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節　

子

は
じ
め
に

　
「
か
く
す
い
」
と
い
う
名
の
狂
言
が
あ
る
。
現
在
は
和
泉
流
の
み
が
現
行
曲
と
し
、「
角
水
」
の
文
字
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
。『
狂

言
集
成
』
の
底
本
と
な
っ
た
幕
末
の
和
泉
流
三
宅
派
の
写
本
に
は
「
角
水
聟
」
の
名
で
収
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
聟
取
り
を
扱
っ

た
狂
言
で
あ
る
が
、
類
曲
「
賽
の
目
」
に
比
し
て
も
上
演
さ
れ
る
機
会
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、「
か
く
す
い
」

が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
不
明
な
点
に
あ
ろ
う
。
か
つ
て
佐
竹
昭
広
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

狂
言
と
い
う
文
字
が
示
す
よ
う
に
、
狂
言
は
「
を
か
し
」
の
芸
能
で
あ
っ
た
。
中
世
に
は
狂
言
の
こ
と
を
「
を
か
し
」
と
称
し

た
例
も
少
く
な
い
。「
を
か
し
」
の
性
格
は
、「
す
べ
て
猿
楽
の
態
、
鳴
滸
の
詞
、
腸
を
断
ち
頤
を
解
か
ず
と
い
ふ
者
な
し
」

（『
新
猿
楽
記
』）
と
い
わ
れ
た
古
猿
楽
以
来
、
狂
言
を
つ
ら
ぬ
く
本
質
的
な
伝
統
で
あ
っ
た
。
狂
言
に
は
、
こ
と
ば
の
「
を
か
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し
」、
物
ま
ね
の
「
を
か
し
」、
趣
向
の
「
を
か
し
」、
誇
張
の
「
を
か
し
」
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
「
を
か
し
」
が
、
い
ろ

い
ろ
な
か
た
ち
で
盛
り
こ
ま
れ
て
い
る
。「
を
か
し
」
の
性
格
を
欠
い
た
狂
言
と
い
う
も
の
は
存
在
し
え
な
い
。「
を
か
し
」
を

ふ
く
む
度
合
、「
を
か
し
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
は
多
少
・
濃
淡
が
あ
っ
て
も
、「
を
か
し
」
の
性
格
は
ど
の
狂
言
に
つ
い
て
も
例

外
な
く
指
摘
さ
れ
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
社
会
・
風
俗
・
感
覚
の
こ
と
な
る
後
世
か
ら
見
る
と
一
向
に
「
を
か
し
」
く
な
い
狂

言
も
、
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
、「
を
か
し
」
さ
の
由
来
は
あ
き
ら
か
に
な
る
。（『

下
剋
上
の
文
学
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年（１
））

こ
の
「
か
く
す
い
」
も
ま
た
、「
を
か
し
」
く
な
い
狂
言
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
狂
言
「
か
く
す
い
」
の
「
を

か
し
」
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一

　

狂
言
「
か
く
す
い
」
は
、
天
正
狂
言
本
、
祝
本
に
は
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
近
世
以
前
の
台
本
は
現
存
し
て
い
な
い
。
和
泉
流
で

は
最
古
本
で
あ
る
天
理
図
書
館
蔵
『
狂
言
六
義
』（
正
保
三
年
頃
写
。
以
下
、
天
理
本
と
略
称
）
に
「
か
く
水
」、
大
蔵
流
で
は
大
蔵

弥
右
衛
門
氏
蔵
大
蔵
虎
明
本
（
寛
永
十
九
年
写
。
以
下
、
虎
明
本
と
略
称
）
に
「
か
く
す
い
む
こ
」
の
名
で
収
録
さ
れ
る
の
が
初
見

と
な
る
。
一
六
四
〇
年
代
に
筆
録
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
写
本
に
は
、「
角
水
」
の
文
字
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
万
治
三
（
一
六
六
〇
）

年
刊
行
の
『
狂
言
記
』
正
編
も
、
こ
の
作
品
を
「
か
く
す
い
」
と
仮
名
書
き
で
収
録
し
て
い
る
。
鷺
流
で
は
、
延
宝
忠
政
本
や
享
保

保
教
本
に
は
含
ま
れ
ず
、
鷺
伝
右
衛
門
派
の
名
女
川
辰
三
郎
が
宝
暦
十
一
（
一
七
六
〇
）
年
頃
に
筆
写
し
た
宝
暦
名
女
川
本（２
）が
最
も
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古
い
台
本
と
な
る
が
、
こ
こ
に
「
角
水
聟
」
の
表
記
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
享
保
六
（
一
七
一
六
）
年
閏
七
月
に
鷺
仁
右
衛
門
家

が
幕
府
へ
提
出
し
た
書
上
で
は
、「
俄
ニ
難
相
勤
分
」
と
し
て
付
記
す
る
十
九
曲
の
中
に
「
か
く
す
い
聟
」
と
仮
名
書
き
が
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
角
水
」
の
宛
字
が
後
世
の
所
為
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
（
３
）。
こ
の
作
品
の
「
を
か
し
」
を
探
る
手
掛
か
り

は
、「
か
く
す
い
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

先
ず
天
理
本
「
か
く
す
い
」
の
全
文
を
掲
出
す
る
。

　
「
是
は
此
あ
た
り
の
者
」、
う
と
く
な
る
よ
し
を
云
、「
ひ
と
り
む
す
め
を
持
た
が
、
よ
か
ら
う
ず
る
む
こ
を
と
ら
う
」
と

云
、「
さ
り
な
が
ら
、
む
す
め
が
事
の
外
歌
道
を
す
い
た
ほ
ど
に
、
た
れ
に
は
よ
る
ま
じ
い
、
歌
道
の
す
ぐ
れ
た
人
を
む
こ
に

と
ら
う
と
存
る
。
則
、
此
て
い
を
高
札
に
う
た
ば
や
と
存
る
」
と
云
て
、
高
札
を
打
。

　

一
人
出
て
、「
是
は
津
の
国
の
者
」
と
名
乗
、「
あ
た
り
ち
か
ひ
所
に
う
と
く
な
る
人
が
あ
る
。
ひ
と
り
む
す
め
を
も
た
る

る
。
た
れ
に
は
よ
る
ま
じ
い
、
歌
道
の
あ
る
者
を
む
こ
に
と
ら
う
と
高
札
を
う
た
れ
た
と
申
。
そ
れ
が
し
は
ず
い
ぶ
ん
歌
道
を

こ
ゝ
ろ
が
け
た
ほ
ど
に
、
ま
い
り
、
む
こ
に
な
ら
ふ
と
存
る
」
と
云
て
出
る
。
一
二
へ
ん
ま
わ
り
て
、
シ
カ
〳
〵
。
常
の
ご
と

く
、
あ
ん
な
い
を
こ
う
。
し
う
と
出
る
。「
い
か
や
う
な
る
人
ぞ
」
と
云
。「
高
札
の
面
に
つ
い
て
、
津
の
国
よ
り
ま
い
り
た

る
」
と
云
。「
御
出
、
忝
い
。
ま
づ
こ
な
た
へ
と
お
ら
せ
ら
れ
い
」
と
云
て
、
わ
き
正
面
に
な
お
す
。

　

又
一
人
出
て
、「
は
り
ま
の
国
の
者
」
と
云
、
右
の
ご
と
く
云
て
出
る
。
し
う
と
よ
び
出
す
。
右
の
ご
と
く
、
是
も
脇
正
面

に
な
を
す
。

　

ま
た
一
人
出
て
名
乗
。
太
夫
也
。
名
乗
も
い
づ
れ
も
同
じ
事
也
。
し
う
と
出
て
あ
い
し
ら
い
、
右
の
ご
と
く
、
次
第
〳
〵
に
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脇
正
面
に
な
を
す
。

　

扨
し
う
と
云
、「
い
づ
れ
も
こ
れ
へ
、
お
の
〳
〵
遠
路
御
出
忝
い
。
高
札
に
も
し
る
す
ご
と
く
、
ど
な
た
に
は
よ
る
ま
い
、

歌
道
の
た
つ
し
た
人
を
む
こ
に
と
ら
う
と
申
事
じ
や
。
そ
れ
を
き
こ
し
め
さ
れ
て
お
出
な
さ
る
ゝ
衆
に
て
あ
る
ほ
ど
に
、
お
ろ

か
に
は
あ
る
ま
ひ
、
さ
り
な
が
ら
歌
を
一
首
づ
つ
う
け
た
ま
わ
つ
て
、
い
づ
れ
成
と
も
、
う
た
の
き
ゝ
事
な
る
を
、
む
こ
に
と

り
ま
ら
せ
う
ず
。
是
と
申
も
、
そ
れ
が
し
の
歌
道
を
こ
ゝ
ろ
が
く
る
に
、
又
む
す
め
が
別
し
て
歌
道
を
す
く
に
よ
つ
て
の
事
じ

や
」
と
云
。

　

い
づ
れ
も
三
人
な
が
ら
、「
札
の
面
に
つ
い
て
ま
い
り
た
る
上
は
、
い
か
や
う
に
も
う
た
を
よ
み
ま
ら
せ
う
ず
」
と
云
、「
さ

ら
ば
、
そ
れ
が
し
歌
の
だ
い
を
だ
し
ま
ら
せ
う
」
と
云
、「
ち
か
ご
ろ
」
と
云
、
し
う
と
、「
か
く
す
い
」
と
云
だ
い
を
出
す
。

「
さ
ら
ば
、
こ
な
た
か
ら
あ
そ
ば
せ
」
と
云
て
、
じ
き
す
る
。
て
い
し
ゆ
、「
い
や
〳
〵
そ
れ
が
し
申
さ
う
。
せ
ん
し
だ
い
に
な

さ
れ
い
。
津
の
国
の
が
は
じ
め
に
御
出
あ
つ
た
ほ
ど
に
、
津
の
国
か
ら
あ
そ
ば
せ
」
と
云
、「
尤
」
と
云
て
、

津
の
国　
　　

に
し
の
海
ち
い
ろ
の
あ
み
を
か
く
す
い
て
水
は
く
ゞ
り
て
う
を
は
と
ゞ
ま
る

は
り
ま
の
国　

は
り
ま
紙
い
か
な
る
ひ
と
の
か
く
す
い
て
筆
は
は
し
り
て
文
字
は
と
ゞ
ま
る

川
内　
　
　　

川
内
な
る
早
田
を
人
の
か
く
す
い
て
一
本
植
て
千
本
に
ぞ
な
る

を
云
、
し
う
と
「
い
づ
れ
も
き
ゝ
事
を
あ
そ
ば
さ
れ
た
。
わ
た
く
し
も
お
ど
ろ
き
入
た
」
と
云
、「
ど
な
た
を
ど
な
た
と
申
さ

う
や
う
は
な
い
ほ
ど
に
、
此
上
は
、
と
か
く
む
す
め
を
よ
び
い
だ
し
て
、
脇
の
い
ざ
に
を
く
。

　

た
い
め
ん
も
「
先
次
第
」
と
云
て
、
津
の
国
よ
り
あ
ふ
て
、「
あ
ら
こ
わ
物
、
あ
の
や
う
な
お
そ
ろ
し
い
か
お
な
女
房
に

は
、
一
日
も
そ
わ
れ
ま
い
」
と
云
て
、
い
ぬ
る
。
又
は
り
ま
も
あ
ふ
て
、
右
の
ご
と
く
云
て
、
い
ぬ
る
。
シ
カ
〳
〵
。
シ
テ
か
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わ
ち
は
ひ
と
り
つ
か
ま
へ
ら
れ
て
、
い
づ
れ
も
〈
さ
い
の
目
〉
の
ご
と
く
に
て
、
留
る
也
。

　
（
北
川
忠
彦
他
校
注
『
天
理
本　

狂
言
六
義
』
上
巻　

三
弥
井
書
店
、
一
九
九
五
年
。
引
用
に
際
し
て
適
宜
私
に
改
行
等
の

体
裁
を
整
え
た
）

　

後
に
比
較
す
る
虎
明
本
に
比
し
て
、
右
天
理
本
「
か
く
す
い
」
は
セ
リ
フ
の
省
略
が
多
い
が
、
筋
を
辿
る
上
で
欠
け
る
と
こ
ろ
は

な
い
。
以
下
、
粗
筋
を
辿
る
。「
こ
の
あ
た
り
の
」「
有
徳
な
る
」
者
が
聟
を
募
る
高
札
を
立
て
る
。
こ
の
有
徳
人
の
一
人
娘
が
歌
道

を
好
む
た
め
、「
歌
道
に
す
ぐ
れ
た
人
」
を
聟
に
取
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
高
札
の
噂
を
聞
い
て
、
摂
津
、
播
磨
、
河
内
の
国
か

ら
「
ず
い
ぶ
ん
歌
道
を
こ
ゝ
ろ
が
け
た
」
三
人
の
者
が
や
っ
て
く
る
。
娘
が
歌
道
好
き
と
な
っ
た
の
は
、
有
徳
人
（
以
下
、「
舅
」

と
称
す
）
自
身
が
歌
道
を
嗜
む
た
め
で
あ
り
、
こ
の
歌
好
き
の
舅
は
、
聟
志
願
の
三
人
の
内
、
最
も
優
れ
た
歌
を
詠
ん
だ
者
を
聟
に

し
よ
う
と
、「
か
く
す
い
」
の
題
を
出
す
。
三
人
は
順
番
を
譲
り
合
う
が
（
４
）、
舅
は
歌
を
詠
む
順
を
「
先
次
第
」
と
し
、
到
着
順
に
津

の
国
の
者
か
ら
歌
を
詠
ま
せ
る
。

　
津
の
国
の
者

に
し
の
海
ち
い
ろ
の
あ
み
を
か
く
す
い
て
水
は
く
ゞ
り
て
う
を
は
と
ゞ
ま
る

　
播
磨
の
国
の
者

は
り
ま
紙
い
か
な
る
ひ
と
の
か
く
す
い
て
筆
は
は
し
り
て
文
字
は
と
ゞ
ま
る

　
河
内
の
国
の
者

川
内
な
る
早
田
を
人
の
か
く
す
い
て
一
本
植
て
千
本
に
ぞ
な
る
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三
首
は
い
ず
れ
も
「
か
く
す
い
」
の
四
文
字
を
詠
み
込
ん
だ
歌
で
、「
網
を
結す

く
」
と
は
網
の
目
を
結
ん
で
網
を
編
む
こ
と
、「
紙
を

漉
く
」
と
は
製
紙
、「
田
を
鋤
く
」
と
は
耕
作
の
こ
と
。
そ
れ
ぞ
れ
「
か
く
す
い
」
を
物も
の

名の
な

（
隠
題
）
と
し
、
各
々
の
国
の
景
物
に

よ
そ
え
て
、
津
の
国
の
者
は
千
尋
の
網
を
作
っ
て
魚
を
捕
る
海
辺
の
景
を
、
播
磨
の
者
は
名
物
の
紙
を
産
し
て
筆
を
走
ら
せ
る
景

を
、
河
内
の
者
は
田
を
耕
し
て
稲
穂
を
実
ら
せ
る
景
を
詠
ん
で
み
せ
た
。
し
か
し
、
歌
の
優
劣
が
付
け
難
い
の
で
娘
の
「
目
好
き（５
）」

に
し
よ
う
と
、
舅
は
三
人
を
到
着
順
に
娘
と
対
面
さ
せ
る
が
、
各
々
娘
の
「
お
そ
ろ
し
い
か
お
」
を
見
て
逃
げ
る
。
最
後
に
対
面
し

た
河
内
の
者
が
つ
か
ま
り
、
娘
に
負
わ
れ
て
留
め
。

　

右
「
か
く
す
い
」
は
「
賽
の
目
」「
夷
毘
沙
門
」
な
ど
の
聟
取
り
物
の
類
型
の
一
つ
で
あ
り
、
結
末
は
「
二
九
十
八
」「
因
幡
堂
」

な
ど
妻
乞
物
と
呼
ば
れ
る
狂
言
と
も
共
通
す
る
。
こ
の
狂
言
の
核
に
な
っ
て
い
る
の
は
聟
志
願
の
者
た
ち
が
詠
む
三
首
の
歌
で
あ
る

が
、
舅
が
な
ぜ
「
か
く
す
い
」
な
る
題
を
出
し
た
の
か
、
右
の
天
理
本
で
は
特
に
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

二

　

次
に
、
大
蔵
流
の
最
古
本
で
あ
る
虎
明
本
「
か
く
す
い
む
こ
」
が
右
の
天
理
本
と
相
違
す
る
点
を
見
て
お
く
。
天
理
本
に
同
じ
く

虎
明
本
の
舅
も
、「
財
宝
に
付
て
、
不
足
な
事
は
ご
ざ
ら
ぬ
」
と
豪
語
す
る
有
徳
人
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
有
徳
人
の

名
前
を
虎
明
本
は
「
か
く
す
い
」
と
説
明
す
る
。
聟
を
募
る
理
由
と
し
て
「
か
く
す
い
」（
以
下
、
天
理
本
に
同
じ
く
「
舅
」
と
称

す
）
が
男
子
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
の
は
天
理
本
と
同
様
で
あ
る
が
、
虎
明
本
は
一
人
娘
に
歌
道
の
優
れ
た
者
を
聟
に
取

る
理
由
と
し
て
、
自
ら
が
「
文
盲
」
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
。
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六
一

　

罷
出
た
る
者
は
、
此
所
に
す
ま
ゐ
仕
る
、
か
く
す
い
と
申
者
で
御
ざ
る
。
某
、
ざ
い
は
う
に
付
て
、
ふ
そ
く
な
事
は
ご
ざ
ら

ぬ
。
去
な
が
ら
男
子
を
ば
も
ち
ま
ら
せ
ぬ
。
女
子
一
人
も
つ
て
ご
ざ
る
が
、
そ
れ
が
し
も
ん
ま
ふ
に
ご
ざ
る
ほ
ど
に
、
歌
道
の

す
ぐ
れ
た
る
者
を
む
こ
に
と
ら
ふ
と
存
る
。
先
、
高
札
を
う
た
ふ
。

（
大
塚
光
信
編
『
大
蔵
虎
明
能
狂
言
集　

飜
刻
註
解
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）

　

聟
を
募
る
高
札
の
噂
を
聞
い
て
や
っ
て
来
る
の
は
、
河
内
の
百
姓
、
淡
路
の
漁
師
、
播
磨
の
紙
漉
き
の
三
人
。
各
々
「
せ
が
れ
の

時
よ
り（６
）」「
明
暮（７
）」「
わ
ざ
に
に
あ
は
ぬ（８
）」
歌
道
を
好
む
者
た
ち
で
あ
る
。「
津
の
国
」
が
「
淡
路
の
国
」
に
変
わ
っ
て
、
三
人
の
国

元
は
河
内
と
淡
路
と
播
磨
。
天
理
本
で
は
明
示
し
な
い
職
が
加
筆
さ
れ
る
。
三
人
が
揃
っ
た
と
こ
ろ
で
、
聟
選
び
の
た
め
に
舅
が
歌

を
詠
ま
せ
る
展
開
も
天
理
本
に
同
じ
で
あ
る
が
、
虎
明
本
の
舅
は
、「
文
盲
」
で
題
の
出
し
方
を
知
ら
ぬ
か
ら
と
、
我
が
名
の
「
か

く
す
い
」
を
題
と
定
め
、
さ
ら
に
各
自
の
国
の
名
と
「
す
ぎ
は
ひ
」（
生
業
・
職
）
を
詠
み
入
れ
る
こ
と
が
課
題
と
し
て
付
加
さ
れ

る
。　

わ
た
く
し
は
、
も
ん
ま
う
に
御
ざ
る
に
よ
つ
て
、
歌
道
の
達
者
な
人
を
む
こ
に
と
り
た
ひ
と
ぞ
ん
じ
て
の
事
で
御
ざ
る
。
題

の
い
だ
し
や
う
も
ぞ
ん
ぜ
ぬ
。
す
な
は
ち
某
が
名
を
ば
、
か
く
す
い
と
申
ま
ら
す
る
程
に
、
私
が
名
を
だ
い
に
な
さ
れ
て
、
め

ん
め
ん
の
お
国
の
名
、
か
た
〴
〵
の
す
ぎ
は
ひ
を
入
て
、
歌
を
一
首
づ
ゝ
あ
そ
ば
せ
。
そ
れ
を
承
て
む
こ
に
と
り
ま
ら
せ
う
。



六
二

こ
う
し
て
淡
路
（
天
理
本
で
は
津
の
国
）
の
聟
志
願
の
者
が
詠
ん
だ
歌
は
、
舅
の
課
題
に
対
応
し
て
、
上
五
文
字
が
「
西
の
海
」
か

ら
「
淡
路
な
る
」
に
変
わ
り
、
三
首
は
到
着
順
に
従
っ
て
「
河
内
」「
淡
路
」「
播
磨
」
の
国
の
物
名
の
歌
と
し
て
揃
え
ら
れ
る
。

か
は
ち
な
る
わ
さ
田
を
人
の
か
く
す
い
て
一
も
と
う
へ
て
ち
も
と
に
ぞ
な
る

淡
路
な
る
ち
い
ろ
の
あ
み
を
か
く
す
ひ
て
水
は
く
ゞ
り
て
う
を
ぞ
と
ゞ
ま
る

は
り
ま
が
み
い
か
な
る
人
の
か
く
す
ひ
て
ふ
で
は
は
し
り
て
も
じ
ぞ
と
ゞ
ま
る

　

こ
の
三
首
の
歌
の
出
来
に
関
し
て
舅
が
優
劣
を
付
け
な
い
点
、
娘
と
対
面
し
た
後
の
展
開
は
天
理
本
と
同
じ
で
あ
る
が
、
虎
明
本

は
対
面
す
る
順
を
籤
引
き
と
す
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
（
９
）。

　

以
下
に
、
古
写
本
に
よ
る
二
流
の
相
違
を
ま
と
め
る
）
（1
（

。

①
有
徳
人
が
歌
道
に
優
れ
た
人
を
聟
に
取
ろ
う
と
高
札
を
打
つ
（
天
理
本
は
舅
と
一
人
娘
が
歌
道
を
好
く
た
め
。
虎
明
本
は
舅

自
身
が
文
盲
の
た
め
）。

②
高
札
の
噂
を
聞
い
た
津
の
国
の
者
が
聟
を
申
し
出
る
（
虎
明
本
は
淡
路
の
漁
師
。
三
者
の
到
着
順
は
④
②
③
）。

③
同
じ
く
播
磨
の
国
の
者
（
虎
明
本
は
播
磨
の
紙
漉
き
）
が
聟
を
申
し
出
る
。

④
同
じ
く
河
内
の
国
の
者
（
虎
明
本
は
河
内
の
百
姓
）
が
聟
を
申
し
出
る
。

⑤
舅
は
三
人
に
一
首
づ
つ
歌
を
詠
ま
せ
て
聟
を
決
め
る
こ
と
と
し
、
題
を
「
か
く
す
い
」
と
す
る
。（
虎
明
本
は
舅
が
文
盲
の

た
め
に
題
が
出
せ
ず
、
自
分
の
名
前
「
か
く
す
い
」
を
題
と
し
た
上
で
、
さ
ら
に
国
名
と
生
業
の
名
を
詠
み
込
ま
せ
る
）。

⑥
三
人
は
互
い
に
順
番
を
譲
り
合
う
が
、
舅
の
提
案
に
よ
っ
て
到
着
順
に
歌
を
詠
む
（
虎
明
本
は
「
西
の
海
」
詠
の
初
句
が

「
淡
路
な
る
」）。
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⑦
舅
は
、
優
劣
付
け
難
い
の
で
娘
に
選
ば
せ
る
こ
と
と
し
、
三
人
は
順
（
天
理
本
は
到
着
順
。
虎
明
本
は
籤
引
の
順
）
に
対
面

す
る
が
、
娘
の
「
恐
ろ
し
い
顔
」
を
見
て
逃
げ
る
。

　

虎
明
本
は
、「
か
く
す
い
」
を
舅
の
名
前
と
す
る
点
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
が
、「
か
く
す
い
」
な
る
名
前
の
由
来
は
依
然
と
し

て
明
ら
か
で
は
な
く
、
虎
明
本
に
よ
っ
て
も
「
か
く
す
い
」
の
謎
が
解
け
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
虎
明
本
は
、「
か
く
す
い
」
の

意
味
が
わ
か
ら
な
い
た
め
に
、
こ
れ
を
舅
の
名
前
と
説
明
し
て
辻
褄
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
高
い
。
で
は
、
そ
も
そ
も

「
か
く
す
い
」
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。

三

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
天
理
本
に
拠
れ
ば
三
人
の
聟
志
願
者
は
、
舅
が
出
し
た
「
か
く
す
い
」
の
題
に
対
し
て
、「
か
く
す
い
」
を

物
名
（
隠
題
）
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
か
く
」
の
如
く
「
す
く
」（
結
く
・
漉
く
・
鋤
く
）
と
、
自
ら
の
国
の
景
物
に
よ
そ
え
た
歌
を

詠
む
。

　

し
か
し
、
舅
は
「
か
く
す
い
」
と
い
う
題
で
歌
を
詠
め
と
言
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
物
名
の
歌
を
詠
め
と
言
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
そ
も
そ
も
聟
取
り
の
条
件
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
和
歌
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
そ
の
和
歌
は
娘
を
恋
ふ
る
歌
、
す
な
わ
ち
求
婚

の
歌
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
、
三
人
は
誰
も
娘
の
顔
を
拝
ん
で
は
い
な
い
。
し
か
し
、
未
だ
見
ぬ
相
手
に
胸

を
焦
が
す
歌
を
詠
む
の
は
、
恋
の
歌
の
常
套
で
あ
る
。
三
人
の
内
、
誰
が
一
番
、
恋
の
心
を
巧
み
に
詠
む
こ
と
が
で
き
る
か
、
歌
好

き
の
舅
は
そ
の
力
量
で
聟
を
選
ぼ
う
と
し
た
は
ず
で
あ
る
。
詠
ま
れ
た
三
首
は
、
一
見
恋
の
歌
と
は
見
え
な
い
。
こ
れ
ら
三
首
が
恋
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の
歌
で
あ
る
た
め
に
は
、
三
首
に
共
通
す
る
表
現
で
あ
る
「
か
く
す
い
」
が
、
恋
の
意
味
を
持
て
ば
よ
い
。
と
す
れ
ば
、「
か
く
す

い
」
の
「
す
い
」
は
「
好
い
」
で
あ
り
、「
斯
く
好
い
）
（（
（

」
た
、
す
な
わ
ち
「
こ
の
よ
う
に
好
き
だ
」
と
、
思
い
の
丈
を
述
べ
よ
と
い

う
課
題
が
、
舅
の
出
し
た
歌
題
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
正
統
な
和
歌
に
「
か
く
す
い
」
な
ど
と
い
う
題
が
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
。
国
の
名
に
よ
そ
え
た
歌
の
題
で
あ
れ
ば
、

た
と
え
ば
「
寄
国
恋
」
と
で
も
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。「
こ
の
辺
り
に
住
む
」「
有
徳
な
る
」
舅
は
、
自
ら
を
「
歌
道
を
心
が
く

る
」
者
と
名
乗
っ
て
は
い
る
が
、
も
と
よ
り
真
っ
当
な
歌
人
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
の
歌
好
き
の
舅
は
、
恋
の
和
歌

が
「
男
女
の
仲
も
和
ら
げ
」（『
古
今
和
歌
集
』）
仮
名
序
）
る
こ
と
を
知
る
者
で
あ
っ
た
。

　

三
人
の
聟
志
願
者
も
ま
た
、
和
歌
に
こ
よ
な
く
心
を
寄
せ
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
舅
が
「
か
く
す
い
」
に
込
め
た
意
図
を
解
す
こ

と
が
で
き
た
か
ど
う
か
甚
だ
心
許
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
直
接
に
恋
の
歌
を
詠
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
苦
吟
の
末

に
詠
ん
だ
歌
は
、「
か
く
す
い
」
を
物
名
（
隠
題
）
に
し
て
、
津
の
国
の
者
は
「
網
を
結
い
た
」、
播
磨
の
国
の
者
は
「
紙
を
漉
い

た
」、
河
内
の
国
の
者
は
「
田
を
鋤
い
た
」
と
国
元
の
営
み
を
述
べ
て
、
結
果
的
に
自
ら
を
語
り
、
自
身
を
売
り
込
む
内
容
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
三
首
は
、
一
見
恋
心
と
は
か
け
離
れ
た
狂
歌
で
は
あ
る
が
、
津
の
国
の
者
は
、
海
に
大
き
な
網
を
仕
掛
け
て
大
量
の

魚
を
捕
る
豊
漁
の
喜
び
を
、
播
磨
の
国
の
者
は
、
墨
を
含
ま
せ
た
筆
を
走
ら
せ
れ
ば
誰
も
が
そ
の
上
質
さ
に
感
服
す
る
紙
を
漉
く
矜

持
を
、
河
内
の
国
の
者
は
、
丁
寧
に
田
を
耕
し
て
籾
を
千
倍
に
増
や
す
豊
作
の
め
で
た
さ
を
謳
い
上
げ
て
い
る
。
天
理
本
は
各
々
の

職
を
明
示
し
て
は
い
な
い
が
、「
津
の
国
の
者
」「
播
磨
の
者
」「
河
内
の
者
」
が
そ
れ
ぞ
れ
漁
師
、
紙
漉
き
、
百
姓
を
生す
ぎ

業わ
い

と
し
、

そ
の
職
・
業
を
歌
に
詠
ん
だ
と
み
な
す
に
不
都
合
は
な
い
。
虎
明
本
が
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
を
加
え
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
有
徳
人
は
、「
た
れ
に
は
よ
る
ま
じ
い
、
歌
道
の
す
ぐ
れ
た
人
を
む
こ
に
と
ら
う
」
と
高
札
を
立
て
た
。
三
人
は
、「
た
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れ
に
は
よ
る
ま
じ
い
、
歌
道
の
あ
る
者
を
む
こ
に
と
ら
う
」
と
い
う
高
札
の
評
判
を
聞
い
て
集
ま
っ
た
歌
好
き
で
あ
っ
た
。
有
徳
人

は
三
人
を
前
に
、
も
う
一
度
言
う
。

ど
な
た
に
は
よ
る
ま
い
、
歌
道
の
た
つ
し
た
人
を
む
こ
に
と
ら
う
と
申
事
じ
や
。

重
要
な
セ
リ
フ
以
外
は
簡
略
に
粗
筋
を
記
す
天
理
本
の
表
記
の
中
で
、
右
の
一
文
は
一
語
も
省
略
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
三
度
に
わ

た
っ
て
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
言
い
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
キ
ー
フ
レ
ー
ズ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
徳
人
の
聟
選
び
は
、

国
も
、
身
分
も
、
職
も
、
年
齢
も
、
姿
も
、
何
も
問
わ
な
い
、
和
歌
至
上
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
三
人
の
聟
志
願
者
が
詠
ん
だ
歌
は
、
見
事
に
そ
の
条
件
の
基
準
を
超
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

繰
り
返
す
が
、
三
人
が
「
か
く
す
い
」
の
意
味
を
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
三
人
は
、「
か

く
す
い
」
を
物
名
と
し
て
、
来
る
日
も
来
る
日
も
「
す
き
」
続
け
る
日
常
を
詠
み
、
見
事
に
求
婚
の
歌
が
生
み
出
さ
れ
た
。
自
ら
の

職
を
果
た
し
、
そ
の
日
常
を
詠
む
こ
と
で
、
巧
ま
ず
し
て
こ
れ
が
歌
の
道
に
叶
い
、
自
ず
か
ら
求
婚
の
歌
と
成
り
、
難
題
を
克
服
し

た
の
で
あ
る
。「
物
名
）
（1
（

」
の
力
、「
こ
と
の
は
」
が
持
つ
力
で
あ
る
。

四

　
「
雅
」
の
物
語
に
お
い
て
は
、
未
だ
会
わ
ぬ
恋
心
を
詠
ん
だ
和
歌
が
、
麗
し
い
男
女
の
仲
立
ち
と
な
り
、
二
人
は
結
ば
れ
る
の
で
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あ
る
が
、
狂
言
「
か
く
す
い
」
で
は
、
網
や
紙
や
田
を
「
す
（
結
・
漉
・
鋤
）
く
」
狂
歌
を
詠
ん
だ
三
人
は
、
麗
し
い
は
ず
の
未
だ

見
ぬ
女
の
正
体
が
判
明
す
る
や
、
逃
げ
惑
う
。
狂
言
「
か
く
す
い
」
の
「
を
か
し
」
は
、
ま
ず
は
こ
の
よ
う
に
、「
雅
」
で
あ
る
和

歌
世
界
を
「
俗
」
へ
と
反
転
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。「
雅
」
の
世
界
を
陰
画
と
す
る
「
を
か
し
」
は
、
そ
も
そ
も
「
雅
」
の
世
界

を
知
ら
な
け
れ
ば
、「
を
か
し
」
く
も
何
と
も
な
い
。

　
「
か
く
す
い
」
が
「
斯
く
好
い
」
で
あ
り
、
恋
の
歌
の
本
意
を
詠
め
と
い
う
舅
の
意
向
を
取
り
違
え

0

0

0

0

た
と
こ
ろ
に
狂
言
「
か
く
す

い
」
の
「
を
か
し
」
は
あ
っ
た
が
、「
か
く
す
い
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
が
不
明
に
な
る
と
、「
を
か
し
」
は
自
ず
か
ら
消
滅
す
る
。

　
「
か
く
す
い
」
の
四
文
字
を
舅
の
名
前
と
説
明
す
る
大
蔵
虎
明
本
の
舅
は
「
文
盲
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
有
徳
な
る
財
を
全
て
譲

る
重
要
な
聟
選
び
の
条
件
を
「
歌
道
の
す
ぐ
れ
た
者
」
と
掲
げ
た
天
理
本
「
か
く
す
い
」
の
舅
は
、
自
身
が
歌
に
親
し
む
和
歌
至
上

主
義
者
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
い
る
の
は
財
宝
は
あ
れ
ど
も
和
歌
を
解
さ
ぬ
金
満
家
で
あ
る
。
当
然
、
天
理
本
に
お
い
て
あ
れ
ほ
ど

重
要
な
セ
リ
フ
で
あ
っ
た
「
ど
な
た
に
は
よ
る
ま
い
、
歌
道
の
た
つ
し
た
人
を
む
こ
に
と
ら
う
」
は
失
わ
れ
、
自
ら
の
無
学
を
補
う

た
め
に
「
歌
道
の
す
ぐ
れ
た
る
者
」
を
探
す
舅
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
。
天
理
本
に
お
い
て
、
舅
が
聟
志
願
の
三
人
に
「
斯
く
好

い
」
の
題
で
歌
を
詠
ま
せ
た
の
は
、
娘
へ
の
求
婚
の
熱
意
を
推
し
量
る
手
段
で
あ
っ
た
が
、
も
は
や
虎
明
本
の
舅
は
娘
へ
の
恋
心
の

内
実
な
ど
問
う
て
は
い
な
い
。
代
わ
り
に
問
う
た
の
が
国
と
生
業
の
名
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
虎
明
本
の
形
が
天
理
本
よ
り
後
出
の
変
化
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
虎
明
本
は
「
か
く
す
い
」
の
意
味
が

不
明
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
消
失
し
た
「
を
か
し
」
を
補
う
処
置
を
施
し
て
い
る
。
歌
に
国
と
生
業
を
読
み
込
む
こ
と
を
課
し
、

詠
み
手
を
生
業
の
者
と
明
示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
河
内
な
る
」
の
歌
は
、「
農
作
」
の
技
術
を
誇
ら
し
げ
に
歌
い
上
げ
て
、
自
ら

が
「
農
人
」
で
あ
る
こ
と
を
高
ら
か
に
表
明
す
る
歌
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
。
二
首
目
の
「
淡
路
な
る
」
も
三
首
目
の
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「
播
磨
が
み
」
の
歌
も
同
様
で
あ
る
。
自
ら
の
職
を
謳
歌
す
る
三
人
の
競
演
は
、
職
人
歌
合
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
自
ら

の
職
を
讃
え
る
「
め
で
た
さ
」
は
虎
明
本
に
、
よ
り
際
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
「
を
か
し
」
と
「
め
で
た
し
」
は
、
狂
言
を
担
う
両
輪
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
天
理
本
「
か
く
す
い
」
も
、
前
章
で
み
た
よ
う
に
、

粛
々
た
る
職
の
日
常
を
詠
む
こ
と
が
自
ず
か
ら
求
婚
の
歌
と
成
る
和
歌
の
め
で
た
さ
、
見
事
に
詠
ま
れ
る
和
歌
が
有
徳
を
も
も
た
ら

す
め
で
た
さ
世
界
を
描
い
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、「
め
で
た
し
」
を
表
現
し
た
狂
言
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
、
虎
明
本
の
「
か
く

す
い
む
こ
」
と
は
、「
を
か
し
」
か
ら
「
め
で
た
し
」
へ
と
、
軸
足
を
移
す
指
向
性
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
た
本
文
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

五

　

大
蔵
虎
明
本
に
は
、
こ
の
「
か
く
す
い
む
こ
」（
和
泉
流
で
い
う
「
か
く
す
い
」）
と
は
別
に
、「
か
く
す
い
」
と
い
う
名
の
狂
言

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

初
め
に
概
略
を
記
し
て
お
く
。

①　

津
の
国
の
百
姓
が
登
場
し
、
例
年
の
通
り
、
塩
の
鯛
十
懸
を
御
年
貢
に
上
げ
よ
う
と
い
う
。

②　

播
磨
の
国
の
百
姓
が
登
場
し
、
例
年
の
通
り
、
御
教
書
の
紙
十
束
を
御
年
貢
に
上
げ
よ
う
と
い
う
。

③　

河
内
の
国
の
百
姓
が
登
場
し
、
例
年
の
通
り
、
早
稲
田
の
米
十
俵
を
御
年
貢
に
捧
げ
よ
う
と
い
う
。

④　

三
人
は
道
で
出
会
い
、
同
道
し
て
揃
っ
て
御
年
貢
を
納
め
る
。
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⑤　

三
人
は
「
か
く
す
い
」
の
題
で
年
貢
に
よ
そ
え
て
歌
を
詠
め
と
命
じ
ら
れ
、
歌
を
詠
む
。

⑥　

三
人
は
歌
を
見
事
に
詠
ん
だ
た
め
に
万
雑
公
事
が
免
ぜ
ら
れ
、
酒
が
下
さ
れ
る
。

⑦　

三
人
は
洛
中
を
舞
い
な
が
ら
下
向
す
る
。

こ
れ
は
、「
餅
酒
」
や
「
昆
布
柿
」
な
ど
百
姓
狂
言
と
呼
ば
れ
る
狂
言
の
一
つ
と
し
て
仕
立
て
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
三
人
の
国
名

と
詠
歌
が
狂
言
「
か
く
す
い
（
大
蔵
虎
明
本
で
は
「
か
く
す
い
む
こ
」）」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
「
先
後
関
係
な
ど
は
不

明
）
（1
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

三
人
の
百
姓
が
、
国
元
か
ら
都
へ
の
途
上
で
出
会
い
、
一
緒
に
年
貢
を
納
め
る
と
こ
ろ
ま
で
は
百
姓
狂
言
の
定
型
で
あ
り
、
百
姓

狂
言
に
お
け
る
大
蔵
虎
明
本
「
か
く
す
い
」
の
独
自
部
分
は
、
三
人
が
納
め
た
年
貢
に
よ
そ
え
て
歌
を
詠
む
場
面
で
あ
る
。

（
奏
者
）
や
い
〳
〵
三
ヶ
国
の
お
百
姓
、
是
へ
ま
い
れ
。
お
ほ
せ
出
さ
る
ゝ
は
、
三
ヶ
国
の
お
百
姓
、
一
度
に
御
年
貢
を
上
る

事
め
で
た
う
お
ぼ
し
め
す
。
し
か
れ
ば
お
歌
の
御
会
の
お
り
ふ
し
も
つ
て
参
り
合
て
あ
る
程
に
、
か
く
す
い
と
云
、
歌
の
題
を

下
さ
る
ゝ
間
、
三
ヶ
国
の
お
百
姓
、
此
題
に
て
、
め
ん
〳
〵
の
み
ね
ん
ぐ
に
よ
そ
へ
て
、
う
た
を
一
首
づ
ゝ
よ
み
ま
い
ら
せ
い

と
の
御
事
じ
や
程
に
、
急
い
で
よ
み
ま
ら
せ
い
。

　
　

み
つ
の
う
ら
千
尋
の
あ
み
を
か
く
す
い
て
水
は
く
ゞ
り
て
魚
は
と
ゞ
ま
る

　
　

は
り
ま
が
み
い
か
な
る
人
の
か
く
す
い
て
筆
は
は
し
り
て
文
字
は
と
ま
れ
り

　
　

河
内
な
る
早
田
を
人
の
か
く
す
い
て
一
も
と
う
へ
て
ち
も
と
に
ぞ
な
る
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津
の
国
の
百
姓
の
御
年
貢
は
「
鯛
」、
播
磨
の
百
姓
の
御
年
貢
は
「
紙
」、
河
内
の
百
姓
の
御
年
貢
は
「
米
」
と
い
う
設
定
で
あ
る

が
、
津
の
国
の
百
姓
が
な
ぜ
鯛
を
、
播
磨
の
百
姓
が
な
ぜ
紙
を
捧
げ
て
い
る
の
か
必
然
性
を
欠
く
。
百
姓
狂
言
の
虎
明
本
「
か
く
す

い
」
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
狂
言
「
か
く
す
い
」
に
先
行
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
首
目
の
津
の
国
の
百
姓
の
詠
に
は
「
魚
」
で
は

な
く
「
鯛
」
が
詠
み
込
ま
れ
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
「
か
く
す
い
」
の
四
文
字
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
で

き
ず
、
そ
も
そ
も
歌
の
御
会
を
行
う
歌
人
が
「
か
く
す
い
」
と
い
う
題
を
出
す
こ
と
は
考
え
難
い
。

　

こ
れ
ら
の
点
を
以
て
し
て
も
、
こ
の
百
姓
狂
言
「
か
く
す
い
」
が
聟
取
の
狂
言
「
か
く
す
い
」
に
先
行
す
る
可
能
性
は
消
し
去
っ

て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
狂
言
「
か
く
す
い
」
が
、
本
来
「
斯
く
好
い
」
と
い
う
題
で
恋
歌
を
詠
む
こ
と

を
課
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
意
味
を
取
り
違
え
て
各
々
同
音
異
義
の
「
か
く
す
い
」
を
詠
ん
だ
「
を
か
し
」
と
、
職
の
日
常
を
詠

ん
だ
物
名
の
歌
が
巧
ま
ず
し
て
自
ず
か
ら
恋
の
歌
と
成
り
舅
の
目
に
叶
う
「
め
で
た
し
」
の
狂
言
で
あ
っ
た
も
の
が
、「
か
く
す
い
」

の
意
味
が
不
明
と
な
り
、
国
の
名
を
寿
ぐ
「
め
で
た
し
」
の
狂
言
へ
と
軸
足
を
移
し
て
い
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
め

で
た
さ
を
指
向
す
る
延
長
線
上
に
、
百
姓
狂
言
「
か
く
す
い
」
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
、
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

醜
女
に
追
い
か
け
ら
れ
る
聟
取
の
狂
言
「
か
く
す
い
」
の
悲
惨
な
結
末
は
、「
め
で
た
し
」
に
は
邪
魔
で
あ
っ
た
が
、
百
姓
狂
言

へ
の
改
変
に
よ
っ
て
「
か
く
す
い
」
の
歌
は
、
万
雑
公
事
免
除
と
御
酒
三
盃
下
賜
と
い
う
、
め
で
た
尽
く
め
の
大
団
円
を
も
た
ら
し

て
完
結
す
る
。
盃
を
受
け
た
百
姓
た
ち
が
下
向
途
中
に
歌
う
歌
は
、
喜
び
に
充
ち
満
ち
て
い
る
。

や
ら
〳
〵
め
で
た
や
〳
〵
な
。
た
う
ど
に
ま
さ
る
日
の
本
な
れ
ば
、
君
安
全
に
、
民
も
ゆ
た
か
に
納
る
み
代
の
、
し
る
し
と

て
、
国
々
在
々
所
々
よ
り
も　

さ
ゞ
ぐ
る
み
つ
き
、
幾
久
し
さ
も
、
か
ぎ
ら
じ
な
、
い
く
ひ
さ
し
さ
も
か
ぎ
ら
じ
と
、
申
納
て
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か
へ
り
け
り

君
安
全
に
民
も
豊
か
に
治
ま
る
御
代
の
し
る
し
―
―
こ
れ
は
他
な
ら
ぬ
和
歌
を
褒
め
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。

　
「
を
か
し
」
は
、
確
か
に
狂
言
の
核
に
存
在
す
る
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
と
同
事
に
、
狂
言
の
深
部
に
存
在
す
る
も
う
一
つ

の
核
、
そ
れ
は
「
め
で
た
し
」
で
あ
る
。「
を
か
し
」
を
失
っ
た
聟
取
の
狂
言
「
か
く
す
い
」
は
、
今
一
つ
の
極
で
あ
る
「
め
で
た

し
」
の
芽
を
伸
ば
し
て
、
百
姓
狂
言
「
か
く
す
い
」
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。

注（
１
）　
『
佐
竹
昭
広
集
第
四
巻　

閑
居
と
乱
世
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
再
録
。

（
２
）　

檜
書
店
蔵
。
北
川
忠
彦
・
関
屋
俊
彦
「
飜
刻
鷺
流
狂
言
『
宝
暦
名
女
川
本
』
一
～
六
」（『
女
子
大
国
文
』）
一
〇
五
～
一
一
〇
号
）

に
飜
刻
。

（
３
）　

享
保
六
年
書
上
の
名
女
川
本
辰
三
郎
筆
写
本
は
、「
角
水
聟
」
の
字
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）　
『
天
理
本　

狂
言
六
義
』
上
巻
（
三
弥
井
書
店
）
頭
注
は
「
じ
き
す
る
」
と
し
て
辞
退
す
る
の
意
と
す
る
が
、「
辞
儀
」
で
譲
り
合
う

と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
５
）　

天
理
本
は
「
目
づ
き
」
の
表
記
で
あ
る
が
、
注
（
4
）
前
掲
書
頭
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
目
好
き
」
の
仮
名
の
混
用
と
見
る
。

（
６
）　

罷
出
た
る
者
は
、
河
内
の
国
の
百
姓
で
ご
ざ
る
。
只
今
是
へ
罷
出
事
別
の
事
で
も
ご
ざ
な
ひ
。
和
泉
の
国
に
か
く
れ
も
な
き
、
か
く

す
い
と
申
て
う
と
く
な
る
者
の
有
が
、
ひ
と
り
む
す
め
を
も
つ
て
、
ぬ
し
が
歌
道
に
す
ひ
た
ほ
ど
に
、
歌
道
の
達
者
な
る
も
の
を
む
こ
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に
と
ら
ふ
と
、
高
札
を
う
た
れ
た
と
申
。
某
は
百
姓
の
わ
ざ
に
に
あ
は
ぬ
事
に
す
ひ
て
、
し
ん
だ
い
何
と
も
ま
か
り
な
ら
ぬ
。
か
の
も

の
ゝ
所
へ
ま
い
つ
て
、
む
こ
に
な
ら
ふ
と
存
る
。

（
７
）　

是
は
淡
路
の
国
の
れ
う
し
で
御
ざ
る
。
某
れ
う
し
の
身
な
が
ら
連
歌
に
す
ひ
て
、
明
暮
歌
道
を
た
し
な
み
ま
ら
す
れ
共
、
こ
ゝ
も
と

の
事
で
御
ざ
れ
ば
、
け
つ
く
人
つ
き
あ
ひ
も
御
ざ
ら
ぬ
ほ
ど
に
、
い
づ
か
た
へ
成
共
ま
い
り
、
歌
道
に
す
ひ
た
人
に
、
ほ
う
こ
う
成
共

仕
ら
ふ
ず
る
と
存
る
所
に
、
承
れ
ば
、
い
づ
み
の
国
に
、
連
歌
に
す
ひ
た
者
を
、
む
こ
に
と
ら
ふ
と
高
札
を
う
つ
た
と
申
ほ
ど
に
、
ま

づ
あ
れ
へ
ま
い
つ
て
、
や
う
す
を
見
う
と
存
る
。
誠
に
是
こ
そ
天
の
あ
た
へ
に
て
ご
ざ
る
。
い
そ
ひ
で
ま
い
ら
ふ
。

（
８
）　

罷
出
た
る
者
は
、
は
り
ま
の
国
の
者
で
ご
ざ
る
。
某
せ
が
れ
の
時
よ
り
歌
道
に
す
ひ
て
ご
ざ
あ
る
に
依
て
、
歌
道
に
お
い
て
は
世
間

に
人
こ
は
ひ
と
も
ぞ
ん
ぜ
ぬ
。
う
け
給
れ
ば
、
和
泉
の
国
に
う
と
く
成
も
の
ゝ
あ
り
て
、
歌
道
の
す
ぐ
れ
た
る
も
の
を
、
む
こ
に
と
ら

ふ
と
高
札
を
う
つ
た
と
申
。
某
は
い
ま
だ
妻
を
も
ち
ま
せ
ぬ
程
に
、
あ
れ
へ
参
つ
て
聟
に
な
ら
ふ
と
存
る
。
誠
に
是
は
さ
い
は
ひ
の
事

で
御
ざ
る
。

（
９
）　
（
か
く
す
い
）「
い
や
〳
〵
ど
れ
〴
〵
を
、
ど
れ
と
も
申
さ
れ
ぬ
ほ
ど
に
、
私
の
存
る
は
、
三
人
く
じ
を
い
た
ひ
て
、
く
じ
次
第
に
む
こ

に
と
り
ま
ら
せ
う
。　
（
河
内
）「
い
や
〳
〵
せ
ん
し
だ
い
に
な
さ
れ
ひ
。　
（
淡
路
・
播
磨
）「
い
や
〳
〵
う
た
に
で
き
ふ
で
き
が
ご
ざ
ら
ふ
程

に
、
歌
次
第
が
よ
ふ
御
ざ
ら
ふ
。　
（
か
く
す
い
）「
是
も
え
ん
次
第
の
者
で
御
ざ
る
ホ
ド
に
、
く
じ
に
と
り
あ
た
ら
せ
た
が
、
え
ん
が
有

と
お
ぼ
し
め
せ
。　
（
淡
路
・
播
磨
）「
そ
れ
は
と
も
か
く
も
で
ご
ざ
る
。

（
10
）　

鷺
流
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
仁
右
衛
門
派
の
古
写
本
（
延
宝
忠
政
本
、
賢
通
本
）
は
本
曲
を
収
録
し
な
い
。
伝
右
衛
門
派
は
宝
暦

名
女
川
本
「
角
水
聟
」
が
最
古
本
と
な
る
が
、「
か
く
す
い
」
を
舅
の
名
と
し
な
い
点
や
、
歌
に
各
自
の
国
名
と
生
業
を
詠
み
入
れ
る

こ
と
を
課
さ
な
い
点
等
、
大
蔵
流
の
改
変
の
影
響
は
受
け
て
お
ら
ず
、
古
型
で
あ
る
天
理
本
に
近
い
。
し
か
し
、
高
札
を
見
た
聟
志
願

者
た
ち
の
セ
リ
フ
に
「
面
白
お
か
し
う
申
な
い
て
聟
に
な
ら
ふ
と
存
る
」（
播
州
方
の
者
）、「
誠
か
い
つ
わ
り
か
参
て
見
う
と
存
る
」
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（
河
内
方
の
者
）
等
の
加
筆
が
見
ら
れ
る
点
、
歌
の
一
部
が
崩
れ
て
い
る
点
、
娘
の
顔
を
「
不
器
量
」
と
す
る
点
な
ど
、
そ
の
本
文
に

は
後
世
の
改
変
が
認
め
ら
れ
る
。

（
11
）　

鷺
仁
右
衛
門
派
の
近
世
中
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
の
台
本
で
あ
る
関
西
大
学
図
書
館
蔵
杭
全
家
狂
言
伝
書
や
山
口
大
学
付
属
図
書
館

棲
息
堂
文
庫
蔵
『
狂
言
本
』（『
山
口
鷺
流
狂
言
資
料
集
成
』
山
口
教
育
委
員
会
刊
、
二
〇
〇
一
年
）
に
、「
斯
好
聟
」
の
表
記
が
見
ら

れ
る
。
仁
右
衛
門
派
に
固
有
の
表
記
「
斯
好
聟
」
は
、
古
写
本
を
持
た
な
い
こ
と
か
ら
も
伝
右
衛
門
派
の
表
記
「
角
水
聟
」
に
同
じ
く

後
代
の
宛
字
と
判
断
さ
れ
る
が
、
本
稿
の
読
み
を
補
強
す
る
。

（
12
）　

出
さ
れ
た
難
題
に
対
し
て
、
物
名
の
歌
を
詠
ん
で
こ
れ
を
克
服
す
る
話
の
型
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
『
か
さ
ぬ
草
紙
』（
神
宮
文
庫

蔵
）
所
収
の
一
話
が
指
摘
し
得
る
。
帝
よ
り
「
ひ
な
さ
き
」
と
い
う
難
題
を
下
さ
れ
て
困
り
果
て
た
和
泉
式
部
は
、
北
野
天
神
へ
詣
る

途
上
、「
風
ふ
か
ば
」
の
五
文
字
を
囁
く
老
翁
に
出
会
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
式
部
は
「
よ
む
べ
き
便
り
」
を
得
、
み
ご
と
に
物
名
の
歌

「
風
ふ
か
ば
そ
の
ひ
な
さ
き
そ
梅
の
花
に
ほ
ひ
の
よ
そ
へ
散
る
の
を
し
き
に
」
を
詠
ん
だ
。

（
13
）　
『
能
楽
大
事
典
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
）「
か
く
す
い
」
項
。




