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下
　
　
房
　
　
俊

、

　
　
凡
　
例

本
稿
に
は
、
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

の
中
、
第
四
十
一
番
お
よ
び
第
四
十
二
番
の
注
解
を
収
め
た
。

四
十
一
番
　
す
あ
ひ

蔵
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，

　
　
　
　
　
　
　
が
　
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ
よ
く
わ
い

　
〔
訓
蒙
図
簗
〕
牙
婆
　
今
按
す
あ
ひ
。
女
檜
同
。
　
□
銀
葉
夷
歌
集
〕
古
手
屋
な
り
け
れ
ば
　
め
で
竹
の
茶
発
を
と
り
て
大
ふ
く
を
け
さ
ふ
る
て

　
や
と
祝
ふ
屋
の
内
く
正
治
V
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
簗
〕
古
手
屋
　
絹
布
木
綿
等
、
足
袋
帯
に
い
た
る
ま
で
、
古
着
、
質
の
流
れ
等
を
買
い
集
め
て
、

　
こ
れ
を
商
ふ
。
烏
丸
通
二
条
下
ル
丁
、
五
条
通
室
町
の
西
、
所
々
に
あ
り
。
　
／
　
道
具
屋
　
一
切
の
古
道
具
買
い
取
り
て
こ
れ
を
商
ふ
。
大

　
見
世
を
道
具
屋
と
称
じ
て
、
小
見
世
を
古
金
棚
と
称
ず
。
一
条
の
西
堀
川
、
四
条
の
下
押
小
路
、
藪
下
等
に
あ
り
。
　
〔
俳
諸
職
人
尽
〕
す
あ
ひ

　
　
蔵
廻
り
秋
の
日
や
す
あ
ひ
暮
れ
行
く
烏
丸
く
随
意
V
鹿
馴
る
る
さ
ら
し
す
あ
ひ
や
塗
り
足
駄
く
佳
節
V
鰍
羅
の
戯
れ
と
や
見
ん
布
袋

　
く
路
道
V
　
水
鳥
の
顔
静
か
な
る
牙
婆
か
な
く
蓼
和
V
　
淋
し
み
を
押
し
売
り
す
る
歎
か
ん
こ
鳥
く
活
麿
V
　
蔵
ま
は
り
年
の
鐘
や
払
ひ
物
く
蓼
和
V

　
　
〔
江
戸
職
人
歌
合
〕
八
番
右
　
古
着
屋
　
土
手
に
生
ふ
る
柳
の
一
葉
散
り
そ
め
て
た
な
の
板
問
を
月
ぞ
洩
り
来
る
　
左
右
共
申
二
感
心
之
由
一
。

注
解
『
七
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職
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歌
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』
稿
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九
一

一
七



一
八

判
云
、
…
…
右
は
、
柳
原
の
木
の
間
よ
り
初
秋
の
月
の
洩
り
来
た
り
け
ん
、
又
、
あ
は
れ
不
レ
浅
。
左
右
と
も
に
よ
ろ
し
き
に
と
り
て
、
右
は
、

姿
た
け
高
く
、
末
ま
で
と
ほ
り
て
た
わ
む
所
な
し
。
－
…
右
、
勝
つ
べ
し
。
　
つ
じ
つ
ま
の
あ
は
で
月
日
を
ふ
る
袷
う
ら
と
け
た
り
と
何
頼
み

け
ん
・
…
：
左
中
云
、
初
句
、
あ
ま
り
に
俗
な
り
。
判
云
、
…
…
右
晋
の
初
句
、
か
や
う
の
事
、
此
の
歌
合
の
常
也
。
う
ら
と
け
た
り
と
何
お
も

ひ
け
ん
な
ど
、
あ
し
う
や
は
侍
る
。
左
の
夜
具
、
尺
足
ら
ぬ
に
つ
き
て
、
右
為
し
勝
。
　
〔
宝
船
桂
帆
柱
〕
古
着
屋
　
正
直
の
頭
を
神
の
守
り
に

て
千
早
ふ
る
着
の
店
の
繁
盛
　
「
そ
ん
で
二
十
だ
。
あ
あ
、
安
い
も
ん
だ
」
　
／
　
古
道
具
屋
　
長
生
き
の
賀
ら
く
た
道
具
並
べ
つ
つ
千
と
せ
ふ

る
も
の
ひ
さ
ぐ
め
で
た
さ
　
「
ぼ
ろ
三
ゑ
五
ふ
ん
が
元
値
の
買
い
だ
」
　
〔
難
波
職
人
歌
合
〕
下
三
番
　
古
手
屋
⑧
道
具
屋
　
つ
る
ば
み
の
馴
れ

衣
の
み
手
に
触
れ
て
新
桑
ま
ゆ
に
え
に
し
な
の
身
や
　
右
の
方
人
云
、
馴
れ
衣
の
み
手
に
触
れ
む
事
、
古
手
商
ひ
に
は
さ
も
有
る
べ
け
れ
ど
、

っ
る
ば
み
色
に
は
限
る
べ
か
ら
ず
。
又
、
伊
勢
物
語
に
、
新
桑
眉
の
き
ぬ
は
よ
け
れ
ど
、
こ
れ
は
き
ぬ
と
い
は
ざ
れ
ば
、
い
か
が
な
り
。
左
方

答
、
橡
ぞ
め
は
色
黒
く
し
て
花
や
か
な
ら
ね
ば
、
万
葉
集
に
、
つ
る
ば
み
の
馴
れ
ぬ
る
き
ぬ
と
云
ひ
て
、
是
を
ふ
り
た
る
女
に
も
た
と
へ
た
り
。

又
、
此
の
歌
、
上
に
衣
あ
れ
ば
、
下
の
き
ぬ
は
略
き
た
る
に
こ
そ
あ
れ
。
　
よ
き
人
を
よ
し
て
ふ
こ
と
は
い
さ
さ
め
に
見
て
も
た
が
へ
む
も
の

に
あ
ら
な
く
に
　
左
の
か
た
う
ど
云
、
此
の
作
者
、
目
き
き
に
練
じ
た
る
を
誇
れ
る
の
み
に
て
、
恋
の
歌
と
も
聞
こ
え
ず
。
万
葉
集
に
い
は
ゆ

る
、
心
の
よ
る
べ
な
き
も
の
と
や
い
は
ま
し
。
右
方
答
、
よ
き
人
を
よ
し
と
見
そ
め
た
る
は
、
則
ち
恋
に
有
ら
ず
し
て
何
ぞ
や
。
判
に
云
、
左

の
歌
、
に
ぎ
た
へ
を
に
ぎ
て
と
も
い
ふ
ご
と
く
、
古
手
は
則
ち
古
た
へ
な
れ
ば
、
新
ら
し
き
に
え
に
し
な
き
を
歎
か
れ
た
る
心
、
全
く
万
葉
集

の
、
く
れ
な
ゐ
は
移
ろ
ひ
安
し
つ
る
ば
み
の
馴
れ
ぬ
る
き
ぬ
に
あ
に
し
か
め
や
も
、
と
詠
み
た
る
と
は
裏
う
へ
に
て
、
い
と
あ
だ
め
き
た
る
歌

と
い
ふ
べ
し
。
右
の
歌
、
目
ざ
と
く
見
そ
め
ら
れ
た
る
よ
し
は
聞
こ
え
ざ
る
に
あ
ら
ね
ど
、
惣
て
の
お
も
む
き
の
お
く
れ
て
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
猶
、

左
に
勝
を
譲
る
べ
し
。

【
本
文
】

四
十
一
番

月
の
き
る
雲
の
こ
ろ
も
を
う
り
も
の
や

さ
ふ
ら
ふ
と
い
ふ
人
も
か
は
め
や

こ
ろ
も
1
〔
類
〕
衣

う
り
も
の
－
〔
類
〕
う
り
物



く
ら
ま
は
り
た
∫
い
た
つ
ら
に
く
る
⊥
戸
の

あ
け
ぬ
夜
ふ
か
き
月
を
み
る
か
な

　
左
右
と
も
に
、
さ
せ
る
難
な
し
。
可
為
持
。

思
ふ
事
ひ
と
に
つ
た
ふ
る
み
ち
な
ら
て

お
よ
ふ
や
あ
る
と
い
ふ
は
よ
し
な
し

こ
ひ
衣
そ
て
を
か
へ
は
や
く
ら
ま
は
り

た
え
す
な
み
た
の
な
か
れ
も
の
と
て

　
左
は
、
よ
そ
の
人
の
詠
晋
な
ら
は
、
尤
さ
も
と
き

　
こ
ゆ
。
作
者
の
身
に
て
、
晋
の
心
た
か
ふ
へ
し
。
右
、

　
袖
を
か
へ
は
や
、
な
か
れ
物
、
さ
も
と
き
こ
ゆ
れ
と
、

　
こ
れ
も
、
そ
て
を
か
へ
は
や
と
い
ふ
、
い
か
＼
。
袖
を
か
へ
よ

　
な
と
詠
へ
き
に
や
。
と
り
合
て
、
為
持
。

　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

御
よ
ふ
や

さ
ふ
ら
ふ
。

　
蔵
ま
は
り

御
つ
か
ひ
物
、
く
。
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解
『
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稿
一
十
九
一

く
ら
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は
り
ー
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類
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蔵
ま
は
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ふ
か
き
1
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〕
深
き
か
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ー
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類
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哉

事
－
〔
類
〕
こ
と
　
ひ
と
に
つ
た
ふ
る
み
ち
－
〔
類
〕
人
に
伝
ふ
る
道

お
よ
ふ
や
あ
る
1
〔
類
〕
お
よ
う
や
有

こ
ひ
衣
1
〔
類
〕
恋
衣
　
そ
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1
〔
類
〕
袖
　
く
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ま
は
り
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〔
類
〕
蔵
ま
は
り
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み
た
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れ
も
の
ー
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こ
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〕
聞
ゆ

晋
の
心
1
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類
〕
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の
意

き
こ
ゆ
れ
と
1
□
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ゆ
れ
と

こ
れ
－
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類
〕
是
そ
て
ー
〔
類
〕
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と
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〔
明
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〔
類
〕
御
よ
う

す
あ
ひ
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二
〇

【
語
注
〕

◎
す
あ
ひ
は
、
語
源
、
仮
名
遣
い
未
詳
。
「
す
わ
い
」
と
も
発
音
さ
れ
た
よ
う
で
、
『
日
葡
辞
書
』
に
「
O
O
；
巴
」
、
尭
空
本
節
用
集
に

ス
ハ
イ

「
蹟
」
と
あ
る
。
「
牙
僧
」
、
「
牙
婆
」
な
ど
の
字
を
宛
て
る
。
売
買
の
仲
介
を
し
て
利
を
取
る
者
。
室
町
末
期
ご
ろ
か
ら
起
こ
っ
た
職
種

で
、
主
と
し
て
女
性
が
携
わ
っ
て
い
た
ら
し
い
。
具
体
的
に
は
、
公
卿
、
門
跡
、
大
名
家
を
始
め
、
町
の
隅
々
ま
で
を
回
り
、
小
袖
、
帷

子
等
の
古
着
類
や
、
櫛
、
扇
等
の
装
身
具
な
ど
を
買
い
取
り
、
そ
れ
を
転
売
し
た
り
、
交
換
に
応
じ
た
り
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、

売
春
に
も
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
ら
の
様
子
は
、
奈
良
絵
本
『
お
よ
う
の
あ
ま
』
に
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
一
『
お
よ
う
の
あ
ま
』

に
は
、
「
す
あ
ひ
」
と
い
う
言
葉
は
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
登
場
す
る
御
用
の
尼
は
、
「
何
も
召
さ
る
べ
き
物
や
お
は
し
ま
す
」
、
「
何
に

て
も
召
さ
れ
候
ふ
べ
き
御
用
あ
ら
ば
、
取
り
替
へ
て
ま
い
ら
せ
ん
」
な
ど
と
言
っ
て
客
を
訪
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
す
あ
ひ
が
「
御
用
や

さ
ふ
ら
ふ
」
と
客
に
呼
び
掛
け
て
い
た
ら
し
い
こ
と
と
符
合
す
る
。
一
ま
た
、
近
世
の
例
で
あ
る
が
、
『
心
中
恋
の
塊
り
』
に
、
「
都
に
は

す
は
い
女
と
て
、
冬
は
着
る
物
の
表
、
夏
は
帷
子
を
、
大
な
る
文
庫
に
入
れ
、
花
色
染
め
の
大
袋
に
入
れ
、
下
女
に
載
か
せ
、
其
の
身
は

御
所
風
の
髪
、
琳
現
の
弁
に
蒔
絵
の
挿
櫛
、
下
に
は
衣
物
、
上
に
は
紺
染
め
の
木
綿
着
り
物
に
、
紫
縮
緬
の
金
剛
を
履
き
、
室
町
烏
丸
の

問
屋
間
屋
を
あ
り
き
て
商
ひ
を
す
る
一
と
あ
る
。
一
尤
双
紙
一
下
に
は
、
「
い
っ
は
る
物
の
し
な
く
一
の
頃
に
、
博
突
打
な
ど
と
並
ん
で
、

「
物
売
る
に
す
あ
ひ
と
い
ふ
物
」
と
あ
り
、
い
か
が
わ
し
い
商
人
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
蔵
回
は
、
蔵
一
質
屋
一
を
回
っ
て
質
流
れ
の
品
を
買
い
取
り
、
そ
れ
を
転
売
す
る
商
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
『
嬉
遊
笑
覧
』
十
一
は

「
何
に
ま
れ
調
度
を
買
ま
は
る
も
の
と
み
ゆ
」
と
す
る
が
、
本
職
人
歌
合
の
恋
の
歌
に
は
衣
が
詠
み
込
ま
れ
、
絵
に
は
刀
が
描
か
れ
て
い

る
。
「
蔵
回
」
と
い
う
職
名
は
、
本
職
人
歌
合
以
前
の
資
料
で
は
ま
っ
た
く
、
以
降
の
資
料
で
も
ほ
と
ん
ど
管
見
に
入
ら
ず
、
し
た
が
っ

て
、
蔵
回
は
、
室
町
末
期
ご
ろ
に
起
こ
り
、
以
降
は
「
古
手
買
」
、
「
古
着
屋
」
、
「
道
具
屋
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
商
人
へ
と
発
展
し
て
行
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

◎
月
の
き
る
雲
の
こ
ろ
も
　
「
雲
の
衣
」
は
、
雲
を
衣
に
見
立
て
た
言
葉
。
「
山
の
端
に
雲
の
衣
を
脱
ぎ
捨
て
て
ひ
と
り
も
月
の
た
ち
の
ぼ

る
か
な
く
俊
頼
V
」
一
金
葉
集
三
、
秋
部
一
な
ど
の
例
が
あ
る
。
「
月
の
着
る
雲
の
衣
」
で
、
月
が
雲
に
隠
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。

◎
う
り
も
の
や
　
「
や
」
は
詠
歎
の
助
詞
か
。
疑
間
の
助
詞
と
見
て
、
下
句
「
さ
ふ
ら
ふ
」
に
続
く
と
取
る
こ
と
も
で
き
る
。



◎
さ
ふ
ら
ふ
と
い
ふ
人
も
か
は
め
や
　
「
さ
ふ
ら
ふ
」
は
、
「
さ
う
ら
う
一
。
・
0
。
『
0
。
一
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
一
「
御
よ
ふ
や
さ
ふ
ら
ふ
」
の
項

参
照
）
。
「
さ
ふ
ら
ふ
と
い
ふ
人
」
は
、
前
項
の
「
や
」
が
詠
歎
の
助
詞
と
す
れ
ば
、
す
あ
ひ
が
「
御
用
や
さ
ふ
ら
ふ
」
と
呼
び
掛
け
る
の

に
対
し
て
「
さ
ふ
ら
ふ
」
と
答
え
る
人
、
す
な
わ
ち
客
の
こ
と
か
。
『
新
大
系
』
は
、
「
や
」
を
疑
問
の
助
詞
と
見
て
、
「
『
売
り
物
が
ご

ざ
い
ま
す
か
』
と
い
ふ
人
（
牙
僧
一
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、
す
あ
ひ
が
古
着
な
ど
を
仕
入
れ
る
場
面
を
想
定
し
て
い
る
。
「
め
や
」
は
、
推

量
ま
た
は
意
志
を
反
語
的
に
表
玄
言
葉
で
、
一
月
の
着
る
衣
な
ど
を
）
買
う
は
ず
が
あ
ろ
う
か
、
の
意
。
月
の
衣
な
ど
誰
も
買
い
手
が
っ

か
な
い
の
で
、
（
月
が
い
つ
ま
で
も
雲
に
隠
れ
て
い
て
一
残
念
だ
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る
る
ど

◎
た
＞
い
た
つ
ら
に
く
る
＞
戸
の
　
「
い
た
づ
ら
に
暮
る
」
か
ら
「
樋
戸
」
と
続
け
る
。
「
い
た
づ
ら
に
暮
る
」
は
、
こ
こ
で
は
、
商
い
の

成
果
の
な
い
ま
ま
一
日
が
暮
れ
る
、
の
意
。
「
櫃
戸
」
は
、
扉
の
一
端
の
上
下
に
あ
る
突
出
部
を
鴨
居
と
敷
居
に
あ
る
穴
に
差
し
込
ん
で

扉
が
回
転
す
る
よ
う
に
し
た
戸
。
「
蔵
」
の
縁
語
。
「
…
…
樋
戸
の
」
で
、
序
詞
的
に
下
句
に
続
く
。

◎
あ
け
ぬ
夜
ふ
か
き
　
「
櫃
戸
の
開
け
ぬ
」
か
ら
「
明
け
ぬ
夜
」
と
続
け
る
。
「
夜
深
し
」
は
、
夜
明
け
ま
で
に
ま
だ
時
問
の
あ
る
こ
と
。

玉
葉
集
に
、
「
入
り
方
の
月
は
少
な
き
柴
の
戸
に
あ
け
ぬ
夜
深
き
嵐
を
ぞ
聞
く
〈
教
良
女
〉
」
一
十
六
、
雑
歌
三
一
と
、
こ
こ
と
似
た
表
現

の
歌
が
あ
る
。

◎
思
ふ
事
ひ
と
に
つ
た
ふ
る
み
ち
な
ら
て
　
恋
の
思
い
を
相
手
に
伝
え
る
た
め
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
て
。

◎
お
よ
ふ
や
あ
る
と
い
ふ
は
よ
し
な
し
　
画
中
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
す
あ
ひ
は
実
際
に
は
、
「
御
用
や
さ
ふ
ら
ふ
」
（
御
用
が
ご
ざ
い

ま
す
か
一
ζ
言
っ
て
注
文
を
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
御
用
や
あ
る
」
は
、
そ
れ
を
和
歌
ら
し
く
言
い
換
え
た
表
現
。
一
恋
の
思
い
を
伝

え
る
た
め
で
も
な
く
、
一
い
つ
も
「
御
用
や
あ
る
」
と
尋
ね
歩
い
て
い
る
の
は
甲
斐
も
な
い
こ
と
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
こ
ひ
衣
　
心
を
離
れ
な
い
恋
の
思
い
を
、
い
つ
も
身
に
つ
け
て
い
る
衣
に
た
と
え
た
言
葉
。
ま
た
、
恋
を
し
て
い
る
人
の
着
る
衣
。

「
恋
衣
着
奈
良
の
山
に
鳴
く
鳥
の
間
な
く
時
な
し
あ
が
恋
ふ
ら
く
は
」
一
万
葉
集
十
二
、
寄
物
陳
思
一
、
「
恋
衣
い
か
に
染
め
け
る
色
な
れ
ば

思
へ
ば
や
が
て
う
っ
る
心
ぞ
く
俊
成
V
」
（
続
拾
遺
集
十
一
、
恋
歌
一
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。

◎
そ
て
を
か
へ
は
や
　
恋
衣
が
い
つ
も
涙
に
濡
れ
て
い
る
の
で
、
袖
を
替
え
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
、
質
流
れ
の
着
物
の

袖
を
付
け
替
え
よ
う
、
の
意
を
掛
け
る
。
判
詞
で
は
、
こ
れ
に
っ
い
て
、
「
袖
を
替
へ
ば
や
と
い
ふ
、
い
か
∫
。
袖
を
替
へ
よ
な
ど
詠
べ

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
一
十
九
一

二
一



二
二

き
に
や
」
と
批
判
す
る
が
、
そ
れ
は
、
「
袖
」
を
客
の
着
て
い
る
着
物
の
袖
と
取
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
歌
の
結
句
に
「
流
れ

物
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
解
は
不
自
然
で
あ
る
。

◎
た
え
す
な
み
た
の
な
か
れ
も
の
と
て
　
「
た
え
ず
涙
の
流
れ
」
か
ら
「
流
れ
物
」
と
続
く
。
「
流
れ
物
」
は
、
質
流
れ
の
品
物
。
近
世
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邊
　
　
　
㊥
　
　
　
9

降
の
用
例
し
か
管
見
に
入
ら
ぬ
が
、
中
世
に
、
「
若
、
こ
の
や
く
月
を
は
せ
す
ぎ
ば
、
な
が
れ
質
た
る
べ
き
上
者
、
徳
政
の
さ
た
に
を
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

ぶ
べ
か
ら
ず
」
一
建
武
式
目
追
加
、
永
正
十
七
⑱
二
⑧
十
二
一
、
「
教
豊
卿
御
代
、
質
物
二
入
、
流
之
処
二
」
つ
言
国
卿
記
、
文
明
十
一
九
一

十
四
一
な
ど
の
例
が
あ
る
。
な
お
、
三
十
六
番
左
、
い
た
か
の
恋
の
歌
に
、
「
は
て
は
涙
の
流
灌
頂
」
と
、
似
た
表
現
が
あ
っ
た
。

◎
よ
そ
の
人
の
詠
嵜
な
ら
ぼ
灸
尤
さ
も
と
き
こ
ゆ
。
作
者
の
身
に
て
曳
吾
の
心
た
か
ふ
へ
し
　
第
三
老
が
す
あ
ひ
の
こ
と
を
詠
ん
だ
の
で

あ
れ
ば
、
納
得
で
き
る
が
、
す
あ
ひ
自
身
が
詠
ん
だ
歌
と
し
て
は
、
内
容
が
し
っ
く
り
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
よ
し
な
し
」
と

断
定
す
る
語
調
が
他
人
ご
と
の
よ
う
で
、
恋
を
す
る
当
人
の
歌
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
と
の
判
断
か
ら
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

◎
そ
て
を
か
へ
は
や
と
い
ふ
竜
い
か
＞
。
袖
を
か
へ
よ
な
と
詠
へ
き
に
や
　
作
者
で
あ
る
蔵
回
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
袖
を
替
へ
ば
や
」

で
は
な
く
、
「
袖
を
替
へ
よ
」
な
ど
と
詠
む
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
批
判
は
当
た
ら
な
い
（
「
そ
て
を
か
へ
は
や
」
の
項

参
照
一
。

◎
と
り
合
て
冷
為
持
　
「
と
り
合
て
」
を
、
『
新
大
系
』
は
「
と
り
あ
ひ
て
」
と
読
む
が
、
「
と
り
あ
は
せ
て
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
取
り
合
は
す
」
は
、
比
較
す
る
こ
と
。
本
職
人
歌
合
で
は
、
他
に
、
六
十
番
一
薫
物
売
一
薬
売
一
の
恋
の
歌
の
判
詞
、
「
此
番
、
さ
し
て

も
聞
え
ず
。
薫
物
も
薬
も
、
取
り
合
て
、
為
持
」
、
七
十
一
番
一
酢
造
⑧
心
太
売
一
の
恋
の
歌
の
判
詞
、
「
左
寄
は
、
…
…
艶
に
聞
こ
ゆ
。

右
は
、
下
句
よ
ろ
し
。
取
り
合
て
、
持
に
て
侍
べ
し
」
の
例
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
、
左
右
の
歌
を
比
較
し
た
結
果
、
優
劣
の
な
い
場
合
に

用
い
て
い
る
か
ら
、
歌
合
判
詞
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
「
準
へ
て
持
と
な
す
」
一
十
九
番
語
注
「
な
す
ら
へ
て
為
持
」
の
項
参
照
）
の

「
準
ふ
」
と
同
じ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
歌
合
判
詞
で
、
「
取
り
合
は
す
」
と
い
う
語
を
、
こ
の
よ
う
な
文
脈

で
用
い
た
例
は
な
い
。

◎
御
よ
ふ
や
さ
ふ
ら
ふ
　
底
本
、
尊
経
閣
本
、
白
石
本
は
、
職
名
「
す
あ
ひ
」
を
落
と
す
。
「
御
用
が
ご
ざ
い
ま
す
か
」
の
意
で
、
す
あ

ひ
が
客
に
呼
び
か
け
る
常
套
句
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
さ
ふ
ら
ふ
」
は
、
こ
の
時
代
で
は
、
「
さ
う
ら
う
」
一
ω
字
0
く
一
と
言
っ
た
と
思



わ
れ
る
。
た
だ
し
、
中
世
末
の
女
性
の
書
き
言
葉
に
は
、
よ
り
古
い
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
い
う
形
が
残
っ
て
お
り
一
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文

典
〉
、
こ
こ
は
書
き
言
葉
で
は
な
い
が
、
す
あ
ひ
の
常
套
句
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。
明
暦
板
本
に
は
、
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
濁
点
を
振
る
。

◎
御
つ
か
ひ
物
、
く
「
使
ひ
物
一
は
、
使
一
て
役
に
た
っ
物
、
徳
用
品
の
意
か
。
一
日
葡
辞
書
一
に
、
弓
§
一
§
9
使
用
す
る
物
、

ま
た
は
、
役
に
た
て
る
物
」
と
あ
る
。
「
御
使
ひ
物
、
御
使
ひ
物
」
は
、
蔵
回
が
客
に
呼
び
か
け
る
常
套
句
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
絵
】

　
す
あ
ひ
は
、
二
人
と
も
、
白
い
衣
を
被
い
た
上
か
ら
市
女
笠
を
被
り
、
小
袖
を
着
、
草
履
を
履
く
。
向
か
っ
て
左
の
一
人
は
袋
を
背
負

い
、
右
の
一
人
は
右
手
を
差
し
出
し
て
、
蔵
回
に
話
し
か
け
て
い
る
様
子
。

　
蔵
回
は
、
烏
帽
子
、
直
垂
、
袴
姿
で
、
袴
の
裾
を
か
ら
げ
、
草
履
を
履
く
。
左
手
で
大
き
な
袋
を
背
負
い
、
右
手
に
大
小
の
刀
二
本
を

持
つ
。
こ
の
刀
も
売
り
物
で
あ
ろ
う
。
類
従
本
は
、
直
垂
の
紐
を
描
き
落
と
す
。

〔
参
考
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
な
か

○
あ
る
時
、
年
寄
り
た
る
尼
の
、
袋
を
頂
き
立
ち
寄
り
、
何
も
召
さ
る
べ
き
物
や
お
は
し
ま
す
。
召
し
御
な
ら
し
の
御
小
袖
、
古
き
御
中
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
の
ご
い

召
し
替
へ
の
御
衣
、
御
肌
付
け
の
古
樺
子
、
洗
ひ
晒
し
の
御
ひ
へ
物
、
御
頭
巾
の
布
切
れ
、
首
周
の
切
れ
端
、
御
手
拭
の
切
り
は
づ
し
、

何
に
て
も
召
さ
れ
侯
べ
き
御
用
あ
ら
ば
、
取
り
替
へ
て
参
ら
せ
ん
と
て
、
縁
に
腰
う
ち
掛
け
て
、
袋
そ
ば
に
さ
し
置
き
て
、
苦
し
や
と
て
、

休
み
い
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
『
お
よ
う
の
あ
ま
』
一

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
十
九
）

二
三



二
四

四
十
二
番
　
筏
士

櫛
挽

【
職
人
昼

　
〔
古
今
夷
曲
集
〕
筏
士
　
芳
野
川
滝
と
び
く
ち
を
あ
ま
た
も
て
手
わ
う
ざ
わ
う
に
下
す
筏
士
〈
重
故
〉
　
〔
後
撰
夷
曲
集
〕
寄
櫛
恋
　
二
十
六
度

　
く
ど
け
ど
と
け
ず
黒
髪
の
く
し
く
し
物
を
思
ふ
身
ぞ
う
き
く
利
房
V
　
〔
銀
葉
夷
歌
集
〕
寄
櫛
恋
　
下
紐
も
初
め
て
人
に
と
き
ぐ
し
の
は
も
じ
に

　
思
ふ
け
さ
の
衣
々
〈
方
碩
V
　
／
　
乱
れ
箱
と
櫛
と
人
の
方
へ
や
る
人
に
か
は
り
て
　
書
き
添
へ
し
櫛
の
は
も
じ
塗
言
の
葉
を
思
へ
心
の
乱
れ

　
箱
と
も
く
顕
行
V
　
〔
大
団
〕
寄
筏
恋
　
我
が
恋
は
筏
を
繋
ぐ
く
さ
れ
縄
逢
ふ
瀬
と
な
れ
ば
切
る
る
御
縁
か
　
／
　
櫛
を
く
る
と
て
　
此
の
櫛
を

　
万
代
さ
し
て
祝
ふ
な
り
君
が
黒
髪
と
け
た
中
に
は
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
簗
〕
筏
師
　
奥
山
よ
り
伐
り
下
し
て
川
水
に
浮
か
ぶ
る
を
、
組
み
合
は
せ

　
て
こ
れ
に
乗
り
、
竿
さ
し
下
す
を
筏
師
と
い
ふ
也
。
都
部
に
こ
れ
有
る
中
に
も
、
嵯
峨
の
大
井
川
の
筏
、
歌
に
詠
め
り
。
　
／
　
櫛
挽
　
神
代

　
の
昔
、
稲
田
姫
に
其
の
親
手
摩
乳
が
、
櫛
を
も
て
髪
揚
げ
し
て
、
姫
を
素
議
烏
に
奉
り
し
と
か
や
。
然
れ
ば
、
始
ま
り
久
し
き
事
也
。
又
、
妻

　
櫛
と
は
、
化
生
の
恐
る
る
櫛
と
也
。
櫛
を
投
ぐ
る
は
、
大
き
に
忌
む
事
と
か
や
。
櫛
は
、
伊
須
、
黄
楊
等
、
其
の
外
諸
の
唐
木
、
象
牙
、
琳
瑠

　
等
を
も
つ
て
造
り
、
蒔
絵
、
金
具
を
も
つ
て
彩
る
。
各
下
細
工
人
有
り
。
唐
櫛
は
唐
よ
り
渡
す
。
其
の
外
、
大
坂
長
町
に
て
造
る
。
又
、
梗
慨
、

　
是
を
商
ふ
也
。
細
工
人
別
に
あ
つ
て
、
此
の
所
ゑ
売
る
な
り
。
竹
、
角
、
象
牙
、
鯨
の
鰭
を
も
つ
て
造
る
。
京
櫛
挽
、
寺
町
通
押
小
路
の
下
舟
、

　
木
長
門
、
其
の
外
所
々
に
あ
り
。
伊
須
の
木
、
長
門
よ
り
出
づ
。
此
の
木
を
舟
木
と
号
す
。
　
〔
用
明
天
王
職
人
鑑
　
職
人
尽
〕
ひ
く
や
夕
な
の

　
硫
櫛
や
、
乱
れ
髪
櫛
人
は
よ
も
、
水
櫛
と
こ
そ
思
ひ
し
に
、
誰
が
三
ツ
櫛
に
名
を
立
て
て
…
…
　
〔
狂
歌
活
玉
集
〕
杜
頭
櫛
　
絵
馬
に
し
て
掛

　
け
奉
る
五
の
字
櫛
神
も
す
く
と
の
つ
げ
に
ま
か
せ
て
〈
友
房
〉
　
〔
誹
諸
職
人
尽
〕
筏
士
　
櫛
ひ
き
　
筏
士
の
裸
を
安
き
角
力
か
な
く
不
ト
V

　
い
か
だ
し
の
笠
美
し
き
桜
哉
〈
嵐
水
〉
　
あ
の
男
筏
に
寝
る
か
夕
千
鳥
〈
山
夕
〉
　
筏
士
の
寝
姿
見
ゆ
る
螢
か
な
く
長
流
舎
　
呉
江
V
　
筏
士
の

　
鴨
の
中
ゆ
く
寒
さ
か
な
く
蛙
井
V
　
筏
士
の
涼
し
か
る
ら
む
柳
陰
〈
珠
龍
〉
　
筏
士
や
陸
は
手
ぶ
り
の
旅
衣
く
蓬
吟
V
　
筏
上
の
そ
こ
り
に
な
り

　
し
寒
さ
か
な
く
夜
白
V
　
筏
士
の
徹
に
幾
夜
の
衛
哉
〈
松
巴
〉
　
筏
士
や
霜
に
目
を
す
る
水
鏡
〈
万
夫
〉
　
筏
士
の
枕
に
近
き
氷
か
な
〈
伴
路
〉



い
か
だ
し
や
今
日
の
雪
解
を
懐
手
く
万
尺
V
　
い
か
だ
し
も
布
願
を
掛
け
た
る
寒
さ
か
な
く
上
州
桐
生
　
喜
考
V
　
藻
の
華
を
鍋
に
も
汲
む
や
筏

乗
り
く
楼
舞
V
　
筏
士
の
一
夜
を
藤
の
花
の
陰
く
銀
砂
V
　
筏
士
の
い
て
つ
け
ら
る
る
霜
夜
哉
く
聞
明
V
　
筏
士
の
跡
追
ふ
て
降
る
や
花
の
雪

く
悶
堂
V
　
す
が
す
が
し
筏
の
上
に
松
飾
り
く
蓼
和
V
　
＋
三
夜
女
の
買
人
後
の
月
く
崖
節
V
　
櫛
挽
の
笑
ふ
や
鴨
の
そ
そ
け
髪
く
東
風
V
　
手
心

に
晴
く
や
櫛
屋
の
き
り
ぎ
り
す
く
田
女
V
　
あ
つ
ら
へ
の
櫛
も
そ
よ
ぐ
や
夏
柳
く
蓼
和
V
　
〔
今
様
職
人
尽
百
人
一
首
〕
櫛
挽
　
き
り
ぎ
り
す
ひ

く
や
亭
主
の
泣
か
せ
売
り
黄
楊
の
三
櫛
人
も
買
ふ
な
ん
　
「
旦
那
、
ま
ぶ
な
け
ん
だ
の
も
し
」
「
い
や
、
此
の
黄
楊
に
し
ま
せ
う
」
　
〔
職
人
尽
発

句
合
〕
五
十
八
番
右
　
櫛
挽
　
明
け
や
す
き
夜
や
櫛
の
歯
の
隙
間
な
し
　
夏
の
夜
の
せ
は
し
さ
を
櫛
の
歯
に
掛
け
た
る
こ
と
は
り
に
、
鶏
も
鳴

き
鐘
も
鳴
り
て
、
や
る
せ
な
き
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
別
れ
も
籠
も
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、
遺
愛
寺
の
鐘
に
枕
を
敬
て
し
も
、
わ
り
な
き
思
ひ
の
あ
り
し
や
、

知
ら
ず
。
「
お
六
櫛
は
当
世
の
は
や
り
物
」
　
〔
職
人
尽
狂
歌
合
〕
左
　
筏
士
　
峰
雪
を
筏
に
積
み
て
さ
ゆ
る
日
は
顔
ま
で
さ
を
に
な
し
て
わ
な

な
く
　
左
、
大
方
幽
玄
に
て
、
優
に
聞
こ
え
て
侍
る
。
わ
き
て
さ
を
に
と
い
ふ
詞
こ
そ
、
め
づ
ら
し
く
、
興
は
侍
れ
。
…
…
左
勝
ち
て
侍
り
。

　
「
あ
か
ら
め
も
せ
で
竿
さ
し
て
あ
る
を
待
て
。
こ
と
問
は
ん
と
は
、
あ
な
心
な
。
水
上
の
苓
の
嵐
、
い
か
に
吹
く
か
し
り
侯
は
ず
。
」
　
／

左
　
筏
士
　
右
　
同
　
組
み
お
き
し
筏
は
雪
に
埋
も
れ
て
樟
や
し
る
し
の
樟
と
見
ゆ
ら
ん
　
下
す
べ
き
筏
埋
む
を
幸
ひ
と
雪
の
白
木
に
手
も
組

ん
で
見
る
　
左
、
樟
や
し
る
し
の
な
ど
利
口
し
申
さ
れ
し
、
心
に
く
き
筏
師
と
知
ら
る
。
右
、
結
句
ひ
と
ふ
し
あ
り
。
さ
れ
ど
、
左
の
筏
、
い

み
じ
き
良
材
と
□
ゆ
め
れ
ば
、
選
び
に
は
こ
れ
を
こ
そ
取
り
用
ひ
侍
る
べ
け
れ
。
　
／
　
右
　
筏
師
　
降
る
日
に
は
樟
も
寝
こ
ろ
ぶ
枕
か
の
こ

が
で
や
雪
を
愛
づ
る
筏
士
－
…
右
、
樟
の
横
た
は
れ
る
よ
り
、
枕
詞
の
こ
が
を
し
も
取
り
出
で
申
さ
れ
し
、
言
ひ
知
ら
ず
た
く
み
に
覚
ゆ
。
此

の
作
者
、
ざ
れ
歌
に
と
り
て
は
ゆ
ゆ
し
き
道
の
博
士
な
る
べ
し
。
　
／
　
左
　
筏
士
　
降
る
雪
の
深
さ
を
問
は
ば
筏
士
も
樟
さ
し
入
れ
て
い
か

が
答
へ
ん
　
左
、
筏
士
の
樟
、
さ
せ
る
難
も
侍
ら
ず
。
…
…
左
右
あ
ま
り
の
相
違
も
侍
ら
ね
ば
、
持
と
定
め
つ
。
　
／
　
左
　
筏
士
　
冬
春
の

景
色
を
割
り
し
く
れ
筏
雪
を
花
と
や
組
み
合
は
せ
見
ん
　
左
右
と
も
に
、
題
に
よ
く
か
な
ひ
て
侍
れ
ば
、
持
と
申
す
べ
く
や
。
　
〔
今
様
職
人
尽

歌
合
〕
櫛
挽
　
な
り
は
ひ
は
櫛
の
歯
を
挽
く
我
な
が
ら
返
事
待
つ
に
は
人
も
や
ら
れ
ず
　
左
は
、
櫛
の
歯
を
挽
く
身
な
が
ら
も
、
忍
ぶ
使
ひ
は

心
の
ま
ま
な
ら
ず
と
嘆
く
さ
ま
、
四
っ
辻
に
立
ち
て
櫛
占
な
ど
や
引
き
っ
ら
む
と
、
あ
は
れ
に
覚
え
て
、
心
も
引
か
れ
侍
れ
ど
、
右
は
…
…
請

け
合
う
て
勝
と
す
。
か
た
は
ら
よ
り
誰
か
差
し
水
の
あ
る
べ
き
。
　
「
鶴
が
岡
な
る
尼
公
の
御
遺
物
写
せ
と
仰
せ
ら
る
る
」
　
／
　
挽
く
櫛
の
は

か
ば
か
し
く
は
売
れ
か
ね
て
さ
て
も
び
ん
な
き
世
を
嘆
く
か
な
　
左
、
流
櫛
の
す
き
と
売
れ
ざ
る
は
び
ん
な
く
、
右
、
…
…
勝
っ
べ
き
に
や
。
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二
六

　
／
　
急
が
れ
て
今
宵
も
ひ
く
や
望
月
の
小
間
物
屋
か
ら
談
へ
の
櫛
　
八
月
十
五
日
迄
と
日
を
限
り
て
談
へ
の
櫛
、
格
別
に
念
入
れ
て
よ
く
出

来
た
り
。
…
－
　
／
　
花
咲
く
と
っ
げ
の
小
櫛
の
山
里
の
使
ひ
は
来
た
り
歯
を
挽
く
が
ご
と
　
柘
の
小
櫛
の
山
里
と
言
い
か
け
て
、
使
ひ
は
来

た
り
櫛
の
歯
を
挽
く
が
ご
と
く
と
言
ひ
果
て
し
迄
、
毛
筋
よ
く
通
り
て
、
詞
に
纏
か
の
垢
も
見
え
ず
。
掘
井
の
足
代
（
井
戸
掘
の
歌
一
よ
り
中
々

調
べ
高
し
と
て
、
勝
と
す
。
　
／
　
櫛
を
歯
を
挽
き
て
し
文
に
告
げ
や
れ
ど
さ
し
た
る
妹
が
挨
拶
も
な
し
　
／
　
す
ぎ
は
ひ
の
我
が
業
よ
り
も

見
ほ
れ
た
る
妹
を
く
し
と
て
ひ
け
る
袖
か
な
　
／
　
桜
木
は
櫛
に
も
挽
か
で
お
き
な
が
ら
花
は
か
ざ
し
に
手
折
り
っ
る
か
な
　
／
　
な
り
は
ひ

の
櫛
も
こ
の
ご
ろ
手
に
っ
か
で
妹
に
心
の
ひ
か
れ
け
る
哉
　
／
　
櫛
挽
の
ひ
き
も
き
ら
ず
に
花
盛
り
す
き
も
の
ど
ち
の
来
て
や
見
る
ら
ん
　
／

　
山
の
端
も
峯
も
盛
り
と
櫛
挽
も
花
見
に
今
日
は
引
き
出
さ
れ
け
り
　
／
　
櫛
の
歯
を
挽
く
が
ご
と
く
に
花
咲
く
と
つ
げ
て
嬉
し
き
木
曾
の
山

住
み
　
／
　
中
わ
ろ
き
象
牙
の
櫛
を
挽
き
な
が
ら
虎
の
尾
桜
眺
め
暮
さ
ん
　
／
　
片
割
れ
は
あ
れ
か
こ
れ
か
と
指
さ
し
て
挽
き
ぞ
わ
づ
ら
ふ
三

日
月
の
櫛
　
／
　
歯
並
び
も
揃
は
ず
老
い
て
鋸
の
腰
に
も
弓
を
張
れ
る
櫛
挽
　
〔
宝
船
桂
帆
柱
〕
櫛
挽
　
繁
盛
は
櫛
の
歯
を
挽
く
忙
し
さ
こ
れ

正
直
の
頭
よ
り
し
て
「
お
六
に
ご
く
し
げ
は
挽
く
に
よ
り
ほ
ど
て
ど
り
だ
一
「
歯
を
挽
く
や
う
に
商
ひ
が
あ
る
か
ら
、
め
で
た
い
、
く
一

【
本
文
】

四
十
二
番

大
井
川
な
か
れ
に
つ
る
∫
い
か
た
し
の

く
れ
こ
と
に
み
る
月
の
さ
や
け
さ

い
て
や
ら
て
い
と
∫
こ
㌧
ろ
を
つ
く
し
櫛

は
わ
け
の
月
に
や
ま
か
せ
も
か
な

　
筏
の
さ
し
て
難
な
け
れ
と
も
、
葉
分
の
月
に

　
山
風
を
ね
か
ふ
、
心
あ
り
。
以
右
為
勝
。

や
ま
国
や
ゑ
せ
木
の
く
れ
は
か
さ
な
れ
と

き
ら
は
る
∫
身
は
ひ
と
り
こ
そ
お
れ

な
か
れ
1
〔
類
〕
流

く
れ
こ
と
に
1
□
類
〕
く
れ
毎
に

い
て
や
ら
て
－
〔
類
〕
出
や
ら
て
　
こ
」
ろ
を
つ
く
し
櫛
1
〔
類
〕
心
を
筑
紫
櫛

や
ま
か
せ
ー
〔
類
〕
山
嵐

や
ま
国
1
〔
類
〕

身
1
〔
類
〕
み

山
国

ひ
と
り
1
〔
類
〕
独



い
か
に
せ
む
あ
ふ
事
か
た
き
ゆ
す
の
木
の

わ
れ
に
ひ
か
れ
ぬ
人
の
こ
⊥
ろ
を

　
左
右
と
も
に
、
い
と
は
る
∫
恋
の
心
、
お
な
し

　
か
る
へ
し
。
ω
為
持
。

　
　
　
　
　
　
◇

　
筏
士

此
程
は
水

し
ほ
よ
ぐ
て
、

い
く
ら
の
材
木
を

く
た
し
つ
ら
む
。

　
く
し
ひ
き

ま
つ
、
こ
れ
は
か
り

ひ
き
て
、
の
こ
き
り
の

め
を
き
ら
む
。

め
推
魚

㌣
硲
翼
ヤ

　
・
｝
、
－
ゑ
、

◇

ヱ
葎
　
　
イ
　
■
椴
遜
、
，

一
、
｛乎

㌻

い
か
に
せ
む
－
□
類
〕
い
か
に
せ
ん

わ
れ
ー
〔
類
〕
我
こ
㌧
ろ
1
〔
忠
〕

筏
士
1
〔
尊
〕

此
程
1
〔
類
〕

ナ
シ
〔
忠
〕

此
ほ
と

四
十
二
番
筏
士

めのまく
1こつし
〔き1ひ
忠り〔き
〕1習1
目〔　〔
　菖暴畠

　〕　9先暴
　」　　　し＿1

　0き　　櫛　り
　　挽
　忠　〔　〕　忠
　　〕　9櫛乏
　」挽童
　り

あ
ふ
事
1
〔
類
〕

〔
明
〕
〔
類
〕
心

逢
こ
と

一
語
注
】

◎
筏
士
は
、
木
材
を
筏
に
組
ん
で
流
し
運
ぶ
職
人
。

　
櫛
挽
は
、
櫛
材
を
鋸
で
挽
い
て
櫛
を
作
る
職
人
。

　
両
者
の
関
係
は
未
考
。

筏
や
筏
土
は
、
和
歌
や
連
歌
に
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
る
。

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
一
十
九
一

二
七

fig.03.02.02.pdf


二
八

◎
大
井
川
　
「
大
堰
川
」
と
も
書
く
。
山
城
国
の
歌
枕
。
桂
川
の
う
ち
、
嵐
山
の
山
麓
付
近
の
名
。
上
流
に
山
国
荘
一
「
や
ま
国
や
」
の

項
参
照
一
が
あ
り
、
木
材
を
積
み
出
す
た
め
の
筏
の
通
行
が
多
く
、
「
大
井
川
下
す
筏
の
み
な
れ
樟
み
な
れ
ぬ
人
も
恋
し
か
り
け
り
く
読

人
不
知
V
」
一
拾
遺
集
十
一
、
恋
一
一
、
「
大
井
川
紅
葉
を
渡
る
筏
師
は
樟
に
錦
を
か
け
て
こ
そ
見
れ
〈
平
致
親
V
」
（
金
葉
集
四
、
冬
部
一
な

ど
の
よ
う
に
、
筏
や
筏
師
が
よ
く
詠
ま
れ
た
（
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
「
大
堰
川
」
の
項
）
。

◎
な
か
れ
に
つ
る
＞
い
か
た
し
　
「
～
に
連
る
」
は
、
コ
戸
無
瀬
よ
り
浮
き
て
流
る
る
紅
葉
葉
に
連
れ
て
ぞ
下
る
鴛
鴛
の
群
鳥
〈
源
仲
正
V
」

（
夫
木
和
歌
抄
十
七
、
冬
部
二
一
の
よ
う
に
、
和
歌
に
ま
ま
用
い
ら
れ
る
。
流
れ
に
っ
れ
て
下
る
筏
師
。

◎
く
れ
　
「
榑
」
と
「
暮
れ
」
と
を
掛
け
る
。
「
榑
」
は
、
建
築
用
の
板
材
で
、
「
筏
」
の
縁
語
。
「
榑
」
と
「
暮
れ
」
と
を
掛
け
る
の
は
、

「
夕
く
れ
の
流
れ
く
る
ま
を
待
っ
ほ
ど
に
涙
お
ほ
い
の
川
と
こ
そ
な
れ
」
（
蜻
蛉
日
記
、
上
）
な
ど
、
歌
で
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
修
辞
。
本

歌
合
第
一
番
左
、
番
匠
の
恋
の
歌
、
「
く
れ
ご
と
に
ひ
と
り
ふ
し
木
の
・
－
…
」
、
筏
士
の
恋
の
歌
、
「
山
国
や
ゑ
せ
木
の
く
れ
は
か
さ
な
れ

ど
…
…
」
の
「
く
れ
」
も
同
様
。

◎
い
て
や
ら
て
　
一
月
が
一
さ
っ
さ
と
出
な
い
で
。
下
句
に
「
葉
分
け
の
月
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
だ
山
の
端
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。◎

い
と
＞
こ
＞
ろ
を
つ
く
し
櫛
　
と
て
も
気
を
操
む
、
の
意
の
「
い
と
ど
心
を
尽
く
し
」
か
ら
「
筑
紫
櫛
」
と
続
け
る
。
「
筑
紫
櫛
」
は
、

古
く
九
州
地
方
で
産
し
た
櫛
か
。
『
八
代
集
抄
』
に
、
「
筑
紫
の
櫛
に
や
。
薩
摩
に
も
有
」
一
拾
遺
六
一
と
す
る
。
数
は
少
な
い
が
、
「
別
る

れ
ば
心
を
の
み
ぞ
筑
紫
櫛
さ
し
て
あ
ふ
べ
き
程
を
知
ら
ね
ば
く
村
上
天
皇
V
」
（
拾
遺
集
六
、
別
）
な
ど
の
用
例
が
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
と

似
た
表
現
に
、
三
十
二
番
針
磨
の
恋
の
歌
、
「
情
な
き
人
に
心
を
つ
く
し
針
…
…
」
が
あ
っ
た
。

◎
は
わ
け
の
月
に
や
ま
か
せ
も
か
な
　
櫛
の
縁
語
「
歯
」
か
ら
「
葉
分
け
の
月
」
と
続
け
る
。
「
葉
分
け
の
月
」
は
、
木
や
草
の
葉
の
隙

間
か
ら
見
え
る
月
。
「
さ
さ
竹
の
大
宮
人
は
訪
ひ
も
来
で
葉
分
け
の
月
を
ひ
と
り
こ
そ
見
れ
く
為
実
V
」
（
新
千
載
集
五
、
秋
歌
下
）
な
ど

の
例
が
あ
る
。
月
が
十
分
に
見
え
な
い
の
で
、
山
風
が
吹
い
て
葉
を
散
ら
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
筏
の
さ
し
て
難
な
け
れ
と
も
　
筏
の
歌
は
さ
ほ
ど
欠
点
は
な
い
け
れ
ど
も
。
「
さ
し
て
」
に
筏
の
縁
語
「
一
樟
を
一
さ
す
」
の
「
さ
し
て
」

を
掛
け
て
、
戯
れ
る
。



◎
心
あ
り
　
歌
論
用
語
。
題
意
に
深
い
理
解
を
示
す
こ
と
を
基
本
的
な
意
味
と
す
る
。
一
十
番
語
注
「
心
あ
る
に
に
た
り
」
の
項
参
照
一
。

◎
や
ま
国
や
　
「
山
国
」
は
、
丹
波
国
桑
田
郡
の
山
国
郷
（
現
京
都
府
北
桑
田
郡
京
北
町
一
な
い
し
、
そ
こ
を
中
心
と
す
る
皇
室
領
、
山

国
荘
。
広
大
な
林
野
か
ら
産
す
る
木
材
を
、
大
堰
川
を
下
し
て
都
に
運
ん
だ
。
「
や
」
は
、
和
歌
の
初
句
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
、
場

面
を
提
示
す
る
詠
歎
の
助
詞
。

◎
ゑ
せ
木
の
く
れ
は
か
さ
な
れ
と
　
「
ゑ
せ
木
」
は
、
「
似
非
木
」
で
、
悪
質
の
木
材
か
。
「
榑
」
に
「
暮
れ
」
を
掛
け
る
。
「
似
非
木
」
か

ら
、
相
手
が
約
東
を
守
ら
な
い
、
つ
ま
り
逢
う
こ
と
の
で
き
な
い
暮
れ
が
連
想
さ
れ
る
。
似
非
木
の
榑
が
重
な
る
よ
う
に
、
相
手
が
約
束

を
守
ら
な
い
暮
れ
ば
か
り
は
度
重
な
る
が
。

◎
き
ら
は
る
＞
身
　
相
手
に
嫌
わ
れ
る
我
が
身
。
た
だ
し
、
こ
の
意
の
「
嫌
ふ
」
は
、
和
歌
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
言
葉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
す

◎
あ
ふ
事
か
た
き
ゆ
す
の
木
の
　
「
逢
ふ
こ
と
難
き
」
か
ら
「
堅
き
柞
の
木
」
と
続
け
る
。
「
柞
の
木
」
は
「
柞
の
木
」
と
も
い
う
。
マ
ン

サ
ク
科
の
常
緑
高
木
で
、
材
は
堅
く
、
建
材
や
櫛
な
ど
の
材
料
と
な
る
。
「
堅
き
柞
の
木
の
」
で
、
序
詞
的
に
下
句
に
続
く
。

◎
わ
れ
に
ひ
か
れ
ぬ
人
の
こ
＞
ろ
を
　
「
ひ
か
れ
」
に
、
鋸
で
挽
か
れ
る
意
の
「
挽
か
れ
」
と
、
魅
惑
さ
れ
る
意
の
「
引
か
れ
」
を
掛
け

る
。
堅
い
柞
の
木
が
鋸
で
挽
か
れ
な
い
よ
う
に
、
私
に
引
か
れ
な
い
人
の
心
を
。

◎
筏
士
　
尊
経
閣
本
は
職
名
を
落
と
す
。

◎
水
し
ほ
　
「
水
潮
」
で
、
川
の
水
の
流
れ
具
合
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
も
の
だ
が
、
「
山
だ
し
せ
し
日
よ
り
、
水
し
ほ
心
に
ま
か

せ
、
ほ
ど
な
く
ふ
る
川
の
あ
け
ば
に
著
木
」
一
吉
原
；
目
艶
談
、
一
⑧
二
1
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
一
の
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

◎
の
こ
き
り
の
め
を
き
ら
む
　
「
の
こ
き
り
」
は
、
忠
寄
本
は
「
の
こ
り
」
、
白
石
本
は
、
「
の
こ
・
り
」
と
す
る
が
、
「
の
こ
き
り
一
鋸
）
」

が
正
し
か
ろ
う
。
「
目
を
切
る
」
は
、
目
立
て
を
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
例
だ
が
、
『
浮
世
床
』
二
⑧
下
に
、
「
石
臼
目
も
切
る
、

桶
の
鑓
掛
け
る
」
と
あ
る
。

【
絵
】

筏
士
は
、
笠
、
蓑
、

脚
絆
を
着
け
て
筏
の
上
に
坐
し
、
左
手
に
樟
を
持
つ
。

筏
に
は
、
材
木
を
繋
い
だ
縄
や
筏
の
継
ぎ
目
を
描
く
。

白

注
解
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二
九



三
〇

石
本
、
忠
寄
本
は
、
筏
の
縄
や
継
ぎ
目
は
描
か
な
い
。

　
櫛
挽
は
、
烏
帽
子
を
着
、
諸
肌
脱
ぎ
で
袴
を
履
く
。

は
二
片
一
と
櫛
二
個
。

【
参
考
】

○
　
下
す
筏
も
早
き
川
波

　
樟
舟
の
さ
し
も
と
ど
め
ず
過
ぎ
ぬ
る
に

○
　
浮
木
と
や
下
す
筏
の
見
え
つ
ら
ん

　
作
ら
ぬ
橋
の
残
る
杣
川

○
　
杣
人
に
こ
の
山
道
の
こ
と
問
は
ん

　
筏
士
な
れ
や
さ
し
い
づ
み
川

○
　
心
を
と
む
る
秋
の
花
々

　
筏
さ
へ
も
み
ぢ
ま
じ
り
の
大
井
川

○
　
は
や
河
に
く
だ
る
筏
士
友
も
な
し

　
雲
の
お
ほ
ゐ
ぞ
入
江
さ
び
た
る

○
　
夕
ま
ぐ
れ
樟
さ
し
く
だ
る
ひ
と
り
舟

　
待
ち
て
と
も
な
へ
あ
と
の
筏
士

○
　
泉
川
筏
に
誓
ふ
舟
の
路

　
木
隠
れ
せ
ば
き
杣
の
山
あ
ひ

○
　
枕
も
つ
ら
し
目
も
合
は
ぬ
比

　
真
木
の
板
あ
め
る
筏
の
床
の
上

ま
た
、
樟
の
描
き
方
を
異
に
す
る
。

櫛
材
を
弓
鋸
で
挽
い
て
い
る
と
こ
ろ
。

〈
重
貞
V

〈
成
阿
V

〈
日
晟
〉

〈
宗
醐
〉

〈
吉
理
V

〈
忍
誓
V

〈
心
恵
〉

〈
圭
承
V

前
に
、
切
り
取
っ
た
櫛
材
三
片

（
類
従
本

（
紫
野
千
句
、
一
一

（
同
、
七
）

（
文
安
月
千
句
、
八
）

一
顕
証
院
会
千
句
、
六
一

（
宝
徳
四
年
千
句
、
五
一

（
享
徳
千
句
、
三
一

（
同
、
五
一

一
同
、
七
一



○
筏
士
の
井
堰
さ
し
こ
す
水
馴
れ
樟

　
魑
舳
朽
ち
た
る
舟
の
古
川

○
　
ひ
く
や
筏
の
波
ぞ
随
ふ

　
待
っ
に
来
ぬ
暮
れ
を
な
づ
み
そ
人
心

○
筏
の
上
の
暮
れ
の
さ
び
し
さ

　
末
ま
で
も
水
の
早
瀬
の
大
井
川

○
　
下
ろ
す
杣
木
や
筏
な
る
ら
ん

　
紅
葉
吹
く
大
井
の
川
の
秋
の
風

○
　
さ
し
の
ぼ
る
小
舟
は
樟
も
短
き
に

　
下
す
檸
ぞ
早
く
過
ぎ
ぬ
る

○
　
い
と
な
み
は
こ
こ
も
大
井
の
山
陰
に

　
筏
に
な
し
て
小
舟
さ
す
樟

○
　
水
は
や
き
岸
に
筏
の
樟
取
り
て

　
杣
木
下
し
つ
殿
つ
く
り
せ
り

○
　
水
底
の
橋
に
の
ぞ
め
ば
か
げ
寒
し

　
筏
に
越
ゆ
る
越
川
の
音

○
　
岩
だ
た
む
瀬
々
の
筏
士
過
ぎ
や
ら
で

　
雨
待
つ
こ
ろ
は
水
も
浅
川

○
　
山
の
嵐
も
聞
く
人
や
聞
く

　
筏
さ
す
川
瀬
み
な
ぎ
る
花
も
お
し

〈
覚
阿
V

〈
心
敬
V

〈
幸
綱
V

〈
常
安
V

〈
道
真
V

〈
正
頼
V

〈
宗
碩
V

（
異
体
千
句
、
四
一

　
　
　
（
同
、
九
）

（
因
幡
千
句
、
六
一

一
熊
野
千
句
、
二
一

　
　
　
（
同
、
四
一

　
　
　
一
同
、
八
一

（
河
越
千
句
、
四
一

（
名
所
千
句
、
六
）

（
東
山
千
句
、
四
）

一
伊
庭
千
句
、
五
一

注
解
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三
二

○
降
り
曇
る
、
空
は
小
倉
の
峯
の
雪
、
空
は
小
倉
の
峯
の
雪
、
散
る
や
嵯
峨
野
の
嵐
山
、
滝
の
響
き
も
声
添
へ
て
、
重
な
る
雲
の
大
井
河
、

筏
の
床
の
う
き
枕
、
か
た
し
く
袖
も
白
妙
の
、
空
も
程
な
く
廻
る
日
の
、
西
山
本
に
着
き
に
け
り
、
西
山
本
に
着
き
に
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
謡
曲
、
車
僧
一


