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凡
例

本
稿
に
は
、

『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
の
中
、
第
三
十
一
番
お
よ
び
第
三
十
二
番
の
注
解
を
収
め
た
。

閃
職
人
尽
】

〔
飛
属
弗
雅
康
　
職
人
歌
〕
十
番
左
　
鮎
う
り

あ
ひ
う
ら
ふ
た
ら
さ
り
け
る
よ
わ
れ
人
に
と
り
を
く
れ
し
と
お
も
ひ
ぬ
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ん
し
や
う

　
　
〔
吾
吟
我
集
〕
職
人
　
一
枚
を
万
枚
に
な
す
薄
屋
こ
そ
金
を
打
出
の
小
槌
な
り
け
れ
　
　
〔
訓
薮
図
藻
〕
銀
匠
　
し
ろ
か
ね
ざ
い
く
。
　
銀
工

　
　
同
。
　
　
〔
長
崎
一
見
　
職
人
一
首
〕
三
番
右
　
白
銀
屋
　
止
む
る
な
ら
切
羽
を
し
て
も
花
を
見
ん
草
軽
脛
巾
で
か
け
廻
り
乍
　
…
…
右
の
歌
、

　
　
止
む
る
な
ら
切
羽
を
し
て
な
り
と
も
花
を
詠
ん
と
ぞ
。
是
、
歌
の
本
意
な
る
べ
し
。
さ
れ
ど
も
、
草
軽
脛
巾
で
か
け
廻
り
見
ん
こ
そ
、
お
こ
が

　
　
ま
し
。
是
も
鑛
目
い
ま
だ
失
せ
ず
。
随
分
き
さ
き
を
か
け
ら
れ
よ
か
し
。
　
／
　
十
四
番
右
　
箔
や
　
よ
き
て
吹
く
花
に
も
風
は
金
箔
の
散
る

　
　
を
惜
し
ま
ぬ
人
は
あ
ら
じ
な
　
…
…
右
は
、
花
の
あ
た
り
は
よ
き
て
吹
け
、
と
有
る
心
を
含
ま
れ
け
る
に
や
。
本
歌
の
心
に
叶
ひ
て
、
面
白
く

　
　
こ
そ
侍
る
。
　
　
〔
人
倫
訓
藪
図
簸
〕
銀
師
　
諸
の
金
物
こ
れ
を
つ
く
る
。
此
の
中
、
近
世
、
紙
入
の
金
物
師
、
別
に
名
乗
簡
板
を
い
だ
し
て
、

　
　
こ
れ
を
つ
く
る
。
　
／
　
薄
師
　
壱
歩
の
金
を
四
寸
薄
、
五
百
枚
に
打
つ
也
。
　
　
〔
誹
講
職
人
尽
〕
は
く
打
　
白
か
ね
細
工
　
上
人
の
顔
に
箔
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七
〇

置
け
御
命
講
〈
史
邦
〉
　
箔
打
は
冬
の
紙
帳
に
気
を
こ
ら
し
〈
亀
仙
〉
　
箔
屋
さ
へ
障
子
明
け
た
る
暑
さ
哉
〈
蓼
和
〉
　
こ
ま
鳥
の
音
に
似
合

は
し
き
し
ろ
が
ね
屋
〈
長
江
〉
　
白
魚
や
生
き
て
働
く
銀
目
貫
〈
如
天
〉
　
こ
が
ね
よ
り
涼
し
さ
増
さ
れ
銀
道
具
〈
蓼
和
〉
　
　
〔
今
様
職
人
尽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ
が
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん

百
人
一
首
〕
白
か
ね
細
工
　
地
金
か
け
し
わ
づ
か
の
金
を
沃
懸
に
て
や
す
り
な
を
し
て
あ
と
の
湯
加
減
　
　
「
し
も
ふ
て
明
日
の
支
度
に
か
・
り

や
」
「
ほ
ん
に
、
は
や
輔
祭
だ
。
何
で
も
飲
み
か
け
よ
ふ
ぞ
」
　
／
　
は
く
や
　
あ
く
う
ち
の
後
の
仕
上
げ
の
数
見
れ
ば
う
っ
し
て
光
箔
は
輝

く
　
　
「
き
っ
ふ
延
び
ぬ
の
」
「
い
や
、
ま
だ
き
っ
ふ
か
だ
が
見
ゆ
る
は
」
「
さ
れ
ば
さ
、
ご
ん
八
殿
、
砂
子
は
き
ら
し
っ
た
か
」
　
　
〔
職
人
辱
発

匂
合
〕
五
十
五
番
右
　
箔
打
　
箔
打
が
宿
や
砧
の
夜
る
昼
に
　
両
句
と
も
に
、
さ
せ
る
文
な
き
ぞ
。
　
〔
職
人
尽
涯
歌
合
〕
箔
う
ち
　
箔
打
も

見
と
れ
ん
月
も
し
ろ
が
ね
の
光
り
を
延
ば
す
世
界
一
枚
…
…
右
、
銀
の
光
け
し
う
は
侍
ら
ね
ど
、
西
の
方
屋
（
す
ま
ひ
と
り
の
歌
）
い
さ
さ

か
勝
り
て
侍
る
べ
く
や
。
　
／
　
箔
打
　
照
る
月
を
御
岳
詣
で
や
千
金
と
箔
打
ち
守
る
秋
の
夜
の
空
　
左
、
宇
治
亜
相
の
ふ
る
こ
と
、
お
か
し

げ
に
取
り
な
さ
れ
た
り
。
…
…
価
、
持
と
定
め
っ
。
　
／
　
箔
打
　
此
の
箔
は
翌
へ
延
ば
せ
と
門
に
出
て
打
ち
も
眺
め
ん
月
の
色
よ
し
　
…
…

右
、
月
に
め
で
て
な
り
は
ひ
さ
へ
怠
り
が
ち
な
る
、
も
つ
と
も
興
深
く
お
か
し
。
左
の
酢
屋
勘
三
郎
、
あ
ま
り
に
名
の
り
こ
ち
ご
ち
し
け
れ
ば
、

な
か
な
か
名
の
り
せ
ぬ
箔
打
の
方
に
、
ゆ
か
し
げ
は
添
ひ
侍
り
ぬ
べ
し
。
　
／
　
箔
打
　
秋
の
夜
の
千
夜
を
一
夜
に
箔
打
も
打
ち
延
べ
た
く
や

月
に
思
は
ん
　
左
、
詞
残
り
て
鳥
や
鳴
く
ら
ん
、
の
上
の
句
に
て
と
と
の
へ
ら
れ
し
、
よ
ろ
し
。
…
…
価
、
以
左
為
勝
。
　
〔
略
画
職
人
尽
〕

東
屋
の
真
屋
の
軒
端
に
訪
る
る
箔
屋
の
槌
の
雨
垂
れ
拍
子

閃
本
文
畠

柑
一
番

ま
さ
こ
地
の
月
か
け
み
れ
は
し
ろ
か
ね
の

な
・
こ
ま
き
た
る
こ
・
ち
こ
そ
す
れ

い
け
水
の
っ
き
影
見
れ
は
し
ろ
は
く
の

て
ゐ
に
な
り
て
も
ひ
か
り
や
は
け
つ

　
左
歌
、
み
る
や
う
に
よ
み
た
り
。
右
は
、

始
中
終

ま
さ
こ
地
1
〔
類
〕
真
砂
地
　
し
ろ
か
ね
ー
〔
類
〕
白
か
ね

ま
き
た
る
こ
・
ち
1
〔
類
〕
蒔
た
る
心
地

い
け
水
1
〔
類
〕
池
水
　
っ
き
影
1
〔
忠
〕
〔
類
〕
月
影
　
見
れ
は
1
〔
類
〕
み
れ
は

て
ゐ
1
〔
明
〕
で
い
〔
類
〕
泥
　
ひ
か
り
1
〔
類
〕
光



　
よ
く
か
な
へ
り
。
て
ゐ
に
け
っ
な
と
、
尤
よ
せ
一

　
あ
り
。
可
勝
に
や
。

は
い
ら
う
の
た
ら
さ
り
け
る
か
わ
れ
に
人

と
ろ
ほ
さ
れ
し
と
お
も
ひ
あ
は
ね
は

恋
す
と
て
あ
を
み
は
て
た
る
ひ
た
ち
か
ね

い
つ
色
よ
し
と
ひ
と
に
み
え
ま
し

　
左
右
と
も
に
、
寄
さ
ま
い
や
し
。
又
、
逸
興
侍
ら

　
す
。
可
為
持
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
白
か
ね
さ
い
く

な
ん
り
や
う
の

や
う
な
る
よ
き

か
ね
か
な
。

　
は
く
う
ち

な
む
り
や
う

に
て
、

う
ち
い
て
わ
ろ

き
O

て
ゐ
1
〔
類
〕
て
い
　
尤
1
〔
忠
〕
心

は
い
ら
う
ー
〔
類
〕
は
い
ら
ふ
　
わ
れ
1
〔
類
〕
我

お
も
ひ
あ
は
ね
は
1
〔
忠
〕
お
も
ひ
あ
は
ぬ
は

あ
を
み
は
て
た
る
1
〔
類
〕
青
み
は
て
た
る

ひ
と
1
〔
類
〕
人

白
か
ね
さ
い
く
1
〔
白
〕
〔
類
〕
銀
さ
い
く
〔
忠
〕
竺
番
銀
さ
い
く

な
ん
り
や
う
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
な
む
り
や
う

よ
き
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
ナ
シ

か
な
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
く

は
く
う
ち
1
〔
白
〕
〔
類
〕
薄
う
ち
〔
忠
〕
薄
う
ち

な
む
り
や
う
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
な
ん
り
や
う

う
ち
い
て
ー
〔
白
〕
う
ち
出
テ
〔
忠
〕
う
ち
出

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
十
四
）

七
一

fig220004-1.pdf


七
二

　
丙
語
注
幽

◎
銀
細
工
は
、
銀
の
錺
り
金
具
を
作
る
職
人
。

　
薄
打
は
、
金
や
銀
な
ど
を
槌
で
打
ち
延
ば
し
て
薄
（
箔
）
を
作
る
職
人
。

　
と
も
に
、
職
人
歌
合
に
初
出
。

◎
ま
さ
こ
地
の
月
か
け
　
砂
地
に
照
る
月
の
光
。

◎
な
㌻
こ
ま
き
た
る
　
　
「
魚
子
」
は
彫
金
の
技
法
の
一
つ
。
金
属
の
表
面
に
小
さ
な
突
起
を
、
魚
の
子
の
よ
う
に
密
に
浮
き
出
さ
せ
る
。

魚
子
を
施
す
こ
と
を
「
蒔
く
」
と
い
う
。

◎
し
ろ
は
く
　
明
暦
板
本
は
「
し
ろ
ば
く
」
。
日
葡
辞
書
（
補
遺
）
に
も
「
さ
；
ぎ
ε
」
と
濁
音
表
記
。
「
月
影
見
れ
ば
白
（
し
）
」
か
ら
「
白

薄
」
と
続
け
る
。
「
白
薄
」
は
、
銀
の
薄
。
大
和
絵
な
ど
で
、
銀
薄
や
銀
泥
は
月
光
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
て
き
た
か
ら
、
そ
の
連
想
に

も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
◎

◎
て
ゐ
に
な
り
て
も
ひ
か
り
や
は
け
つ
　
「
泥
」
に
、
ど
ろ
の
意
と
絵
具
の
泥
と
を
掛
け
る
。
絵
具
の
泥
は
、
金
粉
や
銀
粉
を
膠
で
溶
い

た
も
の
。
白
薄
が
泥
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
輝
き
を
失
わ
な
い
よ
う
に
、
月
影
は
泥
水
に
映
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
光
を
消
さ
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
泥
水
に
映
る
月
影
は
、
泥
中
の
蓬
の
警
え
か
ら
の
連
想
か
。

◎
み
る
や
う
に
よ
み
た
り
　
　
「
見
る
や
う
」
は
、
「
こ
と
な
く
言
ひ
下
し
た
る
さ
ま
な
が
ら
、
新
羅
の
御
前
よ
り
眺
望
し
下
し
た
ら
ん
、

．
さ
こ
そ
は
侍
ら
め
と
、
見
る
や
う
に
侍
る
上
に
」
（
三
井
寺
新
羅
社
歌
合
、
二
十
一
番
判
詞
）
、
「
風
に
あ
ま
ぎ
る
ら
ん
桜
、
み
る
や
う
に

は
面
影
覚
え
侍
れ
ど
」
（
後
京
極
殿
御
自
歌
合
、
十
三
番
判
詞
）
、
「
霞
中
帰
腐
、
景
気
こ
と
に
見
る
や
う
に
こ
そ
覚
え
侍
れ
」
（
千
五
百
番

歌
合
、
百
八
十
一
番
判
詞
）
な
ど
、
俊
成
が
判
詞
に
よ
く
用
い
た
評
語
で
、
『
毎
月
抄
』
、
『
定
家
十
体
』
に
も
、
「
見
様
」
と
い
う
一
体
を

立
て
る
。
「
見
る
心
地
す
」
（
二
十
二
番
語
注
参
照
）
な
ど
と
同
じ
く
、
歌
に
詠
ま
れ
た
情
景
が
目
に
見
え
る
よ
う
だ
、
と
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
（
武
田
元
治
「
『
見
様
』
考
－
定
家
十
体
の
内
1
」
〈
大
妻
国
文
u
〉
参
照
）
。
も
っ
と
も
、
こ
の
判
詞
が
当
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
は
、

例
に
よ
っ
て
問
題
外
で
あ
る
。
な
お
、
本
職
人
歌
合
四
十
九
番
左
、
放
下
の
恋
の
歌
に
対
し
て
も
、
「
見
る
や
う
也
」
と
評
す
る
。

◎
て
ゐ
に
け
つ
な
と
灸
尤
よ
せ
あ
り
　
「
尤
」
は
、
忠
寄
本
は
「
心
」
と
読
め
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
よ
せ
」
は
、
歌
論
用
語
で
、



あ
る
事
柄
に
関
連
す
る
言
葉
。
縁
語
な
ど
。
絵
具
の
泥
か
ら
ど
ろ
水
を
連
想
し
、
そ
れ
に
月
影
を
関
連
づ
け
た
点
を
褒
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

◎
始
中
終
よ
く
か
な
へ
り
　
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
通
し
て
、
言
葉
が
よ
く
調
和
し
て
い
る
。

◎
は
い
ら
う
の
…
…
　
　
『
飛
鳥
井
雅
康
　
職
人
歌
』
十
番
左
、
鮎
う
り
の
歌
、
「
あ
ひ
う
ら
ふ
た
ら
さ
り
け
る
よ
わ
れ
人
に
と
り
を
く
れ

し
と
お
も
ひ
ぬ
る
か
な
」
を
翻
案
し
た
も
の
。

◎
は
い
ら
う
の
た
ら
さ
り
け
る
か
　
　
『
中
世
職
人
語
彙
の
研
究
』
は
、
香
取
秀
真
『
日
本
金
工
史
』
（
昭
和
七
）
を
引
い
て
、
「
は
い
ら
う
」

は
「
灰
鐵
」
で
、
銀
細
工
の
細
か
い
部
分
の
接
合
に
用
い
る
、
灰
の
よ
う
に
細
末
に
し
た
鐵
（
金
属
の
溶
接
に
用
い
る
合
金
）
で
あ
る
と

す
る
（
「
は
い
ら
ふ
」
の
項
）
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
同
書
に
、
「
配
慮
」
を
掛
け
て
い
よ
う
と
す
る
の
は
、
「
配
慮
」
と
い
う
語

が
近
代
以
前
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
疑
問
が
あ
る
。
単
に
、
灰
鐵
が
足
り
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

◎
わ
れ
に
人
と
ろ
ほ
さ
れ
し
と
お
も
ひ
あ
は
ね
は
　
「
と
ろ
ぼ
す
」
は
、
同
時
代
の
用
例
は
管
見
に
入
ら
ぬ
が
、
『
倭
玉
篇
篇
目
次
第
』
に
、

「
冶
ト
ロ
モ
ス
」
（
九
、
ン
）
、
「
鎗
ト
ロ
モ
ス
」
（
二
百
四
十
二
、
金
）
、
『
温
故
知
新
書
』
（
尊
経
閣
文
庫
本
）
に
、
「
鋸
ト
ロ
ハ
ヵ
ス
」
、
「
鎗
ト

ロ
マ
ヵ
ス
」
一
ト
、
態
芸
）
、
『
塵
芥
』
（
清
原
文
庫
本
）
に
、
「
鉛
ト
ロ
ハ
ヵ
ス
」
（
土
、
気
形
）
な
ど
と
あ
る
言
葉
と
同
類
で
、
金
属
を
溶
か

す
こ
と
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
比
職
的
に
、
人
を
蕩
け
さ
せ
る
意
が
あ
っ
て
、
こ
こ
は
そ
の
比
楡
的
な
意
味
を
掛
け
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
「
し
」
は
、
打
消
の
意
志
を
表
す
助
動
詞
「
じ
」
で
あ
ろ
う
。
「
お
も
ひ
あ
は
ね
は
」
は
、
忠
寄
本
は
「
お
も
ひ
あ
は
ぬ
は
」
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
歌
全
体
の
意
味
に
大
差
は
な
い
が
、
忠
寄
本
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
思
ひ
合
ふ
」
は
、
互
い
に
恋
い
慕
う
意
で
あ
る
が
、

通
常
、
和
歌
で
用
い
る
言
葉
で
は
な
い
。
「
思
ひ
合
は
ず
」
は
、
自
分
は
相
手
を
思
っ
て
い
る
の
に
、
相
手
は
自
分
を
思
っ
て
く
れ
な
い
、

片
思
い
の
状
態
を
い
う
（
二
十
九
番
語
注
「
お
も
ひ
も
あ
は
ぬ
人
」
の
項
参
照
。
）
「
合
は
ず
」
に
金
属
同
士
が
く
っ
つ
か
な
い
意
を
掛
け
、

ま
た
、
そ
れ
か
ら
連
想
さ
れ
る
、
男
女
が
「
逢
は
ず
」
の
意
を
も
掛
け
る
。
銀
が
よ
く
溶
け
な
い
で
う
ま
く
く
っ
っ
か
な
い
よ
う
に
、
あ

の
人
が
私
に
蕩
け
さ
せ
ら
れ
ま
い
と
、
心
を
開
か
ず
、
逢
っ
て
く
れ
な
い
。
な
お
、
『
中
世
職
人
語
彙
の
研
究
』
は
、
「
し
」
を
過
去
の
助

動
詞
と
取
り
、
「
自
分
に
あ
の
人
が
と
ろ
ぼ
さ
れ
た
と
思
う
ほ
ど
、
思
い
あ
わ
な
い
の
は
」
と
解
す
る
（
「
は
い
ら
ふ
」
の
項
。
『
新
大
系
』

も
同
様
）
が
、
や
や
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

◎
恋
す
と
て
あ
を
み
は
て
た
る
　
恋
の
思
い
で
衰
弱
し
、
顔
が
青
ざ
め
る
の
で
あ
る
。
「
青
み
は
て
た
る
」
か
ら
「
常
陸
金
」
と
続
く
。
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七
四

◎
ひ
た
ち
か
ね
　
「
常
陸
金
」
は
未
考
。
常
陸
産
の
金
か
。
上
に
「
青
み
は
て
た
る
」
と
あ
り
、
下
句
に
「
い
っ
色
よ
し
と
人
に
見
え
ま

し
」
と
あ
る
か
ら
、
青
み
が
か
っ
た
、
質
の
悪
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
新
大
系
』
は
、
「
茨
城
県
北
東
部
一
帯
の
鉱
山
か
ら
産
し
た
金
。
銀
邊

銅
。
当
歌
で
は
『
青
み
』
と
あ
る
の
で
、
特
に
銀
を
い
う
」
と
す
る
。

◎
い
つ
亀
よ
し
と
ひ
と
に
み
え
ま
し
　
　
「
色
よ
し
」
は
、
形
容
詞
と
も
名
詞
と
も
取
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
上
句
の
「
青
み
は
て

た
る
」
に
対
し
て
、
顔
色
の
よ
い
状
態
を
言
う
と
同
時
に
、
美
貌
で
あ
る
こ
と
、
な
い
し
色
男
（
女
）
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
時
代

は
下
る
が
、
「
思
ひ
寄
ら
ず
も
色
よ
き
人
を
見
そ
め
て
」
（
好
色
袖
鑑
、
上
－
日
本
国
語
大
辞
典
「
い
ろ
よ
い
」
の
項
に
よ
る
）
、
「
色
よ
き

て
か
け
も
の

妾
者
十
二
人
抱
へ
て
豊
後
に
下
り
」
（
日
本
永
代
蔵
、
三
④
二
）
な
ど
の
用
例
が
あ
る
。
そ
の
「
色
よ
し
」
に
、
金
や
金
薄
、
な
い
し
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ろ
よ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
が
い

の
上
質
で
色
美
し
い
物
の
意
の
「
色
よ
し
」
を
掛
け
る
か
。
幕
末
お
よ
び
明
治
の
も
の
で
あ
る
が
、
「
色
吉
、
中
色
、
常
色
、
贋
の
仏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ぐ
ひ

真
鎌
、
赤
鋼
、
青
三
印
の
属
も
あ
り
」
一
道
中
女
膝
栗
毛
、
上
－
角
川
古
語
中
辞
典
「
い
ろ
よ
し
」
の
項
に
よ
る
）
、
「
古
渡
り
の
六
分
玉
に
、

色
よ
し
の
金
足
、
こ
り
や
あ
豪
気
な
轡
だ
」
（
歌
舞
伎
、
月
梅
薫
騰
夜
－
日
本
国
語
大
辞
典
「
い
ろ
よ
し
」
の
項
に
よ
る
）
の
例
が
あ
る
。

な
お
、
『
職
人
尽
狂
歌
合
』
の
箔
打
の
歌
に
も
、
「
此
の
箔
は
翌
へ
延
ば
せ
と
門
に
出
て
打
ち
も
眺
め
ん
月
の
色
よ
し
」
と
、
薄
の
「
色
よ

し
」
と
月
の
「
色
よ
し
」
と
を
掛
け
た
ら
し
い
例
が
あ
る
。
い
っ
に
な
っ
た
ら
、
上
質
の
金
の
色
の
よ
う
に
、
顔
色
が
よ
く
な
っ
て
、
色

男
だ
と
相
手
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

◎
左
宥
と
も
に
為
欝
さ
ま
い
や
し
　
左
歌
の
「
と
ろ
ぼ
さ
れ
じ
と
思
ひ
合
は
ね
ば
」
、
右
歌
の
「
い
っ
色
よ
し
と
人
に
見
え
ま
し
」
な
ど

の
露
骨
な
表
現
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

◎
逸
輿
侍
ら
す
　
十
番
語
注
「
逸
興
」
の
項
参
照
。

◎
な
ん
り
や
う
の
や
う
な
る
よ
き
か
ね
か
な
　
　
「
よ
き
」
は
、
白
石
本
、
忠
寄
本
、
明
暦
板
本
、
類
従
本
は
脱
す
。
「
か
な
」
は
、
明
暦

板
本
は
「
が
な
」
と
濁
点
を
振
る
が
、
誤
刻
で
あ
ろ
う
。
「
南
鏡
」
は
上
質
の
銀
、
ま
た
は
銀
一
般
を
い
う
。
こ
こ
は
前
者
。
「
か
ね
」
は

金
属
の
意
。

◎
な
む
り
や
う
に
て
祢
う
ち
い
て
わ
ろ
き
　
こ
の
「
南
鐘
」
は
、
一
般
的
な
銀
の
意
と
解
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
「
打
出
」
は
、
金
銀
な
ど

を
打
ち
延
ば
し
て
薄
に
す
る
こ
と
で
、
こ
こ
は
、
そ
の
出
来
具
合
に
っ
い
て
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
銀
は
、
金
よ
り
も
硬
く
て
、
金
の
よ
う



に
は
よ
く
延
び
な
い
の
で
あ
る
。
銀
細
工
と
対
照
的
塗
言
葉
が
お
も
し
ろ
い
。

閃
鐘

　
銀
細
工
は
、
烏
帽
子
、
直
垂
、
袴
姿
で
、
腕
捲
く
り
を
し
て
、
金
床
の
前
に
座
し
、
左
手
の
金
箸
で
銀
片
を
挾
み
、
右
手
の
金
槌
で
打
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し
ぎ

て
い
る
と
こ
ろ
。
左
に
、
押
木
（
作
業
台
）
。
押
木
に
は
錐
が
打
っ
て
あ
り
、
こ
こ
に
板
を
嵌
め
て
鏡
が
け
な
ど
の
作
業
を
す
る
。
右
に
、

工
具
ま
た
は
材
料
ら
し
い
も
の
の
入
っ
た
箱
。
白
石
本
、
忠
寄
本
、
明
暦
板
本
は
、
金
床
の
形
を
異
に
し
、
白
石
本
、
忠
寄
本
は
、
金
床

の
下
に
切
り
株
で
作
っ
た
台
を
加
え
る
。
白
石
本
、
忠
寄
本
、
明
暦
板
本
は
、
押
木
の
描
き
方
に
小
異
。
明
暦
板
本
、
類
従
本
は
、
箱
を

描
か
な
い
。

　
薄
打
は
、
剃
髪
し
、
直
垂
、
袴
姿
で
、
腕
捲
く
り
を
し
て
、
台
一
石
製
か
）
の
前
に
座
し
、
左
手
に
薄
を
入
れ
た
皮
袋
を
持
ち
、
右
手

の
槌
で
打
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。
左
に
、
銀
塊
ら
し
い
も
の
の
入
っ
た
器
。
右
に
、
簿
を
入
れ
る
箱
ら
し
い
も
の
二
つ
。

閃
参
考
】

　
　
　
　
　
　
オ
リ
ー
ヴ
ェ
ス

○
わ
れ
わ
れ
が
金
細
工
と
呼
ぶ
金
、
銀
、
銅
を
細
工
す
る
術
に
お
い
て
も
、
彼
ら
は
劣
っ
て
は
い
な
い
。
細
工
の
優
秀
さ
と
多
彩
さ
に
お

い
て
、
ま
た
、
金
銀
と
銅
と
を
混
合
さ
せ
る
こ
と
で
、
シ
ナ
人
や
そ
の
他
の
東
方
諸
民
族
を
凌
駕
し
て
い
る
。
こ
の
合
金
に
よ
っ
て
、
日

本
人
自
身
の
間
で
は
な
は
だ
珍
重
さ
れ
て
い
る
黒
い
銅
〔
赤
銅
〕
と
い
う
第
三
の
金
属
を
作
り
、
そ
れ
で
刀
8
8
竃
の
鞘
に
っ
け
る
一

種
の
道
具
〔
鍔
〕
を
作
る
。
そ
れ
に
は
、
金
銀
を
彫
刻
す
る
技
術
で
彼
ら
の
聞
に
評
判
が
高
く
、
尊
敬
を
受
け
て
い
る
き
わ
め
て
優
秀
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ー
ザ

職
人
た
ち
に
よ
っ
て
彫
刻
さ
れ
た
花
や
動
物
の
細
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
銅
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
木
、
草
、
鳥
、
水
陸
の
動

　
　
　
　
　
グ
リ
…
ル

物
、
故
事
が
彫
刻
刀
〔
た
が
ね
〕
で
〔
原
文
欠
如
、
彫
り
っ
け
て
あ
っ
て
？
〕
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
自
然
を
模
し
て
お
り
、
き
わ
め
て
す

ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
彫
刻
刀
で
作
ら
れ
た
こ
の
手
製
の
細
工
物
を
珍
重
す
る
が
、
鋳
造
し
た
も
の
は
た
と
え
す
ぐ
れ
た
物
で
も
珍

重
し
な
い
。
彼
ら
は
こ
の
彫
刻
刀
を
使
っ
た
細
工
に
金
や
銀
を
被
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
金
を
銀
で
、
ま
た
銀
と
黒
い
銅
を
金
で
も
っ
て

飾
り
立
て
る
こ
と
に
お
い
て
独
特
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
彫
刻
刀
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
細
工
物
は
絶
妙
で
、
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七
六

は
な
は
だ
優
美
で
あ
り
、
日
本
人
の
間
に
の
み
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
技
術
に
か
け
て
狼
ら
の
間
で
尊
敬
さ
れ
て
い
る
卓
越
し

た
工
匠
の
手
に
な
る
優
秀
、
良
質
で
真
正
な
細
工
物
は
、
今
日
ま
で
エ
ウ
ロ
ッ
パ
に
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
黒
い
銅
と
銀
に
金
を
被
せ

　
　
　
　
ク
ル
ー
ス

て
作
っ
た
十
字
架
の
い
く
っ
か
は
伝
わ
っ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
王
国
全
土
に
数
多
く
い
る
普
通
の
職
人
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
ら

竃
着
8
に
は
こ
の
技
術
の
頭
と
な
る
特
定
の
一
族
が
い
る
。
彼
ら
は
国
王
、
公
方
o
目
9
、
天
下
↓
竃
8
〔
弓
8
S
〕
殿
そ
の
他
の
領
主
た

ち
の
細
工
物
を
作
る
が
、
そ
の
作
品
は
非
常
に
珍
重
さ
れ
て
い
て
、
た
と
え
小
さ
な
物
で
も
、
細
工
の
完
壁
さ
や
優
秀
さ
に
よ
っ
て
も
、

ま
た
そ
れ
に
使
う
材
料
の
完
全
さ
や
そ
の
合
金
の
仕
方
に
よ
っ
て
も
、
す
こ
ぶ
る
価
値
が
あ
る
。
こ
の
一
族
は
後
藤
Ω
◎
8
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
の
作
っ
た
い
く
っ
か
の
作
品
を
見
た
が
、
そ
れ
は
ご
く
小
さ
く
て
繊
細
な
点
で
、
こ
れ
以
上
の
も
の
が
あ
る
と

は
言
え
な
い
ほ
ど
完
壁
で
あ
り
優
秀
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
部
分
部
分
の
完
全
さ
や
そ
の
飽
外
を
問
題
外
と
し
て
も
、
も
し
鋳
造
し
た
も
の

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
精
綴
に
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
え
る
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
誇
張
で
も
褒
め
す
ぎ
で
も
な
く
、
実
際
よ
り

も
控
え
目
に
言
っ
た
ま
で
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
教
会
史
、
二
巻
三
章
）

宵
職
人
尽
㎏

〔
十
二
番
本
　
東
北
院
職
人
歌
合
〕
十
番

　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
針
磨

う
り
の
こ
す
我
数
は
り
を
ま
き
す
て
・
ひ
ろ
ふ
は
か
り
に
す
め
る
っ
き
か
け

　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鞠
轄
引
（
巻
首
ノ
作
者
名
一
覧
ニ
ハ
「
数
珠
引
」
）

さ
や
け
さ
は
秋
を
た
め
し
に
ひ
く
す
・
の
露
よ
り
っ
た
ふ
そ
て
の
月
か
け

　
　
左
、
ふ
る
き
風
情
、
め
っ
ら
し
く
と
り
な
さ
れ
て
、
い
と
・
優
に
聞
え
侍
り
。
人
丸
か
寄
の
心
か
や
。
右
、
上
下
よ
ろ
し
く
侍
る
に
、

　
　
露
よ
り
っ
た
ふ
袖
の
月
影
、
今
一
し
ほ
の
色
を
そ
へ
て
、
心
く
る
し
く
侍
り
。
価
右
を
勝
と
す
へ
し
。



　
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
　
　
マ
）

ふ
せ
ほ
そ
る
我
身
よ
さ
れ
は
は
り
に
な
る
っ
れ
な
き
人
め
て
よ
や
か
・
る
と

　
右

君
も
t
す
我
も
か
よ
は
ぬ
中
な
れ
は
ろ
く
ろ
ひ
き
に
て
あ
は
ぬ
恋
哉

　
　
凡
、
彼
是
い
つ
れ
も
心
有
て
、
勝
劣
弁
か
た
し
。
但
、
左
、
今
少
お
も
ひ
入
た
る
所
有
て
、
歌
の
姿
ま
さ
り
て
や
侍
ら
ん
。

〔
飛
轟
丼
雅
康
職
人
歌
〕
二
番

　
針
屋

月
み
れ
は
影
も
の
へ
は
や
は
り
か
ね
の
な
か
き
よ
と
て
も
い
や
は
ね
ら
る
・

　
す
・
屋

軒
の
露
た
ま
や
の
月
の
か
け
み
れ
は
み
か
・
す
と
て
も
こ
と
足
ぬ
へ
し

　
　
　
〔
伝
烏
丸
洗
広
作
　
職
人
歌
合
〕
針
磨
・
珠
数
引
　
い
と
若
き
人
の
為
に
は
こ
ま
か
な
る
物
縫
針
の
目
社
い
る
ら
し
　
ず
ず
引
の
弟
子
が
不
精

　
　
を
す
る
時
は
達
摩
程
に
や
目
を
乱
す
ら
ん
　
　
〔
吾
吟
我
集
〕
寄
珠
数
恋
　
道
心
も
起
こ
る
思
ひ
の
玉
を
繰
り
て
来
ぬ
夜
の
数
を
身
の
所
作
に
す

　
　
る
　
　
〔
職
人
絵
合
詩
〕
十
番
　
針
磨
。
念
珠
引
　
好
箇
挫
針
宜
刺
縫
　
細
尖
似
棟
又
如
松
　
阿
誰
磨
斧
遂
成
否
　
一
笑
書
生
学
業
傭
　
　
手
中

　
　
把
玩
柄
僧
家
　
百
八
丸
珠
聯
不
暇
　
紐
緒
豊
唯
無
患
子
　
水
精
粒
々
木
犀
花
　
　
〔
古
今
夷
曲
葉
〕
同
じ
（
職
人
歌
合
）
中
に
、
珠
数
曳
の
恋

　
　
恋
や
是
百
八
煩
悩
そ
く
い
べ
ら
の
り
の
教
へ
を
背
く
珠
数
引
　
／
　
珠
数
曳
　
水
晶
の
玉
さ
へ
磨
く
珠
数
曳
が
心
の
内
や
な
ど
よ
く
い
に
ん

　
　
〈
徳
元
〉
　
　
〔
長
崎
一
見
　
職
人
一
首
〕
十
五
番
右
　
数
珠
や
　
行
き
て
見
む
と
た
れ
も
心
は
先
立
つ
め
く
る
ま
ぞ
遅
き
数
珠
の
花
房
　
…
…

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
右
、
く
る
ま
て
遅
き
と
は
、
着
殊
勝
く
。
判
者
が
心
も
数
珠
の
花
房
に
引
か
れ
、
心
に
袖
を
濡
ら
し
侍
れ
。
一
銀
葵
繁
一
珠
数
挽

　
　
　
弟
子
侯
か
何
ぞ
と
弟
子
が
問
ひ
し
時
露
と
答
へ
て
繋
ぐ
ず
ず
引
〈
舎
水
〉
　
／
　
針
摺
　
耳
っ
を
に
我
が
玉
の
緒
も
繋
ぐ
べ
き
望
み
は
細
き

　
　
針
摺
の
袖
〈
方
碩
〉
　
　
〔
人
倫
訓
藪
図
鍵
〕
針
摺
　
針
立
、
こ
れ
を
用
ゆ
。
諸
流
あ
つ
て
変
は
れ
り
。
村
田
駿
河
、
寺
町
四
条
下
ル
丁
。
奈
良

　
　
弥
左
衛
門
、
寺
町
四
条
上
ル
丁
。
江
戸
京
橋
南
へ
一
丁
目
南
大
工
町
。
　
／
　
縫
針
師
　
針
鉄
師
外
に
あ
つ
て
こ
れ
を
造
る
。
都
に
お
ゐ
て
、

　
　
根
本
、
姉
小
路
に
住
し
て
其
の
名
高
し
。
中
世
、
御
簾
屋
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
今
に
至
り
て
こ
れ
を
名
乗
る
。
唐
よ
り
渡
す
針
、
こ
れ
を
唐
針

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
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七
八

と
号
す
。
京
針
師
、
三
条
河
原
町
角
、
福
井
、
伊
与
、
富
永
、
伊
勢
、
井
口
、
大
和
、
五
条
油
小
路
。
其
の
外
、
大
津
追
分
、
池
川
、
大
坂
堺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ず
と
り

筋
に
あ
り
。
江
戸
京
橋
四
方
棚
、
新
橋
小
竹
川
丁
。
　
／
　
珠
数
師
　
仏
在
世
に
出
来
す
。
是
仏
号
の
数
執
な
り
。
珠
数
功
徳
経
あ
り
。
数
の

百
八
な
る
は
、
煩
悩
の
数
を
表
す
る
と
か
や
。
　
　
〔
用
明
天
王
職
人
鑑
　
職
人
づ
く
し
〕
糸
も
て
通
す
み
す
や
針
、
ほ
こ
ろ
び
や
す
き
浮
き
名

を
も
、
っ
な
ぐ
数
珠
屋
の
百
八
の
、
思
ひ
よ
る
名
を
我
が
思
ひ
…
…
　
　
〔
誹
講
職
人
尽
〕
針
す
り
　
藤
瘤
に
立
っ
る
は
松
の
葉
針
か
な
〈
吉

貞
〉
　
綿
に
針
包
む
心
か
雪
の
松
〈
正
直
〉
　
名
月
や
針
す
る
膝
の
松
の
塵
〈
夜
白
〉
　
釣
針
に
剣
も
崩
さ
ん
鰭
時
分
〈
蓼
和
〉
　
／
　
念
珠

挽
　
幾
度
の
彼
岸
に
逢
ふ
や
珠
数
の
艶
〈
涼
葎
〉
　
珠
数
く
り
て
蝿
打
っ
人
の
片
手
か
な
〈
雨
軒
〉
　
無
量
寿
の
年
と
り
豆
や
珠
数
の
玉
〈
思

斗
〉
　
浅
草
や
珠
数
屋
に
隣
る
海
苔
の
道
〈
豊
水
〉
　
咲
く
夜
半
も
あ
や
な
し
梅
の
玉
木
賊
〈
水
馬
〉
　
飛
ぶ
花
も
枯
る
る
も
挽
く
や
珠
数
作

り
〈
銀
尺
〉
　
後
の
世
の
落
葉
か
く
な
り
念
珠
挽
〈
百
二
改
蛾
道
〉
　
刀
豆
の
珠
数
も
淋
し
し
秋
の
数
〈
蓼
和
〉
　
〔
今
様
職
人
尽
百
人
一

　
　
は
り
し

首
〕
釘
師
　
管
の
針
研
ぎ
か
け
磨
き
金
銀
の
翠
簾
屋
桜
に
ほ
か
に
釣
針
　
　
「
で
き
た
は
。
い
く
ほ
ん
じ
や
の
」
「
鉄
針
は
ど
こ
の
説
い
じ
や

へ
」
　
／
　
し
ゆ
ず
師
世
の
中
よ
房
こ
そ
変
わ
れ
拝
み
売
り
山
の
奥
に
も
じ
ゆ
ず
ぞ
磨
る
な
り
　
「
お
経
の
じ
ゆ
ず
を
見
せ
さ
さ
い
」
「
こ

れ
で
ご
ざ
り
ま
す
」
「
こ
れ
は
菩
提
樹
で
ご
ざ
り
ま
す
」
　
　
〔
彩
画
職
人
部
類
〕
針
　
説
文
二
、
以
レ
鐵
ヲ
緒
り
衣
ヲ
日
レ
縫
ト
。
所
一
以
ノ
其
縫
↓
者
ヲ

日
レ
鐵
ト
。
谷
乍
川
針
二
也
。
又
、
本
朝
応
神
天
皇
十
四
年
の
春
、
百
済
国
よ
り
ふ
た
り
の
婦
人
を
貢
と
す
。
其
の
工
み
な
る
事
、
甚
妙
也
。
是
縫

も
の
の
始
め
な
り
。
其
の
製
す
る
所
は
、
京
者
姉
が
小
路
翠
簾
屋
を
も
っ
て
世
に
鳴
る
。
五
十
本
を
以
て
一
匹
と
い
ふ
。
帝
王
世
紀
云
、
大
昊

制
“
上
、
寸
ハ
九
針
↓
、
則
縫
針
モ
亦
夕
始
－
子
此
↓
リ
。
　
　
〔
職
人
尽
発
旬
合
〕
十
二
番
右
　
針
磨
　
寒
月
や
透
き
も
る
る
光
り
針
の
如
　
、
針
の
ご

と
く
光
の
冴
え
た
る
風
情
は
一
し
ほ
勝
り
て
、
勝
ち
侍
ら
ん
。
　
／
　
五
十
七
番
左
　
珠
数
引
　
千
万
の
数
こ
ぼ
れ
け
り
柿
の
蔓
　
珠
数
引
が
、

数
こ
ぼ
れ
け
り
と
ば
か
り
、
詞
足
ら
ず
。
懐
狭
し
。
…
…
笠
縫
が
句
の
事
が
ら
も
：
…
少
し
は
勝
る
べ
き
か
。
　
〔
職
人
尽
涯
歌
合
〕
念
珠
ひ

き
　
我
が
業
の
数
珠
に
あ
ら
ね
ど
秋
の
夜
の
月
は
数
見
る
水
晶
の
玉
　
…
…
右
、
数
珠
の
文
字
を
本
末
に
分
か
ち
て
詠
ま
れ
し
、
よ
ろ
し
。
同

等
に
こ
そ
。
　
〔
略
圃
職
人
辱
〕
緑
な
す
泉
縫
り
か
け
て
数
珠
磨
が
玉
に
も
貫
け
る
色
の
柳
茶

丙
本
文
』

皿
川
二
番



月
を
見
は
猶
も
の
へ
は
や
は
り
か
ね
の

な
か
き
夜
と
て
も
い
や
は
ね
ら
る
・

い
つ
と
な
く
す
・
や
の
ま
と
の
影
な
れ
は

ひ
き
い
り
て
の
み
月
を
み
る
か
な

　
左
右
と
も
に
、
興
な
き
に
あ
ら
す
。
よ
ろ
し
き

　
持
と
申
へ
し
。

な
さ
け
な
き
ひ
と
に
こ
・
ろ
を
っ
く
し
は
り

身
っ
か
ら
な
と
か
お
も
ひ
そ
め
け
む

ひ
と
り
ね
の
身
を
も
は
な
た
て
ぬ
き
れ
こ
そ

わ
か
た
ま
く
ら
の
ふ
し
と
な
り
け
れ

　
こ
れ
又
、
よ
き
持
に
侍
り
。

　
　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
は
り
す
り

こ
は
り
は

み
つ
か

大
事
に

侯
。　

念
珠
ひ
き

か
す
と
り
と

七
へ
ん
の
玉
、

見
は
－
〔
類
〕
み
は
　
は
り
か
ね
1
〔
類
〕
針
か
ね

な
か
き
夜
1
〔
類
〕
長
き
よ

な
さ
け
ー
〔
類
〕
情
ひ
と
1
〔
類
〕
人

身
つ
か
ら
ー
〔
類
〕
み
つ
か
ら

ひ
と
り
ね
ー
〔
類
〕
独
ね

わ
か
た
ま
く
ら
ー
〔
類
〕
我
手
枕

こ
・
ろ
ー
〔
類
〕
心
　
つ
く
し
は
り
1
〔
類
〕
つ
く
し
針

お
も
ひ
そ
め
け
む
－
〔
類
〕
思
ひ
そ
め
け
む

け
れ
1
〔
白
〕
ナ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
り
す
り

は
り
す
り
1
〔
白
〕
〔
類
〕
針
磨
〔
忠
〕
廿
二
番
針
磨

　
　
　
　
　
　
　
み
つ

み
つ
1
〔
白
〕
耳
〔
忠
〕
耳

　
　
　
　
　
　
　
ミ

大
事
に
侯
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
大
事
に
て
侯

念
珠
ひ
き
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
類
〕
念
珠
挽

か
す
と
り
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
数
と
り
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八
○

む
つ
か
し
き

そ
。門

語
注
㎏

◎
針
磨
は
、
針
金
を
適
当
な
長
さ
に
切
り
、
こ
れ
を
砥
石
で
磨
っ
て
針
を
作
る
職
人
。
な
お
、
『
日
葡
辞
書
』
（
補
遺
）
に
は
、
「
『
邑
旨
耳

日
本
人
が
病
気
治
療
の
た
め
に
、
身
体
の
或
る
部
分
に
針
傷
を
っ
け
る
〔
針
を
立
て
る
〕
の
に
使
う
針
を
作
る
人
」
と
あ
り
、
別
に
「
～
身
p

縫
針
を
作
る
家
。
ま
た
、
そ
れ
を
売
る
店
や
家
」
の
項
を
立
て
、
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
も
、
「
針
掲
」
は
鐵
医
用
の
針
作
り
で
、
別
に
「
縫

針
師
」
を
出
す
が
、
本
職
人
歌
合
の
場
合
は
、
恋
の
歌
、
お
よ
び
絵
と
そ
の
中
の
言
葉
か
ら
す
れ
ば
、
縫
針
を
作
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　
念
珠
挽
は
、
栴
檀
、
黒
檀
な
ど
の
木
や
、
菩
提
樹
、
木
欄
子
な
ど
の
種
子
、
水
晶
、
璃
璃
な
ど
の
宝
石
等
を
切
り
磨
い
て
、
念
珠
す
な

わ
ち
数
珠
を
作
る
職
人
。
「
挽
」
は
、
こ
れ
ら
の
材
料
を
輸
轄
で
挽
く
意
か
。
『
日
葡
辞
書
』
に
、
「
巨
昌
昌
葺
F
鞭
轄
で
数
珠
を
作
る
」

一
「
ヨ
鼻
戸
言
ご
の
項
）
と
あ
る
。

　
十
二
番
本
『
東
北
院
職
人
歌
合
』
十
番
に
、
針
磨
と
韓
轄
引
。
こ
の
「
鞭
轄
引
」
は
、
巻
首
の
作
者
名
一
覧
で
は
「
数
珠
引
」
と
な
っ

て
お
り
、
月
の
歌
は
数
珠
を
作
る
こ
と
、
恋
の
歌
は
轄
轄
を
挽
く
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
古
く
は
、
髄
轄
挽
が
数
珠
珠
を
も
作
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
針
磨
と
念
珠
挽
は
、
と
も
に
舞
錐
を
用
い
る
な
ど
し
て
、
細
か
い
作
業
を
す
る
。
ま
た
、
『
類
船
集
』
に
、
「
針
金
を
延
ぶ
る
も
鞠
轄
也
」

（
「
鞭
轄
」
の
項
）
、
「
針
金
を
延
ぶ
る
に
髄
轄
を
廻
す
は
木
挺
な
り
」
（
「
木
挺
」
の
項
）
な
ど
と
あ
り
、
こ
こ
に
い
う
「
針
金
を
延
ぶ
」
が
、

針
磨
の
月
の
歌
の
「
猶
も
延
べ
ば
や
針
金
の
」
と
い
う
言
葉
と
関
係
あ
る
と
す
れ
ば
、
針
磨
と
念
珠
挽
と
は
、
鞭
轄
の
縁
で
も
結
ば
れ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

◎
月
を
見
嘩
…
・
　
『
飛
鳥
井
雅
康
職
人
歌
』
二
番
左
、
針
屋
の
歌
に
、
上
句
「
月
み
れ
は
影
も
の
へ
は
や
」
。

◎
周
を
見
は
猶
も
の
へ
は
や
は
り
か
ね
の
　
美
し
い
月
を
見
る
な
ら
ば
、
秋
の
長
夜
を
さ
ら
に
延
ば
し
た
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
延
ぶ
」

に
針
金
を
延
ば
す
（
針
を
作
る
工
程
の
一
っ
か
。
『
新
大
系
』
は
、
巻
い
た
針
金
を
延
ば
す
こ
と
と
解
す
る
）
意
を
掛
け
る
か
。
「
針
金
の
」



か
ら
枕
詞
的
に
下
句
の
「
長
き
夜
」
に
続
く
。

◎
な
か
き
夜
と
て
も
い
や
は
ね
ら
る
㌻
　
美
し
い
月
を
見
て
い
る
隈
り
、
秋
の
長
夜
と
て
も
、
お
ち
お
ち
寝
て
い
ら
れ
よ
う
か
。

◎
い
つ
と
な
く
す
㌻
や
の
ま
と
の
影
な
れ
は
　
「
い
っ
と
な
く
」
は
、
和
歌
で
は
、
い
っ
も
、
の
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ

も
そ
の
よ
う
に
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
次
の
「
数
珠
屋
」
に
、
「
涼
（
し
）
」
な
い
し
「
涼
や
（
か
）
」
を
掛
け
、
「
い
つ
と
な
く
涼
」
と
続
く

と
見
た
い
。
（
『
新
大
系
』
は
、
「
い
っ
と
な
く
」
ぽ
「
引
老
入
り
て
の
み
月
を
見
る
」
に
続
く
と
す
る
。
）
そ
の
場
合
、
数
珠
は
、
念
仏
を

し
た
り
、
仏
を
拝
ん
だ
り
す
る
時
に
用
い
る
仏
具
で
あ
る
か
ら
、
「
涼
（
し
）
」
な
い
し
「
涼
や
（
か
）
」
は
、
心
の
澄
ん
だ
状
態
を
も
暗

示
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
数
珠
屋
」
は
、
「
数
珠
挽
」
に
同
じ
。
「
窓
の
影
」
と
い
う
用
例
は
管
見
に
入
ら
な
い
が
、
「
窓
の
月
影
」
、

す
な
わ
ち
、
窓
か
ら
射
す
月
影
、
な
い
し
、
窓
か
ら
眺
め
る
月
影
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
下
句
に
「
月
」
が
あ
る
の
で
、
単
に
「
影
」
と
言
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
月
影
が
涼
し
げ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
ひ
き
い
り
て
の
み
月
を
み
る
か
な
　
「
引
き
入
る
」
は
、
引
き
籠
も
る
こ
と
。
通
常
歌
に
用
い
る
言
葉
で
は
な
い
が
、
数
珠
を
「
挽
く
」

の
縁
で
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ず
っ
と
家
に
引
き
籠
も
っ
た
ま
ま
月
を
見
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
輿
な
き
に
あ
ら
す
　
　
「
興
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
歌
の
趣
向
の
こ
と
。
「
左
右
歌
共
有
興
、
い
と
を
か
し
」
（
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
、
十

三
番
判
詞
）
、
「
左
、
有
興
さ
ま
な
り
」
一
千
五
百
番
歌
合
、
百
二
十
三
番
判
詞
）
な
ど
、
歌
合
の
判
詞
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
本
職

人
歌
合
に
も
、
他
に
、
。
「
左
、
生
壁
の
ひ
る
よ
な
き
に
寄
り
添
ひ
が
た
き
と
い
ふ
、
い
と
興
あ
り
」
（
二
番
、
壁
塗
画
桧
皮
葺
、
恋
）
、
「
右
、

依
有
興
、
可
為
勝
」
（
三
十
八
番
、
塩
売
・
鞠
売
、
恋
）
、
「
左
右
、
非
無
興
」
（
五
十
四
番
、
矢
細
工
画
簾
細
工
、
月
）
、
「
左
寄
、
な
か
っ

祓
と
い
ふ
詞
を
や
が
て
月
の
祈
り
に
詠
め
る
、
興
あ
り
」
（
六
十
二
番
、
彌
宜
一
巫
、
月
一
、
「
現
爾
也
娑
婆
の
秘
曲
、
其
の
興
侍
り
」
（
六

十
六
番
、
連
歌
師
。
早
歌
歌
、
月
）
と
あ
る
。

◎
な
さ
け
な
き
ひ
と
に
こ
㌻
ろ
を
つ
く
し
は
り
　
　
「
情
な
き
人
に
心
を
尽
く
し
」
か
ら
、
「
つ
く
し
針
」
と
続
く
。
「
つ
く
し
針
」
は
、
筑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

紫
産
の
針
で
あ
ろ
う
が
、
未
考
。
『
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
史
料
　
日
本
職
人
史
u
』
は
、
博
多
に
輸
入
さ
れ
た
唐
針
を
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、

と
す
る
。
な
お
、
本
職
人
歌
合
四
十
二
番
右
、
櫛
挽
の
月
の
歌
に
、
「
出
で
や
ら
で
い
と
ど
心
を
っ
く
し
櫛
」
と
い
う
似
た
表
現
が
あ
る
。

◎
身
つ
か
ら
な
と
か
お
も
ひ
そ
め
け
む
　
（
こ
ん
な
薄
情
な
人
を
）
ど
う
し
て
自
分
か
ら
思
い
初
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
身
づ
か
ら
」
の
「
み

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

稿
一
十
四
）
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八
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
づ

づ
L
に
、
糸
を
通
す
穴
の
「
針
孔
（
針
眼
）
」
を
掛
け
る
。

◎
ぬ
き
れ
　
『
和
訓
栗
』
に
「
職
人
歌
合
に
数
珠
の
事
に
い
へ
り
。
貫
入
の
義
成
べ
し
」
と
す
る
。
他
に
用
例
を
見
な
い
が
、
こ
の
言
葉

以
外
に
念
珠
挽
に
直
結
す
る
言
葉
は
な
さ
そ
う
な
の
で
、
数
珠
の
こ
と
と
見
て
お
き
た
い
。

◎
わ
か
た
ま
く
ら
の
ふ
し
と
な
り
け
れ
　
白
石
本
は
、
「
け
れ
」
を
脱
す
。
「
手
枕
」
は
、
自
分
が
相
手
の
、
か
る
い
は
、
相
手
が
自
分
の

腕
を
枕
と
し
て
寝
る
場
合
に
っ
い
て
い
う
こ
と
が
多
い
が
、
「
我
が
手
枕
」
は
、
「
君
が
せ
ぬ
我
が
手
枕
は
草
な
れ
や
涙
の
露
の
夜
な
夜
な

ぞ
置
く
〈
光
孝
天
皇
〉
」
一
新
古
今
集
、
十
五
、
恋
歌
五
）
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
相
手
が
い
な
く
て
自
分
の
腕
に
自
分
が
寝
る

場
合
に
っ
い
て
い
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
こ
も
、
そ
の
例
。
手
に
数
珠
を
掛
け
て
い
る
の
で
、
手
枕
を
す
る
と
、
お
の
ず
か
ら
、
そ
の

数
珠
が
臥
し
所
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
『
新
大
系
』
は
、
「
ふ
し
と
」
を
「
節
と
」
と
取
り
、
「
私
の
手
枕
の
節
と
な
る
こ
と
で

あ
る
」
と
解
す
る
が
、
意
味
が
通
じ
な
い
。

◎
こ
は
り
は
み
つ
か
大
事
に
候
　
　
「
こ
は
り
」
は
、
「
小
針
」
で
、
す
な
わ
ち
縫
針
の
こ
と
を
い
う
か
。
「
み
っ
」
は
、
忠
寄
本
は
、
「
耳
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
づ

の
右
に
「
み
っ
」
と
校
合
。
「
針
孔
一
針
眼
）
」
は
、
糸
を
通
す
穴
。
針
の
耳
。
「
大
事
に
侯
」
は
、
白
石
本
、
忠
寄
本
は
「
大
事
に
て
侯
」
。

◎
か
す
と
り
と
七
へ
ん
の
玉
曳
む
つ
か
し
き
そ
　
　
「
数
取
」
、
「
七
遍
の
玉
」
と
も
に
、
数
珠
の
珠
名
で
あ
ろ
う
。
「
数
取
」
は
、
数
珠
を

っ
ま
ぐ
り
な
が
ら
墓
言
を
謂
し
た
り
念
仏
を
称
え
た
り
す
る
と
き
、
そ
の
数
を
数
え
る
目
じ
る
し
と
な
る
珠
の
謂
で
あ
ろ
う
。
近
世
中
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ズ
ト
リ

の
仏
教
書
『
真
俗
仏
事
編
』
五
に
は
、
「
又
、
母
珠
ノ
下
二
一
ツ
ノ
小
珠
ア
ル
ハ
、
補
処
ノ
弟
子
ナ
ル
ベ
シ
。
其
ノ
下
ノ
十
穎
ノ
記
子
ハ

十
波
羅
密
ヲ
表
ス
」
と
す
る
が
、
近
世
末
期
の
修
験
道
の
書
『
木
葉
衣
』
下
に
よ
れ
ば
、
「
母
珠
ヨ
リ
左
右
二
各
七
穎
ト
ニ
十
一
穎
ト
ノ

間
二
、
並
二
一
ノ
小
珠
ヲ
加
フ
。
此
レ
一
百
八
穎
ノ
外
ナ
リ
。
此
ヲ
常
ニ
ハ
四
天
ト
云
フ
ハ
、
須
弥
ノ
四
方
ノ
天
二
象
ル
ナ
ル
ベ
シ
。
修

要
秘
訣
集
ニ
ハ
、
此
ヲ
数
珠
ノ
数
取
ノ
珠
ト
云
フ
。
今
時
二
数
取
ト
云
フ
ハ
、
記
子
ノ
事
ト
ス
レ
ド
モ
、
古
ニ
ア
ラ
ズ
、
違
ヘ
リ
。
此
ノ
名
ノ
如
ク
、

七
遍
ト
廿
一
遍
ト
ノ
数
ヲ
此
ノ
珠
ニ
テ
取
定
ル
事
ナ
レ
バ
、
数
取
ト
昔
云
ル
ハ
宜
ナ
リ
」
一
「
伊
良
太
加
数
珠
」
の
項
）
と
あ
り
、
記
子
（
母

珠
に
取
り
っ
け
た
房
に
通
し
た
数
十
穎
の
小
珠
）
の
こ
と
と
す
る
説
と
、
四
天
（
百
八
穎
の
数
珠
で
、
母
珠
か
ら
両
側
、
七
穎
目
と
八
穎

目
の
間
、
お
よ
び
二
十
一
穎
目
と
二
十
二
穎
目
の
間
に
あ
る
四
穎
の
小
珠
）
の
こ
と
と
す
る
説
と
、
両
説
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ

し
、
必
ず
し
も
、
『
木
葉
衣
』
に
言
う
よ
う
に
、
も
と
も
と
四
天
の
こ
と
を
数
取
と
い
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
、
宗
派
等
に
よ
る



違
い
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
「
七
遍
の
玉
」
は
、
他
に
用
例
を
見
な
い
の
で
確
証
は
な
い
が
、
そ
の
名
か
ら
推
し
て
、
こ
こ
で
は
、

こ
れ
が
四
天
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
の
「
数
取
」
は
、
記
子
の
こ
と
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
四
天
、
記
子
と
も
、
一
般
の
珠
よ
り
も
小
さ
い
の
で
、
紐
工
が
む
ず
か
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

門
絵
幽

　
針
磨
は
、
無
帽
で
、
直
垂
、
袴
姿
。
切
り
株
で
作
っ
た
台
の
前
に
座
し
て
、
櫛
状
に
束
ね
た
多
数
の
針
に
、
舞
錐
で
穴
を
開
け
て
い
る

と
こ
ろ
。
台
の
横
の
箱
の
中
に
も
針
多
数
。
明
暦
板
本
は
、
四
角
い
台
。
ま
た
、
箱
の
中
の
針
を
描
か
な
い
。

　
念
珠
挽
は
、
剃
髪
し
僧
衣
を
着
る
。
台
の
前
に
座
し
、
左
手
に
舞
錐
を
持
つ
。
右
手
は
数
珠
の
珠
を
つ
ま
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

台
の
上
に
数
珠
の
珠
数
個
。
台
の
右
に
、
加
工
前
の
四
角
い
数
珠
珠
十
個
ば
か
り
、
同
様
の
数
珠
珠
の
入
っ
た
曲
物
ら
し
い
容
器
、
数
珠

二
連
。
台
の
左
に
弓
鋸
と
材
料
の
木
片
か
石
三
個
。
明
暦
板
本
は
、
左
手
に
棒
状
の
木
を
持
ち
、
右
手
の
弓
鋸
で
切
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

台
の
左
に
は
、
材
料
の
木
片
か
石
三
個
の
み
。
類
従
本
は
、
台
の
右
の
数
珠
は
一
連
。
台
の
左
の
材
料
は
二
個
。
剃
髪
し
僧
衣
を
着
て
い

る
の
は
、
寺
院
と
の
関
わ
り
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
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