
本
朝
月
令
と
の
云
い
伝
え
そ
の
も
の
に
相
似
が
あ
り
、
歌
詞
も
似
て

い
る
と
乙
ろ
か
ら
「
続
日
本
記
の
記
載
は
古
事
記
雄
略
天
皇
の
乙
の

条
の
作
り
変
へ
で
あ
る
」
（
古
事
記
伝
）
と
と
巾
て
い
お
o
b

叉
、
琴

歌
譜
に
は
「
短
埴
安
扶
理
ト
句
歌
と
し
て
「
藤
子
ど
も
嬢
子
さ
び

7

と
唐
玉
を
手
本
に
纏
き
て
嬢
子
さ
び
す
も
」
の
歌
を
掲
げ
て
い
る
ι

と
れ
は
月
令
の
歌
と
才
二
句
が
「
千
止
女
佐
比
須
止
」
と
な
っ
て
「

止
」
の
一
字
が
違
う
の
み
で
あ
る
。
い
や
ノ
れ
に
し
て
も
一
音
楽
舞
踊
の

起
源
を
語
る
も
の
と
し
て
そ
の
遣
の
人
々
に
隼
ば
れ
受
け
つ
が
れ
た

歌
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

雄
略
天
皇
を
中
心
と
す
る
歌
物
語
の
中
で
、
高
葉
の
巻
頭
長
歌
が

赤
猪
子
の
物
語
と
結
び
つ
き
、
更
に
家
持
比
売
の
話
と
何
ら
か
の
関

係
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
事
は
一
応
云
え
る
と
思
う
。
乙
の
様
に
種
々

の
形
に
姿
を
変
え
た
求
婚
説
話
が
主
と
し
て
雄
略
天
皇
に
結
び
つ
け

ら
れ
、
そ
の
物
語
ぞ
潤
色
せ
し
め
た
原
因
は
天
皇
の
御
名
を
永
久
に

伝
え
る
た
め
に
お
か
れ
た
長
谷
部
、
長
谷
部
合
人
等
の
御
名
代
が
大

い
に
築
え
た
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
語
部
の
関
子
と
い
う
事
を
考
慮

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
妙
な
る
音
楽
に
合
わ

せ
て
、
長
い
美
し
い
袖
を
翻
し
て
舞
う
う
ら
若
い
美
女
の
姿
は
覚
め

る
と
と
な
く
、
永
遠
に
続
く
夢
の
世
界
で
あ
っ
て
欲
し
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
恥
乙
れ
ら
民
謡
的
な
も
の
、
或
い
は
偶
者
か
に
よ
っ
て
為
さ

れ
た
一
般
的
感
情
の
表
白
が
、
そ
U
内
容
か
ら
雄
略
恋
物
語
に
く
り

入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
乙
乙
に
古
事
記
を
貫
く

野
情
の
流
作
bz見
る
容
が
出
来
、
υ

叉
、
付
上
代
歌
諮
の
が
質
の
一
端
を

も
伺
う
一
事
が
出
来
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

助
動
調
「
ぬ
」
に
関
ナ
る
一
考
察

年

中

村

階

子

岩
波
文
庫
本
「
源
氏
物
語
」
と
明
治
書
院
本
「
新
編
一
千
家
物
語
」

の
中
か
ら
、
助
動
詞
「
ぬ
」
を
百
例
に
限
っ
て
と
り
出
し
た
結
果
を

考
察
し
て
み
た
。
な
に
ぶ
ん
操
作
の
範
囲
が
狭
く
、
不
確
実
な
う
ら

み
も
あ
っ
て
、
か
り
に
も
レ
ポ
ー
ト
な
ど
と
云
は
れ
る
も
の
で
は
な

、ν
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（
「
国
語
口
文
芳

中
西
宇
一
氏
は
「
発
生
と
完
了

l
ぬ
と
つ

l
」

二
七
六
号
」
所
収
〉
に
お
い
て

「
ぬ
」
は
状
態
の
発
生
を
示
す

と
述
べ
ら
れ
た
が
、
私
は
助
動
詞
「
ね
」
を
総
て
欣
態
の
発
生
で
あ

る
と
云
い
切
っ
て
し
ま
う
事
は
無
理
で
は
な
い
か
と
思
う
。

－

宮

は

大

殿

箆

り

吋

け

り

ハ

源

氏

桐

壷

）

2

夜

も

更

け

材

（

源

氏

桐

壷

）

3

女

御

も

御

心

お

ち

ゐ

給

ひ

司

（

源

氏

桐

壷

）

4

嵐

吹

き

添

う

秋

も

来

叶

け

り

（

源

氏

帯

木

〉

氏
の
お
考
え
に
そ
く
し
て
解
釈
す
る
と
、
例
①
は
、
過
去
の
或
る



ふ
d－

F

J

z

t

j

↑一

i
1

れ
た
一
般
的
感
情
の
表
白
が
、
そ
の
内
容
か
ら
雄
略
恋
物
語
に
く
り

入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
と
に
古
事
記
を
貫
く

1
4
1九
万
情
7

ゆ
流
恐
活
川
衿

dvw尚
氏
、
叉
、
上
代
歌
謡
の
水
質
の
一
端
を

．
一
定
の
時
に
大
殿
龍
（
り
〉
の
吠
態
が
発
生
し
、
引
き
続
き
今
も
宮
は

お
お
、
す
み
に
な
っ
て
い
る
。
例
＠
は
、
今
は
夜
が
更
け
た
駅
態
に
な

っ
て
い
る
。
例

ωは
、
今
は
女
御
も
御
心
お
ち
ゐ
給
ふ
心
理
欣
態
に

な
っ
て
い
る
。
例
③
は
今
も
阜
、
は
り
秋
の
扶
態
が
騒
い
て
い
る
と
な

り
、
眼
前
の
欣
態
が
発
生
し
た
事
を
示
す
と
一
玄
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
同
じ
用
法
の
用
例
は
百
中
三
十
八
例
〉
然
し
一
方

色
に
も
出
さ
せ
給
は
ず
な
り
叫
－

d
b－
（
源
氏
桐
壷
〉

横
ざ
ま
な
る
や
う
に
で
絡
に
か
く
な
り
は
べ
り

d
dぱ・

（
源
氏
柄
壷
）

哀
れ
進
み
吋
川
ば
阜
、
が
て
・
：

過
ぎ

d
Jは
甲
斐
な
く
て
・
・
．

・
・
・
・
奇
し
か
ら
む
と
て
皆
笑
ひ
給
ひ
斗

丑
に
な
り

d
dな
る
べ
し

1 2 

〈
源
氏
帯
木
）

（
源
氏
帯
木
〉

（
源
氏
帯
木
）

（
源
氏
柄
査
）

右
の
用
例
中
の
「
ぬ
」
は
、
明
ら
か
に
欣
態
の
完
了
或
は
、
完
了
の

結
果
を
示
し
て
い
る
。
①
①
③
の
用
例
の
「
ぬ
」
は
、
或
る
欣
態
が

記
ん
冗
ん
進
行
し
て
、
そ
の
時
ま
で
に
一
定
の
極
限
に
謹
じ
た
事
を

表
わ
し
て
い
て
、
欣
態
の
発
生
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
五
の
用
例
の

「
笑
ひ
ぬ
」
も
笑
っ
た
と
云
う
一
事
実
は
、
す
で
に
今
よ
り
前
に
行
わ

れ
℃
し
ま
っ
た
事
で
あ
っ

τ、
同
じ
吠
態
が
続
い
て
二
度
発
生
す
る

事
は
予
想
出
来
な
い
。
し
か
も
と
の
よ
う
な
「
ぬ
」
の
用
法
が
百
の

用
例
中
、
約
字
数
の
四
六
例
も
あ
る
の
で
あ
る
。
弐
に

玉
の
男
御
子
さ
え
生
れ
給
ひ

4

（
源
氏
桐
査
）

夜
中
打
ち
過
ぐ
る
程
に
な
む
絶
え
果
て
叫
べJ

（
源
氏
桐
士
号

町
占4 5 6 

4

嵐

吹

き

添

う

秋

も

来

叫

け

り

ハ

源

氏

有

」

さ

氏
の
お
考
え
に
そ
く
し
て
解
釈
す
る
と
、
例
①
は
‘
過
去
の
或
る

園圃』圃圃岨圃

す
が
す
が
し
う
も
忠
ひ
た
L
ざ
り
け
る
躍
に
后
も
亡
せ
給
ひ
刈

（
源
氏
桐
査
〉

亡
せ
給
ひ
吋
し
御
息
所
：
：
：
（
そ
の
他
三
例
〉

ハ
源
氏
帯
木
）

等
操
作
の
範
囲
内
に
於
て
‘
生
死
に
関
す
る
状
態
描
写
に
は
全
部
助

動
詞
「
ぬ
」
を
用
い
℃
あ
る
。
生
死
の
現
象
は
一
回
限
り
の
も
の
で

あ
っ
て
継
続
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
「
ぬ
」
の
完
了
性
を
は
っ
き

り
示
す
用
例
と
し
て
興
味
深
い

Q

と
こ
ろ
で
両
者
の
時
間
的
な
関
係

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
吠
態
の
発
生
を
示
す
「
ぬ
」
は
「
能
り
ぬ
」

に
し
て
も
「
更
け
ぬ
」
に
し
℃
も
、
そ
の
紙
態
が
発
生
し
て
か

ら
、
時
間
的
に
比
較
的
長
く
そ
の
版
態
が
発
生
し
た
時
と
同
質
の
欣

態
を
保
っ
て
い
く
性
一
貨
を
持
っ
て
い
る
様
で
あ
る
。
最
も
卑
近
な
例

と
し
て

花
暁
き
ぬ

と
一
去
っ
た
場
合
に
は
、
花
が
喚
い
て
い
る
欺
態
が
眼
前
の
事
実
で
あ

る
事
は
勿
論
、
そ
の
花
は
、
比
較
的
長
く
、
こ
れ
か
ら
先
も
暁
き
続

け
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
ぬ
」
が
「
詰

る
」
、
「
更
く
L

、
「
咲
く
」
等
の
如
き
、
一
言
葉
自
身
の
中
に
、
時

間
的
な
幅
を
持
っ
た
も
の
に
接
続
し
た
場
合
に
の
み
、
中
西
先
生
の

設
は
安
当
で
あ
る
。
然
し
、
前
述
の
「
ぬ
」
の
別
例
中
に
は
、
現
在

以
前
に
お
い
て
現
れ
た
欣
態
が
、
現
在
、
も
し
く
は
、
現
在
の
近
く

で
完
了
し
た
り
、
一
定
の
極
限
に
達
し
た
り
す
る
意
味
に
用
い
ら
れ

て
い
る
事
実
が
多
数
も
ろ
事
か
ら
し
て
、
売
生
が
「
ぬ
」
は
欣
態
の

発
生
。
伊
二
市
す
と
一
五
わ
れ
て
い
る
の
は
も
む
し
ろ
、
助
動
詞
「
ぬ
」
の

内

ru冒



性
質
の
一
回
と
し
て
考
え
た
方
が
よ
り
正
し
い
の
で
は
な
い
冗
あ
う

か。
ウ
〉入

と道
ヤ、

』宮、内
は府
れに
け中
ん違
（つ
千て
家は
）悪

し
か
ら

三l

γコれ
まだ叉11（、、わ、．

l匂鍾~（'tJOI~）

「

W
L
の
時
的

的
マ
開
局

（
キ
ッ
ト
豆
山
カ
ロ

i畳
去

府
H
そ
か

b
L
－ミコ
E
E
つ
ド
コ

γ
民

q
z
z、
〉

f
t
・－也、
a

：

二
今
年
の
軍
に
は
違
な
く
勝
ち
司
（
キ
ッ
ト
勝
ツ
〉
と
覚
ゆ
る
ぞ

（
一
十
家
）

等
の
用
法
の
あ
る
事
も
一
考
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

接
頭
語
と
接
頭
辞
の
一
考
察

年．

右肩

/j'fi 

威

山

従
来
、
接
頭
語
、
接
尾
語
と
言
わ
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
意
味
上

叉
は
現
在
の
言
一
抗
意
識
等
か
ら
考
え
て
、
語
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
く

な
い
種
類
、
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
接
一
一
期
辞
、
接
尾
辞
と
し
て
接
頭

話
、
接
尾
語
と
区
別
す
る
設
に
北
部
い

τ、
一
応
の
考
え
を
ま
と
め
て

み
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
は
紙
面
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
接
頭

語
、
接
関
辞
の
方
の
み
を
取
り
上
げ
る
乙
と
に
す
る
。

例
え
ば
、
接
顕
諾
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
、
「
叫
迷
惑
」

「
斗
礼
足
」
「
司
霧
」
「
什
暗
い
」
「
叶
叶
興
じ
る
」
「
叶
叶
勝
る
」

「
斗
斗
倒
れ
る
」
「
斗
う
る
さ
い
」
「
刈
細
い
」
「

4
g」
等
の
種

類
の
語
と
、
「
成
寺
」
「
司
ま
よ
う
」
「
斗
社
き
」
「
司
な
び
く
」

「
付
飯
」
「
叶
息
」
「
叶
是
」
「
叶
糸
」
「
計
J
1
す
ぐ
」
「
司
オ
か
」

「
什
川
」
等
の
種
類
の
語
と
を
、
現
在
の
言
語
主
体
の
意
識
に
よ
っ

て
分
け
る
乙
と
が
出
来
る
。
前
者
は
「
御
」
「
お
み
」
「
さ
」
等
が
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