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初
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と
鈴
の
音

　

始は
つ
は
る春
の
初は
つ
ね子
の
け
ふ
の
玉
た
ま
ほ
う
き箒
手
に
と
る
か
ら
に
ゆ
ら
く

玉
の
緒
大お

お
と
も
の伴
家や
か
も
ち持
（
巻
二
〇︲

四
四
九
三
）（
意
味
）
初

春
の
初は

つ
ね子
の
今
日
、
玉た
ま
ほ
う
き箒を
手
に
取
る
と
玉
が
付
い
て
い

る
紐
が
揺
れ
て
カ
ラ
カ
ラ
玉
の
音
が
鳴
る
。
こ
の
情
景
か

ら
玉
箒
を
揺
ら
す
と
魂
が
活
性
化
し
邪
気
を
祓
う
と
考
え

ら
れ
、
揺
れ
る
玉
の
付
い
た
紐
と
と
も
に
命
も
清
ら
か
に

揺
ら
ぎ
、
新
し
い
息
吹
の
春
を
迎
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
本
市
の
別
処
山
古
墳
出
土
銀
装
大
刀
も
柄
の

と
こ
ろ
が
空
洞
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
鈴
が
一
つ
入

っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
柄
の
中
央
に
は
直
径
七
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
前
後
の
穴
が
開
い
て
お
り
、
そ
こ
に
は
五
色
の
紐

が
付
い
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
一
緒
に

出
土
し
た
三さ

ん
れ
い
き
ょ
う

鈴
鏡
は
直
径
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
鏡
の
縁

に
鈴
が
三
個
付
い
て
い
ま
す
。
造
ら
れ
た
時
は
、
新
品
の

十
円
硬
貨
の
よ
う
な
色
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
栃
木

県
内
で
は
例
が
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、
鈴
は
時
折
奈
良

時
代
の
竪た

て
あ
な
じ
ゅ
う
き
ょ
あ
と

穴
住
居
跡
か
ら
も
出
土
し
ま
す
。
全
国
で
も
数

例
と
な
り
ま
す
が
、
古
墳
の
ほ
か
、
庶
民
が
住
ん
だ
竪
穴

住
居
跡
か
ら
も
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

今
で
も
鈴
が
綺
麗
な
紐
と
一
緒
に
お
守
り
な
ど
に
付
け

ら
れ
て
い
る
の
を
見
か
け
る
と
、
万
葉
の
時
代
よ
り
も
古

い
古
墳
時
代
の
考
え
方
、
魂
が
揺
れ
る=

活
性
化=

再
生

=

パ
ワ
ー
ア
ッ
プ=

邪
気
を
払
う
と
い
う
考
え
の
よ
う
な

原
体
験
的
な
風
習
が
残
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
玉
箒
と
同
様
の
も
の
で
、
伝
存
す
る
も
の

が
、
奈
良
市
東
大
寺
の
正
倉
院
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
箒
と
共
に
「
子ね

の
ひ
め
り
ば
は
き

日
目
利
箒
」
と
呼
ば
れ
る
儀
式
用
の

箒
で
す
。
現
在
の
我
々
に
は
儀
式
に
箒
？
と
思
い
ま
す
が
、

こ
の
箒
は
孝
謙
天
皇
が
、
一
年
の
初
め
の
「
子
」
の
日
に

養
蚕
用
の
棚
を
掃
き
清
め
る
た
め
の
箒
で
し
た
。
玉
箒

は
、
目め

ど
き
く
さ

利
草
や
キ
ク
科
の
コ
ウ
ヤ
ボ
ウ
キ
の
茎
を
束
ね
て
、

黄
・
緑
の
ガ
ラ
ス
玉
で
飾
っ
た
も
の
で
す
。
各
重
臣
た
ち

も
天
皇
か
ら
玉
飾
り
の
付
い
た
箒
を
拝
領
し
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
農の

う
そ
う桑

を
当
時
奨
励
し
て
お
り
、
絹

の
機は

た
お
り織

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
甲

塚
古
墳
出
土
の
機
織
形
埴
輪
は
、
こ
の
頃
か
ら
さ
ら
に
約

二
百
年
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
っ
た
時
期
の
も
の
で
、
最
新
型
の

機
械
は
珍
し
か
っ
た
時
期
の
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
と
一
緒
に
正
倉
院
に
収
納
さ
れ
て
い
る
の
が

「
子ね

の
ひ
の
て
か
ら
す
き

日
手
辛
鋤
」
で
、
こ
の
鋤す
き

は
天
皇
自
ら
が
年
の
始
め

の
「
子ね

」
の
日
に
田
起
こ
し
を
す
る
際
の
儀
式
に
使
用
し

た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
聖
武
天
皇
が
儀
式
の
中
で
、
田

起
こ
し
を
行
っ
た
際
に
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
「
初は

つ
ね子
の
日
」
の
宮
廷
行
事
は
、
中
国
の
周

や
漢
の
時
代
に
起
源
を
持
ち
、
宴
会
は
、
唐
の
太
宗
の
貞

観
年
間
（
六
二
七
〜
六
四
九
）
に
始
め
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

大
伴
家
持
が
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
の
は
天
平
宝
字

二
年
（
七
五
八
）
の
正
月
三
日
で
し
た
。
こ
の
時
、

右う
ち
ゅ
う
べ
ん
お
お
と
も
の
す
く
ね
や
か
も
ち

中
弁
大
伴
宿
禰
家
持
は
「
大
蔵
の
政
ま
つ
り
ご
との

た
め
、
奏そ
う

し

堪あ

え
ず
。」
と
あ
り
、
大
蔵
省
の
勤
務
の
た
め
、
天
皇
に

奏そ
う
じ
ょ
う
上
で
き
な
か
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
家
持
の
職
階
の
右
中

弁
は
、
正
五
位
上
相
当
の
高
官
で
す
が
、
上
か
ら
数
え
る

と
４
番
目
位
で
あ
り
、
後
に
松
の
内
と
さ
れ
る
三
が
日
も

勤
務
日
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
元
日
の
午
前
中
に
行
わ
れ
る

朝
廷
の
重
要
儀
式
で
あ
る
朝
賀
の
儀
（
天
皇
が
大
極
殿
に

出
御
し
お
祝
い
を
述
べ
る
行
事
）
に
は
ま
さ
か
参
列
し
た

の
で
し
ょ
う
？
昼
か
ら
は
各
省
庁
、
国
府
な
ど
の
地
方
行

政
体
で
も
郡
司	

た
ち
が
国
司
の
元
に
集
ま
り
、
儀
式
を

行
い
午
後
か
ら
宴
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
、
配
ら

れ
る
お
酒
の
量
も
役
所
の
階
級
に
よ
っ
て
量
が
異
な
り
ま

し
た
。
家
持
さ
ん
は
、
日
直
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

※
目
利
草
…
マ
メ
科
の
多
年
草


