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『
江
帥
集
』
は
、
儒
者
歌
人
・
大
江
匡
房
の
源
泉
的
家
集
で
あ
る
。
匡
房
は
、

官
僚
と
し
て
大
江
氏
歴
代
で
最
も
高
位
高
官
に
の
ぼ
り
、
儒
者
と
し
て
幾
つ
も

著
作
を
持
つ
一
方
で
、
和
歌
に
お
い
て
も
白
河
・
堀
河
・
鳥
羽
の
三
代
の
天
皇

の
大
嘗
会
和
歌
詠
進
や
『
堀
河
百
首
』
等
の
歌
人
と
し
て
目
覚
ま
し
い
活
躍
が

あ
っ
た
。
筆
者
は
近
年
、『
江
帥
集
』
を
詠
作
の
場
や
登
場
人
物
の
面
か
ら
分

析
・
考
察
し
、
集
の
構
成
と
成
立
時
期
に
つ
い
て
一
定
の
結
論
を
得
た⑴
。
即
ち
、

歌
数
に
お
い
て
全
体
の
約
三
分
の
二
を
占
め
る
前
半
部
は
、
康
和
四
（
一
一
〇

二
）
年
六
月
に
匡
房
が
大
宰
府
か
ら
帰
京
し
た
後
に
自
撰
し
、
一
旦
成
立
し
た

も
の
で
、
堀
河
天
皇
の
家
集
収
集
の
動
き⑵
の
中
で
短
期
間
に
編
纂
さ
れ
た
か
と

思
わ
れ
る
。
残
る
三
分
の
一
の
後
半
部
は
、
匡
房
の
没
し
た
天
永
二
（
一
一
一

一
）
年
十
一
月
以
降
の
比
較
的
早
い
時
期
に
、
養
子
と
な
っ
て
い
た
藤
原
家
保

等
の
手
に
よ
り
増
補
さ
れ
た⑶
も
の
と
考
え
て
い
る
。

１

『
江
帥
集
』
の
自
撰
部
が
編
纂
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
康
和
四
、
五
年
頃
は
、

後
世
に
堀
河
院
歌
壇
に
お
け
る
一
大
業
績
と
称
え
ら
れ
る
『
堀
河
百
首
』
の
成

立
時
期⑷
に
近
接
し
、
こ
の
『
江
帥
集
』
内
に
は
『
堀
河
百
首
』
歌
と
重
な
る
歌

が
複
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る⑸
。
そ
れ

は
次
に
挙
げ
る
四
首
で
あ
る
。（
以
下
引
用
は
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
収
録
の
本

に
よ
り
、
適
宜
漢
字
を
あ
て
濁
点
等
を
付
し
た
。
ま
た
以
後
、『
江
帥
集
』
を
集
、

『
堀
河
百
首
』
は
百
首
と
略
記
）

わ
ぎ
も
こ
が
袖
振
る
山
は
春
き
て
ぞ
霞
の
衣
た
ち
わ
た
り
け
る

�

（
集
・
春
、
一
〇
／
百
首
・
霞
、
三
四
）

天
の
河
よ
を
長
月
も
あ
る
も
の
を
な
ど
初
秋
を
契
り
そ
め
け
ん

�

（
集
・
秋
、
八
〇
／
百
首
・
七
夕
、
五
七
八
）

ま
こ
も
か
る
淀
の
沢
水
深
け
れ
ど
底
ま
で
月
の
か
げ
は
見
え
け
り

�

（
集
・
秋
、
九
七
／
百
首
・
月
、
七
八
六
）

ま
く
り
で
の
袖
に
も
恋
の
隠
れ
ぬ
は
涙
の
色
の
し
る
き
な
り
け
り

�

（
集
・
恋
、
二
二
九
／
百
首
・
不
逢
恋
、
一
一
五
四
）

こ
の
四
首
は
、
勅
撰
集
に
倣
っ
て
整
然
と
分
類
さ
れ
た
『
江
帥
集
』
前
半
の
各

部
に
、
一
〇
・
八
〇
・
九
七
番
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
「
霞
」「
七
夕
」「
月
」
の
各
題

の
歌
と
し
て
、
ま
た
二
二
九
番
歌
は
、「
あ
る
所
に
て
、
ほ
の
か
に
人
を
見
て
」

と
い
う
詞
書
に
よ
る
数
首
の
中
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
『
堀
河
百

首
』
歌
と
は
全
く
わ
か
ら
な
い
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。

竹
下
豊
氏
は
、『
江
帥
集
』
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
『
堀
河
百
首
』
歌
の
扱

い
に
つ
い
て
、「
晴
の
家
集
―
堀
河
百
首
歌
人
の
家
集
を
中
心
に
―
」
に
お
い

『
江
帥
集
』
の
筑
紫
に
お
け
る
歌

髙
野
瀬
　
　
惠
　
　
子
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て
、「
…
…
歌
の
当
初
の
詠
歌
事
情
を
重
視
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
く
、

八
〇
、
九
七
の
例
を
勘
案
す
る
と
、
敢
え
て
堀
河
百
首
歌
で
あ
る
こ
と
を
明
示

す
る
必
要
性
を
認
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。」
と
し
、
続
け

て
「
八
〇
、
九
七
の
歌
も
本
来
は
別
の
場
で
読
ま
れ
た
歌
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

後
に
『
堀
河
百
首
』
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
、『
堀
河
百
首
』
か
ら
は
一
首
も
採
っ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
。」
と
述
べ
る
。
ま
た
、「（『
堀
河

百
首
』
は
）
匡
房
に
お
い
て
は
、
大
嘗
会
御
屏
風
歌
、
風
俗
歌
よ
り
は
下
位
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
堀
河
百
首
歌
に
つ
い
て
は
『
堀
河

百
首
』
そ
の
も
の
が
証
本
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
百
首
と
い
う
歌
員
が
多
過
ぎ

た
の
か
、
理
由
は
い
ろ
い
ろ
推
測
で
き
る
が
、『
江
帥
集
』
で
は
、『
堀
河
百
首
』

は
殆
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
。」
と
述
べ
つ
つ
も
、
最
終
的
に
こ
の
集
を
、「『
晴
』

の
歌
を
中
心
に
収
録
し
、
勅
撰
集
的
部
立
に
倣
っ
た
整
序
さ
れ
た
構
成
を
持
つ

『
晴
の
家
集
』
と
看
做
す
こ
と
が
出
来
る
。」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

こ
の
『
江
帥
集
』
の
『
堀
河
百
首
』
歌
に
対
す
る
扱
い
の
問
題
は
、
一
〇
番

「
わ
ぎ
も
こ
が
」
の
歌
は
、
集
で
は
詞
書
に
「
於
大
宰
府
詠
之　

か
す
み
」
と

あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
そ
の
点
か
ら
も
、
検
討
す
べ
き
余
地
も
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
実
は
、
詞
書
に
「
於
大
宰
府
詠
之
」
と
あ
る
歌
で
、『
堀
河
百
首
』

と
奇
妙
な
関
わ
り
を
持
つ
歌
が
他
に
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
詞
書
に

「
大
宰
府
」
と
明
示
す
る
歌
と
そ
れ
と
関
係
す
る
可
能
性
の
あ
る
歌
を
挙
げ
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

於
大
宰
府
詠
之
、
か
す
み

わ
ぎ
も
こ
が
袖
振
る
山
は
春
き
て
ぞ
霞
の
衣
た
ち
わ
た
り
け
る�

（
一
〇
）

　

〔　
　
　

か
す
み

昨
日
ま
で
け
ぶ
り
て
見
え
し
か
ま
ど
山
け
さ
は
霞
や
立
ち
渡
る
ら
ん

�

（
一
三
）〕

　
　

花
、
於
大
宰
府
詠
之

を
は
つ
きマ
マ

や
雲
居
に
花
の
咲
く
こ
ろ
は
天
の
河
波
立
つ
か
と
ぞ
見
る

�

（
三
三
）

　
　

於
大
宰
府
思
京
洛
間
、
聞
雁

玉
づ
さ
を
帰
る
雁
に
も
つ
く
べ
き
に
北
へ
行
く
こ
そ
か
ひ
な
か
り
け
れ

�

（
一
七
一
）

こ
の
う
ち
一
三
番
歌
「
昨
日
ま
で
」
は
大
宰
府
と
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
霞

の
歌
で
、
大
宰
府
に
近
い
「
か
ま
ど
山
」
を
詠
み
込
ん
で
お
り
、「
か
ま
ど
山
」

が
院
政
期
以
前
に
は
大
宰
府
に
下
向
し
た
人
物
か
、
そ
の
関
係
者
が
下
向
し
た

当
人
に
送
っ
た
歌
で
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
れ

も
大
宰
府
に
い
た
折
の
詠
作
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
と
見
て
こ
こ
に
挙
げ
て
お

く
。四

首
中
で
問
題
を
含
む
歌
が
三
三
番
歌
で
、
先
ず
は
初
句
の
問
題
が
あ
り
、

「
を
は
つ
きマ
マ

の
」
と
い
う
初
句
は
「
を
は
つ
せ
」
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
冷
泉
家
本
三
三
番
歌
で
は
、「
を
は
つ
き
」
の
「
き
」
の
箇
所
は
、「
な
」

に
見
せ
消
ち
で
右
に
片
仮
名
で
「
キ
」
と
あ
る
。
同
集
の
三
八
番
歌
に
も
、

　
　

花
い
ま
だ
い
で
ず
、
歌
合
に
も
ち
ゐ
る
べ
し

天
の
河
雲
の
し
が
ら
み
越
え
に
け
り
花
散
り
つ
も
る
を
は
つ
き
の
山

と
い
う
歌
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は
「
を
は
つ
き
」
の
「
き
」
を
「
支
」
を
字
母
と

す
る
仮
名
で
書
い
て
あ
る
。
従
っ
て
冷
泉
家
本
『
江
帥
集
』
で
は
、「
を
は
つ
き
」

と
読
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
三
三
番
歌
の
他
出
か
と
思
わ
れ
る

歌
が
、『
金
葉
集
』
に
初
度
本
か
ら
三
奏
本
ま
で
一
貫
し
て
採
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
初
句
が
「
初
瀬
山
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

遥
見
山
花
と
い
へ
る
事
を
よ
め
る　
　
　

大
蔵
卿
匡
房
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初
瀬
山
く
も
ゐ
に
花
の
咲
き
ぬ
れ
ば
天
の
河
波
た
つ
か
と
ぞ
見
る

�

（
金
葉
二
・
春
、
五
一
／
初
度
・
春
、
七
七
／
三
奏
・
春
、
五
〇
）

ま
た
、
三
八
番
歌
の
ほ
う
も
、『
続
詞
花
集
』
に
、

　
　

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
卿
匡
房

あ
ま
の
河
雲
の
し
が
ら
み
た
え
に
け
り
花
ち
り
つ
も
る
を
は
つ
せ
の
山

�

（
春
下
・
七
二
）

と
見
え
る
歌
と
同
一
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
初
瀬
山
を
「
を
は
つ
せ
の
山
」

と
詠
む
例
は
『
後
撰
和
歌
集
』
雑
三
（
一
二
四
二
）
に
、

菅
原
や
伏
見
の
く
れ
に
見
わ
た
せ
ば
霞
に
ま
が
ふ
を
は
つ
せ
の
山

と
あ
る
の
が
早
い
例
で
、
同
歌
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』（
八
四
四
）
に
も
見
え
る
。

従
っ
て
こ
れ
ら
の
勅
撰
集
の
歌
か
ら
は
、
三
三
番
、
三
八
番
と
も
に
「
を
は
つ

き
」
は
「
を
は
つ
せ
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
こ
の
三
三
番
歌
に
関
わ
る
問
題
の
二
つ
目
と
し
て
、
こ
の
歌
が
初
句

を
『
金
葉
集
』
と
同
様
に
「
初
瀬
山
」
と
し
た
形
で
、『
堀
河
百
首
』
の
曼
殊

院
本
（
日
本
大
学
総
合
図
書
館
蔵
）
等
で
、
源
国
信
の
「
桜
」
題
の
歌
と
し
て

掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る⑹
。『
堀
河
百
首
』
は
異
伝
歌
が
多
い
よ

う
で
は
あ
る
が
、
こ
の
匡
房
歌
が
国
信
歌
に
な
っ
て
い
る
問
題
は
、
匡
房
と
国

信
と
が
並
び
順
（
即
ち
歌
の
順
）
で
匡
房
の
次
が
国
信
で
隣
り
合
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
書
写
時
に
歌
が
ず
れ
て
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

場
合
は
「
桜
」
題
の
匡
房
歌
が
「
初
瀬
山
」
の
歌
の
ほ
う
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
但
し
、『
金
葉
集
』
で
は
『
堀
河
百
首
』
歌
に
つ
い
て
は
詞
書
に
「
百

首
歌
中
に
」
と
書
き
添
え
て
い
る⑺
が
、
匡
房
の
「
初
瀬
山
」
の
歌
に
つ
い
て
は

そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、「
初
瀬
山
」
の
歌
は
『
堀
河
百
首
』

歌
に
は
な
ら
な
か
っ
た
歌
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
異
伝
歌
と
し
て
国
信
の

歌
と
な
っ
て
い
る
写
本
の
存
在
は
、
匡
房
が
こ
の
歌
を
「
桜
」
の
歌
と
し
て
一

時
的
に
せ
よ
『
堀
河
百
首
』
の
歌
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
思
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
歌
が
大
宰
府
で
詠
ん
だ
と
明
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
霞
や
花
（
桜
）
は
頻
繁
に
詠
ま
れ
る
題
材
で
は
あ
る
も
の

の
、『
堀
河
百
首
』
歌
と
な
っ
た
一
〇
番
歌
が
、「
袖
振
る
山
」
と
し
て
「
ひ
れ

振
る
山
」
即
ち
鏡
山
の
松
浦
佐
用
姫
伝
説
を
想
起
さ
せ
る
句
を
持
ち
、
筑
紫
に

お
け
る
歌
ら
し
さ
が
見
え
る
の
に
対
し
て
、
花
（
桜
）
詠
が
「
小
初
瀬
」
を
詠

ん
で
筑
紫
と
の
繋
が
り
を
感
じ
さ
せ
な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
大
宰
府
で
詠
ん

だ
と
明
示
さ
れ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

『
堀
河
百
首
』
の
出
題
と
詠
進
が
、
い
つ
頃
か
ら
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
の

か
、
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
っ
て
明
ら
か
で
は
な
い
。
匡
房
が
任
果
て
て
上
京

し
た
康
和
四
年
は
、
こ
れ
も
堀
河
院
歌
壇
に
よ
る
斬
新
な
試
み
と
し
て
名
高
い

『
内
裏
艶
書
合
』
が
五
月
上
旬
に
行
わ
れ
て
お
り
、
匡
房
は
六
月
十
三
日
に
帰

洛
し
て
い
る
（『
中
右
記
』）。
そ
し
て
、『
堀
河
百
首
』
の
三
条
家
本
（
神
宮
文

庫
蔵
）
に
は
、「
匡
房
を
題
者
に
藤
原
公
実
が
勧
進
し
て
奏
覧
し
た
」
旨
の
奥

書
が
あ
る
と
い
う⑻
。
本
稿
で
は
『
堀
河
百
首
』
の
成
立
論
に
踏
み
込
む
こ
と
は

し
な
い
が
、
諸
論
や
歌
壇
の
状
況
か
ら
考
え
て
、
こ
の
百
首
は
匡
房
が
堀
河
院

歌
壇
に
復
帰
し
て
の
ち
に
始
動
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
時
期
的

な
近
接
か
ら
、
匡
房
の
家
集
自
撰
の
意
図
等
も
、
今
少
し
詳
細
に
考
究
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。２

匡
房
は
、
永
長
二
（
一
〇
九
七
）
年
閏
正
月
六
日
に
源
経
信
が
薨
じ
た
こ
と

に
よ
り
、
同
年
三
月
に
大
宰
権
帥
を
兼
ね
る
こ
と
に
な
り
、
翌
年
の
承
徳
二

（
一
〇
九
八
）
年
九
月
、
大
宰
府
に
下
向
し
て
い
る
。
大
宰
府
に
在
る
こ
と
お
よ

そ
三
年
半
、
康
和
四
（
一
一
〇
二
）
年
正
月
に
「
得
替
解
任
」
と
な
り
、
六
月
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半
ば
に
帰
京
し
た
。

「
於
大
宰
府
」
と
示
さ
れ
る
歌
は
、
前
半
自
撰
部
分
の
秋
歌
部
ま
で
に
あ
り
、

冬
歌
以
降
で
は
「
つ
く
し
に
て
」
と
付
さ
れ
た
歌
が
自
撰
部
に
七
首
、
増
補
部

に
一
首
あ
る
。
以
下
に
そ
の
全
歌
を
示
す
。

　
　

冬
の
夜
の
月
、
つ
く
し
に
て

年
を
へ
て
頭
に
積
も
る
白
雪
の
影
は
づ
か
し
き
冬
の
夜
の
月�

（
一
三
四
）

　
　

鷹
狩
、
つ
く
し
に
て

雪
深
き
う
だ
の
の
み
つ
の
草
枯
れ
に
真
白
の
鷹
を
あ
は
せ
て
ぞ
ゆ
く

�

（
一
四
〇
）

　
　

雪
、
つ
く
し
に
て

夜
の
ほ
ど
に
い
か
な
る
国
に
来
に
け
り
と
驚
く
ば
か
り
降
れ
る
白
雪

�

（
一
四
一
）

　
　

暁
の
山
の
雪
、
つ
く
し
に
て

か
ま
ど
山
ま
た
夜
を
こ
め
て
降
り
積
も
る
峰
の
白
雪
あ
け
て
こ
そ
見
め

�

（
一
四
二
）

　
　

つ
く
し
に
て
の
詠
之

薄
氷
と
け
も
や
す
ら
ん
冬
の
夜
の
霜
う
ち
払
ふ
を
し
の
羽
風
に

�

（
一
四
七
）

　
　

政
長
朝
臣
八
条
長
歌
尋
可
書
冬
夜
長
歌
、
つ
く
し
に
て

冬
に
な
り　

四
方
の
草
木
も　

枯
れ
果
て
て　

天
の
原
さ
へ　

冴
え
渡
り　

空
か
き
曇
り　

降
る
雪
の　

溶
け
む
ご
も
な
く　

積
も
り
つ
つ　

か
ま
ど

の
山
の　

山
森
は　

行
方
も
見
え
ず　

み
ご
も
り
て　

爪
木
こ
り
焚
く　

朝
夕
の　

煙
の
み
こ
そ　

立
ち
て
け
れ　

葎
さ
し
た
る　

草
の
庵
に　

軒

の
垂
氷
に　

閉
ぢ
ら
れ
て　

ま
ば
ら
に
編
め
る　

柴
の
戸
は　

あ
け
ん
年

を
や　

絶
え
ず
待
つ
ら
ん�

（
三
一
三
）

　
　

花マ
マ

後
述
懐

新
玉
の　

年
立
ち
か
へ
り　

雪
つ
も
る　

齢
も
そ
ら
に　

な
り
に
け
り　

あ
は
れ
恋
ひ
し
き　

わ
か
の
浦
の　

昔
の
よ
を
ば　

い
か
で
か
は　

流
る

る
水
の　

か
へ
る
べ
き　

朝
夕
わ
か
ず　

か
き
つ
む
る　

藻
塩
の
か
ら
の　

い
た
づ
ら
に　

す
ぐ
る
月
日
は　

元
結
の　

深
紫
の　

霜
と
な
り　

表
に

た
た
む　

白
波
の　

し
ら
ぬ
翁
に　

成
り
は
て
て　

嘆
き
尽
き
せ
ぬ　

つ

く
し
な
る　

生
き
の
松
原　

生
き
た
ら
ば　

花
の
都
に　

帰
ら
ざ
ら
め
や

�

（
三
一
四
）

　
　

つ
く
し
に
て
、
五
月
ま
で
雨
降
ら
ぬ
に
、
方
々
祈
り
し
て
の
ち

早
苗
と
る
水
を
引
き
引
き
ま
か
せ
つ
つ
あ
は
れ
楽
し
き
あ
め
の
下
か
な

�

（
三
七
五
）

大
宰
府
に
在
っ
た
間
は
、
春
、
秋
の
歌
よ
り
も
、
冬
の
歌
が
多
く
詠
ま
れ
た

よ
う
だ
。
匡
房
は
下
向
の
前
年
十
月
に
母
を
亡
く
し
て
お
り
、
下
向
後
の
十
月

に
は
亡
母
の
一
周
忌
願
文
を
作
り
、
そ
の
翌
年
の
二
月
に
は
、
宇
佐
御
許
山
で

僧
六
人
に
法
華
三
昧
を
修
さ
せ
て
い
る⑼
。
そ
う
し
た
身
内
の
弔
事
ば
か
り
で
な

く
、
実
は
、
大
宰
府
で
詠
ま
れ
た
歌
に
は
、
正
確
に
言
え
ば
哀
傷
歌
も
一
部
含

ま
れ
る
。
詳
細
は
後
章
に
述
べ
る
が
、
匡
房
下
向
後
に
は
、
無
常
を
感
じ
さ
せ

る
出
来
事
が
続
い
た
。
一
般
的
に
も
冬
は
引
き
籠
も
り
が
ち
に
な
る
こ
と
が
少

な
く
な
い
季
節
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
つ
く
し
に
て
」
と
付
し
た
歌
は

冬
の
間
の
孤
独
と
寂
寥
を
慰
め
る
た
め
の
詠
作
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
三
四
番
歌
「
年
を
経
て
」
の
次
に
は
、
実
は
以
下
の
歌
が
続
く
。

　
　

慶
び
、
高
く
進
む
て
ふ
か
し

君
が
代
の
長
き
た
め
し
の
冬
の
夜
は
雪
つ
む
と
し
も
嘆
か
れ
ぬ
か
な

�

（
一
三
五
）

　
　

か
へ
り
ご
と
に
、
送
禄
衣
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老
い
ら
く
の
雪
つ
む
年
は
忘
る
と
も
夜
の
衣
は
あ
つ
く
し
も
あ
ら
じ

�

（
一
三
六
）

こ
の
二
首
は
、
或
い
は
匡
房
と
都
に
い
る
人
物
と
の
贈
答
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
従
二
位
権
中
納
言
で
大
宰
府
に
下
向
し
た
匡
房
だ
が
、
康
和
四
年
の

「
得
替
解
任
」
の
前
の
正
月
五
日
に
「
赴
任
賞
」
に
よ
り
「
追
叙
」
さ
れ
て
正

二
位
と
な
っ
て
い
る
（『
公
卿
補
任
』）。「
慶
び
」
が
そ
の
事
を
さ
し
て
い
て
、

そ
の
内
示
等
が
匡
房
の
許
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
と
想
像

す
る
と
、「
君
が
代
の
長
き
た
め
し
」
と
詠
ま
れ
る
こ
と
も
、「
冬
の
夜
は
雪
積

む
と
し
も
嘆
か
れ
ぬ
（
雪
が
降
り
積
も
る
辛
い
冬
も
嘆
く
気
持
ち
は
な
い
）」

と
続
く
の
も
、
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
返
歌
に
「
送
禄
衣
」

と
あ
る
こ
と
も
符
合
す
る
で
あ
ろ
う
。

一
四
〇
番
「
雪
深
き
」
の
歌
も
興
味
深
い
点
が
見
ら
れ
る
。
大
宰
府
に
お
い

て
「
鷹
狩
」
題
を
詠
ん
で
い
る
点
で
、「
花
、
於
大
宰
府
詠
之
」
の
三
三
番
歌

と
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
歌
わ
れ
た
地
名
が
筑
紫
と
関

わ
り
が
な
く
、
屏
風
歌
等
で
詠
ま
れ
る
題
で
の
詠
作
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
解
釈
に
悩
む
点
の
あ
る
歌
で
、
二
句
「
う
た
の
の
み
つ
の
」
は
、「
う

だ
野
の
水
」
か
「
う
だ
の
野
水
」
か
、
ど
ち
ら
に
考
え
る
べ
き
か
。
更
に
、「
う

だ
」
も
大
和
の
「
宇
陀
」
と
も
、
平
安
京
西
北
の
「
宇
多
」
と
も
考
え
ら
れ
る

余
地
が
あ
り
そ
う
な
の
で
あ
る
。「
う
だ
」
に
は
『
万
葉
集
』
に
詠
ま
れ
た
「
宇

陀
」
が
ま
ず
考
え
ら
れ
、
万
葉
歌
の
影
響
と
見
る
こ
と
も
で
き
そ
う
な
の
で
あ

る
が
、
歌
語
に
注
目
す
る
と
、
次
の
屏
風
歌
が
匡
房
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性

も
あ
る
。（

入
道
前
太
政
大
臣
家
大
饗
し
侍
り
け
る
屏
風
に
、
野
行
幸
か
き
た

る
と
こ
ろ
に
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
け
ま
さ

と
や
が
へ
る
真
白
の
鷹
を
引
き
す
ゑ
て
君
が
御
狩
に
あ
は
せ
つ
る
か
な

�

（
後
葉
集
・
四
四
二　

祭
主
輔
親
の
四
四
一
番
歌
を
省
略
）

歌
の
作
者
は
藤
原
輔
尹
。
文
章
生
出
身
で
、
道
長
・
賴
通
周
辺
で
活
躍
し
た
和

漢
兼
才
の
人
物
で
あ
る
。「
野
行
幸
」
と
は
、
天
皇
が
鷹
狩
の
た
め
に
近
郊
の

紫
野
・
嵯
峨
野
・
大
原
野
等
へ
行
幸
し
た
こ
と
を
言
い
、
平
安
中
期
に
は
行
わ

れ
な
く
な
っ
て
い
た
行
事
で
あ
る
。
そ
の
行
幸
の
地
の
一
つ
紫
野
の
西
側
、
嵯

峨
野
か
ら
は
東
側
に
あ
た
る
の
が
宇
多
野
で
、
現
在
の
京
都
市
右
京
区
の
西
北

端
、
陽
明
文
庫
が
あ
る
辺
り
で
あ
る
。
宇
多
野
は
「
平
安
時
代
に
『
禁
裡
御
料
』

の
遊
猟
地
と
な
っ
て
い
た
か
ら
、
狩
に
関
す
る
場
合
は
…
…
こ
の
地
の
こ
と
と

し
て
よ
か
ろ
う⑽
」
と
の
解
釈
も
存
す
る
。
匡
房
は
こ
の
輔
尹
の
歌
か
ら
「
真
白

の
鷹
、
あ
は
す
」
等
の
歌
語
の
ほ
か
に
、「
宇
多
」
の
野
を
思
い
浮
か
べ
た
可

能
性
も
あ
る
。
そ
し
て
、
か
つ
て
は
秋
の
「
小
鷹
狩
」
と
冬
の
「
大
鷹
狩
」
が

あ
っ
た
の
が
、
平
安
中
後
期
に
な
る
と
「
鷹
狩
」
は
専
ら
冬
の
行
事
と
し
て
詠

ま
れ
、『
嘉
言
集
』
や
『
和
泉
式
部
集
』
に
よ
れ
ば
、「
雪
の
中
の
鷹
狩
」
の
屏

風
絵
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
上
の
問
題
点
も
目
立
つ
一
四
〇
番
歌
で
は
あ
る
が
、
興
味

深
い
点
は
も
う
一
つ
あ
り
、
そ
れ
は
次
に
示
す
『
堀
河
百
首
』・「
鷹
狩
」
の
藤

原
仲
実
詠
と
の
歌
語
の
類
似
で
あ
る
。

や
か
た
尾
の
ま
し
ろ
の
鷹
を
引
き
す
ゑ
て
う
だ
の
鳥と

立だ
ち

を
狩
り
く
ら
し
つ

る�

（
百
首
・
鷹
狩
、
一
〇
六
三
／
千
載
・
冬
、
四
二
一　

藤
原
仲
実
）

岩
波
新
大
系
『
千
載
集
』
で
は
、
こ
の
仲
実
の
歌
に
、

や
か
た
尾
の
真
白
の
鷹
を
や
ど
に
す
ゑ
か
き
な
で
み
つ
つ
飼
は
し
く
よ
し

も�

（
万
葉
・
巻
十
九
、
四
一
五
五　

大
伴
家
持
）

と
、

や
か
た
尾
の
真
白
の
鷹
を
引
き
す
ゑ
て
君
が
み
ゆ
き
に
あ
は
せ
つ
る
か
な

�

（
古
今
六
帖
・
二
、
一
一
七
三　

よ
み
人
し
ら
ず
）
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と
の
二
首
を
挙
げ
て
、「
二
首
の
歌
を
ふ
ま
え
て
一
首
を
構
成
し
た
」
と
注
し

て
い
る
。
確
か
に
そ
う
も
言
え
る
が
、
右
の
二
首
に
は
狩
り
場
の
名
「
う
だ
」

は
な
い
。
仲
実
の
場
合
も
万
葉
歌
の
影
響
の
範
囲
と
し
て
「
う
だ
＝
宇
陀
」
と

見
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
で
片
付
く
話
で
は
あ
る
が
、
歌
人
達
の
交
流
が
密
な
状

態
で
詠
ま
れ
た
と
言
わ
れ
る
『
堀
河
百
首
』
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
匡
房
の
一
四

〇
番
歌
の
存
在
が
少
々
気
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
百
首
の
「
鷹
狩
」
題
で
は
、

狩
り
場
の
名
は
「
交
野
（「
交
野
の
里
」「
交
野
の
原
」
を
含
む
）」
が
五
首
と

多
い
中
で
、
仲
実
は
「
う
だ
」
と
詠
ん
で
い
る
。
と
は
言
え
、
他
に
顕
季
も
「
い

は
せ
野
」
を
詠
ん
で
い
て
、
仲
実
一
人
だ
け
が
他
と
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
も

な
く
、
匡
房
の
「
鷹
狩
」
歌
は
集
一
四
〇
番
歌
と
は
異
な
る
も
の
で
、
地
名
も

詠
み
込
ん
で
は
い
な
い
。

一
四
七
番
歌
で
は
、
詞
書
「
つ
く
し
に
て
の
詠
之0

」
が
や
や
不
審
で
あ
る
。

「
筑
紫
に
て
の
」
と
「
の0

」
が
付
く
な
ら
ば
、「
詠
之0

」
で
は
語
法
的
に
お
か
し

い
。
そ
こ
で
冷
泉
家
本
の
「
之
」
字
を
見
る
と
、「
之0

」
は
「
也
」
の
崩
し
字

形
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
も
と
は
「
つ
く
し
に
て
の
詠
也0

」
で
あ
っ
た
可
能
性

も
あ
る
。
同
じ
く
字
に
不
審
な
点
が
あ
る
の
が
三
一
四
番
の
長
歌
の
題
で
、「
花0

後
述
懐
」
は
歌
の
内
容
か
ら
み
て
適
切
で
は
な
く
、「
老
後
述
懐
」
と
あ
る
べ

き
と
こ
ろ
で
、
冷
泉
家
本
を
写
し
た
書
陵
部
本
で
は
、
朱
で
「
花
」
が
見
せ
消

ち
さ
れ
て
右
に
「
老
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

三
一
三
番
、
三
一
四
番
の
長
歌
二
首
は
、
内
容
か
ら
見
て
と
も
に
大
宰
府
で

詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
詞
書
中
の
「
政
長
朝
臣
八
条
長
歌
」
と
は
、
か
つ

て
源
政
長
の
八
条
邸
で
行
わ
れ
た
長
歌
の
歌
会
を
さ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
折
の
源
経
信
、
同
俊
頼
の
詠
作
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
集
に
残
さ
れ
て
い
る
。

続
く
「
尋
可
書
」
と
は
、
そ
の
歌
会
の
折
の
歌
を
探
し
出
し
て
書
く
べ
き
で
あ

る
、
の
意
か
と
思
わ
れ
、「
冬
夜
長
歌
」
は
、
そ
の
歌
会
に
お
け
る
歌
題
が
「
初

冬
述
懐
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
参
考
と
し
て
経
信
の

長
歌
を
次
に
挙
げ
る
。（
引
用
は
『
新
編
私
家
集
大
成
』
に
よ
り
、
適
宜
、
踊

り
字
を
仮
名
に
直
し
、
漢
字
を
当
て
、
濁
点
を
付
し
た
）

　
　

初
冬
述
懐
、
永
保
二
年
十
月
日
、
刑
部
卿
政
長
八
条
会

新
玉
の　

年
暮
れ
ゆ
き
て　

千
早
振
る　

神
無
月
に
も　

な
り
ぬ
れ
ば　

露
よ
り
霜
を　

結
び
お
き
て　

野
山
の
け
し
き　

異
な
れ
ば　

情
け
多
か

る　

人
人
の　

と
を
ち
の
里
に　

ま
ど
ゐ
し
て　

憂
へ
わ
す
る
る　

こ
と

な
れ
や　

竹
の
葉
を
こ
そ　

か
た
ぶ
く
れ　

心
を
す
ま
す　

我
な
れ
や　

桐
の
糸
に
も　

た
づ
さ
は
る　

身
に
し
む
こ
と
は　

庭
の
お
も
に　

草
木

を
た
の
み　

鳴
く
虫
の　

絶
え
絶
え
に
の
み　

な
り
ま
さ
り　

雲
路
に
ま

ど
ひ　

ゆ
く
雁
も　

消
え
み
消
え
ず
み　

見
え
渡
り　

時
雨
は
降
れ
ば　

紅
葉
ば
も　

洗
ふ
錦
と　

あ
や
ま
た
れ　

霧
し
晴
る
れ
ば　

月
影
も　

澄

め
る
鏡
に　

異
な
ら
ず　

言
葉
に
た
え
ず　

敷
島
に　

す
み
け
る
君
も　

紅
葉
ば
の　

竜
田
の
河
に　

流
る
る
を　

渡
ら
で
こ
そ
は　

惜
し
み
け
れ　

し
か
の
み
な
ら
ず　

唐
国
に　

渡
り
し
人
も　

月
影
の　

春
日
の
山
に　

出
で
し
を
ば　

忘
れ
で
こ
そ
は　

眺
め
け
れ　

か
か
る
ふ
る
ご
と　

覚
ゆ

れ
ど　

わ
が
身
に
つ
も
る　

薪
に
て　

言
葉
の
つ
ゆ
も　

漏
り
が
た
し　

心
消
え
た
る　

灰
な
れ
や　

思
ひ
の
ご
と
も　

う
ら
が
れ
ず　

知
ら
ぬ
翁

に　

な
り
ゆ
け
ば　

睦
ぶ
る
た
れ
も　

な
き
ま
ま
に　

人
を
よ
ば
ひ
の　

草
も
か
れ　

わ
が
錦
木
も　

朽
ち
果
て
て　

こ
と
ぞ
と
も
な
き　

身
の
上

を　

あ
は
れ
朝
夕　

何
嘆
く
ら
ん�

（
経
信
Ⅲ
・
一
七
六
）

源
政
長
（
一
〇
三
八
～
九
七
）
は
、
宇
多
源
氏
、
資
通
の
二
男
。
雅
楽
家
と
し

て
高
名
で
、
堀
河
天
皇
の
郢
曲
と
笛
の
師
を
つ
と
め
た
。『
江
帥
集
』
で
は
、

春
歌
の
一
四
番
歌
に
「
政
長
」
の
「
八
条
」
で
「
垣
根
の
梅
（
牆
根
梅
花
）」

を
詠
ん
だ
こ
と
が
見
え
る
。
匡
房
も
経
信
、
俊
頼
ら
と
共
に
政
長
の
八
条
邸
で
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の
歌
会
に
集
っ
た
一
人
な
の
で
あ
ろ
う
。『
経
信
集
』
の
詞
書
に
従
え
ば
、
長

歌
の
歌
会
は
永
保
二
（
一
〇
八
二
）
年
の
十
月
で
、
匡
房
の
大
宰
府
在
勤
時
か

ら
は
二
十
年
近
い
昔
の
こ
と
で
あ
る
。
都
を
遠
く
離
れ
た
大
宰
府
で
、
時
に
は

無
常
の
世
を
感
じ
な
が
ら
孤
独
に
冬
を
過
ご
す
匡
房
が
、
昔
の
歌
会
を
思
い
出

し
、
老
い
を
強
く
意
識
し
つ
つ
帰
京
の
日
を
待
ち
侘
び
る
心
情
を
長
歌
に
託
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
結
果
的
に
、
本
来
の
歌
会
の
ほ
う
の
詠
作
で
は
な
く
、

筑
紫
で
詠
ん
だ
長
歌
の
ほ
う
が
自
撰
部
に
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
七
五
番
歌
「
早
苗
と
る
」
は
、
後
半
の
増
補
部
の
最
初
の
歌
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
は
康
和
元
年
か
ら
三
年
ま
で
（
一
〇
九
九
～
一
一
〇
一
）
の
間
の
年
で
、

雨
が
少
な
く
て
田
植
え
に
も
支
障
が
出
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
五
月
に
方
方

の
神
社
・
仏
閣
等
で
雨
乞
い
の
祈
願
を
行
い
、
そ
の
際
に
民
の
願
い
を
代
弁
し

て
降
雨
を
祈
る
気
持
ち
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

３

こ
れ
ま
で
『
江
帥
集
』
の
大
宰
府
・
筑
紫
関
連
の
歌
を
取
り
挙
げ
て
、
一
部

に
多
少
の
検
討
を
加
え
て
来
た
が
、
最
後
に
２
で
も
触
れ
た
哀
傷
歌
の
一
群
を

大
宰
府
に
お
け
る
詠
作
と
し
て
示
し
て
お
く
。

匡
房
が
下
向
し
た
承
徳
二
年
の
十
一
月
に
藤
原
基
忠
（
一
〇
五
六
～
九
八
）
が
、

更
に
翌
（
承
徳
三
）
年
六
月
に
関
白
師
通
が
、
康
和
三
年
二
月
に
は
前
太
政
大

臣
師
実
が
そ
れ
ぞ
れ
薨
去
し
て
お
り
、
集
に
は
こ
の
三
人
へ
の
哀
悼
の
歌
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。
基
忠
は
、
御
子
左
家
の
祖
・
長
家
の
孫
（
俊
成
の
父
俊
忠
の

兄
）
で
、
従
二
位
権
中
納
言
兼
右
兵
衛
督
、
四
十
三
才
で
あ
っ
た
。
匡
房
は
、

同
じ
権
中
納
言
で
も
自
分
よ
り
十
五
も
年
下
の
基
忠
の
死
に
衝
撃
を
受
け
た
も

の
か
、
次
の
よ
う
な
歌
を
基
忠
の
関
係
者
（
千
載
集
に
よ
れ
ば
基
忠
室
）
の
許

に
送
っ
て
い
る
。

花
と
見
し
人
は
程
な
く
散
り
に
け
り
我
が
身
も
風
を
待
つ
と
知
ら
な
む

�

（
一
七
九
／
千
載
・
哀
傷
、
五
七
〇
）

関
白
師
通
は
、
匡
房
と
惟
宗
孝
言
を
師
と
し
て
経
史
の
学
に
励
み
、
性
剛
直

な
点
も
あ
り
な
が
ら
寛
仁
の
徳
を
も
っ
て
治
世
に
あ
た
っ
た
と
言
わ
れ
、
匡
房

の
哀
悼
歌
に
も
、
訃
報
を
受
け
た
後
の
悲
痛
な
心
情
が
読
み
取
れ
る
。

　
　

夢
中
奉
見
故
博
陸
殿

む
ば
玉
に
恋
し
き
人
を
見
つ
る
夜
は
夢
の
う
ち
に
て
世
を
尽
く
さ
ば
や

春
く
れ
ば
深
山
の
雪
も
消
え
ぬ
べ
み
な
ど
わ
が
袖
の
氷
ま
す
ら
ん

�

（
一
八
二
～
三
）

　
　

関
白
殿
薨
給
後

朝
夕
に
恋
ふ
る
涙
を
と
り
か
へ
し
は
ち
す
の
上
の
露
と
な
さ
ば
や

�

（
一
八
五
）

一
八
五
番
歌
は
、「
関
白
殿
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
も
師
通
追
悼
歌
と

も
見
ら
れ
る
が
、
一
八
二
、
一
八
三
番
歌
か
ら
は
別
の
一
首
を
挟
ん
で
い
る
こ

と
や
前
の
二
首
で
は
師
通
を
「
博
陸
」
と
関
白
の
唐
名
で
示
し
て
い
る
こ
と
か

ら
は
、
一
八
五
番
歌
の
ほ
う
は
師
通
の
後
に
薨
じ
た
師
実
へ
の
哀
悼
で
あ
る
可

能
性
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
哀
傷
歌
が
大
宰
府
で
詠
ま
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

長
歌
に
込
め
ら
れ
た
老
い
の
悲
嘆
も
納
得
さ
れ
る
。

匡
房
が
大
宰
府
か
ら
帰
京
し
た
頃
は
、
堀
河
天
皇
が
家
集
を
収
集
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
時
期
に
あ
た
る
。
天
皇
の
同
母
姉
で
あ
る
前
斎
院
令
子
内
親
王
に

仕
え
る
女
房
大
弐
が
、
天
皇
の
意
を
う
け
て
一
宮
紀
伊
に
家
集
献
上
を
促
す
歌

を
送
っ
た
こ
と
が
『
大
弐
集
』（
一
八
五
番
）
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
令
子
内

親
王
が
内
裏
弘
徽
殿
に
入
っ
た
後
の
こ
と
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
令

子
内
親
王
の
内
裏
入
り
は
康
和
四
年
十
一
月
で
あ
っ
た
。
康
和
二
年
四
月
に
は

宰
相
中
将
国
信
家
で
恋
歌
題
の
み
五
題
各
四
番
の
歌
合
が
催
行
さ
れ
、
顕
仲
、
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俊
頼
、
基
俊
、
隆
源
、
仲
実
ら
が
集
っ
た
。
同
四
年
五
月
に
は
「
内
裏
艶
書
合
」

が
あ
り
、
康
和
年
間
は
、
う
ち
続
い
た
摂
関
家
の
弔
事
の
一
方
で
、
斬
新
な
内

容
の
和
歌
行
事
が
目
立
つ
。
そ
う
し
た
中
で
和
歌
や
音
楽
を
愛
好
し
た
天
皇
が
、

家
集
を
収
集
し
、
や
が
て
は
勅
撰
集
を
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

帰
京
し
た
匡
房
は
、
天
皇
の
叡
覧
に
供
す
る
た
め
に
と
急
い
で
家
集
の
編
纂

に
取
り
掛
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
三
条
天
皇
時
代
の
歌
か
ら
大
宰
府

で
の
詠
作
ま
で
、
数
多
く
の
歌
の
手
控
え
を
揃
え
て
、
勅
撰
集
の
部
立
に
倣
っ

て
分
類
し
編
集
す
る
に
は
、
相
当
の
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
筑
紫

で
詠
ま
れ
た
歌
が
増
補
部
に
は
一
首
だ
け
で
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
匡
房
が

大
宰
府
で
過
ご
し
た
間
の
詠
作
の
ほ
と
ん
ど
を
自
撰
部
に
入
れ
た
た
め
、
筑
紫

関
連
歌
に
つ
い
て
の
メ
モ
類
は
、
匡
房
の
死
後
、
家
保
な
ど
が
家
集
を
増
補
す

る
段
階
で
は
ほ
ぼ
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
宰
府
へ

の
赴
任
と
帰
京
が
、
自
撰
し
た
時
点
で
記
憶
に
新
し
く
、
筑
紫
に
お
け
る
詠
作

へ
の
愛
着
も
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
宰
府
に

お
け
る
詠
作
を
も
含
め
て
整
理
し
た
集
の
最
後
に
、
白
河
、
堀
河
二
代
の
大
嘗

会
和
歌
を
ま
と
め
て
付
し
て
、
儒
者
歌
人
と
し
て
の
自
撰
家
集
を
作
り
あ
げ
た
。

よ
く
見
る
と
、
春
の
部
で
霞
の
詠
の
次
に
題
も
詞
書
も
な
い
立
春
の
解
氷
の
内

容
の
歌
を
置
い
た
り
、
夏
の
部
で
「
う
の
花
未
出
」「
鳥
羽
殿
の
わ
た
く
し
の

哥
二
百
が
う
ち　

ほ
と
と
ぎ
す
未
出
」
な
ど
、
他
人
に
は
意
味
が
解
り
に
く
い

表
現
の
詞
書
が
あ
る
な
ど
、
整
理
が
不
十
分
に
感
じ
ら
れ
る
点
が
数
箇
所
あ
る

の
は
、
編
纂
を
急
い
だ
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
ミ
ス
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

時
期
的
に
は
、
こ
の
家
集
編
纂
の
途
中
に
、『
堀
河
百
首
』
詠
進
の
動
き
も

加
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
匡
房
の
集
に
こ
の
百
首
の
歌
が
あ
り
な
が
ら
、

百
首
歌
と
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
百
首
を
「
無
視
」
し
た
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
単
純
に
そ
の
歌
が
旧
詠
の
転
用
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
ま
ず
家
集
の
編

纂
と
、
完
成
を
目
指
し
た
た
め
と
考
え
れ
ば
筋
が
通
る
。『
堀
河
百
首
』
も
大

嘗
会
和
歌
と
同
様
に
扱
っ
て
、
そ
っ
く
り
ま
と
め
て
後
ろ
に
付
け
れ
ば
良
い
と

考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
、
百
首
の
題
を
匡
房
が
作
っ
た
と
い
う
伝
承
の
存
在
や
本
稿
で
取
り
上

げ
た
百
首
歌
の
異
伝
歌
等
々
、『
江
帥
集
』
全
歌
を
精
読
し
た
上
で
考
察
す
べ

き
問
題
は
残
っ
て
い
る
。
今
後
も
精
読
を
続
け
て
、
歌
人
と
し
て
の
大
江
匡
房

を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

（『
堀
河
百
首
』
は
新
編
国
歌
大
観
に
拠
っ
た
。）

注
⑴　

拙
稿
「『
江
帥
集
』
の
構
成
と
成
立
」（『
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
』
89
集　

二

〇
一
九
年
三
月
）

⑵　

同
右
（
35
頁
）。

⑶　

同
右
。
家
保
に
つ
い
て
は
拙
稿
「『
江
帥
集
』
後
半
部
に
関
す
る
二
、
三
の
考
察

―
『
大
弐
集
』
作
者
と
匡
房
、「
三
位
殿
」
と
匡
房
―
」（『
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
』

82
集　

二
〇
一
五
年
一
〇
月
）

⑷　
『
堀
河
院
百
首
和
歌
』
解
説
（
和
歌
文
学
大
系
15
）、
及
び
『
新
編
国
歌
大
観
』
解

題
等
。

⑸　

竹
下
豊
「
晴
の
家
集
―
堀
河
百
首
歌
人
の
家
集
を
中
心
に
―
」（『
王
朝
私
家
集
の

成
立
と
展
開
』
所
収　

一
九
九
二
年
一
月
）

⑹　
『
新
編
国
歌
大
観
』
解
題
に
よ
る
。

⑺　
『
金
葉
和
歌
集
・
詞
花
和
歌
集
』（
新
古
典
文
学
大
系
９　

岩
波
書
店
）

⑻　

同
右
。

⑼　

磯
水
絵
『
大
江
匡
房
│
碩
学
の
文
人
官
僚
│
』（
二
〇
一
〇
年
一
二
月　

勉
誠
出

版
）
巻
末
の
年
譜
等
。

⑽　

片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
増
訂
版
』（
一
九
九
九
年
六
月　

笠
間
書
院
）


