
注
解
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七
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番
職
人
歌
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』
稿

（
二
十
三
）

下
　
　
房

俊

　
　
　
凡

本
稿
に
は
、

例『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

の
中
、
第
四
十
九
番
お
よ
び
第
五
十
番
の
注
解
を
収
め
た
、

四
十
九
番
放
下

鉢
叩

〔
職
人
尽
〕

　
　
〔
吾
吟
我
集
〕
は
う
か
す
る
を
み
て
　
品
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
露
と
答
へ
ん
消
え
て
な
げ
れ
ば
　
　
〔
古
今
夷
曲
集
〕
放
下
師
　
あ
る
は
な

　
く
な
き
は
数
そ
ふ
品
玉
を
取
れ
る
手
本
は
上
手
な
り
け
り
く
満
永
V
　
〔
後
撰
夷
曲
集
〕
放
下
師
　
見
物
に
北
よ
南
よ
西
東
四
つ
辻
放
下
品
玉
の

　
曲
く
一
長
V
　
／
鉢
叩
鉢
叩
ち
ま
た
に
古
き
瓢
箪
の
し
ば
し
ば
む
な
し
中
の
八
木
く
忠
勝
V
〔
銀
葉
夷
歌
集
〕
放
下
師
が
梯
子
取
り
落
と
し

　
死
し
た
る
を
み
て
　
さ
か
さ
ま
に
梯
子
を
立
て
し
放
下
故
親
よ
り
先
の
死
に
は
ば
か
者
く
弘
誓
上
人
V
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
彙
〕
鉢
敲
　
此
の
元
祖

　
は
、
む
か
し
空
也
上
人
の
時
代
の
猟
師
な
り
。
上
人
の
庵
室
に
馴
れ
来
た
る
鹿
あ
り
し
に
、
或
る
時
、
か
き
た
え
て
来
た
ら
ず
。
上
人
ふ
し
ぎ
に

お
も
ひ
給
ひ
て
、
猟
師
に
と
ひ
給
へ
ば
、
其
の
鹿
は
我
が
殺
せ
し
と
申
す
。
是
に
よ
つ
て
、
殺
生
の
答
を
い
ま
し
め
、
さ
ま
ぐ
の
御
法
を
説
き

　
給
へ
ば
、
猟
師
則
ち
一
念
発
起
し
て
菩
提
に
い
た
れ
り
。
然
れ
共
、
渡
世
の
作
業
外
に
な
き
を
も
つ
て
、
茶
発
と
い
ふ
事
を
教
へ
給
へ
り
。
又
、
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二
三



二
四

無
常
の
あ
り
さ
ま
を
一
巻
の
書
に
っ
く
り
て
あ
た
へ
給
へ
り
。
是
に
ふ
し
を
付
け
て
、
瓢
箪
を
た
上
き
勧
進
を
な
す
時
は
、
二
季
の
彼
岸
、
霜
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
う
か

十
三
日
よ
り
極
月
廿
四
目
ま
で
、
昼
は
洛
中
を
う
た
い
め
ぐ
り
、
夜
は
洛
辺
の
無
常
所
を
め
ぐ
る
。
是
、
か
れ
ら
が
行
な
り
。
　
／
i
放
下
　
放

　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
う
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
も
の

下
は
、
字
訓
の
意
、
は
な
ち
く
だ
す
也
。
禅
家
に
を
ゐ
て
、
諸
縁
を
打
捨
つ
る
を
放
下
す
る
と
い
ふ
、
其
の
心
也
。
縦
へ
ば
、
鼻
の
上
に
立
物
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
げ

し
、
枕
を
重
ね
て
自
由
に
使
い
、
山
の
芋
を
鰭
に
す
る
た
ぐ
ひ
、
皆
是
変
化
不
思
議
の
て
い
を
な
す
事
、
万
事
の
当
体
を
放
下
し
て
、
物
に
と
ど

こ
ほ
り
な
き
体
に
し
る
す
ゆ
へ
に
、
放
下
と
い
ふ
也
。
あ
や
折
、
金
輪
つ
か
い
、
皆
放
下
な
り
。
　
　
〔
誹
諸
職
人
尽
〕
放
下
　
鉢
叩
　
回
文
　
六

句
　
河
骨
や
き
さ
ま
の
ま
さ
き
や
ね
ほ
う
か
く
古
　
白
雪
V
　
竹
の
子
な
く
ば
履
く
な
こ
の
下
駄
く
蓼
和
V
　
照
れ
は
北
南
は
南
瀧
晴
れ
て
く
同

V
　
才
覚
咄
し
品
は
公
界
さ
く
蓼
和
V
　
来
つ
る
供
雇
ひ
の
人
や
戻
る
月
く
∫
V
　
柘
榴
の
事
を
お
と
こ
の
ろ
く
さ
く
∫
V
　
我
が
家
よ
り
樗
の

，
蔭
の
広
さ
哉
く
欣
子
V
　
稲
妻
に
挟
を
文
の
楽
屋
か
な
く
女
　
花
紅
V
　
散
る
花
を
綾
に
織
り
込
む
放
下
か
な
く
寸
龍
V
　
涼
風
よ
崩
し
て
見
せ

よ
雲
の
峰
〈
蓼
和
〉
　
瓢
箪
の
内
も
空
也
ぞ
は
ち
た
∫
き
く
貞
徳
V
　
長
薦
の
墓
も
め
ぐ
る
か
鉢
た
∫
き
く
芭
蕉
V
　
飯
入
り
の
門
も
過
ぎ
け
り

は
ち
た
∫
き
く
許
六
V
　
世
の
中
は
是
よ
り
寒
し
鉢
叩
く
尚
白
V
　
こ
と
ご
と
く
寝
覚
め
は
寒
し
鉢
た
∫
き
く
其
角
V
　
一
月
は
我
に
米
貸
せ
は

．
ち
た
∫
き
く
丈
草
V
　
幽
霊
に
水
呑
ま
せ
た
か
鉢
叩
く
尼
　
智
月
V
　
今
少
し
年
寄
見
た
し
は
ち
叩
く
嵐
雪
V
　
鉢
歌
に
物
う
き
老
い
の
寝
覚
め

か
な
く
笠
翁
V
　
暁
や
尻
尾
を
見
せ
て
鉢
た
∫
き
く
壷
龍
V
　
声
寒
し
売
る
も
已
も
茶
莞
髪
く
欣
塒
V
　
墨
衣
雪
に
し
ら
け
て
鉢
た
∫
き
く
暁
雨

V
　
牒
て
聞
け
ば
猶
哀
れ
也
は
ち
叩
く
佐
原
　
袋
中
V
　
浄
土
へ
の
近
道
見
よ
や
は
ち
た
㌧
き
〈
亭
牛
〉
　
若
竹
の
茶
笑
一
節
は
ち
た
∫
き
く
憐

松
V
　
嶋
原
の
竹
の
青
さ
や
鉢
叩
く
金
幣
V
　
星
な
れ
や
西
へ
入
る
町
声
寒
し
く
田
杜
V
　
爪
先
の
覚
え
な
き
夜
や
鉢
叩
く
昆
眠
V
　
狼
の
送
る

夜
も
あ
り
は
ち
た
∫
き
〈
種
祥
〉
　
七
墓
の
め
ぐ
り
仕
廻
ひ
や
霜
の
声
く
可
圭
V
　
鉢
た
∫
き
取
り
上
げ
婆
の
跡
や
先
く
蓼
和
V
　
〔
職
人
尽
発

句
合
〕
　
四
十
八
番
左
　
鉢
拘
　
茶
笙
売
る
年
の
梢
の
ふ
り
ま
は
し
　
長
藤
の
墓
も
め
ぐ
る
歎
鉢
た
上
き
、
と
蕉
翁
の
の
給
ひ
し
昔
は
、
瓢
を
な

ら
し
念
仏
し
て
、
救
外
ま
で
も
往
き
め
ぐ
り
、
あ
る
は
素
襖
を
著
し
て
月
雪
に
、
名
は
甚
之
丞
と
聞
こ
へ
し
さ
ま
は
、
古
き
発
句
に
の
み
残
れ
り
。

　
　
・
（
右
句
）
此
の
勝
負
に
も
勝
に
こ
そ
。
…
…
　
〔
職
人
尽
狂
歌
合
〕
右
　
寄
放
下
師
恋
　
手
品
に
て
袖
に
入
れ
た
る
玉
章
を
呑
み
込
ん
だ
か

と
ま
た
も
疑
ふ
　
左
右
、
お
か
し
く
言
ひ
お
ほ
せ
ら
れ
た
り
。
持
に
て
侍
る
べ
し
。
　
／
　
左
　
　
（
寄
）
放
下
師
恋
　
忍
び
箱
開
け
て
は
見
せ
ぬ

放
下
師
も
恋
に
心
の
底
を
あ
か
し
つ
　
左
　
忍
び
筥
と
い
ふ
物
、
聞
き
な
れ
侍
ら
ず
。
其
の
家
に
て
は
し
か
呼
ぶ
こ
と
に
や
。
右
、
…
…
ろ
な
う

勝
と
定
む
べ
し
。
　
／
　
左
　
寄
放
下
師
恋
　
白
昏
と
人
目
に
見
せ
て
放
下
師
の
妹
が
挟
へ
忍
ば
す
る
文
　
左
、
放
下
師
と
恋
の
心
、
よ
く
相
叶



ひ
て
聞
こ
ゆ
。
右
、
－
…
勝
た
る
べ
し
。
　
／
　
右
　
寄
放
下
師
恋
　
手
妻
よ
り
夜
妻
定
め
て
我
が
恋
の
種
を
見
せ
じ
と
忍
ぶ
苦
し
さ
　
－
・
…
右
、

詞
つ
づ
き
優
な
り
。
ま
た
き
勝
に
て
侍
る
べ
し
。
　
／
右
　
寄
放
下
師
恋
　
何
く
は
ぬ
顔
に
放
下
の
改
め
て
手
妻
に
は
め
る
恋
の
口
先

右
、
さ
せ
る
ふ
し
も
見
へ
ざ
れ
ば
、
左
勝
に
て
侍
ら
ん
。
　
／
右
　
寄
放
下
師
恋
　
き
ぬ
ぎ
ぬ
を
告
ぐ
る
は
つ
ら
し
放
下
師
の
泪
の
玉
子
鶏
と

化
す
よ
り
　
右
、
た
く
み
な
る
さ
ま
、
人
驚
く
ば
か
り
の
放
下
師
な
が
ら
、
恋
の
曲
舞
（
左
の
歌
）
、
人
が
ら
い
さ
さ
か
優
れ
て
見
へ
侍
り
。
　
／

　
右
　
寄
放
下
師
恋
　
ま
こ
と
か
と
思
ふ
間
も
な
く
放
下
師
の
茶
碗
の
中
の
変
は
る
つ
れ
な
さ
　
…
…
右
、
下
の
句
、
な
べ
て
な
ら
ず
よ
ろ
し
げ

れ
ど
、
左
に
は
い
さ
さ
か
劣
り
ぬ
べ
き
や
。
　
／
　
右
　
寄
鉢
た
∫
き
恋
　
我
が
恋
を
人
な
笑
ひ
そ
鉢
た
k
き
門
に
立
ち
た
る
名
を
い
か
に
せ
ん

　
－
－
－
右
、
二
一
の
句
、
さ
せ
る
ふ
し
な
し
。
左
を
勝
と
申
す
べ
く
や
。

〔
本
文
〕

四
十
九
番

月
見
つ
上
う
た
ふ
は
う
か
の
こ
き
り
こ
の

竹
の
夜
こ
ゑ
の
す
み
わ
た
る
哉

む
し
や
う
声
人
き
け
と
て
そ
へ
う
た
ん
の

し
は
く
め
く
る
月
の
よ
ね
ふ
つ

　
左
右
、
夜
こ
ゑ
、
夜
念
仏
、
お
な
し
ほ
と
の

　
事
に
や
。

や
ふ
れ
僧
ゑ
ほ
し
き
た
れ
は
こ
め
ら
は
の

お
と
こ
と
見
て
や
し
り
に
つ
く
ら
む

う
ら
め
し
ゃ
た
か
わ
さ
つ
の
そ
昨
日
ま
て

こ
う
や
く
と
い
ひ
て
と
は
ぬ
は

　
左
は
、
さ
も
と
き
こ
え
た
り
。
み
る
や
う
也
。

注
解
『
七
十
一
番
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人
歌
合
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稿
（
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十
三
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右
は
、

夜
こ
ゑ
－
〔
類
〕
夜
声

か
なへ

う
た
ん
1
〔
類
〕
瓢
箪

夜
念
仏
1
〔
類
〕
念
仏

す
み
わ
た
る
－
〔
類
〕

ゑ
ほ
し
－
〔
類
〕
え
ほ
し

お
と
こ
と
見
て
や
ー
〔
類
〕
男
と
み
て
や

わ
さ
つ
の
そ
－
〔
忠
〕
わ
さ
つ
の
か

　
　
　
　
　
　
　
く
歎

こ
う
や
1
〔
類
〕
こ
う
や

き
こ
え
た
り
－
〔
類
〕
聞
え
た
り
　
也
1

す
み
渡
る
　
哉
－

つ
く
ら
む
ー
〔
類
〕

〔
類
〕
な
り

〔
忠
〕

つ
く
ら
ん

二
五



二
六

は
ち
た
∫
き
の
祖
師
は
空
也
と
い
へ
り
。
わ
さ

つ
の
も
此
道
具
と
い
へ
り
。
さ
れ
と
、
晋
の
逸
興
、

猶
、
左
に
あ
り
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
は
う
か

う
つ
上
な
の

ま
よ
ひ
や

　
は
ち
た
∫
き

昨
目
み
し
人

げ
ふ
と
へ
は

は
う
か
－
〔
白
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
う
か

〔
類
〕
放
下
〔
忠
〕
四
十
九
番
放
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ち
た
㌧
き

は
ち
た
∫
き
ー
〔
白
〕
〔
類
〕
鉢
拘
〔
忠
〕
鉢
加

昨
日
み
し
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
き
の
ふ
見
し

げ
ふ
と
へ
は
－
〔
白
〕
け
ふ
間
は
〔
忠
〕
け
ふ
は
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
臥
㌧

〔
語
注
〕

◎
放
下
は
、
鎌
倉
末
期
に
出
現
し
た
宗
教
的
芸
能
民
。
そ
の
本
来
の
姿
は
、
『
天
狗
草
子
』
伝
三
井
寺
巻
の
、
「
放
下
の
禅
師
と
号
し
て
、

髪
を
そ
ら
ず
し
て
、
烏
帽
子
を
き
、
坐
禅
の
床
圃
忘
て
、
南
北
の
ち
ま
た
に
佐
々
良
す
り
、
工
夫
の
窓
を
い
で
て
、
東
西
の
路
に
狂
言

す
」
、
『
塩
山
和
泥
合
水
集
』
下
の
、
「
又
一
種
ノ
国
賊
ア
リ
。
放
下
ノ
モ
ノ
ト
号
シ
テ
、
三
衣
一
鉢
ヲ
ス
テ
テ
、
身
二
衣
モ
ヲ
キ
ズ
シ
テ
、

或
ハ
エ
ボ
シ
ヲ
キ
、
或
ハ
狗
猫
兎
鹿
ノ
皮
ヲ
キ
テ
、
マ
イ
ヲ
ナ
シ
歌
ヲ
ウ
タ
イ
テ
、
正
法
ヲ
誇
シ
、
人
家
ノ
男
女
ヲ
証
謹
シ
テ
世
ヲ
渡

　
　
　
　
　
　
も
し

ル
類
ヒ
ア
リ
。
若
人
是
ヲ
ソ
シ
レ
バ
、
布
袋
、
寒
山
、
拾
得
等
ノ
散
聖
、
或
ハ
猪
頭
、
蜆
子
等
ヲ
ヒ
キ
テ
我
タ
グ
イ
ト
云
テ
、
更
二
非

ヲ
ア
ラ
タ
メ
ズ
」
と
い
う
記
述
や
、
謡
曲
「
放
下
僧
」
、
「
自
然
居
士
」
な
ど
の
、
放
下
を
扱
っ
た
曲
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
次

第
に
宗
教
性
を
失
い
、
歌
を
歌
い
な
が
ら
小
切
子
の
曲
取
り
を
す
る
な
ど
、
曲
芸
・
奇
術
の
類
を
、
も
っ
ぱ
ら
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
（
謡

曲
「
放
下
僧
」
に
は
、
僧
体
の
「
放
下
僧
」
と
俗
体
の
「
放
下
」
と
が
登
場
す
る
。
）
本
職
人
歌
合
で
は
、
主
と
し
て
、
月
の
歌
に
そ
の

fig.07.02.01.pdf


芸
能
民
的
側
面
、
恋
の
歌
に
宗
教
家
的
側
面
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
職
人
歌
合
に
初
出
。

　
鉢
叩
は
、
時
宗
鉢
叩
念
仏
弘
通
派
の
本
山
空
也
堂
（
現
天
台
宗
）
に
属
す
る
半
僧
半
俗
の
念
仏
集
団
。
十
一
月
十
三
目
の
空
也
忌
か

ら
十
二
月
晦
日
の
間
、
瓢
箪
を
叩
き
な
が
ら
、
念
仏
を
唱
え
た
り
和
讃
を
歌
っ
た
り
し
て
、
洛
中
を
勧
進
し
、
ま
た
洛
外
の
墓
所
を
回

っ
た
。
鉢
叩
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
托
鉢
用
の
鉢
を
叩
い
た
こ
と
に
よ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
柳
田
国
男
「
毛
坊
主
考
」

は
、
ハ
チ
は
境
の
意
で
、
こ
の
徒
を
邑
境
に
住
ま
せ
て
悪
霊
祭
却
の
行
法
を
営
ま
せ
た
こ
と
に
よ
る
、
と
す
る
。
『
三
十
二
番
職
人
歌
合
』

に
鉦
叩
が
見
え
る
が
、
鉢
叩
は
職
人
歌
合
に
初
出
。

◎
月
見
つ
ム
う
た
ふ
は
う
か
　
放
下
が
、
こ
と
さ
ら
夜
、
歌
を
歌
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
単
に
、
月
の
歌
で
あ
る
か
ら

月
を
詠
み
込
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
未
考
。
な
お
、
『
閑
吟
集
』
に
放
下
の
歌
が
三
首
収
め
ら
れ
て
い
る
。

◎
こ
き
り
こ
の
竹
の
夜
こ
ゑ
　
「
小
切
子
」
は
、
放
下
が
用
い
る
楽
器
で
、
竹
筒
に
赤
小
豆
な
ど
を
入
れ
た
も
の
。
指
先
で
回
し
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

両
手
に
一
本
ず
つ
持
っ
て
打
ち
鳴
ら
し
た
り
、
手
玉
に
取
っ
た
り
し
な
が
ら
音
を
出
す
。
「
竹
の
節
」
か
ら
「
夜
声
」
と
続
く
。
謡
曲
「
放

下
僧
」
に
見
え
る
小
歌
に
、
「
面
白
の
花
の
都
や
、
…
－
・
こ
き
り
こ
は
放
下
に
採
ま
る
る
、
こ
き
り
こ
の
二
つ
の
竹
の
、
代
々
を
重
ね
て

－
…
」
と
あ
る
。
こ
の
小
歌
は
『
閑
吟
集
』
に
も
採
ら
れ
、
ま
た
、
狂
言
「
花
折
」
（
虎
寛
本
）
、
「
花
盗
人
」
（
同
）
な
ど
で
も
歌
わ
れ
、

中
世
に
か
な
り
流
行
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
も
、
こ
の
小
歌
を
ふ
ま
え
た
表
現
で
あ
ろ
う
。

◎
む
し
や
う
声
　
　
「
無
常
声
」
で
、
無
常
観
を
抱
か
せ
る
声
の
意
で
あ
ろ
う
。

◎
へ
う
た
ん
の
し
は
く
め
く
る
月
の
よ
ね
ふ
つ
瓢
箪
は
鉢
叩
の
用
い
る
楽
器
。
一
和
漢
朗
詠
集
一
下
一
草
一
所
収
の
「
橘
直
幹
申
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ぱ
し
ぱ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

民
部
大
輔
一
状
」
（
本
朝
文
粋
、
六
）
の
句
、
「
瓢
箪
屡
空
シ
、
草
滋
リ
顔
淵
之
巷
、
一
．
」
に
よ
り
、
「
瓢
箪
の
」
か
ら
「
し
ば
し
ば
」
と
続
け

る
。
な
お
、
時
代
は
下
る
が
、
虎
明
本
狂
言
「
は
ち
た
∫
き
」
に
、
「
ふ
く
べ
の
神
は
是
ま
で
な
り
と
て
、
帰
り
た
ま
へ
ば
、
其
の
時
お

の
お
の
袖
に
す
が
り
、
瓢
箪
し
ば
し
、
と
ど
ま
り
給
へ
と
引
き
と
め
け
れ
ば
」
云
々
と
あ
り
、
ま
た
、
『
後
撰
夷
曲
集
』
十
に
、
「
鉢
叩

ち
ま
た
に
古
き
瓢
箪
の
し
ば
し
ば
む
な
し
中
の
八
木
く
忠
勝
V
」
、
『
雅
態
酔
狂
集
』
雑
に
、
「
瓢
箪
も
し
ば
し
ば
空
也
上
人
の
流
れ
を
た

て
て
茶
笙
売
る
ら
し
」
、
『
狂
歌
種
ふ
く
べ
』
恋
に
、
「
瓢
箪
の
し
ば
し
逢
ふ
瀬
も
な
き
故
に
ぶ
ら
り
病
と
身
は
な
り
ひ
さ
ご
く
中
は
V
」
、

『
狂
歌
餅
月
夜
』
に
、
「
瓢
箪
町
を
通
れ
ど
銀
の
あ
ら
ざ
れ
ば
し
ば
し
ば
詠
め
む
な
し
く
帰
る
」
と
あ
り
、
「
瓢
箪
ー
し
ば
し
ば
」
、
ま
た

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
三
）

二
七



二
八

は
、
「
瓢
箪
　
し
ば
し
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
か
な
り
一
般
化
し
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
。
「
夜
念
仏
」
は
、
夜
、
念
仏
を
唱
え
て
回

る
こ
と
。
鉢
叩
が
夜
、
洛
辺
を
回
っ
た
こ
と
は
、
時
代
は
下
る
が
、
『
碓
州
府
志
』
四
、
「
極
楽
院
」
の
項
に
、
「
凡
ソ
十
八
家
ノ
人
、
至
一

厳
冬
寒
夜
一
一
。
、
毎
夜
巡
」
洛
外
ノ
墓
所
葬
場
づ
、
各
く
以
ゴ
竹
枝
づ
拘
け
瓢
ヲ
、
高
声
二
唱
二
無
常
ノ
之
碩
文
↓
、
是
ヲ
為
コ
修
行
↓
」
、
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
、

「
鉢
敲
」
の
項
に
、
「
（
空
也
が
鉢
敲
の
元
祖
の
猟
師
に
）
無
常
の
あ
り
さ
ま
を
一
巻
の
書
に
つ
く
り
て
あ
た
へ
給
へ
り
。
是
に
ふ
し
を

付
け
て
、
瓢
箪
を
た
上
き
勧
進
を
な
す
時
は
、
二
季
の
彼
岸
、
霜
月
十
三
日
よ
り
極
月
廿
四
目
ま
で
、
昼
は
洛
中
を
う
た
い
め
ぐ
り
、

夜
は
洛
辺
の
無
常
所
を
め
ぐ
る
。
是
、
か
れ
ら
が
行
な
り
」
と
あ
る
こ
と
や
、
去
来
の
「
鉢
拘
ノ
辞
」
に
、
「
師
走
も
二
十
四
日
、
冬
も

か
ぎ
り
な
れ
ば
、
鉢
た
∫
き
聞
む
と
、
例
の
翁
の
わ
た
り
ま
し
け
る
。
こ
よ
ひ
は
風
は
げ
し
く
、
雨
そ
ぼ
ふ
り
て
、
と
み
に
も
来
ら
ね

ば
」
云
々
と
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
分
か
る
。

◎
夜
念
仏
　
類
従
本
は
「
念
仏
」
。
尊
経
閣
本
も
、
「
夜
」
は
行
の
右
に
書
き
加
え
て
お
り
、
「
夜
」
を
落
と
し
た
祖
本
の
あ
っ
た
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
。

◎
お
な
し
ほ
と
の
事
に
や
　
歌
の
出
来
ば
え
に
つ
い
て
い
う
。
歌
合
判
詞
の
常
套
句
。

◎
や
ふ
れ
僧
　
　
「
破
れ
僧
」
で
、
破
戒
僧
の
意
で
あ
ろ
う
。
『
増
補
僅
言
集
覧
』
に
、
本
職
人
歌
合
を
引
き
、
「
や
ふ
れ
僧
は
、
有
髪
の

僧
、
ま
た
は
、
破
戒
の
僧
に
や
と
い
へ
り
」
（
「
や
ぶ
れ
僧
」
の
項
）
と
あ
る
。
こ
こ
は
、
放
下
の
こ
と
を
指
す
。
放
下
が
ま
っ
と
う
な

宗
教
家
と
見
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
◎

◎
ゑ
ほ
し
き
た
れ
は
前
掲
の
ご
と
く
、
つ
と
に
『
天
狗
草
子
』
伝
三
井
寺
巻
に
、
「
放
下
の
禅
師
と
号
し
て
、
髪
を
そ
ら
ず
し
て
、
烏

帽
子
を
き
」
と
あ
り
、
ま
た
、
『
塩
山
和
泥
合
水
集
』
下
に
、
「
放
下
ノ
モ
ノ
ト
号
シ
テ
、
三
衣
一
鉢
ヲ
ス
テ
テ
、
身
二
衣
モ
ヲ
キ
ズ
シ

テ
、
或
ハ
ェ
ポ
シ
ヲ
キ
、
或
ハ
狗
猫
兎
鹿
ノ
皮
ヲ
キ
テ
」
と
あ
る
。
『
天
狗
草
子
』
の
絵
に
は
、
街
頭
で
掲
鼓
を
曲
打
ち
す
る
朝
露
と
い

う
男
と
、
蓑
を
着
け
て
鯵
を
摺
る
蓑
虫
と
い
う
男
と
が
描
か
れ
て
お
り
、
二
人
と
も
有
髪
で
、
烏
帽
子
を
着
け
て
い
る
。
な
お
、
能
「
放

下
僧
」
の
後
ヅ
レ
の
放
下
も
、
梨
打
烏
帽
子
を
着
け
る
。

◎
こ
め
ら
は
　
「
こ
め
わ
ら
は
（
小
女
童
）
」
の
約
で
、
若
い
娘
に
対
す
る
軽
い
蔑
称
で
あ
ろ
う
。
小
娘
。

◎
お
と
こ
と
見
て
や
し
り
に
つ
く
ら
む
　
「
男
」
は
、
こ
こ
で
は
、
出
家
し
て
い
な
い
普
通
の
男
の
意
。
た
だ
し
、
歌
で
は
、
「
捨
て
ぬ



世
を
仮
の
姿
の
男
山
あ
ふ
げ
ば
も
と
の
君
も
見
え
げ
り
く
信
忠
V
」
（
石
清
水
若
宮
歌
合
、
五
十
番
右
）
の
よ
う
な
例
が
な
い
で
は
な
い

が
、
こ
の
意
に
用
い
る
の
は
異
例
。
「
尻
に
付
く
」
は
、
人
の
後
ろ
に
付
く
こ
と
。
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
四
－
十
六
「
大
政
入
道
山
門

ヲ
語
事
　
付
落
書
事
」
に
見
え
る
、
「
山
法
師
味
曽
か
醤
か
唐
醤
か
へ
い
じ
の
尻
に
付
て
ま
は
る
は
」
と
い
う
落
書
の
例
が
あ
る
が
、
勿

論
、
通
常
の
歌
に
は
用
い
な
い
言
葉
。
出
家
し
て
い
な
い
男
と
思
っ
て
後
を
付
け
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
容
的
に
も
、
恋
の
歌
と

し
て
は
異
例
。

◎
た
か
わ
さ
つ
の
そ
　
忠
寄
本
は
、
「
た
か
わ
さ
つ
の
か
」
。
こ
れ
で
も
意
味
は
通
じ
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
誰
が
業
ぞ
」
と
言
う
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
さ
づ
の

き
と
こ
ろ
を
、
鉢
叩
の
縁
で
「
鹿
角
」
と
言
っ
た
。
「
鹿
角
」
は
、
鉢
叩
の
持
つ
、
先
に
鹿
の
角
を
つ
け
た
杖
（
絵
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
や

◎
昨
呈
て
こ
う
や
く
と
い
ひ
て
と
は
ぬ
は
「
来
う
や
一
に
、
鉢
碧
祖
と
さ
れ
る
「
空
也
一
を
掛
け
る
。
「
来
う
や
一
は
、
歌
で

は
勿
論
異
例
の
語
。
「
空
也
」
は
、
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
、
「
『
目
本
往
生
極
楽
記
』
の
注
に
は
「
弘
也
」
、
『
打
聞
集
』
に
は
「
公
野
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
も
と
は
「
こ
う
や
」
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
は
「
く
う
や
」
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
」
（
「
こ
う

や
〔
空
也
〕
」
の
項
）
と
い
う
。
（
類
従
本
は
、
〕
し
う
や
」
の
「
こ
」
の
右
に
「
く
歎
」
と
す
る
。
）
平
安
中
期
の
僧
。
市
井
に
あ
っ
て

常
に
念
仏
を
称
え
、
人
々
に
も
勧
め
た
の
で
、
市
聖
、
阿
弥
陀
聖
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
建
立
に
な
る
京
都
東
山
の
西
光
寺
（
後
の
六
波

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
ぐ

羅
蜜
寺
）
に
蔵
す
る
、
鎌
倉
期
作
の
空
也
像
は
、
鹿
の
皮
を
纏
い
、
左
手
に
鹿
角
を
持
ち
、
金
鼓
を
胸
に
下
げ
、
右
手
に
撞
木
を
持
っ

て
、
口
か
ら
六
体
の
阿
弥
陀
を
吐
く
姿
で
著
名
。
昨
日
ま
で
、
来
よ
う
や
来
よ
う
や
と
口
で
は
言
い
な
が
ら
、
実
際
に
訪
れ
て
来
な
い

の
は
。

◎
み
る
や
う
也
　
「
見
る
や
う
」
は
歌
論
用
語
（
二
十
二
番
語
注
「
み
る
心
地
す
」
、
三
十
一
番
語
注
「
み
る
や
う
に
よ
み
た
り
」
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔭
　
　
⑧
　
　
嚢
　
　
慈
　
　
嚢
　
　
惑
　
　
彩
　
　
⑧

『
毎
月
抄
』
に
見
え
る
十
体
の
一
つ
「
見
様
」
は
、
「
一
定
の
情
趣
を
漂
わ
せ
る
四
季
の
風
物
や
風
景
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
が
視
覚
的
に
感

じ
ら
れ
る
詠
風
」
を
い
い
（
有
吉
保
『
和
歌
文
学
事
典
』
「
見
体
」
の
項
）
、
『
定
家
十
体
』
の
「
見
様
」
の
例
歌
も
、
「
見
た
と
お
り
に

　
　
　
⑧
　
　
⑧

詠
む
、
叙
景
を
主
と
す
る
詠
み
ぶ
り
」
で
あ
る
（
『
和
歌
大
事
典
』
「
見
様
」
の
項
（
以
上
、
傍
点
引
用
者
）
）
。
た
だ
し
、
こ
こ
は
、
小

娘
た
ち
が
放
下
の
尻
に
つ
い
て
歩
く
様
予
が
、
文
字
ど
お
り
「
見
る
や
う
」
だ
と
茶
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

◎
は
ち
た
ふ
き
の
祖
師
は
空
也
と
い
へ
り
　
　
「
祖
師
」
は
、
一
宗
一
派
を
開
い
た
僧
。
鉢
叩
の
祖
に
つ
い
て
は
、
時
代
は
下
る
が
、
前

　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



三
〇

掲
、
『
薙
州
府
志
』
四
、
「
極
楽
院
」
の
項
に
、
「
空
也
上
人
ノ
之
開
基
、
、
ン
、
、
而
則
安
下
置
ス
所
一
自
刻
㍉
之
肖
像
H
。
此
、
院
内
ノ
一
老
ヲ
称
コ
上
人
↓
。

不
レ
食
二
魚
肉
づ
、
不
レ
携
二
妻
子
づ
、
剃
髪
著
レ
衣
ヲ
。
其
ノ
余
ノ
十
八
家
ハ
者
、
不
レ
剃
レ
髪
ヲ
、
携
二
妻
子
づ
、
常
二
製
二
茶
莞
づ
売
ユ
市
朝
、
一
、
。
相
伝
、
、

空
也
、
夜
々
修
行
、
唱
一
」
念
仏
↓
巡
」
洛
辺
づ
。
暫
ク
住
コ
貴
布
祢
、
一
．
。
干
レ
時
、
毎
夜
鹿
来
リ
鳴
ク
。
上
人
甚
気
愛
｝
其
ノ
声
↓
、
為
二
閑
居
ノ
之
友
叶
。

一
夜
不
コ
来
リ
鳴
一
。
心
二
怪
μ
之
ヲ
。
翌
日
、
平
ノ
定
盛
来
リ
、
告
テ
日
、
昨
夜
、
於
ゴ
此
ノ
処
、
一
一
殺
H
リ
ト
鹿
ヲ
也
。
上
人
大
二
驚
且
ツ
悲
。
乞
二
其
ノ
皮

角
づ
、
皮
ハ
為
レ
嚢
卜
著
川
之
ヲ
。
角
ハ
挿
二
杖
頭
．
一
、
、
為
コ
遺
愛
ノ
之
物
↓
也
。
定
盛
亦
悔
〃
之
ヲ
悦
け
之
ヲ
、
終
二
剃
髪
シ
テ
為
レ
僧
ト
。
今
ノ
十
八
家
ハ
其
ノ

蕎
ニ
シ
テ
而
所
り
著
ス
ル
之
衣
ハ
定
盛
曽
テ
平
生
所
り
著
狩
衣
ノ
之
抱
直
二
為
け
衣
卜
。
至
け
今
マ
存
コ
其
ノ
遺
風
づ
也
。
各
々
衣
ノ
上
二
有
川
紋
。
是
レ
俗
体
家

々
ノ
之
紋
也
。
凡
ソ
十
八
家
ノ
人
、
至
一
厳
冬
寒
夜
、
一
，
、
毎
夜
巡
」
洛
外
ノ
墓
所
葬
場
↓
、
各
く
以
ゴ
竹
枝
づ
拘
け
瓢
ヲ
、
高
声
二
唱
二
無
常
ノ
之
碩
文
づ
、

是
ヲ
為
「
修
行
↓
。
依
テ
称
コ
鉢
敵
↓
」
と
見
え
る
。
同
様
の
説
話
が
『
空
也
上
人
絵
詞
伝
』
に
見
え
る
由
（
『
京
都
市
の
地
名
』
「
空
也
堂
」

の
項
な
ど
）
。
ま
た
、
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
、
「
鉢
敲
」
の
項
、
『
和
漢
三
才
図
会
』
七
十
二
、
「
紫
雲
山
極
楽
院
」
の
項
等
に
も
類
話
を
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
チ
タ
」
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
タ
キ

め
る
。
古
辞
書
類
に
も
、
文
明
本
『
節
用
集
』
に
、
「
鉢
叩
　
窒
也
上
人
下
入
、
末
流
」
、
静
嘉
堂
文
庫
本
『
運
歩
色
葉
集
』
に
、
「
鉢
叩
空
也
上
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
チ
タ
㌧
キ

末
孫
也
」
、
『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
、
「
引
敲
　
空
也
上
へ
末
派
一
、
蓋
平
貞
盛
司
為
船
祖
、
」
な
ど
と
あ
る
。

◎
わ
さ
つ
の
も
此
道
具
と
い
へ
り
　
空
也
と
鹿
角
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
空
也
像
や
鉢
叩
祖
師
伝
承
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

◎
逸
興
　
歌
論
用
語
で
、
一
風
変
わ
っ
た
面
白
さ
（
十
番
語
注
「
逸
興
」
の
項
参
照
）
。

◎
う
つ
ふ
な
の
ま
よ
ひ
や
　
放
下
が
歌
っ
た
歌
の
一
節
で
あ
ろ
う
が
、
未
考
。
「
形
容
詞
語
幹
（
ま
れ
に
形
容
動
詞
語
幹
な
ど
）
十
の
十

名
詞
十
や
」
と
い
う
語
法
は
、
コ
異
綿
ほ
し
の
小
袖
や
」
（
天
理
本
『
狂
言
六
義
』
抜
書
「
ど
も
り
」
）
、
「
や
ら
忙
し
の
我
が
身
や
」
（
『
田

植
草
紙
』
朝
歌
四
番
の
式
）
な
ど
、
中
世
歌
謡
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
『
閑
吟
集
』
に
収
め
る
放
下
の
歌
三
首
の
う
ち
の
二
首
も
、
「
面

白
の
花
の
都
や
」
、
「
面
白
の
海
道
下
り
や
」
と
い
う
形
で
始
ま
る
。
「
う
つ
つ
な
し
」
は
、
放
心
し
て
い
る
さ
ま
。
ま
た
、
言
動
が
常
軌

を
逸
し
て
い
る
さ
ま
。
「
迷
ひ
」
は
恋
の
迷
い
で
あ
ろ
う
。
仏
教
的
な
意
味
の
迷
い
と
も
取
れ
な
く
は
な
い
が
、
『
閑
吟
集
』
所
収
の
放

下
の
歌
か
ら
推
し
て
、
前
者
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

◎
昨
目
み
し
人
け
ふ
と
へ
は
　
忠
寄
本
は
、
「
昨
目
み
し
人
け
ふ
は
な
し
」
と
し
、
「
は
な
し
」
を
見
せ
消
ち
に
し
て
、
「
問
は
」
と
校
合
。

昨
日
会
っ
た
ば
か
り
の
人
を
今
目
訪
ね
て
み
れ
ば
、
は
や
亡
く
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
内
容
の
和
讃
で
あ
ろ
う
。
『
新
大
系
』
に
よ
れ
ば
、



『
無
常
和
讃
』
に
、

「
き
の
ふ
み
し
人
は
い
づ
く
と
げ
ふ
と
へ
ば
、
谷
ふ
く
あ
ら
し
、

み
ね
の
松
か
ぜ
」
と
あ
る
と
い
う
。

〔
絵
〕

　
放
下
は
、
折
烏
帽
子
を
被
り
、
鉢
巻
を
し
、
小
袖
・
袴
姿
に
腰
蓑
を
着
け
、
藁
製
の
脚
半
・
草
軽
を
履
く
。
腰
に
刀
と
勧
進
柄
杓
を

差
し
、
短
冊
を
付
け
た
笹
の
枝
を
背
負
っ
て
、
小
切
子
を
あ
や
つ
る
。
笹
の
意
味
等
に
つ
い
て
は
、
未
考
。

　
鉢
叩
は
、
有
髪
（
中
剃
り
）
で
僧
衣
を
着
、
素
足
。
左
手
に
瓢
箪
を
持
ち
、
右
手
の
援
で
叩
く
。
前
に
、
鹿
角
と
そ
れ
に
付
け
た
小

さ
な
瓢
箪
。
白
石
本
・
忠
寄
本
は
、
左
手
に
鹿
角
と
瓢
箪
、
右
手
に
援
。

〔
参
考
〕

○
麓
に
下
る
ひ
じ
の
勢
ひ

　
か
け
は
し
を
放
下
は
鼻
に
立
て
す
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
誹
諸
連
歌
抄
）

○
　
追
ひ
手
の
風
は
ふ
く
べ
な
り
け
り

　
跡
を
の
み
み
よ
し
野
の
鉢
た
∫
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
面
白
の
花
の
都
や
、
…
…
川
柳
は
水
に
探
ま
る
る
、
し
だ
り
柳
は
風
に
操
ま
る
る
、
ふ
く
ら
雀
は
竹
に
操
ま
る
る
、
都
の
牛
は
車
に

採
ま
る
る
、
茶
臼
は
挽
木
に
操
ま
る
る
、
げ
に
ま
こ
と
忘
れ
た
り
と
よ
、
こ
き
り
こ
は
放
下
に
採
ま
る
る
、
こ
き
り
こ
の
二
つ
の
竹
の
、

代
々
を
重
ね
て
う
ち
治
ま
り
た
る
御
代
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
放
下
僧
」
）

○
治
ま
れ
る
、
く
、
都
の
春
の
鉢
叩
、
叩
き
つ
れ
た
る
一
節
を
、
茶
箸
せ
と
讐
ん
、
砦
、
茶
著
せ
と
讐
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
狂
言
「
は
ち
た
∫
き
」
）

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
三
）

三
一



三
二

〔
職
人
尽
〕

〔
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
〕
十
番

　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猿
楽

こ
よ
ひ
さ
へ
月
の
前
に
は
い
て
∫
み
ん
う
し
ろ
と
∫
こ
そ
い
ひ
な
さ
る
と
も

い
と
は
る
∫
わ
れ
と
は
さ
ら
に
見
え
し
と
て
お
も
て
か
た
を
も
せ
ま
ほ
し
き
哉

　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
楽

う
ち
た
∫
く
中
門
口
の
や
す
ら
ひ
に
さ
上
ら
あ
ふ
き
て
月
を
こ
そ
み
れ

玉
章
を
手
た
ま
に
ま
せ
て
つ
き
や
ら
ん
つ
れ
な
き
人
も
と
り
や
い
る
上
と

　
判
云
、
月
は
、
左
た
し
か
に
し
て
、
す
か
た
を
く
れ
、
右
け
し
き
つ
き
て
、
こ
と
は
あ
ま
れ
り
。
い
っ
れ
と
な
く
や
侍
ら
ん
。
恋
は
、

　
左
ま
こ
と
し
か
ら
ん
と
よ
み
、
右
興
あ
ら
む
と
お
も
へ
り
。
な
そ
ふ
る
に
、
持
な
と
に
て
侍
へ
し
。

　
　
〔
古
今
夷
曲
集
〕
孔
雀
と
い
ふ
太
夫
が
勧
進
能
を
よ
め
る
　
寄
せ
太
鼓
音
も
た
う
か
ら
唐
か
ら
や
渡
る
孔
雀
が
能
の
鼠
戸
く
保
友
V
　
麟
子
を
ば

　
　
浮
か
べ
顔
に
て
す
る
怪
我
は
木
か
ら
落
ち
た
る
猿
楽
の
芸
く
未
得
V
　
程
調
子
あ
ふ
む
小
町
の
う
た
ひ
や
う
是
も
師
匠
の
口
ま
ね
ぞ
か
し
く
正
定

　
　
V
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
彙
〕
　
能
　
能
と
い
ふ
事
、
む
か
し
よ
り
有
り
と
い
へ
ど
も
、
其
の
伝
記
た
し
か
な
ら
ず
。
百
一
代
後
小
松
院
の
御
宇
、
鹿

　
　
苑
院
相
国
公
の
代
に
、
観
世
世
阿
弥
と
い
ふ
者
、
公
方
家
の
能
大
夫
と
し
て
盛
ん
に
是
を
も
て
あ
そ
び
、
一
家
を
た
て
て
観
世
流
あ
り
。
今
に
い

　
　
た
つ
て
第
一
也
。
観
世
よ
り
今
春
、
保
生
わ
か
れ
、
今
春
よ
り
金
剛
座
わ
か
れ
て
、
是
を
四
座
と
い
ふ
。
猿
楽
と
い
ふ
事
は
、
神
代
猿
田
彦
の
余

　
　
流
の
い
ひ
な
り
と
か
や
。
　
／
　
地
謡
謡
は
日
本
の
遊
興
の
随
一
な
り
。
作
者
多
く
あ
つ
て
、
神
祇
、
釈
教
、
恋
、
無
常
、
唐
土
目
本
の
古
事
、



　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

古
歌
、
古
詩
の
意
す
べ
て
、
士
農
工
商
の
こ
と
わ
ざ
、
幽
玄
鬼
神
の
こ
と
に
い
た
る
ま
で
、
つ
く
さ
ず
と
い
ふ
事
な
く
、
詞
を
和
ら
げ
、
和
語
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
は

以
て
つ
づ
り
、
枕
詞
た
く
み
に
、
詞
の
縁
を
第
一
と
せ
り
。
神
事
、
祝
言
の
場
、
遊
興
の
座
敷
に
お
ゐ
て
、
こ
れ
を
も
て
あ
そ
ば
ず
と
い
ふ
事
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
し

し
。
国
家
泰
平
の
調
子
、
麓
を
さ
り
、
老
ひ
を
若
や
ぐ
の
効
能
有
り
て
、
誠
に
め
で
た
き
様
な
り
。
　
／
笛
横
笛
と
号
す
。
唐
土
の
東
波
居

士
、
池
中
の
龍
吟
を
聞
き
て
、
汀
の
竹
を
き
り
て
、
八
ツ
の
穴
を
あ
け
て
吹
き
し
と
か
や
。
穴
を
歌
口
と
い
ふ
は
和
国
に
て
の
名
な
り
。
五
調
子

に
お
ゐ
て
、
一
穴
づ
つ
に
各
名
あ
り
。
竹
は
漢
竹
を
上
と
す
。
高
麗
笛
、
是
を
こ
ま
ぶ
え
と
称
じ
て
、
む
か
し
よ
り
も
て
あ
そ
ぶ
と
こ
ろ
な
り
。

当
世
笛
吹
は
、
森
田
庄
兵
衛
、
春
日
市
右
衛
門
、
一
噌
八
郎
左
衛
門
、
庄
田
与
兵
衛
。
其
外
略
レ
之
。
　
／
鼓
　
鼓
に
大
小
あ
り
。
小
を
小
鼓
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら
ペ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
」
う

称
じ
て
、
大
の
上
に
座
す
る
。
秦
の
穆
王
の
作
也
。
二
面
の
皮
は
天
地
を
か
た
ど
り
、
花
形
は
星
を
表
し
、
調
糸
は
五
行
五
常
を
か
た
ど
り
、
筒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
は
も
の

は
須
弥
山
を
表
す
。
大
鼓
は
、
陽
に
し
て
呂
也
。
小
鼓
は
陰
に
し
て
律
也
。
こ
れ
陰
陽
和
合
の
器
な
り
。
当
時
小
鼓
打
は
観
世
宗
兵
衛
、
保
生
新

九
郎
、
大
蔵
長
右
衛
門
、
幸
野
清
五
郎
。
大
鼓
は
葛
野
市
郎
兵
衛
。
鼓
師
、
二
条
玉
屋
町
烏
丸
六
角
下
ル
丁
、
大
坂
は
堺
筋
か
は
ら
丁
。
　
／

太
鼓
　
太
鼓
の
は
じ
ま
り
は
、
釈
尊
の
御
時
よ
り
時
の
太
鼓
を
う
つ
よ
り
は
じ
ま
れ
り
。
其
の
事
、
下
に
み
え
た
り
。
抱
は
陰
陽
を
表
す
。
当
時

打
手
、
観
世
左
吉
、
今
春
又
次
郎
。
太
鼓
は
鼓
屋
に
あ
り
。
　
、
一
狂
言
　
人
と
し
て
笑
ひ
を
催
す
た
め
な
れ
ば
、
法
外
但
優
の
事
な
り
。
　
〔
誹

諸
職
人
尽
〕
で
ん
が
く
　
手
拍
子
の
品
玉
に
取
る
あ
ら
れ
か
な
く
重
頼
V
　
綾
織
の
白
刃
の
上
の
桜
か
な
〈
済
通
〉
　
田
楽
の
我
が
名
を
喰
ら
ふ

花
見
か
な
く
蓬
谷
V
　
で
ん
が
く
の
新
座
や
花
の
祇
園
串
く
蓼
和
V
　
！
　
さ
る
が
く
　
里
人
の
渡
り
候
歎
橋
の
霜
く
宗
因
V
　
幸
清
が
霧
の
簾

や
昔
松
く
晋
子
V
夕
暮
れ
は
く
何
と
ほ
と
き
す
く
麦
林
V
役
者
達
奈
良
に
居
付
く
や
花
の
春
く
残
花
V
家
に
三
老
女
と
い
妻
あ
り
、

亡
夫
将
監
秘
し
て
伝
え
侍
り
し
を
思
ひ
出
で
て
　
伯
母
捨
を
闇
に
の
ぼ
る
や
け
ふ
の
月
く
立
甫
V
　
金
剛
の
尉
も
さ
び
た
り
か
み
な
月
く
蓼
和
V

　
〔
職
人
尽
発
句
合
〕
三
十
二
番
　
申
楽
・
狂
言
師
　
郁
鄭
の
夢
見
た
り
け
り
年
忘
れ
　
土
鍋
に
隠
し
狸
や
薬
喰
ひ
　
申
楽
が
五
十
年
の
栄
花
を

夢
に
見
た
る
句
の
事
が
ら
ぞ
、
よ
き
年
忘
れ
に
て
、
逸
興
げ
に
此
の
上
や
あ
る
べ
き
。
　
狂
言
者
流
が
隠
し
狸
の
名
目
に
寄
せ
て
、
薬
喰
ひ
の
み

そ
か
ご
と
す
る
風
情
、
心
言
葉
も
よ
く
う
つ
り
て
、
効
き
目
も
一
し
ほ
な
が
ら
、
左
右
と
も
に
一
双
の
芸
な
れ
ば
、
持
と
す
べ
し
。
　
／
　
四
十

八
番
右
　
田
楽
　
人
知
ら
ぬ
道
か
れ
が
れ
や
冬
の
草
　
田
楽
の
道
か
れ
が
れ
な
る
を
な
げ
く
は
こ
と
は
り
な
が
ら
、
春
日
祭
、
山
王
会
に
も
出
て

あ
や
を
と
れ
ば
、
を
の
づ
か
ら
神
の
恵
み
も
絶
え
せ
ぬ
道
の
一
筋
に
て
、
此
の
勝
負
に
も
勝
に
こ
そ
。
か
の
高
時
入
道
に
め
で
ら
れ
し
頃
ほ
ひ
は
、

い
か
に
芸
を
や
つ
く
し
げ
む
。
　
　
〔
職
人
尽
狂
歌
合
〕
左
　
寄
猿
楽
恋
　
猿
楽
の
さ
る
に
て
も
来
ず
夜
の
更
け
て
さ
り
に
さ
り
に
や
寒
き
独
り
寝

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
三
）

三
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三
四

　
左
、
ふ
り
て
ふ
ふ
ぐ
り
の
古
事
、
よ
く
思
ひ
寄
せ
ら
れ
た
り
。
…
－
左
、
い
さ
さ
か
、
や
文
字
耳
立
ち
て
侍
れ
ど
、
勝
り
ぬ
と
申
す
べ
く
や
。

／
　
右
　
寄
猿
楽
恋
　
約
束
を
し
て
も
見
へ
ね
ば
独
り
能
お
も
て
も
か
け
ず
待
つ
は
つ
れ
な
し
　
－
…
右
、
お
も
て
も
か
け
ぬ
と
申
さ
れ
し
、
た

ぐ
ひ
な
く
お
か
し
。
勝
に
て
侍
り
な
ん
。
　
／
右
　
寄
田
楽
恋
　
は
か
な
し
や
逢
ひ
見
ん
こ
と
も
刀
玉
投
げ
て
取
り
や
る
文
を
の
み
に
て

－
右
、
古
き
世
の
文
な
ど
よ
く
読
め
る
作
者
な
る
べ
し
。
勝
負
分
き
が
た
し
。

〔
本
文
〕

五
十
番

て
ん
か
く
の
ち
う
も
む
く
ち
の
す
き
れ
ん
し

の
そ
く
そ
月
の
ほ
そ
め
な
り
け
る

秋
の
霜
お
き
な
お
も
て
の
し
ら
ひ
け
の

な
か
き
夜
あ
か
す
月
を
み
る
か
な

　
左
は
、
首
尾
い
ひ
か
な
へ
り
。
右
は
、
上
句
、
事
あ
り
と

　
い
ひ
た
て
∫
、
長
夜
月
見
る
と
は
か
り
は
、
す

　
こ
し
す
ゑ
よ
は
く
き
こ
ゆ
。
左
可
勝
。

よ
そ
へ
て
も
け
に
そ
恋
し
き
人
ま
ね
の

お
ほ
ひ
か
つ
ら
の
を
ん
な
す
か
た
を

恋
ら
れ
て
む
く
ひ
や
す
る
と
ゑ
め
い
冠
者

う
つ
く
し
気
な
る
人
と
み
え
は
や

　
左
右
と
も
に
、
我
道
の
す
か
た
を
か
り
て
恋
を

　
よ
せ
た
る
心
は
せ
、
や
さ
し
。
価
為
持
。

　
　
　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

て
ん
か
く
1
〔
類
〕
田
楽
　
す
き
れ
ん
し
ー
〔
類
〕
透
れ
ん
し

ほ
そ
め
な
り
け
る
1
〔
類
〕
細
め
成
け
る

お
き
な
お
も
て
の
し
ら
ひ
け
－
〔
類
〕
翁
お
も
て
の
白
髭

夜
1
〔
類
〕
よ

見
る
1
〔
類
〕

よ
は
く
聞
ゆ

み
る
　
す
こ
し
す
ゑ
よ
は
く
き
こ
ゆ
1

を
ん
な
す
か
た
－
〔
類
〕
女
す
か
た

う
つ
く
し
気
1
〔
類
〕
う
つ
く
し
け

恋
を
ー
〔
白
〕
恋

心
は
せ
」
〔
類
〕
こ
∫
ろ
は
せ

〔
類
〕
少
し
末



て
ん
か
く

　
猿
か
く

あ
げ
ま
き
や

と
ん
と
う
、
ひ
ろ

は
か
り
や
と
ん

と
』
つ

て
ん
か
く
－
〔
白
〕

猿
か
く
1
〔
白
〕

田
楽
〔
忠
〕
五
十
番
田
楽

〔
忠
〕
猿
楽

と
ん
と
う
－
〔
忠
〕

ナ
シ

〔
語
注
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
こ
　
　
ふ
り
つ
づ
み
　
ぴ
ん
ざ
さ
ら

◎
田
楽
は
、
平
安
時
代
に
起
こ
っ
た
芸
能
で
、
腰
鼓
・
振
鼓
・
編
木
な
ど
の
楽
器
を
用
い
る
群
舞
と
、
高
足
・
品
玉
な
ど
の
曲
芸
と
を

本
芸
と
し
た
。
平
安
時
代
中
期
、
田
楽
法
師
と
呼
ば
れ
る
、
僧
形
の
専
門
家
が
生
ま
れ
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
劇
的

形
態
の
田
楽
能
を
生
ん
で
、
猿
楽
能
と
影
響
し
合
っ
た
が
、
そ
の
後
、
猿
楽
の
発
展
に
伴
っ
て
衰
え
た
。

　
猿
楽
は
、
能
楽
の
古
称
。

　
「
田
楽
」
、
「
猿
楽
」
と
も
、
こ
こ
で
は
、
職
人
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
『
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
』
十
番
に
、
猿
楽
・
田
楽
の
番
い
が
あ
る
。

◎
ち
う
も
む
く
ち
　
中
門
口
。
田
楽
本
来
の
所
作
で
、
鼓
と
編
木
で
麟
し
な
が
ら
輸
に
な
っ
て
踊
る
。
『
文
安
田
楽
能
記
』
に
、
「
次
田

楽
。
先
中
門
口
。
ビ
ソ
ザ
・
ラ
菊
阿
弥
、
笛
玉
阿
弥
着
二
花
笠
一
高
足
駄
ヲ
ハ
ク
」
と
あ
り
、
そ
の
様
子
は
、
『
年
中
行
事
絵
巻
』
、
『
大
山
寺
縁
起

絵
巻
』
、
『
大
江
山
絵
巻
』
な
ど
に
み
え
る
（
岩
橋
小
弥
太
『
芸
能
史
叢
説
』
「
田
楽
」
）
。
一
説
に
、
全
員
で
踊
る
総
田
楽
の
前
に
、
踊
り

手
が
一
人
ず
つ
個
人
技
を
見
せ
る
の
が
中
門
口
で
あ
る
と
い
う
（
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
、
「
田
楽
」
の
項
）
。
名
称
の
由
来
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
の
や

て
は
、
田
楽
法
師
が
中
門
（
寝
殿
造
で
、
東
西
の
対
屋
か
ら
南
に
続
く
中
門
廊
に
開
か
れ
た
門
）
の
付
近
ま
で
来
て
、
芸
を
行
い
、
録

を
賜
っ
た
こ
と
か
ら
言
う
と
い
う
。
田
楽
の
「
中
門
口
」
に
、
本
来
の
意
の
「
中
門
口
」
（
中
門
の
入
り
口
）
を
掛
け
、
「
∫
の
透
橘
子
」

注
解
『
七
十
一
番
職
人
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三
六

と
続
げ
る
。
な
お
、
『
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
』
十
番
、
猿
楽
の
月
の
歌
に
も
、
「
打
ち
叩
く
中
門
口
の
や
す
ら
ひ
に
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
じ
　
こ

◎
す
き
れ
ん
し
　
透
橘
子
。
『
角
川
古
語
大
鮮
典
』
は
、
「
橘
子
で
、
橘
子
子
の
問
隔
が
す
い
て
い
て
、
内
か
ら
外
を
よ
く
見
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
。
…
－
間
隔
が
通
常
の
橘
子
よ
り
広
い
も
の
か
、
通
常
の
橘
子
を
、
盲
橘
子
に
対
し
て
い
っ
た
も
の
か
で
あ
る
」
と
い
う
。

◎
ほ
そ
め
な
り
け
る
　
「
細
め
な
り
」
は
、
「
天
の
戸
を
細
め
に
開
け
て
見
そ
な
は
す
庭
火
の
影
の
お
も
し
ろ
き
か
な
く
保
俊
V
」
（
夫

木
和
歌
抄
、
十
八
、
冬
部
三
）
な
ど
の
例
が
な
い
で
は
な
い
が
、
普
通
、
歌
に
は
用
い
な
い
言
葉
。
あ
る
い
は
、
田
楽
の
用
語
に
「
ほ

そ
め
」
な
る
語
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
掛
げ
る
か
。
透
橘
子
の
隙
問
か
ら
覗
く
と
月
が
細
め
に
見
え
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
秋
の
霜
お
き
な
お
も
て
の
し
ら
ぴ
け
の
　
「
秋
の
霜
」
は
、
こ
こ
は
実
景
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
月
が
地
上
を
明
る

く
照
ら
し
て
い
る
さ
ま
を
も
連
想
さ
せ
る
。
月
の
光
を
霜
と
見
立
て
る
例
は
、
「
夏
夜
、
月
お
も
し
ろ
く
侍
げ
．
る
に
　
今
夜
か
く
な
が
む

る
袖
の
露
け
き
は
月
の
霜
を
や
秋
と
見
つ
ら
ん
く
読
人
不
知
V
」
（
後
撰
集
、
四
、
夏
）
な
ど
、
歌
に
数
多
い
。
「
秋
の
霜
置
き
」
か
ら

「
翁
面
」
と
続
く
。
「
翁
面
」
は
、
猿
楽
で
も
っ
と
も
神
聖
な
曲
と
さ
れ
る
「
式
三
番
」
（
現
在
の
「
翁
」
）
で
、
シ
テ
の
老
翁
役
が
付
け

る
面
。
顎
に
白
く
長
い
髪
が
あ
る
（
絵
参
照
）
。
「
露
」
と
、
「
白
」
お
よ
び
下
句
の
「
月
」
．
は
縁
語
。
全
体
と
し
て
、
序
詞
的
に
下
句
の

「
長
き
」
に
続
く
。

◎
な
か
き
夜
あ
か
す
月
を
み
る
か
な
秋
の
長
い
夜
も
飽
く
こ
と
な
く
月
を
見
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
月
ゆ
ゑ
に
長
き
夜
す
が
ら
な

が
む
れ
ど
あ
か
ず
も
惜
し
き
秋
の
空
か
な
く
菅
原
在
良
V
」
（
新
勅
撰
集
、
五
、
秋
歌
下
）
、
「
長
き
夜
も
あ
か
ず
ぞ
見
つ
る
ひ
さ
か
た
の

あ
ま
の
と
渡
る
有
明
の
月
く
後
鳥
羽
院
V
」
（
続
古
今
集
、
五
、
秋
歌
下
）
な
ど
の
類
歌
が
あ
る
。
本
職
人
歌
合
で
も
、
八
番
左
、
筆
結

の
月
の
歌
、
「
筆
柄
に
切
り
つ
づ
め
た
る
笹
竹
の
長
き
夜
知
ら
ず
月
を
見
る
か
な
」
、
三
十
二
番
左
、
針
磨
の
月
の
歌
、
「
月
を
見
ば
猶
も

延
べ
ば
や
針
金
の
長
き
夜
と
て
も
い
や
は
寝
ら
る
る
」
が
、
似
た
発
想
の
歌
で
あ
っ
た
。

◎
首
尾
い
ひ
か
な
へ
り
　
首
尾
が
よ
く
相
応
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
歌
合
判
詞
で
は
、
「
首
尾
相
叶
」
（
天
徳
歌
合
、
十
番

判
詞
）
、
「
わ
す
れ
じ
と
お
け
る
よ
り
、
首
尾
相
応
せ
る
に
や
」
（
六
百
番
歌
合
、
恋
二
、
三
十
番
判
詞
）
な
ど
、
似
た
よ
う
な
評
語
が
ま

ま
用
い
ら
れ
る
。
本
職
人
歌
合
五
十
一
番
の
恋
の
歌
の
判
詞
に
も
、
「
首
尾
か
な
へ
り
」
と
あ
る
。

◎
上
句
、
事
あ
り
と
い
ひ
た
て
ふ
　
「
事
あ
り
」
は
、
特
別
な
意
味
が
あ
る
こ
と
。
「
朝
置
く
露
の
な
ど
い
ふ
事
、
聞
き
な
れ
侍
り
。
是



は
こ
と
あ
り
が
ほ
な
る
物
か
な
」
（
元
永
元
年
内
大
臣
家
歌
合
、
残
菊
八
番
、
俊
頼
判
詞
）
、
「
上
句
は
こ
と
あ
り
げ
に
聞
こ
え
侍
る
に
、

下
句
、
言
ひ
お
ほ
せ
ら
れ
て
も
覚
え
侍
ら
ぬ
は
、
い
か
が
」
（
千
五
百
番
歌
合
、
千
二
百
八
十
九
番
判
詞
）
な
ど
、
「
事
あ
り
顔
」
ま
た

は
「
事
あ
り
げ
」
と
熟
し
た
形
で
、
歌
合
判
詞
に
ま
ま
用
い
ら
れ
る
。
「
言
ひ
立
つ
」
は
、
こ
と
さ
ら
に
言
う
こ
と
。
「
行
く
秋
の
す
ゑ

の
の
お
も
か
げ
、
し
を
る
ら
ん
く
さ
ば
の
露
霜
を
ば
お
き
て
、
木
の
は
を
し
も
い
ひ
た
て
た
る
、
た
が
ひ
て
侍
る
う
へ
に
、
・
…
－
」
（
建

保
元
年
内
裏
歌
合
、
八
番
判
詞
）
な
ど
の
例
が
な
い
で
は
な
い
が
、
特
に
判
詞
に
用
い
る
言
葉
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
本
職

人
歌
合
で
は
、
こ
こ
の
他
、
「
左
右
と
も
に
、
我
が
道
を
深
く
言
ひ
立
て
て
、
し
か
も
月
を
も
て
な
せ
り
」
（
十
九
番
月
判
詞
）
、
「
左
右

と
も
に
、
我
が
寺
々
を
言
ひ
立
て
た
れ
ど
、
さ
せ
る
こ
と
な
し
」
（
六
十
七
番
月
判
詞
）
の
例
が
あ
る
。
こ
こ
は
、
上
句
の
、
掛
詞
や
縁

語
、
序
詞
的
な
表
現
な
ど
に
つ
い
て
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

◎
長
夜
月
見
る
と
は
か
り
は
、
す
こ
し
す
ゑ
よ
は
く
き
こ
ゆ
　
　
「
末
」
は
歌
の
下
の
句
。
「
末
弱
し
」
と
同
様
な
例
は
、
「
左
右
、
上
句

は
と
も
に
よ
ろ
し
く
侍
る
を
、
右
の
末
の
句
こ
と
の
外
に
よ
わ
く
侍
り
」
（
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
、
五
十
番
判
詞
）
な
ど
、
歌
合
判
詞

に
ま
ま
見
え
る
。
「
長
き
夜
あ
か
ず
月
を
見
る
か
な
」
と
い
う
表
現
が
平
凡
で
、
上
の
句
に
較
べ
て
い
さ
さ
か
弱
く
思
わ
れ
る
、
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
。

◎
よ
そ
へ
て
も
け
に
そ
恋
し
き
　
「
よ
そ
ふ
」
は
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
。
下
句
の
「
覆
ひ
髪
の
女
姿
」
を
恋
し
い
人
に
な
ぞ
ら
え
る
の
で

あ
る
。
な
ぞ
ら
え
て
気
を
静
め
よ
う
と
し
て
も
や
は
り
恋
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
よ
そ
ふ
」
は
歌
で
普
通
に
使
う
言
葉

で
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
下
の
「
人
真
似
」
と
の
関
連
で
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

◎
人
ま
ね
　
劇
的
形
態
の
田
楽
能
で
、
あ
る
人
物
に
扮
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

◎
お
ほ
ぴ
か
つ
ら
覆
ひ
髪
。
顔
全
体
を
覆
う
よ
う
に
か
ぶ
る
、
女
装
用
の
髪
。
猿
楽
で
も
用
い
る
が
、
田
楽
能
で
も
用
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
『
文
安
田
楽
能
記
』
に
、
田
楽
法
師
が
、
「
女
沙
汰
の
能
」
、
「
小
野
小
町
の
能
」
な
ど
を
演
じ
た
こ
と
が
見
え
る
。

◎
恋
ら
れ
て
　
「
恋
ひ
ら
る
」
と
い
う
表
現
は
、
歌
に
多
く
は
な
い
が
、
時
に
、
「
か
き
曇
り
雨
ふ
る
河
の
さ
さ
ら
波
ま
な
く
も
人
の
恋

ひ
ら
る
る
か
な
く
人
麿
V
」
（
拾
遺
集
十
五
、
恋
五
）
、
「
我
も
し
か
な
き
て
ぞ
人
に
恋
ひ
ら
れ
し
今
こ
そ
よ
そ
に
声
を
の
み
聞
け
」
（
大

和
物
語
、
百
五
十
八
段
、
新
古
今
集
に
も
）
の
よ
う
に
、
自
発
や
受
身
の
意
で
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
は
受
身
の
意
。

注
解
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三
八

◎
む
く
ひ
や
す
る
と
ゑ
め
い
冠
者
　
　
「
報
ひ
」
は
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
世
（
ま
た
は
先
の
世
）
で
恋
の
相
手
に
っ
れ
な
く
し
て
相
手
を

苦
し
ま
せ
た
報
い
で
、
後
の
世
（
ま
た
は
こ
の
世
）
で
当
人
が
相
手
か
ら
つ
れ
な
く
さ
れ
て
苦
し
む
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
発
想
の
歌
は
、

「
先
の
世
に
人
の
心
を
つ
く
し
け
る
身
の
報
ひ
こ
そ
思
ひ
知
ら
る
れ
く
親
方
V
」
（
玉
葉
集
、
九
、
恋
歌
一
）
、
「
後
の
世
の
報
ひ
を
知
ら

ば
身
を
思
ふ
た
め
に
も
な
ど
か
っ
れ
な
か
る
ら
ん
く
入
道
前
右
大
臣
V
」
（
新
葉
集
、
十
二
、
恋
歌
二
）
な
ど
、
数
多
い
。
こ
こ
は
、
人

か
ら
恋
い
ら
れ
て
っ
れ
な
く
し
た
ら
、
後
の
世
で
報
い
が
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
、
の
意
で
あ
ろ
う
。
『
新
大
系
』
は
、
こ
こ
を
「
（
恋
の
）

お
返
し
を
し
て
」
と
解
す
る
が
、
恋
の
歌
で
「
報
ひ
」
を
そ
の
よ
う
な
意
味
に
用
い
た
例
は
な
く
、
ま
た
、
も
し
そ
の
意
味
で
取
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん
め
い
．
、
わ
じ
や

し
て
も
、
「
報
ひ
や
す
る
」
の
「
や
」
が
解
し
が
た
く
、
「
す
る
」
も
不
自
然
で
あ
る
。
「
ゑ
め
い
冠
者
」
は
、
「
延
命
冠
者
」
の
転
で
あ

ろ
う
。
仮
名
遣
い
は
異
な
る
が
、
「
報
ひ
や
す
る
と
笑
（
む
）
」
か
ら
「
ゑ
め
い
冠
者
」
と
続
く
か
。
「
延
命
冠
者
」
は
、
「
式
三
番
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
η
、
ノ
ヤ
ノ
キ
ミ
ノ
フ
ト
マ
ユ
（
　
　
ヒ

特
殊
演
出
「
父
尉
延
命
冠
者
」
の
登
場
人
物
。
ま
た
、
そ
の
面
。
面
は
、
『
普
通
唱
導
集
』
世
間
部
・
猿
楽
に
、
「
冠
春
公
之
麓
眉
、
齢

　
ノ
　
　
　
（
セ

廿
計
之
見
有
レ
粧
」
と
あ
る
よ
う
に
、
若
い
男
の
顔
で
、
目
を
細
め
て
笑
っ
て
い
る
。

◎
う
つ
く
し
気
な
る
人
と
み
え
は
や
　
「
う
つ
く
し
気
」
は
、
愛
ら
し
げ
。
た
だ
し
、
歌
に
用
い
る
言
葉
で
は
な
い
。
（
「
う
つ
く
し
」

と
い
う
言
葉
自
体
、
歌
に
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
。
）
こ
こ
は
、
延
命
冠
者
の
面
の
表
情
か
ら
の
連
想
か
。
愛
ら
し
げ
な
人
だ
と
、
相

手
か
ら
見
ら
れ
た
い
。

◎
我
道
の
す
か
た
を
か
り
て
恋
を
よ
せ
た
る
心
は
せ
、
や
さ
し
　
白
石
本
は
、
「
恋
を
」
の
「
を
」
を
脱
す
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
我

が
道
」
は
、
田
楽
・
猿
楽
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
道
（
序
語
注
「
よ
ろ
つ
の
道
を
た
て
た
り
」
の
項
参
照
）
。
「
寄
す
」
は
、
あ
る
事
柄
を

別
の
事
柄
に
関
連
づ
け
る
こ
と
。
「
心
ば
せ
」
は
、
心
の
は
た
ら
き
。
感
性
。
「
や
さ
し
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
女
性
的
な
優
美
、
繊
細

な
感
情
や
情
趣
に
つ
い
て
い
う
（
和
歌
大
辞
典
「
や
さ
し
」
の
項
）
。

◎
あ
け
ま
き
や
と
ん
と
う
、
ひ
ろ
は
か
り
や
と
ん
と
う
　
忠
寄
本
は
、
最
後
の
「
と
ん
と
う
」
を
脱
す
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
式
三

番
」
で
、
シ
テ
の
翁
（
お
よ
び
地
謡
）
が
ツ
レ
の
千
歳
に
向
か
っ
て
い
う
詞
章
、
「
総
角
や
ど
ん
ど
う
や
、
尋
ば
か
り
や
ど
ん
ど
う
や
、

坐
し
て
居
た
れ
ど
も
、
参
ら
う
れ
ん
げ
り
や
ど
ん
ど
う
や
」
（
寛
永
十
年
道
伴
刊
の
観
世
流
「
式
三
番
」
〈
新
編
目
本
古
典
文
学
全
集
『
謡

曲
集
』
V
に
よ
る
。
時
代
・
流
派
に
よ
っ
て
小
異
あ
り
）
の
一
部
。
も
と
、
催
馬
楽
「
総
角
」
の
歌
詞
「
総
角
や
と
う
と
う
、
尋
ば
か



　
　
　
　
　
　
　
さ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ろ

り
や
と
う
と
う
、
離
り
て
寝
た
れ
ど
も
、
転
び
あ
ひ
に
け
り
と
う
と
う
、
か
寄
り
あ
ひ
に
け
り
と
う
と
う
」
か
ら
出
た
。
「
総
角
」
は
、

髪
を
総
角
に
し
た
少
年
、
「
尋
ば
か
り
」
は
、
一
尋
（
両
手
を
広
げ
た
長
さ
）
ば
か
り
で
、
原
歌
は
、
始
め
は
離
れ
て
寝
て
い
た
少
年
少

女
が
繕
局
は
関
係
を
結
ん
だ
、
と
い
う
滑
稽
な
意
味
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
猿
楽
「
式
三
番
」
で
は
、
千
歳
と
離
れ
て
坐
っ
て
い
た
翁

が
、
立
ち
上
が
っ
て
千
歳
の
側
へ
行
き
、
と
も
に
舞
を
舞
お
う
、
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
。

〔
絵
〕

　
田
楽
は
、
綾
藺
笠
を
被
り
、
狩
衣
・
指
貫
姿
で
、
右
手
に
編
木
を
持
つ
。

　
猿
楽
は
、
立
烏
帽
子
を
被
り
、
狩
衣
・
指
貫
姿
（
「
式
三
番
」
の
シ
テ
の
老
翁
の
姿
）
で
、
翁
の
面
を
着
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

な
お
、
烏
帽
子
の
形
は
、
近
世
以
降
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
翁
烏
帽
子
（
前
後
に
長
い
小
立
烏
帽
子
に
近
い
形
で
、
烏
帽
子
の
外

側
に
緒
が
縦
横
に
掛
か
っ
て
い
る
）
と
は
異
な
る
古
態
（
天
野
文
雄
「
鎌
倉
南
北
朝
期
の
《
翁
》
の
絵
画
資
料
1
『
鶴
岡
放
生
会
職
人

歌
合
』
と
『
源
誓
上
人
絵
伝
』
1
」
〈
『
翁
猿
楽
研
究
』
所
収
v
）
。

〔
参
考
〕

○
　
翁
面
に
牛
ぞ
出
で
来
る

　
庭
中
の
ち
り
や
た
ら
り
と
踏
ま
る
ら
ん

○
　
惜
し
や
お
も
し
ろ
春
の
猿
楽

　
花
を
風
ち
り
や
た
ら
り
と
吹
き
た
て
て

○
　
あ
は
れ
世
を
渡
り
か
ね
た
る
手
猿
楽

　
負
ひ
目
の
淵
の
橋
の
勧
進

　
　
　
　
　
7
ウ
ト

○
わ
れ
ら
の
劇
は
、
通
常
、
夜
に
上
演
さ
れ
る
。

目
本
人
は
、
劇
を
、

昼
で
も
夜
で
も
、

（
竹
馬
狂
吟
集
）

（
犬
筑
波
集
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

ほ
と
ん
ど
い
つ
も
お
こ
な
う
。

　
　
　
　
　
（
目
本
覚
書
、
十
三
）

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
三
）

三
九



四
〇

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
一
人
の
役
者
が
仮
面
を
つ
げ
、
非
常
に
ゆ
っ
く
り
と
登
場
す
る
。
日
本
で
は
、
二
、
三
人
が
素
顔
で
、
非
常

に
急
い
で
現
わ
れ
、
闘
鶏
が
闘
う
よ
う
な
姿
勢
で
、
対
時
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
ア
ウ
ト

○
わ
れ
ら
の
劇
は
詩
で
あ
る
。
彼
ら
の
は
散
文
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
の
（
劇
）
は
頻
繁
に
変
化
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
違
っ
た
も
の
が
新
た
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
は
、
す
べ
て
初
め

か
ら
決
ま
り
き
っ
て
い
て
変
わ
り
ば
え
が
し
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
ア
ウ
ト
　
　
ト
ウ
ラ
ジ
エ
ヂ
f
ア

○
わ
れ
ら
の
劇
は
、
悲
劇
を
別
と
す
れ
ば
、
場
面
を
分
け
な
い
。
彼
ら
の
は
、
い
っ
も
場
面
を
第
一
、
第
二
、
第
三
（
幕
）
な
ど
と
分

げ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
の
（
劇
の
）
登
場
人
物
は
、
人
に
見
ら
れ
な
い
別
の
建
物
か
ら
出
て
来
る
。
日
本
人
は
フ
ネ
（
？
）
の
幕
を
か
け
ら
れ
た
舞

台
〔
？
〕
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
の
劇
は
、
談
話
形
式
で
演
ぜ
ら
れ
る
。
彼
ら
の
は
、
ほ
と
ん
ど
い
っ
も
歌
か
、
さ
も
な
く
ば
踊
り
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。
（
同
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
劇
の
最
中
に
奇
声
を
発
す
る
な
ど
、
妨
害
で
あ
り
、
非
礼
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
目
本
で
は
、
幾
人
か
の
連
中

が
外
か
ら
大
き
い
叫
び
声
を
あ
げ
る
。
そ
の
こ
と
が
役
者
に
賞
讃
と
彩
り
と
を
添
え
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
仮
面
は
髪
か
ら
下
の
顎
す
べ
て
を
掩
う
。
目
本
の
仮
面
は
非
常
に
小
型
で
、
女
形
を
演
ず
る
者
の
、
そ
の
髪

が
仮
面
の
下
か
ら
ち
ら
ち
ら
と
の
ぞ
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
コ
メ
デ
イ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
リ
ス
　
ァ
タ
パ
リ
ー
ニ
ョ

○
喜
劇
に
せ
よ
悲
劇
に
せ
よ
、
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
そ
の
な
か
で
甘
美
な
器
楽
（
が
奏
せ
ら
れ
る
）
。
日
本
で
は
、
盃
の
小
太
鼓
、
ニ

　
　
パ
オ
　
　
　
　
　
　
　
ア
タ
パ
ゲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
フ
ア
ロ

本
の
援
を
用
い
る
鍵
鼓
、
そ
れ
に
一
本
の
竹
の
横
笛
（
が
奏
せ
ら
れ
る
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
々
・
）
ノ
プ
ノ
リ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
々
’
パ
ケ

○
わ
れ
ら
の
舞
踊
で
は
、
小
太
鼓
を
伴
奏
に
姿
態
を
変
え
る
が
、
歌
い
は
し
な
い
。
日
本
人
の
舞
踊
で
は
、
鍵
鼓
を
伴
奏
と
し
て
、
い

つ
も
歌
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
の
（
舞
踊
者
）
は
、
鈴
を
手
に
し
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
進
む
。
日
本
の
（
舞
踊
者
）
は
、
手
に
扇
を
持
ち
、
つ
ね
に
あ
た
か
も

〔
？
〕
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
地
面
を
見
つ
め
な
が
ら
、
し
き
り
に
紛
失
物
を
捜
す
人
の
よ
う
に
歩
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
わ
れ
ら
の
舞
踊
は
、
昼
間
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
彼
ら
の
は
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
夜
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）



○
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
舞
踊
は
、
激
し
い
両
脚
の
動
作
を
伴
う
。

調
子
を
合
わ
せ
て
お
こ
な
う
。

目
本
の
（
舞
踊
）

は
、

よ
り
重
々
し
く

両
脚
の
動
作
は
大
部
分
両
手
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）
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