
葦

屋

の

さ

と

に

し

る

よ

し

ゝ

て

︵
承
前
︶

︱
︱
伊
勢
物
語
の
あ
そ
び
︱
︱

上

野

英

二

四

『
伊
勢
物
語
﹄
八
七
段
の
男
達
は
︑
何
ら
か
の
﹁
憂
さ
﹂
を
抱
え
て
葦
屋
に
﹁
遊
﹂
ん
だ
︒﹁
家
の
前
の
海
の
ほ
と
り
に
遊
び
歩

き
﹂
︑
﹁
布
引
の
滝
見
﹂
に
う
ち
興
じ
た
︒

し
か
し
︑
彼
等
の
﹁
憂
さ
﹂
は
そ
れ
で
晴
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

同
じ
く
︑﹁
憂
き
世
﹂
の
都
を
余
所
に
︑
水
無
瀬
︑
交
野
に
出
遊
し
︑﹁
狩
﹂
に
︑﹁
酒
﹂
に
︑﹁
歌
﹂
に
興
じ
た
﹃
伊
勢
物
語
﹄
八

二
段
の
男
達
の
楽
し
み
は
︑
そ
れ
等
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

私
見
に
よ
れ
ば
︑
八
二
段
の
男
達
の
大
き
な
楽
し
み
は
︑
女
と
の
出
会
い
︑
具
体
的
に
は
そ
の
周
辺
︑﹁
河
陽
﹂
に
集
散
し
た

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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﹁
衒
売
二

女
色
一

者
﹂︵
大
江
以
言
﹁
見
二

遊
女
一

﹂︶︑
す
な
わ
ち
遊
女
と
の
交
会
に
あ
っ
た
ら
し
い
︵
拙
稿
﹁
伊
勢
物
語
の
あ
そ
び
﹂

﹃
文
学

季
刊
﹄
第
一
〇
巻
第
四
号
︶︒

大
江
匡
房
﹁
遊
女
記
﹂
に
も
﹁
雲
客
風
人
︑
為
レ

賞
二

遊
女
一

︑
自
二

京
洛
一

向
二

河
陽
一

﹂
と
あ
っ
て
︑
都
の
貴
族
達
は
︑
一
面
で
遊

女
と
出
会
う
た
め
に
﹁
河
陽
﹂
に
﹁
遊
﹂
ん
だ
も
の
の
よ
う
だ
︒

八
二
段
︑

狩
り
暮
ら
し
棚
機
つ
女
に
宿
借
ら
む
天
の
川
原
に
我
は
来
に
け
り

﹁
棚
機
つ
女
﹂
は
︑
遊
女
を
当
地
﹁
天
の
川
﹂
の
因
み
で
寓
意
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒﹁
憂
き
世
﹂
の
﹁
憂
き
﹂
は
︑
女
と
の

出
会
い
に
よ
っ
て
慰
め
ら
れ
る
こ
と
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒﹁
貴
族
の
み
や
び
な
生
活
様
式
の
一
環
﹂︵
目
崎
徳
衛
﹁
在
原

業
平
﹂
﹃
日
本
詩
人
選
在
原
業
平
・
小
野
小
町
﹄︶
に
は
︑
女
と
の
出
会
い
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

実
際
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
八
二
段
︑
八
七
段
等
を
襲
う
か
た
ち
で
︑
交
野
︑
吉
野
宮
滝
︑
住
吉
を
巡
歴
し
た
宇
多
上
皇
の
出
遊
に
お

い
て
も
︑
そ
の
宴
席
に
遊
女
が
侍
っ
た
こ
と
︑﹃
競
狩
記
﹄
に
見
え
て
い
る
(�
)
︒
す
な
わ
ち
そ
の
初
日
の
宿
所
﹁
赤
日
御
�
﹂
に
お
い

て
︑
﹁
又
遊
女
数
人
入
来
在
レ

座
﹂
と
あ
っ
た
︒

八
七
段
︑
葦
屋
出
遊
の
場
合
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
︒

差
し
当
り
︑
八
七
段
に
﹁
遊
女
﹂
が
出
現
し
た
と
い
う
形
跡
は
見
当
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
段
に
お
い
て
も
﹁
女
﹂
は
登
場
し

て
い
る
︒

そ
の
夜
︑
南
の
風
吹
き
て
︑
浪
い
と
高
し
︒
つ
と
め
て
︑
そ
の
家
の
め
の
こ
ど
も
出
で
ゝ
︑
浮
海
松
の
浪
に
寄
せ
ら
れ
た
る
拾

ひ
て
︑
家
の
内
に
持
て
来
ぬ
︒
女
方
よ
り
︑
そ
の
海
松
を
高
坏
に
盛
り
て
︑
柏
を
覆
ひ
て
出
し
た
る
︑
柏
に
書
け
り
︒

二



わ
た
つ
み
の
か
ざ
し
に
さ
す
と
い
は
ふ
藻
も
君
が
た
め
に
は
惜
し
ま
ざ
り
け
り

田
舎
人
の
歌
に
て
は
︑
余
れ
り
や
︑
足
ら
ず
や
︒

す
な
わ
ち
︑﹁
そ
の
家
の
め
の
こ
ど
も
﹂︑﹁
女
方
﹂︒
こ
れ
ら
の
﹁
女
﹂
は
男
と
ど
う
か
か
わ
っ
た
の
か
︒

｢
そ
の
家
の
め
の
こ
ど
も
﹂
と
い
う
﹁
家
﹂
が
︑﹃
比
古
婆
衣
﹄
の
言
う
よ
う
な
﹁
浦
人
な
ど
の
如
き
い
や
し
き
家
﹂
で
は
な
く
︑

男
の
別
荘
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
こ
と
︑
す
で
に
述
べ
た
︵﹁
葦
屋
の
さ
と
に
し
る
よ
し
ゝ
て
︱
︱
伊
勢
物
語
の
あ
そ
び
︱
︱
﹂

﹃
成
城
国
文
学
論
集
﹄
第
三
十
一
輯
︶︒
従
っ
て
︑
こ
の
﹁
め
の
こ
ど
も
﹂
は
︑
男
が
﹁
宿
っ
て
い
る
知
人
の
家
﹂
の
﹁
召
使
い
の
女

子
ど
も
﹂︵
竹
岡
正
夫
﹃
伊
勢
物
語
全
評
釈
﹄︶
で
は
な
い
︒
男
の
葦
屋
の
別
荘
に
所
属
し
て
い
た
﹁
召
使
い
の
女
子
ど
も
﹂
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
男
が
﹁
主
﹂
た
る
葦
屋
の
﹁
家
﹂
に
は
︑
少
な
か
ら
ぬ
﹁
め
の
こ
﹂
が
召
使
い
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
た
︒

﹁
女
方
﹂
と
は
︑
そ
れ
ら
の
﹁
召
使
い
の
女
子
ど
も
﹂
を
含
み
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
束
ね
る
然
る
べ
き
女
︑
あ
る
い
は
女
達
の
存
在
を

示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
別
荘
に
は
︑
女
性
達
に
よ
る
一
種
の
奥
向
き
の
組
織
と
言
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
し

た
﹁
女
方
﹂
か
ら
男
へ
︑
海
松
と
﹁
わ
た
つ
み
の
﹂
の
歌
が
届
け
ら
れ
る
︒
そ
れ
を
差
配
し
た
人
物
︑
す
な
わ
ち
本
文
に
言
う
﹁
田

舎
人
﹂
こ
そ
は
︑
そ
の
﹁
女
方
﹂
の
主
人
と
言
う
べ
き
女
性
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒﹁
わ
た
つ
み
の
﹂
の
歌
を
詠
ん
だ
で
あ
ろ
う
女

性
は
︑
男
の
別
荘
た
る
︑
こ
の
﹁
家
﹂
に
所
属
す
る
使
用
人
の
女
達
を
束
ね
る
︑
女
主
人
と
も
言
う
べ
き
存
在
の
女
性
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
︒

男
の
別
荘
に
あ
っ
て
︑
男
の
世
話
を
率
先
し
て
す
る
︑
こ
の
﹁
田
舎
人
﹂︒
そ
れ
は
男
の
﹁
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
﹂
な
の
で
は
な

か
っ
た
か
(�
)
︒﹁
主
人
公
の
妻
は
正
妻
で
は
な
く
︑
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
だ
っ
た
の
で
あ
る
﹂︵
片
桐
洋
一
﹃
鑑
賞
日
本
古
典
文
学

伊
勢

物
語
・
大
和
物
語
﹄︶︒

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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と
す
れ
ば
︑
少
く
と
も
主
人
公
の
男
の
八
二
段
の
葦
屋
出
遊
の
目
的
の
一
に
女
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
こ
と
︑
十
分
に
考
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
︒

す
で
に
﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
は
︑﹁
昔
︑
男
︑
津
の
国
兎
原
の
郡
に
通
ひ
け
る
女
﹂︑
と
い
う
話
も
見
え
て
い
る
︒

昔
︑
男
︑
津
の
国
兎
原
の
郡
に
通
ひ
け
る
女
︑
こ
の
た
び
行
き
て
は
︑

ま
た
は
来
じ
と
思
へ
る
け
し
き
な
れ
ば
︑
男
︑

葦
辺
よ
り
満
ち
く
る
潮
の
い
や
ま
し
に
君
に
心
を
思
ひ
ま
す
か
な

返
し
︑こ

も
り
江
に
思
ふ
心
を
い
か
で
か
は
舟
さ
す
棹
の
さ
し
て
知
る
べ
き

田
舎
人
の
こ
と
に
て
は
︑
よ
し
や
︑
あ
し
や
︒

︵
三
三
段
︶

こ
の
﹁
女
﹂
が
八
七
段
の
﹁
現
地
妻
﹂
と
同
一
人
物
か
否
か
︑
に
わ
か
に
は
判
断
で
き
な
い
け
れ
ど
も
︑
こ
の
段
に
お
い
て
も
︑

男
が
﹁
津
の
国
兎
原
の
郡
﹂
で
女
を
作
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
八
七
段
で
も
同
様
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ

ろ
う
︒
三
三
段
結
語
﹁
田
舎
人
の
こ
と
に
て
は
︑
よ
し
や
︑
あ
し
や
﹂
は
︑
八
七
段
﹁
田
舎
人
の
歌
に
て
は
︑
余
れ
り
や
︑
足
ら
ず

や
﹂
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
無
い
︒
男
に
歌
を
贈
っ
た
﹁
女
﹂
は
︑
と
も
に
﹁
田
舎
人
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
三
三
段
﹁
よ
し
や
︑
あ

し
や
﹂
の
﹁
あ
し
や
﹂
に
は
︑﹁
葦
屋
﹂
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
勘
繰
り
た
く
も
な
る
︒

そ
れ
は
い
ず
れ
に
も
せ
よ
︑
出
遊
の
男
達
が
そ
の
出
先
の
女
に
よ
っ
て
﹁
憂
さ
﹂
を
慰
め
よ
う
と
し
た
こ
と
は
︑
ま
ま
あ
っ
た
こ

と
と
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

そ
の
典
型
は
︑
他
な
ら
ぬ
八
七
段
﹁
こ
の
男
の
こ
の
か
み
﹂﹁
衛
府
督
﹂︑
業
平
の
兄
︑
在
原
行
平
の
逸
事
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い

四



る
︑
能
の
﹃
松
風
﹄︵﹃
松
風
村
雨
﹄︶
の
物
語
で
あ
る
︒

こ
れ
は
過
つ
る
夕
暮
に
︑
あ
の
松
陰
の
苔
の
下
︑
亡
き
跡
問
は
れ
参
ら
せ
つ
る
︑
松
風
村
雨
二
人
の
女
の
幽
霊
こ
れ
ま
で
来
た

り
た
り
︑
さ
て
も
行
平
三
年
が
程
︑
御
つ
れ
〴
〵
の
御
舟
あ
そ
び
︑
月
に
心
は
須
磨
の
浦
︑
夜
汐
を
運
ぶ
海
人
乙
女
に
︑
お

と
ゞ
ひ
選
ば
れ
参
ら
せ
つ
ゝ
︑
折
に
ふ
れ
た
る
名
な
れ
や
と
て
︑
松
風
村
雨
と
召
さ
れ
し
よ
り
︑
月
に
も
馴
る
ゝ
須
磨
の
海
人

の
︑
塩
焼
衣
色
替
へ
て
︑
縑
の
衣
の
︑
空
薫
也
︑
か
く
て
三
年
も
過
ぎ
行
け
ば
︑
行
平
都
に
上
り
給
ひ
︑
幾
程
な
く
て
世
を
早

う
︑
去
り
給
ひ
ぬ
と
聞
き
し
よ
り
︑
あ
ら
恋
し
や
さ
る
に
て
も
︑
又
い
つ
の
世
の
音
づ
れ
を
︑
松
風
も
村
雨
も
袖
の
み
濡
れ
て

よ
し
な
や
な
︑
身
に
も
及
ば
ぬ
恋
を
さ
へ
︑
須
磨
の
余
り
に
罪
深
し
跡
と
弔
ひ
て
た
び
給
へ
︑

『
古
今
和
歌
集
﹄
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
在
原
行
平
に
は
﹁
事
に
当
り
て
﹂
﹁
津
の
国
須
磨
と
い
ふ
所
﹂
に
引
き
籠
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒

田
村
の
御
時
に
︑
事
に
当
り
て
津
の
国
須
磨
と
い
ふ
所
に
籠
り
侍
り
け
る
に
︑
宮
の
内
に
侍
り
け
る
人
に
遣
は
し
け
る

在
原
行
平
朝
臣

わ
く
ら
ば
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に
藻
塩
垂
れ
つ
ゝ
わ
ぶ
と
答
へ
よ

︵
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
十
八

雑
歌
下

九
六
二
︶

そ
の
間
︑
行
平
は
当
地
の
﹁
汐
汲
海
人
﹂
の
姉
妹
︑
松
風
︑
村
雨
に
情
を
懸
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
︑
と
言
う
︒

行
平
ば
か
り
で
は
な
い
︒
行
平
の
右
の
事
蹟
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
る
よ
う
に
須
磨
に
退
居
し
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
光
源
氏
︒
彼
も
ま

た
︑
出
先
で
﹁
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
﹂
を
設
け
る
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
明
石
の
上
で
あ
る
︒

幸
か
不
幸
か
︑
彼
等
の
出
先
に
正
妻
は
同
道
し
な
い
︒
と
す
れ
ば
︑﹁
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
﹂
と
い
う
の
も
︑
自
然
の
成
り
行
き
で

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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あ
っ
た
ろ
う
︒

謡
曲
﹃
松
風
﹄
の
伝
え
が
事
実
に
基
づ
く
と
い
う
確
証
は
も
と
よ
り
無
い
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
至
っ
て
は
︑
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
し

か
な
い
︒
し
か
し
︑
片
や
業
平
の
実
の
兄
︑
片
や
﹁
好
色
の
方
は
︑
道
の
先
達
な
る
が
故
に
在
中
将
の
風
を
ま
ね
び
て
﹂
と
い
う
光

源
氏
︵
﹃
河
海
抄
﹄︶
で
あ
る
︒
業
平
に
﹁
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
﹂
が
あ
っ
た
と
い
う
蓋
然
性
は
大
い
に
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
︒

五

『
伊
勢
物
語
﹄
八
七
段
の
男
が
︑﹁
葦
屋
の
さ
と
﹂
の
﹁
家
﹂
に
︑﹁
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
﹂
を
置
い
て
い
た
と
し
て
︑
で
は
︑
そ
の

﹁
現
地
妻
﹂
と
は
一
体
如
何
な
る
女
性
で
あ
っ
た
ろ
う
か
︒

本
文
に
﹁
田
舎
人
﹂
と
あ
る
以
上
︑
そ
れ
は
都
の
女
性
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
言
葉
通
り
︑﹁
現
地
﹂
の
女
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

﹁
現
地
﹂
の
女
性
と
す
れ
ば
︑
ど
う
考
え
る
べ
き
か
︒

こ
こ
で
再
び
︑﹁
遊
び
歩
き
﹂
の
男
が
﹁
布
引
の
滝
見
﹂
の
行
楽
を
終
え
た
帰
途
︑﹁
家
﹂
を
望
ん
で
詠
ん
だ
﹁
は
る
ゝ
夜
の
﹂
の

歌
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

帰
り
来
る
道
遠
く
て
︑
亡
せ
に
し
宮
内
卿
も
ち
よ
し
が
家
の
前
来
る
に
日
暮
れ
ぬ
︒
宿
り
の
方
を
見
や
れ
ば
︑
海
人
の
漁
火
多

く
見
ゆ
る
に
︑
か
の
主
の
男
詠
む
︒

は
る
ゝ
夜
の
星
か
川
辺
の
螢
か
も
わ
が
住
む
か
た
の
海
人
の
た
く
火
か

六



都
の
男
に
は
珍
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︑
海
辺
の
夜
景
を
詠
ん
だ
歌
だ
が
︑
こ
の
歌
に
詠
ま
れ
た
﹁
わ
が
住
む
か
た
の
海
人
﹂
と
い

う
の
が
︑
男
の
﹁
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
﹂
な
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
︒

す
で
に
︑
一
日
遊
び
暮
ら
し
て
︑
早
︑
日
も
暮
れ
た
︒
し
か
し
︑
な
お
﹁
帰
り
来
る
道
遠
く
て
﹂
と
言
う
︒
道
は
夜
道
に
な
っ
た

で
あ
ろ
う
︒﹁
亡
せ
に
し
宮
内
卿
も
ち
よ
し
が
家
﹂
を
見
て
︑
男
の
里
心
は
に
わ
か
に
騒
い
だ
の
で
は
な
い
か
︒
そ
う
し
て
︑
そ
の

﹁
家
﹂
︑
﹁
宿
り
の
方
を
見
や
れ
ば
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
と
す
る
な
ら
ば
︑
歌
に
詠
ま
れ
た
﹁
わ
が
住
む
か
た

の
海
人
﹂
と
は
︑
そ
の
﹁
家
﹂
の
女
主
人
︑﹁
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

彼
女
は
︑﹁
海
人
﹂
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

八
七
段
︑
男
の
﹁
現
地
妻
﹂
は
海
女
で
あ
っ
た
︒
そ
う
言
え
ば
︑
そ
れ
は
余
り
に
奇
矯
な
説
と
聞
こ
え
る
か
も
知
れ
な
い
︒
け
れ

ど
も
︑
兄
行
平
︑﹃
松
風
﹄
の
﹁
現
地
妻
﹂︑
松
風
村
雨
の
姉
妹
は
︑﹁
夜
汐
を
運
ぶ
海
人
乙
女
﹂
だ
っ
た
で
は
な
い
か
︒
業
平
も
行

平
も
︑
現
地
の
海
辺
に
働
く
海
女
を
︑﹁
現
地
妻
﹂
と
し
て
見
染
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒

海
女
が
漁
火
を
焚
く
こ
と
は
︑
す
で
に
﹃
萬
葉
集
﹄
に
も
見
え
て
い
る
︒

海
人
乙
女
い
ざ
り
焚
く
火
の
お
ぼ
ほ
し
く
角
の
松
原
思
ほ
ゆ
る
か
も

︵
巻
第
十
七

三
八
九
九
︶

勿
論
︑
こ
の
夜
︑
こ
の
﹁
現
地
妻
﹂
が
実
際
に
漁
火
を
焚
い
て
い
る
必
要
は
毛
頭
無
い
︒
そ
れ
は
言
葉
の
あ
や
︑
文
学
的
想
像
力

の
所
産
で
あ
っ
て
一
向
に
構
わ
な
い
︒
た
だ
こ
こ
で
は
︑
こ
の
﹁
現
地
妻
﹂
が
海
女
の
出
身
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
確
認
で
き
れ
ば
︑

そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
︒

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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こ
こ
で
︑
改
め
て
八
七
段
冒
頭
﹁
葦
屋
の
さ
と
﹂
が
︑

昔
の
歌
に
︑

葦
の
屋
の
灘
の
塩
焼
き
い
と
ま
な
み
黄
楊
の
小
櫛
も
さ
ゝ
ず
来
に
け
り

と
詠
み
け
る
ぞ
︑
こ
の
さ
と
を
詠
み
け
る
︒
こ
ゝ
を
な
む
葦
屋
の
灘
と
は
言
ひ
け
る
︒

と
紹
介
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
い
合
わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

｢
葦
屋
の
さ
と
﹂
と
は
︑
耳
馴
れ
な
い
地
名
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
︑
こ
の
古
歌
で
御
了
解
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
⁝
︒
八

七
段
は
︑
こ
う
し
て
こ
の
歌
を
引
い
て
物
語
の
舞
台
﹁
葦
屋
の
さ
と
﹂
を
紹
介
す
る
︒

そ
の
︑
証
歌
と
も
言
う
べ
き
こ
の
歌
こ
そ
は
︑
海
女
の
詠
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒﹁
塩
焼
き
﹂︑﹁
黄
楊

の
小
櫛
﹂︑﹁
さ
ゝ
︵
ず
来
に
け
り
︶﹂︒
そ
こ
に
は
︑﹁
塩
焼
き
﹂
の
海
女
の
姿
が
確
か
に
髣
髴
と
す
る
︒
果
し
て
﹃
松
風
﹄
の
詞
章

に
も
︑
﹁
月
こ
そ
さ
は
れ
葦
の
屋
︑
灘
の
汐
汲
む
憂
き
身
ぞ
と
︑
人
に
や
誰
も
黄
楊
の
櫛
︑
さ
し
く
る
汐
を
汲
み
分
け
て
﹂
と
︑
こ

の
歌
が
引
か
れ
て
い
た
︒

『
伊
勢
物
語
﹄
八
七
段
冒
頭
に
置
か
れ
た
こ
の
歌
は
︑
後
の
﹁
海
人
﹂
の
登
場
を
予
告
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
︒

こ
の
歌
に
つ
い
て
︑
竹
岡
正
夫
﹃
伊
勢
物
語
全
評
釈
﹄
は
︑
そ
の
本
歌
と
し
て
︑﹃
萬
葉
集
﹄
の
歌
を
示
し
て
︑
次
の
よ
う
に
言

う
︒

◇
石
川
少
郎
歌
一
首

然し
か

之の

海あ

人ま

者は

軍め

布
苅か
り

塩し
ほ

焼や
き

無い
と

レ ま

暇な
み

髪く
し

梳げ

乃の

小を

櫛ぐ
し

取と
り

毛も

不み

見な

久く

尓に

︵
万
葉
・
二
七
八
︶

八



本
段
の
歌
も
右
万
葉
の
歌
と
同
様
に
︑
塩
焼
く
仕
事
が
余
り
に
忙
し
く
て
︑
女
の
身
だ
し
な
み
︑
黄
楊
の
小
櫛
で
髪
を
く
し
け

ず
っ
て
装
っ
た
り
し
て
い
る
暇
も
な
く
や
っ
て
来
た
と
い
う
意
で
︑
衝
動
的
な
恋
し
さ
に
︑
つ
い
男
の
も
と
に
逢
い
に
来
て
し

も
う
た
︑
切
な
る
恋
の
歌
と
解
さ
れ
る
︒

こ
の
歌
は
︑﹁
塩
焼
く
仕
事
が
余
り
に
忙
し
﹂
い
海
女
の
﹁
衝
動
的
な
恋
し
さ
﹂
を
歌
っ
た
︑
﹁
切
な
る
恋
の
歌
と
解
さ
れ
る
﹂︒

﹃
伊
勢
物
語
﹄
八
七
段
は
︑
物
語
が
展
開
さ
れ
る
﹁
葦
屋
の
さ
と
﹂
を
︑
そ
う
い
う
︑
海
女
の
﹁
切
な
る
恋
﹂
の
舞
台
と
し
て
呈
示

し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
﹁
葦
屋
の
さ
と
﹂
で
あ
っ
て
み
れ
ば
︑
そ
こ
で
海
女
と
の
恋
が
予
感
さ
れ
る
と
い
う

の
も
︑
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
︒

海
女
と
都
の
貴
人
と
の
恋
︒

海
士
人
の
恋
と
は
︑
大
職
冠
︑
行
平
も
︑
磯
に
見
る
目
の
汐
な
れ
衣
︑

｢
海
士
人
の
恋
﹂
と
言
え
ば
︑﹁
大
職
冠
﹂
と
﹁
行
平
﹂
に
指
を
屈
す
る
︑
と
言
う
︒

｢
行
平
﹂
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
謡
曲
﹃
松
風
﹄
に
詳
し
い
︒﹁
大
職
冠
﹂
は
幸
若
﹃
大
職
冠
﹄︑
謡
曲
﹃
海
士
﹄
の
語
る
と

こ
ろ
で
あ
る
︒﹁
淡
海
公
﹂
藤
原
不
比
等
︵﹃
大
職
冠
﹄
で
は
藤
原
鎌
足
︶
は
︑﹁
大
臣
御
身
を
や
つ
し
こ
の
浦
に
下
り
給
ひ
︑
賤
し

き
海
人
乙
女
と
契
り
を
こ
め
︑
一
人
の
御
子
を
設
く
﹂︵﹃
海
士
﹄︶︒
い
わ
ゆ
る
讃
岐
志
度
寺
の
縁
起
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
は
︑
竜
宮

に
取
ら
れ
た
重
宝
﹁
明
珠
﹂
を
探
索
す
る
た
め
の
計
略
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
︑
そ
れ
を
﹁
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
﹂
と
は
言
い
難
い
け
れ

ど
も
︑
都
の
貴
人
と
海
女
と
の
間
に
恋
が
有
り
得
た
こ
と
の
︑
こ
れ
も
一
の
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
︒

そ
れ
は
さ
て
置
き
︑
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑﹁
海
士
人
の
恋
﹂
と
い
う
も
の
が
取
り
立
て
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒

引
用
は
︑
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
﹃
平
家
女
護
島
﹄
二
段
目
︑
世
に
﹁
俊
寛
﹂
と
し
て
親
し
ま
れ
る
段
の
一
節
で
あ
る
︒

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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時
は
平
家
全
盛
の
時
代
︑
謀
反
の
疑
い
に
よ
っ
て
﹁
俊
寛
僧
都
﹂﹁
丹
波
少
将
成
経
﹂
﹁
平
判
官
康
頼
﹂
は
鬼
界
が
島
へ
流
さ
れ
る

が
︑
﹁
海
士
の
恋
に
む
す
ぼ
れ
︑
妻
を
設
け
給
ひ
し
﹂︒
や
が
て
成
経
に
は
﹁
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
﹂
が
出
来
る
︒
そ
れ
が
﹁
海
士
人
の

恋
﹂
な
の
で
あ
っ
た
︒

少
将
殿
こ
そ
や
さ
し
き
海
士
の
恋
に
む
す
ぼ
れ
︑
妻
を
設
け
給
ひ
し
と
言
ふ
よ
り
僧
都
莞
爾
と
︑
珍
ら
し
〳
〵
︑
配
所
三
歳
が

間
人
の
う
へ
に
も
我
が
う
へ
に
も
︑
恋
と
い
ふ
字
の
聞
き
始
め
笑
ひ
顔
も
是
始
め
︑
殊
更
海
士
人
の
恋
と
は
大
職
冠
︑
行
平
も
︑

磯
に
見
る
目
の
汐
な
れ
衣
︑
ぬ
れ
始
め
は
何
と
〳
〵
︑
俊
寛
も
古
郷
に
あ
づ
ま
や
と
い
ふ
女
房
明
け
く
れ
思
ひ
し
た
へ
ば
︑
夫

婦
の
中
も
恋
同
然
︑
か
た
る
も
恋
聞
く
も
恋
︑
聞
き
た
し
〳
〵
語
り
給
へ
と
せ
め
ら
れ
て
︑
顔
も
赤
む
る
丹
波
の
少
将
︑
三
人

互
ひ
の
身
の
上
を
つ
ゝ
む
に
は
あ
ら
ね
ど
も
︑
数
な
ら
ぬ
海
士
の
茶
船
押
し
出
し
て
︑
恋
と
申
す
も
恥
づ
か
し
な
が
ら
︑
な
う

か
ゝ
る
辺
国
波
島
ま
で
誰
が
踏
み
分
け
し
恋
の
道
︑
あ
の
桐
島
の
漁
父
が
娘
千
鳥
と
い
ふ
女
︑
世
の
い
と
な
み
の
塩
衣
︑
汲
む

も
焼
く
も
そ
れ
は
ま
だ
浜
辺
の
わ
ざ
︑
そ
り
ゃ
時
ぞ
と
夕
波
に
か
は
い
や
女
の
丸
裸
︑
腰
に
浮
け
桶
手
に
は
鎌
︑
千
尋
の
底
の

波
間
を
分
け
て
み
る
め
刈
る
︑
若
布
荒
布
あ
ら
れ
も
な
い
裸
身
に
︑
鱧
が
ぬ
ら
付
く
ぼ
ら
が
こ
そ
ぐ
る
が
ざ
み
が
つ
め
る
︑
餌

か
と
思
う
て
小
鯛
が
乳
に
く
ひ
付
く
や
ら
︑
腰
の
一
重
が
波
に
ひ
た
れ
て
は
だ
へ
も
見
え
す
く
︑
壺
か
と
心
得
蛸
め
が
臍
を
う

か
ゞ
う
︑
浮
き
ぬ
沈
み
ぬ
浮
世
渡
り
︑
人
魚
の
泳
ぐ
も
か
く
や
ら
ん
︑
汐
干
に
な
れ
ば
洲
崎
の
砂
の
腰
だ
け
︑
跟
に
は
蛤
ふ
み
︑

太
股
に
蚶
は
さ
み
︑
指
で
あ
は
び
お
こ
せ
ば
爪
は
蠣
貝
ば
い
の
ふ
た
︑
海
人
の
逆
手
を
打
ち
や
す
み
黄
楊
の
小
櫛
も
取
る
間
な

く
︑
螺
の
し
り
の
ぐ
る
〳
〵
わ
げ
も
縁
あ
る
目
か
ら
は
玉
か
づ
ら
︑
か
ゝ
る
島
へ
も
い
つ
の
間
に
︑
む
す
ぶ
の
神
の
影
向
か
︑

俊
寛
に
問
い
つ
め
ら
れ
て
成
経
は
︑﹁
数
な
ら
ぬ
海
士
の
茶
船
押
し
出
し
て
︑
恋
と
申
す
も
恥
づ
か
し
な
が
ら
﹂
と
︑
﹁
漁
父
が
娘

千
鳥
と
い
ふ
女
﹂
と
の
馴
れ
染
め
を
語
り
出
す
︒﹁
辺
国
波
島
ま
で
誰
が
踏
み
分
け
し
恋
の
道
﹂︑
恋
が
所
を
択
ぶ
は
ず
も
な
く
︑
成

一
〇



経
は
配
所
鬼
界
が
島
で
﹁
海
士
人
の
恋
﹂
に
落
ち
た
の
だ
っ
た
︒

以
下
︑
海
女
﹁
千
鳥
と
い
ふ
女
﹂
の
魅
力
が
並
べ
立
て
ら
れ
る
︒﹁
世
の
い
と
な
み
の
塩
衣
の
︑
汲
む
も
焼
く
も
﹂
と
い
う
の
は
︑

そ
の
ま
ま
能
の
﹃
松
風
﹄︑﹁
い
ざ
〳
〵
汐
を
汲
ま
む
と
て
︑
汀
に
満
ち
干
の
塩
衣
の
﹂
と
い
う
海
女
の
姿
に
通
う
で
あ
ろ
う
︒
し
か

し
︑
﹁
そ
れ
は
ま
だ
浜
辺
の
わ
ざ
﹂︑
成
経
は
さ
ら
に
千
鳥
の
魅
力
を
語
り
続
け
た
︒﹁
腰
に
浮
け
桶
手
に
は
鎌
︑
千
尋
の
底
の
波
間

を
分
け
て
み
る
め
刈
る
﹂
と
は
︑
潜
水
し
て
貝
や
海
藻
を
採
る
海
女
の
姿
︒
﹁
か
は
い
や
女
の
丸
裸
﹂︑
﹁
若
布
荒
布
あ
ら
れ
も
な
い

裸
身
に
﹂︑
成
経
が
男
心
を
動
か
さ
な
い
は
ず
も
な
か
っ
た
︒
成
経
の
語
り
は
留
ま
る
こ
と
無
く
︑
﹁
小
鯛
が
乳
に
く
ひ
付
く
や
ら
﹂︑

﹁
腰
の
一
重
が
波
に
ひ
た
れ
て
は
だ
へ
も
見
え
す
く
﹂
⁝
⁝
と
︑
次
第
に
直
接
的
に
な
っ
て
行
く
︒

こ
う
し
た
女
に
巡
り
会
っ
た
と
す
れ
ば
︑
現
地
の
海
女
と
恋
に
落
ち
る
と
い
う
の
も
宜
な
る
哉
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
︒
ま
し
て
流

人
と
は
言
え
︑
成
経
は
都
の
貴
人
︑
見
な
れ
ぬ
海
女
の
健
康
的
な
裸
身
は
︑
一
汐
魅
力
的
に
映
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
(#
)
︒

前
稿
に
引
い
た
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
吹
上
上
﹁
渚
の
院
﹂
で
の
海
女
の
製
塩
見
物
等
に
も
︑
そ
う
し
た
興
味
が
無
か
っ
た
と
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
︒

都
人
の
海
女
へ
の
関
心
は
︑
古
く
﹃
萬
葉
集
﹄
に
も
見
え
て
い
る
︒

三
年
丙
寅
の
秋
九
月
十
五
日
︑
播
磨
国
の
印
南
郡
に
幸
し
た
ま

ひ
し
時
に
︑
笠
朝
臣
金
村
の
作
り
し
歌
一
首

短
歌
を
幷
せ
た
り

名
寸
隅
の

船
瀬
ゆ
見
ゆ
る

淡
路
島

松
帆
の
浦
に

朝
凪
に

玉
藻
刈
り
つ
つ

夕
凪
に

藻
塩
焼
き
つ
つ

海
人
娘
子

あ
り
と
は
聞
け
ど

見
に
行
か
む

よ
し
の
な
け
れ
ば

ま
す
ら
を
の

心
は
な
し
に

た
わ
や
め
の

思
ひ
た
わ
み
て

た

も
と
ほ
り

我
は
そ
恋
ふ
る

船
梶
を
な
み

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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反
歌
二
首

玉
藻
刈
る
海
人
乙
女
ど
も
見
に
行
か
む
船
梶
も
が
も
波
高
く
と
も

行
き
巡
り
見
と
も
飽
か
め
や
名
寸
隅
の
船
瀬
の
浜
に
し
き
る
白
波

︵
巻
第
六

九
三
五
～
九
三
七
︶

｢
お
そ
ら
く
貴
族
た
ち
は
︑
健
康
で
は
ち
き
れ
そ
う
な
裸
の
海
人
に
娘
に
︑
好
奇
的
な
欲
情
を
お
ぼ
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒
旅
の
つ

れ
づ
れ
を
な
ぐ
さ
め
る
恋
愛
遊
び
︒
中
に
は
︑
本
気
で
海
人
の
娘
に
恋
し
た
貴
族
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
は
旅
の
間
だ

け
︒
あ
と
に
は
能
の
﹁
海
人
﹂
の
よ
う
な
悲
劇
が
残
っ
て
︑
貴
族
は
都
に
帰
る
の
で
あ
ろ
う
﹂︵
梅
原
猛
﹃
さ
ま
よ
え
る
歌
集

赤

人
の
世
界
﹄︶︒

こ
の
指
摘
は
︑
こ
の
限
り
で
恐
ら
く
当
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

｢
能
の
﹁
海
人
﹂
の
よ
う
な
悲
劇
﹂
と
は
︑
能
の
﹃
海
士
﹄
に
語
ら
れ
る
︑
竜
宮
に
玉
を
奪
わ
れ
た
藤
原
不
比
等
が
こ
れ
を
取
り

返
す
た
め
に
︑﹁
い
や
し
き
海
士
乙
女
と
契
り
を
こ
め
﹂︑
そ
の
命
と
引
き
替
え
に
玉
を
奪
還
さ
せ
た
こ
と
を
言
う
が
︑
右
に
言
わ
れ

る
よ
う
な
こ
と
が
︑
八
七
段
の
男
に
も
有
り
得
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
想
像
に
難
く
な
い
︒

そ
れ
は
︑﹃
松
風
﹄
の
行
平
に
も
︑﹁
俊
寛
﹂
の
成
経
に
も
︑
同
様
に
言
い
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

果
た
し
て
︑﹃
平
家
女
護
島
﹄
も
﹃
松
風
﹄
同
様
︑

海
人
の
逆
手
を
打
ち
や
す
み
黄
楊
の
小
櫛
を
取
る
間
な
く

と
︑
八
七
段
冒
頭
に
引
か
れ
た
︑

葦
の
屋
の
難
の
塩
焼
き
い
と
ま
な
み
黄
楊
の
小
櫛
も
さ
ゝ
ず
来
に
け
り

一
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の
歌
を
︑
そ
の
詞
章
に
引
用
し
て
い
た
︒

六

『
伊
勢
物
語
﹄
八
七
段
の
男
に
﹁
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
﹂
が
あ
っ
た
と
し
て
︑
さ
ら
に
そ
れ
が
海
女
で
あ
っ
た
と
し
て
︑
そ
う
し
た

女
が
こ
の
男
の
心
を
ど
れ
だ
け
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
と
に
︑
こ
の
男
は
歌
詠
み
を
以
っ
て
任
ず
る
︒
八
七
段
末
尾

に
は
︑
そ
の
女
の
歌
と
目
さ
れ
る
﹁
わ
た
つ
み
の
﹂
の
詠
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
男
の
眼
鏡
に
叶
う
よ
う
な
歌
が
︑
一
介
の

海
女
に
詠
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

『
撰
集
抄
﹄
は
︑
業
平
の
兄
行
平
と
須
磨
の
﹁
海
士
人
の
恋
﹂
を
語
る
︑
謡
曲
﹃
松
風
﹄
の
一
の
原
拠
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
伝
承

を
伝
え
て
い
る
︒

第
一
一

行
平
絵
島
ノ

海
人
歌
ノ

事

昔
︑
行
平
の
中
納
言
と
云
ふ
人
い
ま
そ
か
り
け
る
︒
身
に
あ
や
ま
つ
事
侍
り
て
︑
須
磨
の
浦
に
遷
さ
れ
て
︑
藻
塩
垂
れ
つ
ゝ

浦
伝
ひ
な
ど
し
歩
き
給
ひ
け
る
に
︑
絵
島
の
浦
に
て
か
づ
き
す
る
海
人
の
中
に
︑
よ
に
心
の
止
ま
り
侍
り
け
る
に
︑
た
ど
り
よ

り
て
給
ひ
て
︑﹁
い
づ
く
に
や
住
み
す
る
人
に
か
﹂
と
尋
ね
給
ふ
に
︑
こ
の
海
人
と
り
あ
へ
ず
︑

白
波
の
よ
す
る
な
ぎ
さ
に
世
を
す
ご
す
海
人
の
子
な
れ
ば
宿
も
さ
だ
め
ず

と
詠
み
て
ま
ぎ
れ
ぬ
︒
中
納
言
︑
い
と
ゞ
か
な
し
う
覚
え
て
︑
涙
だ
も
か
き
あ
へ
ず
と
な
ん
︒

波
の
よ
る
ひ
る
か
づ
き
し
て
︑
月
宿
れ
と
は
濡
れ
ね
ど
も
︑
心
あ
り
け
る
袂
か
な
︒
波
に
な
み
し
く
袖
の
上
に
は
︑
月
ぞ
重

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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ぬ
る
な
れ
し
面
影
︑
そ
の
濡
れ
衣
を
片
敷
き
︑
舟
の
内
に
て
世
を
送
る
海
人
部
の
内
に
も
︑
か
ゝ
る
情
の
侍
る
類
も
侍
り
け
り

と
お
ぼ
え
て
︑
こ
と
に
あ
は
れ
に
侍
り
︒
歌
ま
こ
と
に
優
に
侍
り
︒

『
撰
集
抄
﹄
に
お
い
て
︑
行
平
の
﹁
現
地
妻
﹂
は
︑
行
平
の
﹁
い
づ
く
に
や
住
み
す
る
人
に
か
﹂
と
い
う
問
い
か
け
に
︑
一
首
の

歌
で
答
え
た
と
言
う
︒﹁
歌
ま
こ
と
に
優
に
侍
り
﹂︒
そ
の
歌
の
出
来
栄
え
に
行
平
も
感
じ
入
っ
た
と
言
う
︒﹁
舟
の
内
に
て
世
を
送

る
海
人
部
の
内
に
も
︑
か
ゝ
る
情
の
侍
る
類
も
侍
り
け
り
と
お
ぼ
え
て
︑
こ
と
に
あ
は
れ
に
侍
り
﹂︒

悔
る
勿
れ
︑
海
女
の
中
に
も
歌
に
通
ず
る
才
芸
を
持
っ
た
者
が
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

だ
が
︑
こ
の
海
女
が
行
平
に
答
え
た
と
言
う
﹁
白
波
の
﹂
の
歌
が
︑
こ
の
海
女
の
自
作
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
︒
と
言
う

の
も
︑
こ
の
歌
は
﹃
倭
漢
朗
詠
集
﹄
に
も
載
る
︑
人
口
に
膾
炙
し
た
歌
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
行
平
の
問
い
か
け
に
︑
こ
の
海
女

は
か
ね
て
聞
き
知
っ
て
い
た
こ
の
歌
を
口
に
す
る
こ
と
で
︑
咄
嗟
に
応
じ
よ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒

た
だ
︑
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
︑
こ
の
歌
が
古
来
遊
女
の
歌
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
︒﹃
朗
詠
集
﹄
は
︑
こ
の
歌
を
巻
下
︑﹁
遊
女
﹂

の
部
に
収
め
︑
作
者
を
﹁
海
人
詠
﹂
と
す
る
︒

す
な
わ
ち
︑
こ
の
歌
は
︑﹁
遊
女
﹂
た
る
﹁
海
人
﹂
の
詠
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑﹃
撰
集
抄
﹄
に
お
い
て
行
平
の

相
手
と
な
っ
て
﹁
白
波
の
﹂
の
歌
を
詠
じ
た
﹁
海
人
﹂
は
︑
遊
女
で
あ
っ
た
と
い
う
蓋
然
性
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
︒
遊
女
で
あ

れ
ば
歌
を
詠
む
の
も
お
手
の
物
で
あ
ろ
う
︒

八
七
段
の
﹁
海
人
﹂
も
遊
女
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
($
)

︒

海
女
が
︑
し
ば
し
ば
遊
女
で
も
あ
っ
た
歴
史
の
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
柳
田
国
男
﹁
海
人
部
史
の
エ
チ
ュ
ウ
ド
﹂
の
示
唆
す

る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
(%
)
︒
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広
東
の
珠
江
の
水
に
浮
ん
で
居
る
数
千
艘
の
蜑
民
の
船
に
は
︑
日
本
の
中
世
の
江
口
河
尻
の
生
活
を
想
ひ
起
さ
し
む
る
者
が

多
か
つ
た
︒
彼
等
の
中
に
は
流
に
溯
つ
て
遠
く
韶
州
の
城
外
に
至
つ
て
仮
泊
し
︑
尚
煙
花
の
な
り
は
ひ
に
携
る
者
さ
へ
あ
つ
た
︒

恰
か
も
妙
女
白
女
の
徒
が
山
崎
鳥
羽
の
あ
た
り
に
迄
棹
さ
し
て
︑
貴
人
の
遊
を
迎
へ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
︒
定
家
卿
の
日
記
な

ど
を
見
る
と
︑
遊
女
に
は
陸
に
上
つ
て
家
居
す
る
者
も
あ
つ
た
︒
南
支
那
の
蜑
家
が
命
終
つ
て
後
漸
く
堅
い
土
に
睡
る
こ
と
を

許
さ
れ
る
の
に
比
べ
る
と
︑
誠
に
頼
み
あ
る
境
遇
の
や
う
だ
が
︑
し
か
も
そ
れ
は
唯
艶
に
し
て
善
く
歌
舞
す
る
者
の
み
の
特
権

で
あ
つ
て
︑
年
老
い
色
衰
へ
て
後
は
親
夫
に
誘
は
れ
︑
再
び
漂
泊
の
船
に
上
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
︒
故
に
或

時
に
は
絶
代
の
佳
人
の
︑
能
く
其
才
芸
を
以
て
天
が
下
の
詞
客
を
魅
し
尽
し
︑
意
満
ち
気
驕
り
て
あ
る
べ
き
者
ま
で
が
︑
尚
粛

然
と
し
て
浜
千
鳥
の
一
章
を
口
吟
し
た
の
で
あ
る
︒

浜
千
鳥
飛
ゆ
く
限
あ
り
け
れ
ば
雲
ゐ
る
山
を
あ
は
と
こ
そ
見
れ

此
歌
の
哀
音
は
海
部
千
年
の
寂
し
い
歴
史
を
︑
理
解
す
る
者
の
胸
に
は
沁
み
入
つ
た
で
あ
ら
う
︒
千
鳥
で
さ
へ
も
末
は
落
着

く
浜
が
あ
る
︒
遊
行
の
女
婦
は
一
生
を
う
か
れ
あ
る
い
て
︑
何
処
で
果
て
る
と
い
ふ
宛
て
も
無
い
︒
あ
の
山
に
居
る
雲
の
如
く
︑

見
る
〳
〵
行
き
動
く
が
心
細
い
と
言
つ
た
の
は
︑
即
ち
後
世
の
小
唄
の
︑
﹁
ち
ぎ
れ
〳
〵
の
あ
の
雲
見
れ
ば
﹂
の
元
の
形
で
兼

て
又
此
部
落
に
属
す
る
人
々
が
土
を
懐
し
が
つ
た
大
き
な
動
機
の
一
つ
で
あ
ら
う
︒

｢
浜
千
鳥
﹂
の
歌
は
︑﹃
大
和
物
語
﹄︑﹃
大
鏡
﹄
等
に
載
る
︑﹁
河
尻
﹂
の
﹁
浮
か
れ
女
﹂
の
詠
︒
こ
の
歌
は
︑﹁
貴
人
の
遊
を
迎

へ
﹂
る
こ
と
と
も
な
っ
た
﹁
海
部
千
年
の
寂
し
い
歴
史
﹂
を
象
徴
す
る
︑
と
柳
田
は
言
う
︒

柳
田
が
挙
げ
た
︑
中
国
﹁
広
東
の
珠
江
﹂
の
﹁
蜑
民
﹂
の
例
は
事
実
と
し
て
も
確
認
で
き
る
︒

広
州
市
の
珠
江
沿
い
に
発
達
し
た
賑
か
な
大
通
り
︱
︱
長チ
ヤ

堤ン
テ

のイ

一
帯
は
こ
と
の
ほ
か
渡
船
が
多
く
︑
所
せ
ま
し
と
ば
か
り
に

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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岸
に
な
ら
ん
だ
船
か
ら
は
︑
蛋
婦
が
絶
え
ず
や
さ
し
い
声
で
︑﹁
喂
到
嶺
南
！
﹂︑
﹁
過
海
呵
！
﹂︑﹁
先
生
︑
到
培
英
呵
！
﹂
な

ど
と
客
に
よ
び
か
け
た
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
広
州
の
名
物
と
し
て
︑
旅
行
者
が
な
つ
か
し
く
語
る
光
景
で
あ
る
︒

渡
船
は
大
体
が
昼
間
の
副
業
で
あ
っ
て
︑
夜
に
な
る
と
派
手
に
着
飾
り
︑
船
に
灯
火
を
つ
け
て
群
集
し
︑
遊
客
を
待
っ
た
︒

こ
れ
が
︑
か
つ
て
の
中
国
に
見
ら
れ
た
水
上
の
歓
楽
境
︱
︱
夜
市
で
あ
っ
た
︒

蛋
民
の
女
達
の
中
に
︑
か
つ
て
生
活
の
窮
乏
に
迫
ら
れ
︑
あ
る
い
は
甘
ん
じ
て
売
春
を
業
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
は
︑
事

実
で
あ
る
︒
夜
の
長
に
客
を
引
く
女
を
野ヤ

鶏チ

と
よ
び
︑
小
舟
の
娼
妓
を
水ス
イ

鶏カ
イ

と
称
し
た
が
︑
い
ず
れ
も
蛋
家
の
出
身
で
あ
っ
た
︒

︵
羽
原
又
吉
﹃
漂
海
民
﹄︶

日
本
で
海
女
が
遊
女
と
も
な
っ
た
例
は
︑
志
摩
の
﹁
は
し
り
が
ね
﹂
が
著
名
で
あ
る
︒﹁
昔
ま
だ
汽
船
が
現
れ
ず
諸
国
の
海
上
運

送
に
は
何
百
石
何
千
石
の
積
量
を
収
載
す
る
帆
船
が
唯
一
の
機
関
で
あ
つ
た
頃
に
は
い
づ
れ
の
小
港
も
相
当
の
繁
昌
を
し
た
が
そ
れ

に
伴
つ
て
船
人
達
を
慰
め
る
遊
女
の
数
も
少
く
な
か
つ
た
﹂︒﹁
志
摩
の
国
に
も
鳥
羽
を
は
じ
め
諸
所
の
小
港
に
以
前
は
女
郎
が
ゐ
て

之
を
ハ
シ
リ
ガ
ネ
の
総
称
を
以
て
呼
ん
で
ゐ
た
︒
志
摩
の
小
港
は
安
乗

あ

の

り

︒
的ま
と

矢や

︒
渡わ
た

鹿か

野の

︒
三さ
ん

箇か

所し
よ

︒
浜は
ま

島じ
ま

︒
小お

浜は
ま

で
あ
つ
て
こ
れ

ら
の
港
に
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
異
つ
た
呼
名
が
あ
つ
た
︒
女
達
は
沖
の
入
船
を
待
っ
て
小
舟
で
沖
へ
出
か
け
て
行
つ
た
﹂︵
岩
田
準

一
﹃
志
摩
の
は
し
り
か
ね
﹄︶︒
こ
れ
ら
は
︑
志
摩
周
辺
の
海
女
が
遊
女
と
な
っ
て
出
て
い
た
の
で
あ
る
︒

け
だ
し
︑﹁
漁
季
以
外
の
漁
村
の
人
々
は
︑
空
い
た
手
を
他
に
動
員
す
る
機
会
が
多
か
つ
た
﹂︒
民
俗
学
者
瀬
川
清
子
は
︑﹁
愛
知

県
日
間
賀
島
は
︑
女
子
青
年
団
の
団
員
百
二
三
十
人
中
︑
半
数
は
︑
女
中
・
女
工
・
女
給
︑
ゲ
ー
ム
と
り
に
出
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
で

あ
る
︒
女
工
以
前
に
も
︑
何
ら
か
の
形
で
日
雇
︑
出
稼
ぎ
す
る
必
要
が
あ
つ
た
﹂
と
い
う
報
告
︵﹁
海
村
婦
人
の
労
働
﹂
︶
を
︑
柳
田

国
男
編
の
﹃
海
村
生
活
の
研
究
﹄
に
寄
せ
て
い
る
︒
恐
ら
く
︑
か
か
る
背
景
が
海
女
に
遊
女
へ
の
道
を
歩
ま
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ

一
六



う
︒そ

れ
で
な
く
と
も
︑﹁
健
康
で
は
ち
き
れ
そ
う
な
裸
の
海
人
の
娘
﹂
は
海
道
を
行
く
旅
人
達
の
目
に
は
魅
力
的
に
映
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
︒
水
心
あ
れ
ば
魚
心
︒
海
女
と
遊
女
と
の
区
別
な
ど
︑
紙
一
重
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
知
れ
な
い
︒

我
々
は
ま
た
︑
遊
女
が
海
女
を
僭
称
し
て
男
を
誘
っ
た
で
あ
ろ
う
例
を
﹃
萬
葉
集
﹄
に
探
る
こ
と
が
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
遊
二

於
松
浦
河
一

序
﹂
及
び
そ
の
歌
︒

遊
二

於
松
浦
河
一

序

余
以
下

暫
往
二

松
浦
之
県
一

逍
遥
︑
聊
臨
二

玉
嶋
之
潭
一

遊
覧
上

︑
忽
値
二

釣
レ

魚
女
子
等
一

也
︒
花
容
無
レ

双
︑
光
儀
無
レ

匹
︒
開
二

柳
葉

於
眉
中
一

︑
発
二

桃
花
於
頬
上
一

︒
意
気
凌
レ

雲
︑
風
流
絶
レ

世
︒
僕
問
曰
︑
誰
郷
︑
誰
家
児
等
︒
若
疑
神
仙
者
乎
︒
娘
等
皆
咲
答

曰
︑
児
等
者
漁
夫
之
舎
児
︑
草
菴
之
微
者
︒
無
レ

郷
無
レ

家
︑
何
足
二

称
云
一

︑
唯
性
便
レ

水
︑
復
心
楽
レ

山
︒
或
臨
二

洛
浦
一

︑
而
徒

羨
二

王
魚
一

︑
乍
臥
二

巫
峡
一

︑
以
空
望
二

烟
霞
一

︒
今
以
下

邂
逅
相
二

遇
貴
客
一

︑
不
上
レ

勝
二

感
応
一

︑
輒
陳
二

款
曲
一

︒
而
今
而
後
︑
豈

可
レ

非
二

偕
老
一

哉
︒
下
官
対
曰
︑
唯
々
︑
敬
奉
二

芳
命
一

︒
干
レ

時
︑
日
落
二

山
西
一

︑
驪
馬
将
レ

去
︒
遂
申
二

懐
抱
一

︑
因
贈
二

詠
歌
一

曰
︑あ

さ
り
す
る
海
人
の
子
ど
も
と
人
は
言
へ
ど
見
る
に
知
ら
え
ぬ
う
ま
人
の
子
と
︵
以
下
略
︶︵﹃

萬
葉
集
﹄
巻
第
五

八
五
三
︶

こ
れ
に
つ
い
て
︑
中
山
太
郎
﹃
売
笑
三
千
年
史
﹄
は
次
の
よ
う
に
言
う
︒

筑
前
の
国
司
と
し
て
の
憶
良
は
当
代
で
の
ハ
イ
カ
ラ
で
あ
つ
た
︒
そ
れ
に
し
て
は
此
の
序
文
は
如
何
に
も
支
那
直
輸
入
の
漢

文
で
︑
頗
る
誇
張
に
過
ぎ
て
ゐ
る
と
共
に
甚
だ
生
硬
な
る
も
の
で
あ
る
が
︑
然
し
な
が
ら
こ
の
海
士
乙
女
達
が
タ
ゞ
の
女
性
で

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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な
い
こ
と
は
花
蓉
無
双
と
か
︑
風
流
絶
世
と
か
い
ふ
文
字
か
ら
も
窺
は
れ
る
︒
そ
れ
に
乙
女
達
の
挨
拶
と
し
て
乍
臥
巫
峡
と
か
︑

豈
可
非
階
老
哉
と
か
い
ふ
淫
猥
の
語
を
平
気
で
口
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
推
す
と
︑
愈
々
以
て
タ
ゞ
の
婦
人
で
な
い
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
︒
由
来
︑
こ
の
松
浦
の
玉
島
は
︑
古
く
神
功
皇
后
が
征
韓
の
折
に
戦
争
の
勝
敗
を
占
ふ
た
め
に
︑
祈
ひ
釣
を
し

た
由
縁
あ
る
霊
地
で
︑
爾
来
︑
こ
ゝ
で
は
女
性
に
は
魚
は
釣
れ
る
が
男
子
に
は
決
し
て
釣
れ
ぬ
と
い
は
れ
ゐ
た
の
で
あ
る
︒

か
ゝ
る
来
歴
あ
る
場
所
で
魚
を
採
る
海
士
乙
女
達
は
︑
既
に
尋
常
の
婦
人
で
な
い
の
で
あ
る
︒
殊
に
彼
女
達
の
報
ひ
た
他
の
歌

の
中
に
﹃
松
浦
河
七
瀬
の
淀
は
よ
ど
む
と
も
吾
れ
は
よ
ど
ま
ず
君
を
し
待
た
む
﹄
と
あ
る
や
う
な
態
度
は
︑
全
く
世
馴
れ
人
馴

れ
た
媚
を
送
り
笑
を
売
る
女
性
に
応
し
い
も
の
が
あ
る
︒
加
ふ
る
に
水
辺
は
娼
婦
の
活
動
す
る
に
便
利
の
地
で
あ
り
︑
旁
々
︑

こ
の
乙
女
等
は
佐
川
媛
の
流
れ
を
汲
ん
だ
小
く
し
て
や
ゝ
賤
し
い
小
夜
姫
の
類
で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
︒

舞
台
は
肥
前
﹁
松
浦
川
﹂︑
釣
る
も
の
は
﹁
若
鮎
﹂
だ
け
れ
ど
も
︑﹁
か
ゝ
る
来
歴
あ
る
場
所
で
魚
を
採
る
海
士
乙
女
達
は
︑
既
に

尋
常
の
婦
人
で
は
な
い
﹂
(4
)
︒

北
小
路
健
﹃
遊
女

そ
の
歴
史
と
哀
歓
﹄
も
ま
た
言
う
︒

｢
遊
二

於
松
浦
河
一

序
﹂
の
中
で
︑
憶
良
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

｢余
以
下

暫
往
ニ

松
浦
之
県
一

逍
遥
上

︒
聊
臨
二

玉
島
之
潭
一

遊
覧
︒
忽
値
二

釣
レ

魚
女
子
等
一

也
︒
花ヽ

容ヽ

無ヽ

レ

双ヽ

︑
光ヽ

儀ヽ

無ヽ

レ

比ヽ

︒
開ヽ

二

柳ヽ

葉ヽ

於ヽ

眉ヽ

中ヽ

一

︑
発ヽ

二

桃ヽ

花ヽ

於ヽ

頬ヽ

上ヽ

一

︒
意ヽ

気ヽ

凌ヽ

雲ヽ

︑
風ヽ

流ヽ

絶ヽ

世ヽ

﹂

憶
良
の
美
文
に
よ
っ
て
形
容
さ
れ
た
﹁
海
士
の
子
﹂
た
ち
は
︑
い
わ
ゆ
る
単
な
る
漁
師
の
子
で
は
あ
り
得
な
い
︒﹁
無
レ

郷

無
レ

家
﹂
取
る
に
足
ら
ぬ
女
に
す
ぎ
ぬ
と
受
け
答
え
し
な
が
ら
﹁
今
以
二

邂
逅
一

相
二

遇
貴
客
一

︒
不
レ

勝
二

感
応
一

﹂
と
語
を
つ
い
で
︑

一
八



み
ご
と
憶
良
と
贈
答
の
歌
を
か
わ
す
才
能
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

北
九
州
の
海
港
は
︑
朝
鮮
半
島
と
支
那
大
陸
に
向
っ
て
開
か
れ
て
い
た
門
戸
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
︑
新
し
い
文
物
が
輸
入

さ
れ
︑
多
く
の
人
間
が
集
合
し
て
︑
き
わ
だ
っ
た
活
気
を
呈
し
て
い
た
︒
遊
行
女
婦
に
と
っ
て
︑
こ
の
海
港
は
︑
働
き
甲
斐
の

あ
る
場
所
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
︒

た
だ
︑
こ
れ
ら
の
﹁
海
士
乙
女
達
﹂
が
︑
い
か
に
﹁
世
馴
れ
人
馴
れ
﹂
て
い
る
に
し
て
も
﹁
笑
を
売
る
女
性
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う

確
証
は
も
と
よ
り
あ
る
は
ず
も
無
い
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
女
性
が
﹁
遊
行
女
婦
﹂
で
あ
っ
た
と
し
て
︑
そ
れ
が
海
女
出
身
で
あ
っ
た

と
い
う
証
拠
も
ま
た
無
い
︒
け
れ
ど
も
﹁
お
そ
ら
く
貴
族
た
ち
は
︑
健
康
で
は
ち
き
れ
そ
う
な
裸
の
海
人
の
娘
に
︑
好
奇
的
な
欲
情

を
お
ぼ
え
た
の
で
あ
ろ
う
﹂
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
が
﹁
旅
の
つ
れ
づ
れ
を
な
ぐ
さ
め
る
恋
愛
遊
び
﹂
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
が
︑
こ
こ

で
も
確
認
で
き
る
と
す
れ
ば
︑
本
論
と
し
て
は
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
さ
ら
に
︑
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
そ
も
そ
も
︑
八
七
段
が
冒
頭
に
引
い
た
︑

葦
の
屋
の
灘
の
塩
焼
き
い
と
ま
な
み
黄
楊
の
小
櫛
も
さ
ゝ
ず
来
に
け
り

の
﹁
原
歌
﹂
と
さ
れ
る
﹁
万
葉
集
に
あ
る
歌
﹂︑﹁
万
葉
集
三
︵
二
七
八
︶
石
川
少
郎
﹁
志
賀
の
海
人
は
藻
刈
り
塩
や
き
暇
無
み
櫛
笥

の
小
櫛
取
り
も
見
な
く
に
﹂
に
︑﹁
そ
ち
ら
は
︑
上
代
︑
海
港
と
し
て
栄
え
て
い
た
筑
前
国
志
賀
島
に
︑
遊
行
婦
と
し
て
酒
客
の
席

に
侍
し
て
い
た
女
の
謡
っ
た
歌
で
あ
る
﹂
と
い
う
指
摘
︵
窪
田
空
穂
﹃
伊
勢
物
語
評
釈
﹄︶
が
あ
る
点
で
あ
る
︒

最
初
に
︑
古
歌
を
挙
げ
て
︑
そ
れ
を
詠
ん
だ
地
が
即
ち
こ
こ
だ
と
誇
っ
て
い
る
の
は
︑
ほ
ほ
笑
ま
し
い
︒
こ
れ
は
万
葉
集
に

あ
る
歌
を
原
歌
と
し
た
も
の
で
︑
そ
ち
ら
は
︑
上
代
︑
海
港
と
し
て
栄
え
て
い
た
筑
前
国
志
賀
島
に
︑
遊
行
婦
と
し
て
酒
客
の

席
に
侍
し
て
い
た
女
の
謡
っ
た
歌
で
あ
る
︒
面
白
い
の
で
広
く
拡
が
り
︑
土
地
土
地
で
︑
そ
の
土
地
に
合
う
よ
う
に
謡
い
替
え

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）

一
九



ら
れ
て
い
た
歌
の
一
首
で
あ
る
︒

｢
葦
の
屋
の
﹂
の
歌
の
﹁
原
歌
﹂
は
︑
遊
女
の
歌
っ
た
も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
説
は
︑
橘
守
部
﹃
萬
葉
集
檜
嬬
手
﹄
に
溯
る
︒

○
石
川
女
郎

今
本
に
︑
少
郎
と
あ
る
少
は
︑
女
の
誤
也
︒
左
註
に
︑﹁
右
今
案

石
川
朝
臣
君
子
号
ヲ

曰
二

少
郎
子
一

也
﹂
と
あ

る
は
︑
目
録
に
︑
石
川
女
郎
古本

名
ヲ

曰
二

君
子
一

と
記
し
た
る
よ
り
︑
後
の
人
の
し
わ
ざ
也
︒
今
此
の
目
録
と
歌
と
端
書
と
に
据

て
考
る
に
︑
既
に
別
記
に
弁
へ
た
る
如
く
︑
此
の
人
は
遊
行
女
婦
に
て
︑
此
の
歌
詠
め
り
し
頃
は
︑
筑
紫
ノ

国
志
加
に
在
し
故

に
︑
自
ら
を
然シ
カ

之ノ

海ア

人マ

と
い
ひ
な
し
つ
る
也
︒
是
出
生
の
地
な
り
け
ら
し
︒
さ
て
女
郎
と
か
き
︑
君
子
と
云
へ
る
︑
遊
行
女
婦

の
し
る
し
也
︒
女
郎
は
今
に
お
き
て
遊
女
を
云
ふ
︒
君
子
は
江
口
の
君
︑
神
崎
の
君
︑
な
ど
中
昔
迄
も
専
ら
云
へ
り
︒
さ
て
後

に
京
へ
出
て
︑
多
く
の
男
に
逢
へ
る
事
は
︑
一
巻
の
其
出
た
る
処
々
に
弁
へ
つ
︒

八
七
段
冒
頭
に
引
か
れ
た
歌
の
﹁
原
歌
﹂
の
作
者
は
﹁
遊
行
女
婦
﹂
で
あ
り
︑
﹁
此
歌
よ
め
り
し
頃
は
︑
筑
紫
ノ

国
志
加
に
在
し
故

に
︑
自
ら
を
然
之
海
人
と
い
ひ
な
し
つ
る
﹂
と
言
う
︒
果
し
て
そ
の
作
者
名
を
﹁
石
川
女
郎
﹂
と
認
定
し
得
る
か
否
か
は
︑﹃
萬
葉

集
﹄
本
文
批
判
上
の
問
題
が
あ
っ
て
速
断
は
憚
ら
れ
る
け
れ
ど
も
︑
こ
の
﹁
原
歌
﹂
の
作
者
が
﹁
遊
行
女
婦
﹂
す
な
わ
ち
遊
女
と
考

え
得
る
と
(:
)
い
う
こ
と
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
理
解
の
点
か
ら
す
れ
ば
示
唆
的
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

平
安
朝
も
末
期
に
な
る
と
︑
す
で
に
葦
屋
も
﹁
相
当
の
繁
昌
を
し
た
﹂
港
で
あ
っ
た
︒﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
に
は
︑
そ
の
殷
賑
の
様

が
描
か
れ
て
い
る
︒

著
二

葦
屋
津
一

有
レ

感

釈
蓮
禅

沙
月
渚
風
秋
皓
々

自
然
遊
子
感
呑
レ

胸

二
〇



問
レ

津
上
下
客
舟
集

分
レ

岸
東
南
民
戸
重

土
俗
毎
朝
先
売
レ

菜

釣
魚
終
夜
幾
焼
レ

松

不
レ

図
再
別
二

於
斯
地
一

思
レ

旧
瀾
干
涙
忽
降

｢
釣
魚
終
夜
幾
焼
松
﹂
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄﹁
海
人
の
漁
火
多
く
見
ゆ
る
に
﹂
に
通
う
で
あ
ろ
う
︒
と
す
れ
ば
︑﹁
問
レ

津
上
下
客
舟

集
﹂
も
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
時
代
に
ま
で
遡
り
得
る
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
こ
に
︑
﹁
そ
れ
に
伴
つ
て
船
人
達
を
慰
め
る
遊
女
の
数
も
少

な
く
な
か
つ
た
﹂
と
い
う
︵﹃
志
摩
の
は
し
り
か
ね
﹄︶
状
況
が
無
か
っ
た
か
ど
う
か
︒
も
し
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
そ
の
﹁
遊
女
﹂
の

有
力
候
補
に
︑
海
女
を
擬
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
謀
な
想
定
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
海
女
が
遊
女
で
あ
る
な
ら
ば
︑
海
女
が
気
の
利

い
た
歌
を
詠
む
の
も
不
思
議
で
は
な
い
︒

ま
た
︑
守
部
に
よ
れ
ば
︑
八
七
段
冒
頭
に
引
か
れ
た
歌
の
﹁
原
歌
﹂
の
﹁
一
首
の
意
は
︑
志
加
の
海
人
は
︑
葷メ

布
を
苅
る
の
︑
塩

を
焼
く
の
と
︑
此
頃
は
世
の
こ
と
わ
ざ
に
取
紛
れ
て
俄
な
る
今
日
の
御
召
し
に
︑
黄
楊
の
小
櫛
だ
に
も
得
さ
ゝ
ず
ま
ゐ
り
た
り
と
云

な
り
﹂
と
言
う
︒
と
す
れ
ば
︑
少
く
と
も
八
七
段
に
引
か
れ
た
歌
も
︑﹁
俄
な
る
今
日
の
御
召
し
﹂
に
答
え
よ
う
と
し
た
海
女
の
気

持
を
詠
ん
だ
歌
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

そ
う
し
た
海
女
の
い
る
所
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
﹁
葦
屋
の
さ
と
﹂
へ
︑
八
七
段
の
男
達
は
出
向
い
た
の
で
あ
る
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
旅
先
は
人
を
解
放
す
る
︒
ま
し
て
海
辺
の
解
放
感
は
一
汐
の
こ
と
︒
し
か
も
そ
れ
が
︑
夏
と
い
う
こ
と
で
あ

れ
ば
︑
そ
れ
は
な
お
さ
ら
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒

八
七
段
の
季
節
も
︑
恐
ら
く
そ
の
︑
夏
で
あ
っ
た
︒

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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連
歌
寄
合
の
書
で
あ
る
﹃
竹
馬
抄
﹄︑﹁
夏
之
部
﹂﹁
五
月
之
詞
﹂
に
は
︑

一
海
松

句
作

み
る
め
拾
ふ

み
る
め
刈
干

ひ
ろ
ふ
み
る
ふ
さ

△
付
合
ニ
ハ

磯
辺

浜
伝
ひ

よ
る
浪

み
つ
し
ほ

し
け
る
芦

う
き
藻

芦
屋

南
風

真
砂
地

難
波

大
淀
浦

伊
勢
海

あ
ま
の
つ
り
ふ
ね

と
あ
る
︒﹁
み
る
め
拾
ふ
﹂︑﹁
芦
屋
﹂︑﹁
南
風
﹂
と
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
八
七
段
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
八
七
段
の
男
達
の
海
浜
の

﹁
遊
び
歩
き
﹂︑﹁
布
引
の
滝
見
﹂
は
︑
恐
ら
く
夏
の
行
楽
で
あ
っ
た
︒

藤
原
定
家
は
ま
た
︑
八
七
段
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
も
詠
じ
て
い
る
︒

こ
の
頃
は
南
の
風
に
浮
海
松
の
よ
る
〳
〵
涼
し
葦
の
屋
の
さ
と

︵
﹃
拾
遺
愚
草
員
外
﹄
四
季
題
百
首
︶

｢
四
季
題
﹂
は
﹁
海
﹂︑
こ
れ
は
そ
の
夏
歌
で
あ
る
︒

下
句
﹁
よ
る
〳
〵
涼
し
葦
の
屋
の
さ
と
﹂
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
﹁
葦
屋
の
さ
と
﹂
に
は
ま
た
︑﹁
涼
し
﹂
さ
が
期
待
さ
れ
た

こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
葦
屋
は
暑
さ
を
避
け
る
避
暑
地
で
あ
り
︑
そ
こ
で
の
﹁
遊
び
歩
き
﹂
は
暑
さ
を
凌
ぐ
﹁
納
涼
﹂

︵
﹃
倭
漢
朗
詠
集
﹄
夏
︶
の
業
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

藤
本
孝
一
﹁
平
安
京
周
辺
の
別
業
﹂︵﹃
平
安
京
提
要
﹄
所
収
︶
は
︑﹁
別
業
は
い
か
な
る
状
況
の
も
と
に
造
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
﹂
と
い
う
問
い
に
対
し
て
︑

イ
︑
遊
猟
に
お
け
る
休
息
所
的
な
施
設
か
ら
転
用
さ
れ
た
︒

ロ
︑
距
離
的
に
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
︒

ハ
︑
主
要
幹
線
に
沿
っ
た
と
こ
ろ
に
造
営
さ
れ
た
︒

二
二



ニ
︑
避
暑
地
の
別
荘
と
し
て
造
ら
れ
た
︒

ホ
︑
隠
居
的
な
性
格
を
持
つ
︒

ヘ
︑
領
地
の
な
か
に
造
ら
れ
た
︒

等
の
答
え
を
列
挙
し
て
い
る
︒

八
七
段
﹁
葦
屋
の
さ
と
に
し
る
よ
し
ゝ
て
﹂
が
︑﹁
領
所
あ
る
に
よ
り
て
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
そ
こ
に
構
え
ら
れ
た
男
の

﹁
家
﹂
と
は
︑﹁
領
地
の
な
か
に
造
ら
れ
た
﹂︑﹁
避
暑
地
の
別
荘
﹂
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
同
じ
く
八
七
段
﹁
宮
内
卿

も
ち
よ
し
が
家
﹂
も
同
様
の
別
荘
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
初
段
﹁
春
日
の
さ
と
に
し
る
よ
し
ゝ
て
﹂
の
方
は
︑﹁
遊
猟
に
お

け
る
休
息
所
的
な
施
設
か
ら
転
用
さ
れ
た
﹂﹁
別
業
﹂
と
い
う
方
向
で
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
八
七
段
の
男
は
︑
京
の
暑
苦
し
さ
を
葦
屋
に
避
け
て
︑
﹁
遊
び
歩
き
﹂
に
う
ち
興
じ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で

の
﹁
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
﹂
も
︑
そ
の
延
長
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
遊
女
﹂
を
和
語
に
翻
じ
て
︑
﹁
あ
そ
び
﹂
︒
そ
れ
が
遊
女
で

あ
っ
た
に
せ
よ
︑
な
か
っ
た
に
せ
よ
︑
そ
の
﹁
現
地
妻
﹂
も
本
質
的
に
は
﹁
あ
そ
び
﹂
の
一
環
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に

し
て
も
︑
そ
れ
は
避
暑
地
の
出
来
事
︒
所
詮
︑
リ
ゾ
ー
ト
の
恋
は
︑﹁
あ
そ
び
﹂
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒

七

八
七
段
の
男
の
﹁
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
﹂
の
も
の
と
思
わ
れ
る
歌
は
︑﹁
田
舎
人
の
歌
に
て
は
︑
余
れ
り
や
︑
足
ら
ず
や
﹂
と
さ
れ

な
が
ら
︑
採
る
に
足
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︑
八
七
段
の
掉
尾
を
飾
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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そ
の
夜
︑
南
の
風
吹
き
て
︑
浪
い
と
高
し
︒
つ
と
め
て
︑
そ
の
家
の
め
の
こ
ど
も
出
で
ゝ
︑
浮
海
松
の
浪
に
寄
せ
ら
れ
た

る
拾
ひ
て
︑
家
の
内
に
持
て
来
ぬ
︒
女
方
よ
り
︑
そ
の
海
松
を
高
坏
に
盛
り
て
︑
柏
を
覆
ひ
て
出
し
た
る
︑
柏
に
書
け
り
︒

わ
た
つ
み
の
か
ざ
し
に
さ
す
と
い
は
ふ
藻
も
君
が
た
め
に
は
惜
し
ま
ざ
り
け
り

田
舎
人
の
歌
に
て
は
︑
余
れ
り
や
︑
足
ら
ず
や
︒

こ
の
歌
に
つ
い
て
︑
片
桐
洋
一
﹃
鑑
賞
日
本
古
典
文
学

伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
﹄
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
︒

平
安
時
代
の
人
は
︑
こ
と
の
ほ
か
に
海
藻
を
好
ん
で
食
し
た
︒
第
七
十
六
段
で
引
用
し
た
第
三
段
の
文
章
で
は
命
が
け
で

恋
し
て
い
る
女
に
ひ・

じ・

き・

を
贈
っ
て
い
る
︒
現
在
で
は
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
︒
京
都
に
生
活
し
て
い
る
彼
ら
に
と
っ
て

は
海
産
物
は
貴
重
な
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
︒
そ
の
貴
重
な
海
藻
の
ま
こ
と
に
新
鮮
な
も
の
︑
海
か
ら
拾
い
上
げ
た
ば

か
り
の
も
の
を
賞
味
し
た
と
記
す
の
が
ま
ず
こ
の
部
分
の
眼
目
で
あ
る
︒
観
光
雑
誌
・
旅
行
雑
誌
に
あ
る
そ
の
土
地
の
う・

ま・

い・

物・

紹・

介・

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
そ
の
供
し
方
が
普
通
で
は
な
か
っ
た
︑
実
に
教
養
と
セ
ン
ス
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
ず
︑

﹁
み
る
﹂
と
い
う
海
藻
は
﹁
海
松
﹂︵﹃
倭
名
抄
﹄︶
と
書
く
︒﹁
松
﹂
は
常
緑
樹
︑
永
遠
な
る
も
の
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
︒

仙
人
は
松
の
実
・
松
の
葉
を
食
し
て
不
老
長
寿
を
保
つ
と
い
う
ほ
ど
で
あ
る
︒﹁
海
松
﹂
も
当
然
不
老
長
寿
の
シ
ン
ボ
ル
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
そ
れ
を
海
神
が
髪
に
さ
す
不
老
長
寿
の
シ
ン
ボ
ル
と
見
立
て
た
の
で
あ
る
︒
植
物
を
﹁
か
ざ
し
﹂
に
す

る
の
は
そ
の
植
物
の
持
つ
生
命
力
を
体
に
つ
け
て
長
寿
を
願
う
呪
術
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
柏
も
ま
た
不
老
長
寿
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
っ
た
︒
海
松
の
上
に
さ
ら
に
柏
を
置
い
た
わ
け
で
あ
る
︒
客
人
の
不
老
長
寿
を
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
こ
と
ほ
い
で
く
れ

た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

二
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そ
れ
に
し
て
も
︑﹁
君
が
た
め
に
は
を
し
ま
ざ
り
け
り
﹂
と
い
う
の
は
少
し
ひ
っ
か
か
る
︒
こ
の
歌
︑
本
来
は
自
分
の
愛
す

る
人
の
た
め
に
海
松
を
供
す
る
時
の
歌
で
あ
っ
た
の
を
︑
こ
こ
に
利
用
し
て
客
人
に
対
し
て
詠
ん
だ
歌
の
よ
う
に
物
語
を
作
っ

た
の
で
あ
ろ
う
︒

｢
そ
れ
に
し
て
も
︑﹁
君
が
た
め
に
は
を
し
ま
ざ
り
け
り
﹂
と
い
う
の
は
少
し
ひ
っ
か
か
る
﹂︒

こ
の
直
感
は
正
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
や
は
り
﹁
こ
の
歌
︑
本
来
は
自
分
の
愛
す
る
人
の
た
め
に
海
松
を
供
す
る
時
の
歌
で

あ
っ
た
﹂
と
見
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
歌
が
︑
男
の
﹁
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
﹂
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
と
き
︑
こ
の
見
方

は
ま
す
ま
す
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
︒

こ
の
﹁
い
わ
ゆ
る
現
地
妻
﹂
は
︑﹁
客
人
に
対
し
て
﹂
な
ど
で
は
な
く
︑﹁
愛
す
る
人
の
た
め
に
海
松
を
供
﹂
し
た
と
︑
額
面
通
り

に
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
も
そ
も
︑
食
物
を
供
す
る
こ
と
は
愛
情
表
現
の
第
一
歩
で
あ
る
︒

け
れ
ど
も
︑
い
か
に
そ
れ
が
﹁
貴
重
な
海
藻
の
ま
こ
と
に
新
鮮
な
も
の
﹂
で
あ
っ
た
に
し
て
も
︑
所
詮
そ
れ
は
﹁
海
か
ら
拾
い
上

げ
﹂
て
き
た
も
の
で
し
か
な
い
︒
そ
の
供
し
方
と
︑
そ
れ
に
添
え
ら
れ
た
歌
こ
そ
が
︑﹁
現
地
妻
﹂
の
次
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で

あ
っ
た
︒

ま
ず
︑
そ
の
海
松
は
﹁
わ
た
つ
み
の
か
ざ
し
に
さ
す
と
い
は
ふ
藻
﹂
と
歌
わ
れ
た
︒
海
松
は
﹁
海
神
が
髪
に
さ
す
不
老
長
寿
の
シ

ン
ボ
ル
と
見
立
て
﹂
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
確
か
に
﹁
植
物
を
﹁
か
ざ
し
﹂
に
す
る
の
は
そ
の
植
物
の
持
つ
生
命
力
を
体
に
つ
け
て
長

寿
を
願
う
﹂
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
︒

海
松
を
﹁
か
ざ
し
﹂
に
挿
し
た
実
例
は
︑﹃
貞
丈
雑
記
﹄
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

一
女
の
元
服
を
髪
削
ぎ
と
云
ふ
也
︒︵
中
略
︶
其
祝
の
様
︑
打
み
だ
り
の
箱
に
山
菅
海
松
一
ふ
さ
山
橘
や
ぶ
か
う

じ
の
事
也

小
き
青
目
石
二

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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櫛
一
具
三
ぐ
し

の
事

挟
み
一
丁
引
合
の
紙
一
帖
入
れ
て
持
出
置
く
︒
女
子
は
基
盤
の
上
に
立
て
居
ら
れ
候
を
後
へ
廻
り
︑
髪
の
肩
の
通

り
に
山
菅
海
松
山
橘
青
目
石
を
結
ひ
付
け
て
青
目
石
は
紙

に
包
付
る

櫛
を
取
て
髪
の
先
を
三
度
か
き
な
で
な
が
ら
︑
ち
ひ
ろ
も
ゝ
ひ
ろ
と
三

度
唱
へ
て
挟
み
を
取
り
て
髪
の
先
を
少
挟
み
て
︑
扨
鬢
の
髪
を
も
削
ぎ
て
山
菅
以
下
結
ひ
付
け
た
る
物
を
解
き
て
︑
そ
れ
に
挟

み
た
る
髪
を
添
へ
︑
一
つ
に
引
合
の
紙
に
包
み
て
川
へ
流
す
也
︒︵
中
略
︶

山
菅
を
用
る
事
は
︑
山
菅
は
よ
く
茂
り
て
冬
も
雪
霜
に
い
た
ま
ざ
る
物
故
︑
そ
れ
に
あ
や
か
り
髪
の
長
く
茂
る
為
也
︒
海
松
も

水
中
に
て
は
び
こ
り
茂
る
物
也
︒
山
菅
も
海
松
も
色
青
し
︒
髪
の
艶
よ
き
は
青
く
光
る
故
︑
青
色
に
も
あ
や
か
る
為
也
︒

『
源
氏
物
語
﹄
葵
の
巻
︑
紫
の
上
の
髪
を
削
ぐ
光
源
氏
の
詠
に
も
︑

は
か
り
な
き
千
尋
の
底
の
海
松
ぶ
さ
の
生
ひ
ゆ
く
末
は
我
の
み
ぞ
見
む

と
あ
っ
た
︒
こ
の
﹁
海
松
ぶ
さ
﹂
を
︑﹃
河
海
抄
﹄
は
﹁
髪
削
ぎ
の
具
足
に
海
松
を
用
也
﹂
と
注
し
︑
現
代
の
諸
注
は
﹁
黒
髪
の
房

々
し
た
さ
ま
を
形
容
す
る
﹂︵﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄︶
と
解
す
る
が
︑
こ
れ
は
い
ず
れ
︑﹃
貞
丈
雑
記
﹄
に
紹
介
さ
れ
た
よ
う
な
髪

飾
り
と
し
て
の
海
松
の
因
み
で
︑
そ
う
詠
ま
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

海
松
は
﹁
か
ざ
し
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
を
こ
こ
で
は
︑﹁
君
が
た
め
に
は
惜
し
ま
ざ
り
け
り
﹂
と
詠
む
︒
髪
の
飾
り
と
し
て
の
海

松
も
︑
男
の
た
め
に
は
惜
し
気
も
無
く
差
し
出
そ
う
︑
と
言
う
の
で
あ
る
︒

｢
か
ざ
し
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
髪
挿
し
﹂﹁
簪
﹂
を
﹁
自
分
の
愛
す
る
人
の
た
め
に
﹂
差
し
出
す
︑
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
こ
で
参
照
す
べ
き
は
︑
同
じ
く
髪
に
挿
し
て
女
性
の
美
し
さ
に
色
を
添
え
た
︑
櫛
に
つ
い
て
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
︒

櫛
は
本
来
︑
女
性
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒︵
中
略
︶

二
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贈
ら
れ
た
櫛
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
女
性
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
櫛
を
手
放
す
と
い
う
こ
と
は
︑

す
な
わ
ち
別
れ
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
︒
い
ず
れ
の
例
も
︑
櫛
が
愛
す
る
男
性
︑
パ
ー
ト
ナ
ー
た
る
男
性
と
の
関
わ
り
の
中
で

登
場
し
︑
そ
の
女
性
の
思
い
︑
魂
や
存
在
全
体
の
象
徴
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒

︵
沖
本
幸
子
﹃
今
様
の
時
代

変
容
す
る
宮
廷
芸
能
﹄︶

｢
贈
ら
れ
た
櫛
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
女
性
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
こ
と
﹂
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑﹁
か
ざ
し
﹂
を
男
に

贈
る
こ
と
も
︑
同
工
異
曲
︒
こ
こ
で
﹁
現
地
妻
﹂
が
︑﹁
か
ざ
し
に
さ
す
﹂
べ
き
海
松
を
﹁
君
が
た
め
に
は
惜
し
ま
ざ
り
け
り
﹂
と

し
て
︑
男
に
差
し
出
し
た
こ
と
も
︑﹁
愛
す
る
男
性
︑
パ
ー
ト
ナ
ー
た
る
男
性
と
の
関
わ
り
の
中
で
登
場
し
︑
そ
の
女
性
の
思
い
︑

魂
や
存
在
全
体
の
象
徴
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
﹂
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

髪
飾
り
と
し
て
我
身
の
分
身
と
も
言
う
べ
き
海
松
︑
そ
れ
も
﹁
君
が
た
め
に
は
﹂
惜
し
く
は
な
い
︑
と
し
て
﹁
現
地
妻
﹂
は
そ
の

海
松
を
︑
男
に
差
し
出
し
た
︒
そ
れ
も
ま
た
一
の
愛
情
の
表
現
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
和
歌
の
世
界
で
は
︑﹁
み
る
︵
め
︶﹂
は
﹁
見
る
目
﹂
で
も
あ
っ
た
︒

例
え
ば
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
七
五
段
︒

昔
︑
男
あ
り
け
り
︒
逢
は
じ
と
も
言
は
ざ
り
け
る
女
の
︑
さ
す
が
な
り
け
る
が
も
と
に
言
ひ
や
り
け
る
︑

秋
の
野
に
笹
分
け
し
朝
の
袖
よ
り
も
逢
は
で
寝
る
夜
ぞ
ひ
ぢ
ま
さ
り
け
る

色
好
み
な
る
女
︑
返
し
︑

み
る
め
な
き
我
が
身
を
浦
と
知
ら
ね
ば
や
か
れ
な
で
海
人
の
足
た
ゆ
く
来
る

︵
二
五
段
︶

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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昔
︑
男
︑
狩
の
使
よ
り
帰
り
来
け
る
に
︑
大
淀
の
渡
り
に
宿
り
て
︑
斎
宮
の
童
べ
に
言
ひ
か
け
ゝ
る
︑

み
る
め
刈
る
か
た
や
い
づ
こ
ぞ
棹
さ
し
て
我
に
教
へ
よ
海
人
の
釣
舟

︵
七
〇
段
︶

｢
み
る
め
﹂
は
︑
恋
し
い
人
を
﹁
見
る
目
﹂︒
そ
れ
を
捧
げ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
従
っ
て
﹁
自
分
の
愛
す
る
人
の
た
め
に
﹂︑
交
会

の
機
会
を
与
え
よ
う
と
い
う
寓
意
を
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒

一
〇
四
段
で
は
︑﹁
み
る
﹂﹁
め
﹂
を
﹁
食
ふ
﹂
と
は
︑
ま
さ
に
男
女
の
交
会
の
意
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
︒

昔
︑
こ
と
な
る
事
な
く
て
尼
に
な
れ
る
人
あ
り
け
り
︒
か
た
ち
を
や
つ
し
た
れ
ど
︑
物
や
ゆ
か
し
か
り
け
む
︑
賀
茂
の
祭
見

に
出
で
た
り
け
る
を
︑
男
︑
歌
詠
み
て
や
る
︒

世
を
う
み
の
あ
ま
と
し
人
を
見
る
か
ら
に
め
く
は
せ
よ
と
も
頼
ま
る
ゝ
か
な

こ
れ
は
︑
斎
宮
の
物
見
給
ひ
け
る
車
に
︑
か
く
聞
こ
え
た
り
け
れ
ば
︑
見
さ
し
て
帰
り
給
ひ
に
け
り
と
な
む
︒︵

一
〇
四
段
︶

一
〇
四
段
を
参
看
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
海
松
を
供
す
る
八
七
段
の
女
の
趣
向
は
︑
﹁
め
く
は
せ
よ
﹂
と
い
う
男
の
側
の
要
望
に

自
発
的
に
応
え
よ
う
と
す
る
こ
と
を
︑
そ
れ
と
な
く
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
来
る
(=
)
︒
海

松
を
供
す
る
﹁
わ
た
つ
み
の
﹂
の
歌
に
は
︑﹁
か
ざ
し
に
さ
す
と
い
は
ふ
藻
﹂
と
だ
け
言
わ
れ
て
︑
﹁
み
る
﹂
は
詠
ま
れ
て
は
い
な
い
︒

そ
れ
を
あ
え
て
隠
し
て
実
物
で
示
し
て
見
せ
た
の
は
︑
海
松
に
﹁
見
る
目
﹂
を
懸
け
て
示
そ
う
と
し
た
︑
謎
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

そ
れ
は
い
ず
れ
に
も
せ
よ
︑﹁
わ
た
つ
み
の
か
ざ
し
に
さ
す
と
い
は
ふ
藻
﹂
を
差
し
出
す
と
こ
ろ
に
結
果
的
に
強
調
さ
れ
る
こ
と

二
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に
な
る
の
は
︑
髪
飾
り
を
取
っ
た
︑
女
の
姿
で
あ
ろ
う
︒

髪
飾
り
た
る
海
松
を
差
し
出
す
︑
と
い
う
こ
と
は
︑
女
は
髪
飾
り
を
付
け
て
い
な
い
︒
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
の
は
︑
恐
ら
く
海

女
で
も
あ
っ
た
﹁
現
地
妻
﹂
の
︑
飾
り
気
の
無
い
黒
髪
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

｢
お
そ
ら
く
貴
族
た
ち
は
︑
健
康
で
は
ち
き
れ
そ
う
な
裸
の
海
人
の
娘
に
︑
好
奇
的
な
欲
情
を
お
ぼ
え
た
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
い
う
︑

貴
族
の
関
心
は
︑
こ
の
場
合
︑
そ
の
素
朴
な
黒
髪
の
美
し
さ
に
向
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
が
し
っ
と
り
と
濡
れ
た

黒
髪
で
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
さ
ら
さ
ら
と
浜
風
に
そ
よ
ぐ
黒
髪
で
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
そ
れ
は
都
の
女
性
達
の
髪
と
は
︑
ま
た
自
ら
違
っ

た
魅
力
を
醸
し
出
す
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

海
松
を
男
に
捧
げ
る
︑

わ
た
つ
み
の
か
ざ
し
に
さ
す
と
い
は
ふ
藻
も
君
が
た
め
に
は
惜
し
ま
ざ
り
け
り

と
い
う
歌
の
背
後
に
は
︑
い
か
に
も
海
浜
の
女
性
に
ふ
さ
わ
し
い
︑
素
朴
な
髪
を
し
た
﹁
現
地
妻
﹂
の
姿
が
髣
髴
と
し
て
く
る
︒

そ
し
て
︑
そ
の
姿
は
八
七
段
冒
頭
に
引
か
れ
た
︑

葦
の
屋
の
灘
の
塩
焼
き
い
と
ま
な
み
黄
楊
の
小
櫛
も
さ
ゝ
ず
来
に
け
り

の
歌
に
詠
ま
れ
た
︑﹁
黄
楊
の
小
櫛
も
さ
ゝ
ず
来
に
け
り
﹂
と
い
う
﹁
塩
焼
き
﹂
の
海
女
の
姿
と
は
る
か
に
呼
応
す
る
こ
と
と
も
な

る
︒こ

の
﹁
塩
焼
き
﹂
の
海
女
は
︑
挿
す
べ
き
櫛
を
挿
し
て
い
な
か
っ
た
︒
﹁
世
の
こ
と
わ
ざ
に
取
紛
れ
て
俄
な
る
今
日
の
御
召
し
に
︑

黄
楊
の
小
櫛
だ
に
も
得
さ
ゝ
ず
ま
ゐ
り
た
り
﹂︒
こ
の
海
女
は
︑
男
の
元
へ
取
る
も
の
も
取
り
あ
え
ず
︑
恐
ら
く
長
い
髪
を
靡
か
せ

て
駈
け
つ
け
て
来
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
飾
り
気
の
無
い
︑
素
朴
な
美
し
さ
︒
そ
れ
は
︑
都
の
貴
族
の
関
心
を
そ
そ
る
も
の
で
あ
っ

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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た
に
違
い
な
い
︒

か
く
て
八
七
段
冒
頭
︑
物
語
の
舞
台
﹁
葦
屋
の
さ
と
﹂
の
紹
介
と
し
て
引
か
れ
た
こ
の
歌
は
︑
同
時
に
八
七
段
自
体
の
展
開
を
前

も
っ
て
暗
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
︒

｢
黄
楊
の
小
櫛
も
さ
ゝ
ず
来
に
け
り
﹂
と
い
う
﹁
健
康
で
は
ち
き
れ
そ
う
な
裸
の
海
人
の
娘
﹂
の
い
る
葦
屋
︑
そ
の
地
へ
赴
い
て
︑

男
は
﹁
わ
た
つ
み
の
か
ざ
し
に
さ
す
と
い
は
ふ
藻
も
﹂
髪
に
挿
さ
ぬ
﹁
現
地
妻
﹂
と
の
交
会
を
楽
し
ん
だ
の
で
あ
っ
た
︒
か
く
て
八

七
段
は
︑
海
女
の
素
朴
な
美
し
さ
を
描
く
こ
と
に
お
い
て
︑
首
尾
一
貫
す
る
こ
と
と
な
る
︒

そ
し
て
︑
私
見
に
よ
れ
ば
︑
海
女
は
し
ば
し
ば
遊
女
︑
す
な
わ
ち
﹁
あ
そ
び
﹂
で
あ
っ
た
︒﹁
海
の
ほ
と
り
に
遊
び
歩
き
て
﹂
と

海
浜
の
行
楽
を
綴
っ
た
八
七
段
は
︑
従
っ
て
こ
の
点
に
お
い
て
も
︑﹁
あ
そ
び
﹂
を
描
い
た
段
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒︵

了
︶

注(�
)

京
都
に
住
ん
で
山
ば
か
り
見
て
い
る
平
安
人
士
に
と
っ
て
は
︑
海
は
憧
憬
の
的
で
あ
っ
た
︒
京
都
か
ら
最
も
近
距
離
に
あ
る
海
は
︑

大
阪
湾
で
あ
る
︒
故
に
平
安
人
士
は
︑
淀
川
を
下
っ
て
難
波
の
海
を
見
る
こ
と
を
唯
一
の
楽
し
み
と
し
た
︒︵
中
略
︶
故
に
平
安
時

代
に
は
︑
難
波
潟
・
墨
江
の
海
浜
風
景
を
賞
す
る
た
め
の
住
吉
大
社
詣
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
︒︵
中
略
︶
こ
の
遊
山
気
分
た
っ
ぷ

り
な
平
安
人
士
の
住
吉
詣
に
情
趣
を
添
え
た
も
の
が
︑
江
口
の
河
曲
に
お
け
る
遊
女
の
群
参
で
あ
っ
た
︒

︵
瀧
川
政
次
郎
﹃
遊
行
女
婦
・
遊
女
・
傀
儡
女
︱
︱
江
口
・
神
崎
の
遊
里
︱
︱
﹄︶

住
吉
出
遊
を
語
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
六
八
段
・
一
一
七
段
等
に
も
︑
こ
う
し
た
状
況
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︵
拙
稿
﹁
伊
勢
物
語
の
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あ
そ
び
﹂﹃
文
学

季
刊

﹄
第
一
〇
巻
第
四
号
参
照
︶︒

ま
た
︑﹁
江
口
の
河
曲
に
お
け
る
遊
女
の
群
参
﹂
の
み
な
ら
ず
︑
住
吉
大
社
の
周
辺
に
も
遊
女
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒

『梁
塵
秘
抄
﹄
に
︑

住
吉
四
所
の
御
前
に
は

顔
よ
き
女
体
ぞ
お
は
し
ま
す

男
は
誰
ぞ
と
尋
ぬ
れ
ば

松
が
崎
な
る
好
き
男

と
あ
る
︒

こ
れ
に
つ
い
て
︑
上
田
設
夫
﹃
梁
塵
秘
抄
全
注
釈
﹄
は
︑﹁﹁
女
体
﹂
は
女
身
の
こ
と
で
一
般
に
女
神
の
こ
と
を
さ
す
か
ら
︑
こ
こ
は

住
吉
四
所
の
一
座
で
あ
る
息
長
帯
姫
命
︵
神
功
皇
后
︶
を
表
面
的
に
は
い
っ
て
い
る
︒
し
か
し
裏
面
で
は
住
吉
神
社
に
仕
え
る
巫
女
か
︑

そ
れ
か
ら
転
じ
た
遊
女
の
存
在
を
う
た
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
を
女
神
の
て
い
に
み
な
し
て
い
る
﹂
と
言
う
︒

(�
)

中
谷
孝
雄
の
小
説
﹃
業
平
系
図
﹄
に
は
︑
業
平
が
﹁
蘆
屋
の
領
地
﹂
の
﹁
彼
の
別
荘
﹂
の
﹁
身
の
ま
は
り
の
世
話
を
さ
せ
る
女
た
ち

の
﹂﹁
一
人
と
か
な
り
深
い
交
渉
を
持
つ
た
﹂
と
い
う
話
が
綴
ら
れ
て
い
る
︒

水
無
瀬
で
の
一
日
は
︑
業
平
に
忘
れ
難
い
印
象
を
残
し
た
ら
し
く
︑
そ
の
後
︑
彼
は
と
か
く
都
の
外
︱
︱
山
河
園
田
の
境
に
心
を

誘
は
れ
が
ち
に
な
つ
た
︒
し
か
し
宮
仕
が
あ
る
の
で
︑
さ
う
気
ま
ま
に
行
楽
も
許
さ
れ
な
か
つ
た
が
︑
た
ま
た
ま
初
夏
の
頃
し
ば
ら

く
の
休
暇
が
得
ら
れ
た
の
で
︑
久
し
ぶ
り
に
︱
︱
殆
ん
ど
十
年
ぶ
り
に
蘆
屋
の
領
地
へ
行
つ
て
見
る
こ
と
に
し
た
︒
古
い
歌
に
︑

あ
し
の
屋
の
灘
の
塩
焼
い
と
ま
な
み

黄
楊
の
小
櫛
も
さ
さ
ず
来
に
け
り

と
い
ふ
の
が
あ
る
が
︑
そ
の
灘
︵
海
︶
に
臨
ん
だ
小
高
い
松
林
の
丘
に
︑
彼
の
別
荘
は
あ
つ
た
︒
前
以
つ
て
領
地
の
監
理
人
へ
使

者
を
出
し
て
お
い
た
の
で
︑
行
つ
て
見
る
と
家
は
よ
く
手
入
れ
が
行
届
き
︑
身
の
ま
は
り
の
世
話
を
さ
せ
る
女
た
ち
に
も
事
欠
か
な

い
や
う
に
周
旋
さ
れ
て
ゐ
た
︒

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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こ
の
前
来
た
時
︑
業
平
は
さ
う
い
ふ
女
た
ち
の
一
人
と
か
な
り
深
い
交
渉
を
持
つ
た
︒
し
か
し
海
辺
の
恋
は
は
か
な
く
︑
や
が
て

業
平
が
都
へ
帰
る
日
が
近
づ
く
と
︑
女
は
も
う
二
度
と
彼
に
逢
へ
な
い
や
う
な
気
が
す
る
の
か
︑
見
る
目
も
気
の
毒
な
ほ
ど
に
打
萎

れ
て
ゐ
た
︒
業
平
は
︑

あ
し
べ
よ
り
満
ち
く
る
潮
の
い
や
ま
し
に

君
に
心
を
思
ひ
増
す
か
な

と
慰
め
た
︒
事
実
︑
別
れ
は
彼
に
も
辛
く
︑
そ
の
日
が
近
づ
く
に
従
つ
て
彼
は
い
よ
い
よ
そ
の
女
を
愛
し
く
思
ふ
や
う
に
な
つ
て

ゐ
た
の
だ
つ
た
︒

(#
)

近
世
の
浮
世
絵
等
に
は
︑
海
女
を
画
題
と
す
る
も
の
も
少
く
な
い
が
︑
こ
れ
ら
も
か
か
る
関
心
に
出
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

($
)

『源
氏
物
語
﹄
の
夕
顔
も
︑
こ
の
歌
を
口
に
す
る
︒

｢海
人
の
子
な
れ
ば
﹂
と
て
︑
さ
す
が
に
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま
︑
い
と
あ
い
だ
れ
た
り
︒

︵
夕
顔
︶

こ
れ
に
つ
い
て
︑
原
岡
文
子
﹁
遊
女
・
巫
女
・
夕
顔
︱
︱
夕
顔
の
巻
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂︵﹃
源
氏
物
語

両
義
の
糸

人
物
・
表
現
を
め

ぐ
っ
て

﹄︶
は
︑﹁
さ
て
︑﹁
海
人
の
子
﹂
と
は
何
か
︒
宿
も
定
め
ぬ
漂
泊
の
中
に
世
︵
夜
︶
を
過
ご
す
も
の
と
し
て
の
遊
女
の
イ
メ
ー
ジ

が
浮
か
び
上
が
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
︒﹁
白
波
の
寄
す
る
渚
に
⁝
⁝
﹂
の
歌
は
︑﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄﹁
遊
女
﹂
の
項
に
収
め
ら
れ
た
も

の
だ
っ
た
﹂
と
言
う
︒

な
お
︑﹁
夕
顔
の
中
の
無
意
識
な
娼
婦
性
﹂
は
︑
夙
く
円
地
文
子
﹃
源
氏
物
語
私
見
﹄
に
指
摘
が
あ
る
︒

(%
)

遊
女
の
歌
う
こ
と
も
多
か
っ
た
歌
謡
に
は
︑
海
女
や
海
女
の
風
情
を
歌
う
も
の
も
少
く
な
い
︒

我
が
子
は
十
余
に
な
り
ぬ
ら
ん

巫
し
て
こ
そ
歩
く
な
れ

田
子
の
浦
に
汐
踏
む
と

い
か
に
海
士
人
集
ふ
ら
ん

ま
さ
し
と

て

問
ひ
み
問
は
ず
み
嬲
る
ら
ん

い
と
ほ
し
や

三
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︵﹃
梁
塵
秘
抄
﹄
巻
第
二
︶

汐
汲
ま
せ

網
引
か
せ

松
の
葉
掻
か
せ
て

憂
き
三
保
が
洲
崎
や

波
の
よ
る
ひ
る

刈
ら
で
も
運
ぶ
浜
川
の

〳
〵

潮
海
か
け
て
流
れ
葦
の

世
を
渡
る
業
な
れ
ば

心
な
し
と
も
言
ひ
難
し

あ
ま
の
の
里
に

帰
ら
ん

〳
〵

棹
の
歌

歌
ふ
憂
き
世
の
一
節
を

〳
〵

夕
波
千
鳥
声
添
へ
て

女
呼
び
か
は
す
海
士
乙
女

恨
み
ぞ
ま
さ
る
室
君
の

行

く
舟
や
慕
ふ
ら
ん

朝
妻
舟
と
や
ら
ん
は

そ
れ
は
近
江
の
海
な
れ
や

我
も
尋
ね
〳
〵
て

恋
し
き
人
に
近
江
の

海
山
も
隔

た
る
や

味
気
な
や
浮
舟
の

棹
の
歌
を
歌
は
ん

水
馴
れ
棹
の
歌
歌
は
ん

︵﹃
閑
吟
集
﹄︶

『梁
塵
秘
抄
﹄
の
﹁
巫
﹂
は
︑﹁
神
に
仕
え
︑
神
楽
を
奏
し
て
神
意
を
慰
め
︑
ま
た
神
意
を
伺
っ
て
神
降
ろ
し
を
お
こ
な
っ
た
り
す
る

人
︒
村
々
を
回
る
歩
き
巫
に
は
娼
を
か
ね
る
者
も
あ
っ
た
﹂
と
言
う
︵
上
田
設
夫
﹃
梁
塵
秘
抄
全
注
釈
﹄︶︒

(4
)

中
山
氏
は
﹁
遊
於
松
浦
河
序
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
此
の
序
文
は
如
何
に
も
支
那
直
輸
入
の
漢
文
で
︑
頗
る
誇
張
に
過
ぎ
て
ゐ
る
と
共
に

甚
だ
生
硬
な
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
︑
こ
の
序
に
つ
い
て
は
﹃
遊
仙
窟
﹄
の
表
現
の
影
響
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
︒

し
か
も
︑
同
氏
が
﹁
こ
の
海
士
乙
女
達
が
タ
ゞ
の
女
性
で
な
い
﹂
と
言
い
︑﹁
愈
々
以
て
タ
ゞ
の
婦
人
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
﹂

と
言
う
︑﹁
花
蓉
無
双
﹂﹁
風
流
絶
世
﹂︑﹁
乍
臥
巫
峡
﹂︑﹁
豈
可
非
偕
老
哉
﹂
等
の
語
句
に
つ
い
て
は
︑﹁
支
那
小
説
た
る
遊
仙
窟
﹂
と

の
﹁
類
似
は
﹂﹁
辞
句
上
に
於
て
更
に
甚
し
い
も
の
を
発
見
す
る
﹂︵
近
藤
春
雄
﹁
遊
仙
窟
と
萬
葉
集
巻
五
遊
於
松
浦
河
序
﹂﹃
学
苑
﹄

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）
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第
三
巻
第
七
号
︶
と
言
う
︒
近
藤
氏
は
こ
れ
ら
の
語
句
に
対
し
て
︑﹁
華
容
婀
娜
天
上
無
儔
﹂﹁
天
上
無
双
人
﹂︑﹁
歴
訪
風
流
﹂﹁
自
隠

風
流
至
﹂︑﹁
巫
峡
仙
雲
﹂︑﹁
穀
則
異
室

死
側
同
穴
﹂
等
の
﹃
遊
仙
窟
﹄
の
語
句
を
示
し
て
︑﹁
以
上
を
要
す
る
に
か
く
ま
で
も
遊
仙

窟
と
遊
於
松
浦
河
序
と
の
内
容
形
式
上
に
於
け
る
類
似
あ
る
に
於
て
は
之
を
以
て
単
な
る
暗
合
と
は
考
へ
ら
れ
ず
︑
寧
ろ
剽
窃
に
な
る

と
さ
へ
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
さ
れ
ば
今
や
吾
人
は
こ
の
遊
於
松
浦
河
序
が
遊
仙
窟
に
よ
っ
て
指
導
啓
発
さ
れ
て
ゐ
る
事
を
断
言
す

る
も
最
早
や
憶
断
な
り
の
そ
し
り
は
免
れ
る
で
あ
ら
う
﹂
と
し
て
い
る
︒

し
か
ら
ば
こ
れ
ら
の
語
は
﹃
遊
仙
窟
﹄
の
語
を
借
り
用
い
た
文
飾
で
あ
り
︑﹁
遊
於
松
浦
河
序
﹂
は
﹃
遊
仙
窟
﹄
の
文
言
上
の
剽
窃

に
過
ぎ
な
い
か
︑
と
言
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
当
の
﹃
遊
仙
窟
﹄
自
体
に
も
︑﹁﹃
遊
仙
窟
﹄
は
妓
女
の
生
活
を

写
し
た
も
の
﹂
で
あ
り
︑﹁
遊
里
の
体
験
を
生
か
し
て
︑
桃
源
郷
裡
の
物
語
と
し
て
描
い
た
も
の
﹂︵
八
木
沢
元
﹃
遊
仙
窟
全
講
﹄︶
で

あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒﹁
遊
於
松
浦
河
序
﹂
は
﹃
遊
仙
窟
﹄
の
文
言
を
利
用
す
る
こ
と
で
︑
期
せ
ず
し
て
そ
の
﹁
妓
女

の
生
活
を
写
し
た
も
の
﹂
と
い
う
性
格
を
濃
厚
に
示
す
こ
と
に
な
っ
た
︑
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
︒

(:
)

守
部
は
こ
の
﹁
石
川
女
郎
﹂
を
︑﹃
萬
葉
集
﹄
中
︑
別
に
現
わ
れ
る
︑﹁
石
川
女
郎
﹂︑﹁
石
川
郎
女
﹂
等
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
同
定

し
て
︑
多
く
の
男
の
相
手
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
︑
こ
の
人
物
が
﹁
遊
行
女
婦
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
と
も
し
て
い
る
︒

此コ
ヽ

に
あ
や
し
く
い
ぶ
か
し
き
は
石
川
女
郎
な
り
け
り
︒
二
十一

に
︑
久
米
禅
師
と
詠
み
交
し
て
︑
遇
ひ
も
し
た
り
︒
ま
た
十三

大
津

皇
子
と
遇
へ
り
︒
ま
た
十三

大
津
皇
子
と
接
る
事
を
︑
津
守
連
通
に
令
せ
て
占
ひ
露
は
せ
る
事
あ
り
︒
ま
た
十四

日
並
知
皇
子
ノ

尊
︑
忝

く
も
御
歌
賜
は
す
事
あ
り
︒
其
端
書
の
下
に
︑
女
郎
字
曰
二

大
名
兒
一

と
あ
り
︒
凡
て
か
く
分
註
に
女
子
の
名
を
記
せ
る
も
の
は
皆
遊
行
女
婦

也
︒︵
中
略
︶

か
く
て
三
巻
二十

今
本
に
︑
石
川
ノ

少
郎
歌
﹁
然シ
カ

之ノ

海ア

人マ

者ハ

葷
布
メ

苅カ
リ

塩シ
ホ

焼ヤ
キ

無
暇

イ
ト
マ
ナ
ミ

髪ツ

梳ゲ

乃ノ

少ヲ
グ

櫛シ
モ

取ト
リ

毛モ

不ミ

見ナ

久ク

爾ニ

﹂
左
注
云

﹁
右

今
案
石
川
ノ

朝
臣
君
子
号
曰
二

少
郎
子
一

也
﹂
と
あ
り
︒
先
此
ヅ

名
︑
棭
齋
本
に
は
︑
石シ

川カ
ノ

白ア

水マ

郎ノ

歌
と
あ
り
て
左
注
な
く
︑
歌
の
下

三
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に
︑
石
川
泉
郎
字
曰
二

君
子
一

と
あ
り
︒
由
阿
本
は
︑
左
注
︑
石
川
ノ

朝
臣
を
作
二

泉
郎
一

而
下
八
字
な
し
︒
此
外
も
異
同
あ
れ
ど
得

し
る
さ
ず
︒
さ
て
此
う
た
︑
似
閑
が
引
る
紀
氏
萬
葉
抄
に
は
︑
し
か
の
遊
君
石
川
女
郎
﹁
し
か
の
あ
ま
は
め
か
り
塩
や
き
い
と
ま

な
み
つ
げ
の
を
ぐ
し
も
と
ら
ず
来
に
け
り
﹂
と
あ
り
︒
か
ゝ
れ
ば
︑
石
川
ノ

女
郎
は
︑
は
じ
め
︑
筑
前
ノ

国
糟
屋
郡
志
加
ノ

里
の
遊

行
女
婦
な
り
け
る
が
︑
す
ぐ
れ
て
名
高
く
な
り
て
︑
都
に
め
さ
れ
て
出
し
に
ぞ
あ
り
け
る
︒

︵﹃
萬
葉
集
檜
嬬
手
﹄︶

こ
れ
に
関
連
し
て
︑
扇
畑
忠
雄
﹁
遊
行
女
婦
と
娘
子
群
﹂︵﹃
萬
葉
集
大
成

作
家
研
究
篇
下
﹄︶
は
︑

た
と
へ
ば
郎
女
中
︑
随
一
の
コ
ケ
ッ
ト
石
川
郎
女
を
遊
行
女
婦
で
あ
ら
う
と
い
ふ
説
な
ど
は
︑
彼
女
の
娼
態
だ
け
を
と
り
あ
げ

て
為
し
た
説
で
あ
つ
て
︒
石
川
郎
女
そ
の
人
は
当
時
の
名
門
の
出
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
彼
女
が
男
ま
さ
り
で
あ
り
︑
美
貌
と
才
幹

と
を
以
て
数
人
の
男
性
と
相
聞
し
︑
そ
の
機
智
を
ほ
こ
つ
て
ゐ
る
所
は
︑
遊
行
女
婦
的
な
も
の
に
一
脈
通
ふ
も
の
の
あ
る
こ
と
を

否
め
な
い
︒

と
言
う
︒

(=
)

｢海
松
を
高
坏
に
盛
り
て
︑
柏
を
覆
ひ
て
出
だ
し
た
る
﹂
と
い
う
の
が
︑
女
の
趣
向
で
あ
っ
た
︒
柏
の
葉
に
は
︑﹁
わ
た
つ
み
の
﹂
の

歌
が
書
か
れ
て
い
た
︒
柏
の
葉
に
歌
を
書
く
こ
と
は
︑
例
え
ば
﹃
大
和
物
語
﹄
一
六
八
段
等
に
﹁
み
な
人
は
﹂
の
歌
を
﹁
柏
に
書
き
た

る
﹂
と
い
う
︑
僧
正
遍
昭
に
例
が
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑﹁
簑
一
つ
を
う
ち
着
て
︑
世
間
世
界
を
行
ひ
歩
き
て
﹂
と
い
う
事
情
に
よ

る
も
の
︒
八
七
段
の
場
合
は
︑﹁
自
分
の
愛
す
る
人
の
た
め
に
海
松
を
供
す
る
時
の
歌
で
あ
っ
た
﹂︒
海
松
の
塊
り
を
こ
と
さ
ら
柏
の
葉

で
覆
い
隠
し
て
供
し
た
趣
向
に
は
︑
そ
れ
故
の
意
味
深
長
な
含
意
も
籠
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
最
早
こ
こ
に
こ
れ
以
上

の
詮
索
を
す
る
こ
と
は
野
暮
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
︒

付
記

本
稿
は
前
稿
﹁
葦
屋
の
さ
と
に
し
る
よ
し
ゝ
て
︱
伊
勢
物
語
の
あ
そ
び
︱
﹂︵
本
誌
第
三
十
一
輯
︶
に
続
く
︒
ま
た
本
稿
成
る
に

葦屋のさとにしるよしゝて（承前）

三
五



当
っ
て
は
︑
平
成
二
十
一
年
度
︑
成
城
大
学
よ
り
特
別
研
究
助
成
を
受
け
た
旨
︑
あ
わ
せ
て
付
記
す
る
︒
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