
神
楽
歌
「
杓
」
の
歌
詞
の
異
聞
と
そ
の
解
釈

|
|
平
安
期
写
譜
本
と
古
今
和
歌
集
・
古
今
和
歌
六
帖
を
対
象
に
|
|

一
、
は
じ
め
に

宮
廷
に
お
け
る
御
神
楽
は
、
践
詐
大
嘗
祭
の
滑
暑
堂
御
神
楽
が
成

立
し
た
貞
観
一
瓦
(
八
五
九
)
年
か
ら
内
侍
所
御
神
楽
が
成
立
し
た
一

条
天
皇
の
御
代
、
遅
く
と
も
寛
弘
二
年
(
一

O
O五
)
ま
で
約
百
三

十
百
五
十
年
を
か
け
て
整
備
さ
れ
た
。
現
在
、
平
安
時
代
の
御
神

楽
の
ま
と
ま
っ
た
写
譜
本
は
、
伝
藤
原
道
長
筆
『
神
楽
和
琴
酎
世
帯
』

(
十
世
紀
末
l
十
一
世
紀
初
頭
の
写
。
以
下
、
適
宜
「
和
琴
酎
世
帯
」

と
称
す
る
。
以
下
同
)
、
伝
源
信
義
筆
『
神
楽
歌
』
(
十
一
ー
十
二

世
紀
の
写
。
以
下
、
「
信
義
本
」
)
、
八
俣
部
重
種
注
進
『
神
楽
歌
』

(
十
二
世
紀
頃
ま
で
の
写
。
以
下
、
「
重
種
本
」
)
、
書
写
者
不
詳
、

鍋
島
家
蔵
『
東
遊
歌
神
楽
歌
』
(
文
治
年
間
以
前
の
成
立
。
以
下
、

「
鍋
島
家
本
」
)
の
四
本
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
古
今
和

歌
集
』
(
以
下
、
「
古
今
集
」
)
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
(
以
下
、
「
六
帖
」
)
、

岡

林

千

尋

『
拾
遺
和
歌
集
』
(
以
下
、
「
拾
遺
集
」
)
等
の
和
歌
集
に
も
神
楽
歌

の
歌
詞
が
和
歌
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
ミ
。
こ
れ
ら
の
平
安
期
写

譜
本
や
和
歌
集
に
収
め
ら
れ
た
神
楽
歌
の
歌
調
に
は
、
大
小
の
本
文

具
同
が
見
ら
れ
る
。

さ
て
、
近
代
以
降
の
神
楽
歌
の
歌
詞
の
注
釈
書
で
は
、
一
貫
し
て

鍋
島
家
本
や
同
系
統
の
譜
本
三
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
底
本
と
し
た

近
世
の
注
釈
書
Z
等
が
底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
鍋

島
家
本
が
最
も
網
羅
的
に
異
本
の
歌
詞
を
収
録
し
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
だ
が
、
同
譜
本
に
本
文
注
や
裏
書
の
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
歌

詞
や
、
他
の
古
写
譜
本
の
歌
調
の
一
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
、
十
分
に

考
察
を
加
え
て
い
る
注
釈
書
は
見
あ
た
ら
な
い
画
。
し
か
し
、
実
際

に
御
神
楽
の
場
で
歌
わ
れ
た
譜
本
や
、
同
時
期
の
和
歌
集
に
収
め
ら

れ
た
歌
詞
本
文
の
異
聞
が
、
神
楽
歌
の
歌
調
の
解
釈
や
成
立
・
変
遷

を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
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そ
こ
で
、
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
本
文
異
聞
の
あ
る
神
楽
歌
の
一

つ
、
「
杓
」
の
歌
調
に
注
目
す
る
。

御
神
楽
の
曲
を
、
①
神
を
御
神
楽
の
場
に
迎
え
、
そ
の
依
代
と
な

る
神
座
(
こ
れ
を
「
採
物
」
と
呼
ぶ
)
を
言
祝
ぐ
「
採
物
」
、
②
御

神
楽
の
場
に
下
り
た
神
を
宴
遊
に
よ
っ
て
慰
め
る
「
前
張
」
、
③
神

を
御
神
楽
の
場
か
ら
返
し
、
御
神
楽
の
終
演
と
名
残
惜
し
さ
を
歌

う
「
星
」
の
三
つ
に
分
類
し
た
場
合
、
「
杓
」
の
曲
は
冒
頭
の
「
採

物
」
に
含
ま
れ
る
。
歌
意
の
中
心
と
な
る
の
は
、
曲
名
の
通
り
、
採

物
で
あ
る
「
杓
」
に
対
す
る
言
祝
ぎ
で
あ
る
。

「
杓
」
と
は
、
瓢
箪
な
ど
・
ワ

H
科
の
植
物
、
と
く
に
そ
の
果
実
の

こ
と
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
一
仁
徳
天
皇
十
一
年
十
月
の

条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。

水
防
工
事
の
成
就
の
た
め
期
船
M
臨
時
と
開
閉
山
川
」
軒
両
配
桝
刊
の

両
名
を
人
柱
に
せ
よ
と
の
お
告
げ
が
天
皇
に
下
り
、
強
頚
は
人
柱
に
な

ま
し
ひ
き
主
ワ

っ
て
堤
防
が
成
る
。
一
方
、
杉
子
は
「
全
韓
両
箇
」
を
川
に
投
げ
入

ま
ひ

れ
て
、
「
河
神
崇
り
て
、
吾
を
以
ち
て
幣
と
せ
り
。
是
を
以
ち
て
、
今

う
か
ほ

し
吾
来
れ
り
。
必
ず
我
を
得
む
と
欲
は
ぱ
、
是
の
砲
を
沈
め
て
、
な
幅
拡

き

i

雪
か
か
障
の
な
か

せ
そ
。
則
ち
吾
、
真
神
と
い
ふ
こ
と
を
知
り
て
、
親
ら
水
中
に
入

い
つ
駆
り
の
か
み

ら
む
。
若
し
砲
を
沈
む
る
こ
と
得
ず
は
、
自
づ
か
ら
偽
神
と
い
ふ

い
か
に
い
た
づ
ら

こ
と
を
知
ら
む
。
何
ぞ
徒
に
吾
が
身
を
亡
さ
む
」
と
言
う
。
川
の

神
は
こ
の
杓
を
水
に
沈
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
杉
子
は
人
柱
に
な
ら
な

い
ま
ま
堤
防
が
成
る
。

こ
の
話
で
は
砲
は
水
神
を
試
す
道
具
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
砲
と

水
神
、
そ
し
て
水
と
の
関
係
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。

ま
た
、
二
十
巻
本
『
倭
名
類
衆
抄
』
巻
十
六
「
木
器
類
第
二
百
三
」

六
丁
オ
モ
テ
に
は
、
「
杓
〈
瓢
附
〉
唐
韻
云
杓
〈
音
奥
酌
向
。
和
名

比
佐
古
〉
。
酪
ν
水
器
也
。
瓢
〈
符
宵
反
。
和
名
奈
利
比
佐
古
〉
。
瓢

也
。
瓢
〈
音
奥
護
同
〉
。
組
也
。
組
〈
薄
交
反
〉
。
可
ν
為
一
一
飲
器
一
者

也
。
(
〈
〉
内
は
割
注
を
表
す
。
私
に
句
読
点
及
び
返
り
点
を
付

し
た
。
以
下
同
)
」
と
あ
り
、
瓢
箪
の
実
を
割
っ
た
も
の
を
水
や
飲

料
の
器
と
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
歌
調
解
釈
に
つ
い

て
は
後
に
詳
述
す
る
が
、
神
楽
歌
で
歌
わ
れ
る
杓
も
こ
の
器
様
の
も

の
を
指
し
て
い
る
。
杓
が
採
物
に
な
り
得
た
の
は
、
器
様
の
杓
が
御

神
水
や
神
酒
を
撮
む
た
め
に
用
い
ら
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
た
、
先
述
し
た
通
り
、
神
楽
歌
の
整
備
に
は
約
百
三
十
|
百
五

十
年
の
時
聞
が
か
け
ら
れ
て
お
り
、
各
曲
が
御
神
楽
と
し
て
成
立
し

た
時
期
は
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
「
杓
」
の
曲
に
関
し
て
は
、
古

今
集
巻
第
二
十
「
神
遊
び
の
歌
」
の
「
採
物
の
歌
」
(
一

O
七
九
番

歌
)
に
神
楽
歌
「
杓
」
末
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遅
く

と
も
古
今
集
成
立
時
点
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
近
代
以
降
の
注
釈
書
に
し
た
が
い
、
仮
に
鍋
島
家
本
を
底

本
と
し
て
神
楽
歌
「
杓
」
本
末
の
歌
詞
の
異
同
を
挙
げ
た
。
異
聞
は

通
説
に
し
た
が
い
、
左
か
ら
書
写
年
代
の
古
い
順
に
並
べ
て
い
る
古

今
集
、
六
帖
は
別
途
右
に
掲
げ
た

zo
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《穴
u
a
n
d
v
を

面
右
豊
島
野
づ
を

《

a
u
s
n奇
を

《翻
M

み
づ
を

お
ほ
は
ら
や
せ
が
ゐ
の
し
み
づ

《-
A

》
あ
そ
び
て
ゆ
か
ゐ

2

・
宿
注
》
あ
そ
び
て
ゆ
か
む

《
軍
》
〈
み
て
あ
そ
慮
む

《
曹
あ
そ
8
て

ゆ

か

む

面

u
h
e
L
M

と
り
は
な
く
と
も
あ
そ
ぶ
せ
を
〈
め
あ
そ
ぶ
せ
を
〈
め

末

A
-
A
》

b
u
F晶
v
e
@

わ
が
・
る
ど
の

杓
本

い
た
ゐ
の
し
み
づ

《穴》

a・
歯
ひ
に
け

u'

《
車

a・
歯
ひ
に
け

u'

《
-
右
往
》
ぬ
づ
，
、
書
留
ひ
に

wu，

《
重
属
国
》
蔵
書
ゐ
に

wu，

て
に
〈
み
て

nv
含
忌
』
し
て

ひ
さ
ご
も
て

《穴
u

h
な
し
日

ー《e 
L 
M 

さ
と
〉
ほ
み

《
六
日
《
な
し
v

車

《

S 
L 
V 

A
Z属
国
》
ホ
〈
さ
ゐ
に

wu'

《
曹

sn
〈
さ
お
ひ
に
け
切

ひ
と
し
く
ま
ね
ば
み
づ
さ
び
に
け
り

《翻
M

み
〈
さ
お
ひ
に
け

u'

み
づ
き
ぴ
に
け
り

2
0

古
A
Y
和
敵
六
帖
2
0

害
防
》
一
古
今
集

(
鍋
右
往
》
鍋
幽
町
家
本
本
文
一
右
往
〔
書
き
込
み
が
あ
る
》
き
の
み
)

(
怠
風
向
脱
v
:重
種
本
本
文
左
『
易
脱
」
〔
あ
る
箇
所
の
み
》

【
草
曾
書
本

減
庫
本
【
以
下
『
鍋
」
と
も
す
る
》
鍋
島
家
本

本
歌
第
二
、
三
、
玉
、
六
句
、
末
歌
第
一
、
玉
、
六
句
に
異
同
が

見
ら
れ
る
。
本
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
異
同
に
つ
い
て
各
歌
詞
の
解
釈

を
試
み
、
異
聞
の
生
じ
た
理
由
等
に
つ
い
て
も
可
能
な
隈
り
検
討
を

加
え
る
。
な
お
、
異
同
筒
所
以
外
は
、
既
存
の
本
文
解
釈
に
疑
義
あ

る
い
は
新
た
な
解
釈
案
が
な
い
隈
り
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
解
釈

し
た
王
。

ま
た
、
神
楽
歌
の
歌
詞
解
釈
の
方
法
と
し
て
、
本
論
で
は
和
歌
に

用
い
ら
れ
る
語
を
中
心
に
参
考
と
し
た
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
神

楽
歌
の
平
安
期
写
本
は
四
本
し
か
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
催

馬
楽
や
風
俗
歌
、
東
遊
歌
等
、
他
の
平
安
期
歌
謡
を
合
わ
せ
て
も
平

安
期
写
譜
本
の
数
は
限
ら
れ
て
お
り
、
神
楽
歌
の
歌
詞
に
用
い
ら
れ

る
語
の
解
釈
を
行
う
に
は
充
分
と
は
い
え
な
い
。

そ
の
点
、
和
歌
は
平
安
期
の
実
作
が
数
多
く
現
存
し
て
い
る
。
歌
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謡
と
和
歌
は
、
こ
と
ば
を
歌
唱
す
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
音
楽
性
を

伴
う
か
否
か
と
い
う
点
で
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、
歌
謡
の
歌

調
は
五
七
五
七
七
の
短
歌
型
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
も
、
平

安
期
の
和
歌
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
神
楽
歌

を
は
じ
め
と
す
る
歌
謡
の
歌
詞
に
は
短
歌
型
を
持
つ
も
の
が
あ
る

点
、
ま
た
、
も
と
も
と
和
歌
と
し
て
成
立
し
て
い
た
も
の
に
後
に
曲

を
付
け
て
歌
謡
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
例
が
あ
る
点
王
等
、
両

者
の
境
界
は
非
常
に
暖
昧
で
も
あ
る
。
古
今
集
、
拾
遺
集
等
の
勅
撰

集
や
六
帖
等
に
歌
謡
の
歌
詞
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て

も
、
両
者
の
親
和
性
は
疑
え
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
和
歌
解
釈
や
歌
語
等
を
歌
謡
の
歌
詞
解
釈
に

応
用
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
本
歌
の
本
文
異
聞
と
そ
の
解
釈

最
初
に
、
神
楽
歌
「
杓
」
本
歌
の
異
動
を
再
掲
す
る
。
神
楽
歌
譜

本
所
収
の
歌
詞
は
、
最
も
古
い
と
さ
れ
る
和
琴
秘
譜
を
底
本
に
し
、

通
説
に
し
た
が
っ
て
左
か
ら
書
写
年
代
の
古
い
順
に
並
べ
直
し
た
。

六
帖
は
別
途
右
に
掲
げ
た
。

き

τE〈
み
て

盆
型
倒
量
》
島
章
ご

L
て

お
ほ
は
ら
や

病
理
し
み
づ

せ
が
ゐ
の
み
づ
を

《
昌
也
君
主
て
ゆ
か
ゐ

菌
き
5
T
a

《

Z
M
〈

anτ
色
そ
ぼ
む

あ
そ
び
て
ゆ
か
む

-0・そaee〈
ぬ

ひ
き
ご
も
て

と
り
は
な
く
と
も

こ
の
う
ち
鍋
島
家
本
の
み
が
第
六
句
を
記
し
て
い
る
点
に
関
し
て

は
、
御
神
楽
の
場
で
実
際
に
歌
唱
す
る
際
の
繰
り
返
し
を
表
記
し
て

い
る
か
否
か
と
い
う
違
い
で
あ
る
の
で
問
題
と
し
な
い
(
末
歌
第
六

句
も
同
様
で
あ
る
)
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
同
を
詳
細
に
見
て
い
く
。

ま
ず
、
第
二
句
末
が
、
鍋
島
家
本
の
み
「
し
み
づ
」
と
な
っ
て
い

る
。
「
み
づ
を
」
で
あ
れ
ば
明
ら
か
に
目
的
語
で
あ
る
が
、
「
し
み

づ
」
で
あ
れ
ば
目
的
語
か
否
か
は
こ
の
箇
所
の
み
で
は
判
断
し
が
た

い
。
検
討
は
後
に
回
す
。

次
に
、
第
三
句
で
あ
る
。
鍋
島
家
本
本
文
右
注
の
第
三
句
が
「
ひ

さ
ご
リ
寸
(
手
段
・
方
法
の
格
助
詞
)
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

和
琴
秘
帯
、
重
種
本
、
鍋
島
家
本
の
「
ひ
さ
ご
も
て
」
の
「
も
て
」

は
、
手
段
・
材
料
を
表
す
「
以
て
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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《し》

さ
て
、
各
神
楽
歌
譜
本
の
第
三
句
が
「
ひ
さ
ご
も
て
」
で
あ
る
の

に
対
し
、
六
帖
一
二
一
四
一
番
歌
の
第
三
句
は
「
て
に
く
み
て
」
と
な

っ
て
い
る
。

【し
v

神
楽
歌
譜
本
の
と
る
「
ひ
さ
ご
も
て
」
と
い
う
句
は
、
散
文
・
韻

文
通
じ
て
用
例
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
「
ひ
さ
ご
」
を
「
以
て
」
、

「
ひ
さ
ご
」
を
「
し
て
」
で
も
同
様
で
あ
る
。
上
代
で
は
、
『
日
本

書
紅
』
巻
第
十
一
仁
徳
天
皇
六
十
七
年
十
月
の
条
に
「
三
の
錯
h
雛

割
以
叫
水
に
投
れ
て
日
は
く
(
以
二
二
一
全
瓢
一
投
ν
水
日
)
」
の
例
が
あ

に

P
E卜
I
l
l
1

り
、
中
古
で
も
『
大
鏡
』
第
二
巻
に
「
小
桶
に
小
組
し
て
を
か
れ
た

れ
ば
」
の
例
が
あ
る
。
ま
た
、
鎌
倉
時
代
の
私
撰
類
題
和
歌
集
『
夫

木
和
歌
抄
』
に
は
次
の
例
が
見
ら
れ
る
。

七
五
只
お
も
し
ろ
く
な
り
ぞ
ゆ
く
な
る
制
劃
ご
も
て
神
の
こ
こ
ろ

を
く
み
て
け
る
か
な

(
巻
第
十
八
冬
部
ゴ
一
「
天
仁
二
年
十
一
月
家
の
歌
合
、

神
楽
」
修
理
大
夫
顕
季
卿
)

平
安
時
代
の
用
例
と
し
て
は
こ
れ
が
孤
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
神

楽
歌
「
杓
」
本
歌
を
本
歌
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
六
帖
一
二
一
四
一
番
歌
第
三
匂
の
「
て
に
く
み
て
」
は
、
そ

れ
ほ
ど
数
は
多
く
な
い
も
の
の
、
平
安
期
の
和
歌
に
例
が
見
ら
れ
る
。

ヨE

山
し
ろ
の
ゐ
で
の
た
ま
み
づ
て
に
く
刷
て
た
の
め
し
か

ひ
も
な
き
よ
な
り
け
り

(
六
帖
第
五

雑
恩

「
い
ま
は
か
ひ
な
し
」
)

ノ、
J、

ぬ
る
み
ゆ
く
い
た
井
の
し
水
て
に
く
刷
て
な
ほ
こ
そ
た

の
め
そ
こ
は
し
ら
ね
ど

(
宇
樟
保
物
語
「
祭
の
使
」
兵
部
卿
宮
)

Cコ

は
る
く
れ
ば
な
は
し
ろ
み
づ
を
て
に
く
刷
て
い
そ
ぐ
ぞ

あ
き
の
た
の
み
な
り
け
る

(
六
条
斎
院
歌
合
「
な
は
し
ろ
」
右
せ
じ
)
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五
七

月
夜
よ
し
川
の
音
清
し
い
ざ
こ
こ
に
行
く
も
行
か
ぬ
も

幽
割
引
制
州
制
{
さ

月
夜
吉
河
音
清
之
率
此
間
行
毛
不
ν
去
毛
遊
而
将
ν

矧

(
高
葉
集
巻
第
四
相
聞
「
太
宰
帥
大
伴
卿
被
ν
任二

大
納
言
一
臨
ニ
入
ν
京
之
時
一
、
府
官
人
等
儲
ニ
卿
筑

前
園
董
城
駅
家
一
歌
四
首
」
防
人
佑
大
伴
囲
網
)

ー完

ひ
ざ
か
り
は
あ
そ
凶
て
ゆ
州
州
影
も
よ
し
ま
の
の
は
ぎ

は
ら
風
た
ち
に
け
り

(
散
木
奇
歌
集
第
二
夏
部
六
月
「
樹
陰
風
来
」
)

一
方
、
「
く
み
て
あ
そ
ば
む
」
、
「
あ
そ
ぶ
せ
を
く
め
」
と
い
っ
た

句
は
、
韻
文
・
散
文
通
じ
て
他
例
を
見
な
い
。
「
あ
そ
ぶ
」
と
「
く

む
」
の
組
み
合
わ
せ
で
も
同
様
で
あ
る
。

和
琴
秘
譜
は
、
現
存
す
る
神
楽
歌
譜
本
で
も
っ
と
も
古
い
と
さ
れ

て
い
る
。
末
歌
の
異
岡
本
文
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
す
る
が
、
同

譜
本
の
「
杓
」
末
歌
第
五
句
が
古
今
集
所
収
歌
(
一

O
七
九
番
)
と

同
じ
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
和
琴
秘
譜
の
歌
詞
は
平
安
期
写
譜
本
の

中
で
も
古
体
を
残
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
杓
」
本

歌
第
五
句
に
関
し
て
も
、
和
琴
秘
譜
や
こ
れ
と
同
系
統
と
見
ら
れ
る

鍋
島
家
木
本
文
右
注
、
六
帖
の
「
あ
そ
び
て
ゆ
か
眠
」
が
古
体
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
第
五
句
「
あ
そ
び
て
ゆ
か
む
」

に
は
異
聞
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

御
神
楽
の
歌
詞
の
異
同
は
、
歌
い
継
が
れ
る
中
で
次
第
に
こ
と
ば

が
変
化
し
て
い
っ
た
の
だ
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
2

目
。
た
し

か
に
、
そ
の
よ
ヲ
な
こ
と
は
往
々
に
し
て
起
こ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
譜
本
が
あ
る
以
上
、
元
の
歌
詞
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
は
、

歌
い
手
に
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
に
よ
り
「
杓
」
本
歌
第
五
句
の
異

聞
は
、
口
承
の
過
程
で
次
第
に
生
じ
た
と
す
る
に
は
流
動
性
が
高
い
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
今
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。

先
に
述
べ
た
通
り
、
和
琴
秘
譜
や
鍋
島
家
本
本
文
右
注
、
六
帖
の

第
五
句
「
あ
そ
び
て
ゆ
か
む
」
は
、
神
楽
歌
の
歌
詞
と
し
て
は
古
体

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
和
歌
の
こ
と
ぼ
と
し
て
は
も
っ
と

も
穏
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
歌
調
全
体
を
見
た
と
き
、
和
琴
秘
譜
や

鍋
島
家
本
本
文
右
注
の
歌
詞
で
は
、
「
せ
が
井
町
刺
剖
」
「
杓
で
も

っ
て
」
「
尽
災
対

aq対
」
の
部
分
が
は
っ
き
り
と
は
読
み
取
り
に

く
い
こ
と
が
わ
か
る
。
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お
ほ
は
ら
や

は
な
く
と
も

せ
が
ゐ
の
み
づ
を

あ
そ
び
て
ゆ
か
む

(
和
琴
秘
譜
・
鍋
右
注
)

ひ
さ
ご
も
て

た
だ
し
、
第
四
句
「
と
り
は
な
く
と
も
」
の
「
と
り
」
を
「
鳥
」



と
「
取
り
」
の
掛
詞
だ
と
考
え
る
と
、
和
琴
秘
譜
や
鍋
島
家
本
本
文

右
注
の
歌
詞
に
お
い
て
、
第
二
句
「
水
を
」
を
目
的
語
と
す
る
語
は
、

第
四
句
の
「
取
り
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
水
(
を
)
取
る
」
と
い
う
表
現
は
、
『
日
本
書
紀
』
巻
第
三
神

武
天
皇
即
位
前
紀
成
午
年
十
一
月
の
条
「
菟
田
川
の
水
を
取
り
て

(
取
二
菟
田
川
水
一
)
」
等
の
例
が
あ
る
。
ま
た
、
和
歌
に
も
次
の
よ

う
な
例
が
あ
る
。

喜
一
回
孟

天
橋
も
長
く
も
が
も
高
山
も
高
く
も
が
も
月

読
の
持
て
る
割
引
利
い
刷
引
来
て
君
に
奉
り
て

を
ち
得
て
し
か
も
【
一
一
》

天
橋
文
長
雲
鴨
高
山
文
高
雲
鴨
月
夜
見
乃

持
有
幽
刺
伊
刷
来
而
公
奉
而
越
得
之
早
物

{
高
葉
集
巻
第
十
三
雑
歌
二
十
七
首
)

む
す
ぷ
手
に
と
り
て
や
夏
を
す
て
つ
ら
ん
あ
た
り
す
ず

し
き
や
ど
の
ま
し
水

{
文
治
六
年
女
御
入
内
和
歌
入
内
御
扉
風
和
歌
)

ま
た
、
『
倭
名
類
衆
抄
』
に
は
、
水
晶
の
異
名
と
し
て
「
水
取
る

玉
」
の
名
が
見
え
さ
て
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
和
歌
に
も
詠
ま
れ
る

よ
う
に
な
る
。

七

た
も
と
に
は
劇
と
る
到
も
つ
つ
ま
ぬ
を
月
の
光
に
ま
づ
し

ほ
る
ら
む

(
石
清
水
若
宮
歌
合
廿
番
左
持
公
仲
朝
臣
)

し
か
し
な
が
ら
、
平
安
期
ま
で
の
「
水
(
を
)
取
る
」
の
用
例
は

多
く
は
な
く
、
一
般
的
な
表
現
で
あ
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
和
琴

秘
請
の
第
四
句
「
と
り
」
が
、
「
烏
」
と
「
取
り
」
の
掛
詞
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
解
釈
の
難
し
い
歌
詞
だ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
が
う
か
が

え
る
。一

方
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
重
種
本
第
五
句
の
「
く
み
て
あ
そ

ば
む
」
、
鍋
島
家
本
第
五
句
の
「
あ
そ
ぶ
せ
を
く
め
」
も
、
句
と
し

て
は
当
時
一
般
的
な
表
現
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
水
を
」
「
汲

む
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
は
、
散
文
で
も
韻
文
で
も
一
般
的
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
重
種
本
、
鍋
島
家
一
本
、
六
帖
の
歌
調
に
は
、

他
動
調
「
撮
む
」
の
語
が
共
通
し
て
い
る
。
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お
ほ
は
ら
や
せ
が
ゐ
の
刻
寸
剖

く
と
も

G
巧
て
あ
そ
ば
む

ひ
さ
ご
も
て

と
り
は
な

(
重
種
本
)

お
ほ
は
ら
や

せ
が
ゐ
の
し
み
づ

ひ
さ
ご
も
て

と
り
は
な



く
と
も

制
剖
刻
剖
創

G
M叫
制
剤
刻
剖
刻
々
凶
叫

(
鍋
島
家
本
)

お
ほ
は
ら
や
せ
が
ゐ
の
刻
寸
刻

く
と
も
あ
そ
び
て
ゆ
か
ん

て
に
Q
M明て

と
り
は
な

(
六
帖
)

重
種
本
で
は
「
せ
が
井
の
刻
刻
(
第
二
句
)
」
「
杓
で
も
っ
て
(
第

三
句
)
」
「
桜
減
せ
歌
舞
の
遊
び
を
し
よ
う
(
第
五
句
)
」
、
鍋
島
家

本
で
は
「
杓
で
も
っ
て
{
第
三
句
}
」
「
わ
た
し
た
ち
が
歌
舞
の
遊

び
を
し
て
い
る
綱
州
刺
創
製
減
税
討
パ
ミ
回
(
第
五
句
)
」
と
あ
る

よ
う
に
、
神
楽
歌
譜
本
で
は
第
五
句
に
「
汲
む
」
の
語
が
置
か
れ
る
。

一
方
、
六
帖
で
は
「
せ
が
井
の
刻
刻
(
第
二
句
)
」
「
手
に
製
材
で

(
第
三
句
)
」
と
第
三
句
に
「
汲
む
」
の
語
が
あ
る
た
め
、
第
五
句

が
和
琴
秘
譜
と
同
じ
「
あ
そ
び
て
ゆ
か
む
(
歌
舞
の
遊
び
を
し
て
い

こ
う
)
」
で
あ
っ
て
・
も
全
体
の
歌
意
は
通
る
。
和
琴
秘
請
や
鍋
島
家

本
本
文
右
往
の
残
す
古
体
の
歌
詞
に
比
べ
、
六
帖
や
重
種
本
以
降
の

譜
本
の
歌
詞
で
は
、
「
せ
が
井
の
(
瀬
の
)
利
剖
」
「
段
災
対
説
付
」

が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
鑑
み
る
に
、
神
楽
歌
「
杓
」
本
歌
第
三
句
、
第
五
句
の
大

き
な
本
文
異
聞
は
、
歌
詞
に
「
汲
む
」
の
語
を
取
り
入
れ
る
た
め
に

生
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

2τ
現
存
最
古
の
神
楽
歌
譜
本
『
神

楽
和
琴
秘
譜
』
の
「
杓
」
本
歌
の
歌
詞
に
は
二
つ
の
問
題
点
が
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
第
二
句
「
み
づ
を
」
を
目
的
語
に
と
る
語
が
第
四

句
の
掛
調
「
取
り
」
で
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、

こ
の
「
水
(
を
)
取
る
」
と
い
う
表
現
が
当
時
一
般
的
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
そ
の
問
題
点
を
克
服
し
、
よ
り
一

般
的
な
表
現
に
改
め
る
た
め
、
「
滋
む
」
と
い
う
語
を
新
た
に
取
り

入
れ
よ
う
と
し
て
意
図
的
に
歌
調
が
改
変
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
と
き
問
題
と
な
る
の
は
、
何
割
削
寸
叫
「
水
を
」
「
扱
む
」

の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

前
章
で
述
べ
た
通
り
、
神
楽
歌
「
杓
」
は
、
御
神
楽
の
中
で
「
採

物
」
と
呼
ば
れ
る
歌
謡
の
一
群
に
属
し
て
お
り
、
歌
の
中
心
は
、
御

神
楽
の
場
で
神
座
と
な
る
採
物
「
杓
」
へ
の
言
祝
ぎ
で
あ
る
。
神
楽

歌
に
九
曲
十
五
種
類
あ
る
採
物
の
歌
の
中
、
八
曲
十
三
種
類
が
そ
の

採
物
の
名
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
杓
」
の
曲

で
は
、
本
末
歌
を
通
じ
て
「
ひ
さ
ご
」
の
語
が
見
ら
れ
る
の
は
本
歌

第
三
句
の
み
で
あ
る
2

毒
。
し
た
が
っ
て
、
神
楽
歌
「
杓
」
本
末
歌

を
通
し
て
‘
も
っ
と
も
重
要
な
語
が
、
本
歌
第
三
句
の
「
ひ
さ
ご
」
の

語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
和
琴
秘
語
、
重
種
本
、
鍋

島
家
本
の
い
ず
れ
の
神
楽
歌
譜
本
も
、
第
三
句
「
ひ
さ
ご
」
の
語
に

は
異
聞
が
な
い
。

他
方
、
六
帖
一
二
一
四
一
番
歌
で
は
、
第
三
句
は
「
て
に
く
み
て
」

と
な
っ
て
お
り
、
「
ひ
さ
ご
」
の
語
が
失
わ
れ
て
い
る
。
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六
帖
で
は
、
神
楽
歌
の
本
末
と
は
逆
順
で
は
あ
る
も
の
の
、
第
二

帖
宅
部
「
井
」
の
冒
頭
に
、
神
楽
歌
「
杓
」
の
末
歌
(
一
三
四

O
番

歌
)
、
本
歌
(
一
三
四
一
番
歌
)
を
二
首
ま
と
め
て
収
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
二
首
に
つ
い
て
、
神
楽
歌
「
杓
」
の
曲
を
典
拠
と
し

た
曲
だ
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
帖
は
、

神
楽
歌
の
採
物
の
歌
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
「
ひ
さ
ご
」
の
語
を

捨
て
、
「
手
に
撮
み
て
」
を
第
三
句
に
据
え
た
形
で
本
歌
を
収
録
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
六
帖
に
お
け
る
神
楽
歌
「
杓
」
本
歌
(
一
三
四

一
番
歌
)
の
中
で
重
視
さ
れ
た
語
が
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
収
録
項
目

名
「
井
」
に
関
係
す
る
「
せ
が
井
」
と
い
う
井
の
名
で
あ
っ
た
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
六
帖
は
一
三
四
O
番
歌
(
末
歌
)
、

一
三
四
一
番
歌
{
本
歌
)
が
神
楽
歌
「
杓
」
の
軟
調
で
あ
る
こ
と
を

重
視
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
六
帖
は
神
楽
歌
の
採
物
の
歌

と
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
「
ひ
さ
ご
」
の
語
を
重
視
す
る
必
要
も
な

か
っ
た
の
で
あ
る
《
工
0
0

ま
た
、
神
楽
歌
譜
本
第
五
句
の
異
同
が
以
上
の
よ
う
な
窓
意
的
な

改
変
に
よ
る
と
考
え
る
と
、
先
に
結
論
を
保
留
し
た
鍋
島
家
本
第
二

句
の
異
同
も
解
釈
を
決
定
で
き
る
。
鍋
島
家
本
で
は
第
五
句
「
あ
そ

ぶ
せ
を
く
め
」
の
中
に
「
汲
む
」
の
目
的
語
で
あ
る
「
瀬
を
」
が
存

在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
和
琴
秘
譜
や
重
種
本
の
第
二
句
末
に
あ

る
「
み
づ
を
」
と
い
う
目
的
語
は
、
鍋
島
家
本
で
は
不
要
に
な
る
。

そ
の
結
果
、
鍋
島
家
本
で
は
第
二
句
末
が
「
し
み
づ
」
と
い
う
体
言

止
め
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
鍋
島
家
本
の

第
二
句
末
「
し
み
づ
」
は
、
呼
び
か
け
や
詠
嘆
を
表
す
体
言
止
め
表

現
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
各
異
岡
本
文
の
解
釈
を
挙
げ
て
お
く
。

【
穴
】
車
寄

【
掴
】
車
よ
.

【
置
】
車
寄

{
和
・
鍋
右
注
)
大
原
の
せ
が
井
の
水
を

鶏
鳴
と
共
に
夜
が
明
け
よ
う
と
も
、

手
に
汲
ん
で
、

相
で
も
っ
て
、

相
で
も
っ
て
、

拘
で
も
っ
て
〔
取
り
)

【
穴
】
敵
陣
由
遭
び
を
し
て
い
こ
う
.

【
個
】
わ
た
し
た
亀
が
敬
陣
骨
遭
び
を
し
て
い
る
湖
骨
水
量
量
み
昌
吉
M
-

A

量
】
撮
ん
で
懐
縄
骨
遊
び
を
し
よ
う
.

取
舞
の
遊
び
を
し
て
い
こ
う
。

-9-

二
一
、
末
歌
の
本
文
異
同
と
そ
の
解
釈

次
に
、
神
楽
歌
「
杓
」
末
歌
の
異
同
の
検
討
に
移
る
。
末
歌
の
歌

詞
も
、
和
琴
秘
譜
を
底
本
と
し
て
再
掲
し
て
お
く
。
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ま
ず
、
第
一
句
の
「
か
ど
」
と
「
や
ど
」
に
つ
い
て
は
、
「
庭
先
」
、

「
家
の
戸
目
の
あ
た
り
」
と
い
っ
た
意
味
で
、
広
義
で
は
互
い
に
指

す
場
所
が
通
じ
る

2
2

ま
た
、
第
二
句
か
ら
第
四
句
ま
で
は
異
同
が
な
い
。
第
一
句
か
ら

第
四
句
ま
で
の
大
意
は
ど
の
本
も
ほ
ぼ
同
じ
、
「
わ
た
し
の
家
の
前

の
板
筒
井
の
清
水
は
、
人
里
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
人
が
水
を

汲
ま
な
い
た
め
に
」
で
あ
る
。

こ
の
末
歌
で
注
目
す
べ
き
は
第
五
句
、
第
六
匂
の
異
同
で
あ
る
。

和
琴
秘
譜
で
は
「
み
く
さ
お
ひ
に
け
り
」
、
古
今
集
、
六
帖
で
は
「
水

草
お
ひ
に
け
り
」
、
ま
た
、
和
琴
秘
譜
と
同
系
統
と
見
ら
れ
る
鍋
島

家
本
本
文
右
注
で
は
「
み
づ
く
さ
お
ひ
に
け
り
」
と
あ
る
。
そ
れ
が
、

重
種
本
本
文
左
「
異
説
」
で
は
、
第
五
句
が
「
水
さ
ゐ
に
け
り
」
、

第
六
句
が
「
水
く
さ
ゐ
に
け
り
」
と
な
る
。
た
だ
し
、
本
来
第
六
句

は
第
五
句
の
繰
り
返
し
で
あ
る
こ
と
、
重
種
本
に
は
他
に
も
誤
字
脱

字
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
こ
で
は
第
五
句
は
「
水
く
さ
ゐ

に
け
り
」
か
ら
「
く
」
が
落
ち
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、

重
種
本
、
鍋
島
家
本
の
第
五
句
は
「
み
づ
さ
び
に
け
り
」
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
神
楽
歌
「
杓
」
末
歌
第
五
句
の
異
岡
本
文

は
、
語
句
の
点
か
ら
次
の
三
系
統
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①

和
琴
秘
請
の
「
み
く
さ
お
ひ
に
け
り
」
、
古
今
集
、
六
帖
の
「
水
草

お
ひ
に
け
り
」
と
鍋
島
家
本
本
文
右
注
「
み
づ
く
さ
お
ひ
に
け
り
」

の
一
群
、
②
重
種
本
本
文
左
「
異
説
」
の
「
水
く
さ
ゐ
に
け
り
」
、

そ
し
て
、
③
童
種
本
、
鍋
島
家
本
の
「
み
づ
さ
び
に
け
り
」
で
あ
る
。

次
に
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
し
て
い
く
。

最
初
に
、
和
琴
秘
譜
の
「
み
く
さ
お
ひ
に
け
り
」
、
古
今
集
、
六

帖
の
「
水
草
お
ひ
に
け
り
」
と
鍋
島
家
本
本
文
右
注
の
「
み
づ
く
さ

お
ひ
に
け
り
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

和
琴
秘
譜
の
「
み
く
さ
」
と
は
、
古
今
集
や
六
帖
に
あ
る
「
水
草
」

の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
漢
字
表
記
は
そ
れ
ぞ
れ
の
底

本
に
し
た
が
っ
た
た
め
で
、
古
今
集
諸
本
や
永
青
文
庫
本
六
帖
で
は

同
語
は
「
み
く
さ
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
鍋
島
家
本
本
文
右
注
の

「
み
づ
く
さ
お
ひ
に
け
り
」
も
含
め
、
こ
れ
ら
四
つ
の
本
文
を
漢
字

仮
名
交
じ
り
で
表
記
す
る
と
す
べ
て
「
水
草
生
ひ
に
け
り
」
と
な
る
。
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「
水
草
」
を
「
み
く
さ
」
と
読
む
か
「
み
づ
く
さ
」
と
読
む
か
は
、

文
章
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
和
歌
で
は
短
歌
型
の
音
数
に
よ

っ
て
「
み
く
さ
」
と
も
「
み
づ
く
さ
」
と
も
詠
ん
で
い
る
。
第
一
章

で
触
れ
た
よ
う
に
、
歌
謡
の
歌
詞
は
必
ず
し
も
短
歌
型
に
収
ま
る
と

は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
神
楽
歌
の
採
物
に
分
類
さ
れ
る
他
の
九
曲

十
四
種
類
二
十
八
首
が
す
べ
て
短
歌
型
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、

当
該
箇
所
も
「
み
く
さ
お
ひ
に
け
り
」
と
す
る
和
琴
秘
請
の
形
が
適

当
で
あ
る
う
。

「
み
く
さ
お
ひ
に
け
り
」
は
、
『
高
葉
集
』
の
時
代
か
ら
和
歌
の
こ

と
ば
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ー毛Z
J、

古
の
古
き
堤
は
年
深
み
池
の
な
ぎ
さ
に
水
草
生
ひ
に
け
り

昔
者
之
膏
堤
者
年
深
池
之
激
船
水
草
生
伝
家
里

7
0

{
歯
周
葉
集
巻
第
三
雑
歌
「
山
部
宿
祢
赤
人
詠
二
一
故
太
政

大
臣
藤
原
家
之
山
池
一
歌
一
首
」
)

風
さ
む
く
な
り
に
し
日
よ
り
あ
ふ
さ
か
の
山
の
い
へ
ゐ
は

み
く
さ
お
ひ
に
け
り

(
好
忠
集
「
中
の

4
、
十
一
月
上
」
)

叉

さ
み
だ
れ
は
ち
か
く
な
る
ら
し
よ
ど
荷
の
あ
や
め
の
章
も

み
く
さ
お
ひ
に
け
り

(
拾
遺
集
巻
第
二
夏
「
延
喜
御
時
歌
合
に
」

よ
み
人
し
ら
ず
)

「
み
く
さ
」
は
、
『
高
葉
集
』
二
一
七
八
番
歌
で
は
「
池
の
な
ぎ
さ
」

に
生
え
、
『
好
忠
集
』
一
一
一
一
一
番
歌
で
は
「
家
井
」
に
、
拾
遺
集
一

O
八
番
歌
で
は
「
淀
川
」
に
生
え
て
い
る
。
ま
た
、
拾
遺
集
一

O
八

番
歌
で
は
、
「
あ
や
め
の
草
」
を
「
み
く
さ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ

れ
ら
の
他
に
も
「
み
く
え
こ
の
用
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
総

じ
て
、
「
み
く
さ
」
は
水
際
や
水
中
に
生
え
る
植
物
の
総
称
で
あ
る

と
見
ら
れ
る
。

次
の
和
歌
は
、
神
楽
歌
「
杓
」
を
本
歌
取
り
し
て
い
る
。
「
か
き

わ
け
て
」
水
辺
に
下
り
る
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
読
ま

れ
た
「
水
草
」
は
、
背
の
高
い
植
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
神
楽

歌
「
杓
」
末
歌
の
「
水
草
」
も
あ
る
程
度
高
さ
の
あ
る
水
生
植
物
で

あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ー主主

お
り
や
た
た

お
ほ
は
ら
や
せ
が
ゐ
の
制
引
さ
泊
き

ま
し
す
ず
み
が
て
ら
に

(
好
忠
集
「
五
月
中
」
)

た
だ
し
、
『
好
忠
集
』
一
一
一
一
一
番
歌
の
よ
う
に
「
み
く
さ
」
の
様

態
が
文
脈
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
例
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
み
く



さ
お
ひ
に
け
り
」
と
詠
む
際
の
「
み
く
さ
」
が
す
べ
て
背
の
高
い
水

生
植
物
を
指
し
て
い
た
と
は
言
い
き
れ
な
い
。
ま
た
、
い
ず
れ
の
場

合
も
「
み
(
づ
)
く
さ
お
ひ
に
け
り
」
は
、
「
水
草
が
生
え
て
し
ま

っ
た
よ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

次
に
、
重
種
本
本
文
左
「
異
説
」
の
「
水
く
さ
ゐ
に
け
り
」
に
つ

い
て
で
あ
る
。
「
水
く
さ
」
の
読
み
は
や
は
り
不
明
で
あ
る
が
、
こ

の
場
合
、
「
み
づ
く
さ
」
と
読
む
と
短
歌
型
と
し
て
は
宇
余
り
に
な

る
た
め
、
「
み
く
さ
ゐ
に
け
り
」
が
穏
当
だ
ろ
う
。

重
種
本
本
文
左
「
異
説
」
の
特
徴
は
、
先
の
一
群
で
「
生
ひ
に
け

り
」
と
な
っ
て
い
た
箇
所
が
、
「
ゐ
に
け
り
」
に
な
っ
て
い
る
点
で

あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
ゐ
る
」
と
は
、
「
こ
ほ
り
ゐ
し
し
が
の
か
ら

さ
き
う
ち
と
け
て
さ
ざ
な
み
ょ
す
る
春
か
ぜ
ぞ
ふ
く
(
『
詞
花
和
歌

集
』
巻
第
一
春
一
大
江
匡
房
}
」
、
「
つ
ら
ら
ゐ
て
み
が
け
る
影

の
み
ゆ
る
か
な
ま
こ
と
に
い
ま
や
玉
川
の
水
(
『
千
載
和
歌
集
』
巻

第
六
冬
四
四
二
崇
徳
院
)
」
等
の
「
ゐ
る
」
と
同
様
に
、
水
面
に

動
か
な
い
も
の
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
種
本
本

文
左
「
異
説
」
の
「
水
く
さ
ゐ
に
け
り
」
は
、
「
水
草
が
生
じ
て
し

ま
っ
た
よ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

さ
て
、
「
水
草
ゐ
に
け
り
」
の
用
例
の
中
に
は
、
こ
の
「
水
草
」

が
背
の
高
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

七

今
は
と
て
い
ひ
は
な
ち
て
し
池
水
は
き

に
も
ま
さ
る
み

く
さ
ゐ
に
け
り

(
定
頼
集
[
第
二
類
本
]
「
お
な
じ
比
、
ひ
ん
が
し
お

も
て
に
、
き
く
の
も
と
に
、
人
の
お
こ
せ
た
り
け
る

う
た
を
、
女
房
ど
も
の
い
ふ
を
き
け
ば
、
か
く
あ
り
」
)

右
の
例
で
は
、
「
池
水
」
に
「
ゐ
」
た
「
み
く
さ
」
の
高
さ
が
「
き

し
に
も
ま
さ
る
」
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
「
み
く
さ
」

は
水
中
か
ら
あ
る
程
度
の
高
さ
を
も
っ
て
生
え
て
い
る
と
考
え
て
よ

、。
L
V
 

そ
の
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

心
の
ど
か
に
暮
ら
す
日
、
は
か
な
き
こ
と
い
ひ
l
t、
の
は
て
に
、

わ
れ
も
人
も
あ
し
う
い
ひ
な
り
て
、
う
ち
怨
じ
て
出
づ
る
に
な

り
ぬ
。
端
の
方
に
あ
ゆ
み
出
で
て
、
お
さ
な
き
人
を
よ
び
出
で

て
、
「
わ
れ
は
い
ま
は
来
じ
と
す
」
な
ど
と
い
ひ
を
き
て
出
で

に
け
る
す
な
は
ち
、
は
ひ
入
り
て
、
を
ど
ろ

l
tし
う
泣
く
。

「
こ
は
な
ぞ
、

f
t」
と
い
へ
ど
、
い
ら
へ
も
せ
で
、
論
な
う

さ
や
う
に
ぞ
あ
ら
ん
と
を
し
は
か
る
れ
ど
、
人
の
聞
か
む
も
う

た
て
も
の
ぐ
る
を
し
け
れ
ば
、
間
ひ
さ
し
て
、
と
か
う
こ
し
ら

へ
て
あ
る
に
、
五
六
日
ば
か
り
に
な
り
ぬ
る
に
、
音
も
せ
ず
。

例
な
ら
ぬ
ほ
ど
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
あ
な
も
の
ぐ
る
を
し
、
た
は

ぶ
れ
言
と
こ
そ
我
は
お
も
ひ
し
か
、
は
か
な
き
仲
な
れ
ば
か
く
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て
や
む
や
う
も
あ
り
な
ん
か
し
と
思
へ
ば
、
心
ぼ
そ
う
て
な
が

む
る
ほ
ど
に
、
眼
明
ぱ
両
オ
対
抗
リ
滅
椛
伐
採
は
吃
滋
従
料
川
町

桜
川
悦
吸
，
労

4
d麗
吟
社
紛
川
円
。
か
く
ま
で
と
あ
さ
ま
し
う
、

一
口
一
た
え
ぬ
る
か
か
げ
だ
に
あ
ら
ば
と
ふ
べ
き
を
か
た
み
の
み

づ
は
み
く
さ
ゐ
に
け
り

な
ど
思
ひ
し
日
し
も
、
見
え
た
り
。
例
の
ご
と
に
て
や
み
に
け

り
。
か
や
う
に
胸
つ
ぶ
ら
は
し
き
を
り
の
み
あ
る
が
、
世
に
心

ゆ
る
び
な
き
な
ん
、
わ
び
し
か
り
け
る
。

(
摘
蛤
日
記
康
保
三
年
八
月
)

右
の
例
で
は
、
夫
が
出
て
い
っ
た
日
(
玉
、
六
日
ほ
ど
前
)
に
、
夫

が
使
っ
た
柑
揮
の
水
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
、
そ
の
水
の
上
に

塵
が
浮
か
ん
で
い
た
様
子
を
「
み
く
さ
ゐ
に
け
り
」
と
表
現
し
て
い

る
。
こ
こ
で
言
う
「
み
く
さ
」
は
、
何
日
も
溜
め
て
い
た
水
の
上
に

浮
か
ぶ
塵
の
よ
う
に
、
水
面
を
覆
っ
て
浮
か
ぶ
浮
草
様
の
水
生
植
物

を
指
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
水
草
ゐ
に
け
り
」
の
「
水
草
」
に
は
、
あ
る
程

度
背
が
高
く
な
る
も
の
と
、
浮
草
様
の
も
の
の
両
方
が
含
ま
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
橘
守
部
も
『
神
楽
歌
入
文
』
の
中
で
「
水
草
と

方
ネ

云
に
は
、
浮
草
を
も
包
た
れ
ば
、
居
と
も
云
ペ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
重
種
本
本
文
左
「
異
説
」
の
第
五
句
は
、

「
水
草
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
よ
」
と
い
う
意
味
に
な
る
の
は
同
じ
で

あ
る
。最

後
に
、
重
種
本
、
鍋
島
家
本
の
「
み
づ
さ
び
に
け
り
」
に
つ
い

て
検
討
す
る
。

「
み
づ
さ
び
に
け
り
」
と
い
う
句
は
、
他
例
が
見
ら
れ
な
い
。
「
水

(
み
づ
)
」
と
「
さ
ぷ
」
で
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
句
を
逐
語
的
に

解
釈
す
る
と
、
「
水
が
『
さ
び
』
て
し
ま
っ
た
よ
」
と
な
り
、
「
さ

ぶ
」
の
意
味
が
重
要
と
な
る
。

現
代
の
神
楽
歌
解
釈
の
草
分
け
と
な
っ
た
西
角
井
正
慶
の
『
神
楽

歌
研
究
』
で
は
、
「
み
づ
さ
び
に
け
り
」
を
「
神
さ
ぷ
の
さ
ぷ
同
様
、

そ
の
状
態
に
な
る
こ
と
で
、
水
の
精
霊
を
讃
め
て
い
る
も
の
と
恩
ふ
」

と
し
て
い
る

?
t
ま
た
、
池
田
弥
三
郎
は
、
「
水
が
水
ら
し
い
特

性
を
示
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
水
が
神
々
し
く
、
ひ
ど
く
尊
い
と

い
う
こ
と
か
」
と
解
釈
し
た
竺
Q
O

つ
ま
り
、
「
杓
」
末
歌
第
五
匂

「
み
づ
さ
び
に
け
り
」
の
「
さ
ぶ
」
を
「
神
さ
ぷ
」
、
「
を
と
め
さ

ぶ
」
、
「
翁
さ
ぶ
」
等
の
「
さ
ぷ
」
同
様
、
名
詞
に
付
い
て
、
い
か

に
も
そ
れ
ら
し
い
さ
ま
に
あ
る
意
を
表
す
動
詞
を
作
る
「
さ
ぷ
」
と

と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
第
五
句
の
解
釈
は
、
「
御
神

水
ら
し
く
す
ば
ら
し
い
水
に
な
っ
た
こ
と
だ
」
と
な
る
。

一
方
、
古
く
は
賀
茂
真
淵
が
『
神
楽
歌
考
』
で
「
み
づ
さ
び
に
け

り
」
を
「
水
渋
の
浮
る
な
り
」
と
し
、
本
居
大
平
も
こ
れ
を
支
持
し

た
。
熊
谷
直
好
も
『
梁
塵
後
抄
』
に
お
い
て
「
水
さ
び
の
浮
て
滑
か

ら
ず
な
れ
る
な
り
」
と
解
釈
し
、
最
近
で
は
小
西
甚
ア
も
こ
れ
ら
を
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採
用
し
て
「
水
渋
が
つ
い
て
き
た
こ
と
だ
」
と
解
釈
し
て
い
る
三
二
。

ま
た
、
臼
田
甚
五
郎
は
、
小
西
説
、
池
田
説
を
挙
げ
た
上
で
コ
さ

ぶ
」
は
古
く
な
る
意
」
と
注
釈
し
、
第
五
句
を
「
水
が
古
く
さ
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
」
と
現
代
語
訳
し
た
宣
言
。
こ
ち
ら
は
、
第
五
句
の

「
さ
ぶ
」
を
「
ち
り
つ
も
る
こ
ぞ
の
ま
く
ら
も
剖
叫
に
け
り
こ
ひ
す

る
ひ
と
の
ぬ
る
よ
な
け
れ
ば
(
『
伊
勢
大
輔
集
』
第
三
巻
こ
ひ
七

二
)
」
等
の
「
さ
ぶ
」
の
よ
う
に
、
人
の
訪
れ
が
絶
え
、
時
聞
の
経

過
と
と
も
に
も
の
が
古
び
る
「
さ
ぶ
」
の
意
味
で
と
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。さ

て
、
前
章
で
も
触
れ
た
が
、
平
安
期
写
譜
本
の
中
で
歌
詞
に
古

体
を
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
十
世
紀
末
|
十
一
世
紀
初

頭
の
写
で
現
存
最
古
と
さ
れ
る
和
琴
秘
譜
で
あ
る
。
西
角
井
は
、
「
み

づ
さ
び
に
け
り
」
を
「
水
渋
が
つ
い
た
と
解
く
の
は
根
拠
の
な
い
こ

と
と
思
ふ
」
と
批
判
し
、
第
五
句
が
「
水
草
生
ひ
に
け
り
」
だ
と
井

が
「
荒
れ
た
こ
と
に
な
る
」
と
難
を
示
し
た
ロ
言
。
し
か
し
、
古
体

で
あ
る
和
琴
秘
譜
等
の
本
文
は
「
み
く
さ
お
ひ
に
け
り
」
で
あ
り
、

こ
の
時
か
ら
既
に
井
が
荒
廃
し
た
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
重
種
本
、
鍋
島
家
本
の
第
五
句
「
み
づ
さ
び
に
け
り
」

の
「
さ
ぶ
」
を
古
く
な
る
意
と
取
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
。
ま
た
、

重
種
本
、
鍋
島
家
本
よ
り
も
後
の
一
条
兼
良
『
梁
塵
愚
案
抄
』
で
は
、

重
種
本
本
文
左
「
異
説
」
と
同
じ
「
み
草
ゐ
に
け
り
」
の
本
文
を
持

つ
本
が
底
本
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
水
草
が
生
じ
て
し
ま
っ

た
よ
」
と
井
の
荒
廃
を
歌
う
本
文
が
か
な
り
後
ま
で
存
続
し
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
。
「
み
づ
さ
び
に
け
り
」
を
井
に
涌
く
御
神
水
を
褒

め
る
こ
と
ば
と
と
る
の
は
、
一
見
神
楽
歌
の
解
釈
と
し
て
穏
当
な
よ

う
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
古
体
と
ま
っ
た
く
逆
の
意
味
に
解
釈
す
る

こ
と
に
は
か
え
っ
て
無
理
が
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
重
種
本
、
鍋
島
家
本
の
「
杓
」
末
歌
第
五
句

「
み
づ
さ
び
に
け
り
」
の
「
さ
ぷ
」
は
、
小
西
甚
一
や
日
田
甚
五
郎

等
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
古
く
な
る
意
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、

第
五
句
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
臼
田
氏
の
「
水
が
古
く
さ
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
よ
」
と
す
る
説
が
妥
当
だ
ろ
う
。
重
種
本
、
鍋
島
家
本
の

「
杓
」
末
歌
第
五
句
「
み
づ
さ
び
に
け
り
」
か
ら
派
生
し
た
と
思
し

き
歌
語
に
「
み
さ
び
」
が
あ
り
、
同
語
は
「
水
渋
」
の
ほ
ぽ
同
義
語

と
認
識
さ
れ
て
き
た
ら
し
い
が

o
E
、
も
と
の
神
楽
歌
の
「
み
づ
さ

び
に
け
り
」
の
い
う
「
水
」
が
「
さ
ぷ
」
状
態
が
、
即
「
水
渋
」
や

「
水
錆
」
の
浮
か
ん
だ
状
強
を
指
し
て
い
る
と
は
言
い
切
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
「
水
渋
が
つ
い
て
き
た
こ
と
だ
」
等
と
す
る
よ
り
、
「
水

が
古
く
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
」
と
す
る
方
が
穏
当
で
あ
る
。

以
上
、
大
き
く
分
け
て
三
系
統
の
第
五
句
具
岡
本
文
を
比
較
し
た
。

重
種
本
と
鍋
島
家
本
が
と
る
「
み
づ
さ
び
に
け
り
」
は
表
現
の
面
で

他
と
一
線
を
画
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
人
の
訪
れ
が
絶
え
、
荒
廃

し
た
井
の
様
を
歌
っ
て
い
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の

よ
う
な
異
同
が
生
じ
た
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
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最
後
に
、
三
系
統
の
異
岡
本
文
の
解
釈
を
挙
げ
て
お
く
。

わ
た
し
の
家
の
前
の
板
筒
井
の
清
水
は
、
人
里
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ

る
の
で
人
が
水
を
汲
ま
な
い
た
め
に
、

AE
・
鋼
)
水
が
古
〈
書
〈
な
っ
て
L
ま
っ
た
よ
.

(
置
属
鹿
山
水
草
が
生
巳
て
し
ま
っ
た
よ
.

(
和
・
鍋
右
注
・
古
今
・
穴
枯
}
水
草
が
生
え
て
し
ま
っ
た
よ
.

四
、
お
わ
り
に

以
上
、
神
楽
歌
「
杓
」
本
末
歌
の
異
岡
本
文
に
つ
い
て
解
釈
を
試

み
、
検
討
を
加
え
た
。

本
歌
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
現
存
最
古
の
神
楽
歌
譜
本
と
さ
れ
る

『
神
楽
和
琴
秘
譜
』
の
歌
詞
の
持
つ
表
現
上
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。

す
な
わ
ち
、
第
二
句
「
せ
が
井
の
み
づ
を
」
を
目
的
語
に
と
る
語
が

第
四
句
の
掛
調
「
と
り
」
の
「
取
り
」
で
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
点
、
そ
し
て
、
こ
の
「
水
(
を
)
取
る
」
と
い
う
表
現
が
、
当
時

一
般
的
で
は
な
か
っ
た
点
の
二
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
楽
歌
「
杓
」

本
歌
の
異
同
は
、
そ
の
古
体
の
表
現
上
の
難
点
を
克
服
す
る
た
め
、

「
汲
む
」
と
い
う
語
を
新
た
に
歌
詞
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
生
じ

た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
汲
む
」
と

い
う
語
を
取
り
入
れ
る
過
程
で
、
第
三
句
「
ひ
さ
ご
」
の
語
を
重
視

し
た
神
楽
歌
譜
本
と
、
こ
れ
に
重
き
を
置
か
な
か
っ
た
六
帖
と
の
意

識
の
違
い
に
も
触
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
神
楽
歌
譜
本
は
、
御
神
楽
の

場
で
神
座
(
採
物
)
と
な
る
「
ひ
さ
ご
」
の
語
を
重
視
し
、
こ
れ
を

残
す
た
め
に
第
五
句
に
異
同
を
生
じ
た
。
一
方
、
六
帖
は
「
井
」
の

項
目
に
収
め
る
和
歌
と
し
て
「
せ
が
井
」
の
語
を
重
視
し
、
「
ひ
さ

ご
」
の
語
は
と
く
に
重
視
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
第
三
句
「
ひ

さ
ご
」
の
語
を
欠
く
形
の
歌
詞
を
採
録
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
末
歌
で
は
、
第
五
句
の
異
岡
本
文
を
和
琴
秘
譜
、
古
今
集
、

六
帖
の
「
み
く
さ
お
ひ
に
け
り
」
と
鍋
島
家
本
本
文
右
注
の
同
「
み

づ
く
さ
お
ひ
に
け
り
」
の
一
群
、
重
種
本
本
文
左
「
異
説
」
の
同
「
水

く
さ
ゐ
に
け
り
」
、
そ
し
て
重
種
本
、
鍋
島
家
本
の
同
「
み
づ
さ
び

に
け
り
」
と
い
う
三
系
統
に
分
け
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検

討
を
加
え
、
解
釈
し
た
。
い
ず
れ
も
、
井
町
荒
廃
を
歌
う
点
で
は
同

じ
で
あ
る
が
、
そ
の
様
子
を
具
体
的
に
「
水
草
が
生
え
た
」
と
歌
う

和
琴
秘
譜
等
の
「
み
く
さ
お
ひ
に
け
り
」
や
重
種
本
本
文
左
「
異
説
」

の
「
水
く
さ
ゐ
に
け
り
」
と
、
「
水
が
古
く
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」

と
歌
う
に
と
ど
め
る
重
種
本
や
鍋
島
家
本
の
「
み
づ
さ
び
に
け
り
」

は
表
現
の
上
で
一
線
を
画
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
異
同

が
生
じ
た
理
由
は
不
明
で
あ
り
、
課
題
と
し
て
残
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
神
楽
歌
「
杓
」
は
、
本
歌
、
末
歌
と
も
、
古
体

と
見
ら
れ
る
和
琴
秘
譜
の
歌
詞
か
ら
は
か
な
り
の
異
同
が
生
じ
て
い

る
。
そ
の
、
異
岡
本
文
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鍋
島
家
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本
本
歌
第
二
句
「
し
み
づ
」
の
例
の
よ
う
に
、
解
釈
が
決
定
す
る
こ

と
も
あ
り
、
鍋
島
家
本
や
同
系
統
の
譜
本
の
歌
調
の
み
を
解
釈
す
る

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
同
様
に
、
歌
謡

の
異
岡
本
文
の
比
較
検
討
は
、
各
歌
調
の
解
釈
に
影
響
を
与
え
る
と

考
え
ら
れ
、
歌
謡
全
体
の
歌
詞
解
釈
に
お
い
て
再
考
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
ま
た
、
異
同
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
そ
こ
か
ら
各
本
の
書
写

意
識
や
編
集
意
識
を
指
摘
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。
今
一
度
各
古
写

譜
本
や
和
歌
集
等
の
本
文
異
同
に
注
意
を
払
い
、
実
証
的
な
解
釈
を

進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

最
後
に
、
神
楽
歌
「
杓
」
の
本
歌
と
末
歌
の
関
係
に
つ
い
て
、
私

見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

従
来
、
「
杓
」
の
歌
調
は
男
女
の
贈
答
歌
を
神
楽
歌
に
取
り
入
れ

た
も
の
と
言
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
自
国
甚
五
郎
は
、
本
歌
の

「
烏
は
鳴
く
と
も
」
の
句
か
ら
、
「
後
朝
の
思
い
が
込
め
ら
れ
、
筑

渡
山
の
摺
歌
の
よ
う
な
、
聖
水
の
井
を
中
心
と
す
る
歌
垣
に
男
女
の

交
わ
る
民
謡
で
あ
る
ら
し
い
」
、
「
本
方
が
男
で
、
こ
の
末
方
が
女

で
あ
る
と
み
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
前
歌
で
、
男
が
情
水
に
よ
せ
て
女

を
た
た
え
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
は
女
が
、
そ
ん
な
う
ま
い
こ
と
を

お
っ
し
ゃ
っ
て
‘
も
、
何
で
す
か
、
長
い
間
私
を
放
っ
て
お
き
な
が
ら
、

と
し
っ
ぺ
返
し
を
く
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る

Z
S
」
と
解
釈
し
て
い

ス》。
「
杓
」
本
末
歌
を
一
瓦
は
男
女
の
贈
答
歌
と
す
る
解
釈
は
首
肯
で
き

る
。
末
歌
の
重
種
本
本
文
左
「
異
説
」
に
見
ら
れ
る
「
水
草
ゐ
る
」

の
語
は
、
『
枕
草
子
』
一
七
一
段
に
、
「
女
一
人
住
む
所
は
い
た
く

あ
ば
れ
て
、
築
土
な
ど
も
、
ま
た
か
ら
ず
、
池
な
ど
あ
る
所
も
、
水

割
引
刷
、
庭
な
ど
も
、
蓬
に
し
げ
り
な
ど
こ
そ
せ
ね
ど
も
、
所
々
、
砂

子
の
中
よ
り
青
き
草
う
ち
見
え
、
さ
び
し
げ
な
る
こ
そ
あ
は
れ
な

れ
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
の
住
む
場
所
、
と
く
に
女
性
の
元
へ
訪

れ
が
な
く
な
っ
て
久
し
い
こ
と
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
次
も
そ
の
一
例

で
あ
る
。

玉
七
三

さ
も
こ
そ
は
よ
る
ベ
の
水
に
劇
割
制
め
今
日
の
か
ざ
し
ょ

名
さ
へ
忘
る
る
2
8
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(
源
氏
物
語
「
幻
」
中
将
の
君
)

同
様
の
例
は
他
に
も
多
数
見
ら
れ
る
。
小
西
甚
一
は
本
歌
の
「
せ

が
ゐ
」
の
語
を
「
夫
が
井
」
で
な
い
か
と
し
、
「
ふ
つ
う
男
が
音
の

所
へ
通
っ
て
ゆ
く
の
だ
け
れ
ど
、
逆
の
例
も
稀
に
は
見
ら
れ
る
」
と

し
て
、
本
歌
を
女
性
、
末
歌
を
男
性
の
歌
と
し
た

2
3
だ
が
、
「
水

草
ゐ
」
た
水
に
自
分
を
重
ね
、
恋
人
の
訪
れ
の
な
い
こ
と
を
嘆
く
の

は
圧
倒
的
に
女
性
が
多
か
っ
た
。

さ
て
、
で
は
、
一
瓦
々
こ
れ
ら
が
男
女
の
贈
答
歌
で
あ
っ
た
と
し
て
、

神
楽
歌
に
お
け
る
「
杓
」
本
末
歌
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
と
ら
え

る
べ
き
だ
ろ
う
か
。



神
楽
歌
「
杓
」
末
歌
第
五
句
の
古
体
「
水
草
生
ひ
に
け
り
」
や
「
水

草
ゐ
に
け
り
」
で
は
、
本
来
賞
賛
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
御
神
水
を
た

た
え
る
井
が
「
荒
れ
た
こ
と
に
な
る
」
と
西
角
井
が
難
じ
て
い
る
こ

と
は
三
章
で
触
れ
た
。
だ
が
、
末
歌
の
主
体
を
女
性
か
ら
神
に
移
せ

ば
、
神
の
視
点
か
ら
、
「
私
の
板
筒
井
の
水
は
、
人
(
こ
の
場
合
祭

配
を
担
う
人
間
で
あ
ろ
う
)
が
訪
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
に
水
草
が

生
じ
て
し
ま
っ
た
よ
」
と
歌
っ
て
祭
記
を
う
な
が
す
内
容
で
あ
る
と

解
釈
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
歌
で
は
「
水
を
汲
ん
で
、
鶏
鳴

と
共
に
夜
が
明
け
よ
う
と
も
、
歌
舞
の
遊
び
を
し
よ
う
[
し
な
さ
い
ご

と
歌
っ
て
い
る
。
重
種
本
、
鍋
島
家
一
本
、
六
帖
等
に
見
ら
れ
る
「
撮

む
」
の
語
は
、
「
水
を
撮
む
」
意
と
「
気
持
ち
を
酌
む
」
意
の
掛
詞

と
し
て
し
ば
し
ば
和
歌
に
用
い
ら
れ
た
。

ノ、
ノ、
七

い
に
し
へ
の
野
中
の
淵
利
ぬ
る
け
れ
ど
本
の
削
到
し
る
人

ぞ
く
む

{
古
今
集
巻
第
十
七
雑
歌
上
「
だ
い
し
ら
ず
」

読
み
人
知
ら
ず
)

一
四
五
人
お
も
ふ
と
は
な
に
を
か
さ
ら
に
川
同
U
剰
と
こ
ろ
を
く
刷

て
人
は
し
ら
な
ん

(
六
帖
第
三
水
「
水
」

(
略
)
京
よ
り
出
づ
る
ひ
、
や
は
た
に
ま
う
で
て
と

ま
り
ぬ
、
そ
の
夜
月
面
白
う
て
松
の
梢
に
風
す
ず
し

く
し
て
、
む
し
の
声
も
し
の
び
や
か
に
鹿
の
音
は
る

か
に
き
こ
ゆ
、
つ
ね
の
す
み
か
な
ら
ぬ
心
地
も
、
ょ

の
ふ
け
行
く
に
あ
は
れ
な
り
、
げ
に
か
か
れ
ば
神
も

す
み
給
ふ
な
め
り
と
恩
ひ
て

こ
こ
に
し
も
わ
き
て
出
で
け
る
石
清
水
神
の
心
を
く
み
て

知
ら
ば
や

(
増
基
法
師
集
)

右
の
増
基
法
師
の
歌
の
よ
う
に
、
「
神
の
心
を
察
す
る
」
と
い
う

意
味
で
も
「
撮
む
」
の
語
は
使
わ
れ
て
い
る
。
「
杓
」
本
歌
の
歌
詞

に
「
(
神
の
)
こ
こ
ろ
」
の
語
は
な
い
が
、
御
神
楽
の
揚
で
歌
わ
れ

た
歌
謡
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
杓
」
本
歌
の
「
扱
む
」
の
語

に
も
「
(
心
を
)
撮
む
」
の
意
味
が
内
包
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
。
実
際
、
神
楽
歌
「
杓
」
を
本
歌
取
り
し
た
顕
季
歌
で

は
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
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七
五
実
お
も
し
ろ
く
な
り
ぞ
ゆ
く
な
る
ひ
さ
ご
も
て
神
の
こ
こ
ろ

剖
引
制
て
け
る
か
な

(
夫
木
和
歌
抄
巻
第
十
入
品
、
部
二
一
「
天
仁
二
年
十
一
月

家
の
歌
合
、
神
楽
」
修
理
大
夫
顕
季
卿
)



こ
の
よ
う
に
、
神
楽
歌
「
杓
」
の
末
歌
と
本
歌
は
、
神
か
ら
の
祭

配
の
要
請
と
、
そ
れ
に
対
す
る
人
聞
か
ら
の
応
諾
と
い
う
対
を
な
す

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
に
鍋
島
家
本
で
は
同
箇
所
が
「
あ
そ
ぶ

せ
を
く
め
」
と
な
り
、
命
令
の
主
体
が
暖
昧
に
な
る
こ
と
で
、
両
者

の
関
係
性
も
暖
昧
に
な
る
。
だ
が
、
古
今
集
に
「
ひ
さ
ご
」
の
語
を

持
た
な
い
末
歌
の
み
が
採
ら
れ
、
六
帖
で
本
歌
と
末
歌
が
逆
順
に
並

べ
ら
れ
た
の
は
、
同
時
代
の
古
体
の
歌
調
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
た

た
め
か
も
し
れ
な
い
。

〈
書
照
資
料
〉

O
神
楽
歌
の
平
安
期
写
譜
本

参
照
し
た
歌
謡
帯
本
と
各
底
本
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

『
神
楽
和
華
町
世
帯
』

陽
明
文
庫
編
陽
明
叢
書
圃
書
篇
第
八
輯
『
古
楽
古
歌
謡
集
』

一
九
七
人
年
九
月
思
文
閣
出
版

信
義
本
『
神
楽
歌
』
・
重
種
本
『
神
楽
歌
』

官
幣
稲
荷
大
社
複
製
一
九
一
一
一
一
年
三
月

鍋
島
家
本
『
東
遊
歌
神
楽
歌
』

古
典
保
存
会
複
製
一
九
三
人
年
八
月

O
一
条
兼
良
『
梁
塵
愚
案
抄
』
・
熊
谷
直
好
『
梁
腫
桂
抄
』

高
野
辰
之
編
『
日
本
歌
謡
集
成
』
改
訂
版
巻
三
中
古
編

一
九
六
O

年
七
月
東
京
堂
出
版
(
私
に
適
宜
濁
点
・
句
読
点
在
付
し
た
)

O
賀
茂
真
淵
『
神
遊
考
』

国
学
院
編
輯
部
編
賀
茂
百
樹
校
訂
『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
一
一

三
年
十
一
月
弘
文
館

O
本
居
大
平
『
神
楽
歌
新
釈
』

本
居
豊
穎
校
訂
『
本
居
全
集
』
第
六
(
本
居
春
庭
大
平
内
遠
全
集
)

一
九

O
一
一
一
年
二
月
吉
川
半
七
ほ
か
発
行

O
橘
守
部
『
神
楽
歌
入
文
』

橘
純
一
一
面
久
松
潜
一
監
修
『
新
訂
増
補
橘
守
部
全
集
』
第
七
一
九

六
七
年
九
月
東
京
美
術

O
高
葉
集

佐
竹
昭
広
ほ
か
事
訂
版
万
葉
集
本
文
篇
』
一
九
九
八
年
一
一
月
塙
書
房

訓
読
は
、
小
島
憲
之
ほ
か
枝
注
釈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
6
1
9
『
高

葉
集
』
①
l

l

@

(

一
九
九
四
年
九
月
一
九
九
六
年
八
月
小
学
館
)
を

底
本
と
し
、
佐
佐
木
信
網
ほ
か
編
『
校
本
寓
葉
集
』
一
ー
l
十
人
(
一
九
九

四
年
三
月
一
九
九
四
年
十
三
月
岩
波
書
唐
)
、
慶
瀬
捨
三
ほ
か
編
『
捜

本
高
葉
集
』
別
冊
一
|
二
一
(
一
九
九
四
年
九
月
|
十
一
月
岩
波
書
庖
}

を
書
潤
し
た
。

O
古
今
和
歌
集

底
本
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
新
日
本
古
典
文
学
大
高
5
『
古
今
和
歌

集
』
一
九
八
九
年
二
月
岩
波
書
庖

対
照
本
久
曽
神
昇
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
』
一
九
六

O
年
三
月
一
九

九
O 
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六
一
年
十
二
月
風
間
書
房

片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
一
九
九
八
年
二
月

談
社『

古
今
集
校
本
』
三

O
O七
年
十
一
月
笠
間
書
院

O
古
今
和
歌
大
帖

底
本
:
:
;
宮
内
庁
書
陵
部
編
図
書
寮
叢
刊
『
古
今
和
歌
大
帖
』
一
九
六

七
ー
一
九
六
九
年
養
徳
社
(
私
に
濁
点
を
付
し
た
)

対
照
本
i
永
青
瓦
庫
編
細
川
家
永
育
文
庫
叢
刊
『
古
今
和
膏
六
帖
』
一

九
八
二
|
一
九
人
三
平
汲
古
書
院

O
他
の
和
歌
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
『
新
編
圃
歌
大
観
』
白

Y
E旨
履

r
p
N
(『
新
編
国
歌
大
観
』
編
集
委
員
会
監
修
三

O
O二
一
年
六
月

角
川
書
庖
ほ
か
)
に
よ
っ
た
。
各
歌
に
付
し
た
歌
番
号
は
同
書
に
よ
る
。

O
日
本
書
紀

坂
本
太
郎
ほ
か
校
注
目
本
古
典
文
辛
大
系
町
『
日
本
書
紀
上
』
(
一

九
六
七
年
三
月
岩
波
書
居
)
ふ
り
が
な
は
、
私
に
省
略
し
た
箇
所
が
あ

る。
O
倭
名
類
飛
抄

京
都
大
学
瓦
宇
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
諸
本
集
成
倭
名
類
衆
抄

[
本
文
編
]
』
一
九
六
八
年
七
月
臨
川
書
庖

O
崎
蛤
日
記

今
西
祐
一
郎
ほ
か
校
注
新
日
本
古
典
文
学
大
黒
田
『
土
佐
日
記
崎
蛤

日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記
』
一
九
八
九
年
十
一
月
岩
波
書
眉 講

O
源
氏
駒
語

阿
部
秋
生
ほ
か
校
注
訳
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
団
お
『
源
氏
物
語
』

一
九
九
四
年
三
月
|
一
九
九
八
年
四
月
小
学
館

O
枕
草
子

松
尾
聴
ほ
か
校
注
訳
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
団
『
枕
草
子
』
一
九
九

七
年
十
一
月
小
学
館

O
大
鏡

松
村
博
司
校
注

岩
波
書
眉

日
本
古
典
文
学
大
系
剖
『
大
鏡
』
一
九
六

O
年
九
月

〈注〉
(
一
)
古
今
集
、
大
帖
等
に
収
め
ら
れ
た
歌
請
の
同
類
歌
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
『
古
今
和
歌
六
帖
』
所
収
の
平
安
期
歌
謡
に
つ
い
て
」
(
『
圃
語
圏

瓦
』
第
七
十
人
巻
第
九
号
二

O
O九
年
九
月
)
に
お
い
て
詳
述
し

た。

(
二
)
高
田
与
情
『
楽
章
類
語
紗
』
(
文
政
三
年
刊
)
等
。

(
二
一
)
熊
谷
直
好
『
梁
星
稜
抄
』
等
。

(
四
)
酉
角
井
正
慶
『
神
楽
歌
研
究
』
(
一
九
四
一
年
五
月
畝
傍
書
一
一
層
)

で
は
異
聞
に
つ
い
て
も
か
な
り
詳
細
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
他
の

注
釈
書
で
も
、
本
文
異
同
と
し
て
収
め
る
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
も
十
分
と
は
い
え
な
い
.
底
本
本
文
の
逐
語
的
解

釈
が
困
難
な
際
に
は
、
他
の
具
岡
本
瓦
の
解
釈
を
載
せ
て
い
る
注
釈
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書
も
あ
る
が
、
そ
の
揚
合
も
根
拠
の
提
示
や
比
較
分
析
等
部
十
分
に

行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
た
と
え
ば
、
池
田
弥
三
郎
ほ
か

編
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
四
巻
『
歌
詞
I
』
(
一
九
七
五
年
五
月

角
川
書
唐
)
は
桂
述
す
る
「
杓
」
末
歌
第
五
句
の
具
同
筒
所
に
つ

い
て
、
「
水
さ
び
に
け
り
」
と
い
う
本
文
を
持
つ
『
梁
塵
笹
抄
』
を
底

本
と
し
、
鍋
島
家
本
を
番
照
し
て
、
同
請
に
「
水
田
水
ら
し
い
特
性

を
示
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
水
が
神
々
し
く
、
ひ
Y
」
〈
尊
い
と
い

う
こ
と
か
。
」
と
注
釈
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、
曲
全
体
の
解
釈
で

は
、
同
箇
所
を
「
水
草
が
生
え
て
い
る
こ
と
よ
」
と
解
釈
し
て
お
り
、

整
合
性
が
な
い
。
こ
れ
は
和
理
秘
帯
等
の
具
岡
本
文
「
み
く
さ
お
ひ

に
け
り
」
晶
、
、
重
種
本
等
の
異
岡
本
文
「
み
く
さ
ゐ
に
け
り
」
に
基

づ
い
て
解
釈
し
た
た
め
と
見
ら
れ
る
。

(
五
)
以
下
、
本
文
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
表
記
は
異
同
の
箇
所
に
、
傍
線
、
波
線

等
は
強
調
し
た
い
箇
所
に
私
に
付
し
た
。
ま
た
、
信
義
本
に
は
「
杓
」

の
曲
が
な
い
。

(
六
)
本
歌
は
第
三
帖
宅
部
「
井
」
一
三
四
一
番
歌
、
末
歌
は
閉
じ
く
一

三
四

O
番
歌
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
.

(
七
)
現
在
、
最
も
新
し
い
神
楽
歌
の
注
釈
書
は
、
自
国
甚
五
郎
ほ
か
校
注

訳
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
担
『
神
楽
歌
催
馬
楽
梁
塵
秘
抄

閑
時
集
』
(
-
一

O
O
O年
十
三
月
小
学
館
)
で
あ
る
。
問
書
で
は

比
較
的
実
証
的
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
お
り
、
神
楽
歌
研
究
に
お
い
て

番
考
す
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
司
書
を
中
心
に
、

池
田
弥
三
郎
ほ
か
編
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
四
巻
『
歌
謡
I
』
(
前

掲
囚
て
小
酉
甚
一
ほ
か
枝
注
目
本
古
典
文
学
大
黒
3

『
古
代
歌
謡

集
』
(
一
九
五
七
年
七
月
岩
波
書
居
)
を
参
照
し
つ
つ
解
釈
し
た
。

{
人
)
古
今
集
巻
第
十
七
雑
歌
上
人
七
二
番
歌
「
五
節
舞
姫
を
見
て
、

よ
め
る
」
(
良
辱
宗
貞
)
は
、
鍋
島
家
本
東
遊
歌
裏
書
に
「
倭
歌
」
と

し
て
見
え
る
。
ま
た
、
『
貫
之
集
』
巻
第
四
の
扉
風
歌
に
「
夏
ぽ
ら
へ
」

の
歌
と
し
て
載
る
和
歌
(
四
一
五
番
)
は
、
『
承
徳
本
古
爾
集
』
に

「
北
町
御
門
の
御
神
楽
」
の
曲
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
『
承
徳
本

古
謡
集
』
は
、
陽
明
文
庫
編
陽
明
叢
書
圃
書
篇
第
人
輯
『
古
楽
古

歌
語
集
』
(
一
九
七
八
年
九
月
思
文
閣
出
版
)
に
よ
っ
た
。

(
九
)
『
校
本
商
業
集
』
に
よ
る
と
、
大
矢
本
高
葉
集
で
は
第
六
句
を
「
あ

そ
ふ
て
ゆ
か
む
」
と
訓
み
、
『
寓
葉
集
略
解
』
で
は
「
あ
そ
び
て
ゆ
か

な
」
と
訓
ん
で
い
る
。

(一

O
)
こ
の
「
杓
」
本
歌
第
五
句
の
具
聞
に
つ
い
て
‘
も
、
池
田
弥
三
郎
は

「
不
明
。
歌
わ
れ
て
、
変
化
し
す
ぎ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
(
前
掲

四
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
四
巻
三
三
人
頁
)
。

(
一
一
)
『
援
本
高
葉
集
』
に
よ
る
と
、
宜
永
二
十
年
版
本
『
高
葉
集
』
、
『
高

葉
考
』
で
は
第
六
句
を
「
も
ち
こ
せ
る
み
づ
」
、
『
寓
葉
代
匠
記
』
精

標
本
で
は
「
も
て
る
こ
し
み
づ
」
、
『
高
葉
集
古
義
』
で
は
「
も
た
る

を
ち
み
づ
」
と
訓
読
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
「
水
」
を

「
(
い
)
取
る
」
と
い
う
表
現
に
変
わ
り
は
な
い
.

(
一
二
)
二
十
春
本
で
は
第
十
一
「
賓
賀
部
玉
類
」
に
「
水
精
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一
宮
水
玉
一
名
月
珠
〈
和
名
美
豆
止
留
太
寓
〉
水
精
也
」
と
あ
る
。

(
二
ニ
}
こ
こ
で
は
、
「
額
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
解
釈
し
て
い
る
小

酉
甚
一
説
(
前
掲
七
日
本
古
典
文
学
大
系
3
)
に
し
た
が
っ
た
。

同
様
に
「
瀬
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
解
釈
し
て
い
て
も
、
本
居

大
平
の
『
神
楽
歌
新
釈
』
で
は
「
水
鳥
の
う
か
び
て
あ
そ
ぶ
溝
井
の

瀬
と
い
ふ
に
て
も
あ
る
べ

L
」
、
熊
谷
直
好
の
『
梁
堕
桂
抄
』
で
は
「
大

原
な
る
せ
が
井
の
水
を
人
し
て
汲
し
む
る
に
瀬
に
お
り
居
る
島
は
鳴

く
と
も
猶
其
烏
の
あ
そ
ぶ
瀬
を
〈
め
と
い
ふ
事
」
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
他
本
の
第
五
句
「
あ
そ
ぶ
」
の
主
語
は
、
い
ず
れ
も
入
閣
で

あ
る
。
鍋
島
家
本
第
五
句
「
あ
そ
ぶ
」
の
主
語
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

(
一
回
)
賀
茂
真
淵
は
『
神
道
考
』
で
「
此
歌
古
今
大
帖
に
、
大
原
や
、
せ

か
ゐ
の
水
を
、
手
に
く
み
て
、
島
は
鳴
と
も
、
遊
び
て
ゆ
か
ん
、
と

有
こ
そ
本
な
り
け
ん
を
強
て
組
の
歌
に
す
と
て
三
の
句
を
ひ
さ
ご
も

て
と
い
ひ
か
へ
」
た
の
だ
と
述
べ
て
お
り
、
志
田
延
義
も
こ
の
説
を

採
用
し
て
い
る
(
『
日
本
歌
謡
圏
史
』
第
二
篇
「
神
歌
と
風
俗
時
代
の

研
究
」
四
「
神
楽
歌
の
本
体
と
そ
の
組
織
」
三
五
三
頁
(
一
九
八
一
一

年
十
三
月
志
瓦
堂
〕
〕
。
し
か
し
、
六
帖
所
収
歌
に
は
、
収
録
さ
れ

た
項
目
串
等
に
合
わ
せ
て
こ
と
ば
を
変
え
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
お
り
(
青
木
太
朗
「
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
お
け
る
万

葉
集
歌
に
つ
い
て
の
一
考
察
|
題
と
の
比
較
を
通
し
て
」
、
久
保

木
哲
夫
『
古
筆
と
和
歌
』
二

O
O八
年
一
月
笠
間
書
院
三

O
O

一
一
一
一
七
頁
〕
、
神
楽
歌
「
杓
」
本
歌
が
収
め
ら
れ
た
六
帖
の
項
目
が

「
井
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
六
帖
歌
を
基
準
に
置
い
て
考

え
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。

{
一
五
)
九
曲
十
五
種
類
あ
る
「
採
鞠
」
の
歌
の
中
で
、
こ
の
ほ
か
に
本
末

歌
の
い
ず
れ
か
一
方
に
し
か
採
鞠
の
名
前
見
ら
れ
な
い
の
は
、
鍋
島

家
本
『
東
遊
歌
神
楽
歌
』
裏
書
の
或
説
「
餌
」
の
み
で
あ
る
。
こ
れ

も
末
歌
に
「
た
ち
」
の
請
が
な
い
。

(
一
六
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
掲
一
の
拙
稿
で
も
触
れ
て
い
る
。

(
一
七
)
志
香
須
賀
本
、
六
冬
士
家
本
古
今
集
お
よ
び
寛
親
本
古
今
集
具
本
注

記
で
も
、
同
箇
所
前
「
や
ど
」
と
な
っ
て
い
る
。

(
一
人
)
『
校
本
商
業
集
』
に
よ
る
と
、
寛
永
二
十
年
版
本
を
は
じ
め
と
す

る
諸
本
の
第
五
句
に
「
が
」
の
宇
が
な
い
。
「
航
」
の
宇
を
記
し
て
い

る
の
は
、
神
岡
本
、
贋
額
本
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
訓
み
は
い
ず

れ
も
「
み
く
さ
お
ひ
[
い
/
ゐ
〕
に
け
り
」
で
あ
る
。

(
一
九
)
前
掲
囚
『
神
楽
歌
研
究
』
一
一
六
、
一
一
七
頁
。
な
お
、
酉
角
井

は
、
「
み
く
さ
お
ひ
に
け
り
」
、
「
ホ
く
さ
ゐ
に
け
り
」
と
「
み
づ
さ
び

に
け
り
」
を
別
の
表
現
と
と
ら
え
て
い
る
が
、
「
み
く
さ
お
ひ
に
け
り
」

に
つ
い
て
は
「
解
く
ま
で
も
な
い
」
、
「
水
く
さ
ゐ
に
け
り
」
に
つ
い

て
は
「
歌
講
の
都
合
で
生
ひ
を
、
か
う
響
か
す
の
で
あ
ら
う
」
と
し

て
い
る
の
み
で
あ
る
.

(一一

O
)
前
掲
四
盤
貴
日
本
の
古
典
瓦
学
第
四
巻
三
三
人
頁
。
な
お
、

注
囲
で
詳
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
曲
全
体
の
歌
調
の
解
訳
で
は
、
同

箇
所
を
「
水
草
出
生
え
て
い
る
こ
と
よ
」
と
し
て
い
る
.
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(
一
二
)
前
掲
七
日
本
古
典
文
学
大
系
3

三
O
六
頁
。

士
二
一
)
前
掲
七
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
哩
五
二
頁
。

(
一
二
ニ
)
前
掲
囚
『
神
楽
歌
研
究
』
一
一
六
頁
。

(
一
一
回
}
黒
田
彰
子
「
み
さ
び
考
|
俊
頼
と
俊
成
(
一
一
)
」
(
『
霊
知
瓦

教
大
学
論
叢
』
第
2
巻
一
九
九
九
年
十
一
月
)
に
指
摘
が
あ
る
。

黒
田
氏
は
、
平
安
期
の
「
み
さ
び
」
の
詠
作
例
を
精
査
し
た
上
で
、
「
み

さ
び
」
の
語
源
は
神
楽
歌
「
杓
」
末
の
「
水
草
お
ひ
に
け
り
」
で
は

な
い
か
と
指
摘
し
、
か
っ
、
従
来
同
意
曹
と
さ
れ
て
き
た
「
み
さ
び
」

と
「
み
し
ぶ
」
が
「
完
全
に
同
一
の
語
で
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
た
。

(
一
一
五
)
前
掲
七
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
喧
五
一
、
五
三
頁
。

(
一
一
六
)
こ
の
和
歌
は
、
紫
の
上
の
死
接
、
葵
祭
の
日
に
、
源
氏
が
葵
の
花

を
手
に
と
っ
て
「
い
か
に
と
か
や
、
こ
の
名
こ
そ
忘
れ
に
け
れ
」
と

言
っ
た
の
に
対
L
、
源
氏
の
召
人
の
一
人
で
、
か
つ
て
源
氏
と
情
を

交
わ
し
て
い
る
中
将
の
君
田
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
歌
意
は
、
「
い
か

に
も
、
よ
る
ベ
の
水
前
古
く
な
っ
て
水
草
前
生
え
、
神
の
お
潜
り
に

な
る
こ
と
も
な
く
な
り
ま
し
た
が
久
し
く
こ
の
私
を
お
見
限
り
な

の
は
い
た
し
か
た
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
ほ
か
で
も
な
い
今
日
の
か
ざ

し
の
「
葵
」
「
逢
う
日
」
の
名
ま
で
お
忘
れ
に
な
り
ま
す
と
は
」
(
阿

部
秋
生
ほ
か
校
注
訳
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

n
y

(
二
七
)
前
掲
七
日
本
古
典
文
学
大
系
3

二一

O
六
頁
。

[
付
記
]
本
稿
第
三
章
「
杓
」
本
歌
(
和
軍
秘
帯
・
鍋
右
注
)
の
解
釈
に
つ

い
て
、
第
四
句
「
と
り
は
な
く
と
も
」
の
「
と
り
」
を
「
島
」
と
「
取

り
」
の
掛
詞
だ
と
す
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
天
理
大
学
講
師
小
山
順

子
氏
か
ら
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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(
た
ば
や
し

ち
ひ
ろ
・
本
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
)


