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七

資
料
　
折
口
信
夫
・
木
曽
講
義
　
文
学
と
芸
能
と
の
関
係
　
　
小
池
元
男
ノ
ー
ト

〔
凡
例
〕

・
本
資
料
は
、
国
文
学
者
・
民
俗
学
者
、
折
口
信
夫
（
釈
迢
空
）
が
大
正
末
年

か
ら
行
な
っ
た
講
義
・
講
演
を
、
学
生
で
門
弟
で
あ
り
、
昭
和
六
年
か
ら
八

年
ま
で
助
手
を
務
め
た
小
池
元
男
氏
が
筆
記
し
た
ノ
ー
ト
の
一
部
で
あ
る
。

資
料
の
解
題
は
、
先
に
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
国
文
学
会
の
『
野
州
国

文
学
』
第
八
十
六
号
（
平
成
二
十
五
年
三
月
）
の
「
小
池
元
男
ノ
ー
ト
―
折

口
信
夫
・
郷
土
研
究
会
ほ
か
講
義
ノ
ー
ト
―
」、
及
び
『
國
學
院
雑
誌
』
第

百
十
四
巻
第
十
号
（
平
成
二
十
五
年
十
月
号
）
の
「
折
口
信
夫
・
國
學
院
大

學
講
義
そ
の
他
―
小
池
元
男
・
石
上
順
ノ
ー
ト
―
」
に
報
告
し
て
い
る
の
で
、

そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

・
本
号
に
翻
刻
す
る
資
料
は
、
ノ
ー
ト
番
号
15
・
16
の
「
文
学
と
芸
能
と
の
関

文
学
と
芸
能
と
の
関
係
　
　
小
池
元
男
ノ
ー
ト

資
料
　
折
口
信
夫
・
木
曽
講
義

伊い

　
藤と

う

　
高た

か

　
雄お

（
本
学
兼
任
講
師
）

柏か
し
わ

　
木ぎ

　
義よ

し

　
樹き

共
編

（　
　
　
　
　
　
　
　

）

神
奈
川
県
立
相
模
田
名

高
等
学
校
教
諭

係
」
で
あ
る
。
本
ノ
ー
ト
は
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｈ
Ｏ

－

Ｎ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
に
、
15
が
そ
の
前

半
、
16
が
そ
の
後
半
で
、
奇
数
ペ
ー
ジ
に
鉛
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
（
偶
数
頁

は
未
記
入
）。
15
の
表
紙
に
は
青
の
色
鉛
筆
で
「
折
口
先
生　

於
木
曽　

文

學
と
藝
能
と
の
関
係
」、同
じ
く
16
に
は
青
の
色
鉛
筆
で「
折
口
先
生　

木
曽
」

赤
の
ペ
ン
書
き
で
「
文
學
と
藝
能
と
の
関
係
」
と
あ
る
。
講
演
の
年
月
は
わ

か
ら
な
い
が
、長
野
県
木
曽
地
方
で
の
講
演
を
小
池
が
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
表
記
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
と
し
、
古
典
的
仮
名
遣
い
と
し
た
が
、
場
合

に
よ
っ
て
正
字
を
用
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
判
読
で
き
な
い
箇
所
は
□
で
示

し
た
。

・
本
資
料
は
伊
藤
が
翻
刻
し
た
も
の
を
、
活
字
化
に
あ
た
っ
て
柏
木
が
読
み
な

お
し
、
伊
藤
が
最
終
的
に
整
理
し
た
。
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一
〇
九

資
料
　
折
口
信
夫
・
木
曽
講
義
　
文
学
と
芸
能
と
の
関
係
　
　
小
池
元
男
ノ
ー
ト

文
学
と
芸
能
と
の
関
係
（
小
池
元
男
ノ
ー
ト
15
・
16
）

私
の
話
、
お
わ
か
り
な
り
に
く
い
と
思
ふ
。
わ
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
は
わ
か
る
や
う

に
聞
い
て
ほ
し
い
。

Ⅰ芸
術
は
平
た
く
今
は
演
芸
と
い
ふ
や
う
な
語
で
表
は
し
て
ゐ
る
。
私
の
考
へ
で

は
当
然
そ
の
結
果
が
演
劇
の
中
へ
集
約
せ
ら
れ
て
行
く
も
の
。
一
々
に
つ
い
て

見
る
と
一
種
の
芸
術
化
し
な
い
芸
、
こ
と
に
そ
の
行
動
的
な
も
の
を
申
す
。
と

い
ふ
わ
け
は
例
へ
ば
民
芸
等
い
ふ
語
を
用
ゐ
て
も
非
常
な
相
入
れ
な
い
も
の
が

一
語
の
中
に
入
つ
て
ゐ
る
。
舞
踊
演
劇
、
歌
謡
、
建
築
、
道
具
ま
で
民
芸
の
語

の
中
に
入
つ
て
ゐ
る
。
舞
踊
と
民
家
、
建
築
な
ど
一
つ
に
使
へ
な
い
。
民
芸
の

語
で
一
つ
に
な
つ
て
ゐ
る
だ
け
。
混
乱
を
避
け
る
為
に
私
は
芸
能
と
い
ふ
。
芸

術
化
せ
ら
れ
な
い
非
芸
術
、
起
原
か
ら
見
る
と
、
日
本
で
は
皆
演
劇
に
入
る
。

こ
れ
は
、
初
め
に
い
ふ
べ
き
で
な
く
、
結
論
と
す
る
と
こ
ろ
。
話
の
徹
底
の
為

に
初
め
云
ふ
。

日
本
文
学
が
ど
う
し
て
出
来
た
か
を
芯
に
し
て
話
す
。
昔
の
文
学
は
今
の
文
学

と
違
ふ
。
今
の
文
学
観
で
昔
の
文
学
を
見
る
の
は
誤
り
。
万
葉
も
文
学
と
し
て

扱
つ
て
一
分
一
厘
も
違
は
ぬ
も
の
あ
り
。
し
か
し
、
我
々
の
文
学
と
し
て
の
見

方
で
は
、
そ
の
人
の
動
き
は
わ
か
ら
ぬ
。
で
、
買
ひ
か
ぶ
り
見
当
違
ひ
な
鑑
賞

で
鑑
賞
し
て
ゐ
る
。
昔
の
も
の
は
昔
の
鑑
賞
で
見
ね
ば
い
け
ぬ
。
近
代
人
だ
か

ら
と
て
、
昔
の
人
の
心
持
で
正
し
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
作
者
と
我
々
の
心
と
離

れ
ば
な
れ
で
は
い
け
な
い
。
古
人
の
心
は
現
代
人
に
は
わ
か
ら
ぬ
と
い
ふ
悲
観

説
は
本
当
で
な
い
。
人
の
立
場
で
違
ふ
が
、
私
は
右
の
や
う
に
考
へ
る
。

昔
の
文
学
成
立
の
道
筋
は
今
の
文
学
の
そ
れ
と
違
つ
た
考
へ
を
持
つ
要
あ
り
。

い
か
に
し
て
文
学
が
出
来
た
か
。
昔
の
文
学
は
所
謂
芸
術
と
そ
ん
な
に
違
つ
た

も
の
で
な
い
。
文
学
は
芸
術
だ
が
文
学
以
外
の
芸
術
と
違
は
ぬ
。
そ
れ
ほ
ど
確

か
な
歩
み
は
し
て
ゐ
な
い
。
故
に
芸
能
と
い
ふ
。
昔
の
文
学
は
文
学
で
も
あ
り
、

芸
能
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
く
る
め
て
話
し
た
い
。

△
は
一
か
ら
五
ま
で
の
前
触
れ
。

饗
宴
。
お
振
る
舞
ひ
。
ご
馳
走
。
日
本
の
古
語
で
は
あ
る
じ
と
申
す
。
こ
れ
を

中
心
に
話
を
進
め
た
い
。
あ
る
じ
の
語
は
主
人
と
古
く
よ
り
用
ゐ
て
ゐ
る
が
、

あ
る
じ
の
語
に
は
主
人
と
饗
宴
と
い
ふ
意
味
と
二
意
あ
る
。
普
通
の
学
者
は
、

ご
馳
走
を
あ
る
じ
と
い
ふ
の
は
主
人
が
客
を
も
て
な
す
故
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
。

例
へ
ば
野
球
の
勝
つ
た
祝
勝
の
宴
は
か
へ
り
あ
る
じ
。
古
く
は
神
祇
、
相
撲
等

の
祝
勝
の
宴
を
か
へ
り
あ
る
じ
と
用
ゐ
る
と
い
ふ
。
私
は
振
る
舞
ひ
を
す
る
あ

る
じ
役
を
務
め
る
人
故
に
、
そ
れ
を
あ
る
じ
と
い
ふ
の
だ
、
饗
宴
の
あ
る
じ
が

先
で
、
そ
れ
を
す
る
人
を
又
主
人
の
意
に
し
て
あ
る
じ
と
し
た
と
思
ふ
。
貫
之

の
土
佐
日
記

―
古
今
の
編
纂
主
任

―
の
終
り
の
方
に
土
佐
よ
り
戻
り
、
海

路
の
終
り
に
淀
川
の
岸
の
山
崎
へ
あ
が
る
時
に
、
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十
五
日
。
今
日
車
率
て
来
た
り
。
船
の
む
つ
か
し
さ
に
、
船
よ
り
人
の

家
に
移
る
。
こ
の
人
の
家
、
喜
べ
る
や
う
に
て
あ
る
じ
ゝ
た
り
。
こ
の

あ
る
じ
の
、
ま
た
あ
る
じ
の
よ
き
を
み
る
に
、
う
た
て
思
ほ
ゆ
。

あ
る
じ
が
あ
る
じ
し
た
と
い
ふ
洒
落
。
今
も
駄
洒
落
を
し
た
。
き
う
り
が
き
う

り
を
食
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
秀
吉
に
関
す
る
洒
落
咄
が
あ
る
が
、
そ
の
類る

い

。

そ
の
家
あ
る
じ
が
振
る
舞
ふ
、
そ
の
馳
走
ぶ
り
の
よ
か
つ
た
こ
と
を
喜
ん
で
書

い
た
。

日
本
の
文
芸
す
べ
て
少
な
く
と
も
饗
宴
に
生
れ
、
饗
宴
の
時
盛
ん
に
な
り
、
常

に
饗
宴
ご
と
に
繰
り
返
さ
れ
て
ゐ
、
人
の
目
耳
に
ふ
れ
、
文
学
・
芸
能
に
固
定

し
た
と
思
ふ
。
そ
の
話
を
少
し
す
る
。

主
人
に
対
す
る
の
に
客
な
し
で
は
い
け
ぬ
。
客
の
事
を
ま
れ
人
と
い
ふ
。
ご
く

稀
に
来
る
人
。
常
に
来
る
の
は
邪
魔
者
。
ま
れ
人
を
相
手
に
し
て
あ
る
じ
は
行

は
る
。
稀
人
は
い
か
な
る
も
の
か
を
い
ひ
た
い
。
賓
客
と
は
何
か
。
我
々
の
考

へ
る
昔
の
生
活
は
宗
教
的
生
活
、
神
、
他
の
生
活
も
あ
つ
た
ら
う
が
、
日
常
坐

臥
信
仰
に
よ
つ
て
縛
ら
れ
て
ゐ
た
。
守
ら
れ
て
ゐ
る
事
も
あ
つ
た
が
、
縛
ら
れ

て
ゐ
た
恐
ろ
し
い
嫌
な
時
が
あ
つ
た
。
今
日
の
無
信
仰
な
今
か
ら
考
へ
ら
れ
ぬ

ほ
ど
信
仰
に
縛
ら
れ
て
ゐ
た
。
後
世
ま
で
残
つ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
生
活
は
宗

教
生
活
の
み
。
単
な
る
生
活
は
後
に
残
ら
ぬ
。
宗
教
生
活
は
人
々
の
生
活
を
規

定
し
て
行
く
の
で
時
間
的
価
値
を
持
つ
て
持
続
し
て
行
き
、
瞬
間
に
消
え
は
し

な
い
。
そ
の
生
活
の
中
に
周
期
的
に
来
る
ま
れ
人
あ
り
。
そ
れ
が
来
る
と
饗
宴

を
は
つ
て
取
り
持
つ
。
そ
の
日
が
村
の
改
ま
つ
た
生
活
、
村
人
の
生
き
甲
斐
あ

る
、
一
番
公
の
は
れ
の
日
。
そ
れ
が
儀
式
又
祭
礼

―
儀
礼
の
行
は
れ
る
日
。

あ
ま
り
日
本
の
古
文
学
・
芸
能
を
見
る
と
種
が
多
い
の
で
、
話
を
一
局
部
に
ま

と
め
て
話
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
為
に
神
楽
で
申
す
。

神
楽
は
一
に
神
遊
び
と
い
ふ
と
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。

神
楽
は
ど
こ
に
も
今
日
の
や
う
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
ど
こ
に
は
じ
ま
つ
た

か
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
日
本
の
神
楽
は
岩
戸
神
楽
よ
り
始
ま
つ
た
と
い
ふ
。
天あ

ま

照て
ら
す

神
の
天
の
窟
戸
に
籠
つ
た
の
は
神
が
一
時
魂
を
遊
離
さ
せ
て
了
つ
た
状
態

で
、こ
の
時
は
そ
の
魂
を
そ
の
人
の
体
に
持
ち
来
た
し
復
活
さ
せ
ね
ば
い
か
ぬ
。

そ
れ
が
天
の
岩
戸
の
話
。
神
が
お
隠
れ
に
な
つ
た
の
で
は
な
い
。

そ
の
時
、
天
鈿
女
命
が
舞
踊
を
し
た
。
そ
れ
を
岩
戸
神
楽
と
後
世
名
付
け
て
ゐ

る
。
さ
て
、
日
本
の
ど
こ
へ
行
つ
て
も
そ
の
地
方
〳
〵
で
考
へ
て
ゐ
る
神
楽
が

違
ふ
。
信
州
で
も
南
北
信
で
違
ふ
。
戸
隠
神
楽
あ
り
。
伊
那
谷
の
一
部
よ
り
和

田
嶺
に
か
け
て
は
神
楽
は
獅
子
を
か
ぶ
つ
て
踊
る
。
大
神
楽
の
一
種
に
な
つ
て

ゐ
る
。
獅
子
を
入
れ
る
車
も
、
輿
も
神
楽
と
云
つ
て
ゐ
る
。
日
本
中
で
皆
神
楽

は
違
つ
て
ゐ
る
。
地
方
の
人
々
は
一
様
に
天
鈿
女
命
の
舞
踊
か
ら
出
て
来
た
と

考
へ
て
ゐ
る
。

神
楽
の
は
じ
め
は
そ
ん
な
事
で
な
い
。
宮
廷
の
例
で
見
て
も
わ
か
る
。
宮
廷
で

は
、
神
楽
が
毎
年
行
は
れ
て
ゐ
て
、
内
侍
所
の
御
神
楽
あ
り
。

い
つ
か
ら
か
不
明
。
神
世
か
ら
で
は
な
い
。
平
安
朝
の
も
の
だ
ら
う
と
思
は
れ

る
。
日
本
の
神
楽
で
伝
統
正
し
い
も
の
。
こ
の
他
に
宮
廷
に
は
清
暑
堂
の
御
神

楽
あ
り
。
宮
廷
の
天
子
の
住
む
場
所
（
清
涼
・
紫
宸
殿
）、
後
宮
の
あ
る
皇
居
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資
料
　
折
口
信
夫
・
木
曽
講
義
　
文
学
と
芸
能
と
の
関
係
　
　
小
池
元
男
ノ
ー
ト

の
側
に
内
閣
が
あ
る
わ
け
。
宮
廷
に
属
し
た
一
番
大
き
な
政
を
執
る
所
、
こ
れ

を
八
省
院
と
い
ふ
。
一
番
正
式
の
政
の
行
は
れ
る
所
。
こ
の
中
に
清
暑
堂
あ
り
。

こ
ゝ
の
御
神
楽
は
、
別
の
も
の
。
清
暑
堂
は
炎
上
し
た
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
こ
の

後
も
御
神
楽
は
残
つ
て
ゐ
た
。
今
も
あ
る
。
内
侍
所
の
神
楽
と
清
暑
堂
の
御
神

楽
と
は
別
。
炎
上
後
も
行
は
れ
て
、
内
侍
所
の
神
楽
に
対
し
て
清
暑
堂
の
御
神

楽
と
云
つ
て
ゐ
た
。
又
、
新
嘗
祭
の
前
夜
、
鎮
魂
祭
が
行
は
れ
る
。
こ
の
事
は

天
子
に
い
ゝ
魂
を
つ
け
申
す
祭
り
。
魂
を
外
へ
や
ら
ぬ
の
で
な
く
、
外
来
魂
を

入
れ
る
。
す
る
と
、
そ
の
躬
は
健
康
に
威
力
を
も
つ
て
来
る
信
仰
。
こ
れ
は
、

宮
廷
以
外
の
貴
族
万
民
に
行
は
れ
、
た
ま
ふ
り
と
言
つ
て
ゐ
る
。
毎
年
冬
に
な

る
と
魂
の
切
り
替
へ
を
す
る
。
天
子
の
魂
が
一
年
経
つ
と
く
た
び
れ
る
の
で
毎

年
新
魂
を
切
り
替
へ
る
と
思
つ
て
ゐ
る
。
同
じ
魂
だ
が
、
古
び
る
と
困
る
の
で

新
し
い
も
の
を
迎
へ
る
と
考
へ
て
来
る
（
後
述
）。
毎
年
冬
に
行
ふ
。

昔
の
こ
と
ば
は
刈
り
上
げ
祭
は
秋
、
事
実
は
冬
行
ふ
。
昔
の
人
は
秋
と
冬
を
近

く
考
へ
て
ゐ
た
の
が
、
次
第
に
離
れ
て
来
た
。
わ
れ
〳
〵
も
秋
を
冬
と
一
つ
に

考
へ
て
ゐ
る
。

刈
り
上
げ
は
秋
、
刈
り
上
げ
祭
り
は
冬
。

　
　

花
散
ら
ふ
秋
津
の
野
辺

等
、
古
い
詞
あ
り
。
秋
に
な
る
と
花
が
散
る
。

　
　

み
雪
ふ
る
阿
騎
の
大
野
（
大
和
の
宇
陀
郡
）

そ
れ
も
雪
が
事
実
ふ
る
の
で
な
く
、
刈
り
上
げ
祭
り
の
頃
は
雪
が
降
る
。

　
　

雪
散
る
や
穂
屋
の
薄
の
刈
り
残
し

雪
の
こ
ろ
、
冬
の
祭
り
を
し
た
の
で
、
皆
冬
の
様
子
。

こ
の
花
は
柊
の
花
。
柊
の
枝
を
振
り
廻
し
て
踊
つ
た
の
だ
が
略
す
。

そ
の
鎮
魂
の
時
も
神
遊
び
あ
り
。
あ
そ
び
は
今
は
遊
戯
の
意
味
だ
が
、
昔
は
音

楽
を
奏
す
る
事
だ
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
前
意
は
狩
猟
も
あ
そ
び
。

　
　

あ
そ
び
狩　

鳥
の
狩
（
事
代
主
の
）

す
な
ど
り
も
あ
そ
び
と
云
つ
た
の
だ
。
す
る
と
、
あ
そ
び
は
、
鎮
魂
の
為
に
魂

を
ば
呼
ん
で
、
人
の
体
に
つ
け
る
為
に
舞
踊
を
す
る
。
す
る
と
、
そ
の
音
に
魂

が
さ
ま
さ
れ
て
寄
つ
て
来
る
。
そ
れ
を
つ
け
る
べ
き
人
に
つ
け
る
。
天
鈿
女
命

が
う
け
（
底
を
刳
り
抜
い
た
馬
船
の
如
き
）
で
踊
り
、
そ
の
音
で
、
魂
が
目
ざ

め
て
天
照
大
神
の
身
に
入
る
。
あ
そ
び
は
鎮
魂
舞
踊
の
意
味
が
一
番
古
い
。
そ

れ
故
に
鎮
魂
の
為
の
も
の
は
す
べ
て
あ
そ
び
。
日
本
で
は
魂
を
あ
づ
か
る
生
命

の
指
標
あ
り
。life　

index

を
訳
し
た
の
だ
。
訳
し
て
か
へ
つ
て
わ
か
ら
ぬ
。

魂
を
入
れ
る
目
印
。
日
本
の
み
で
な
く
他
国
の
古
代
も
野
蛮
人
も
、life index

を
考
へ
る
。
人
間
の
魂
で
あ
り
な
が
ら
、
他
の
自
然
界
の
も
の
に
も
宿
る
事
あ

る
と
考
へ
て
ゐ
る
。
魂
が
抜
け
る
。

―
昔
は
魂
を
落
と
し
た
も
の
多
し
。
白

痴
の
や
う
に
青
葉
の
頃
ぼ
ん
や
り
し
て
ゐ
る
の
あ
り
。

魂
を
落
と
し
た
も
の
。
さ
う
し
た
状
態
が
あ
る
と
信
ず
る
と
さ
う
し
た
様
が
起

こ
る
。（
頭
注　

例
話
で
あ
る
）

狐
憑
き
等
そ
れ
。
事
実
で
あ
る
が
心
理
的
の
事
実
で
、
実
の
狐
が
憑
く
の
で
は

な
い
が
、

―
そ
の
時
は
野
山
を
狩
り
、
魚
狩
り
を
す
る
。
そ
れ
に
魂
あ
り
。

そ
れ
を
食
べ
さ
せ
る
と
、
そ
の
人
の
魂
が
生
き
返
る
。
潜
在
意
識
へ
働
き
か
け
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る
為
で
あ
る
。
あ
そ
び
は
鎮
魂
舞
踊
。

―
そ
の
動
作
に
鎮
魂
祭
に
神
遊
び
が

行
は
れ
神
楽
も
神
遊
び
と
い
ふ
。
宮
廷
に
は
す
る
と
三
通
り
の
神
楽
が
あ
る
の

だ
。
も
つ
と
あ
つ
た
ら
う
が
、
時
代
に
よ
り
新
し
い
名
を
唱
へ
る
。
昔
は
大
き

な
家
に
入
ら
う
〳
〵
と
す
る
も
の
あ
り
。
大
き
な
家
を
祝
福
に
来
る
も
の
が
必

ず
昔
は
あ
つ
た
。
こ
れ
が
ま
れ
人
の
や
う
な
も
の
。
宮
廷
に
も
後
々
ま
で
さ
う

し
た
も
の
が
来
て
、
踊
り
、
音
楽
舞
踊
を
持
ち
来
た
し
た
。

そ
の
中
に
一
つ
殊
な
も
の
あ
り
。
北
の
御
門
、丑
寅
、外
郭
の
丑
寅
の
入
口
（
門

は
三
つ
づ
ゝ
並
ん
で
ゐ
る
が
）、
偉い

か
ん鑒

門
と
い
ふ
。

又
開
け
ず
の
御
門
と
い
ふ
。
御ミ

カ
ド門

と
は
ご
も
ん
、建
物
を
も
示
す
事
に
も
な
り
、

そ
の
中
は
宮
廷
故
に
み
か
ど
と
い
ひ
、
更
に
天
子
ま
で
も
い
ふ
。
民
間
で
も
大

寺
大
社
に
は
不
明
門
あ
り
。

信
州
に
も
あ
る
。
塀
重
門
は
開
け
ず
の
門
と
な
つ
て
ゐ
る
。（
正
し
く
は
塀
中

門
）。
正
客
の
来
る
時
に
限
つ
て
来
る
。（
ヘ
イ
ジ
モ
ン
等
、
信
州
で
は
い
ふ
）

武
家
時
代
以
後
か
ら
出
て
来
る
考
へ
。
大
家
で
は
飾
り
の
門
あ
り
。
小
門
か
ら

入
つ
て
ゐ
る
。

和
田
嶺
の
上
和
田
で
は
、
門
の
多
い
所
。
重
な
建
物
に
必
ず
門
を
二
つ
持
つ
。

大
き
な
家
に
は
門
が
四
つ
五
つ
あ
り
。
母
屋
に
も
隠
居
所
に
も
正
門
と
傍
門
と

二
つ
あ
り
。
三
つ
、
四
つ
あ
る
家
も
あ
る
。

こ
の
門
は
つ
け
て
も
つ
け
な
く
て
も
よ
い
が
、
か
う
い
ふ
門
の
あ
る
家
は
い
ヽ

客
を
迎
へ
得
る
良
い
家
だ
。
一
軒
と
し
て
誇
る
家
は
皆
中
門
を
持
た
ね
ば
な
ら

ぬ
。
宮
廷
も
、
民
間
小
家
も
同
じ
。
宮
廷
の
生
活
を
下
が
模
倣
し
た
の
だ
。
宮

廷
の
生
活
を
襲
ふ
て
ゐ
る
。
宮
廷
の
偉い

か
ん鑒

門
は
開
け
な
い
門
。
花
山
（
院
）
天

皇
が
道
隆
（
藤
原
）
の
為
に
騙
さ
れ
て
梅
壺
の
女
御
（
蝉
丸
の
謡う

た
ひを

禁
じ
る
等

い
ふ
が
宮
廷
と
わ
れ
〳
〵
と
の
親
し
み
を
持
つ
も
と
。
国
民
の
持
つ
和
や
か
な

考
へ
を
潰
す
。
蝉
丸
、延
喜
の
帝
の
四
皇
子
。
そ
の
宮
は
狂
女
に
な
つ
て
ゐ
る
。

そ
ん
な
謡
。
穏
や
か
に
楽
し
ん
で
い
る
気
持
を
荒
ら
だ
ヽ
せ
る
為
に
役
立
つ
ば

か
り
。
世
が
殺
風
景
に
な
る
ば
か
り
）
を
愛
さ
れ
、
そ
の
頃
若
い
世
間
知
ら
ず

故
に
道
隆
に
騙
さ
れ
て
、
夜
宮
廷
を
忍
ん
で
出
ら
れ
る
。
大
鏡
、
栄
華
物
語
な

ど
短
い
が
身
に
沁
む
や
う
に
書
い
て
あ
る
。
阿
倍
の
道
野
に
安
倍
晴
明
の
門
を

通
る
物
語
あ
り
。
そ
の
時
に
抜
け
ら
れ
た
門
が
偉
鑒
門
だ
と
い
ふ
。
し
か
し
そ

れ
は
後
の
話
。
ど
こ
の
建
物
に
も
不
開
の
門
あ
り
。
正
式
な
開
門
の
時
が
あ
り
、

ま
れ
人
の
他
は
通
れ
ぬ
道
で
あ
つ
た
。
昔
は
（
今
は
世
が
け
ち
〳
〵
し
て
ゐ
る

が
）
一
年
一
度
、
又
は
数
年
に
一
度
来
訪
す
る
人
の
為
に
と
つ
て
あ
つ
た
。
時

な
ら
ぬ
時
に
開
け
た
ら
、
不
吉
が
来
る
と
信
じ
た
の
を
、
逆
に
云
つ
た
の
だ
。

偉
鑒
門
に
訪
ね
る
ま
れ
人
の
間
に
ま
れ
人
か
ら
出
来
た
神
楽
あ
り
。
北
の
御
門

の
神
楽
と
い
ふ
。
ど
こ
で
も
北
に
門
の
あ
る
所
を
利
用
し
た
。
宮
廷
の
事
は
地

方
の
社
が
一
番
宮
廷
の
音
楽
舞
踊
を
取
り
込
む
。
平
安
朝
に
な
る
と
宮
廷
に
神

が
臨
み
、
饗
宴
が
与
へ
ら
れ
恒
例
に
な
つ
て
神
楽
が
許
さ
る
。
こ
れ
京
附
近
の

臨
時
祭
。
大
社
の
臨
時
祭
は
宮
廷
か
ら
神
楽
を
許
さ
れ
た
か
つ
て
の
時
を
記
念

す
る
為
で
あ
る
。
今
よ
り
見
れ
ば
恒
例
祭
だ
が
出
来
た
時
は
臨
時
祭
。
北
の
神

楽
は
伊
勢
に
残
つ
て
ゐ
る
。
北
の
社
の
辺
で
行
は
れ
た
。
神
の
所
へ
も
寺
へ
も
。

わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
客
が
行
く
。
京
都
の
太
秦
の
広
隆
寺
の
牛
祭
り
の
時
に
化
け
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資
料
　
折
口
信
夫
・
木
曽
講
義
　
文
学
と
芸
能
と
の
関
係
　
　
小
池
元
男
ノ
ー
ト

が
出
て
来
る
。
土
地
の
神
、
ま
だ
ら
神
（
摩
陀
羅
神
）
が
来
て
宮
、
寺
を
褒
め

た
ゝ
へ
て
帰
る
。
さ
う
し
た
筋
の
わ
か
ら
ぬ
神
だ
け
で
な
く
、
も
つ
と
尊
い
神

の
来
訪
さ
れ
る
時
も
あ
る
。
大
き
い
建
物
に
神
が
来
、
後
は
行
列
を
作
り
大
勢

で
練
り
込
ん
で
来
る
。
そ
の
道
中
が
旅
行
の
や
う
に
感
じ
る
。

昔
は
遠
い
神
の
国
よ
り
神
が
来
、
宮
廷
を
褒
め
て
帰
る
と
思
つ
た
。
そ
れ
を
都

の
中
で
そ
の
旅
行
を
か
た
ど
つ
て
、
休
み
場
所
が
出
来
る
。
中
仙
道
の
駅
々
で

休
む
。
そ
れ
に
見
立
て
ゝ
、
京
の
町
の
中
で
休
み
、
最
後
は
宮
廷
に
入
り
、
宮

廷
を
褒
め
て
退
散
す
る
。
平
安
時
代
に
は
正
式
に
行
は
れ
、
鎌
倉
時
代
に
は
人

が
出
て
来
る
。
特
殊
な
部
落
か
ら
人
が
や
つ
て
来
て
宮
廷
、
貴
族
を
褒
め
て
帰

る
。
古
く
は
そ
れ
を
神
だ
と
人
々
が
信
じ
て
ゐ
る
。
諏
訪
等
で
も
神
が
行
列
せ

ら
れ
、
こ
れ
に
逢
ふ
と
い
け
ぬ
と
か
、
神
の
通
る
道
が
定
つ
て
ゐ
る
等
云
ふ
が
、

そ
れ
ほ
ど
神
は
正
確
に
出
て
来
ぬ
。
世
の
人
が
全
て
神
を
見
る
事
が
出
来
ぬ
故

に
神
に
仮
装
し
て
歩
く
の
を
、
そ
れ
を
神
と
信
じ
た
の
だ
。
村
の
昔
の
信
仰
を

な
く
さ
ぬ
為
、も
つ
と
昔
は
自
分
が
や
つ
て
ゐ
る
事
を
神
の
行
と
考
へ
て
ゐ
た
。

京
の
町
を
練
る
人
々
が
あ
ち
こ
ち
で
休
む
。
正
月
十
五
日
前
後
に
宮
廷
で
踏
歌

の
節
会
が
行
は
れ
る
。
そ
の
時
は
外
よ
り
練
り
込
ん
で
来
て
、
宮
廷
で
踊
る
。

化
物
の
風
を
し
て
大
き
な
冠
で
皃
は
の
つ
ぺ
ら
棒
で
宮
廷
の
女
を
卑
猥
な
事
を

云
つ
て
逐
ひ
ま
は
す
。
そ
の
休
む
所
を
水
駅
と
飯
駅
、
蒭
駅
等
を
作
つ
て
ゐ

る
。
宮
廷
の
貴
族
の
家
等
へ
招
か
れ
て
休
む
の
だ
が
海
道
の
宿
場
に
見
立
て
る

の
だ
。
旅
行
者
は
必
ず
馬
に
乗
る
。
こ
と
に
古
く
よ
り
神
は
馬
に
乗
つ
て
来
ら

れ
る
。
だ
か
ら
蒭
を
食
べ
さ
せ
る
。
宮
廷
に
勤
め
て
ゐ
る
男
女
出
て
踊
る
。
後
、

男
十
五
日
前
、
女
十
五
日
以
後
に
分
け
て
踊
る
日
を
と
る
。

と
に
か
く
、
わ
か
ら
ぬ
も
の
が
、
馬
に
等
乗
つ
て
来
る
。
日
本
の
古
歌
に
馬
の

歌
が
非
常
に
多
い
。

　
　

い
づ
く
に
か
駒
は
と
ゞ
め
む　

あ
さ
ひ
こ
の
さ
す
や
岡
辺
の
玉
笹
の
上
に

神
楽
歌　

意
味
の
不
分
明
な
歌
。
又
、

　
　

笹
の
隈
檜
隈
川
に
駒
と
め
て
し
ば
し
水
か
へ
か
げ
を
だ
に
見
む

神
の
帰
る
の
を
名
残
を
惜
し
ん
で
歌
つ
た
も
の
。
後
代
の
感
じ
で
は
恋
歌
に
な

つ
て
ゐ
る
。

乗
馬
の
歌
が
多
い
が
、
恋
歌
と
皆
感
じ
て
ゐ
る
が
さ
う
で
は
な
い
。
祭
り
に
来

る
神
を
ひ
き
と
め
る
つ
も
り
の
神
歌
で
あ
る
。
後
代
人
は
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
は

単
純
だ
。
昔
の
人
は
、
そ
こ
は
神
を
恐
れ
て
、
又
い
ら
つ
し
や
い
〳
〵
と
い
つ

て
神
を
送
つ
て
ゐ
る
。
疱
瘡
神
、
田
の
虫
、
皆
名
残
を
惜
し
ん
で
送
つ
て
ゐ
る
。

神
は
帰
つ
て
戻
つ
て
し
ま
ふ
。
十
返
舎
一
九
（
膝
栗
毛
）
は
黄
表
紙
の
『
貧
福

蜻
蛉
返
』
の
中
に
あ
ま
の
じ
や
く
の
話
あ
り
。
一
九
の
発
明
で
な
く
、
古
代
よ

り
あ
る
神
が
や
つ
て
来
る
と
そ
の
方
法
で
送
つ
た
の
だ
。
で
な
い
と
気
に
入
ら

ぬ
。
踊
り
狂
つ
て
悪
病
神
も
村
境
ま
で
送
る
の
だ
。
か
く
し
て
、
賓
客
が
来
る

時
の
儀
礼
が
定
ま
る
。

人
間
の
客
が
来
て
も
、
神
を
も
て
な
す
の
と
同
じ
事
。
日
本
の
古
風
な
神
楽
は

祭
り
よ
り
一
歩
も
出
て
ゐ
な
い
。
お
し
い
を
す
る
の
だ
。
田
舎
ほ
ど
お
し
い
を

す
る
。
あ
れ
は
神
を
も
て
な
す
法
。
山
伏
な
ど
の
は
一
番
酷
い
。
強
飯
等
云
ひ
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無
茶
苦
茶
に
喰
べ
さ
せ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
一
つ
の
式
で
あ
る
。
饗
宴
を
通
り
こ

す
が
、
客
は
喜
ぶ
の
で
あ
る
。
い
よ
〳
〵
烈
し
く
な
つ
て
ゆ
く
わ
け
。

か
く
し
て
日
本
文
学
の
上
に
も
芸
能
の
上
に
も
ま
れ
人
が
人
の
家
に
行
き
あ
る

じ
を
受
け
た
話
が
多
い
。
万
葉
集
に
も
歌
。

　
　

あ
ら
か
じ
め
君
来
ま
さ
む
と
知
ら
ま
せ
ば
門
に
屋
戸
に
も
珠
敷
か
ま
し

　
　

を

等
い
ふ
の
も
、
後
の
研
究
者
か
ら
誤
解
さ
れ
て
ゐ
る
。
神
祭
り
の
夜
の
歌
。
更

に
後
に
は
恋
人
が
来
た
時
も
さ
う
し
た
歌
を
作
る
の
だ
。

Ⅱ私
共
が
考
へ
て
ゐ
る
冬
の
祭
り
と
は
、
今
で
は
あ
と
を
殆
ん
ど
ひ
そ
め
た
が
重

大
な
信
仰
上
の
位
置
を
占
め
て
ゐ
た
。

ふ
ゆ
と
は
春
夏
秋
冬
等
と
共
に
む
つ
か
し
く
日
本
語
で
古
い
語
。
木
草
の
芽
が

出
る
か
ら
は
る
だ
と
言
ふ
た
り
、
あ
つ
が
な
つ
に
な
つ
た
と
い
ふ
説
は
考
へ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
落
し
咄
の
や
う
だ
。
は
る
の
方
は
ま
だ
い
い
が
、
さ
う
だ
と
言
ひ

き
れ
ぬ
。
木
草
の
芽
が
は
る
か
ら
は
る
だ
と
は
不
安
定
。
は
る
、
な
つ
等
は
た

と
へ
そ
れ
が
木
草
の
芽
が
は
る
か
ら
だ
と
し
て
も
、
も
少
し
語
が
つ
か
ね
ば
語

に
な
ら
ぬ
。
私
は
ま
つ
り
が
つ
い
て
は
る
ま
つ
り
の
行
ふ
時
故
に
は
る
、
は
る

ま
つ
り
が
慣
用
で
ま
つ
り
が
落
ち
て
も
わ
か
る
や
う
に
な
つ
た
の
だ
。
古
語
に

は
略
語
の
手
順
を
有
力
に
考
へ
る
要
あ
り
。
ふ
ゆ
は
ふ
ゆ
ま
つ
り
。
今
も
殖
ゆ

と
い
ふ
。
が
、
分
割
す
る
、
又
は
せ
ら
れ
る
事
。
分
割
す
る
事
に
昔
の
人
は
減

少
を
考
へ
ず
増
殖
す
る
事
を
考
へ
て
ゐ
る
。
分
割
す
る
と
同
性
質
の
も
の
が
二

つ
同
じ
も
の
と
し
て
出
来
る
と
考
へ
て
ゐ
る
。
ふ
ゆ
と
は
増
え
る
事
。
分
割
も

増
え
る
事
。
そ
れ
が
増
殖
と
い
ふ
事
を
考
へ
て
ふ
え
る
と
な
る
。
こ
の
時
に
魂

を
分
割
し
て
魂
を
人
に
分
け
る
。
尊
者
は
皆
そ
れ
以
下
の
も
の
に
魂
を
わ
け
て

や
る
。
魂
の
分
割
を
信
じ
て
ゐ
た
。
今
も
賜
ふ
と
云
ふ
。
頂
戴
は
た
ま
は
る
と

い
ふ
。
魂
が
根
の
も
と
。
た
ま
ふ
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
当
。
み
た
ま
の
ふ
ゆ（
御

魂
の
殖
ゆ
）
等
と
い
ふ
。
恩
賚
と
い
ふ
漢
字
で
覚
え
て
ゐ
る
。
意
味
は
違
ふ

が
似
て
ゐ
る
か
ら
。
み
た
ま
の
ふ
ゆ
と
は
天
子
の
魂
の
分
割
し
た
も
の
。Soul

で
示
さ
れ
る
も
の
を
分
け
て
、宮
廷
に
仕
へ
る
も
の
に
下
さ
る
と
信
じ
て
ゐ
た
。

常
に
着
て
ゐ
る
着
物
に
つ
け
て
下
さ
る
慣
習
と
な
る
と
着
物
を
く
れ
る
。
冬
着

物
を
貴
族
よ
り
下
々
ま
で
目
上
が
目
下
に
与
へ
る
や
う
に
な
つ
た
。
も
と
は
魂

を
つ
け
て
や
つ
た
。

そ
の
逆
に
下
の
も
の
が
目
下
が
目
上
に
守
護
の
魂
を
献
上
す
る
。
こ
れ
は
服
従

を
誓
ふ
事
。
又
受
け
た
人
は
そ
の
魂
の
力
で
そ
の
人
々
を
治
め
る
力
が
出
る
。

Ａ
の
魂
を
天
子
に
あ
げ
る
と
、
Ａ
の
威
力
は
皆
宮
廷
に
献
ら
れ
る
事
と
な
る
。

前
者
と
、
こ
の
後
者
と
は
昔
は
混
同
し
な
か
つ
た
。
前
者
は
天
子
の
く
た
び
れ

た
魂
を
い
た
ゞ
い
た
の
だ
。
み
た
ま
の
ふ
ゆ
で
も
天
子
を
護
る
魂
故
に
わ
れ

〳
〵
に
力
を
与
え
る
と
考
へ
た
。
魂
の
受
授
交
換
は
冬
行
は
れ
た
。

み
た
ま
の
ふ
ゆ
は
天
子
の
古
魂
を
分
け
て
与
へ
ら
れ
る
事
。
自
分
等
の
幸
が
増

し
健
康
に
な
り
威
力
を
増
す
。
そ
れ
を
生な

ま

温ぬ
る

く
訳
す
と
恩
賚
と
な
る
。

ふ
ゆ
は
み
た
ま
の
ふ
ゆ
ま
つ
り
。
そ
れ
が
ふ
ゆ
の
み
で
魂
を
分
け
る
祭
り
の
意



一
一
五

資
料
　
折
口
信
夫
・
木
曽
講
義
　
文
学
と
芸
能
と
の
関
係
　
　
小
池
元
男
ノ
ー
ト

と
な
る
。
そ
の
時
期
も
ふ
ゆ
で
あ
ら
は
れ
て
く
る
。
他
の
意
味
で
な
い
。

は
る
も
定
説
と
や
ゝ
違
ひ
、
尊
い
方
は
分
割
後
新
魂
の
つ
く
為
に
絶
対
に
謹
慎

し
て
ゐ
な
さ
る
。
裳
を
天
子
が
か
づ
い
て
ゐ
る
。
そ
し
て
魂
が
身
に
つ
い
た
し

る
し
が
あ
る
と
、
も
を
ど
け
て
出
て
来
ら
れ
る
。
そ
し
て
は
る
ま
つ
り
が
行
は

る
。
も
と
は
る
は
物
を
払
ひ
の
け
る
、
脱
ぎ
捨
て
る
事
。
謹
慎
の
生
活
よ
り
自

由
な
生
活
に
入
ら
れ
る
。高
い
所
よ
り
初
春
の
み
こ
と
の
り
を
群
臣
に
下
さ
る
。

こ
れ
が
は
つ
は
る
（
初
春
）
の
祭
り
。
は
る
は
物
を
払
ひ
の
け
る
。
は
る
は
裸

形
に
な
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
民
間
で
云
ふ
と
は
れ
と
い
ふ
事
は
時
代
を
経
て

綺
麗
に
な
つ
た
。
け
に
も
は
れ
に
も
等
云
ふ
。
が
、
祭
り
の
時
は
昔
は
、
平
然

と
全
て
を
暴
露
し
た
生
活
を
し
た
。
は
れ
は
さ
う
い
ふ
意
味
。
沖
縄
で
は
は
れ

の
遊
び
は
祭
り
の
時
に
女
が
裸
形
で
踊
つ
て
ゐ
る
。
鈿
女
命
の
踊
り
の
時
と
殆

ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
古
典
は
遠
慮
し
て
書
い
て
あ
る
の
だ
。
こ
れ
か
ら
考
へ
る

と
、
は
る
は
何
で
も
振
り
捨
て
ゝ
そ
こ
へ
あ
ら
は
れ
、
力
強
い
生
活
が
行
は
れ

る
。
ふ
ゆ
ご
も
り
は
る
等
の
枕
詞
も
解
つ
て
来
る
の
だ
。
宮
廷
の
天
子
の
生
活

で
あ
る
。

な
つ
、
あ
き
は
略
さ
し
て
も
ら
ふ
。

魂
を
分
け
る
事
と
身
に
つ
け
る
事
と
は
別
。
新
魂
を
つ
け
る
為
に
古
い
魂
を
分

割
し
て
下
に
与
へ
ら
れ
、
御
自
身
御
身
に
魂
を
つ
け
る
。
つ
け
る
事
を
ふ
る
と

云
ふ
。後
は
外
へ
出
さ
ぬ
事
の
み
考
へ
て
鎮
魂
と
書
い
て
た
ま
し
づ
め
と
い
ふ
。

魂
の
遊
離
を
防
い
で
ゐ
る
の
だ
。

た
ま
ふ
り
と
た
ま
し
づ
め
と
、
同
じ
鎮
魂
の
字
だ
が
意
味
が
違
ふ
。
民
間
で
は

ふ
ゆ
の
こ
の
祭
り
の
時
に
変
な
客
が
来
る
。
蓑
笠
を
つ
け
、姿
を
隠
し
て
ゐ
る
。

日
本
の
古
で
は
蓑
笠
を
つ
け
る
事
は
鬼
の
姿
。
枕
草
子
に
蓑
虫
の
話
あ
り
。
こ

れ
に
少
し
連
想
す
れ
ば
あ
は
れ
な
話
に
な
る
。
昔
の
を
に
は
巨
人
で
、
蓑
着
て

笠
着
て
来
る
も
の
鬼
よ
等
、
今
も
子
供
は
云
ふ
が
鬼
の
姿
。 

須
佐
之
男
命
は

天
か
ら
下
る
時
に
贖
ひ
が
た
い
罪
を
犯
さ
れ
て
下
ら
れ
た
。
天
上
の
罪
の
贖
ひ

方
が
な
い
の
で
財
を
全
て
皆
と
つ
て
了
ひ
爪
、
髪
、
髯
、
つ
ば
き
ま
で
と
つ
て

素
裸
に
し
て
放
り
出
し
た
。
そ
こ
で
青
草
を
と
つ
て
身
に
つ
け
て
地
上
に
下
り

た
の
が
出
雲
の
肥
の
川
上
だ
つ
た
。
そ
こ
で
贖
罪
を
す
る
。
こ
れ
蓑
笠
を
つ
け

た
形
。
贖
罪
の
為
に
田
を
守
つ
た
の
で
田
を
守
る
神
と
考
へ
ら
れ
た
。
そ
の
形

は
、
こ
の
風
を
尋
ね
る
人
の
形
は
村
々
で
違
つ
た
が
、
普
通
人
の
形
と
違
ひ
グ

ロ
テ
ス
ク
な
も
の
。
そ
の
点
が
変
る
と
面
白
い
可
笑
し
い
も
の
と
な
る
。
爺
婆

も
出
て
来
る
。
わ
れ
〳
〵
の
生
活
を
守
る
の
は
わ
れ
〳
〵
の
祖
先
の
魂
で
、
一

年
一
度
出
て
来
て
わ
れ
〳
〵
の
生
活
を
保
証
し
て
く
れ
る
。
自
分
等
の
生
活
は

野
山
のspirit

の
地
を
奪
つ
た
の
で
、
野
山
のspirit

は
人
間
生
活
の
邪
魔
を

す
る
。
こ
れ
を
抑
へ
る
の
は
、
他
土
か
ら
自
分
等
に
好
意
を
も
つ
た
も
の
が
来

て
や
つ
て
く
れ
る
と
考
へ
、
お
化
と
も
祖
先
と
も
考
へ
る
故
に
、
爺
婆
の
姿
で

神
の
如
き
も
の
が
来
る
。
多
く
は
爺
の
み
に
な
る
。
饗
宴
の
時
に
翁
が
よ
く
来

る
。
平
安
朝
の
文
学
に
は
常
に
翁
が
作
歌
し
て
ゐ
る
。
源
融
。
河
原
院
を
建
て

た
。（
皇
族
の
ま
ゝ
で
は
世
に
働
き
か
け
ら
れ
な
い
。
神
事
に
関
係
し
て
ゐ
た
。

そ
こ
で
皇
族
の
力
は
微
々
と
し
て
ゐ
た
。
世
が
つ
ま
り
奈
良
朝
に
な
る
と
臣
籍

に
下
ら
る
。
平
安
朝
に
な
る
と
天
子
も
皇
子
を
臣
籍
に
下
ら
せ
る
。
こ
の
源
融



國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
學
紀
要

一
一
六

が
豪
奢
な
生
活
を
し
て
六
条
の
河
原
院
を
つ
く
り
、
難
波
の
海
の
水
を
毎
日
汲

ん
で
汐
焼
き
を
し
た
、
と
い
ふ
、
後
の
俄
分
限
者
の
手
本
）
そ
の
話
、
伊
勢
物

語
に
あ
り
。
か
た
ゐ
お
き
な
（
業
平
が
書
い
た
形
故
に
業
平
自
身
の
遜
辞
の
如

く
書
い
て
）、

塩
釜
に
い
つ
か
来
に
け
む
朝
凪
に
釣
り
す
る
舟
は
こ
ゝ
に
寄
ら
な
む
（
命

令
）
寄
つ
て
来
た
ら
い
ゝ
だ
ら
う

か
ゝ
る
歌
多
し
。饗
宴
は
必
し
も
座
敷
中
の
事
で
な
く
野
で
行
は
れ
て
も
よ
い
。

寄
り
あ
ひ
に
は
皆
饗
宴
の
形
を
持
つ
。
芹
川
の
行
幸
の
時
に
も
、（
小
鳥
狩
の

名
所
）
翁
が
作
歌
し
て
ゐ
る
。

　
　

翁
さ
び
人
な
と
が
め
そ
狩
衣
今
日
ば
か
り
と
ぞ
鶴た

づ

も
鳴
く
な
る

お
や
じ
で
ゐ
乍
ら
か
う
し
て
ゐ
る
事
を
他
人
も
目
を
つ
け
て
く
れ
る
な
。
狩
衣

―
昔
は
神
聖
な
行
事
。
着
物
も
謹
慎
の
神
事
の
標
が
つ
い
て
ゐ
る
。
小
忌
衣

と
い
ふ
。
今
も
能
の
舞
人
に
な
ど
つ
い
て
ゐ
る
。
狩
の
時
は
鶴ツ

ル

の
印
が
つ
い
て

ゐ
た
の
だ
。
鶴
の
つ
い
て
ゐ
る
、
そ
の
鶴
さ
へ
も
今
日
限
り
だ
と
い
つ
て
鳴
い

て
ゐ
る
。
そ
れ
で
は
な
い
が
私
も
こ
の
光
栄
に
あ
ま
る
饗
宴
に
は
べ
る
事
も
、

今
日
限
り
だ
と
思
つ
て
泣
い
て
ゐ
る
。

あ
な
た
の
光
栄
あ
る
生
活
に
比
す
る
と
自
分
等
の
生
活
は
駄
目
な
も
の
で
す
と

い
ふ
の
は
饗
宴
の
ほ
め
言
葉
。
自
分
の
悲
し
み
が
主
で
は
な
い
。

今
の
感
じ
方
で
は
駄
目
な
の
だ
。
根
本
か
ら
間
違
ひ
。
翁
の
饗
宴
を
賛
美
す
る

ほ
め
言
葉
。

同
じ
伊
勢
物
語
に
も
春
日
の
社
が
京
に
遷
都
の
後
、
分
祀
せ
ら
れ
て
大
原
野
に

祀
ら
る
。
二
条
后
と
い
ふ
方

―
清
和
天
皇
の
女
御
、

―
入
内
以
前
よ
り
業

平
と
交
渉
あ
り
。
又
後
に
失
敗
し
て
ゐ
る
。
清
和
の
後
、
陽
成
帝
即
位
し
て
二

条
后
に
な
る
。
天
子
の
后
で
な
く
と
も
子
が
天
子
に
な
れ
ば
皇
太
后
。
こ
の
方

に
業
平
が
つ
い
て
い
つ
て
老
人
が
昔
を
思
ひ
出
し
て

　
　

大
原
や
小
塩
の
松
（
山
）
も
今
日
こ
そ
は
神
代
の
こ
と
を
思
ひ
出
づ
ら
め

こ
の
歌
も
、
大
野
よ
。
そ
の
小
塩
山
の
松
も
今
日
は
そ
の
松
が
生
へ
、
山
の
出

来
た
神
代
の
事
を
思
ひ
出
し
て
ゐ
る
だ
ら
う
と
い
ふ
事
。賛
美
し
す
ぎ
て
ゐ
る
。

そ
れ
は
い
け
な
い
の
だ
。
壬
生
忠
峯
は
忠
躬
の
ほ
め
方
を
叱
つ
た
話
あ
り
。
今

は
敬
語
は
実
に
乱
れ
て
ゐ
る
。

　

か
し
こ
ま
ゐ
り
ま
し
た
。

田
舎
の
素
朴
な
言
葉
の
方
が
い
ゝ
。
信
州
は
少
な
き
に
す
ぎ
る
が
。
松
が
年
寄

つ
た
と
い
ふ
の
で
松
と
い
つ
た
の
だ
ら
う
が
歌
と
し
て
は
山
の
方
が
よ
い
。
賛

美
を
し
す
ぎ
て
ゐ
る
。し
か
し
こ
の
歌
は
業
平
の
い
や
み
だ
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。

自
分
等
の
交
渉
の
あ
つ
た
時
代
の
事
を
思
ひ
出
し
て
ゐ
る
で
せ
う
。

こ
の
歌
等
も
、
ひ
よ
つ
と
す
る
と
業
平
の
歌
で
な
い
か
も
し
れ
ぬ
。
翁
が
や
は

り
行
啓
の
お
供
に
行
き
、
そ
の
席
で
歌
つ
て
ゐ
る
。

　
　

わ
れ
見
て
も
久
し
く
な
り
ぬ
住
吉
の
岸
の
老
松
い
く
よ
へ
に
け
む

等
あ
る
の
で
小
塩
の
松
と
な
つ
た
。
翁
が
出
て
饗
宴
の
興
を
そ
へ
る
。
こ
の
事

は
万
葉
集
に
も
あ
る
。
十
六
の
鹿
、
蟹
の
歌
が
全
て
の
身
に
つ
い
た
も
の
を
差

し
上
げ
る
と
云
つ
て
、
上
の
人
を
賛
美
し
た
歌
あ
り
。
鹿
、
蟹
の
に
は
年
寄
つ

た
と
云
つ
て
ゐ
る
。
飛
鳥
の
宮
廷
の
事
が
出
る
。
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辿
る
と
翁
の
歌
多
し
。
万
葉
集
の
同
時
代
の
人
尾
張
連
浜
主
の
歌
。

　
　

翁
と
て
わ
び
や
は
居
ら
む
草
も
木
も
栄
ゆ
る
御
代
に
あ
ひ
て
舞
ひ
て
む

自
分
は
翁
だ
と
い
つ
て
嘆
い
て
ゐ
や
う
か
。

　
　

こ
の
天
子
の
御
世
は
栄
へ
て
ゐ
る
。

宴
に
翁
の
出
る
わ
け
あ
り
。
古
今
を
見
る
と
（
二
十
と
雑
の
歌
が
面
白
い
が
）

年
寄
の
歌
多
し
。

　
　

い
に
し
へ
の
野
中
の
清
水
ぬ
る
け
れ
ど
も
と
の
心
を
知
る
人
ぞ
汲
む

古
か
ら
名
高
い
野
中
の
清
水
が
今
は
な
ま
ぬ
る
く
な
つ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
以

前
の
わ
け
を
知
つ
て
ゐ
る
人
が
そ
れ
を
汲
ん
で
飲
む
。
昔
の
事
を
知
つ
て
ゐ
る

人
は
俺
の
事
は
よ
く
わ
か
る
。

　
　

今
こ
そ
あ
れ
わ
れ
も
昔
は
男
山
さ
か
ゆ
く
時
も
あ
り
こ
し
も
の
を

今
は
か
く
駄
目
に
な
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、俺
も
昔
は
一
人
前
の
立
派
な
男
山
。

そ
し
て
栄
え
繁
盛
し
た
時
代
も
あ
つ
た
も
の
。

　
　

世
の
中
に
ふ
り
ぬ
る
も
の
は
津
の
国
の
長な

が
ら柄

の
橋
と
我
と
な
り
け
り

こ
れ
皆
も
と
宴
会
の
歌
で
、
あ
は
れ
な
事
を
云
つ
て
ほ
め
た
の
が
、
後
い
ば
る

事
に
な
る
。
饗
宴
、
翁
の
出
る
の
は
単
に
出
る
の
で
な
く
、
稀
れ
人
の
一
つ
の

形
。
す
る
と
宴
の
長
老
が
出
て
舞
ふ
の
だ
。
こ
ゝ
に
錯
誤
あ
り
。
ま
れ
人
と
座

末
に
語
つ
て
ゐ
る
も
の
と
混
乱
し
て
ゐ
る
。
神
とspirit

の
関
係
が
乱
れ
て
わ

か
ら
な
く
な
る
。
の
ち
神
は
来
ずspirit

が
祝
福
に
来
る
と
考
へ
る
に
至
る
。

神
来
り
、spirit

の
わ
ざ
わ
ひ
を
抑
へ
た
の
に
、
後
に
はspirit

来
り
、
私
は

あ
な
た
を
守
り
ま
す
。
か
く
、
服
従
の
言
葉
を
申
し
ま
す
と
、
春
の
初
め
の
式

が
か
は
る
。
平
野
の
生
活
と
山
の
生
活
の
違
ひ
に
な
る
。
も
と
海
の
生
活
が
山

の
生
活
に
変
り
、
来
た
。
山
と
村
と
の
関
係
は
密
接
。
村
の
生
活
と
山
の
生
活

あ
り
。
も
と
海
の
彼
方
の
常
世
の
国
よ
り
来
た
。
神
か
化
物
か
わ
か
ら
ぬ
ま
れ

人
が
来
てspirit

を
抑
へ
て
く
れ
た
。
今
度
は
山
地
に
入
る
と
山
か
ら
土
地
の

spirit

が
来
て
服
従
を
誓
ふ
。
祝
福
の
言
葉
を
述
べ
る
事
に
な
る
。
山
人
だ
と

考
へ
る
や
う
に
な
る
。

（
頭
注　

山
人
の
説
明
略
。
柳
田
先
生
山
人
考
あ
り
）

山
か
ら
年
末
に
山
人
が
里
を
祝
し
に
来
、
山
の
土
産
を
持
参
し
、
里
の
も
の
を

持
た
し
て
や
る
。
物
々
交
換
を
す
る
。
沈
黙
交
易
の
古
形
等
云
は
れ
る
と
こ

ろ
。
宮
廷
も
里
で
も
霜
月
に
鎮
魂
祭
を
し
、
山
人
が
来
て
や
つ
た
。
そ
の
時
、

山
人
は
祭
り
の
為
に
神
聖
な
木
の
実
、
草
、
榧か

や

、
搗か

ち

栗ぐ
り

、
松
、
等
と
な
つ
た
正

月
の
飾
り
物
と
な
る
。
こ
れ
を
得
る
と
祝
福
の
し
る
し
と
な
る
。
里
の
土
産
を

や
る
と
、
い
く
ら
で
も
持
つ
て
行
く
の
で
、
山
人
の
強
慾
話
に
な
る
。（
信
州

で
も
山
姥
の
話
あ
り
。
田
植
ゑ
時
の
。）
か
く
し
て
霜
月
よ
り
師
走
に
里
の
神

楽
。

―
里
の
鎮
魂
の
為
に
行
は
る
。
山
人
の
為
事
と
し
て
。
山
人
の
姿
は
地

方
〳
〵
で
ま
ち
ま
ち
だ
つ
た
が
、
老
人
の
形
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
で
あ
つ

た
。
代
表
的
な
も
の
が
出
て
来
る
と
皆
そ
れ
に
似
て
来
る
が
、
従
は
ぬ
村
も
残

る
事
に
も
な
る
の
だ
。
似
て
ゐ
な
が
ら
違
つ
た
姿
が
残
る
の
だ
。
こ
れ
が
い
つ

で
も
年
の
暮
れ
に
限
ら
ず
里
の
祭
に
は
翁
が
参
上
す
る
事
に
な
る
。
年
暮
れ
、

刈
り
上
げ
の
祭
り
に
次
い
で
大
切
な
田
植
ゑ
時
に
爺
が
出
て
、
地
方
で
今
だ
に

田タ
ヌ
シ
・
タ
ア
ル
ジ
主
等
い
ふ
。
田
長ヲ
サ

と
も
云
ふ
。
田
の
持
主
で
な
く
田
のspirit

で
あ
る
。
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地
方
に
よ
る
と
変
形
。
神
楽
に
太
郎
次
等
云
ふ
。
男
女
交
合
の
真
似
を
す
る
。

田
の
稲
が
チ
ヤ
ー
ム
さ
れ
て
稔
る
や
う
に
な
る
マ
ジ
ツ
ク
で
あ
る
。
昔
よ
り
田

植
ゑ
の
時
に
出
て
来
た
の
だ
。
栄
華
物
語
に
出
て
来
る
。
上
東
門
院
と
云
ふ
中

宮

―
皇
后
な
ら
一
人

―
中
宮
な
ら
二
人
以
上
あ
り
得
た

―
の
時
に
田
主

の
翁
が
出
る
と
い
ふ
が
、
古
書
を
読
む
と
居
、
今
だ
に
田
植
ゑ
を
正
し
く
や
つ

て
ゐ
る
所
で
は
出
て
来
る
。
農
村
生
活
の
一
つ
の
意
味
が
こ
ゝ
に
あ
る
。
昔
の

形
を
ど
こ
か
に
変
形
し
な
が
ら
も
残
さ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
田
植
に
五
月
乙

女
に
対
し
て
田
を
囃
し
に
来
る
人
々
あ
り
。宗
教
的
に
古
い
約
束
を
守
る
備
後
、

島
根
の
山
間
部
で
は
（
伯
耆
の
大
山

―
田
に
関
係
あ
る
山
。
そ
の
信
仰
で
抑

へ
ら
れ
昔
に
近
い
形
で
田
植
を
し
て
ゐ
る

―
）
田
を
囃
し
に
来
る
。
つ
ま
り

太
鼓
を
腹
に
吊
り
華
や
か
な
風
を
し
て
昔
は
び
ん
ざ
ゝ
ら
、笛
を
用
ゐ
て
来
て
、

田
の
中
で
踊
り
狂
ふ
。
乙
女
も
皃
を
隠
し
て
ゐ
る
。
今
で
も
化
粧
を
し
て
出
て

来
る
。
乙
女
の
誇
る
べ
き
日
の
事
で
は
な
く
仮
装
す
る
日
。
乙
女
が
仮
装
す
る

事
。
昔
は
変
装
の
意
味
で
白
粉
を
つ
け
た
。
後
代
の
理
会
で
は
重
大
な
日
だ
か

ら
め
か
す
と
云
ふ
。
来
る
男
は
や
は
り
皃
を
隠
し
身
を
変
へ
て
来
る
。
日
本
の

信
仰
を
突
き
詰
め
て
行
く
と
須
佐
之
男
命
と
そ
の
部
下
と
い
ふ
事
に
な
る
。
そ

し
て
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
神
と
し
て
出
て
来
て
、
は
や
し
て
田
に
鎮
魂
を
す
る
。

稲
魂
を
田
に
落
ち
着
か
せ
る
つ
も
り
故
に
た
あ
そ
び
（
田
遊
）
と
云
ふ
。
こ
の

田
遊
が
芸
術
化
し
て
来
る
。
簓
（
東
海
の
山
間
に
は
ま
だ
残
つ
て
ゐ
る
。
桧
で

作
つ
た
も
の
。
盆
に
も
用
ゐ
た
ら
し
い
。
貧
弱
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
も
と
大
）、

鼓
も
興
を
持
た
れ
た
が
、
こ
れ
を
田
楽
と
い
ふ
。
そ
れ
と
笛
。
非
常
に
田
舎
め

い
た
賑
や
か
な
も
の
故
に
上
流
の
人
々
が
誘
惑
さ
れ
て
田
か
ら
家
の
中
へ
持
ち

込
ん
だ
。
平
安
時
代
末
よ
り
鎌
倉
時
代
へ
か
け
て
盛
ん
に
行
は
れ
呪

ノ
ロ
ン
ジ
・
ジ
ュ
シ

師
が

そ
の
芸
を
取
り
込
ん
だ
。
又
は
呪
師
の
芸
が
そ
こ
へ
合
体
し
て
出
来
た
の
が
田

楽
と
い
ふ
一
の
芸
能
。
鎌
倉
時
代
中
流
行
し
て
ゐ
た
。
あ
ま
り
流
行
し
て
禁
ぜ

き
れ
な
い
で
ゐ
た
。
後
に
簓
は
竹
製
に
な
る
。

北
条
高
時
の
幕
府
を
亡
ぼ
し
た
の
は
田
楽
の
為
だ
と
い
ふ
。
次
第
に
続
い
て
田

楽
が
行
は
れ
る
中
に
そ
の
諸
要
因
の
中
、（
万
才
、
越
前
と
三
河
と
二
流
あ
り
。

屋
敷
ぼ
め
を
す
る
）
万
才
師
の
他
に
、（
万
才
は
何
で
も
取
り
入
れ
る
）
田
楽

も
そ
の
如
く
鎌
倉
前
の
生
き
て
ゐ
る
芸
能
は
皆
取
り
入
れ
た
。
上
流
低
級
皆
取

り
入
れ
た
。
手
品
、
毬
つ
か
ひ
、
羽
子
板
つ
か
ひ
、
軽
業
、
び
ん
ざ
ゝ
ら
。
純

然
た
る
物
真
似
芝
居
＝
田
楽
能
、
も
出
て
来
る
。

能
と
は
物
真
似
。
田
楽
能
は
物
真
似
芝
居
。
今
断
片
化
し
て
残
つ
て
ゐ
る
だ
け

で
は
わ
か
ら
ぬ
。
後
の
能
楽
と
種
目
で
見
る
と
似
た
点
多
し
。
後
の
能
楽
は
田

楽
か
ら
出
た
ら
し
い
点
も
あ
る
。
田
楽
の
中
よ
り
田
楽
役
者
の
一
部
が
独
立
し

て
猿
楽
と
な
る
。
申
楽
と
書
い
て
ゐ
る
。
実
は
独
立
し
て
申
楽
と
い
ふ
名
が
出

来
た
の
で
な
く
、
申
楽
の
名
は
も
つ
と
昔
か
ら
あ
つ
た
の
だ
。

田
楽
の
名
は
鼓
の
名
か
ら
出
た
。
田
楽
を
中
心
と
し
て
ゐ
る
の
で
田
楽
と
い
つ

た
の
や
ら
、
鼓
の
名
が
（
神
楽
を
か
ぐ
ら
と
訓
む
理
由
な
し
。
も
と
、
神
遊
び

と
い
ひ
、
他
に
神
楽
の
名
出
き
、
神
楽
に
当
て
は
ま
つ
た
。）
と
同
じ
に
田タ

ア
ソ
ビ楽

を
後
田デ

ン
ガ
ク楽
と
い
つ
た
の
だ
。
日
本
芸
能
の
上
で
は
訓
音
に
読ト
ク

す
。
田
楽
の
鼓
と

田
楽
の
関
係
は
二
通
り
に
と
れ
る
。
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資
料
　
折
口
信
夫
・
木
曽
講
義
　
文
学
と
芸
能
と
の
関
係
　
　
小
池
元
男
ノ
ー
ト

同
様
に
能
は
も
と
態
と
な
つ
て
ゐ
る
。
芸
人
が
略
字
し
た
の
で
能
と
な
つ
た
。

や
は
り
タ
イ
と
云
ふ
べ
き
を
略
字
の
音
に
ノ
ウ
と
な
つ
た
。
態
は
物
真
似
と
い

ふ
こ
と
。
宮
廷
に
才
男
の
態タ

イ

と
用
ゐ
て
ゐ
る
。
才
男
と
い
ふ
人
形
地
方
に
あ
り
、

人
形
の
芸
。
宮
廷
の
神
楽
で
は
人
間
が
人
形
の
物
真
似
し
た
の
で
、
才
男
の
態

と
宮
廷
で
云
ふ
。
態
の
略
字
が
能
と
な
り
態
を
忘
れ
て
、能ナ

ウ

と
読
む
の
は
自
然
。

能
は
も
と
〳
〵
物
真
似
。
芸
は
を
ど
り
の
事
。
芸
は
舞
踊
、
能
は
物
真
似
。
熟

し
て
芸
能
と
云
ひ
、
又
能
芸
と
別
に
同
内
容
を
云
ふ
。
こ
の
時
は
能
が
主
と
な

つ
て
ゐ
る
。
物
真
似
芸
の
事
。
田
楽
が
盛
ん
に
な
つ
た
後
、
田
楽
が
い
ろ
〳
〵

取
り
入
れ
、
後
、
崩
れ
て
い
ろ
〳
〵
な
芸
と
な
る
。
そ
の
中
有
力
な
の
が
申
楽
。

田
楽
の
有
力
な
の
を
申
楽
が
と
る
。
室
町
よ
り
申
楽
が
栄
へ
田
楽
が
衰
へ
、
織

田
、
豊
臣
に
は
田
楽
は
衰
へ
て
申
楽
の
敵
で
な
く
な
つ
た
が
社
寺
に
古
典
的
な

も
の
と
し
て
つ
い
て
残
つ
た
（
寺
社
に
は
そ
の
保
存
力
あ
り
）。
専
門
家
が
な

く
な
る
と
田
楽
は
形
式
化
し
て
了
つ
て
、
ま
ち
〳
〵
に
な
つ
て
ゐ
る
。

申
楽
と
い
ふ
事
は
前
述
の
如
く
実
は
田
楽
の
中
に
起
こ
つ
た
名
で
な
く
平
安
の

盛
時
に
用
ゐ
ら
れ
た
名
で
あ
つ
た
。
さ
る
が
く

→
さ
る
が
う
と
な
る
（
申
楽

は
日
記
類
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
）。
滑
稽
な
事
を
す
る
動
詞
が
さ
る
が
う
。
そ

れ
が
芸
能
化
し
た
時
、
さ
る
が
く
（
申
楽
）
と
い
ふ
。
さ
る
が
う
と
こ
ろ
の
芸

が
さ
る
が
く
（
申
楽
）
と
な
る
。
日
本
芸
能
史
上
の
か
く
は
音
楽
で
な
く
舞
。

物
真
似
全
て
こ
も
る
。
正
し
い
音
楽
舞
踊
の
時
は
が
く
と
は
い
は
ぬ
。
が
く
と

い
ふ
と
少
し
乱
れ
た
も
の
。
田
楽
は
そ
の
意
味
を
持
つ
。
申
楽
、
勿
論
、
さ
る

が
う
と
こ
ろ
の
が
く
が
さ
る
が
く
と
な
る
。
お
ど
け
た
芸
能
と
い
ふ
事
。
平
安

の
盛
時
に
申
楽
の
語
が
出
て
来
る
。新
猿
楽
記
を
見
る
と
色
ん
な
も
の
を
含
む
、

滑
稽
な
演
芸
と
い
ふ
事
に
す
ぎ
ぬ
。
申
楽
と
は
ど
れ
も
取
り
留
め
た
も
の
で
な

く
滑
稽
な
芸
能
。
と
こ
ろ
が
田
楽
の
一
部
に
一
つ
さ
る
が
く
の
語
に
当
て
は
ま

る
も
の
あ
り
。
所
謂
さ
る
が
く
の
語
に
当
て
は
ま
る
も
の
、
即
ち
田
楽
の
最
初

の
翁
の
芸
。
田
楽
は
田
遊
び
出
よ
り
翁
は
つ
き
も
の
。
翁
が
滑
稽
な
事
を
し
て

人
を
喜
ば
し
た
の
だ
。
淫
猥
な
事
を
し
て
。
そ
れ
が
申
楽
。
し
て
の
役
者
は（
し

て
、
わ
き
、
専
門
家
に
分
れ
て
ゐ
る
。
宝
生
は
わ
き
役
）、
田
楽
の
さ
る
が
く

は
こ
れ
こ
れ
の
村
人
が
や
る
と
定
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
を
座
と
い
ふ
。
田
楽
、
申

楽
を
す
る
座
（
社
の
祭
り
の
役
割
の
者
の
控
へ
場
所
。
後
、寺
の
方
で
も
云
ふ
。

同
じ
組
合
の
も
の
の
控
へ
場
所
が
座
。
そ
の
座
が
ど
こ
と
定
つ
て
ゐ
る
故
に
村

が
基
準
と
な
る
。
村
名
を
呼
ぶ
は
ず
。
専
門
化
し
て
来
る
と
昔
来
の
も
の
を
本

座
、
新
座
等
い
ふ
。
田
楽
が
専
門
化
し
た
為
。
座
は
芸
の
組
合
、
あ
る
特
殊
な

も
の
。
特
殊
部
落
と
い
ふ
の
も
血
筋
で
な
く
職
が
い
け
な
か
つ
た
。
寺
社
豪
族

の
奴
隷
で
あ
つ
た
。
祝
福
の
為
に
つ
い
た
奴
隷
で
あ
つ
た
。
後
に
な
る
と
パ
ト

ロ
ン
を
拡
げ
て
有
力
な
人
に
つ
く
。
芸
人
く
さ
く
な
つ
て
卑
し
ま
れ
る
の
だ
。

芸
人
の
村
は
特
殊
部
落
で
あ
る
。
河
原
乞
食
と
い
ふ
の
も
、
山
窩
と
同
一
視
さ

れ
た
の
だ
。
芸
人
村
は
社
会
か
ら
待
遇
を
低
め
ら
れ
た
。
あ
る
部
落
は
よ
く
な

り
、固
定
し
た
村
は
卑
し
ま
る
。
特
殊
部
落
は
芸
人
。
皮
細
工
、染
物
屋
等
そ
れ
。

染
物
屋
は
固
ま
ら
ぬ
の
で
よ
か
つ
た
。
芸
人
村
や
皮
細
工
は
団
体
と
し
て
ゐ
た

の
で
特
殊
な
待
遇
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
血
の
事
で
な
く
職
業
よ
り
）
座
は
社

寺
の
控
へ
場
所
よ
り
出
る
。
あ
る
村
の
人
々
で
組
織
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
結
崎
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村
か
ら
出
た
の
が
結
崎
座
（
奈
良
の
西
。
観
世
の
家
の
元
の
人
々
が
こ
ゝ
を
基

礎
と
し
て
ゐ
る
。）
か
く
座
は
幾
つ
も
あ
る
。

こ
れ
が
田
楽
を
す
る
時
、
そ
の
中
に
ゐ
て
ま
づ
翁
の
芸

―
田
楽
に
属
す
る
申

楽
は
翁
で
あ
つ
た
。
翁
は
時
代
が
経
つ
と
神
聖
な
も
の
に
な
る
。
神
か
化
物
か

が
高
尚
に
な
る
。
面
白
い
部
分
も
欲
し
い
の
で
分
裂
し
た
。
黒
式
尉
と
白
式
尉

に
分
れ
る
。
翁
は
一
体
芸
に
い
く
ら
で
も
出
る
の
で
分
裂
し
や
す
い
の
だ
。
白

黒
の
間
に
中
間
の
も
の
も
出
る
。
し
ろ
き
の
翁
、
く
ろ
き
の
翁
と
呼
ば
れ
る
。

黒
式
尉
と
白
式
尉
の
他
に
一
つ
あ
り
。
こ
れ
を
世
阿
弥
が
十
六
部
集
の
中
に
は

翁
の
変
つ
た
名
が
出
る
。
が
結
極
、
翁
、
千
歳
、
三
番
叟
に
定
つ
た
。
上
品
と

低
劣
の
中
間
に
あ
る
も
の
が
出
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
古
来
の
雅
楽
以
来
の
舞
踊

の
規
則
で
は
面
を
つ
け
て
す
る
芸
と
面
を
と
つ
て
す
る
芸
と
あ
り
。
同
じ
手
で

あ
り
乍
ら
、
多
く
童ワ

ラ
ハ舞
で
あ
る
。
恐
い
面
を
と
つ
て
す
る
。
す
る
と
花
や
か
な

美
し
い
子
供
の
舞
を
す
る
。
千
歳
は
も
と
翁
だ
が
、
面
を
つ
け
ず
若
く
美
し
い

も
の
が
舞
ふ
。
流
派
に
よ
り
面
箱
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
こ
れ
を
出
さ
ず
千
歳
が

面
箱
を
持
つ
の
が
普
通
。
昔
の
芸
故
に
整
然
と
し
な
い
。
そ
れ
が
猥
雑
な
点
を

捨
て
上
品
に
な
つ
て
来
る
の
だ
。
面
箱
な
ど
出
る
と
邪
魔
だ
の
で
役
者
が
持
つ

て
出
る
や
う
に
な
る
。
三
人
の
翁
の
一
人
が
童
舞
の
形
に
な
り
美
し
く
な
る
の

だ
。
こ
れ
が
申
楽
の
本
芸
。
申
楽
の
座
の
者
が
田
楽
の
本
芸
を
奪
ふ
。
田
舎
廻

り
を
す
る
。
遠
駿
の
地
方
ま
で
世
阿
弥
は
廻
る
。
そ
れ
で
本
芸
外
の
事
も
や
り
、

慣
れ
て
く
る
と
田
楽
の
本
芸
ま
で
侵
す
。
世
阿
弥
の
芸
に
は
田
楽
、
申
楽
の
別

は
あ
り
乍
ら
、
芸
の
区
別
は
な
く
な
る
。
同
じ
芸
を
や
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
で
独

立
す
。
申
楽
は
有
力
な
保
護
者
を
得
て
来
た
。
申
楽
の
方
で
は
現
在
物
を
次
第

に
入
れ
て
来
た
。
曽
我
、
義
経
等
世
話
物
を
行
つ
た
。
室
町
の
時
代
の
武
家
の

生
活
を
映
し
た
も
の
を
行
つ
た
。
舞
台
へ
出
れ
ば
前
代
の
曽
我
・
義
経
も
武
家

時
代
故
に
面
が
入
ら
ぬ
。
故
に
素
皃
で
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
今
の
能
で
は
実

感
は
起
き
ぬ
が
芝
居
の
世
話
物
を
す
る
と
実
感
を
起
す
や
う
に
当
時
も
実
感
を

こ
れ
に
起
し
た
の
だ
。
美
男
子
が
出
て
来
る
と
皆
そ
の
皃
を
眺
め
る
。
そ
の
方

で
栄
へ
た
が
田
楽
は
古
典
的
で
面
を
用
ゐ
た
の
で
衰
へ
た
。
申
楽
は
田
楽
の
含

ま
ぬ
も
の
を
含
ん
で
来
た
。
そ
の
主
な
も
の
は
幸
若
舞
。
主
と
し
て
若
い
美
男

が
舞
ふ
。
昔
の
舞
は
ふ
ら
〳
〵
と
散
歩
し
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で

は
仕
方
な
い
の
で
歌
を
唄
ふ
や
う
に
な
り
芸
に
な
る
。
緩
慢
な
芸
で
あ
ら
う
。

今
の
幸
若
は
退
化
し
き
つ
て
了
つ
て
ゐ
る
。
盛
時
が
過
ぎ
る
と
芸
は
変
形
す
れ

ば
又
栄
え
る
が
、
で
な
い
と
後
退
す
る
。
今
の
幸
若
は
そ
れ
。

そ
の
幸
若
の
元
の
良
い
所
を
申
楽
が
取
り
入
れ
た
。
結
崎
座
に
限
ら
ず
他
の
座

も
さ
う
で
あ
つ
た
ら
う
。
世
阿
弥
は
非
常
な
美
男
子
で
義
政
を
と
ら
へ
た
の
で

諸
大
名
が
皆
力
を
入
れ
た
の
で
勢
力
を
得
。地
方
へ
行
く
と
更
に
盛
ん
に
な
る
。

観
世
以
外
で
も
美
男
子
を
盛
り
立
て
る
。
か
く
な
つ
た
の
は
幸
若
の
賜
物
。
大

体
田
楽
は
複
雑
で
統
一
な
い
の
を
、
申
楽
は
簡
単
化
し
た
。
も
と
〳
〵
翁
だ
け

だ
つ
た
の
を
、
手
を
拡
げ
、
田
楽
の
面
白
い
と
こ
ろ
と
大
流
行
の
幸
若
を
取
り

入
れ
た
の
だ
。
そ
こ
で
台
本

―
舞
こ
と
ば
よ
り
は
能
の
現
在
物
の
方
が
調
も

優
れ
仕
組
も
面
白
く
な
り
、
田
楽
、
幸
若
に
勝
つ
た
。

翁
が
そ
れ
で
も
も
と
白
尉
は
神
に
な
つ
て
了
つ
て
ゐ
る
。
す
る
と
黒
尉
も
神
聖
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に
な
る
。
こ
れ
を
分
つ
て
翁
と
三
番
叟
と
す
る
。
翁
は
神
聖
と
な
つ
て
ゐ
る
。

毎
日
翁
、
千
歳
、
三
番
叟
出
づ
。

明
治
以
後
、
翁
を
厳
粛
す
ぎ
る
の
で
し
な
く
な
る
。
正
月
の
舞
台
開
き
の
時
以

外
に
せ
な
く
な
る
。
昔
は
毎
日
や
つ
た
。
五
日
や
れ
ば
五
日
間
、
舞
方
、
詞

こ
と
ば

が
違
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
い
ろ
ん
な
翁
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
十
二
月
往
来
な

ど
い
ふ
翁
等
云
ふ
も
の
。
法
会
舞

―
申
楽
が
奈
良
の
寺
々
に
つ
い
て
ゐ
た
舞

だ
。
春
日
、
又
興
福
寺
で
舞
ふ
時
に
行
ふ
の
が
法
会
舞
。
鈴
の
代
り
に
錫
杖
で

も
つ
て
舞
つ
た
。

も
と
即
興
で
あ
つ
た
ら
う
が
次
第
に
詞
を
変
へ
て
来
た
。
不
明
な
詞
に
な
つ
た

り
卑
し
く
な
る
と
詞
を
変
へ
て
来
る
。こ
れ
は
さ
う
む
つ
か
し
い
事
で
は
な
い
。

世
阿
弥
、
観
阿
弥
の
書
い
た
、
能
の
詞
を
作
つ
た
。
僧
が
作
つ
た
等
云
ふ
が
、

さ
う
で
は
な
く
、
能
役
者
が
作
つ
た
の
だ
。
常
に
こ
と
ば
を
用
ゐ
て
ゐ
る
故
に

詞
を
使
ふ
事
が
上
手
に
な
る
の
だ
。
古
典
に
な
る
と
綺
麗
な
こ
と
ば
に
な
る
。

翁
の
こ
と
ば
も
変
つ
た
ら
う
。
し
か
し
姿
は
変
つ
て
も
内
容
的
に
見
て
猥
雑
な

も
の
が
混
じ
て
ゐ
る
。
エ
ロ
チ
ツ
ク
な
も
の
あ
り
。「
ア
ゲ
マ
キ
」
等
い
ふ
の

は
こ
れ
で
あ
る
。
青
年
期
の
近
い
男
児
の
美
少
年
を
思
ひ
乍
ら
、

　
　

あ
げ
ま
き
や
と
ん
ど
や　

ひ
ろ
ば
か
り
く
さ
か
り
ね
た
れ
ば
か
や
…
…

平
安
初
の
流
行
歌
で
実
感
も
起
こ
ら
ぬ
が
こ
の
歌
が
取
り
込
ん
で
あ
る
。
今
だ

に
田
舎
に
行
は
れ
て
ゐ
る
田
遊
び
で
行
ふ
所
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
信
、
三
、

遠
に
皆
あ
る
。
そ
れ
が
上
品
に
な
つ
た
の
だ
。
さ
う
し
て
身
振
り
も
や
ら
な
く

な
つ
た
の
だ
。
今
度
は
祝
福
を
主
に
し
て
来
る
や
う
に
な
る
。
翁
の
や
つ
た
事

を
面
白
く
砕
い
て
や
る
の
が
三
番
叟
の
芸
。

Ⅲ日
本
文
学
の
最
小
形
、
と
い
ふ
と
歌
と
諺
で
あ
る
。
不
思
議
か
も
し
れ
ぬ
が
歌

が
文
学
の
種
で
あ
り
、
文
学
な
ら
諺
も
文
学
の
種
で
あ
る
。
時
さ
へ
恵
ま
れ
ゝ

ば
文
学
と
な
つ
た
の
だ
。
諺
の
内
に
文
学
の
種
の
素
質
の
少
な
い
事
も
あ
つ
た

ら
う
が
。

ま
れ
人
が
何
でspirit

を
圧
し
た
か
と
い
ふ
と
伝
来
の
詞
が
あ
る
。
村
人
が
ま

れ
人
と
な
り
古
来
の
伝
来
し
た
詞
を
唱
へ
る
とspirit

が
答
へ
る
詞
あ
り
。
長

く
唱
へ
伝
へ
ら
れ
て
無
く
な
ら
な
か
つ
た
。
文
学
の
出
来
る
第
一
歩
は
言
語
を

文
字
の
時
代
ま
で
持
ち
こ
た
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
支
那
文
学
が
入
り
日
本
へ
沁
み

込
む
ま
で
日
本
文
学
が
持
ち
こ
た
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
神
とspirit

の
間

の
詞
で
あ
つ
た
。
神
は
命
じ
、spirit

は
服
従
の
詞
を
本
位
と
し
て
ゐ
た
。
神

は
命
じ
る
だ
け
で
な
く
征
服
の
こ
と
を
云
ふ
と
、spirit

は
従
つ
た
歴
史
を
云

ひ
、
哀
れ
み
を
乞
ひ
、
守
り
魂
を
捧
げ
る
事
を
云
ふ
。
か
く
し
て
歴
史
を
語
る

事
と
な
る
。
そ
の
中
に
心
持
を
訴
へ
る
と
こ
ろ
よ
り
抒
情
詞
が
出
来
る
。
命
令

の
気
分
の
神
の
詞
が
一
傾
向
を
生
ん
で
く
る
。
神
、spirit

の
詞
の
中
、
短
句

が
遊
離
し
、
短
い
も
の
の
み
唱
へ
る
事
に
よ
つ
て
長
詞
の
代
り
と
な
る
。
神
・

spirit
の
詞
の
中
で
一
番
大
切
な
部
、神
の
詞
の
圧
服
的
な
詞
句
が
固
定
し
、諺
、

spirit
の
方
か
ら
は
抒
情
的
な
う
た
が
出
て
来
る
。
か
く
う
た
・
こ
と
わ
ざ
が

世
に
並
び
行
は
る
。
こ
れ
を
云
へ
ば
長
詞
を
唱
ふ
の
と
同
じ
事
に
な
る
の
で
あ
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つ
た
。
そ
し
て
社
会
の
人
を
規
定
す
る
力
を
も
つ
て
来
た
。
後
、
短
き
に
失
し

て
意
味
が
解
ら
な
く
な
る
。
い
ろ
は
で
月
夜
に
釜
を
抜
く
等
云
ふ
の
も
わ
か
ら

ぬ
や
う
、
こ
と
わ
ざ
の
中
に
は
慣
用
句
あ
り
。
髪
を
く
す
べ
る
と
い
け
ぬ
と
い

ふ
。
合
理
解
を
す
る
人
も
あ
る
が
。

刃
物
と
へ
つ
ゝ
い
、
敷
居
の
上
、
二
人
火
吹
き
、
夜
の
口
笛
、
そ
の
他
に
わ
か

ら
ぬ
詞
多
し
。
記
紀
は
じ
め
風
土
記
等
を
見
る
と
、わ
か
ら
ぬ
慣
用
句
が
多
い
。

枕
詞
等
み
な
こ
と
わ
ざ
。
理
由
不
明
に
地
名
に
冠
し
て
枕
詞
を
云
ふ
。
常
陸
の

地
名
に
も
、

　
　

筑
波
の
山
に
黒
雲
か
ゝ
り
衣
手
（
序
歌
）
ひ
づ
ち
の
国

こ
の
序
歌
が
こ
と
わ
ざ
だ
と
云
ふ
。
枕
詞
の
古
い
の
は
皆
こ
と
わ
ざ
と
云
ふ
。

何
故
云
ひ
出
し
た
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
無
理
に
理
由
を
つ
け
て
く
る
。（
頭
注　

第
一
日
）

日
本
国
家
成
立
前
の
話
に
な
る
。

日
本
民
族
が
こ
の
土
地
に
落
ち
着
い
た
の
は
諸
論
あ
れ
ど
、
三
千
年
よ
り
も
つ

と
〳
〵
古
い
こ
と
。
歴
史
家
の
異
論
を
は
さ
む
よ
り
古
い
。

そ
の
日
本
民
族
の
歴
史
と
共
に
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
か
わ
か
ら
ぬ
。
口
頭
詞

章

―
律
文
出
来
の
も
の

―
の
歴
史
は
長
い
。
そ
の
一
部
分
が
単
純
化
し
て

唱
へ
事
に
な
る
。
そ
の
短
い
も
の
を
う
た
、
こ
と
わ
ざ
と
い
ふ
。
そ
れ
の
長
い

も
の
が
、祝
詞
、宣
命
と
な
つ
て
伝
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
昨
日
述
べ
た
短
い
も
の
ゝ

こ
と
わ
ざ
歌
だ
が
、
昔
よ
り
不
明
な
意
味
を
こ
と
ば
が
伝
へ
て
ゐ
る
。
も
と
意

味
あ
つ
た
も
の
が
、
意
味
が
失
は
れ
て
了
つ
た
の
で
あ
る
が
、
け
れ
ど
も
、
そ

の
こ
と
ば
に
そ
む
き
失
ふ
こ
と
が
出
来
な
い
と
考
へ
て
保
存
し
て
ゐ
る
。
こ
と

だ
ま
倖
ふ
、
日
本
の
国
は
、
古
来
か
ら
、
か
く
し
て
詞
章
を
伝
へ
た
。
こ
と
だ

ま
は
こ
と
ば
が
霊
妙
不
可
思
議
な
威
力
を
発
揮
す
る
事
。
日
本
が
神
の
恩
寵
に

よ
つ
て
文
章
の
栄
へ
る
国
の
意
味
で
な
い
。
た
ま
はspirit

と
い
ふ
こ
と
。
言

葉
の
中
にspirit

が
含
む
。
そ
れ
が
こ
と
だ
ま
。
た
ま
し
い
と
は
た
ま
の
働
き
。

後
、
玉
が
出
来
て
た
ま
し
ひ
が
た
ま
を
示
す
。
言
葉
に
た
ま
し
ひ
が
あ
る
。
口

頭
詞
章
に
た
ま
し
ひ
が
あ
る
と
い
ふ
事
で
、
単
語
に
魂
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

詞
章
を
唱
へ
る
と
そ
の
表
現
通
り
の
結
果
が
実
現
す
る
。
縁
起
の
悪
い
事
を
い

ふ
と
そ
の
通
り
実
現
す
る
と
思
つ
て
嫌
ふ
。
詞
通
り
の
実
現
は
詞
のspirit

の

働
き
。
そ
の
不
思
議
な
作
用
を
こ
と
だ
ま
さ
き
は
ふ
と
い
ふ
。
で
、
ど
ん
な
短

い
詞
で
も
大
切
に
し
た
。
意
味
を
忘
れ
乍
ら
と
も
か
く
伝
へ
た
。
諺
に
対
し
て

皆
が
合
理
的
性
能
を
た
く
ま
し
く
し
て
ゐ
る
。
分
解
解
剖
を
し
て
ゐ
る
。
歌
は

意
味
が
わ
か
る
が
、諺
は
わ
か
ら
ぬ
の
で
古
人
も
諺
の
方
へ
力
を
入
れ
て
ゐ
る
。

記
、垂
仁
の
時
、沙
本
毘
売
、沙
本
毘
古
の
話
。
稲
城
で
兄
妹
共
に
死
ぬ
話
あ
り
。

兄
可
愛
い
と
云
う
た
の
が
誓
ひ
の
形
と
し
て
ゐ
る
の
だ
。
本
牟
智
和
気
を
狭
保

姫
は
生
む
。
天
子
が
玉
造
り
を
恨
み
罰
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
よ
り
「
所
得
ぬ
玉
造

り
」
と
い
ふ
諺
が
出
来
た
と
い
ふ
。
こ
れ
は
記
の
編
纂
さ
れ
る
以
前
に
伝
承
さ

れ
た
時
か
ら
詞
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
だ
。
記
編
纂
の
材
料
た
る
語
部
の
物
語
の

中
に
は
、「
所
得
ぬ
玉
造
り
」
の
諺
と
共
に
あ
る
時
代
に
は
か
う
し
た
諺
が
行

は
れ
て
ゐ
た
。
そ
れ
を
解
釈
し
て
ゐ
る
の
だ
。
職
人
故
に
土
地
を
持
た
ぬ
の
だ
。
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昔
よ
り
近
代
ま
で
日
本
で
は
土
地
を
持
た
ぬ
。
土
地
を
生
業
の
根
拠
と
し
て
ゐ

な
い
。
そ
の
点
農
家
と
違
ふ
。
玉
造
り
も
大
切
な
職
人
で
土
地
が
な
い
。
こ
れ

を
垂
仁
に
罰
せ
ら
れ
た
か
ら
だ
と
記
に
含
ま
れ
た
物
語
で
は
説
い
て
ゐ
る
。
こ

れ
は
他
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
る
時
代
に
合
理
的
に
説
い
た
。
こ
の
こ
と

ば
恐
ら
く
所
得
ぬ
は
不
適
当
。
玉
造
り
で
は
な
い
が
所
を
得
ぬ
。

―
不
適
当

だ
と
い
ふ
事
で
あ
つ
た
の
だ
。
そ
の
洒
落
で
あ
つ
た
の
だ
。
そ
の
諺
を
遡
つ
て
、

記
の
如
く
説
明
し
た
の
だ
。
又
一
例
、
仁
徳
の
即
位
前
の
位
譲
り
。
淡
路
の
野

島
の
海
人
（
毎
日
海
幸
を
奉
つ
て
ゐ
た
人
々
）
が
応
神
の
死
後
こ
の
御
兄
弟
の

間
を
行
つ
た
り
来
た
り
し
て
…
…

　
　

海
人
な
れ
や　

己
が
も
の
か
ら
ね
に
泣
く

と
日
本
紀
に
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
即
ち
、
日
本
紀
編
纂
当
時
か
、
又
は
以
前

に
行
は
れ
て
ゐ
た
、
そ
の
説
明
を
そ
こ
へ
持
つ
て
行
つ
た
。
史
上
の
事
実
と
訳

わ
か
ら
ぬ
事
柄
と
連
想
に
よ
つ
て
物
語
の
幹
の
中
へ
織
り
込
ん
で
了
ふ
の
だ
。

仁
徳
の
位
譲
り
の
時
に
海
人
の
困
つ
た
話
へ
割
り
こ
ま
し
た
の
で
あ
る
。
昔
の

伝
承
か
ら
遊
離
し
て
来
た
か
ら
で
、
皆
諺
は
昔
の
伝
承
か
ら
遊
離
し
た
も
の
故

に
、
逆
に
世
に
あ
つ
て
意
味
の
わ
か
ら
ぬ
も
の
、
又
意
味
は
わ
か
る
が
出
自
不

明
の
も
の
は
、
諺
の
入
る
べ
き
と
こ
ろ
を
求
め
る
の
だ
。
そ
の
合
に
合
理
化
、

こ
じ
つ
け
が
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
諺
は
自
分
が
海
人
で
あ
る
か
ら
か
、

自
分
の
持
つ
て
ゐ
る
藻
の
で
あ
り
な
が
ら
ど
う
も
な
ら
な
い
で
泣
い
て
ゐ
る
と

い
ふ
事
。
人
間
の
欲
望
な
ど
皆
こ
ん
な
も
の
。
掛
け
て
言
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
海

人
で
あ
る
か
ら
か
、自
分
の
も　

自
分
の
も
の

か
ら
…
…
、
で
稚わ
き
い
ら
つ
こ

郎
子
と
関
係
な
い
こ
と
、
そ
れ

を
昔
物
語
へ
入
つ
た
の
だ
。
古
伝
承
の
物
語
に
入
つ
て
ゐ
る
諺
と
、
後
に
入
れ

て
行
つ
た
も
の
と
あ
る
の
だ
。

語
部
の
周
縁
階
級
の
歴
史
を
語
つ
て
ゐ
た
。（
か
た
る
と
は
叙
事
詩
を
語
る
事
。

義
太
夫
、
浪
花
節
等
。
う
た
ふ
は
抒
情
的
な
も
の
を
節
づ
け
て
歌
ふ
事
。）

そ
の
語
部
は
何
故
出
来
た
。
唱
へ
事
を
唱
へ
つ
づ
け
た
人
々
の
中
、
唱
へ
事
の

中
の
歴
史
的
部
分
を
受
け
持
つ
も
の
が
語
部
。
昔
か
ら
語
部
は
伝
へ
て
ゐ
る
歴

史
ら
し
い
も
の
を
伝
へ
、
字
の
時
代
に
入
つ
て
記
録
せ
ら
れ
て
来
た
。

大
昔
よ
り
有
史
時
代
ま
で
の
知
識
の
保
持
者
は
、
語
部
。
そ
こ
へ
芸
能
的
部
分

が
出
来
、
滑
稽
な
も
の
が
多
く
な
り
発
達
し
、
人
の
笑
ひ
た
い
と
こ
ろ
を
刺
戟

す
る
方
面
が
出
来
て
く
る
。
持
統
帝
が
志
斐
嫗
に
馬
鹿
咄
を
い
つ
も
し
た
。

　
　

否
と
言
へ
ど
強
ふ
る
志
斐
の
が
強
語
こ
の
こ
ろ
聞
か
ず
て
朕
恋
ひ
に
け
り

志
斐
嫗
の
強
語
と
知
つ
て
ゐ
る
が
こ
の
頃
聞
か
な
い
の
で
、
又
恋
し
く
な
つ
て

来
た
。
そ
の
答
へ
。

　
　

否
と
言
へ
ど
語
れ
〳
〵
と
詔
ら
せ
こ
そ
志
斐
い
は
奉
せ
強
語
と
詔
る

詔
ら
せ
こ
そ
＝
詔
ら
せ
ば
こ
そ
の
ば
音
略
。
強
ひ
ご
と
。
こ
じ
つ
け
た
、嘘
話
。

こ
れ
は
志
斐
嫗
は
恐
ら
く
中
臣
の
志
斐
連
の
家
よ
り
出
た
語
部
で
あ
つ
た
ら

う
。
物
語
を
聞
か
せ
る
と
こ
と
だ
ま
が
身
に
つ
く
。
昔
は
上
位
の
人
を
教
育
す

る
等
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
天
子
は
神
の
叡
智
を
持
つ
て
生
れ
る
故
に
、
教
育

で
き
ぬ
と
信
仰
的
に
考
へ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
自
然
に
物
語
を
聞
か
せ
る
と
そ
の

こ
と
だ
ま
が
身
に
つ
く
。
教
育
と
同
じ
効
果
を
生
ず
る
。
昔
の
教
育
は
世
の
先

例
を
教
へ
れ
ば
よ
い
。
後
に
は
言
葉
を
教
へ
た
。
習
慣
が
断
片
化
し
皇
族
・
貴
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族
に
単
語
を
教
へ
る
だ
け
。
寺
小
屋
で
は
、
単
語
の
み
教
へ
て
僅
か
に
往
来
文

へ
進
ん
だ
の
み
。
平
安
朝
で
は
単
語
の
み
。
そ
の
前
は
物
語
を
聞
か
せ
教
育
し

て
ゐ
た
の
だ
。
教
育
意
識
無
し
に
。
そ
の
物
語
の
中
に
馬
鹿
馬
鹿
し
い
も
の
が

あ
る
。
諺
の
説
明
な
ど
、
後
代
に
昔
に
な
ら
つ
て
臨
時
に
物
語
の
中
へ
取
り
込

ん
で
語
る
。
そ
れ
故
に
自
然
に
強
語
と
な
る
。
そ
こ
へ
反
抗
心
が
生
れ
、
笑
ひ

が
出
来
る
。
皮
肉
な
所
を
考
へ
て
笑
ひ
が
生
れ
る
。
竹
取
の
話
等
で
も
こ
れ
。

皆
諺
の
説
明
に
な
つ
て
ゐ
る
。

竹
取
は
奈
良
朝
以
前
に
出
来
た
も
の
。
恥
を
す
つ

―
恥
を
か
く

―
こ
の
諺

と
竹
取
の
本
筋
の
物
語
と
一
緒
に
ひ
つ
つ
い
て
来
た
の
だ
。
そ
し
て
鉢
を
捨
て

る
話
が
出
来
た
の
だ
。

甲
斐
な
し
の
語
原
説
明
。
不
死
の
薬
を
焼
い
た
故
に
不
士
と
い
ふ
。

竹
取
は
事
実
を
信
じ
て
ゐ
な
い
。人
間
は
実
在
人
の
み
だ
が
歴
史
で
な
い
の
で
、

そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
尊
敬
せ
ず
に
よ
い
の
で
嘘
に
す
る
が
、
記
紀
は
信
じ
な
く

て
は
義
理
が
悪
い
、
と
さ
れ
る
。
か
く
古
来
の
諺
と
物
語
を
結
び
つ
け
る
。
す

る
と
諺
か
ら
物
語
を
生
む
。語
部
の
一
部
の
仕
事
が
次
第
に
さ
う
な
つ
て
く
る
。

す
る
と
も
う
落
し
咄
と
同
じ
に
な
る
。

阿
倍
志
斐
連
の
家
は
祖
先
に
弁
口
の
達
者
な
人
あ
り
。柳
の
花
を
天
子
に
奉
る
。

天
子
の
問
に
答
へ
、
辛
夷
の
花
だ
と
云
つ
た
。
楊
花
と
間
違
ひ
つ
こ
な
い
も
の

で
あ
る
。（
秦
で
も
趙
高
が
馬
と
鹿
を
強
弁
し
た
宦
官
が
あ
つ
た
話
が
あ
る
が
、

事
実
と
違
ふ
の
を
強
弁
し
て
事
実
と
違
ふ
事
を
喜
ん
だ
の
だ
）
諸
臣
が
柳
だ
と

云
つ
た
が
と
う
ど
う
辛
夷
だ
と
云
ひ
切
つ
た
。
こ
れ
は
何
か
物
語
が
あ
つ
た
の

に
、
脱
け
た
の
で
あ
る
。
志
斐
連
は
か
く
、
強
語
を
し
て
事
実
と
違
ふ
事
を
こ

じ
つ
け
て
笑
は
せ
る
物
語
を
し
た
の
だ
。
そ
し
て
文
学
上
に
は
僅
に
し
か
表
れ

ぬ
が
実
生
活
に
進
ん
で
行
は
れ
た
の
だ
。（
ノ
ー
ト
15
終
了
）

諺
よ
り
物
語
を
生
じ
、
書
物
以
外
で
、
又
は
書
物
で
行
方
知
れ
ぬ
も
の
が
出
て

来
る
や
う
に
、
昔
の
強
ひ
語
り
が
室
町
末
に
な
つ
て
、
ぼ
つ
〳
〵
出
て
来
た
。

武
家
の
家
々
が
栄
え
る
と
武
家
の
日
常
生
活
が
書
物
に
さ
れ
て
く
る
。
日
常
茶

飯
事
も
書
き
留
め
ら
れ
る
の
だ
。
常
に
行
は
れ
た
落
し
咄
が
織
豊
を
経
て
徳
川

に
入
り
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
と
共
に
歌
物
語
が
あ
る
。
昔
よ
り
威
力
の
あ
る
歌

が
あ
る
。
こ
れ
を
皇
王
族
が
聞
い
て
教
育
さ
る
。
平
安
朝
に
な
る
と
手
習
ひ

す
る
。

　
　

あ
さ
か
山

　
　

難
波
津
に

皆
魂
に
関
係
あ
る
歌
で
、
手
習
ひ
す
る
と
手
を
通
し
て
魂
が
入
る
。
昔
は
耳
よ

り
入
れ
た
の
に
、
だ
か
ら
手
習
が
ご
く
近
代
ま
で
教
育
の
唯
一
の
手
段
だ
つ
た

の
だ
。
か
ゝ
る
歌
が
世
に
多
く
あ
る
。
こ
の
歌
を
皆
が
沢
山
覚
え
た
の
だ
。
紳

士
と
し
て
は
か
ゝ
る
歌
を
覚
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
で
、
歌
を
土
台
と
し
た
物
語
が

出
来
、
歌
の
来
歴
を
書
く
に
至
る
。
歌
物
語
と
い
ふ
。

竹
取
、
伊
勢
、
大
和
、
皆
歌
物
語
で
あ
る
。
歌
の
あ
つ
た
の
に
事
実
を
こ
じ
つ

け
て
来
た
の
だ
。我
々
が
見
る
と
歌
物
語
と
諺
物
語
の
中
に
入
り
乱
れ
て
ゐ
る
。

結
び
つ
い
た
時
代
は
わ
か
ら
ぬ
が
豊
臣
前
後
に
な
る
と
表
面
に
出
て
来
る
。
旅

行
者
が
旅
で
失
敗
し
て
狂
歌
を
作
つ
て
ゐ
る
が
、
最
後
に
出
た
の
が
道
中
膝
栗
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毛
で
あ
る
。

話
の
終
ひ
に
諺
、
歌
の
つ
く
形
が
ず
つ
と
残
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
古
代
よ

り
あ
り
。
竹
斎
物
語
等
も
、
こ
の
形
。
一
休
諸
国
咄
、
一
休
狂
歌
咄
、
曾
呂
利

狂
歌
咄
等
。
こ
れ
で
狂
歌
と
諺
と
つ
い
た
。
昔
よ
り
の
諺
に
咄
が
つ
く
だ
け
で

な
く
自
然
に
話
が
進
む
中
に
言
葉
の
も
ぢ
り
で
話
を
結
ぶ
技
術
が
生
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
辺
で
や
め
る
が
、
云
ひ
習
は
し
の
歴
史
が
わ
か
り
、
理
由
の
あ
る

も
の
で
あ
つ
た
も
の
で
あ
り
、
又
理
由
づ
け
や
う
と
し
た
も
の
が
あ
つ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

民
謡
は
労
働
歌
よ
り
起
つ
て
ゐ
る
。
作
業
が
時
代
の
進
み
に
つ
れ
て
変
形
を
生

む
。
例
へ
ば
木
を
引
出
し
社
寺
の
建
築
場
へ
引
入
れ
る
木
遣
り
歌
は
も
と
木
挽

き
の
歌
で
あ
つ
た
も
の
。
そ
れ
が
木
遣
り
歌
と
な
つ
た
の
だ
。
そ
れ
に
よ
つ
て

歌
の
調
子
も
変
り
囃
詞
も
変
り
自
然
に
歌
の
文
句
も
変
る
。
今
か
ら
見
る
と
前

代
を
思
は
せ
る
歌
詞
の
も
の
が
多
い
の
は
こ
の
変
化
が
あ
つ
た
故
。
石
び
き
歌

が
城
の
建
築
が
起
こ
る
と
そ
れ
に
結
び
つ
い
て
来
る
。
す
る
と
だ
ん
じ
り
（
屋

台
又
は
船
の
如
き
も
の
）
を
引
く
時
も
同
じ
類
の
歌
を
歌
ふ
。
労
働
の
種
類
に

よ
り
歌
も
変
る
が
依
然
と
し
て
古
い
も
の
も
残
し
て
ゐ
る
。
一
体
日
本
の
労
働

は
神
の
為
事
の
み
で
あ
つ
た
。
根
本
は
皆
神
事
で
説
明
し
て
ゐ
る
。
天
孫
の
降

ら
れ
る
時
も
五
伴
緒
が
下
る
。
皆
神
事
に
仕
へ
て
ゐ
る
人
々
。
大
昔
の
職
を
も

と
へ
遡
つ
て
考
へ
る
と
五
つ
に
な
る
と
思
つ
た
。
中
臣
、Spirit

の
詞
を
司
る

と
こ
ろ
の
斎
部
、
鏡
、
玉
、
鈿
女
の
鎮
魂
舞
踊
、
皆
神
事
に
仕
へ
る
も
の
。
そ

れ
が
細
か
く
分
か
れ
て
後
に
は
八
十
伴
緒
と
い
ふ
。
伴
と
は
職
を
統
轄
し
て
い

ふ
言
葉
。
伴
部
と
い
ふ
も
の
を
支
配
す
る
の
が
伴
の
緒
。
奈
良
近
く
に
な
る
と

伴
造
と
い
つ
て
ゐ
る
。天
よ
り
は
五
つ
の
職
の
み
が
下
つ
た
と
信
仰
的
に
考
へ
、

そ
れ
が
分
化
し
て
幾
つ
か
わ
か
ら
ぬ
八
十
伴
緒
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
労
働
は

必
ず
神
事
だ
と
い
ふ
意
識
を
持
つ
。
労
働
歌
の
根
本
は
、
労
働
の
結
果
が
労
働

を
し
て
ゐ
る
の
は
優
れ
た
人
格
神
の
為
に
し
て
ゐ
る
。
そ
の
人
の
健
康
、威
力
、

幸
を
増
す
と
考
へ
て
い
る
。
大
嘗
祭
の
時
に
天
子
が
大
嘗
宮
に
居
ら
れ
る
間
に

悠
紀
、
主
基
の
人
々
が
餅
つ
き
を
し
な
が
ら
、
悠
紀
、
主
基
の
風
俗
歌
を
歌
つ

て
ゐ
る
。
ふ
ぞ
く
・
く
に
ぶ
り
を
歌
ふ
。
今
だ
に
主
基
の
国
が
定
ま
る
と
悠
紀
、

主
基
の
歌
の
名
所
の
歌
を
作
つ
て
ゐ
る
が
、
昔
は
そ
の
土
に
伝
は
つ
た
由
緒
の

古
い
も
の
を
使
つ
た
の
に
、
平
安
朝
頃
よ
り
新
し
い
も
の
を
用
ゐ
る
や
う
に
な

り
、更
に
新
作
を
作
る
や
う
に
な
る
。歌
ひ
乍
ら
力
を
入
れ
て
、い
ゝ
餅
が
出
来
、

共
に
天
子
に
悠
紀
、
主
基
の
魂
が
天
子
に
入
る
と
考
へ
る
。
悠
紀
、
主
基
は
日

本
を
両
分
し
て
考
へ
、
そ
の
代
表
者
の
国
を
定
め
、
そ
の
所
よ
り
神
聖
な
作
業

を
し
た
の
だ
。
日
本
国
中
の
威
力
が
天
子
に
入
る
と
信
じ
た
。
餅
つ
き
と
一
緒

に
天
子
の
身
に
力
が
入
る
と
思
ふ
。
昔
の
人
は
本
当
に
信
じ
た
。
宮
殿
を
建
て

る
時
も
土
地
を
つ
き
、spirit

を
圧
へ
、
又
一
方
で
主
人
の
幸
に
も
な
る
の
だ
。

悠
紀
、
主
基
で
も
同
様
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
餅
が
よ
く
出
来
る
事
は
天
子
に
よ

く
魂
の
入
つ
た
し
る
し
。
神
祭
り
の
一
夜
酒
の
よ
く
出
来
た
の
は
、
神
が
よ
く

祭
り
を
受
け
た
し
る
し
に
な
る
の
だ
。か
く
し
て
歌
を
う
た
つ
て
作
業
を
す
る
。

こ
れ
は
そ
の
国
の
一
番
威
力
の
あ
る
魂
を
そ
の
人
に
つ
け
る
為
。
は
じ
め
そ
の

国
の
最
古
の
歌
、
後
、
新
作
。
か
く
し
て
民
謡
は
神
に
仕
へ
る
労
働
歌
で
あ
つ
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た
。
労
働
の
分
岐
と
一
緒
に
歌
も
分
れ
、
人
、
神
事
に
与
る
も
の
が
旅
を
し
て

叙
事
詩
、
抒
情
詩
を
落
と
し
て
行
く
。
す
る
と
そ
こ
で
萌
え
出
す
。
又
、
そ
の

土
に
古
い
歌
も
あ
る
と
い
ふ
の
で
歌
が
栄
へ
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
そ
の
土
の
人

は
そ
の
土
に
生
れ
た
歌
だ
と
す
べ
て
考
へ
て
ゐ
る
の
だ
。

国
ぶ
り
と
は
魂
を
ふ
る
歌
。
鎮
魂
の
歌
と
い
ふ
事
。
宮
廷
の
た
ま
ふ
り
歌
に
対

し
て
諸
国
の
ふ
り
の
歌
を
国
ぶ
り
歌
と
云
ふ
。

―
も
と
天
子
の
直
轄
地
で
な

い
地
方
の
歌
と
い
ふ
事

―
か
く
て
歌
と
ふ
り
と
対
立
し
て
来
る
の
だ
。

Ⅴ民
謡
は
古
い
語
で
小
歌
と
い
ふ
。
今
の
声
楽
の
小
歌
と
違
ふ
。
宮
廷
を
大
歌
、

民
間
は
小
歌
と
い
ふ
。
宮
廷
の
詩
は
い
か
な
る
仕
組
み
か
云
ふ
。
宮
廷
元
来
の

も
の
あ
る
に
違
ひ
な
い
が
わ
か
ら
ぬ
。
今
日
あ
る
の
は
時
代
的
に
分
れ
る
。
記

紀
の
大
歌
。
万
葉
集
の
中
の
大
部
分
が
宮
廷
詩
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
更
に
宮
廷

詩
と
し
や
う
と
い
ふ
用
意
を
も
つ
て
編
纂
せ
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。
更
に
大
歌

の
名
を
称
し
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
。
万
葉
集
が
出
来
て
百
年
ほ
ど
し
て
出
来
た

古
今
集
（
万
葉
集
後
百
年
で
出
来
た
）
に
大
歌
所
の
歌
と
東
歌
と
が
出
て
ゐ
る
。

そ
れ
か
ら
更
に
進
ん
で
平
安
朝
の
盛
時
に
ま
と
ま
つ
た
別
の
大
歌
あ
り
。
近
衛

家
か
ら
出
た
琴
歌
譜
。
こ
れ
に
載
つ
て
ゐ
る
の
も
大
体
大
歌
。
時
代
的
に
四
種

あ
る
わ
け
。
そ
れ
か
ら
古
今
の
大
歌
、
琴
歌
譜
の
大
歌
。
つ
ま
り
だ
ん
〳
〵
世

の
変
る
に
つ
れ
大
歌
の
内
容
も
様
式
も
変
つ
た
の
だ
。
結
極
宮
廷
に
行
は
れ
た

歌
。宮
廷
に
は
じ
め
て
起
つ
た
と
か
古
く
持
つ
て
ゐ
た
と
な
ら
な
く
て
も
よ
い
。

宮
廷
は
日
本
中
の
歌
の
集
中
す
る
場
所
。
こ
と
ば
の
中
に
威
力
あ
る
魂
あ
り
。

そ
の
エ
ツ
セ
ン
ス
が
歌
、
諺
。
諺
は
命
令
的
、
歌
は
訴
へ
る
、
哀
願
す
る
意
味

を
持
つ
。
う
た
ふ
は
歌
ふ
事
と
同
時
に
訴
へ
る
こ
と
。
う
た
ふ
が
う
つ
た
ふ
と

な
る
。
四
段
と
下
二
段
の
活
用
。
意
味
と
共
に
活
用
が
変
つ
た
が
、
も
と
同
じ

事
。
自
分
の
衷
情
を
訴
へ
、
尊
い
人
の
愛
を
受
け
る
。
雄
略
は
自
由
な
美
的
性

格
の
方
。
非
常
な
怒
り
を
発
し
、
側
仕
へ
の
人
が
殺
さ
れ
や
う
と
し
て
ゐ
て
も

歌
を
詠
む
と
す
ぐ
助
け
て
ゐ
る
。
采
女
の
槻
葉
の
盃
の
歌
。

天
子
の
怒
り
の
魂
が
鎮
ま
つ
た
と
云
ひ
、
舎
人
が
葛
城
山
で
狩
し
た
時
の
話
。

そ
れ
は
自
分
の
衷
情
を
歌
つ
て
相
手
の
理
会
を
求
め
る
。
訴
へ
る
と
の
関
係
が

わ
か
る
ね
。
歌
を
う
た
ふ
と
歌
を
受
け
る
人
の
身
に
入
り
、
歌
の
魂
が
身
の
中

に
入
る
の
だ
、
天
子
の
中
に
。
国
々
に
は
国
ぶ
り
の
歌
あ
り
。
国
魂
を
自
由
に

す
れ
ば
国
を
治
め
る
。
大
国
御
魂
、
大
物
主
等
、
国
の
魂
。
そ
の
魂
は
歌
の
中
、

諺
の
中
に
入
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
自
由
に
す
れ
ば
国
を
治
め
る
。
こ
れ
を
天
子

に
歌
ひ
か
け
る
と
天
子
の
身
の
中
に
入
る
。
天
子
の
す
さ
む
心
を
鎮
め
る
。
信

仰
も
起
こ
る
が
、
も
と
は
歌
の
魂
が
天
子
の
心
に
入
つ
て
鎮
ま
る
。
故
に
日
本

中
か
ら
歌
を
天
子
に
詠
み
か
け
奉
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
皆
歌
に
な
つ
て
ゐ
る
。

記
紀
の
歌
は
皆
、
う
た
、
ふ
り
に
な
つ
て
ゐ
る
。
う
た
の
歌
ひ
方
。
う
た
は
宮

廷
に
属
し
て
古
い
も
の
と
い
ふ
事
。
ふ
り
は
宮
廷
の
も
の
に
な
つ
て
歴
史
が
歌

よ
り
新
し
い
も
の
と
い
ふ
事
に
も
な
る
。

〇
〇
歌
と
あ
る
の
を
見
て
も
と
は
本
当
は
他
よ
り
入
つ
た
も
の
。
元
来
宮
廷
に

伝
つ
た
も
の
は
記
紀
に
も
僅
か
し
か
な
い
。
時
あ
る
ご
と
に
天
子
忠
勤
を
誓
ふ
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資
料
　
折
口
信
夫
・
木
曽
講
義
　
文
学
と
芸
能
と
の
関
係
　
　
小
池
元
男
ノ
ー
ト

も
の
。
い
く
ら
で
も
宮
廷
に
集
ま
る
。
一
例
東
歌
。
万
葉
集
、
古
今
集
に
も
そ

の
他
平
安
の
盛
時
に
も
あ
り
、
特
別
に
風フ

ゾ
ク俗

と
い
つ
て
ゐ
る
。
東
国
は
国
中
で

宮
廷
に
つ
い
た
歴
史
が
一
番
新
し
い
。
東
人
に
は
常
に
誓
ひ
を
せ
し
め
ら
れ
て

ゐ
る
。
東
人
の
歌
は
注
意
せ
ら
れ
た
の
だ
。
宮
廷
に
来
る
毎
に
ち
か
ふ
誓
ひ
が

心
を
ひ
い
た
。
東
人
は
従
つ
て
歌
が
う
ま
く
な
る
。
万
葉
集
の
歌
で
も
東
歌
は

上
手
い
。
こ
と
ば
が
練
れ
な
い
だ
け
で
技
巧
は
都
の
歌
よ
り
更
に
う
ま
い
。
そ

れ
は
宮
廷
に
奉
る
機
会
が
多
い
。
安
倍
宗
任
の
歌
の
如
き
も
こ
れ
。
日
本
の
昔

の
生
活
で
は
新
附
の
も
の
ほ
ど
身
近
く
仕
へ
て
ゐ
る
。
古
い
も
の
ほ
ど
遠
く
に

置
い
た
。
こ
れ
は
今
日
の
逆
だ
が
昔
は
さ
う
し
た
。
宮
廷
の
信
仰
で
訓
化
す
る

為
で
あ
る
。
我
々
か
ら
云
へ
ば
考
へ
ら
れ
ぬ
が
昔
は
さ
う
。
宗
任
も
義
家
の
そ

ば
に
ゐ
た
。

　
　

我
が
国
の
梅
の
花
と
は
見
つ
れ
ど
も
大
宮
人
は
い
か
が
い
ふ
ら
む

歌
は
下
手
だ
が
都
人
が
恥
を
か
い
て
ゐ
る
の
だ
。
東
人
が
、
か
く
歌
を
作
る
事

を
知
つ
て
ゐ
た
の
で
、
こ
ん
な
話
が
出
来
た
の
だ
。
貞
任
の
義
家
と
の
掛
け
合

ひ
歌
の
話
。

―
こ
れ
も
後
に
出
来
た
咄
だ
ら
う
。
館タ
テ

は
山
の
上
に
城
あ
り
。

下
に
屋
敷
あ
る
作
り
が
館
。

―
そ
の
貞
任
の
歌
な
ど
恋
歌
の
や
う
で
う
ま
す

ぎ
る
。

　
　

年
を
経
し
糸
の
も
つ
れ
の
苦
し
さ
に

こ
の
歌
は
貞
任
が
そ
の
時
に
作
つ
た
歌
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
伝
説
が
平
安
朝

に
出
来
た
の
で
あ
ら
う
が
、
東
人
が
歌
を
作
れ
る
と
信
じ
て
ゐ
た
の
だ
。
古
く

は
万
葉
集
の
時
代
不
明
な
東
歌
。
淳
仁
の
東
歌
。
平
安
に
も
し
き
り
に
東
歌
入

り
、
し
ま
ひ
に
は
東
遊
び
に
つ
い
た
風
俗
の
歌
が
入
つ
て
来
て
ゐ
る
。
東
人
の

歌
は
宮
廷
、
京
に
沢
山
入
つ
て
ゐ
る
。
か
く
国
々
家
々
か
ら
属
す
る
歌
を
宮
廷

に
機
会
ご
と
に
奉
つ
た
。
宮
廷
は
歌
の
集
る
と
こ
ろ
。
こ
れ
が
宮
廷
に
残
り
、

そ
れ
を
分
類
整
頓
し
た
の
が
万
葉
集
の
中
の
一
部
で
あ
る
。
万
葉
集
の
一
、
二

は
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
ま
だ
万
葉
集
に
あ
る
。

ま
だ
そ
の
他
に
宮
廷
の
為
に
準
備
し
た
も
の
あ
り
。
万
葉
集
中
に
は
大
伴
家
持

の
集
め
た
も
の
が
入
つ
て
ゐ
る
。
十
七
―
二
十
ま
で
は
大
伴
家
持
の
編
纂
し
た

も
の
。
自
分
の
生
活
の
間
に
書
い
た
歌
の
日
記
の
如
き
も
の
。
友
人
、
親
類
、

部
下
の
も
の
等
皆
書
い
た
も
の
が
宮
廷
中
に
入
つ
て
ゐ
る
。
又
大
伴
旅
人
、
編

纂
し
た
歌
集
（
巻
五
）
憶
良
、
そ
の
他
、
自
分
の
そ
ば
の
人
の
歌
を
含
む
。
巻

五
は
見
方
で
は
山
上
憶
良
の
歌
の
や
う
に
見
え
る
。
憶
良
は
旅
人
に
気
に
入
つ

て
も
ら
ひ
た
く
て
一
心
に
奉
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
直
ち
に
宮
廷
に
入
つ
た
か
ど

う
か
不
明
だ
が
、
宮
廷
に
は
か
ゝ
る
歌
の
集
が
家
々
よ
り
奉
ら
れ
て
ゐ
る
。
巻

九
は
藤
原
家
の
も
の
。
房
前
、
宇
合
な
ど
が
中
心
と
な
つ
た
も
の
。
旅
人
・
家

持
の
事
を
見
て
も
宮
廷
で
読
む
歌
を
予
め
作
つ
て
ゐ
る
。
歌
を
召
さ
れ
る
と
奉

る
事
は
天
子
に
誓
ふ
事
に
な
る
。
そ
れ
を
即
興
で
な
く
予
め
作
つ
て
お
い
た
の

だ
。
宮
廷
に
奉
る
歌
故
に
念
入
り
に
作
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
万
葉
集
の
歌
は
か
く

見
て
ゆ
く
と
大
体
宮
廷
詩
。
そ
の
他
に
も
宮
廷
に
収
ま
つ
た
家
々
、
地
方
〳
〵

の
歌
で
編
纂
が
完
了
せ
ず
二
十
巻
に
ま
と
ま
つ
て
了
つ
た
の
だ
。
材
料
の
ま
ヽ

の
姿
を
も
と
め
た
ま
ヽ
で
。
沢
山
の
宮
廷
の
材
を
編
纂
し
か
け
て
止
め
に
な
つ

て
了
つ
た
の
で
あ
る
。宮
廷
を
祝
福
す
る
意
味
の
歌
が
集
つ
て
ゐ
た
事
に
な
る
。
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恋
歌
も
挽
歌
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
と
も
か
く
昔
よ
り
貴
族
、
国
々
に
伝
つ
て
ゐ

る
歌
は
族
長
の
権
力
、
地
方
の
主
の
持
つ
力
の
源
。
故
に
作
歌
の
原
因
の
吉
凶

に
か
ヽ
わ
ら
ず
偉
大
な
力
が
あ
る
故
に
宮
廷
に
集
る
の
だ
。
万
葉
集
は
天
子
の

寿
の
永
か
ら
ん
事
を
祝
福
す
る
こ
と
ば
を
集
め
た
歌
集
で
あ
る
。
個
々
の
歌
に

は
そ
の
意
味
は
な
く
と
も
、
と
も
か
く
天
子
の
万
才
を
予
期
し
て
祝
福
す
る
歌

が
万
葉
と
い
ふ
事
。
万
代
、
万
年
と
い
ふ
事
。
万よ

ろ
づの

齢よ
は
ひを

持
た
れ
る
事
を
祝
ふ

こ
と
ば
が
万
葉
。
そ
れ
を
集
め
た
の
を
万
葉
集
と
い
ふ
。
万
葉
集
に
な
る
ま

で
は
文
学
意
識
が
起
こ
ら
ぬ
。
文
学
に
近
づ
く
傾
向
あ
る
が
文
学
で
な
い
。
奈

良
に
近
づ
く
と
貴
族
が
支
那
文
学
で
養
は
れ
た
頭
で
作
歌
す
る
。
支
那
の
直
訳

で
な
い
文
学
的
素
養
あ
る
人
が
日
本
の
こ
と
ば
で
作
歌
す
る
の
で
文
学
的
と
な

る
。
聖
武
孝
謙
の
時
は
歌
が
文
学
的
と
な
る
。
日
本
の
貴
族
の
歌
に
は
宮
廷
に

仕
へ
て
ゐ
る
、
又
漢
文
学
の
素
養
の
あ
る
僧
の
歌
に
は
文
学
意
識
が
強
く
、
自

ら
文
学
と
し
て
扱
つ
て
よ
い
も
の
も
多
い
。
直
訳
し
て
も
文
学
に
な
ら
ぬ
が
、

自
然
に
歌
に
導
か
れ
て
来
る
。
万
葉
集
だ
け
で
な
く
、
奈
良
前
、
飛
鳥
の
都
の

末
頃
に
は
歌
が
変
つ
て
来
る
。歌
が
文
学
ら
し
く
な
る
の
は
飛
鳥
の
都
の
末
頃
。

そ
れ
ま
で
の
歌
は
文
学
と
云
へ
な
い
も
の
。飛
鳥
の
末
頃
天
子
で
云
ふ
と
舒
明
、

皇
極
天
皇
あ
た
り
か
ら
歌
が
は
つ
き
り
し
て
事
実
を
握
つ
た
も
の
に
な
る
。
万

葉
集
も
そ
の
頃
よ
り
は
じ
ま
つ
て
ゐ
る
。
巻
一
、
二
の
古
い
の
は
舒
明
、
皇
極

天
皇
の
歌
。そ
れ
以
前
の
歌
は
歴
史
的
の
意
味
を
持
た
せ
て
載
せ
て
ゐ
る
の
だ
。

こ
れ
を
除
け
ば
舒
明
、
皇
極
天
皇
の
歌
に
な
る
。
仁
徳
・
雄
略
の
歌
は
歌
の
歴

史
に
は
な
つ
べ
か
ら
ざ
る
関
係
あ
り
。
雄
略
の
歌
は

―
あ
る
時
代
に
呪
術
的

な
意
味
を
持
つ
。
そ
の
時
代
に
お
い
て
歌
が
雄
略
等
の
怒
り
を
鎮
め
る
も
の
な

り
。
仁
徳
の
妃
は
嫉
妬
心
の
力
の
強
い
方
。
そ
の
怒
り
を
鎮
め
る
事
を
、
そ
の

頃
の
歌
の
仕
事
、
呪
術
的
意
義
と
考
へ
た
時
代
が
あ
つ
た
の
で
、
万
葉
集
の
中

に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
は
舒
明
よ
り
、
ど
う
し
て
も
飛
鳥
の
末
が
日
本

の
歌
の
多
少
で
も
文
学
的
と
な
つ
た
時
、
歌
が
表
現
力
が
増
し
、
歌
ら
し
く
な

つ
た
時
代
。
万
葉
集
を
通
り
平
安
朝
に
入
る
と
、
文
学
的
に
な
る
も
の
と
民
間

で
歌
は
れ
て
ゐ
る
も
の
と
二
つ
に
分
れ
る
。
万
葉
集
に
は
文
学
の
歌
と
非
芸
術

の
歌
と
分
れ
ぬ
が
、
平
安
に
な
る
と
何
れ
文
学
の
歌
は
三
十
一
字
に
定
り
、
民

謡
の
方
は
自
由
で
ど
ん
な
形
に
も
な
つ
て
ゐ
る
。
万
葉
集
の
鑑
賞
と
い
ふ
島
木

赤
彦
の
精
神
で
あ
る
。
一
方
は
民
謡
で
あ
る
が
演
芸
化
し
、
芸
謡
と
し
て
の
道

を
開
い
て
来
る
。
三
通
り
に
な
る
の
だ
。
民
謡
と
芸
謡
と
は
絡
み
つ
き
、
離
れ

し
て
ゐ
、
又
文
学
と
し
て
の
歌
も
芸
謡
か
ら
影
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
。
平
安

よ
り
鎌
倉
に
入
つ
て
著
し
い
。
接
触
す
る
歌
が
当
時
の
爛
熟
し
た
気
持
に
触
れ

て
芸
謡
的
な
要
素
を
鳥
羽
帝
等
が
取
り
入
れ
歌
が
変
る
。
新
古
今
の
特
長
は
芸

謡
的
な
要
素
の
入
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。

以
上
（
ノ
ー
ト
16
）


