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大
　
谷
　
　
　
歩

大
伴
家
持
の
「
春
日
遅
々
」
歌

│
│
『
毛
詩
』
か
ら
み
る
春
愁
の
所
在
│
│大

伴
家
持
の
作
で
あ
る
『
万
葉
集
』
巻
十
九
の
巻
末
歌
は
、
う

ら
ら
か
に
照
る
春
の
日
に
雲
雀
が
空
へ
駈
け
上
が
る
景
か
ら
、

独
り
で
物
思
い
を
す
る
悲
し
み
の
情
が
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
近

代
的
な
孤
愁
を
詠
ん
だ
秀
歌
と
名
高
い
。
そ
の
左
注
に
は
、

『
毛
詩
』
の
一
節
「
春
日
遅
々
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
豳

風
「
七
月
」
の
『
毛
伝
』
及
び
『
毛
詩
鄭
箋
』
に
は
、
春
は

女
が
悲
し
む
季
節
で
あ
る
と
説
か
れ
て
お
り
、
家
持
も
こ
の

解
釈
に
よ
り
「
春
日
遅
々
」
を
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
家
持
に
お
け
る
〈
春
の
悲
し
み
〉
は
、
友
で
あ
る
大

伴
池
主
の
不
在
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
家
持
は
左
注
で

『
毛
詩
』
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
恋
愛
詩
歌
の
型
と
し

て
内
在
す
る
〈
春
を
悲
し
む
女
の
情
〉
を
、「
心
悲
し
」「
独

り
」
の
歌
表
現
に
お
い
て
は
、
友
の
不
在
に
よ
り
春
の
美
景

を
楽
し
め
な
い
こ
と
と
し
て
の
〈
春
に
友
の
不
在
を
悲
し
む

男
の
情
〉
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
を
止
揚
す
る
こ
と
で
、

男
女
の
個
別
性
を
超
え
た
、
家
持
の
心
の
景
と
し
て
の
孤
独

と
春
愁
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。

一
、
は
じ
め
に

二
、「
春
日
遅
々
」
の
理
解

三
、
家
持
の
〈
春
の
悲
し
み
〉

四
、
家
持
の
〈
独
り
〉

五
、
家
持
と
池
主
の
交
友
と
〈
春
の
悲
し
み
〉

六
、
お
わ
り
に
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一
、
は
じ
め
に

　
　
二
十
五
日
に
、
作
れ
る
歌
一
首

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
雲
雀
あ
が
り
情
悲
し
も
独
り
し
お

も
へ
ば 

（
巻
十
九
・
四
二
九
二
）

春
日
は
遅
遅
に
し
て
、
鶬
鶊
正
に
啼
く
。
悽
惆
の
意
は
歌
に

あ
ら
ず
は
撥
ひ
難
し
。
仍
り
て
こ
の
歌
を
作
り
、
式
ち
て
締

れ
し
緒
を
展
ぶ
。
た
だ
こ
の
巻
の
中
に
作
者
の
名
字
を
称
は

ず
、
た
だ
年
月
・
所
処
・
縁
起
の
み
を
録
せ
る
は
、
皆
大
伴

宿
禰
家
持
の
裁
作
れ
る
歌
詞
な
り
。

　
　
廿
五
日
、
作
歌
一
首

宇
良
宇
良
尒
　
照
流
春
日
尒
　
比
婆
理
安
我
里
　
情
悲
毛
　
比

登
里
志
於
母
倍
婆

春
日
遅
々
鶬
鶊
正
啼
。
悽
惆
之
意
非
歌
難
撥
耳
。
仍
作
此
歌
、

式
展
締
緒
。
但
此
巻
中
不
称
作
者
名
字
、
徒
録
年
月
所
處
縁

起
者
、
皆
大
伴
宿
祢
家
持
裁
作
歌
詞
也（
１
）。

　
右
は
、『
万
葉
集
』
巻
十
九
の
巻
末
に
収
録
さ
れ
る
、
大
伴
家
持

の
天
平
勝
宝
五
（
七
五
三
）
年
二
月
二
五
日
の
作
で
あ
る
（
以
下
、

当
該
作
品
、
当
該
歌
と
す
る
）。
う
ら
ら
か
に
照
る
春
の
日
に
雲
雀

が
空
へ
駈
け
上
が
る
様
子
か
ら
、
独
り
で
物
思
い
を
す
る
わ
が
心
の

悲
し
み
を
捉
え
て
お
り
、
近
代
的
な
孤
独
感
を
詠
ん
だ
秀
歌
と
し
て

高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
当
該
作
品
が
現
在
の
よ
う
な
評
価
を
得
る

に
至
っ
た
の
は
近
年
の
こ
と
で
あ
り
、
稲
岡
耕
二
氏（
２
）、

橋
本
達
雄
氏（
３
）

の
指
摘
に
従
え
ば
、
当
該
作
品
を
評
価
し
た
始
発
は
窪
田
空
穂
氏
の

『
万
葉
集
選
』
で
あ
る
。
窪
田
氏
は
「
気
分
に
象
を
与
へ
た
歌
と
見

る
べ
き
で
あ
る
。
同
じ
く
家
持
の
特
色
の
最
も
よ
く
あ
ら
は
れ
た
歌

の
一
首
で
あ
る（
４
）」
と
い
う
。
そ
の
十
年
後
、
久
松
潜
一
氏
は
当
該
歌

と
前
二
首
の
三
首
を
一
連
の
作
品
と
し
て
捉
え
、「
家
持
の
自
然
の

歌
が
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
始
め
て
到
達
す
べ
き
所
に
到
達
し
て
居
る（
５
）」

と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
折
口
信
夫
氏
は
「
獨
り
で
物
を
考
へ
る

事
の
し
づ
か
な
や
す
ら
ひ

0

0

0

0

を
知
つ
た
人
で
あ
る
。
之
を
日
本
の
文
學

の
上
に
表
し
た
の
は
、
家
持
が
最
初
の
人
だ
と
言
へ
よ
う（
６
）」

と
の
言

や
、
佐
佐
木
信
綱
氏
は
当
該
歌
の
抒
情
性
や
近
代
的
春
愁
を
指
摘
し
、

「
萬
葉
の
抒
情
歌
の
到
達
し
た
頂
點
に
立
つ
歌
人（
７
）」
と
評
す
よ
う
に
、

歌
人
か
ら
の
評
価
も
高
い
。

　
こ
れ
ら
の
評
価
は
、「
春
愁
三
首
」
や
「
絶
唱
三
首
」
の
通
称
で

も
知
ら
れ
る
と
お
り
、
当
該
作
品
の
二
日
前
、
二
月
二
三
日
に
作
ら

れ
た
「
興
に
依
り
て
作
れ
る
歌
二
首
」
と
、
三
首
一
連
の
作
品
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
高
め
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
作
歌
日

が
近
い
こ
と
や
主
題
の
連
続
性
に
お
い
て
、
三
首
一
連
の
作
と
み
る

こ
と
は
一
定
の
妥
当
性
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
当
該
作
品
お
よ
び
大

伴
家
持
と
い
う
歌
人
の
理
解
は
よ
り
深
化
し
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
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三
首
一
連
と
す
る
見
方
に
は
否
定
的
な
意
見
も
提
出
さ
れ
て
お
り（
８
）、

家
持
の
構
成
の
意
図
に
つ
い
て
は
な
お
探
究
の
余
地
が
あ
る
。
こ
の

問
題
は
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
作
品
理
解
の
上
に
立
ち
、
三
首
の
構

成
や
相
互
関
係
の
論
へ
と
展
開
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
個
別
の

作
品
理
解
の
段
階
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
作
品
を
前
二
首

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
歌
と
左
注
の
理
解
か

ら
当
該
作
品
の
成
立
を
考
え
た
い
。
特
に
本
稿
が
主
眼
と
す
る
の
は
、

諸
家
に
近
代
的
春
愁
、
自
然
詠
や
抒
情
歌
の
到
達
点
と
言
わ
し
め
る

当
該
作
品
の
根
源
に
い
か
な
る
発
想
や
意
図
が
あ
る
の
か
を
、
左
注

の
「
春
日
遅
々
」
を
と
お
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
左
注
の
「
春
日
遅
々
鶬
鶊
正
啼
」
は
、『
毛
詩
』
に
典
拠
の
あ
る

こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
り
、
う
ら
ら
か
な
春
の
日
に
「
鶬
鶊
」

が
鳴
く
と
い
う
、
上
句
に
重
な
る
景
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
悽
惆
之
意
」
は
歌
で
な
け
れ
ば
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の

歌
に
よ
っ
て
「
締
緒
」
の
思
い
を
晴
ら
す
の
だ
と
い
う
。
当
該
作
品

は
、
家
持
の
中
国
文
学
と
の
交
流
、
殊
に
詩
と
情
の
関
係
に
お
い
て

も
一
つ
の
到
達
点
に
位
置
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
家
持
は
「
春
日

遅
々
鶬
鶊
正
啼
」
を
い
か
に
理
解
し
、
い
か
な
る
意
図
で
左
注
に
引

用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
左
注
の
『
毛
詩
』
の
引
用
を
と

お
し
て
み
る
当
該
歌
の
理
解
に
焦
点
を
絞
り
、
家
持
の
捉
え
た
〈
春

の
悲
し
み
〉
と
〈
独
り
〉
の
所
在
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

二
、「
春
日
遅
々
」
の
理
解

　
当
該
左
注
の
冒
頭
「
春
日
遅
々
鶬
鶊
正
啼
」
に
つ
い
て
、『
毛
詩
』

に
そ
の
典
拠
を
見
出
し
た
の
は
契
沖
『
万
葉
代
匠
記
』
で
あ
る
。
初

稿
本
に
は
、

和
名
集
云
。
崔
禹
錫
食
經
云
。
雲
雀
似
雀
而
大
。〔
和
名
比
波

里
。〕
楊
氏
漢
語
抄
云
。
鶬
鶊
〔
倉
庚
二
音
和
名
上
同
。〕
毛
詩

云
。
春
日
遅
々
。
卉
木
萋
々
。
倉
庚
喈
々
。
采
蘩
祁
々（
９
）。

と
あ
り
、
精
撰
本
に
も
同
様
の
引
用
が
載
る
。
こ
の
「
毛
詩
云
」
は

『
毛
詩
』
小
雅
「
出
車
」
の
引
用
で
あ
る
が
、
契
沖
の
主
眼
は
「
鶬

鶊
」
の
指
す
鳥
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
り
、
左
注
と
歌
と
の
理
解
に

つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
以
後
当
該
左
注
は
、「
出
車
」
や
同
じ

「
春
日
遅
々
」
の
句
を
持
つ
『
毛
詩
』
豳
風
「
七
月
」
の
理
解
を
踏

ま
え
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
当
該
歌
と
左
注
の
関
係
に
つ
い

て
、
小
島
憲
之
氏
は
「
家
持
が
鶬
鶊
を
雲
雀
に
誤
解
し
た
の
で
は
な

く
、
そ
の
毛
詩
的
雰
圍
氣
を
感
じ
て
注
し
た
ま
で
で
あ
る）
（1
（

」
と
述
べ

て
い
る
。
芳
賀
紀
雄
氏
も
、
左
注
は
「
歌
で
取
り
あ
げ
た
景
に
つ
い

て
、
詩
文
の
句
に
よ
っ
て
、
雰
囲
気
を
同
じ
く
す
る
と
の
説
明
を
添

え
た
に
す
ぎ
ま
い
。
詩
文
の
句
そ
の
も
の
に
直
接
依
拠
し
て
詠
じ
た

と
は
、
容
認
し
が
た
い
」
と
し
、「
出
車
」
の
一
節
に
つ
い
て
は

「
春
の
気
に
感
じ
て
出
征
将
士
た
る
夫
・
恋
人
の
帰
還
を
思
う
心
が

込
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
捨
象
し
、
単
な
る
春
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の
日
の
景
と
し
て
、
歌
に
対
応
せ
し
め
た）

（（
（

」
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、

引
用
し
た
『
毛
詩
』
の
詩
に
み
る
春
の
女
の
思
い
は
、
歌
の
内
容
に

は
関
与
し
な
い
と
の
立
場
で
あ
る
。
む
し
ろ
芳
賀
氏
は
、
当
該
作
品

に
先
行
す
る
、
春
の
女
の
悲
し
み
を
詠
ん
だ
狭
野
茅
上
娘
子
の
歌

「
春
の
日
の
う
ら
が
な
し
き
に
お
く
れ
居
て
君
に
恋
ひ
つ
つ
現
し
け

め
や
も
」（
巻
十
五
・
三
七
五
二
）
を
例
に
、
こ
の
歌
の
発
想
の
背

後
に
は
中
国
六
朝
詩
・
楽
府
に
み
る
春
の
閨
情
詩
の
影
響
が
あ
り
、

そ
の
発
想
や
表
現
の
受
容
が
、
当
該
歌
に
も
関
与
し
て
い
る
と
論
じ

て
い
る
。
小
島
氏
と
芳
賀
氏
は
、『
毛
詩
』
の
引
用
と
歌
と
の
関
係

に
は
重
大
な
意
図
や
連
関
性
は
存
さ
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
中
西
進
氏
は
「
こ
の
一
首
は
二
十
三
日
の
感
懐
を
も
う
一

度
歌
い
直
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
春
愁
を
『
ひ
と
り
』
た
る

こ
と
に
絞
り
、
わ
が
孤
独
を
訴
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

歌
い
直
し
は
晴
れ
が
ま
し
い
公
の
場
を
意
識
し
て
、
漢
詩
を
和
歌
化

す
る
と
い
う
試
み
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」
や
、
そ

れ
を
橘
諸
兄
に
送
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
論
じ
て
い
る）

（1
（

。

中
西
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
当
該
作
品
は
『
毛
詩
』
の
詩
を
歌
に
詠

み
替
え
る
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
左
注
の
引
用
お

よ
び
内
容
理
解
と
当
該
歌
は
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
は
、
左
注
の
引
用
は
契
沖
が
指
摘

し
た
「
出
車
」
よ
り
も
豳
風
「
七
月
」
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
と
し
、

「
こ
の
『
七
月
』
の
悲
し
み
は
『
春
の
女
は
思
ひ
、
秋
の
士
は
悲
し

む
』（
淮
南
子
・
繆
称
訓
）
に
通
ず
る
女
性
の
春
思
で
あ
る
が
、
家

持
の
『
悽
惆
の
意
』
は
男
女
を
問
わ
な
い
春
愁
と
な
っ
て
い
る）

（1
（

」
と

述
べ
て
い
る
。「
七
月
」
に
詠
ま
れ
る
〈
春
の
女
の
悲
し
み
〉
に
注

目
し
つ
つ
、
当
該
作
品
に
お
い
て
は
性
差
は
持
ち
こ
ま
れ
て
い
な
い

と
い
う
見
解
は
、『
毛
詩
』
の
内
容
理
解
を
踏
ま
え
た
重
要
な
指
摘

で
あ
る
と
い
え
る
。

　
当
該
左
注
の
「
春
日
遅
々
鶬
鶊
正
啼
」
が
『
毛
詩
』
の
引
用
で
あ

る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、『
毛
詩
』
を
引
用
し
た
家
持
の
意

図
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

中
西
氏
や
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
家
持
が

『
毛
詩
』
を
理
解
し
た
上
で
左
注
に
利
用
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、

『
毛
詩
』
に
説
か
れ
る
〈
春
の
女
の
悲
し
み
〉
の
情
を
、
家
持
が
い

か
に
捉
え
た
の
か
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
左
注
の
理
解
で
問
題
と
な
る
の
は
、『
毛
詩
』

「
七
月
」
の
詩
に
み
ら
れ
る
〈
春
の
女
の
悲
し
み
〉
の
情
が
、
当
該

歌
の
〈
春
の
悲
し
み
〉
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
の
是
非
で
あ
る
。
そ

こ
で
、『
毛
詩
』
小
雅
「
出
車
」
と
豳
風
「
七
月
」
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
確
認
し
て
み
た
い
。

　
①
『
毛
詩
』
小
雅
「
出
車
」（
第
六
章
）

春
日
遅
遅
　
卉
木
萋
萋
　
　 

春
日 

遅
遅
た
り
　
卉
木 

萋
萋
た

り

倉
庚
喈
喈
　
采
蘩
祁
祁
　
　 

倉
庚 

喈
喈
た
り
　
蘩
を
采
る
こ
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と
祁
祁
た
り

執
訊
獲
醜
　
薄
言
還
歸
　
　 

訊
を
執
ら
へ
醜
を
獲み
み
きり

　
薄こ

言こ

に

還
歸
せ
ん

赫
赫
南
仲
　
玁
狁
于
夷
　
　 

赫
赫
た
る
南
仲
　
玁け
ん

狁い
ん

于こ
こ

に
夷た
ひ

ら

げ
り）

（1
（

　
②
『
毛
詩
』
豳
風
「
七
月
」（
第
二
章
）

七
月
流
火
　
九
月
授
衣
　
　
　 

七
月
は
流
る
る
火
　
九
月
は
衣

を
授
く

春
日
載
陽
　
有
鳴
倉
庚
　
　
　 
春
日
載
ち
陽
か
く
　
有
に
鳴
く

倉
庚

女
執
懿
筐
　
遵
彼
微
行
　
　
　 

女
は
懿
を
筐
を
執
り
　
彼
の
微

行
に
遵
ひ
て

爰
求
柔
桑
　
　
　
　
　
　
　
　
爰
に
柔
桑
を
求
む

春
日
遅
遅
　
采
蘩
祁
祁
　
　
　 

春
日
遅
遅
た
り
　
蘩
を
采
る
こ

と
祁
祁
た
り

女
心
傷
悲
　
殆
及
公
子
同
歸
　 

女
心 

傷
悲
す
　
殆
は
く
は
公

子
と
同
に
歸ゆ

か
ん

　
①
「
出
車
」
の
初
～
四
句
は
、
春
の
日
は
う
ら
ら
か
に
長
く
、
草

木
は
盛
ん
に
茂
っ
て
い
る
。
倉
庚
が
鳴
き
、
女
性
た
ち
は
野
に
出
て

蘩
を
摘
ん
で
い
る
、
と
い
う
春
の
風
景
で
あ
る
。
五
～
結
句
は
、
敵

を
生
け
捕
り
に
し
、
あ
る
い
は
討
ち
取
っ
て
き
た
兵
士
た
ち
が
帰
還

し
、
勇
ま
し
い
南
仲
が
玁
狁
を
平
定
し
凱
旋
し
た
こ
と
を
う
た
う
。

こ
の
詩
は
出
征
し
た
兵
士
が
凱
旋
す
る
喜
び
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
当

該
歌
の
〈
春
の
悲
し
み
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
か
ら
は
距
離
が
あ
る
。

む
し
ろ
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
次
の
豳

風
「
七
月
」
の
方
が
内
容
的
に
は
よ
り
近
接
し
て
い
る
。

　
②
「
七
月
」
は
、
七
月
に
火
星
が
移
ろ
い
、
九
月
に
は
冬
衣
を
授

け
る
。
春
の
日
は
あ
た
た
か
く
倉
庚
が
鳴
く
。
女
は
深
い
籠
を
取

り
っ
て
小
径
に
沿
っ
て
行
き
、
養
蚕
の
た
め
の
柔
ら
か
い
桑
の
葉
を

摘
む
。
春
の
日
は
う
ら
ら
か
に
長
く
、
女
た
ち
は
蘩
を
摘
む
。
そ
の

女
の
心
は
、
悲
し
み
に
暮
れ
る
の
だ
と
い
う
。
結
句
「
殆
及
公
子
同

歸
」
は
解
釈
に
諸
説
あ
り）

（1
（

、『
毛
伝
』
は
「
殆
始
。
及
與
也
。
豳
公

子
躬
率
其
民
、
同
時
出
、
同
時
歸
也）

（1
（

」〔
殆
は
始
、
及
は
與
な
り
。

豳
の
公
子
躬
ら
其
の
民
を
率
い
、
同
時
に
出
で
、
同
時
に
帰
る
な

り
〕
と
し
て
「
公
子
」
を
男
性
と
し
、
そ
の
男
性
と
共
に
帰
り
た
い

と
願
う
女
性
と
解
釈
し
て
い
る
。
鄭
玄
『
毛
詩
鄭
箋
』（
以
下
、『
鄭

箋
』
と
す
る
）
は
「
悲
則
始
有
與
公
子
同
帰
之
志
、
欲
嫁
焉
。
女
、

感
事
苦
而
生
此
志）

（1
（

」〔
悲
し
め
ば
則
ち
始
め
て
公
子
と
同
帰
せ
ん
の

志
有
り
て
、
嫁
が
ん
と
欲
す
。
女
、
事
の
苦
し
き
に
感
じ
て
此
の
志

を
生
ず
〕
と
し
て
、「
公
子
」
を
高
貴
な
女
性
と
し
、「
帰
」
を
嫁
ぐ

意
と
捉
え
、
高
貴
な
女
性
の
嫁
入
り
と
同
じ
頃
に
自
分
も
嫁
ぎ
た
い
、

と
い
う
願
望
を
詠
ん
だ
も
の
と
解
し
て
い
る
。「
公
子
」
は
男
性
に

も
女
性
に
も
解
釈
し
得
る
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
持
が
こ
の
句
を
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い
ず
れ
で
理
解
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
本
稿
で
重
要
な
の
は
、

倉
庚
の
鳴
く
春
の
う
ら
ら
か
な
日
の
菜
摘
み
の
景
が
、
女
心
の
悲
傷

に
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
家
持
が
理
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
で

あ
る
。「
学
令
」
に
は
「
凡
そ
正
業
教
へ
授
け
む
こ
と
は
、（
中
略
）

三
礼
、
毛
詩
に
は
鄭
玄
が
注）

（1
（

」
と
あ
り
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
『
毛

詩
』
を
学
ぶ
際
の
公
の
テ
キ
ス
ト
が
『
鄭
箋
』
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
毛
詩
』
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
『
鄭

箋
』
の
重
要
性
に
鑑
み
て
も
、
家
持
が
参
照
し
た
可
能
性
は
高
い
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、「
女
心
傷
悲
」
に
つ
い
て
の
『
毛
伝
』
と
『
鄭

箋
』
を
確
認
し
た
い
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）。

『
毛
伝
』（「
春
日
載
陽
」
～
「
殆
及
公
子
同
歸
」
の
注
）

倉
庚
離
黄
也
。
懿
筐
深
筺
也
。
微
行
牆
下
徑
也
。
五
畝
之
宅
、

樹
之
以
桑
。

遅
遅
舒
緩
也
。
蘩
白
蒿
也
。
所
以
生
蚕
。
祁
祁
衆
多
也
。
傷
悲

感
事
苦
也
。
春
女
悲
、
秋
士
悲
、
感
其
物
化
也
。
殆
始
。
及
與

也
。
豳
公
子
躬
率
其
民
、
同
時
出
、
同
時
歸
也
。

〔 

倉
庚
は
離
黄
な
り
。
懿
筐
は
深
筺
な
り
。
微
行
は
、
牆
下
の

径
な
り
。
五
畝
の
宅
、
之
に
樹
う
る
に
柔
を
以
て
す
。

　 

遅
遅
は
舒
緩
な
り
。
蘩
は
白
蒿
な
り
。
蚕
を
生
ず
る
所
以
。

祁
祁
は
衆
多
な
る
な
り
。
傷
悲
を
感
ず
る
事
苦
な
り
。
春
女

悲
し
み
、
秋
士
悲
し
む
は
、
其
の
物
化
に
感
ず
る
な
り
。
殆

は
始
、
及
は
與
な
り
。
豳
の
公
子
躬
ら
其
の
民
を
率
い
、
同

時
に
出
で
、
同
時
に
帰
る
な
り
。〕

『
鄭
箋
』（「
春
日
載
陽
」
～
「
殆
及
公
子
同
歸
」
の
注
）

載
之
言
則
也
。
陽
温
也
。
温
而
倉
庚
又
鳴
可
蚕
之
候
也
。
柔
桑

稺
桑
也
。
蚕
始
生
宜
稺
桑
。
春
女
感
陽
氣
而
思
男
、
秋
士
感
陰

氣
而
思
女
。
是
其
物
化
所
以
悲
也
。
悲
則
始
有
與
公
子
同
歸
之

志
、
欲
嫁
焉
。
女
、
感
事
苦
而
生
此
志
。
是
謂
豳
風
。

〔 

載
の
言
は
、
則
ち
な
り
。
陽
は
温
な
り
。
温
に
し
て
倉
庚
又

鳴
く
。
蚕
す
べ
き
の
候
な
り
。
柔
桑
は
、
稺
桑
な
り
。
蚕
始

め
て
生
ま
れ
、
稺
桑
に
宜
し
。

　 

春
女
陽
気
に
感
じ
て
男
を
思
い
、
秋
士
は
陰
気
に
感
じ
て
女

を
思
ふ
。
是
れ
其
の
物
化
の
悲
し
む
所
以
な
り
。
悲
し
め
ば

則
ち
始
め
て
公
子
と
同
帰
せ
ん
の
志
有
り
て
、
嫁
が
ん
と
欲

す
。
女
、
事
の
苦
し
き
に
感
じ
て
此
の
志
を
生
ず
。
是
れ
を

豳
風
と
謂
ふ
。〕

　
『
毛
伝
』
で
は
、
春
は
女
が
悲
し
む
季
節
で
あ
り
、
秋
は
男
が
悲

し
む
季
節
で
あ
る
と
い
う
の
は
、「
物
化
」、
つ
ま
り
物
事
の
変
化
に

感
じ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。『
鄭
箋
』
で
は
春
は

女
が
「
陽
氣
」
を
感
じ
て
男
を
思
い
、
秋
は
男
が
「
陰
気
」
を
感
じ

て
女
を
思
う
季
節
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
『
毛
伝
』
の
「
春
女
悲
、

秋
士
悲
、
感
其
物
化
也
」
を
、
陰
陽
の
原
理
に
基
づ
い
て
詳
細
に
説

明
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
春
秋
の
季
節
の
理
解
は
、
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す
で
に
『
淮
南
子
』（
巻
十
・
繆
称
訓
）
に
「
春
女
思
、
秋
士
悲
、

而
知
物
化
矣
。
號
而
哭
、
嘰
而
哀
、
而
知
聲
動
矣
。
容
貌
顔
色
、
詘

伸
倨
句
知
情
偽
矣
」〔
春
女
は
思
ひ
、
秋
士
は
悲
し
み
て
、
物
の
化

す
る
を
知
る
。
號
し
て
哭
し
、
嘰
び
て
哀
し
み
て
、
聲
の
動
く
を
知

る
。
容
貌
顔
色
、
詘
伸
倨
句
し
て
情
偽
を
知
る）

（1
（

〕
の
よ
う
に
み
え
て

い
る
。
春
は
女
が
悲
し
み
を
抱
く
季
節
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
唐

の
『
毛
詩
正
義
』
に
も
継
承
さ
れ
、「
又
感
陽
氣
故
、
傳
明
其
二
感

之
意
、
春
則
女
悲
、
秋
則
士
悲
感
。
其
萬
物
之
化
故
所
以
悲
也
。
因

有
女
悲
遂
解
男
悲
、
言
男
女
之
志
同
而
傷
悲
之
節
異
也）

11
（

」
と
説
か
れ

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
春
は
女
が
悲
し
む
季
節
で
あ
る
と
い
う
理
解
の
も

と
に
『
毛
伝
』
も
『
鄭
箋
』
も
論
が
展
開
し
て
お
り
、
当
該
左
注
の

「
春
日
遅
々
」
の
引
用
の
背
景
に
あ
る
、
詩
の
共
通
理
解
で
あ
っ
た

こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
〈
春
の
女
の
悲
し
み
〉
の
情
が
、

家
持
の
〈
春
の
悲
し
み
〉
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
を
検

討
す
る
た
め
、
次
に
家
持
歌
に
お
け
る
「
悲
し
」
の
表
現
に
つ
い
て

考
察
し
た
い
。

三
、
家
持
の
〈
春
の
悲
し
み
〉

　
家
持
作
歌
に
お
け
る
「
悲
し
」
の
用
例
は
、
次
に
掲
出
す
る
と
お

り
当
該
歌
を
除
き
十
四
首
十
五
例
存
す
る）

1（
（

。
挽
歌
に
三
例
（
１
・

３
・
８
）、
相
聞
歌
に
一
例
（
２
）、
莵
原
処
女
の
伝
説
歌
に
一
例

（
７
）、
防
人
関
係
歌
に
四
首
五
例
（
10
・
11
・
12
・
13
）
あ
る
。

さ
ら
に
、
春
と
い
う
季
節
、
あ
る
い
は
春
の
景
物
に
対
す
る
例
が
四

例
（
４
・
５
・
６
・
９
）
み
ら
れ
る
。

十
六
年
甲
申
。
春
二
月
に
、
安
積
皇
子
の
薨
り
ま
し
し

時
に
、
内
舎
人
大
伴
宿
禰
家
持
の
作
れ
る
歌
六
首

 

〈
四
首
目
：
三
月
二
十
四
日
の
作
〉

　
１
　 

…
…
天
地
と
　
い
や
遠
長
に
　
万
代
に
　
か
く
し
も
が
も
と

憑
め
り
し
　
皇
子
の
御
門
の
　
五
月
蝿
な
す
　
騒
く
舎
人
は
　

白
栲
に
　
服
取
り
着
て
　
常
な
り
し
　
咲
ひ
振
舞
ひ
　
い
や

日
異
に
　
変
ら
ふ
見
れ
ば
　
悲
し
き
ろ
か
も

 

（
巻
三
・
四
七
八
／
挽
歌
）

大
伴
家
持
の
橘
の
花
を
攀
ぢ
て
坂
上
大
嬢
に
贈
れ
る
歌

一
首
并
せ
て
短
歌

　
２
　 

…
…
息
の
緒
に
　
わ
が
思
ふ
妹
に
　
真
澄
鏡
　
清
き
月
夜
に

た
だ
一
目
　
見
す
る
ま
で
に
は
　
散
り
こ
す
な
　
ゆ
め
と
い

ひ
つ
つ
　
こ
こ
だ
く
も
　
わ
が
守
る
も
の
を
　
慨
き
や
　
醜

霍
公
鳥
　
暁
の
　
う
ら
悲
し
き
に
　
追
へ
ど
追
へ
ど
　
な
ほ

し
来
鳴
き
て
　
徒
ら
に
　
地
に
散
ら
せ
ば
　
術
を
無
み
　
攀

ぢ
て
手
折
り
つ
　
見
ま
せ
吾
妹
子

 

（
巻
八
・
一
五
〇
七
／
夏
相
聞
）
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長
逝
せ
る
弟
を
哀
傷
び
た
る
歌
一
首
并
せ
て
短
歌

 

〈
長
歌
省
略
〉

　
３
　 
真
幸
く
と
言
ひ
て
し
も
の
を
白
雲
に
立
ち
た
な
び
く
と
聞
け

ば
悲
し
も 

（
巻
十
七
・
三
九
五
八
）

飛
び
翔
る
鴫
を
見
て
作
れ
る
歌
一
首

　
４
　 

春
ま
け
て
物
悲
し
き
に
さ
夜
更
け
て
羽
振
き
鳴
く
鴫
誰
が
田

に
か
住
む 

（
巻
十
九
・
四
一
四
一
）

暁
に
鳴
く
雉
を
聞
け
る
歌
二
首
〈
二
首
目
〉

　
５
　 

あ
し
ひ
き
の
八
峰
の
雉
鳴
き
響
む
朝
明
の
霞
見
れ
ば
か
な
し

も 
（
巻
十
九
・
四
一
四
九
）

四
月
三
日
に
、
越
前
判
官
大
伴
宿
禰
池
主
に
贈
れ
る
霍

公
鳥
の
歌
、
旧
き
を
感
づ
る
意
に
勝
へ
ず
し
て
懐
を
述

べ
た
る
一
首
并
せ
て
短
歌

　
６
　 

わ
が
背
子
と
　
手
携
は
り
て
　
明
け
来
れ
ば
　
出
で
立
ち
向

ひ
　
夕
さ
れ
ば
　
ふ
り
放
け
見
つ
つ
　
思
ひ
暢
べ
　
見
和
ぎ

し
山
に
　
八
峰
に
は
　
霞
た
な
び
き
　
谿
辺
に
は
　
椿
花
咲

き
　
う
ら
悲
し
　
春
し
過
ぐ
れ
ば
　
霍
公
鳥
　
い
や
重
き
鳴

き
ぬ
　
独
り
の
み
　
聞
け
ば
さ
ぶ
し
も
　
君
と
吾
　
隔
り
て

恋
ふ
る
　
礪
波
山
　
飛
び
越
え
行
き
て
　
明
け
立
た
ば
　
松

の
さ
枝
に
　
夕
さ
ら
ば
　
月
に
向
ひ
て
　
菖
蒲
　
玉
貫
く
ま

で
に
　
鳴
き
響
め
　
安
眠
寝
し
め
ず
　
君
を
悩
ま
せ

 

（
巻
十
九
・
四
一
七
七
）

追
ひ
て
処
女
の
墓
の
歌
に
同
へ
た
る
一
首
并
せ
て
短
歌

　
７
　 

古
に
　
あ
り
け
る
わ
ざ
の
　
奇
ば
し
き
　
事
と
言
ひ
継
ぐ
　

血
沼
壮
士
　
う
な
ひ
壮
士
の
　
う
つ
せ
み
の
　
名
を
争
ふ
と

た
ま
き
は
る
　
命
も
捨
て
て
　
争
ひ
に
　
妻
問
し
け
る
　
少

女
ら
が
　
聞
け
ば
悲
し
さ
…
… 

（
巻
十
九
・
四
二
一
一
）

挽
歌
一
首
并
せ
て
短
歌

　
８
　 

…
…
狂
言
や
　
人
の
云
ひ
つ
る
　
逆
言
を
　
人
の
告
げ
つ
る

梓
弓
　
爪
ひ
く
夜
音
の
　
遠
音
に
も
　
聞
け
ば
悲
し
み
　
に

は
た
づ
み
　
流
る
る
涙
　
留
み
か
ね
つ
も

 

（
巻
十
九
・
四
二
一
四
）

右
は
、
大
伴
宿
禰
家
持
、
聟
南
右
大
臣
家
の
藤
原
二
郎
が

慈
母
を
喪
へ
る
患
を
弔
へ
り
。
五
月
二
十
七
日

二
十
三
日
に
、
興
に
依
り
て
作
れ
る
歌
二
首

 

〈
一
首
目
〉

　
９
　 
春
の
野
に
霞
た
な
び
き
う
ら
悲
し
こ
の
夕
か
げ
に
鶯
鳴
く
も

 

（
巻
十
九
・
四
二
九
〇
）
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追
ひ
て
、
防
人
の
別
を
悲
し
ぶ
る
心
を
痛
み
て
作
れ
る

歌
一
首
并
せ
て
短
歌
〈
短
歌
二
首
目
〉

　
10
　
鶏
が
鳴
く
東
男
の
妻
別
れ
悲
し
く
あ
り
け
む
年
の
緒
長
み

 

（
巻
二
十
・
四
三
三
三
）

防
人
の
情
と
為
り
て
思
を
陳
べ
て
作
れ
る
歌
一
首
并
せ

て
短
歌

　
11
　 

大
君
の
　
命
畏
み
　
妻
別
れ
　
悲
し
く
は
あ
れ
ど
　
大
夫
の

情
ふ
り
起
こ
し
　
と
り
装
ひ
　
門
出
を
す
れ
ば
…
…
春
霞
　

島
廻
に
立
ち
て
　
鶴
が
音
の
　
悲
し
く
鳴
け
ば
　
遥
々
に
　

家
を
思
ひ
出
　
負
征
矢
の
　
そ
よ
と
鳴
る
ま
で
　
嘆
き
つ
る

か
も 
（
巻
二
十
・
四
三
九
八
）

　
12
　
海
原
に
霞
た
な
び
き
鶴
が
音
の
悲
し
き
宵
は
国
辺
し
思
ほ
ゆ

 

（
巻
二
十
・
四
三
九
九
）

防
人
の
別
を
悲
し
ぶ
る
情
を
陳
べ
た
る
歌
一
首
并
せ
て

短
歌

　
13
　 

大
君
の
　
任
の
ま
に
ま
に
　
島
守
に
　
わ
が
立
ち
来
れ
ば
　

は
は
そ
葉
の
　
母
の
命
は
　
御
裳
の
裾
　
つ
み
挙
げ
か
き
撫

で
　
ち
ち
の
実
の
　
父
の
命
は
　
栲
綱
の
　
白
鬚
の
上
ゆ
　

涙
垂
り
　
嘆
き
宣
た
ば
く
　
鹿
児
じ
も
の
　
た
だ
独
り
し
て

　
朝
戸
出
の
　
愛
し
き
わ
が
子
　
あ
ら
た
ま
の
　
年
の
緒
長

く
　
あ
ひ
見
ず
は
　
恋
し
く
あ
る
べ
し
　
今
日
だ
に
も
　
言

問
せ
む
と
　
惜
し
み
つ
つ
　
悲
し
び
坐
せ
…
…

 

（
巻
二
十
・
四
四
〇
八
）

　
１
は
安
積
皇
子
に
仕
え
て
い
た
舎
人
た
ち
の
様
子
が
日
に
日
に
変

化
し
、
喪
服
姿
に
な
り
、
日
頃
の
笑
顔
が
無
く
な
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
皇
子
の
死
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
実
に
対
す
る
悲
し

み
で
あ
る
。
３
は
弟
の
死
を
聞
き
知
っ
た
際
の
絶
望
が
「
悲
し
も
」

の
所
在
で
あ
る
。
８
は
左
注
に
よ
れ
ば
、
藤
原
二
郎
の
母
の
死
の
知

ら
せ
を
聞
い
た
こ
と
に
対
す
る
悲
し
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
挽
歌

で
は
１
「
変
ら
ふ
見
れ
ば

0

0

0

」、
３
「
白
雲
に
立
ち
た
な
び
く
と
聞
け

0

0

ば0

」、
８
「
遠
音
に
も
聞
け
ば

0

0

0

」
の
よ
う
に
、「
悲
し
」
の
原
因
と
な

る
動
作
が
明
確
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
伝
説
歌
、
防
人
歌
も
同

様
で
あ
る
。
７
の
莵
原
処
女
の
伝
説
で
は
、
処
女
を
め
ぐ
っ
て
壮
士

た
ち
が
妻
争
い
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
少
女
ら
が
聞
け
ば

0

0

0

悲
し

さ
」
と
し
て
、
そ
の
伝
説
を
聞
い
て
催
さ
れ
る
感
懐
が
「
悲
し
さ
」

の
所
以
で
あ
る
。
10
の
防
人
歌
で
は
、
悲
し
み
の
所
在
は
「
妻
別

れ
」
で
あ
り
、
11
の
一
例
目
も
同
様
で
あ
る
。
11
の
二
例
目
と
12
の

「
鶴
が
音
」
は
、
そ
の
防
人
の
妻
や
故
郷
と
の
別
れ
を
反
映
す
る
か

の
ご
と
く
、
鶴
の
鳴
き
声
が
悲
し
く
響
く
景
で
あ
る
。
13
は
防
人
の

父
母
と
の
別
れ
の
場
面
で
、「
愛
し
き
わ
が
子
」
を
「
た
だ
独
り
」

で
送
り
出
さ
ん
と
す
る
両
親
の
悲
し
み
の
所
在
は
明
白
で
あ
る
。

　
４
は
天
平
勝
宝
二
年
三
月
一
日
の
作
で
、「
春
ま
け
て

0

0

0

も
の
悲
し
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き
に
」、
つ
ま
り
春
と
い
う
季
節
そ
の
も
の
に
対
し
て
抱
か
れ
た
悲

し
み
で
あ
る
。
５
は
４
の
翌
日
の
作
で
、「
朝
明
の
霞
」
を
「
見
れ

0

0

ば0

」
悲
し
い
の
だ
と
い
う
。
６
も
春
の
作
で
あ
り
、
春
の
霞
が
悲
し

み
を
引
き
起
こ
す
景
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
６
は
天
平
勝
宝
二
年

四
月
三
日
、
家
持
が
帰
京
す
る
前
年
に
大
伴
池
主
へ
贈
っ
た
歌
で
あ

る
。
池
主
と
共
に
手
を
携
え
て
思
い
を
述
べ
あ
っ
た
山
に
は
今
は
霞

が
た
な
び
き
、「
う
ら
悲
し
」
い
春
が
過
ぎ
て
ゆ
く
の
で
、
霍
公
鳥

の
鳴
き
声
を
独
り
で
聞
く
と
わ
び
し
い
の
だ
と
嘆
く
。
こ
れ
も
、
春

と
い
う
季
節
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
悲
し
み
の
情
の
表
出
で
あ
る
。
９

は
当
該
歌
の
二
日
前
に
作
ら
れ
た
二
首
前
の
作
で
あ
り
、
こ
の
「
う

ら
悲
し
」
は
、
春
の
野
の
霞
が
た
な
び
い
て
い
る
景
と
夕
影
と
の
い

ず
れ
に
も
掛
か
り
得
る
表
現
で
あ
る
。
霞
が
た
な
び
き
、
夕
暮
れ
の

ほ
の
か
な
光
の
中
に
、
鶯
の
鳴
き
声
の
み
が
聞
こ
え
て
い
る
。
こ
の

歌
の
「
う
ら
悲
し
」
も
ま
た
、
春
の
景
に
よ
り
導
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
夕
は
昼
か
ら
夜
へ
向
か
う
間あ
わ
いの
時
で
あ
り
、
明

瞭
と
し
な
い
景
の
中
に
お
け
る
詩
情
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、

２
の
坂
上
大
嬢
へ
の
贈
歌
に
お
い
て
「
慨
き
や
　
醜
霍
公
鳥
　
暁
の

　
う
ら
悲
し
き
に
」
と
、「
暁
」
の
時
間
に
「
う
ら
悲
し
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
の
も
、
夜
か
ら
朝
へ
と
向
か
う
間あ
わ
いの

時
に
感
じ
取
ら
れ

る
情
が
「
悲
し
」
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
春
と
い
う
季
節
や
景
物
、
あ
る
い
は
間あ
わ
いの

時
に
看

取
さ
れ
る
情
に
対
し
て
「
悲
し
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
悲
し
み
の
所
在
は
明
確
で
な
い
。
な
ぜ
春
に
悲
し
み
の
情
を
覚

え
る
の
か
。
こ
こ
に
は
、
春
と
い
う
季
節
に
対
す
る
家
持
の
詩
情
が

含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
巻
十
九
冒
頭
の
歌
群
は
「
天
平
勝
宝
二
年

三
月
一
日
の
暮
に
、
春
の
苑
の
桃
李
の
花
を
眺
矚
め
て
作
れ
る
二

首
」（
四
一
三
九
～
四
〇
）
で
あ
り
、
家
持
が
越
中
に
赴
任
し
て
病

に
臥
し
た
際
、
池
主
と
多
く
の
詩
歌
を
交
わ
し
た
時
期
も
二
月
下
旬

か
ら
三
月
上
旬
の
暮
春
で
あ
っ
た
。
家
持
の
作
品
に
お
い
て
、
暮
春

と
い
う
季
節
は
殊
の
ほ
か
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
時
節
を
同

じ
く
す
る
当
該
作
品
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

四
、
家
持
の
〈
独
り
〉

　
当
該
歌
の
「
情
悲
し
も
独
り
し
思
へ
ば
」
は
、『
万
葉
集
総
釈
』

が
「
他
の
人
を
戀
ふ
る
情
で
は
な
く
、
獨
り
自
然
の
風
物
に
接
す
る

寂
寥
感
が
主
流
を
な
し
て
ゐ
る）
11
（

」
と
述
べ
る
と
お
り
、
恋
情
を
示
す

「
思
ふ
」
で
は
な
い
。
窪
田
空
穂
氏
が
「
人
間
の
本
能
と
し
て
持
つ

孤
独
感
で
あ
っ
た
ろ
う）
11
（

」
と
い
う
よ
う
に
、「
独
り
」
な
る
も
の
思

い
の
所
以
も
「
思
ひ
」
の
方
向
性
も
、
歌
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
に
は
、「
心
悲
し
も
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
漠
然
と
し
た
〈
春

の
悲
し
み
〉
だ
け
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
ひ
と
り
」
が
詠
ま
れ
る
作
品
に
つ
い
て
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は
、
川
口
常
孝
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
ひ
と
り
寝
」
の
用
例
が
多

く
、
当
該
作
品
以
外
は
す
べ
て
「
所
作
・
所
為
に
か
か
わ
る
」
と
い

う）
11
（

。
た
と
え
ば
、「
ひ
と
り
寝
」
に
つ
い
て
は
亡
妾
挽
歌
で
は
「
い

か
に
か
独
り
長
き
夜
を
宿
む
」（
巻
三
・
四
六
二
）、
坂
上
大
嬢
へ
の

答
歌
で
は
「
妹
に
逢
は
ず
て
わ
が
独
り
寝
む
」（
巻
四
・
七
三
三
）、

安
倍
郎
女
へ
の
贈
歌
で
は
「
秋
の
夜
の
長
き
に
独
り
寝
る
が
苦
し

さ
」（
巻
八
・
一
六
三
一
）、
そ
の
他
に
「
手
枕
纏
か
ず
独
り
か
も
寝

む
」（
巻
八
・
一
六
六
三
）
の
例
が
あ
り
、「
ひ
と
り
寝
」
以
外
で
は

次
の
二
首
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
大
伴
宿
禰
家
持
の
紀
女
郎
に
報
へ
贈
れ
る
歌
一
首

　
14
　 

ひ
さ
か
た
の
雨
の
降
る
日
を
た
だ
独
り
山
辺
に
を
れ
ば
い
ぶ

せ
か
り
け
り 
（
巻
四
・
七
六
九
）

　
　
　
　
　
大
伴
宿
禰
家
持
の
鹿
鳴
の
歌
二
首
〈
一
首
目
〉

　
15
　 

山
彦
の
相
響
む
ま
で
妻
恋
ひ
に
鹿
鳴
く
山
辺
に
独
り
の
み
し

て 

（
巻
八
・
一
六
〇
二
）

　
14
は
雨
の
日
の
山
辺
に
一
人
居
る
こ
と
に
対
す
る
鬱
積
し
た
心
情

を
述
べ
て
い
る
が
、「
た
だ
独
り
」
の
裏
側
に
は
紀
女
郎
と
〈
二
人
〉

で
い
る
べ
き
山
辺
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
15
は
、
男
鹿

が
「
独
り
」
で
あ
る
の
は
、
番
い
で
あ
る
べ
き
妻
を
求
め
て
い
る
こ

と
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
越
中
守
以
前
の
家
持
歌
に
お

け
る
「
ひ
と
り
」
の
用
例
は
、
妻
や
恋
人
が
不
在
で
あ
る
こ
と
を
指

し
、〈
二
人
〉
に
対
し
て
の
〈
ひ
と
り
〉（
一
人
・
独
り
）
で
あ
る
と

い
え
る
。

　
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、
越
中
赴
任
後
の
家
持
作
品
に
お
け
る

「
ひ
と
り
」
の
用
例
で
あ
る
。
三
例
中
、
二
例
は
前
節
の
用
例
６
と

13
で
、
す
で
に
掲
出
し
た
。
残
り
一
例
は
、

二
十
二
日
に
、
判
官
久
米
朝
臣
広
縄
に
贈
れ
る
、
霍
公

鳥
の
怨
恨
の
歌
一
首
并
せ
て
短
歌
〈
長
歌
省
略
〉

　
16
　 

わ
が
幾
許
待
て
ど
来
鳴
か
ぬ
霍
公
鳥
ひ
と
り
聞
き
つ
つ
告
げ

ぬ
君
か
も 

（
巻
十
九
・
四
二
〇
八
）

で
あ
り
、
待
ち
焦
が
れ
て
い
た
霍
公
鳥
の
鳴
き
声
を
「
ひ
と
り
」
で

聞
い
て
お
き
な
が
ら
、
何
も
告
げ
て
こ
な
い
広
縄
に
恨
み
の
情
を
述

べ
た
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
広
縄
の
み
で
あ
る
こ
と
を
指
す
「
ひ
と

り
」
の
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
待
ち
焦
が
れ
た
霍
公
鳥
を
自
分
と
二

人
で
聞
く
の
で
は
な
く
「
ひ
と
り
」
で
聞
い
た
挙
げ
句
に
、
報
告
も

な
い
こ
と
を
恨
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
広
縄
「
ひ
と
り
」
で
、
と
の

謂
に
は
、
本
来
「
二
人
」
で
聞
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
家
持
の

認
識
を
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
先
掲
13
の
歌
で
は
「
鹿
児
じ
も
の
　
た
だ
独
り
し
て
　
朝
戸
出
の

　
愛
し
き
わ
が
子
」
と
あ
り
、
防
人
が
家
族
や
故
郷
と
離
れ
、
た
っ

た
一
人
で
出
征
し
て
ゆ
く
こ
と
が
両
親
の
視
点
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
共
に
あ
る
べ
き
家
族
と
離
れ
て
あ
る
こ
と
に
対
す
る

「
た
だ
独
り
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
先
掲
６
の
歌
に
は
「
う
ら
悲
し
　

春
し
過
ぐ
れ
ば
　
霍
公
鳥
　
い
や
重
き
鳴
き
ぬ
　
独
り
の
み
　
聞
け
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ば
さ
ぶ
し
も
」
と
あ
り
、
霍
公
鳥
の
鳴
き
声
を
自
分
一
人
で
聞
く
こ

と
の
寂
し
さ
を
う
た
い
、
二
人
を
隔
て
て
い
る
礪
波
山
を
飛
び
越
え

て
、
池
主
が
安
眠
で
き
な
い
ほ
ど
に
霍
公
鳥
の
鳴
き
声
が
響
き
渡
る

こ
と
を
希
求
し
て
い
る
。
こ
の
「
独
り
」
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、

霍
公
鳥
の
鳴
き
声
を
共
に
聞
く
べ
き
相
手
で
あ
る
と
こ
ろ
の
池
主
で

あ
る
。
越
中
赴
任
以
前
の
家
持
歌
に
お
い
て
は
、〈
ひ
と
り
〉
の
向

こ
う
側
に
は
〈
二
人
〉
で
い
る
べ
き
恋
人
や
妻
が
意
識
さ
れ
て
い
た

が
、
越
中
赴
任
以
後
の
歌
で
は
女
性
で
は
な
く
友
と
し
て
の
池
主
あ

る
い
は
広
縄
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
家
持
歌
に
お

け
る
〈
ひ
と
り
〉
の
語
は
、
越
中
赴
任
後
に
変
質
し
て
い
る
と
言
い

得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
変
質
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
や
は
り
越
中
赴

任
後
の
池
主
と
の
交
流
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
６
の
題
詞
に
は
「
旧
き
を
感
づ
る
意
に
勝
へ
ず
し
て
懐
を
述
べ
た

る
歌
」
と
あ
り
、
懐
古
の
情
を
呼
び
起
こ
す
霍
公
鳥
の
鳴
き
声
を
聞

い
た
こ
と
を
契
機
に
、
池
主
と
共
に
過
ご
し
た
日
々
を
慕
う
気
持
ち

を
抑
え
き
れ
ず
、
そ
の
思
い
を
歌
に
託
し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
家

持
の
思
い
と
は
、
か
つ
て
池
主
と
手
を
携
え
、
志
を
述
べ
合
っ
た
山

の
春
景
と
共
に
あ
る
思
い
出
で
あ
り
、
夏
の
霍
公
鳥
の
鳴
き
声
を
か

つ
て
共
に
聞
い
た
友
と
し
て
の
交
遊
の
記
憶
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
冒

頭
の
「
わ
が
背
子
と
　
手
携
は
り
て
」
と
手
を
携
え
る
こ
と
が
詠
ま

れ
て
い
る
の
は
、
男
女
の
愛
情
表
現
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
男

性
同
士
の
友
情
を
示
す
「
携
手
」
の
概
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

「
携
手
」
は
、
古
代
中
国
に
お
け
る
文
人
た
ち
の
交
友
を
示
す
一
つ

の
概
念
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
潘
安
仁
「
金
谷
集
作
詩
一
首
」
に
は

「
何
以
敍
離
思
。
攜
手
游
郊
畿
」〔
何
を
以
て
か
離
思
を
敍
べ
ん
。

手
を
攜
り
て
郊
畿
に
游
ば
ん
と
す）
11
（

〕
と
あ
り
、
王
子
淵
の
「
四
子
講

徳
論
一
首
」
に
は
「
於
是
相
與
結
侶
、
攜
手
俱
遊
、
求
賢
索
友
、
歷

于
西
州
」〔
是
に
於
て
相
與
に
侶
を
結
び
、
手
を
攜
へ
て
倶
に
遊
び
、

賢
を
求
め
友
を
索
め
て
、
西
州
を
歴
た
り）
11
（

〕
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
手

を
携
え
る
こ
と
が
友
と
遊
び
交
わ
る
こ
と
の
一
つ
の
条
件
と
し
て
提

示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
友
を
求
め
る
の
だ
と
理
解
さ

れ
る
。
家
持
の
「
手
携
は
り
て
」
も
、
こ
の
よ
う
な
友
と
の
交
わ
り

で
あ
る
と
こ
ろ
の
交
友
を
指
し
て
い
る
。

　
こ
の
、
春
の
季
節
に
〈
ひ
と
り
〉
で
あ
る
悲
し
み
を
述
べ
る
家
持

の
作
品
が
、
池
主
の
不
在
を
と
お
し
て
発
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
家
持
の
〈
春
の
悲
し
み
〉
に
は
、〈
友
の
不
在
〉
が
背
後

に
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
作
品
の
家

持
の
〈
春
の
悲
し
み
〉
の
理
解
に
お
い
て
は
、〈
友
の
不
在
〉
と
い

う
要
素
は
看
過
で
き
な
い
問
題
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

五
、
家
持
と
池
主
の
交
友
と
〈
春
の
悲
し
み
〉

　
家
持
と
池
主
に
お
け
る
春
と
い
え
ば
、
家
持
が
越
中
守
に
赴
任
し

た
翌
年
の
天
平
十
九
年
の
暮
春
に
交
わ
し
た
一
連
の
作
品
群
が
想
起
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さ
れ
る
。

　
　
Ａ
①
　
二
月
二
九
日
《
家
持
》（
三
九
六
五
～
六
六
）

　
　
Ａ
②
　
三
月
　
二
日
《
池
主
》（
三
九
六
七
～
六
八
）

　
　
Ｂ
①
　
三
月
　
三
日
《
家
持
》（
三
九
六
九
～
七
二
）

　
　
Ｂ
②
　
三
月
　
四
日
《
池
主
》（
七
言
晩
春
遊
覧
詩
・
序
）

　
　
Ｃ
①
　
三
月
　
五
日
《
池
主
》（
三
九
七
三
～
七
五
）

　
　
Ｃ
②
　
三
月
　
五
日
《
家
持
》（
七
言
詩
・
三
九
七
六
～
七
七
）

　
こ
の
作
品
群
は
三
月
三
日
の
上
巳
を
意
識
し
て
の
応
酬
で
あ
る
。

こ
れ
は
鉄
野
昌
弘
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
国
の
「
病
臥
詩
」
が

意
識
さ
れ
て
お
り
、
家
持
と
池
主
は
そ
の
共
通
認
識
に
基
づ
い
て
書

簡
お
よ
び
詩
歌
を
交
わ
し
た
と
み
て
よ
く
、
家
持
の
転
換
期
と
な
る

作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う）

11
（

。
と
同
時
に
、
辰
巳
正
明

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
春
の
美
景
の
中
で
琴
詩
酒
に
よ
り
交
遊
す

る
、
中
国
の
文
人
た
ち
の
交
友
の
関
係
を
理
想
と
し
て
構
築
さ
れ
た

文
芸
で
も
あ
る）

11
（

。
書
簡
文
で
は
春
の
美
景
を
共
に
賞
美
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
を
悲
嘆
し
、
家
持
は
自
ら
の
非
才
を
、

　
Ｂ
①
　 

但
以
稚
時
不
渉
遊
藝
之
庭
、
横
翰
之
藻
、
自
乏
乎
彫
蟲
焉
。

幼
年
未

山
柿
之
門
、
裁
歌
之
趣
、
詞
失
乎
聚
林
矣
。

　
　
　
　
〔 

た
だ
稚
き
時
に
遊
芸
の
庭
に
渉
ら
ざ
り
し
を
以
ち
て
、

横
翰
の
藻
は
お
の
づ
か
ら
に
彫
虫
に
乏
し
。
幼
き
年
に

い
ま
だ
山
柿
の
門
に
逕
ら
ず
し
て
、
裁
歌
の
趣
は
詞
を

聚
林
に
失
ふ
。〕

と
嘆
く
。
そ
れ
に
対
し
て
池
主
は
、

　
Ｃ
①
　 

智
水
仁
山
、
既
韞
琳
瑯
之
光
彩
、
潘
江
陸
海
、
自
坐
詩
書

之
廊
廟
。

　
　
　
　
〔 

智
水
仁
山
は
既
に
琳
瑯
の
光
彩
を
韞
み
、
潘
江
陸
海
は

自
か
ら
に
詩
書
の
廊
廟
に
坐
す
。〕

　
　
同
　
山
柿
歌
泉
、
比
此
如
蔑
。
彫
龍
筆
海
、
粲
然
得
看
矣
。

　
　
　
　
〔 

山
柿
の
歌
泉
は
此
に
比
ぶ
れ
ば
蔑
き
が
如
し
。
彫
龍
の

筆
海
は
粲
然
と
し
て
看
る
を
得
た
り
。〕

と
し
て
、
中
国
の
著
名
な
文
人
と
日
本
の
歌
人
に
比
し
て
家
持
の
文

才
を
賞
賛
す
る
。
こ
こ
に
は
、
家
持
と
池
主
に
お
け
る
文
学
論
の
展

開
が
あ
る
こ
と
、
先
学
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
本
稿
が
重
視
し
た
い
の
は
、
こ
の
作
品
群
が
詠
ま
れ
た
季
節
が
暮

春
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
Ａ
①
　 

方
今
、
春
朝
春
花
、
流
馥
於
春
苑
、
春
暮
春
鶯
、
囀
聲
於

春
林
。
對
此
節
候
琴
罇
可
翫
矣
。

　
　
　
　
〔 

方
今
、
春
朝
に
は
春
花
、
馥
を
春
苑
に
流
へ
、
春
暮
に

は
春
鶯
、
声
を
春
林
に
囀
る
。
こ
の
節
候
に
対
ひ
て
琴

罇
翫
ぶ
べ
し
。〕

　
Ａ
②
　 

春
可
樂
。
暮
春
風
景
、
最
可
怜
。
紅
桃
灼
々
、
戯
蝶
廻
花

儛
、
翠
柳
依
々
、
嬌
鶯
隠
葉
歌
。
可
樂
哉
。

　
　
　
　
〔 
春
は
楽
し
む
べ
し
。
暮
春
の
風
景
は
最
も
怜
ぶ
べ
し
。

紅
桃
は
灼
灼
に
し
て
、
戯
蝶
花
を
廻
り
て
舞
ひ
、
翠
柳
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は
依
依
に
し
て
、
嬌
鶯
葉
に
隠
り
て
歌
ふ
。
楽
し
む
べ

き
か
も
。〕

　
Ｂ
②
　 
上
巳
名
辰
、
暮
春
麗
景
、
桃
花
昭
瞼
以
分
紅
、
柳
色
含
苔

而
競
緑
。

　
　
　
　
〔 
上
巳
の
名
辰
は
、
暮
春
の
麗
景
、
桃
花
瞼
を
照
ら
し
て
、

紅
を
分
ち
、
柳
色
苔
を
含
み
て
緑
を
競
ふ
。〕

　
　
同
　 

嗟
乎
、
今
日
所
恨
徳
星
已
少
歟
。

　
　
　
　
〔
嗟
乎
、
今
日
恨
む
る
は
徳
星
已
に
少
き
こ
と
か
。〕

　
家
持
は
Ａ
①
で
春
の
美
景
の
詩
語
を
重
ね
、
春
は
琴
罇
の
遊
び
を

す
べ
き
季
節
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
つ
づ
く
池
主
の
Ａ
②
で
は
、

暮
春
の
美
景
は
最
も
趣
深
く
、
楽
し
む
べ
き
季
節
で
あ
る
こ
と
を
く

り
返
す
。
重
ね
て
池
主
は
Ｂ
②
に
お
い
て
暮
春
の
美
景
を
述
べ
た
上

で
、
上
巳
の
宴
に
家
持
が
不
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
悲
嘆
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
家
持
作
品
に
お
け
る
中
国
文
学
と
の
交
流
の
画

期
に
、
池
主
と
暮
春
を
テ
ー
マ
と
し
た
文
学
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
、

看
過
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
暮
春
の
文
学
は

「
掾
大
伴
宿
禰
池
主
に
贈
れ
る
悲
し
び
の
歌
二
首
」（
Ａ
①
題
詞
）

か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
友
と
春
の
美
景
を
楽
し
め
な
い
こ
と
に
対
す

る
悲
嘆
の
情
で
貫
か
れ
て
い
る
。

　
辰
巳
正
明
氏
は
、
家
持
の
春
の
悲
し
み
に
は
玉
台
詩
的
な
春
の
女

の
悲
し
み
の
情
と
、
屈
原
の
「
招
魂
」
の
「
目
極
千
里
兮
傷
春
心
」

な
ど
に
み
る
憂
い
の
情
が
あ
り
、
劉
勰
『
文
心
雕
龍
』
の
「
春
秋
代

序
、
陰
陽
惨
舒
。
物
色
之
動
、
心
亦
搖
焉
」〔
春
秋
は
代
序
し
、
陰

陽
は
惨
舒
す
。
物
色
の
動
く
や
、
心
も
亦
搖
く）

11
（

〕
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
六
朝
・
初
唐
の
詩
学
的
理
解
の
中
に
、
家
持
の
春
の
心
の
理
解

も
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る）

11
（

。
さ
ら
に
、
辰
巳
氏
は
同
論
で
、

こ
の
よ
う
な
家
持
の
悲
し
み
の
歌
が
形
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
は
、
池
主
と
の
贈
答
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
、
い
わ
ば
詩

学
の
成
果
で
あ
る
。（
中
略
）
漢
文
学
と
和
歌
と
の
習
合
を
通

し
て
導
か
れ
る
新
た
な
歌
の
装
い
が
「
倭
詩
」
に
外
な
ら
な
い

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
繰
り
返
さ
れ
た
家
持
と
池
主
と
の
贈
答
の

意
味
は
非
常
に
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
家
持
の
悲
し
み
の
情
の
作
品
形
成
に
お
い
て
、

池
主
と
の
贈
答
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
書
簡
文
の
み
な
ら
ず
、
歌
へ
も
視
点
を
移
し
て
み
た
い
。
芳
賀
紀

雄
氏
は
「
親
し
い
者
同
士
の
歌
の
贈
答
に
際
し
て
、
そ
の
表
現
は
、

お
お
む
ね
男
女
間
の
恋
情
表
現
を
襲
う
方
向
に
傾
く
が
、
家
持
と
池

主
の
間
で
は
、
書
簡
に
お
い
て
」
も
そ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る）

1（
（

。
た
と
え
ば
、
Ａ
①
「
係
戀
弥
深
」〔
係
恋
弥
深
し
〕、

Ａ
②
「
能
蠲
戀
緒
」〔
能
く
恋
緒
を
蠲
く
〕、
ま
た
、
天
平
二
十
一
年

三
月
五
日
の
「
越
前
国
の
掾
大
伴
宿
禰
池
主
の
来
贈
せ
る
歌
三
首
」

（
巻
十
八
・
四
〇
七
三
～
七
五
）
の
前
文
で
は
「
忽
増
戀
」〔
忽
ち

に
恋
を
増
す
〕
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
家
持
と
池
主
に
限
ら

ず
、
奈
良
朝
の
男
性
同
士
の
友
へ
の
歌
に
お
い
て
、
恋
歌
の
よ
う
な
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表
現
が
用
い
ら
れ
る
事
例
は
多
く
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
芳
賀
氏
は

前
節
で
み
た
６
「
わ
が
背
子
と
　
手
携
は
り
て
」
と
漢
語
「
携
手
」

に
つ
い
て
、「
詩
・
楽
府
に
お
い
て
も
、
男
女
間
の
表
現
は
、
友
人

間
の
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
く
要
が
あ
ろ
う
」

と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
交
友
の
詩
歌
に
お
い
て
、
男
女
の
愛
情
と
友
情
と

の
表
現
に
は
分
か
ち
が
た
い
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
芳
賀
氏
の
指
摘

の
と
お
り
で
あ
る
。
作
品
群
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
お
い
て
、
池
主
も
家
持
も
互

い
の
こ
と
を
「
わ
が
背
子
」
や
「
君
」
と
い
う
、
女
性
か
ら
男
性
に

対
す
る
称
で
呼
び
合
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
君
」
は
作
品
群
Ａ

Ｂ
Ｃ
の
十
三
首
の
う
ち
十
首
に
用
い
ら
れ
（
三
九
六
六
～
七
四
、
七

七
）、「
君
」
を
用
い
な
い
Ｃ
①
の
三
九
七
五
番
歌
で
は
「
わ
が
背
子

に
恋
ひ
す
べ
な
が
り
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
恋
歌
に
も
転

用
可
能
な
表
現
に
、
次
の
歌
々
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
Ｂ
①
　 

…
…
偲
は
せ
る
　
君
が
心
を
　
愛
は
し
み
　
こ
の
夜
す
が

ら
に
　
寝
も
ね
ず
に
　
今
日
も
し
め
ら
に
　
恋
ひ
つ
つ
ぞ

居
る 

（
三
九
六
九
）

　
Ｂ
①
　 

あ
し
ひ
き
の
山
桜
花
ひ
と
目
だ
に
君
と
し
見
て
ば
吾
恋
ひ

め
や
も 

（
三
九
七
〇
）

　
Ｂ
①
　 

出
で
立
た
む
力
を
無
み
と
籠
り
居
て
君
に
恋
ふ
る
に
心
神

も
な
し 

（
三
九
七
二
）

　
Ｃ
①
　 

山
吹
は
日
に
日
に
咲
き
ぬ
愛
し
と
吾
が
思
ふ
君
は
し
く
し

く
思
ほ
ゆ 

（
三
九
七
四
）

　
Ｃ
①
　 

わ
が
背
子
に
恋
ひ
す
べ
な
が
り
葦
垣
の
外
に
嘆
か
ふ
吾
し

悲
し
も 

（
三
九
七
五
）

　
Ｃ
②
　 

葦
垣
の
外
に
も
君
が
寄
り
立
た
し
恋
ひ
け
れ
こ
そ
ば
夢
に

見
え
け
れ 

（
三
九
七
七
）

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
友
と
し
て
の
親
愛
の
情
を
「
愛
は
し
」
や

「
恋
ひ
」
と
し
て
表
現
し
、
友
の
不
在
を
嘆
く
内
容
が
詠
ま
れ
て
い

る
。
二
人
の
贈
答
は
、
友
と
し
て
の
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
心

を
表
出
す
る
方
法
は
恋
歌
の
表
現

─
女
性
が
男
性
を
恋
慕
う
形
を

と
り
な
が
ら
成
立
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

家
持
と
池
主
は
Ａ
～
Ｃ
の
歌
群
に
お
い
て
は
、
恋
歌
の
形
式
に
内
在

す
る
女
の
悲
し
み
の
型
を
、
交
友
が
実
現
で
き
な
い
男
の
悲
し
み
へ

と
展
開
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
問
題
は
、
当
該
左
注
に
引
用
さ
れ
る
『
毛
詩
』
の
春
は
女
が

悲
し
む
季
節
で
あ
る
と
い
う
理
解
と
、
密
接
に
関
わ
り
合
う
も
の
と

思
わ
れ
る
。
家
持
が
抱
く
当
該
作
品
の
春
の
悲
し
み
の
背
景
に
は
、

左
注
の
『
毛
詩
』
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
、
詩
歌
に
内
在
す
る
〈
春
を

悲
し
む
女
の
情
〉
と
、
歌
の
「
悲
し
」
や
「
独
り
」
の
表
現
に
よ
っ

て
惹
起
さ
れ
る
〈
春
に
友
の
不
在
を
悲
し
む
男
の
情
〉
が
、
切
り
離

せ
な
い
関
係
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
見
て
取
れ
る
。
翻
せ
ば
、
求

め
る
友
が
不
在
で
あ
る
と
い
う
、
春
の
美
景
の
中
に
お
け
る
交
友
の

歌
の
記
憶
が
、
家
持
に
『
毛
詩
』
の
一
文
を
引
用
さ
せ
る
契
機
と

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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当
該
左
注
の
引
用
に
お
い
て
、
家
持
が
〈
男
の
秋
の
悲
し
み
〉
の

詩
を
選
択
せ
ず
〈
女
の
春
の
悲
し
み
〉
で
あ
る
「
春
日
遅
々
」
を
選

択
し
た
の
は
、
交
友
の
関
係
と
し
て
相
手
を
慕
う
こ
と
を
、
女
が
男

を
思
う
姿
に
写
し
取
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
、
詩

歌
の
型
に
内
在
す
る
〈
春
を
悲
し
む
女
の
情
〉
と
、〈
春
に
友
の
不

在
を
悲
し
む
男
の
情
〉
と
が
あ
る
と
い
え
、
当
該
作
品
は
そ
の
両
者

に
根
ざ
し
て
成
立
し
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
当

該
作
品
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
家
持
は
女
の
悲
し
み
に
も
、
交
友

を
実
現
で
き
な
い
男
と
し
て
の
悲
し
み
に
も
触
れ
ず
に
『
毛
詩
』
を

引
用
し
、
当
該
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
態
度
こ
そ
が
、

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
女
の
春
の
悲
し
み
や
男
の
悲
し
み
を
す
べ
て
融

合
し
、
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
、
家
持
の
人
間
と
し

て
の
孤
愁
の
情
の
表
出
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。『
毛
詩
』
の

「
春
日
遅
々
鶬
鶊
正
啼
」
は
、
歌
の
表
現
と
響
き
合
い
な
が
ら
、
性

別
を
超
え
た
人
間
と
し
て
の
悲
し
み
を
示
す
役
割
を
担
っ
て
こ
こ
に

引
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　
本
稿
は
、
家
持
が
当
該
歌
に
対
し
て
『
毛
詩
』
の
一
節
「
春
日

遅
々
鶬
鶊
正
啼
」
を
引
用
し
た
意
図
と
、
そ
の
意
図
に
よ
り
達
成
さ

れ
た
家
持
の
作
品
の
形
成
に
つ
い
て
考
察
し
た
。『
毛
詩
』「
七
月
」

の
『
毛
伝
』
あ
る
い
は
『
鄭
箋
』
で
は
、
春
は
女
が
悲
し
む
季
節
で

あ
る
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
お
り
、
家
持
も
そ
れ
を
理
解
し
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
家
持
は
春
の
女
の
悲

し
み
に
基
づ
い
て
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
に
直
截

的
に
解
釈
す
べ
き
要
素
は
当
該
歌
に
は
見
い
だ
せ
な
い
。
む
し
ろ
、

家
持
の
「
悲
し
」
を
詠
む
春
の
歌
に
は
、
暁
や
夕
の
よ
う
に
間あ
わ
いの
時

に
看
取
さ
れ
る
情
に
対
し
て
、
所
在
不
明
の
〈
悲
し
み
〉
が
描
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
を
家
持
の
詩
情
と
す
る
な
ら
ば
、
春
と
い
う
季
節
に

対
す
る
家
持
の
た
だ
な
ら
ぬ
思
い
入
れ
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
当
該
歌
に
お
け
る
「
悲
し
」
は
、「
春
」
と
い
う
季
節
に
「
独
り
」

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
家
持
作
品
に
お

け
る
「
ひ
と
り
」
は
、
越
中
守
以
前
と
以
後
で
そ
の
用
法
に
差
異
が

存
す
る
。
越
中
守
以
後
の
家
持
が
用
い
る
「
ひ
と
り
」
は
、
妻
や
恋

人
の
み
な
ら
ず
友
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
殊
に
天
平
勝
宝
二

年
四
月
三
日
に
家
持
が
大
伴
池
主
へ
贈
っ
た
歌
（
巻
十
九
・
四
一
七

七
）
に
お
い
て
は
、
う
ら
悲
し
い
春
が
過
ぎ
て
ゆ
き
、
霍
公
鳥
の
声

を
ひ
と
り
聞
く
悲
し
み
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
春
の
季

節
に
〈
ひ
と
り
〉
で
あ
る
悲
し
み
を
述
べ
る
発
想
の
萌
芽
は
、
友
で

あ
る
池
主
の
不
在
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
家
持
の
〈
春
の
悲
し

み
〉
は
、〈
友
の
不
在
〉
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
家
持
と
池
主
に
お
け
る
春
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
家
持
が
越
中
守
に

赴
任
し
た
翌
年
の
天
平
十
九
年
の
暮
春
に
交
わ
し
た
一
連
の
作
品
群

を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
交
友
の
関
係
を
、
春
の
美
景
を
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通
し
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
理
念
に
よ
り
交
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
家
持
と
池
主
の
贈
答
歌
に
は
、
恋
歌
の
表
現
が
多
用
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
は
、
交
友
の
関
係
に
あ
る
友
を
慕
う
こ
と
が
、
女
の

立
場
を
内
在
化
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

家
持
は
『
毛
詩
』
の
引
用
に
よ
り
、
恋
愛
の
詩
歌
の
型
と
し
て
内
在

す
る
〈
春
を
悲
し
む
女
の
情
〉
を
、「
心
悲
し
」「
独
り
」
の
歌
表
現

に
お
い
て
は
、
友
の
不
在
に
よ
り
春
の
美
景
を
楽
し
め
な
い
こ
と
と

し
て
の
〈
春
に
友
の
不
在
を
悲
し
む
男
の
情
〉
を
描
い
て
お
り
、
そ

れ
ら
を
止
揚
す
る
こ
と
で
、
男
女
の
個
別
性
を
超
え
た
、
家
持
の
心

の
景
と
し
て
の
孤
独
と
春
愁
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
人
間
と
し
て
の
孤
独
と
春
愁
の
発
見
が
、
近

代
に
お
け
る
当
該
歌
の
高
い
評
価
に
結
び
つ
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
、

家
持
の
歌
人
と
し
て
の
到
達
点
た
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）　
中
西
進
『
万
葉
集
　
全
訳
注
原
文
付
』（
講
談
社
文
庫
）。
以
下
、

『
万
葉
集
』
の
引
用
は
す
べ
て
同
書
に
よ
る
。

（
２
）　
稲
岡
耕
二
「
天
平
勝
宝
五
年
春
二
月
の
歌
」『
万
葉
集
を
学
ぶ
』
第

八
集
（
一
九
七
八
年
、
有
斐
閣
）

（
３
）　
橋
本
達
雄
「
秀
歌
三
首
の
発
見
─
窪
田
空
穂
顕
彰
─
」『
大
伴
家
持

作
品
論
攷
』（
一
九
八
五
年
、
桜
楓
社
）

（
４
）　
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
選
』（『
窪
田
空
穂
全
集
』
第
二
十
五
巻
、
一
九

六
六
年
、
角
川
書
店
／
初
出
一
九
一
五
年
、
日
月
社
）

（
５
）　
久
松
潜
一
「
大
伴
家
持
に
就
い
て
」（『
万
葉
集
の
新
研
究
』
一
九
二

五
年
、
至
文
堂
）

（
６
）　
折
口
信
夫
「
評
価
の
反
省
─
家
持
の
歌
の
評
釈
─
」（『
折
口
信
夫
全

集
』
第
九
巻
、
一
九
六
六
年
、
中
央
公
論
社
／
初
出
『
婦
人
之
友
』
第

四
十
五
巻
五
号
、
一
九
五
一
年
五
月
）

（
７
）　
佐
佐
木
信
綱
『
評
釈
万
葉
集
』（『
佐
佐
木
信
綱
全
集
』
第
七
巻
、
一

九
五
四
年
、
六
興
出
版
社
）

（
８
）　
中
西
進
「『
絶
唱
三
首
』
の
誤
り
」（『
万
葉
の
時
代
と
風
土
』
一
九

八
〇
年
、
角
川
書
店
）。
中
西
進
氏
は
二
三
日
の
二
首
は
題
詞
に
「
興

に
依
り
て
作
れ
る
」
と
題
さ
れ
た
二
首
で
あ
り
、
二
五
日
の
当
該
作
品

は
日
を
分
か
ち
、
ま
た
「
興
に
依
る
」
作
品
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

「
二
十
五
日
の
も
の
は
興
に
よ
っ
て
作
っ
た
の
で
は
な
い
。
あ
え
て

作
っ
た
も
の
」
で
あ
り
、
連
続
的
な
作
品
と
し
て
扱
う
べ
き
で
は
な
い

こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

（
９
）　
契
沖
『
万
葉
代
匠
記
』（『
契
沖
全
集
』
第
七
巻
、
一
九
七
四
年
、
岩

波
書
店
）

（
10
）　
小
島
憲
之
「
万
葉
集
と
中
国
文
学
と
の
交
流
」（『
上
代
日
本
文
学
と

中
国
文
学
』
中
、
一
九
六
四
年
、
塙
書
房
）

（
11
）　
芳
賀
紀
雄
「
家
持
の
春
愁
の
歌
─
そ
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
犬

養
孝
博
士
米
寿
記
念
論
集
　
万
葉
の
風
土
・
文
学
』
一
九
九
五
年
、
塙

書
房
）

（
12
）　
注
８
　
中
西
論
に
同
じ
。

（
13
）　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』
四
（
二
〇
〇
三
年
、
岩
波
書

店
）

（
14
）　
石
川
忠
久
　
新
釈
漢
文
大
系
『
詩
経
』
中
（
一
九
九
八
年
、
明
治
書

院
）。「
七
月
」
の
引
用
も
同
書
に
よ
る
。

（
15
）　
石
川
忠
久
氏
は
新
釈
漢
文
大
系
の
当
該
詩
の
注
に
お
い
て
、「『
公
』
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と
は
本
来
、
公
宮
の
意
で
、
祭
祀
儀
礼
を
行
う
聖
所
」
で
あ
り
、「『
子
』

は
、『
詩
経
』
中
に
於
い
て
は
、
人
を
さ
す
他
に
、
神
や
神
霊
を
さ
す

場
合
と
、
そ
の
尸
を
さ
す
場
合
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
後
者
に
該

当
し
、
祖
先
の
霊
が
憑
依
す
る
尸
た
る
人
物
を
さ
す
語
。
従
っ
て
、

『
公
子
』
と
は
、
宗
廟
に
於
い
て
祖
霊
神
の
尸
と
な
る
べ
き
人
物
の

意
」
で
、「
神
霊
の
降
臨
を
祈
願
す
る
句
が
、
異
性
へ
の
愛
慕
の
情
を

示
す
句
の
ご
と
く
表
現
さ
れ
る
の
は
、
降
神
儀
礼
が
本
来
は
巫
と
神
と

の
神
婚
の
形
式
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
た
め
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
家
持

が
披
見
し
得
た
『
毛
伝
』
あ
る
い
は
『
鄭
箋
』
の
解
釈
を
重
視
し
た
い
。

（
16
）　
『
十
三
経
注
疏
附
校
勘
記
』（
中
文
出
版
社
）。
以
下
、『
毛
伝
』
の

引
用
は
同
書
に
よ
る
。

（
17
）　
古
典
研
究
会
叢
書 

漢
籍
之
部 

第
一
巻
『
毛
詩
鄭
箋
』
一
（
静
嘉
堂

文
庫
本
影
印
、
一
九
九
二
年
、
汲
古
書
院
）。
以
下
、『
毛
詩
鄭
箋
』
の

引
用
は
同
書
に
よ
る
。

（
18
）　
井
上
光
貞
ほ
か 

校
注
　
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』（
一
九
七
六
年
、

岩
波
書
店
）

（
19
）　
楠
山
春
樹
　
新
釈
漢
文
大
系
『
淮
南
子
』
中
（
一
九
八
二
年
、
明
治

書
院
）

（
20
）　
南
宋
刊
単
疏
本
『
毛
詩
正
義
』（
人
民
文
学
出
版
社
）。
句
読
点
は
筆

者
に
よ
る
。

（
21
）　
大
伴
池
主
へ
の
贈
歌
（「
更
に
贈
れ
る
歌
一
首
并
せ
て
短
歌
」）
に

「
…
…
悲
し
け
く
　
此
処
に
思
ひ
出
　
い
ら
な
け
く
　
其
処
に
思
ひ
出

…
…
」（
巻
十
七
・
三
九
六
九
）
の
例
が
あ
る
が
、
応
神
記
に
載
る
歌

謡
等
に
み
え
る
古
歌
の
章
句
を
転
用
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
た
め
、
用

例
に
は
掲
出
し
な
か
っ
た
。

（
22
）　
森
本
健
吉
・
豊
田
八
十
代
『
万
葉
集
総
釈
』
第
十
巻
（
一
九
三
五
年
、

楽
浪
書
院
）

（
23
）　
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
第
七
巻
（『
窪
田
空
穂
全
集
』
第
十
九

巻
、
一
九
六
七
年
、
角
川
書
店
）

（
24
）　
川
口
常
孝
「
家
持
覚
書
」『
万
葉
歌
人
の
美
学
と
構
造
』（
一
九
七
三

年
、
桜
楓
社
）

（
25
）　
花
房
英
樹
　
全
釈
漢
文
大
系
『
文
選
　
詩
騒
篇
』
三
（
一
九
七
四
年
、

集
英
社
）

（
26
）　
小
尾
郊
一
　
全
釈
漢
文
大
系
『
文
選
　
文
章
篇
』
六
（
一
九
七
六
年
、

集
英
社
）

（
27
）　
鉄
野
昌
弘
「
転
換
期
の
家
持
─
『
病
臥
』
の
作
を
め
ぐ
っ
て
─
」

『
大
伴
家
持
「
歌
日
誌
」
論
考
』（
二
〇
〇
七
年
、
塙
書
房
）

（
28
）　
辰
巳
正
明
「
家
持
の
詩
学
」『
万
葉
集
と
比
較
詩
学
』（
一
九
九
七
年
、

お
う
ふ
う
）

（
29
）　
戸
田
浩
暁
　
新
釈
漢
文
大
系
『
文
心
雕
龍
』（
一
九
七
八
年
、
明
治

書
院
）

（
30
）　
辰
巳
正
明
「
悲
歌

─
家
持
の
春
の
心
」『
万
葉
集
と
比
較
詩
学
』

（
一
九
九
七
年
、
お
う
ふ
う
）

（
31
）　
注
11
　
芳
賀
論
に
同
じ
。

（
32
）　
注
11
　
芳
賀
論
に
同
じ
。

附
記
　 

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
度
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
冬
季
大
会
の

研
究
発
表
に
基
づ
き
、
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
ご
質

問
、
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


