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要
　
　
　
旨
】

万
葉
集
に
は
内
舎
人
と
し
て
久
仁
京
に
い
る
家
持
と
旧
都
に
残
る
弟
書
持

と
の
贈
答
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
家
持
と
書
持
と
の
関
係
、
さ
ら
に
二
人

が
い
る
場
所
が
あ
ま
り
に
明
ら
か
な
た
め
に
二
人
の
「
心
情
」
表
現
と
し
て

の
み
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
平
城
京
に
お
い
て
歌
の
文
化
圏
を
持
つ
家
持
と

そ
の
世
界
に
い
た
と
思
わ
れ
る
書
持
に
と
っ
て
歌
に
表
現
す
る
意
味
を
二
人

に
歌
わ
れ
る
「
景
」
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

歌
の
文
化
圏
・
旧
都
と
新
都
・
景
物
・
季
節

は
じ
め
に

　
家
持
と
弟
書
持
と
の
贈
答
歌
が
巻
十
七
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
内
舎
人
と
し
て

久
仁
京
に
い
る
家
持
に
旧
都
に
残
る
弟
書
持
が
贈
り
、
家
持
が
答
え
た
も
の
で

初
夏
の
景
物
を
中
心
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
歌
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

橘
は
常
花
に
も
が
ほ
と
と
ぎ
す
住
む
と
来
鳴
か
ば
聞
か
ぬ
日
な
け
む

玉
に
貫
く
楝
を
家
に
植
ゑ
た
ら
ば
山
霍
公
鳥
離
れ
ず
来
む
か
も

　
右
は
、
四
月
二
日
に
大
伴
宿
祢
書
持
の
、
奈
良
の
宅
よ
り
兄
家
持
に
贈
り
し

も
の
な
り
。

　
橙
橘
初
め
て
咲
き
、
霍
鳥
翻
り
嚶
く
。
こ
の
時
候
に
対
ひ
て
、
詎
志
を
暢
べ
ざ

ら
め
や
。
因
り
て
三
首
の
短
歌
を
作
り
、
以
て
鬱
結
の
緒
を
散
ら
さ
ま
く
の
み

あ
し
ひ
き
の
山
辺
に
を
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
ず
木
の
間
立
ち
潜
き
鳴
か
ぬ
日
は
な
し

ほ
と
と
ぎ
す
何
の
心
ぞ
橘
の
玉
貫
く
月
し
来
鳴
き
響
む
る

ほ
と
と
ぎ
す
楝
の
枝
に
行
き
て
ゐ
ば
花
は
散
ら
む
な
玉
と
見
る
ま
で

　
右
は
、
四
月
三
日
に
内
舎
人
大
伴
宿
祢
家
持
の
、
久
迩
京
よ
り
弟
書
持
に
報
へ

送
り
し
も
の
な
り
。

 

十
七
ー
三
九
〇
九
～
一
三

　
こ
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
二
人
の
心
の
交
流
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が

多
 い
 が
、
鈴
木
武
晴
氏
は
表
現
に
大
嬢
の
寓
 意
 を
み
る
と
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
の

註
①
 

註
②

解
釈
に
し
て
も
そ
こ
に
は
、
兄
家
持
、
弟
書
持
と
い
う
実
際
の
関
係
が
強
く
意
識

さ
れ
て
い
る
。
旧
都
と
久
仁
京
と
の
間
を
行
き
来
す
る
こ
と
は
容
易
に
行
わ
れ
る

こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
心
情
と
結
び
つ
け
て
考
え
る

だ
け
で
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
越
中
へ
赴
任
し
た
家
持
に
と
っ
て
、
都
に
残
し
た
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に
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る
景

浅
　
野
　
則
　
子

【
論
　
　
文
】



人
々
と
の
贈
答
歌
と
し
て
残
す
こ
と
は
都
の
文
化
圏
と
の
つ
な
が
り
を
意
味
す
る

こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
離
れ
た
場
所
か
ら
歌

を
交
わ
す
こ
と
は
、
同
じ
文
化
圏
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
あ
う
こ
と
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
家
持
が
創
り
上
げ
た
歌
の
文
化
圏
と
い
う
点
か
ら
、
弟
書
持

と
の
歌
の
あ
り
か
た
を
考
え
て
い
き
た
い
。

一

　
こ
れ
ら
の
贈
答
歌
が
交
わ
さ
れ
た
時
期
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
天
平
十
三
年

（
七
四
一
）
四
月
。
藤
原
広
嗣
の
反
乱
以
降
、
平
城
に
は
戻
ら
な
い
聖
武
は
恭
仁
京

に
至
り
、
三
月
に
は
五
位
以
上
に
平
城
居
住
を
禁
ず
と
い
う
 命
 を
出
し
て
い
る
。

註
③

家
持
は
内
舎
人
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
聖
武
天
皇
と
行
動
を
共
に
し
て
い
る
。

書
持
の
歌
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

　
書
持
は
ま
ず
、
橘
が
常
に
咲
く
花
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
歌
う
が
、
そ
れ
は
、
花

に
対
す
る
興
味
で
は
な
く
、
そ
こ
に
来
る
「
霍
公
鳥
」
が
い
つ
も
い
る
こ
と
を

願
う
も
の
で
あ
る
。
橘
は
卯
の
花
と
と
も
に
「
霍
公
鳥
」
と
の
取
り
合
わ
せ
と

し
て
歌
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
で
は
「
聞
か
ぬ
日
な
け
む
」
と
歌
う

こ
と
か
ら
「
霍
公
鳥
」
は
ま
だ
書
持
の
も
と
に
は
来
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

　「
霍
公
鳥
」
と
の
と
り
あ
わ
せ
で
、
い
つ
も
「
霍
公
鳥
」
が
い
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
。

①
 橘
の
林
を
植
ゑ
む
霍
公
鳥
常
に
冬
ま
で
住
み
わ
た
る
が
ね
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橘
の
木
の
数
が
多
け
れ
ば
そ
こ
に
と
ど
ま
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。「
霍
公
鳥
」

と
橘
が
と
も
に
夏
の
景
物
と
い
う
共
通
理
解
の
も
と
、
夏
の
花
で
あ
る
橘
の
数
が

多
け
れ
ば
、「
霍
公
鳥
」
が
と
ど
ま
る
べ
き
夏
が
長
く
続
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
霍
公
鳥
」
を
夏
と
い
う
季
節
の
鳥
と
し
て
意
識
し
、
そ
の
木
が
多
け
れ
ば
夏
か
ら

冬
ま
で
「
霍
公
鳥
」
が
住
み
続
け
る
と
い
う
①
の
歌
に
対
し
て
書
持
の
歌
は
橘
の

花
が
季
節
を
超
え
て
し
ま
う
こ
と
で
「
霍
公
鳥
」
の
常
住
を
願
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
季
節
と
と
と
も
に
歌
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
「
花
」
に
「
常
」
と
つ
く
例
は
、

万
葉
集
中
こ
の
歌
の
み
で
あ
る
。
季
節
の
訪
れ
を
意
識
さ
せ
る
べ
き
「
霍
公
鳥
」

と
し
て
夏
と
い
う
季
節
と
と
も
に
歌
わ
れ
る
「
霍
公
鳥
」
と
橘
で
あ
る
と
し
た

な
ら
ば
、「
常
花
」
と
歌
う
こ
と
に
書
持
は
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　「
常
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
「
常
葉
の
木

で
あ
っ
て
も
花
の
咲
く
季
節
は
初
夏
と
決
ま
っ
て
い
て
「
常
花
」
で
は
な
 い
 」

註
④

と
し
て
、「
も
し
、
そ
の
よ
う
な
「
常
花
」
で
あ
っ
た
な
ら
、
花
を
訪
れ
て
鳴
く

ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声
が
一
年
中
聞
け
る
の
に
と
詠
う
」
と
「
常
葉
」
と
結
び
つ
け
て

い
る
よ
う
に
 
橘
は
決
し
て
「
常
」
と
い
う
こ
と
ば
と
無
関
係
な
木
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
歌
の
共
通
理
解
に
お
い
て
、
橘
に
「
常
」
と
い
う
意
味
を
見
い

だ
す
の
は
そ
の
葉
と
実
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

②
 橘
は
実
さ
へ
花
さ
へ
そ
の
葉
さ
へ
枝
に
霜
降
れ
ど
い
や
常
葉
の
木
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③
 常
世
物
こ
の
橘
の
い
や
照
り
に
わ
ご
大
君
は
今
も
見
る
ご
と
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④
 大
君
は
常
磐
に
ま
さ
む
橘
の
殿
の
橘
ひ
た
照
り
に
し
て
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②
か
ら
④
の
歌
は
す
べ
て
橘
諸
兄
に
関
係
す
る
歌
で
あ
る
。
②
は
「
冬
の
十
一
月

に
、
左
大
弁
葛
城
王
等
、
姓
橘
氏
を
賜
る
時
の
御
製
歌
」
と
い
う
題
詞
を
持
つ

天
平
八
年
（
七
三
六
）
の
も
の
で
あ
る
。
題
詞
か
ら
考
え
る
と
作
歌
の
時
期
か
ら

2



聖
武
天
皇
の
作
で
あ
る
が
、
左
註
に
よ
る
と
元
正
上
皇
と
さ
れ
る
が
、
天
皇
、

も
し
く
は
上
皇
か
ら
「
橘
」
と
い
う
姓
が
常
緑
樹
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
橘
氏
の

繁
栄
を
予
祝
し
て
い
る
と
い
う
一
族
の
名
誉
あ
る
歌
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な

い
。
③
・
④
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
越
中
守
で
あ
っ
た
家
持
が
橘
諸
兄
か
ら

使
わ
さ
れ
た
田
辺
福
麻
呂
に
よ
っ
て
伝
誦
さ
れ
た
橘
家
で
の
肆
宴
歌
に
追
和
し
た

も
の
で
あ
る
。
伝
誦
さ
れ
た
歌
で
は
、
橘
家
の
繁
栄
と
上
皇
の
威
厳
が
歌
わ
れ
、

そ
の
関
係
の
緊
密
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
家
持
は
そ
れ
ら
の
歌
を
意
識
し
つ
つ
、

「
大
君
」
の
長
久
不
変
さ
を
歌
う
時
、
そ
の
上
皇
の
長
久
不
変
を
際
立
た
せ
る
た
め

の
「
橘
」
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
大
伴
家
の
中
心
的
人
物
で
あ
る
家
持
に
と
っ
て
橘
諸
兄
は
特
別
な
存
在
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
弟
書
持
も
か
つ
て
家
持
と
と
も
に
、
天
平
十
年

（
七
三
八
）
に
諸
兄
の
息
子
奈
良
麻
呂
の
宴
に
招
か
れ
て
「
黄
葉
」
を
テ
ー
マ
と
し
た

歌
を
作
っ
て
い
 る
 。
書
持
も
ま
た
、
家
持
と
同
じ
意
識
で
橘
一
族
を
と
ら
え
て
い
た

註
⑤

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
 う
 。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、「
常
」
と
つ
く
橘
は
橘
一
族
に

註
⑥

の
み
歌
わ
れ
る
べ
き
歌
の
言
葉
と
し
て
二
人
は
意
識
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、「
常
花
」
と
は
二
人
に
と
っ
て

あ
り
え
な
い
花
な
の
で
あ
る
。
書
持
は
「
常
花
も
が
も
」
と
願
望
し
て
い
る
の
は
、

そ
れ
が
あ
り
得
な
い
景
で
あ
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
常
花
」と
い
う
表
現
に
よ
り
そ
う
で
は
な
い
景
を
強
調
し
た
と
い
え
よ
う
。
家
持

が
好
む
「
霍
公
鳥
」
は
ま
だ
こ
こ
に
は
い
な
い
と
書
持
は
ま
ず
、
歌
で
家
持
に

告
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
二
首
目
の
歌
で
も
「
霍
公
鳥
」
は
現
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、「
霍
公
鳥
」
を

呼
び
寄
せ
る
花
と
し
て「
あ
ふ
ち
」が
歌
わ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
あ
ふ
ち
」

は
万
葉
集
中
多
く
は
み
ら
れ
な
い
花
で
あ
り
、
問
題
と
し
て
い
る
家
持
と
書
持
の

贈
答
以
外
は
二
首
を
み
る
に
す
ぎ
な
い
。
歌
を
見
て
い
き
た
い
。

⑤
 我
妹
子
に
あ
ふ
ち
の
花
は
散
り
過
ぎ
ず
今
咲
け
る
ご
と
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も
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⑥
 妹
が
見
し
楝
の
花
は
散
り
ぬ
べ
し
我
が
泣
く
涙
い
ま
だ
干
な
く
に
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⑤
の
歌
は
夏
の
雑
歌
に
あ
り
、
季
節
は
橘
と
同
じ
と
と
ら
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
あ
ふ
ち
」
の
花
が
散
ら
ず
に
、
今
咲
い
て
い
る
よ
う
に
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
歌

で
あ
る
が
、
枕
詞
と
し
て
「
我
妹
子
に
」
逢
う
と
い
う
こ
と
か
ら
「
あ
ふ
ち
」
の

「
あ
ふ
」
と
い
う
音
と
か
け
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑥
の
歌
は
憶
良
の

「
日
本
挽
歌
」
の
反
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
氏
が
「『
あ
ふ
ち
』

に
「
逢
ふ
」
を
懸
け
、「
散
り
ぬ
べ
し
」
に
再
び
逢
う
こ
と
が
か
な
わ
な
ぬ
こ
と
を

匂
わ
せ
て
い
よ
 う
 」
と
し
、
妻
を
失
っ
た
悲
し
み
を
歌
う
こ
の
歌
で
は
数
少
な
い

註
⑦

例
の
「
あ
ふ
ち
」
は
花
そ
の
も
の
で
は
な
く
相
手
に
「
逢
う
」
と
い
う
意
味
が

強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。

　
鈴
木
武
晴
氏
 は
 、
こ
の
二
首
を
例
と
し
て
「
妻
に
『
逢
ふ
』
意
を
こ
め
て
い
る
」

註
⑧

と
い
う
こ
と
か
ら
こ
の
歌
を
大
嬢
の
立
場
に
立
つ
と
さ
れ
る
。
松
田
聡
氏
は
伊
藤
氏

の
説
を
肯
定
し
つ
つ
も
「
逢
う
」
の
は
や
っ
て
く
る
「
山
霍
公
鳥
」
で
あ
る
と
し
、

「
意
表
を
つ
い
た
面
白
 さ
 」
か
ら
こ
の
花
を
歌
っ
た
と
さ
れ
る
。
少
な
い
用
例
で
は

註
⑨

あ
る
も
の
ど
ち
ら
の
歌
で
も
相
手
と
「
逢
う
」
こ
と
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と

を
見
る
限
り
、
問
題
と
し
て
い
る
歌
を
理
解
す
る
上
で
季
節
の
花
と
し
「
あ
ふ
ち
」

が
選
ば
れ
た
こ
と
は
重
要
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
考
え

な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、
一
首
目
と
同
様
に
「
あ
ふ
ち
」
も
植
え
ら
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
書
持
は
、
も
し
植
え
た
ら
霍
公
鳥
が
来
る
だ
ろ
う
か
と
仮
定

し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
書
持
の
歌
の
景
に
は
霍
公
鳥
も
花
も
な
い
の
で
あ
る
。

来
て
ほ
し
い
霍
公
鳥
へ
の
思
い
を
強
め
な
が
ら
そ
れ
を
呼
ぶ
た
め
の
花
が
な
い
、

季
節
を
感
じ
取
れ
な
い
平
城
の
旧
都
の
庭
を
歌
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
こ
の
書
持

の
二
首
と
い
え
よ
う
。
書
持
は
旧
都
の
季
節
の
景
を
具
体
的
に
歌
わ
な
い
こ
と

で
、
家
持
に
霍
公
鳥
を
意
識
さ
せ
つ
つ
、
平
城
京
に
残
さ
れ
て
い
る
庭
へ
と
意
識

を
む
け
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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二

　
書
持
の
こ
の
二
首
に
対
し
て
、
久
迩
京
か
ら
家
持
は
ど
の
よ
う
に
答
え
る
の

だ
ろ
う
か
。
家
持
は
、
ま
ず
漢
文
で
「
橙
橘
初
め
て
咲
き
、
霍
鳥
翻
り
嚶
く
。

こ
の
時
候
に
対
ひ
て
、
詎
志
を
暢
べ
ざ
ら
め
や
。
因
り
て
三
首
の
　
短
歌
を

作
り
、
以
て
鬱
結
の
緒
を
散
ら
さ
ま
く
の
み
」
と
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

家
持
は
書
持
に
答
え
る
歌
の
前
に
漢
文
に
お
い
て
、
橘
は
よ
う
や
く
咲
き
、

霍
公
鳥
は
飛
び
な
が
ら
鳴
い
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

季
節
の
景
の
中
で
短
歌
を
作
る
こ
と
で
「
鬱
結
」
を
晴
ら
す
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
書
持
が
ま
だ
感
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
季
節
を
家
持
は
感
じ
と
り
、
そ
の

上
で
歌
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
よ
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
旧
都
に
い
る
書
持
か
ら
送
ら
れ
た
歌
は
ま
だ
初
夏
の
景
物
が
な
い
こ
と
が
歌
わ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
家
持
の
い
る
久
仁
京
で
は
、
歌
う
こ
と
へ
と
心
を
む
け
さ

せ
る
ほ
ど
の
季
節
の
変
化
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
内
舎
人
家
持
は

久
迩
京
を
次
の
よ
う
に
歌
う
。

⑦
 今
造
る
久
迩
の
都
は
山
川
の
さ
や
け
き
見
れ
ば
う
べ
知
ら
す
ら
し

 

六
ー
一
〇
三
七

　
天
平
十
五
年
（
七
四
三
）
秋
八
月
十
六
日
の
作
で
あ
る
。
問
題
と
し
て
い
る

贈
答
歌
か
ら
二
年
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
聖
武
天
皇
に
仕
え
る
内
舎
人
家
持
に

と
っ
て
「
久
迩
京
」
は
、
ま
わ
り
の
山
も
川
も
「
さ
や
け
き
」
故
に
新
し
い
都
に

定
め
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
で
に
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
、
山
と
川
が

完
全
な
姿
で
あ
る
こ
と
を
ほ
め
る
の
は
人
麻
呂
以
来
の
伝
統
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

す
が
す
が
し
い
と
い
う
讃
美
の
言
葉
が
久
迩
京
を
都
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
聖
武
が
平
城
京
を
後
に
し
て
久
仁
を
皇
都
と
し
て
か
ら
三
年
が
た
っ
て

い
る
。
不
安
定
な
情
勢
の
中
で
た
と
え
新
都
は
十
全
で
は
な
く
と
も
内
舎
人
と

し
て
の
家
持
は
こ
の
よ
う
に
歌
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
旧
都

よ
り
も
整
っ
て
い
な
い
都
。
し
か
も
山
に
近
い
場
所
の
久
迩
京
で
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
都
と
し
て
の
表
現
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
一
首
目
を
み
て
み
よ
う
。
従
来
こ
の
歌
は
、
書
持
の
歌
に
総
括
的
に

答
え
た
と
す
る
が
そ
れ
だ
け
で
あ
う
か
。
家
持
は
そ
の
地
を
「
山
辺
」
と
歌
う
。

旧
都
よ
り
山
が
近
い
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
都
会
的
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

夏
の
風
物
で
あ
る
霍
公
鳥
は
、
ま
ず
山
か
ら
や
っ
て
く
る
。
そ
し
て
「
霍
公
鳥
木

の
間
立
ち
潜
き
鳴
か
ぬ
日
は
な
し
」
と
歌
う
よ
う
に
す
で
に
い
つ
も
声
を
聞
く

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
旧
都
よ
り
も
早
く
季
節
を
感
じ
取
れ
る
と

い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
旧
都
の
書
持
が
感
じ
て
い
な
い
季
節
を
家
持
は
確
実

に
感
じ
て
い
る
と
歌
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
久
迩
京
を
季
節
の
歌
に
よ
っ
て

ほ
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
二
首
目
で
は
、「
霍
公
鳥
」
が
今
来
て
声
を
響
か
せ
て
い
る
が
家
持
は
、

鳴
い
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
い
つ
も
鳴
か
ず
に
「
橘
の
玉
貫
く
月
」
だ
け
に
鳴
く

の
か
と
詰
問
し
て
い
る
。
書
持
の
歌
う
「
霍
公
鳥
の
い
な
い
景
」
を
受
け
つ
つ
も
、

家
持
は
こ
こ
で
は
橘
と
と
も
に
季
節
を
表
す
も
の
と
し
て
の
景
で
あ
る
と
答
え
る

の
で
あ
る
。
伊
藤
氏
は
「
常
花
と
し
て
い
つ
も
き
い
て
い
た
い
と
す
る
書
持
に

同
調
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
が
、
家
持
は
む
し
ろ
旧
都
に
な
い
も
の
を
歌
う
と

い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
山
辺
」に
い
る
か
ら
こ
そ
季
節
の
変
化
を

い
ち
早
く
感
じ
取
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
三
首
目
の
歌
は
、
書
持
の
歌
に
直
接
答
え
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

書
持
が
歌
う
「
あ
ふ
ち
」
は
「
玉
に
貫
く
」
も
の
、
つ
ま
り
薬
玉
に
し
て
飾
る
と

い
う
風
習
を
通
し
て
歌
わ
れ
る
。
か
つ
て
旧
都
で
家
持
と
と
も
に
見
た
と
い
う

こ
と
を
伝
え
る
表
現
で
も
あ
ろ
う
。
家
持
は
そ
の
「
あ
ふ
ち
」
を
理
解
し
つ
つ
も

「
あ
ふ
ち
」
を
薬
玉
で
は
な
く
、
花
そ
の
も
の
と
し
て
歌
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
家
持
の
歌
う
「
あ
ふ
ち
」
の
花
は
盛
り
を
過
ぎ
今
、
散
ろ
う
と

し
て
い
る
。
書
持
の
歌
う
「
玉
」
と
し
て
の
「
あ
ふ
ち
」
は
家
持
の
歌
で
は
宝
石
の

よ
う
に
美
し
く
揺
れ
な
が
ら
散
る
景
と
し
て
歌
っ
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
伊
藤
氏
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は
「
日
本
挽
歌
」
で
は
、「
あ
ふ
ち
」
に
逢
う
と
い
う
意
味
を
と
ら
え
つ
つ
、
そ
れ

が
「
散
る
」
こ
と
と
結
び
つ
け
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
あ
ふ
ち
」
が
単
に

季
節
の
花
と
い
う
の
で
は
な
く
、
散
る
と
い
う
こ
と
に
意
味
を
持
つ
花
と
し
て
の

理
解
が
あ
っ
た
い
え
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
書
持
が
あ
え
て
季
節
の
花

と
し
て
「
あ
ふ
ち
」
を
選
ん
だ
こ
と
を
考
え
る
と
家
持
は
、
書
持
の
歌
か
ら
「
日
本

挽
歌
」
の
影
響
を
理
解
し
、
そ
れ
に
答
え
て
み
せ
る
形
で
あ
ら
た
な
景
を
作
り

出
し
た
の
で
あ
る
。
吉
村
誠
氏
は
こ
の
家
持
の
歌
を
「
書
持
の
歌
を
自
分
の
居
る

場
所
に
引
き
つ
け
て
解
 釈
 」
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
家
持
に
と
っ
て
の
「
山
辺
」

註
⑩

は
旧
都
の
景
以
上
で
あ
る
こ
と
の
確
認
と
な
ろ
う
。

　
家
持
と
書
持
と
の
贈
答
を
考
え
る
上
で
二
人
の
お
か
れ
て
い
る
場
所
は
大
き
な

意
味
を
も
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
家
持
に
と
っ
て
自
分
の
居
る
場
所
と
は

新
た
な
都
に
他
な
ら
な
い
。
内
舎
人
と
し
て
山
辺
の
久
迩
京
に
い
る
家
持
と
旧
都

に
い
る
書
持
と
い
う
二
人
は
共
通
の
歌
の
文
化
圏
に
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

が
、
妻
を
は
じ
め
、
親
し
い
人
々
を
旧
都
に
残
し
て
い
る
家
持
の
立
場
を
と
ら
え
、

そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
さ
せ
た
歌
は
、
書
持
が
、
ま
だ
季
節
を
と
ら
え
ら
れ
な
い

景
と
し
て
の
旧
都
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
書
持
の
季
節
へ
の
あ
こ
が
れ
は
、
家
持
に
よ
っ
て
「
山
辺
」
を
季
節
を
い
ち

早
く
と
ら
え
る
場
所
と
し
、
内
舎
人
と
し
て
歌
う
「
さ
や
け
し
」
と
は
違
っ
た

観
点
か
ら
久
迩
京
を
賞
め
る
歌
を
作
り
得
た
と
い
え
よ
う
。
言
い
か
え
れ
ば
、

二
人
の
贈
答
に
よ
っ
て
新
た
な
景
を
作
り
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三

　
こ
う
し
た
二
人
の
歌
の
表
現
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
同
時
期
に
久
仁
京
か
ら

女
性
に
贈
ら
れ
た
相
聞
歌
に
お
け
る
景
を
見
て
い
き
た
い
。

⑧
 久
迩
京
に
在
り
て
、
寧
楽
の
宅
に
留
ま
り
し
坂
上
大
嬢
を
思
ひ
、
大
伴
宿
祢

家
持
の
作
り
し
歌
一
首

 

一
重
山
隔
れ
る
も
の
を
月
夜
良
み
門
に
出
で
立
ち
妹
か
待
つ
ら
む

 

 

四
ー
七
六
五

⑨
 藤
原
郎
女
の
、
こ
れ
を
聞
き
て
即
ち
和
せ
し
歌
一
首

 

道
遠
み
来
じ
と
は
知
れ
る
も
の
か
ら
に
然
そ
待
つ
ら
む
君
が
目
を
欲
り

 

 

 四
ー
七
六
六

⑩
 大
伴
宿
祢
家
持
の
更
に
大
嬢
に
贈
り
し
歌
二
首

 

都
路
を
遠
み
か
妹
が
こ
の
こ
ろ
は
祈
ひ
て
寝
れ
ど
夢
に
見
え
来
ぬ

 

今
知
ら
す
久
迩
の
都
に
妹
に
逢
は
ず
久
し
く
な
り
ぬ
行
き
て
は
や
見
な

 

 

四
ー
七
六
七
・
八

⑪
 大
伴
家
持
の
、
坂
上
大
嬢
に
贈
り
し
歌
一
首

 

春
霞
た
な
び
く
山
の
隔
れ
れ
ば
妹
に
逢
は
ず
て
月
そ
経
に
け
る

 

 

八
ー
一
四
六
四

⑫
 大
伴
宿
祢
家
持
の
、
久
迩
の
京
よ
り
、
寧
楽
の
宅
に
留
ま
り
し
坂
上
大
嬢
に

贈
り
し
歌
一
首

 

あ
し
ひ
き
の
山
辺
に
居
り
て
秋
風
の
日
に
異
に
吹
け
ば
妹
を
し
ぞ
思
ふ

 

 

八
ー
一
六
三
二

　
⑧
の
歌
は
書
持
の
歌
の
左
注
と
同
様
に
題
詞
に
「
寧
楽
の
宅
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
さ
れ
方
に
つ
い
て
鈴
木
氏
は
、
大
伴
家
の
本
宅
と
し
て
の

「
寧
楽
の
宅
」
と
記
す
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
さ
れ
 る
 。
そ
し
て
、
大
嬢
と

註
⑪

書
持
と
と
も
に
本
宅
に
い
た
で
あ
ろ
う
と
の
こ
と
か
ら
書
持
と
大
嬢
と
は
「
心
か

よ
い
あ
う
会
話
が
な
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
先
の
書
持
の
歌
が
大
嬢
の

気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
は
た
し
て
、「
寧
楽
の
宅
」
を
実
体
的

5

連携による景



な
場
所
を
示
す
も
の
と
し
て
の
み
と
ら
え
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
で

家
持
は
二
人
を
隔
て
る
も
の
は
「
一
重
山
」
で
あ
る
と
い
う
が
、
へ
だ
て
て
い
る

の
は
山
一
つ
の
み
で
あ
る
。
同
じ
久
迩
京
か
ら
高
丘
河
内
 連
 は
次
の
よ
う
に

註
⑫

歌
う
。

⑬
 故
郷
は
遠
く
も
あ
ら
ず
一
重
山
越
ゆ
る
が
か
ら
に
思
ひ
そ
我
が
せ
し

 

 

六
ー
一
〇
三
八

旧
都
は
山
一
つ
を
超
え
る
だ
け
な
の
に
遠
く
で
あ
る
よ
う
な
思
い
を
し
て
い
る
と

し
て
、
心
理
的
な
距
離
の
隔
た
り
が
久
迩
京
と
の
間
に
あ
る
と
表
現
す
る
。
官
人

た
ち
に
は
山
一
つ
が
実
際
の
距
離
を
こ
え
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
舎
人
家
持
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
家
持
が
書
持
に
贈
っ
た
歌

に
あ
る
「
山
辺
」
は
季
節
を
い
ち
早
く
と
ら
え
ら
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
が
、
相
聞

に
お
い
て
は
、
障
害
と
な
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
⑨
の
作
者
の
藤
原
郎
女
に

つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
 が
 、
家
持
同
様
久
迩
京
に
在
住
し
て
い
た
人
物
で

註
⑬

あ
ろ
う
。
藤
原
郎
女
は
久
仁
京
か
ら
旧
都
は
「
道
遠
み
」
と
歌
い
、
距
離
の
遠
さ

故
に
通
え
な
い
家
持
を
思
い
つ
つ
、
女
性
の
立
場
で
大
嬢
が
待
ち
つ
づ
け
て
い
る

こ
と
を
家
持
に
歌
い
か
け
て
い
る
。
久
迩
京
と
旧
都
と
隔
て
ら
れ
た
男
女
に
は
景

は
恋
の
障
害
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
⑩
の
二
首
で
も

同
様
で
あ
ろ
う
。
一
首
目
で
家
持
は
夢
で
も
会
え
な
い
こ
と
を
相
聞
歌
の
多
く
の

例
の
よ
う
に
相
手
の
気
持
ち
が
自
ら
に
む
い
て
い
な
い
こ
と
で
は
な
く
、「
都
路

を
遠
み
か
」
と
距
離
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
更
に
二
首
目
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
に

会
え
な
い
時
間
が
長
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
相
聞
歌
の

世
界
で
は
、
旧
都
と
久
迩
京
は
家
持
と
大
嬢
を
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
隔
て
る

も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
⑪
・
⑫
は
春
・
秋
の
相
聞
と
し
て
萬
葉
集
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

⑪
の
歌
の
春
の
景
と
し
て
の
「
霞
」
は
春
を
告
げ
る
も
の
、
季
節
を
感
じ
取
る

も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
山
に
か
か
り
、
そ
の
山
が
二
人
を
隔
て
て
い
る
と

歌
う
。
季
節
を
表
す
は
ず
の
「
霞
」
は
季
節
を
感
じ
る
喜
び
と
は
つ
な
が
ら
ず

障
害
と
な
る
山
と
の
み
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑫
の
歌
に
お
け
る
季
節
も

同
様
で
あ
ろ
う
。
家
持
は
書
持
の
歌
に
答
え
た
時
と
同
じ
よ
う
に
、
自
ら
の
い
る

場
所
を
「
山
辺
」
と
す
る
が
、
山
辺
は
季
節
を
感
じ
と
ら
せ
て
く
れ
は
す
る
も
の

の
、
季
節
の
思
い
は
今
、
近
く
に
居
な
い
妹
へ
の
思
い
へ
と
向
け
ら
れ
て
し
ま
う
。

相
聞
歌
に
お
い
て
、
久
迩
京
の
景
は
景
と
し
て
季
節
を
と
ら
え
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
紀
女
郎
と
の
贈
答
歌
の
表
現
を
考
え
て
い
き

た
い
。

⑭
 大
伴
宿
祢
家
持
の
紀
女
郎
に
報
贈
せ
し
歌
一
首

 

ひ
さ
か
た
の
雨
の
降
る
日
を
た
だ
ひ
と
り
山
辺
に
居
れ
ば
い
ぶ
せ
か
り
け
り

 

 

四
ー
七
六
九

⑮
 板
葺
の
黒
木
の
屋
根
は
山
近
し
明
日
の
日
取
り
て
持
ち
て
参
来
む

⑯
 黒
木
取
り
草
も
刈
り
つ
つ
仕
へ
め
ど
い
そ
し
き
わ
け
と
褒
め
む
と
も
あ
ら
ず

 

 

四
ー
七
七
九
・
八
〇

　
⑭
に
お
い
て
家
持
は
自
ら
の
い
る
場
所
を
や
は
り
「
山
辺
」
と
歌
う
が
、
そ
の

場
所
は
あ
な
た
が
そ
こ
に
は
居
ず
に
自
分
「
ひ
と
り
」
で
い
る
た
め
、「
い
ぶ
せ

か
り
け
り
」
と
訴
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
山
辺
」
は
降
り
こ
め
る
雨
と
と
も
に

紀
女
郎
と
の
間
を
隔
て
る
景
と
し
て
の
み
表
さ
れ
、「
い
ぶ
せ
し
」
と
い
う
思
い
を

強
め
る
景
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
⑮
・
⑯
は
五
首
贈
っ
て
い
る
う
ち
の

二
首
 で
 あ
る
。
こ
の
歌
に
お
い
て
家
持
は
、
久
迩
京
の
景
を
「
山
近
し
」
と
す
る
が
、

註
⑭

そ
の
山
は
あ
な
た
の
家
の
「
板
葺
き
の
黒
木
の
屋
根
」
を
作
る
木
が
あ
る
実
用
的

な
山
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
ろ
う
。
都
の
女
性
の
心
を
つ
か
む
た
め

に
は
、
久
迩
京
と
い
う
「
山
辺
」
は
都
の
文
化
と
関
わ
る
実
用
性
こ
そ
が
効
果
的

な
の
で
あ
る
。
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見
て
き
た
よ
う
に
、
書
持
と
の
贈
答
と
同
時
期
に
旧
都
の
女
性
に
贈
っ
た
歌
に

お
け
る
景
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
家
持
を
含
む
旧
都
、
平
城
京

に
お
け
る
女
性
の
歌
の
文
化
圏
で
は
、
共
通
の
理
解
の
も
と
で
相
聞
歌
が
か
わ
さ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
 が
 、
家
持
は
久
迩
京
に

註
⑮

お
い
て
も
、
旧
都
の
女
性
た
ち
と
の
贈
答
に
お
い
て
は
、
旧
都
か
ら
見
た
久
迩
京

の
景
で
し
か
歌
わ
ず
旧
都
に
お
け
る
女
性
の
歌
の
文
化
圏
の
中
に
い
る
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
同
時
期
で
あ
り
つ
つ
も
書
持
と
の
贈
答
と

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
言
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
。

お
わ
り
に

　
内
舎
人
と
し
て
久
迩
京
に
い
る
家
持
に
旧
都
か
ら
弟
書
持
が
歌
を
贈
り
、
家
持

は
そ
れ
に
答
え
る
。
初
夏
の
景
物
を
通
し
て
二
人
は
二
人
が
い
る
場
所
が
異
な
っ
て

い
る
こ
と
を
意
識
し
合
う
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
れ
は
、
実
際
の
心
の
み
を

表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
歌
の
文
化
圏
の
中
で
共
通
に
理
解
さ
れ
て

い
る
「
霍
公
鳥
」
を
二
人
は
、
違
っ
た
場
所
か
ら
歌
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
を
歌

の
表
現
世
界
で
明
ら
か
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
旧
都
は
ま
だ
季
節
が
訪
れ
ず
、

久
迩
京
で
は
す
で
に
季
節
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
久
迩
京
に
い
る
家
持
に

と
っ
て
、
新
た
な
久
迩
京
へ
の
讃
美
と
い
う
表
現
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
は
、
兄
弟
で
あ
り
、
同
じ
文
化
圏
の
中
に
い
た
弟

書
持
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
限
り
、
書
持
は
旧
都
に
あ
り
な
が
ら
、

女
性
た
ち
と
は
異
な
っ
た
歌
の
文
化
圏
を
家
持
に
求
め
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
大
伴
家
の
男
性
と
い
う
立
場
に
よ
る
も
の
で
、
内
舎
人
と

し
て
久
仁
京
に
い
る
家
持
に
旧
都
を
意
識
さ
せ
つ
つ
新
た
な
歌
世
界
へ
向
け
さ
せ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 
                         

 

註①
 
鉄
野
昌
弘
氏
は
家
持
の
漢
文
に
注
目
し
、「
動
乱
の
中
で
、
よ
う
や
く
官
人
と

し
て
船
出
し
よ
う
と
す
る
兄
弟
が
、
そ
う
し
た
滋
養
起
用
に
お
け
る
情
志
を

表
出
す
る
方
法
を
、
先
人
の
歌
や
詩
に
導
か
れ
つ
つ
模
索
し
て
い
た
」
と

さ
れ
る
。「
詠
物
歌
の
方
法
 －

家
持
と
書
持－

」『
萬
葉
』
第
百
六
十
三
号

②
 「
家
持
と
書
持
の
贈
報
」『
山
梨
英
和
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
一
号
・「
家
持
と

書
持
と
の
贈
報
再
論
 －

異
論
を
超
え
真
実
へ－

」『
都
留
文
科
大
学
研
究

紀
要
』
第
八
十
五
号

③
 『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
天
平
十
二
年
十
二
月
に
久
仁
京
に
至
り
、
翌
年
の

正
月
は
久
仁
京
で
朝
賀
。
閏
三
月
に
は
五
位
以
上
に
平
城
居
住
を
禁
じ
て

い
る
。
家
持
は
こ
の
と
き
ま
だ
五
位
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
内
舎
人
と

い
う
立
場
上
そ
れ
に
準
じ
た
も
の
で
あ
る
。

④
 
三
九
〇
九
番
歌
の
脚
注
。

⑤
  橘
朝
臣
奈
良
麻
呂
の
集
宴
を
結
べ
る
歌
十
一
首
　
巻
八
ー
一
五
八
一
～
九
一

書
持
の
歌
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

 

あ
し
ひ
き
の
山
の
も
み
ち
今
夜
も
か
浮
か
び
行
く
ら
む
山
川
の
瀬
に

 

 

一
五
八
七

⑥
 
こ
の
宴
で
の
歌
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
て
い
る
「
集
約
す
る
心
 －

家
持

の
歌
の
場－

」『
別
府
大
学
紀
要
』
第
四
十
六
号

⑦
 『
萬
葉
集
釈
註
』
に
お
け
る
「
日
本
挽
歌
」
の
反
歌
七
九
八
の
釈
文

⑧
 
註
②
に
同
じ
。

⑨
 「
家
持
と
書
持
の
贈
答
 －

『
橘
の
玉
貫
く
月
』
を
め
ぐ
っ
て－

」『
萬
葉
』
第

二
百
二
十
二
号

⑩
 「『
独
居
平
城
孤
宅
作
歌
』
の
意
味
」『
大
伴
家
持
と
奈
良
朝
和
歌
』

⑪
 
註
②
に
同
じ
。

⑫
 
巻
六
の
配
列
に
お
い
て
そ
の
前
の
家
持
の
一
〇
三
七
の
題
詞
が
天
平
十
五
年

の
「
久
迩
京
」
の
も
の
で
あ
り
、
高
丘
連
河
内
が
こ
の
時
に
「
造
離
宮
司
」

と
い
う
官
職
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
久
迩
京
で
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。　
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⑬
 
藤
原
郎
女
は
万
葉
集
中
に
こ
の
一
首
を
残
す
の
み
で
あ
り
、
伝
未
詳
で
あ
る
。

⑭
 
歌
は
次
の
よ
う
な
形
で
贈
ら
れ
て
い
る
。

 

大
伴
宿
祢
家
持
の
、
更
に
紀
女
郎
に
贈
り
し
歌
五
首

 

我
妹
子
が
や
ど
の
ま
が
き
を
見
に
行
か
ば
け
だ
し
門
よ
り
帰
し
て
む
か
も

 

う
つ
た
へ
に
ま
が
き
の
姿
見
ま
く
欲
り
行
か
む
と
言
へ
や
君
を
見
に
こ
そ

 

板
葺
の
黒
木
の
屋
根
は
山
近
し
明
日
の
日
取
り
て
持
ち
て
参
来
む

 

黒
木
取
り
草
も
刈
り
つ
つ
仕
へ
め
ど
い
そ
し
き
わ
け
と
褒
む
と
も
あ
ら
ず

 

ぬ
ば
た
ま
の
昨
夜
は
帰
し
つ
今
夜
さ
へ
わ
れ
を
帰
す
な
道
の
長
手
を

⑮
 「
歌
に
遊
ぶ
」『
ア
ジ
ア
歴
史
文
化
研
究
所
報
』
第
十
七
号

歌
の
本
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
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