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詞林　第65号　2019年4月

一
、
は
じ
め
に

　
『
毎
月
集
』
は
曽
禰
好
忠
（
生
没
年
不
詳
、
平
安
中
期
の
歌
人
（
の

自
撰
歌
集
で
、
一
年
の
各
月
を
「
上
／
は
じ
め
」・「
中
」・「
下
／
を
は

り
／
は
て
」
の
三
旬
に
分
け
て
一
旬
あ
た
り
十
首
を
詠
み
、
さ
ら
に
四

季
の
冒
頭
に
は
そ
れ
ぞ
れ
長
歌
と
反
歌
を
置
く
と
い
う
極
め
て
整
っ
た

構
成
を
も
つ
。
好
忠
の
歌
風
の
特
徴
と
し
て
、
万
葉
風
の
素
朴
さ
、
漁

業
・
農
作
な
ど
労
働
民
の
具
体
的
生
活
へ
注
目
し
た
歌
材
、
初
期
百
首

歌
人
ら
し
い
言
語
遊
戯
性
、
低
官
に
留
ま
る
我
が
身
を
訴
え
る
沈
淪
訴

嘆
の
傾
向
な
ど
が
指
摘
さ
れ
、「
生
活
派
歌
人
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る（

（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
不
遇
を
嘆
く
内
容
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
歌
の
中
に
は
そ
の
詠
作
意
図
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
も
存
在
し
て

い
る
。
本
稿
で
は
『
毎
月
集
』
夏
部
の
一
首
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容

お
よ
び
詠
作
方
法
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
を
試
み
た
い
。

　

以
下
、
和
歌
お
よ
び
歌
番
号
の
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
（
日
本
文
学

Ｗ
ｅ
ｂ
図
書
館
（
に
よ
る
が
、
便
宜
の
た
め
一
部
表
記
を
改
め
た
と
こ

ろ
が
あ
る
。

二
、『
毎
月
集
』
一
三
九
歌
の
理
解
に
つ
い
て

　
『
毎
月
集
』
夏
部
に
は
暑
気
詠
や
納
涼
詠
な
ど
が
多
く
収
め
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
中
の
一
首
、

の
ど
か
に
て
す
ず
し
か
り
け
り
夏
の
日
も
思
ひ
あ
つ
か
ふ
こ
と
も

な
き
身
は�

（『
毎
月
集
』
夏
・
五
月
中
・
一
三
九
（

は
、
次
の
『
白
氏
文
集（

（
（

』
八
五
二
「
苦
レ
熱
、
題
二
恆
寂
師
禪
室
一
」
の

漢
詩
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

人
人
避
レ
暑
走
如
レ
狂

獨
有
二
禪
師
不
一レ
出
レ
房

可
是
禪
房
無
二
熱
到
一

但
能
心
静
即
身
涼

　

し
か
し
、
当
該
歌
に
つ
い
て
『
曽
禰
好
忠
集
全
釈
』（
以
下
『
全
釈（

（
（

』（

の
「
評
」
は
「
低
官
で
な
す
こ
と
も
な
く
、
夏
の
一
日
を
暮
す
自
分
を

自
嘲
的
に
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
、
当
該
歌
に
好
忠
の
沈
淪

『
毎
月
集
』「
の
ど
か
に
て
」
詠
の
再
検
討

北
島�　

紬

https://doi.org/10.18910/71478
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訴
嘆
傾
向
の
一
端
を
見
て
い
る
。

　

ま
た
『『
曾
禰
好
忠
集
』
注
解
』（
以
下
『
注
解（

（
（

』（
も
当
該
歌
の
「
補

説
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

好
忠
以
前
に
、
同
じ
白
氏
の
句
を
翻
案
し
た
歌
に
は
「
但
能
心
静

即
身
涼
／
我
が
心
静
け
き
と
き
は
吹
く
風
の
身
に
は
あ
ら
ね
ど
涼

し
か
り
け
り
」（
千
里
集
三
四
（
が
あ
る
。
た
だ
し
好
忠
詠
に
は
、

や
や
自
嘲
的
な
口
吻
が
感
じ
ら
れ
る
か
。

　

つ
ま
り
、
暑
さ
を
避
け
る
人
々
に
対
し
て
ひ
と
り
高
僧
が
自
若
の
境

地
に
あ
る
こ
と
を
称
え
た
白
居
易
の
原
詩
や
そ
の
翻
案
で
あ
る
大
江
千

里
詠
に
対
し
、好
忠
詠
に
は「
低
官
の
身
は
思
い
悩
む
こ
と
が
な
く『
の

ど
か
』
で
あ
り
、
そ
の
た
め
夏
も
涼
し
い
」
と
い
う
自
嘲
が
込
め
ら
れ

て
い
る
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
解
は
果
た
し
て
妥
当

で
あ
ろ
う
か
。

　
「
す
ず
し
さ
」
の
理
由
と
し
て
白
詩
が
「
心
静
」、
そ
れ
を
受
け
た
千

里
歌
が
「
心
静
け
き
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
好
忠
は
「
の

ど
か
に
て
」
と
詠
み
変
え
て
あ
る
点
が
ま
ず
注
目
さ
れ
る
。『
古
今
集
』

在
原
業
平
「
世
の
中
に
た
え
て
さ
く
ら
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど

け
か
ら
ま
し
」、
紀
友
則
「
久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ

心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
」
の
二
首
が
最
も
著
名
か
つ
典
型
的
で
あ
る
よ

う
に
「
の
ど
か
」
と
は
和
歌
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
文
字
通
り
の
意
で

は
な
く
、
む
し
ろ
の
ど
か
な
ら
ぬ
現
実
を
前
提
と
し
た
空
想
や
、
の
ど

か
な
事
物
と
は
対
照
的
な
何
も
の
か
を
詠
む
た
め
に
用
い
ら
れ
る
語
で

あ
る
。「
の
ど
か
」
を
否
定
す
る
理
由
と
な
る
対
象
物
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、

例
え
ば
恋
の
苦
悩
な
ど
は
そ
の
代
表
で
あ
っ
た
。

夢
に
だ
に
見
る
事
ぞ
な
き
年
を
へ
て
心
の
ど
か
に
寝
る
夜
な
け
れ

ば�

（『
後
撰
集
』
巻
第
九
・
恋
一
・
一
五
三
八
（

　
　
　
　

女
三
の
み
こ
に　

敦
慶
の
親
王

浮
き
沈
み
淵
瀬
に
騒
ぐ
鳰
鳥
は
そ
こ
も
の
ど
か
に
あ
ら
じ
と
ぞ
思

ふ�

（
同
・
巻
第
一
四
・
恋
六
・
一
〇
二
七
（

の
ど
か
な
る
時
こ
そ
な
け
れ
富
士
の
山
い
つ
か
は
絶
え
む
燃
ゆ
る

思
ひ
の�

（「
源
順
百
首
」
沓
冠
歌
・
恋
・
五
五
八
（

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
好
忠
も
ま
た
「
の
ど
か
」
の
語
に
実
際

に
は
そ
れ
に
相
反
し
た
心
情
を
込
め
て
い
た
と
す
る
見
方
も
肯
け
な
く

は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
沈
淪
訴
嘆
と
た
だ
ち
に
結
び
つ
け
る
こ
と

に
は
い
さ
さ
か
の
躊
躇
い
を
覚
え
る
。
第
四
句
「
思
ひ
あ
つ
か
ふ
」
に

着
目
す
る
と
、『
毎
月
集
』
に
お
い
て
直
接
に
「
あ
つ
さ
」
が
詠
ま
れ

る
と
き
は
、
単
な
る
暑
気
の
意
と
し
て
で
は
な
く
恋
の
趣
向
と
と
も
に

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
か
ら
で
あ
る
。

夏
衣
う
す
く
や
人
の
思
ふ
ら
ん
我
は
あ
つ
れ
て
過
ぐ
す
べ
き
日
を

�

（『
毎
月
集
』
四
月
を
は
り
・
一
一
五
（

燃
ゆ
れ
ど
も
煙
も
立
た
ぬ
夏
の
日
の
あ
つ
さ
ぬ
る
さ
を
し
の
び
て

ぞ
ふ
る（

（
（

�

（
同
・
六
月
中
・
一
六
七
（

　

す
な
わ
ち
一
三
九
歌
は
、
白
詩
の
翻
案
で
あ
る
「
の
ど
か
に
て
す
ず

し
」
の
語
句
に
、
恋
の
表
現
「
思
ひ
あ
つ
か
ふ
」
を
合
わ
せ
用
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
対
照
の
面
白
み
を
狙
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。
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三
、
一
三
九
歌
の
周
辺
と
『
毎
月
集
』
の
歌
群

　

問
題
の
一
三
九
歌
の
あ
る
夏
・
五
月
中
（
一
三
五
～
一
四
四
（
は
、

他
に
も
純
粋
な
季
節
詠
と
恋
歌
と
が
混
在
す
る
部
分
と
な
っ
て
い
る
。

全
体
像
の
把
握
の
た
め
煩
雑
と
は
な
る
が
今
こ
こ
に
十
首
を
掲
げ
、
特

に
問
題
と
し
た
い
歌
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
番
号
を
付
し
た
。

一
三
五　

�

や
ま
が
つ
の
は
て
に
か
り
ほ
す
麦
の
穂
の
く
だ
け
て
も

の
を
思
ふ
こ
ろ
か
な
（
※
①
（

一
三
六　

�

我
が
ま
き
し
あ
さ
を
の
種
を
今
日
み
れ
ば
ち
え
に
わ
か

れ
て
影
ぞ
す
ず
し
き

一
三
七　

�

大
原
や
せ
が
ゐ
の
み
ぐ
さ
か
き
わ
け
て
折
り
や
た
た
ま

し
す
ず
み
が
て
ら
に

一
三
八　

�

を
だ
ま
き
り
か
け
て
手
引
き
し
糸
よ
り
も
長
し
や
夏
の

暮
る
る
待
つ
間
は
（
※
②
（

一
三
九　

�

の
ど
か
に
て
す
ず
し
か
り
け
り
夏
の
日
も
思
ひ
あ
つ
か

ふ
こ
と
も
な
き
身
は

一
四
〇　

�

か
り
に
て
も
思
へ
ば
こ
そ
は
夏
草
の
し
げ
れ
る
中
を
分

け
つ
つ
も
く
れ
（
※
③
（

一
四
一　

�

蝉
の
羽
の
う
す
ら
衣
に
な
り
に
し
を
妹
と
寝
る
夜
の
間

ど
ほ
な
る
か
な
（
※
④
（

一
四
二　

�

来
た
り
と
も
寝
る
間
も
あ
ら
じ
夏
の
夜
の
あ
り
あ
け
の

月
は
か
た
ぶ
き
に
け
り
（
※
⑤
（

一
四
三　

�

か
げ
き
よ
き
夏
の
夜
す
が
ら
て
る
月
を
あ
ま
の
と
わ
た

る
舟
か
と
ぞ
見
る

一
四
四　

�

わ
が
せ
こ
が
き
ま
せ
り
つ
る
か
見
ぬ
ほ
ど
に
庭
の
こ
ぐ

さ
も
か
た
ま
よ
ひ
せ
り
（
※
⑥
（

　

一
三
九
「
の
ど
か
に
て
」
詠
の
前
後
は
と
く
に
恋
の
趣
向
が
強
く
、

そ
れ
も
恋
の
終
わ
り
の
時
期
を
夏
の
景
物
に
よ
そ
え
て
詠
む
歌
が
ま
と

ま
っ
て
い
る
。

　

①
一
三
五
歌
の
「
も
の
を
思
ふ
」
は
対
象
が
明
ら
か
で
な
く
、
②
一

三
八
歌
に
つ
い
て
は
「
一
般
に
日
暮
れ
を
待
つ
歌
は
、
男
女
が
逢
瀬
を

待
ち
わ
び
る
心
情
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い（

（
（

」
と
は
い
う
も
の
の
、『
毎

月
集
』
は
季
節
詠
と
し
て
夏
の
暑
さ
に
堪
え
か
ね
る
心
情
を
詠
む
こ
と

も
あ
る（

（
（

。
し
か
し
①
②
に
つ
い
て
保
留
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
後
一
三

九
歌
に
続
く
③
、
④
、
⑤
の
三
首
は
明
ら
か
に
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
恋
の
終
わ
り
か
け
た
頃
を
詠
ん
で
お
り
、
連
作
的
な
捉
え
方
が
可
能

で
あ
る
。

　

③
一
四
〇
歌
は
「
か
り
そ
め
に
も
貴
方
を
思
え
ば
こ
そ
」
と
訴
え
て

い
る
が
、
こ
の
「
か
り
に
て
も
」
の
語
句
は
か
え
っ
て
情
熱
が
既
に
冷

め
て
い
る
こ
と
の
証
明
と
な
っ
て
い
よ
う
。
女
性
の
立
場
か
ら
「
か
り
」

の
男
の
薄
情
を
詠
む
歌
は
『
毎
月
集
』
に
し
ば
し
ば
見
え
る
。

見
る
ま
ま
に
庭
の
草
葉
は
し
げ
れ
ど
も
今
は
か
り
に
も
せ
な
は
来

ま
さ
ず�

（『
毎
月
集
』
四
月
は
じ
め
・
九
六
（

か
り
に
来
と
思
ひ
し
人
の
た
え
に
し
を
草
葉
に
つ
け
て
し
の
ぶ
こ

ろ
か
な�

（
同
・
一
〇
四
（

　

一
三
九
歌
「
思
ひ
あ
つ
か
ふ
こ
と
も
な
き
身
」
も
ま
た
恋
歌
に
お
け
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る
情
熱
の
類
型
的
表
現
で
あ
る
「
思
ひ
（
火
（」
を
、
そ
の
情
熱
の
失

わ
れ
た
恋
の
終
わ
り
に
応
用
し
た
も
の
と
し
て
読
め
ば
、
こ
の
連
作
の

一
部
と
し
て
解
釈
で
き
る
。
⑥
一
四
四
歌
も
含
め
、
男
女
の
立
場
を
入

れ
替
え
、
種
々
の
歌
材
を
用
い
て
単
調
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
が
な
さ

れ
て
は
い
る
が
、
十
首
全
体
と
し
て
恋
の
終
わ
り
の
歌
群
と
し
て
の
ま

と
ま
り
を
も
っ
た
箇
所
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
同
じ
趣
向
の
歌
を
近
い
位
置
に
置
く
こ
と
で
連
作
風
に

仕
立
て
た
箇
所
が『
毎
月
集
』に
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。は
じ
め
の
秋
・

七
月
（
一
八
七
～
一
九
六
（
に
お
け
る
三
首
（
一
九
〇
、
一
九
三
、
一

九
四
（
が
そ
れ
で
あ
る
。
先
と
同
様
、
引
用
に
あ
た
っ
て
歌
番
号
と
は

別
に
番
号
を
付
し
た
。

一
九
〇　

�

空
を
と
ぶ
を
と
め
の
衣
ひ
と
日
よ
り
天
の
川
波
た
ち
ぞ

よ
る
ら
し
（
※
⑦
（

一
九
一　

�

お
き
て
み
ん
と
お
も
ひ
し
ほ
ど
に
か
れ
に
け
り
露
よ
り

け
な
る
あ
さ
が
ほ
の
花

一
九
二　

�

あ
さ
ぼ
ら
け
荻
の
上
葉
の
露
み
れ
ば
や
や
は
だ
さ
む
し

秋
の
は
つ
か
ぜ

一
九
三　

�

秋
を
へ
て
雲
居
に
聞
き
は
わ
た
れ
ど
も
波
に
朽
ち
せ
ぬ

天
の
岩
橋
（
※
⑧
（

一
九
四　

�

よ
さ
の
海
に
き
つ
つ
な
れ
け
ん
を
と
め
ご
が
天
の
羽
衣

干
し
つ
ら
む
や
ぞ
（
※
⑨
（

　

⑦
、
⑧
、
⑨
は
い
ず
れ
も
似
通
っ
た
モ
チ
ー
フ
を
持
っ
て
お
り
、
金

子
英
世
氏
は
「『
毎
月
集
』
秋
部
の
七
夕
詠
は
い
ず
れ
も
、
好
忠
所
縁

の
地
で
あ
る
丹
後
・
天
の
橋
立
周
辺
に
見
ら
れ
る
、
羽
衣
伝
説
と
融
合

し
た
七
夕
伝
説
を
背
景
に
成
立
し
て
い
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る（

（
（

」
と

指
摘
す
る
。

す
な
わ
ち
、「
を
と
め
（
ご
（」（
織
女
（
は
、
七
月
一
日
よ
り
「
空

を
と
ぶ
を
と
め
の
衣
」（
天
の
羽
衣
（
の
準
備
に
着
手
し
（
一
九
〇
（、

七
夕
当
日
、
そ
の
衣
を
纏
い
、「
天
の
岩
橋
」
を
眼
下
に
下
界
に

降
り
立
っ
た
（
一
九
三
（。「
を
と
め
（
ご
（」
は
そ
こ
（
与
謝
の
海
（

で
水
浴
し
、
翌
七
月
八
日
に
そ
の
衣
を
干
し
た
。
…
…
集
中
歌
相

互
の
関
係
性
に
止
目
す
る
こ
と
で
浮
上
し
て
く
る
、
斯
く
の
如
き

物
語
性
も
ま
た
、『
毎
月
集
』
を
特
徴
付
け
る
一
要
素
と
し
て
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
金
子
氏
は
「『
毎
月
集
』
に
は
、
七
夕
以
外
に
も
、
一
つ
の

主
題
が
複
数
の
歌
に
わ
た
っ
て
系
列
を
成
し
て
い
る
例
が
見
出
さ
れ

る（
（
（

」
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
お
り
首
肯
さ
れ
る
。

　

は
や
く
北
条
諦
応
氏
が
『
毎
月
集
』
に
「
一
旬
十
首
の
歌
群
の
中
に

幾
つ
か
の
歌
題
の
流
れ
を
交
錯
さ
せ
て
、
同
一
の
歌
題
の
歌
を
単
純
に

な
ら
べ
ず
適
当
に
隔
て
、
場
所
や
地
名
な
ど
に
よ
っ
て
空
間
的
な
広
が

り
を
も
た
せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
有
機
的
に
関
連
づ
け
な
が
ら
、

歌
群
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
も
た
せ
て
い
こ
う
と
い
う
意
図（

10
（

」
を
指
摘

し
、
そ
の
構
成
を
「
十
首
に
よ
っ
て
そ
の
旬
間
の
情
景
や
季
節
感
を
表

現
し
よ
う
と
し
た
も
の
」
と
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
織
り
込
ま
れ
る
歌
題

は
四
季
の
季
節
感
や
年
中
行
事
と
い
っ
た
「
歳
時
記
的
な
」
も
の
に
限

ら
な
い
。
仮
に
典
型
的
な
季
節
詠
で
あ
れ
ば
多
少
の
連
続
は
当
然
で
あ



― 35 ―

『毎月集』「のどかにて」詠の再検討（北島）

ろ
う
が
、
同
主
題
の
恋
歌
を
季
節
に
寄
せ
て
詠
む
例
が
と
り
わ
け
多
く

認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
八
月
中
を
見
る
と
、

二
三
三　

�

我
が
せ
こ
が
来
ま
さ
ぬ
宵
の
秋
風
は
来
ぬ
人
よ
り
も
恨

め
し
き
か
な
（
※
⑩
（

二
三
四　

�
肌
寒
く
風
は
夜
ご
と
に
な
り
ま
さ
る
我
が
見
し
人
は
訪

れ
も
せ
ず
（
※
⑪
（

二
三
五　

�

三
歳
生
ひ
の
駒
を
ば
つ
な
ぎ
な
つ
け
き
て
引
き
来
る
秋

の
関
の
下
水

二
三
六　

�

待
つ
宵
の
風
だ
に
寒
く
吹
か
ざ
ら
ば
見
え
来
ぬ
人
を
恨

み
ま
し
や
は
（
※
⑫
（

⑩
、
⑪
、
⑫
と
「
独
り
寝
の
た
め
風
の
寒
さ
を
恨
む
」
女
歌
群
が
続
い

て
い
る
。
さ
ら
に
中
の
冬
・
十
一
月
を
は
り
、

三
二
九　

�

さ
夜
中
に
せ
な
が
来
た
ら
ば
寒
く
と
も
は
だ
へ
を
近
み

袖
も
へ
だ
て
じ

三
三
〇　

�

け
を
寒
み
冴
え
ゆ
く
冬
の
夜
も
す
が
ら
目
だ
に
も
あ
は

ず
衣
う
す
れ
て

こ
の
二
首
も
「
寒
さ
の
中
男
を
待
つ
」
主
題
で
あ
ろ
う
。
三
三
〇
歌
は

「
貧
困
な
、
冬
の
厳
し
い
生
活
に
耐
え
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
苦

し
み（

11
（

」
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
衣
の
薄
さ
は
多
く
人
の
心
薄
さ
に

通
じ
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
第
四
句
「
目
だ
に
も
あ
は

ず
」
に
は
「
逢
は
ず
」
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
解
せ
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
歌
群
は
純
粋
な
季
節
詠
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季

節
に
ふ
さ
わ
し
い
恋
の
状
況
を
設
定
し
て
感
情
の
奥
行
き
を
も
持
た
せ

た
も
の
で
あ
り
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
好
忠
が
『
毎
月
集
』

の
詠
作
に
あ
た
っ
て
屏
風
歌
の
素
材
を
摂
取
し
た（

12
（

の
み
な
ら
ず
、
季
節

詠
に
恋
愛
の
場
面
を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
方
法
の
面
で
も
大
い
に
影
響

を
受
け
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

四
、『
毎
月
集
』
に
お
け
る
『
白
氏
文
集
』
等
の
受
容
の
方
法

　

最
後
に
、
一
三
九
歌
の
解
釈
に
あ
た
り
、
好
忠
に
よ
る
そ
の
他
の
白

詩
受
容
の
特
徴
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

あ
ら
げ
に
て
焼
生
に
見
え
し
春
の
野
も
夏
は
い
ろ
い
ろ
花
さ
き
に

け
り�

（『
毎
月
集
』
く
れ
の
春
・
三
月
を
は
り
・
八
六
（

　

右
歌
は
『
白
氏
文
集
』
巻
一
三
・
律
詩
・
六
七
一
「
賦
二
―得
古
原

草
一、送
別
」
を
典
拠
と
す
る
。

離
離
原
上
草　

一
歳
一
枯
栄

野
火
焼
不
レ
盡　

春
風
吹
又
生

遠
芳
侵
二
古
道
一　

睛
翠
接
二
荒
城
一

又
送
二
王
孫
一
去　

萋
萋
満
二
別
情
一

　

こ
こ
で
は
元
の
白
詩
の
送
別
詠
と
し
て
の
性
格
は
消
え
、
さ
ら
に
春

か
ら
夏
に
か
け
て
若
干
の
季
節
の
移
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

け
を
寒
み
冴
え
ゆ
く
冬
の
夜
も
す
が
ら
目
だ
に
も
あ
は
ず
衣
う
す

れ
て
（
再
掲
（

�

（『
毎
月
集
』
中
の
冬
・
十
一
月
を
は
り
・
三
三
〇
（

　

こ
れ
は
同
じ
く
『
白
氏
文
集
』
巻
第
五
六
・
二
六
二
一
「
早
寒
」
が

典
拠
と
さ
れ
る
。
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黄
葉
聚
二
墻
角
一　

青
苔
圍
二
柱
根
一

被
経
レ
霜
後
薄　

鏡
遇
レ
雨
来
昏

半
巻
二
寒
簷
幕
一　

斜
開
二
煖
閣
門
一

迎
レ
冬
兼
送
レ
老　

秖
仰
二
酒
盈
一レ
樽

　

冬
の
寒
さ
を
衣
の
薄
さ
で
表
現
す
る
白
詩
の
方
法
を
取
り
入
れ
た
上

で
、
早
寒
題
が
冬
の
さ
な
か
に
詠
み
変
え
ら
れ
、
さ
ら
に
寒
さ
を
凌
ぐ

た
め
必
要
な
も
の
は
酒
で
は
な
く
夫
で
あ
る
ら
し
い
。
単
な
る
日
本
語

へ
の
置
き
換
え
に
留
ま
ら
ず
、
主
題
に
変
化
を
持
た
せ
る
こ
と
が
『
毎

月
集
』
の
常
で
あ
っ
た
。

　

以
上
を
見
る
に
、
一
三
九
「
の
ど
か
に
て
」
歌
も
ま
た
こ
れ
ら
と
同

様
、
白
居
易
の
原
詩
を
恋
歌
の
類
型
表
現
を
用
い
て
詠
み
換
え
、
か
つ

全
体
と
し
て
恋
の
終
わ
り
の
構
成
を
成
す
夏
部
・
五
月
中
の
十
首
の
歌

群
の
中
に
当
該
歌
を
入
れ
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
一
首
の

歌
の
中
に
前
後
の
文
脈
に
よ
る
広
が
り
が
生
ま
れ
る
と
と
も
に
、「
恋

の
思
い
に
焼
か
れ
る
こ
と
の
な
い
身
は
、
夏
で
あ
っ
て
も
の
ど
か
に
涼

し
い
」
と
い
う
意
が
裏
に
響
く
こ
と
と
な
る
。

　

先
行
の
諸
研
究
が
そ
こ
に
沈
淪
や
自
嘲
の
意
を
読
ん
で
き
た
の
は
、

歌
そ
の
も
の
よ
り
も
『
毎
月
集
』
の
長
歌
や
「
好
忠
百
首
」
序
に
引
き

ず
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
好
忠
を
初
め
、
初
期
百
首
歌
人
の
歌
風

に
は
遊
戯
的
な
側
面
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
そ
の
評
価
に
つ
い
て
も
既

に
多
く
の
論
考
が
あ
る
が
、
個
々
の
歌
の
読
解
に
は
必
ず
し
も
そ
の
成

果
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
恐
れ
が
あ
る
。
屏
風
歌
を
は
じ
め
と
す
る
既

存
の
和
歌
や
漢
詩
文
と
い
っ
た
先
行
作
品
を
換
骨
奪
胎
し
、
さ
ら
に
季

節
と
人
事
を
縦
横
に
組
み
合
わ
せ
て
独
自
の
作
品
世
界
を
構
築
す
る
こ

と
に
好
忠
と
い
う
歌
人
の
一
つ
の
特
性
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
見
低

官
の
身
の
不
遇
を
嘆
く
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
作
者
の
実

感
を
素
朴
に
詠
み
出
し
た
も
の
と
の
み
理
解
す
る
に
は
慎
重
で
あ
る
べ

き
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

　

一
三
九
「
の
ど
か
に
て
」
歌
は
表
面
上
は
白
居
易
の
詩
を
受
容
し
て

詠
作
さ
れ
た
暑
気
詠
と
考
え
ら
れ
る
が
、
単
純
な
翻
案
で
は
な
く
夏

部
・
五
月
中
の
全
体
で
緩
や
か
な
連
作
と
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
構
成

さ
れ
て
お
り
、
原
詩
の
持
つ
雰
囲
気
を
恋
の
終
わ
り
の
歌
群
の
中
に
置

く
こ
と
で
生
ま
れ
る
面
白
さ
を
意
図
し
た
も
の
で
も
あ
る
。

　

今
回
は
『
毎
月
集
』
一
三
九
歌
の
み
を
検
討
し
た
が
、
恐
ら
く
『
好

忠
百
首
』、『
つ
ら
ね
歌
』
等
に
つ
い
て
も
同
様
、
詠
作
方
法
が
作
者
の

実
生
活
・
実
体
験
に
由
来
す
る
部
分
な
の
か
、
あ
る
い
は
先
行
作
品
の

摂
取
で
説
明
可
能
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
区
別
す
る
努
力
が
必
要
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

注（1
（
川
村
是
生
「
田
園
の
う
た
」『
藝
文
研
究
』
六
五
巻
、
一
九
九
四
年
三
月

（
2
（
岡
村
繁
『
新
釈
漢
文
大
系　

白
氏
文
集
（
三
（』
明
治
書
院
、
一
九
八
八

年
（
1
（
神
作
光
一
・
島
田
良
二
『
曽
禰
好
忠
集
全
釈
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
五

年
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（
4
（
川
村
是
生
・
金
子
英
世
『『
曾
禰
好
忠
集
』
注
解
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇

一
一
年

（
5
（
多
く
恋
歌
と
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
『
注
解
』
補
説
「
恋
の
寓
意
は
少
し

深
読
み
に
す
ぎ
よ
う
か
。
逆
に
恋
の
歌
の
趣
向
や
表
現
を
応
用
し
た
暑
気
詠

と
解
す
る
方
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。」

（
6
（『
注
解
』
当
該
歌
語
釈

（
7
（
一
二
四
「
夏
の
日
の
菅
の
根
よ
り
も
長
き
を
ぞ
衣
ぬ
ぎ
か
へ
暮
ら
し
わ

び
ぬ
る
」
な
ど

（
8
（
金
子
英
世
「
曽
禰
好
忠
『
毎
月
集
』
の
特
質
に
つ
い
て
（
二
（：
七
夕
詠

を
め
ぐ
っ
て
」『
藝
文
研
究
』
一
〇
一
巻
、
二
〇
一
一
年
一
二
月

（
9
（「
秋
部
に
お
け
る
駒
牽
関
係
歌
、
冬
部
に
お
け
る
修
行
者
詠
な
ど
」（
同
稿
（。

前
者
は
二
三
一
、
二
三
五
、
二
三
七
、
後
者
は
二
九
四
、
三
三
九
、
三
四
三
、

三
四
四
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
10
（
北
条
諦
応
「「
毎
月
集
」
の
構
成
と
表
現
」『
平
安
朝
文
学
研
究
』
二
巻

四
号
、
一
九
六
七
年
一
二
月

（
11
（『
全
釈
』

（
12
（
松
本
真
奈
美
「
曾
禰
好
忠
「
毎
月
集
」
に
つ
い
て
―
屏
風
歌
受
容
を
中

心
に
―
」『
国
語
と
国
文
学
』
六
八
巻
九
号
、
一
九
九
一
年
九
月
、
同
氏
「
重

之
百
首
と
毎
月
集
」『
国
語
と
国
文
学
』
六
九
巻
一
〇
号
、
一
九
九
二
年
一

〇
月

�

（
き
た
じ
ま
・
つ
む
ぎ　

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
（




