現存する
唯一の公家屋敷で国の重要文化財。1994
年から2000年にかけて「平成の大修理」
が行われた。

貴
族
の
集
ま
り
で
す
か
ら
晴
れ
の
儀
式
で
す

し
、建
前
の
儀
式
で
す
。私
情
を
あ
か
ら
さ
ま

に
す
る
こ
と
は
、大
変
下
品
な
こ
と
で
し
た
。

洗
練
さ
れ
た
言
葉
、雅
な
言
葉
が
成
長
し
て
い

く
わ
け
で
す
。

中
尾　

私
情
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し
な
い
。そ
こ

に
和
歌
と
短
歌
の
違
い
が
あ
る
の
か
な
。

冷
泉　

そ
の
と
お
り
で
す
。明
治
維
新
、日
本

は
文
明
開
化
で
芸
術
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。

芸
術
と
は
自
我
を
表
す
も
の
、写
実
で
す
。現

代
短
歌
は
芸
術
の
一
分
野
で
す
か
ら
、私
と
あ

な
た
の
違
い
を
い
か
に
表
す
か
な
の
で
す
。和

歌
は
、座
の
中
で
同
じ
一
つ
の
主
題
を
詠
む
の

で
す
。

中
尾　

和
歌
は
写
実
で
あ
る
必
要
は
な
い
。

「
梅
に
は
鶯
」、そ
し
て
決
め
ら
れ
た
装
束
、声

を
出
し
て
う
た
う
儀
式
の
感
じ
が
し
ま
す
ね
。

冷
泉　
「
梅
に
鶯
」、そ
ん
な
う
ま
い
こ
と
平

安
時
代
に
も
梅
の
枝
に
鶯
は
来
な
か
っ
た
は
ず

で
す
。た
だ
、日
本
人
は「
梅
に
鶯
」と
い
う
言

葉
に
春
を
感
じ
る
伝
統
文
化
を
持
っ
て
い
る
の

で
す
。見
た
か
、聞
い
た
か
を
問
う
の
で
は
な

く
、「
梅
に
鶯
」が
春
を
知
ら
せ
る
型
な
の
で

す
。そ
れ
を
日
本
人
は
美
し
い
と
感
じ
て
き
た

の
で
し
ょ
う
。

　

お
茶
会
で
も
新
春
な
ら
で
は
の
決
ま
り
ご

と
が
あ
り
ま
す
。梅
が
あ
り
、柳
が
あ
り
、萌

え
い
ず
る
早
蕨
が
あ
り
と
。正
に
日
本
の
決
め

た
春
の
型
で
す
。そ
こ
に
は
木
瓜
も
あ
り
ま

せ
ん
し
、チ
ュ
ー
リ
ップ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

中
尾　

俳
句
も
座
の
文
学
で
あ
り
、和
歌
か

ら
影
響
を
受
け
た
季
語
が
あ
り
ま
す
ね
。

冷
泉　

和
歌
の
一
つ
、連
歌
の
中
の
最
初
の
発

句
が
ま
さ
に
俳
句
と
な
り
ま
し
た
。俳
句
も

茶
道
も
能
も
、日
本
の
文
化
の
ほ
と
ん
ど
が
和

歌
に
由
来
し
ま
す
。

中
尾　

明
治
時
代
か
ら
の
芸
術
は
、和
の
型
へ

の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
す
ね
。

冷
泉　

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
す
。日
本
の
学
校
教

育
で
は
型
の
文
化
は
教
え
ま
せ
ん
。日
本
画
の

授
業
も
あ
り
ま
せ
ん
。型
を
教
え
な
く
な
っ

て
、百
数
十
年
。日
本
が
失
っ
た
も
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

中
尾　

和
歌
で
は
型
の
中
に
日
本
人
は
美
意

識
を
育
ん
だ
わ
け
だ
。花
札
の
二
月
は「
梅
に

鶯
」、十
月
は「
紅
葉
に
鹿
」と
。

冷
泉　
「
奥
山
に 

紅
葉
踏
み
わ
け 

鳴
く
鹿
の 

声
き
く
時
ぞ 

秋
は
悲
し
き
」か
ら
来
て
る
わ

け
で
す
。奥
山
で
紅
葉
を
踏
ん
で
鳴
い
て
る
鹿

を
、誰
も
見
て
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

中
尾　

鹿
は
一
年
中
見
ら
れ
る
の
に
、秋
と
決

め
る
。見
た
、聞
い
た
で
は
な
く
、「
紅
葉
に
鹿
」

と
い
う
秋
を
感
じ
る
美
が
、ま
ず
あ
り
き
な

ん
で
す
ね
。

中
尾　

貴
実
子
さ
ん
に
と
っ
て
藤
原
俊
成
、定

家
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
し
ょ
う
。

冷
泉　

子
供
の
時
に
は「
シ
ュン
ゼ
ー
キ
ョ
ー
」、

「
テ
イ
カ
キ
ョ
ー
」と
い
う
神
さ
ん
が
い
は
る
ん

や
と
思
っ
て
ま
し
た
。実
在
の
人
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、ず
い
ぶ
ん
後
に
な
っ
て

か
ら
の
こ
と
。神
と
祀
っ
た
と
こ
ろ
に
今
ま
で

生
き
続
け
て
き
た
冷
泉
の
文
化
が
あ
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。

中
尾　

も
し
単
に
、歌
人
俊
成
そ
し
て
定
家

で
あ
っ
た
な
ら
ば
…
。

冷
泉　

定
家
直
筆
の
古
今
和
歌
集
も
、い
ま

は
日
本
に
残
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

明
治
時
代
に
国
宝
級
の
も
の
が
海
外
に
持
ち

出
さ
れ
、第
二
次
世
界
大
戦
の
あ
と
に
は
、日

本
の
文
化
は
値
打
ち
を
失
っ
て
い
ま
し
た
。そ

ん
な
時
も
、神
さ
ん
の
バ
チ
当
た
る
と
信
じ
て

い
た
の
で
残
し
て
こ
れ
た
の
で
す
。「
神
さ
ん
の

バ
チ
当
た
る
」は
、重
要
な
日
本
の
文
化
財
保

護
の
標
語
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

中
尾　

神
様
と
し
て
祀
ら
れ
る
定
家
も
、実

は
結
構
人
間
臭
い
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

冷
泉　
つ
く
り
あ
げ
た
和
歌
の
世
界
と
現
実

の
生
活
は
離
れ
て
い
る
の
で
す
。「
春
の
夜
の 

夢

の
浮
橋 

と
だ
え
し
て
峰
に
わ
か
る
る 

横
雲
の

空
」と
い
う
定
家
の
歌
が
あ
り
ま
す
。こ
の
時

定
家
は
恋
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
私
た
ち

は
思
い
が
ち
で
す
。た
だ
、残
っ
て
い
る
和
歌
の

九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
は
題
詠
で
す
。恋
と
い
う

題
が
出
れ
ば
そ
の
和
歌
を
詠
む
。俊
成
も
定

家
も
現
実
の
生
活
を
詠
ん
だ
歌
は
一
首
も
な

い
と
思
っ
て
い
た
だ
い
て
も
よ
い
の
で
す
。

中
尾　

現
代
短
歌
だ
っ
た
ら
そ
れ
は
あ
ま
り

な
い
。定
家
は
美
し
い
歌
を
詠
む
一
方
で
出
世

争
い
を
す
る
。

冷
泉　

そ
う
な
ん
で
す
。そ
こ
を
反
映
し
な
い
と

こ
ろ
が
ロ
イ
ヤ
ル・カ
ル
チ
ャ
ー
な
ん
で
し
ょ
う
。

中
尾　

若
い
こ
ろ『
十
六
夜
日
記
』を
読
み
ま

し
た
。そ
の
背
景
に
は
、わ
が
息
子
に
冷
泉
家

を
相
続
さ
せ
る
た
め
に
、阿
仏
尼
が
幕
府
の
あ

る
鎌
倉
に
赴
き
訴
訟
を
起
こ
し
た
こ
と
、そ
の

折
の
紀
行
文
で
あ
っ
た
こ
と
、貴
実
子
さ
ん
の

ご
本
を
読
ん
で
知
り
ま
し
た
。

冷
泉　

後
鳥
羽
天
皇
や
定
家
さ
ん
が
生
き
て

お
ら
れ
た
時
で
も
、都
は
死
体
が
累
々
と
し
て

い
ま
し
た
。あ
っ
ち
で
人
殺
し
、こ
っ
ち
で
火

事
、泥
棒
も
入
り
放
題
。そ
ん
な
時
代
に
和
歌

を
つ
く
り
続
け
た
。心
底
つ
ら
い
時
に
、いっ
と

き
で
も
花
鳥
風
月
に
心
を
遊
ば
せ
る
こ
と
で
、

美
意
識
の
中
で
、ス
ト
レ
ス
を
解
消
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

中
尾　

八
百
年
、冷
泉
家
が
脈
々
と
受
け
継

が
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
ど
ん
な
思
い
で
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

冷
泉　

ど
な
た
に
も
今
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、八
百
年
前
の
先
祖
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。藤
原
定
家
の
子
孫
も
、私
と
同
じ

親
等
で
あ
る
人
は
こ
の
世
の
中
に
も
何
万
人

と
い
ら
っ
し
ゃ
る
は
ず
で
す
。あ
の
時
代
、西
行

も
い
た
、有
名
な
歌
人
も
た
く
さ
ん
い
た
中

で
、結
局
物
が
残
っ
た
か
、残
ら
な
か
っ
た
か
、

そ
こ
だ
け
で
す
。

中
尾　

誰
が
残
し
た
か
と
い
う
と
。

冷
泉　

や
っ
ぱ
り
神
さ
ん
と
い
う
意
識
が
、冷

泉
の
家
を
残
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

中
尾　

そ
れ
を
意
識
さ
れ
た
冷
泉
家
の
方
々

が
ま
た
、凄
い
。

冷
泉　

そ
し
て
も
う
一
つ
、天
才
が
出
な
か
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。子
孫
の
中
に
は
鈍
才
も
い

冷泉 貴実子氏（れいぜい きみこ）

神
さ
ん
と
い
う
意
識
が
残
し
た

心
底
つ
ら
い
時

花
鳥
風
月
に
心
を
遊
ば
せ
る

さ
わ
ら
び

ぼ

け



新
春
対
談国

と
し
て

尊
敬
さ
れ
る

文
化
の
力

な
か
っ
た
。中
流
の
上
、一
流
の
下
と
い
う
の
で

し
ょ
う
か
。前
の
人
を
乗
り
越
え
て
こ
そ
天
才

で
す
か
ら
。

中
尾　

俊
成
卿
、定
家
卿
を
超
え
る
天
才
が

出
て
い
た
ら
。

冷
泉　

断
絶
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。天
才
は

出
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、た
だ
、俊
成
、定
家
を

超
え
る
力
が
自
分
に
は
無
い
と
い
う
こ
と
を

悟
る
だ
け
の
力
は
あ
っ
た
。そ
れ
っ
て
凄
い
こ
と

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。日
本
の
私
た
ち
が
忘
れ
て

し
ま
っ
た
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

中
尾　

日
本
に
い
ろ
い
ろ
な
物
が
な
く
な
っ
た

お
話
を
さ
れ
ま
し
た
が
、季
節
感
そ
の
も
の
も

最
近
な
く
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

冷
泉　

日
本
の
季
節
感
と
い
う
の
は
、暑
さ
寒

さ
で
は
な
く「
光
」だ
と
思
い
ま
す
。日
本
人

は
そ
の
季
節
を
型
と
し
て
残
し
て
き
た
の
で

す
ね
。暖
房
が
入
っ
て
い
て
も
、冷
房
の
中
に
い

て
も
、そ
の
型
の
文
化
を
残
す
こ
と
が
日
本
な

の
で
し
ょ
う
。

中
尾　

東
京
の
ビ
ル
街
で
年
の
半
分
を
、富
山

の
田
舎
で
半
分
、交
互
に
行
き
来
し
て
い
ま

す
が
、東
京
に
は
季
節
感
、そ
し
て
型
も
な
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。田
舎
に
は
ま
だ
そ
れ
が
あ

り
ま
す
。

冷
泉　
「
そ
う
だ
、京
都
へ
行
こ
う
」と
いっ
て
、

京
都
に
は
年
間
五
千
万
人
も
の
観
光
客
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
み
ん
な
何
し
に
来
は
る
の

か
な
」と
、私
は
真
か
ら
思
う
ん
で
す
。紅
葉

も
桜
も
、ほ
か
で
も
美
し
い
の
で
す
。で
は
、な

ぜ
京
都
に
来
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、今
お
話
し

た
よ
う
な「
型
の
季
節
の
美
の
残
り
香
」み
た

い
な
も
の
が
、こ
こ
に
は
ち
ょっ
と
は
あ
る
ん
で

し
ょ
う
。加
茂
川
が
流
れ
て
い
る
と
い
え
ば
、ど

ん
な
姿
で
あ
ろ
う
が
加
茂
川
な
ん
や
と
。長
い

伝
統
の
美
を
感
じ
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

中
尾　

京
都
の
街
に
つ
い
て
は
い
か
が
お
考
え

で
す
か
。

冷
泉　

私
ど
も
の
冷
泉
家
は
、古
い
家
を
残

す
こ
と
が
で
き
た
一
つ
の
成
功
例
で
し
ょ
う
。

重
要
文
化
財
と
な
り
、財
団
法
人
で
運
営
し

て
い
ま
す
。た
だ
、古
い
お
家
を
お
持
ち
で「
潰

し
た
く
は
な
い
が
相
続
税
が
大
変
な
の
で
」と

い
う
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。京
都
の
街

は
、本
気
で
行
政
が
守
っ
て
動
か
な
け
れ
ば
、こ

の
ま
ま
で
は
な
く
な
り
ま
す
。

中
尾　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
相
続
税
が
な
い
国
も

あ
り
ま
す
ね
。だ
か
ら
古
い
お
城
も
ず
っ
と
引

き
継
い
で
い
け
る
の
で
す
。

冷
泉　

国
が
根
本
的
な
考
え
を
は
っ
き
り
さ

せ
な
い
限
り
、放
っ
て
お
け
ば
な
く
な
り
ま
す
。

中
尾　

京
都
の
街
も
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

失
っ
て
き
て
い
る
物
も
多
い
で
し
ょ
う
。

冷
泉　

と
て
も
多
い
で
す
よ
。日
々
な
く
な
っ

て
い
ま
す
ね
。

中
尾　

ア
メ
リ
カ
も
大
切
と
考
え
て
、爆
弾
を

落
と
さ
な
か
っ
た
こ
の
街
か
ら
、ど
ん
ど
ん
失

わ
れ
て
い
く
と
す
れ
ば
、悲
し
い
で
す
。

中
尾　

と
こ
ろ
で
、短
歌
の
選
者
も
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
は
、ま
っ
た
く
知
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

冷
泉　

私
は
、皇
室
の
歌
会
始
も
、ち
ょっ
と

和
歌
的
な
要
素
も
あ
っ
た
ら
良
い
の
に
と
思
っ

て
い
ま
す
。

中
尾　

現
代
短
歌
と
い
う
以
上
に
、生
活
短

歌
の
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
か
な
。

冷
泉　

そ
う
で
な
い
と
一
般
の
方
々
の
応
募
が

な
い
の
で
し
ょ
う
け
ど
ね
。

中
尾　

失
っ
て
い
く
物
は
季
節
感
と
と
も
に
、

例
え
ば
、日
本
人
が
持
っ
て
い
た
愁
い
と
い
う

気
持
ち
も
そ
う
で
す
。春
愁
と
い
う
季
語
が

俳
句
に
は
あ
り
ま
す
け
ど
、あ
ま
り
詠
ま
れ

な
く
な
っ
て
い
ま
す
。五
木
寛
之
氏
が「
愁
い
が

な
く
な
っ
て
い
く
時
、日
本
が
な
く
な
る
」と
いっ

て
い
ま
す
。

冷
泉　

愁
い
と
い
う
の
は
、例
え
ば
お
茶
。現

世
を
逃
れ
、山
荘
を
築
き
、自
然
と
共
に
花
を

見
、紅
葉
を
見
、月
を
見
て
い
る
の
が
理
想
の

世
界
な
ん
で
す
よ
ね
。人
は
そ
れ
を
真
似
し

て
、わ
ざ
わ
ざ
町
の
中
で
柴
垣
を
築
き
、藁
の

屋
根
を
築
き
、山
荘
を
真
似
す
る
わ
け
で
す
。

自
然
と
一
体
化
し
、現
世
を
逃
れ
て
山
の
中
に

棲
む
こ
と
に
日
本
人
は
憧
れ
る
。け
れ
ど
、現

実
は
こ
の
愁
い
の
いっ
ぱ
い
あ
る
世
の
中
で
暮
ら

す
。た
だ
、心
だ
け
は
理
想
の
世
界
に
ち
ょっ
と

だ
け
行
っ
て
い
た
い
と
い
う
の
が
、日
本
的
な
ん

で
し
ょ
う
ね
。

中
尾　

な
る
ほ
ど
。貴
実
子
さ
ん
の
お
考
え
、

よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
の
日
本
の

人
々
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

冷
泉　

私
は
、日
本
は
今
後
大
丈
夫
な
ん
だ

ろ
う
か
。三
十
年
後
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
。経
済
も
と
て
も
重
要
で
す
。い

ま
や
日
本
人
は
世
界
中
ど
こ
で
も
歩
き
回
れ

る
と
い
う
の
は
、ま
さ
に
日
本
の
経
済
が
私
た

ち
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま

す
。で
も
、最
終
的
に
国
が
尊
敬
さ
れ
る
立
場

に
あ
る
と
い
う
の
は
、経
済
力
を
背
景
に
し
た

政
治
力
も
あ
り
ま
す
が
、や
っ
ぱ
り
文
化
の
力

で
は
な
い
か
と
。

中
尾　

経
済
が
人
々
の
生
活
を
支
え
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
す
。学
問
、科
学
が
基
盤
と
な
っ

て
産
業
構
造
は
で
き
あ
が
っ
て
い
る
、そ
し
て

生
活
、文
化
を
支
え
て
い
る
と
思
っ
て
き
ま
し

た
。で
も
違
う
ん
で
す
ね
。知
的
生
活
、文
化

を
基
盤
と
し
て
産
業
構
造
は
成
り
立
っ
て
い
る

ん
で
す
。一
国
の
産
業
構
造
高
度
化
の
レ
ベ
ル
を

決
め
る
も
の
は
、そ
の
国
の
文
化
レ
ベ
ル
だ
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。根
底
に
文
化
で
す
。

冷
泉　

経
済
だ
け
が
発
展
し
た
国
と
い
う
の

は
、だ
め
だ
と
思
い
ま
す
。

中
尾　

だ
め
で
す
ね
。一
致
し
ま
し
た
。さ
て
、

冷
泉
家
第
二
十
四
代
当
主
の
ご
長
女
で
、二

十
五
代
当
主
夫
人
と
し
て
、私
た
ち
か
ら
見

る
と
、憧
れ
、そ
れ
で
い
て
大
変
だ
ろ
う
な
と

思
う
こ
の
ポ
ス
ト
を
、ど
う
い
う
感
覚
で
生

き
て
こ
ら
れ
ま
し
た
か
。

冷
泉　
い
い
加
減
で
、ほ
と
ん
ど
何
も
考
え
て

な
い
で
す
。

中
尾　

そ
う
で
す
か
。肝
が
随
分
座
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
。よ
く
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

よ
。最
後
に
新
春
を
寿
ぐ
和
歌
を
頂
戴
で
き

ま
す
か
。

冷
泉　

そ
れ
で
は
、

　

今
後
と
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

中
尾　

今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

歴
史
や
伝
統
が
支
え
る
経
済

行
政
が
本
気
で
守
ら
な
け
れ
ば


