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催
馬
楽
こ
と
ば
の
原
像

*

木

村

紀

子

平
安

宮
廷

の
貴
族

た
ち
に
、
懐
か

し

い
古
謡
と

し
て
愛
唱
さ

れ
て

い
た
催
馬
楽

は
、

神
楽
歌
と
並
び
称

さ
れ
る
よ
う

な
古
色

を
感
じ
さ
せ

る
歌
詞
を
も

っ
て

い
る
。
後
白

河

院
は
梁
塵

秘
抄

口
伝
集

で
、
催

馬
楽
は

「
大
蔵

の
省

の
国

々
の
貢
物

お
さ
め
け

る
民
の

口
ず
さ
み

に
お

こ
れ
り
」
と
断
言
し
、
時

の
政

へ
の
風
刺
を
含
む
と
も
言

っ
て
い
る
。

催
馬
楽

の
中
に
は
、
万
葉
集

歌
と
歌
詞
の

一
部
が
共

通
す

る
も

の
も
あ

り
、
著

名
な

「葛

城
」

の
よ
う

に
、
奈

良

の
京

で
の
童

謡
と

し
て
流
布
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
て

い
る
も

の
も
あ

る
が
、
他

の
歌
も
、
多

く
が
史
実
を
背

景
に
奈
良

の
京

の

い
わ

ば
今
様

と

し
て
歌
わ

れ
た
も

の
だ

っ
た
こ
と
が
実
証

で
き

る
。

そ
し
て
、

「貢
物
納

め
け

る
民
」

と
は

、
大
蔵
省

に
下
属
し
、
古
来
漢
人
等

の
関
与
も
深

い
縫
殿
寮

・
染
殿
寮
等

に
奉

仕

す

る
女
た
ち

で
あ

っ
た

こ
と
が
、
歌
詞

の
背
景

に
浮
か
び
上
が

っ
て
来

る
。

万
葉
歌
語
と

は
位
相

差
を

も
ち
、
外

来

の
新
語

に
も
自
由

に
開

か
れ
て

い
た
、
サ
イ

バ
ラ
と

い
う
柔
構
造

の
言
語
場
を
再
現
し
た

い
。

王
朝
貴
族
の
認
識
か
ら

○
あ
づ
ま
や
の

ま
や
の
あ
ま
り
の

そ
の
あ
ま
そ
そ
き

吾
れ
立
ち
濡
れ
ぬ

殿
戸
開
か
せ
/
か
す
が
ひ
も
と
ざ
し
も
あ
ら
ば
こ
そ

そ
の
殿
戸

吾
れ
鎖

さ
め

押
し
開

い
て
来
ま
せ

吾
れ
や
人
妻

(東
屋
6
)

歌
番
号
は
小
学
館
日
本
古
典
全
集
に
よ
る
。

や
わ
ら
か
な
ア
と
マ
の
音
の
反
復
が
耳
に
懐
か
し
い
こ
の
歌
の
冒
頭
部
は
、
室

町
期
の
注
釈

『梁
塵
愚
案
抄
』
(
一
条
兼
良
)
以
来
、
「東
屋
の
真
屋
の
あ
ま
り
の

そ
の
雨
そ
そ
ぎ
」
と
漢
字
を
宛
て
る
解
釈
が
定
説
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
和

名
抄

(居
処
部
居
宅
類
)
に
、
ア
ヅ

マ
ヤ
は

「四
阿

(屋
根
を
四
方
に
葺
き
下
し
た
宮

殿
)」、

マ
ヤ
は

「両
下

(屋
根
を
二
方
に
葺
き
下
し
た
門
舎
)」
だ
と
並
ん
で
出
る
の

を
承
け
て
も
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と

「あ
づ
ま
や
の
」
と

「ま
や
の
」
と
は
並

列
に
な

っ
て
、
「あ
づ
ま
や
の
ま
や
」
と
は
結
び

つ
い
て
は

い
な
い
語
呂
合
せ
風

の
歌
い
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
な
屋
根
の
あ
る
ま
と
も

な
建
物
の
こ
と
だ
か
ら
、
「あ
ま
り
の
雨
そ
そ
ぎ
」

へ
の
結
び

つ
き
も
、
雨
だ
れ

か
す
が
い
と
ざ
し

が
ひ
ど
く
降
り
注
ぐ
と

い
っ
た
以
上
の
意
味
を
持
た
ず
、
「鍵
も
錠
も
あ
ら
ば
こ

そ

(そ
ん
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
)」
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
応
じ
る
の
か
も
、
漠
然
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と

し

た

ま

ま

で
あ

る

。

し

か

し

、

「あ

づ

ま

や

の
ま

や
」

と

は

、

「
吾

妻

屋

の
馬

屋

」

で
あ

っ
た

と

思

わ

れ

る

。

馬

の
こ

と

は

、
催

馬
楽

で

は

、

さ
む

○
飛
鳥
井
に

宿
り
は
す
べ
し

や

お
け

蔭
も
よ
し

み
も

ひ
も
冷
し

み
マ
草
も
よ
し

(8
)

ヘ

へ

○
青
の
マ
放
れ
ば

と
り
繋
げ

さ
青

の
マ
放
れ
ば

と
り
繋
げ

(48
)

へ

○

み

マ
草

と

り
飼

へ

ま

ゆ

刀
自

女

(
59
)

ヘ

へ

　こ

と
、
「律
」
冒
頭
歌
の

「
あ
が

コ
マ
」
以
外
、
も

っ
ぱ
ら
マ
で
あ
り
、
も

っ
ぱ
ら

コ
マ
と
の
み
出
る
神
楽
歌
、
ウ
マ
と

コ
マ
中
心
の
万
葉
集
と
、
す
こ
し
位
相
差
が

あ

る
と
見
ら
れ
る
。
「馬
」
は
、
万
葉
集
で
は
マ
の
代
表
的
な
仮
名
で
、
よ
り
古

く
は
、
半
島

・
大
陸
と
共
通
し
た
馬
を
指
す
音

(呼
称
)
で
も
あ

ク
た
と
見
ら
れ

せ

る

が

、

「
マ
草

・
マ
柵

・
マ
子

」

な

ど

と

い

っ
た

熟

語

の

中

で

近

来

ま

で

使

わ

れ

て

い
た
。

ま

や

○
馬
屋
の
べ
に
を
だ
ま
き
の
花
と
ぼ
し
ら
に
を
り
を
り
馬
が
尾
を
振
り
に
け
り

(斎
藤
茂
吉

『赤
光
』)

と

い
う

「
マ
ヤ
」
と
い
う
呼
称
も
、
方
言
資
料
に
よ
れ
ば
、
お
お
よ
そ
東
北
か
ら

近
畿
を
含
み
九
州
ま
で
、
広

い
地
域
に
残

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『改
訂
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
(平
凡
社
)
に
よ
る
と
、

マ
ヤ
と
は
、
新
婚
夫
婦

の
居
宅
を
言

っ
た
り
、
実
際
の
馬
屋
の
二
階
を
、
若
夫
婦
の
寝
間
や
隠
居
所
に
し

て
い
た
所
も
多
か

っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
奉
公
人
が
主
人
の
家
に
入

っ
て
初
働
き

す
る
こ
と
を

「
マ
ヤ
入
り
」
と
い
っ
た
所
も
あ
る
由
で
あ
る
。
マ
ヤ
と
は
、
大
切

な
馬
だ
け
で
な
く
折
々
人
も
生
活
す

る
場
で
も
あ

っ
た
。
万
葉
集

で
見
れ
ば
、

「
枕

つ

く

ツ

マ
ヤ

」

(嬬
屋

二

一
〇

・
二

一
三
)
と

言

わ

れ

る
新

妻

の
待

つ

ツ

マ
ヤ

と

は

、

お

お

よ

そ

、

い
に
し

へ

し

つ

に
た

ふ
せ

や

ヘ

へ

○
古
昔
に

あ
り
け
む
人
の

倭
文
幡
の

帯
解
き
替

へ
て

盧
屋
た
て

妻

問
ひ
し
け
む

(四
三

こ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
刈
薦
の

一
重
を
敷
き
て
さ
寝
れ
ど
も

君
と
し
寝
れ
ば
寒
け
く
も
な
し

(二
五
二
〇
)

と

い
っ
た
風
情
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
馬
屋
で
代
用
す
る
こ
と
も
当
然
あ
り
え
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
く
て
も
馬
屋
と
は
、
古
今
東
西
ひ
そ
か
な
逢
曳

の
場
と
相

場
が
決
ま

っ
て
い
た
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
今
日
も
か
も
都
な
り
せ
ば
見
ま
く
ほ
り

西

の
御
馬
屋
の
外
に
立
て
ら
ま
し

(万

三
七
七
六

中
臣
朝
臣
宅
守
)

と

い
う
、
恋
の
激
情
に
か
ら
れ
た
六
十
三
首
も
の
贈
答
歌
群
で
有
名
な
中
の

一
首

も
、
目
録
に
よ
れ
ば

「蔵
部
の
女
嬬
」
で
あ

っ
た
狭
野
弟
上
娘
子
と
の
逢
曳
の
場

が
、
た
ま
た
ま
西
の
御
馬
屋

(馬
寮
の
厩
)
の
外
で
あ

っ
た
と

い
う
だ
け

で
は
な

い
ミ
マ
ヤ
の
意
味
が
響
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

ヘ

へ

　

ヘ

ヘ

へ

「ま
や
の
あ
ま
り
の
そ
の
雨
そ
そ
ぎ
」
と
は
、
馬
屋
は
、

○
取
葺
け
る
草
の
喋
き
姑
痛
転
。

(大
殿
祭

祝
詞
)

と
い
う

「
ソ
ソ
キ
」
と

一
体
の
、
切
り
揃
え
る
こ
と
も
し
な
い
草
葺
の
ソ
ソ
ケ
た

軒
端
か
ら
、
た
だ
も
う

一
面
に
雫
が
そ
そ
ぎ
か
か
る
状
態
だ
と
思
わ
れ
る
。

「鍵
も
錠
も
あ
ら
ば
こ
そ
」
も
、
も
と
も
と

「鍵
も
錠
も
」
な

い
馬
屋
な
れ
ば
こ

そ
判
然
と
す

る
応
酬
で
あ
る
。
な
お
、
「吾
妻
屋
」
と

い
う
熟
語
は
、
古
代
文
献

に
は
見
え
な
い
が
、
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○
故
、
其
の
坂
に
登
り
立
ち
て
、
三
た
び
歎
か
し
て

「ア
ヅ

マ
ハ
ヤ
」
と
詔
云
。

(記

景
行
)

ア

ヅ
マ

と

い
う

「吾
妻
」
と
、
さ
き
に
挙
げ
た
万
葉
集
の

「
ツ
マ
ヤ
」
に
よ

っ
て
、
そ
の

語
の
存
在
す
る
可
能
性
は
十
分
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
源
氏
物
語
は
、
登
場
人
物
が
折

に
触
れ
て
催
馬
楽
を

口
ず
さ
み
、

ま
た
公
の
踏
歌
で
も
歌
う
場
面
を
描

き
、
と
り
わ
け
右

の
歌
を
含
め

「梅
枝

・
東

屋

・
竹
河

・
総
角
」
と
巻
々
の
名
に
ま
で
し
て
、
催
馬
楽
世
界
を
踏
ま
え
た
こ
と

を
標
榜
し
て
い
る
。
「
い
ザ
れ
の
御
時

に
か
」
と

い
う
源
氏

の
時
代
設
定
は
、
そ

の
実
、
延
喜

・
天
暦
の
頃
で
、
宮
廷
催
馬
楽
の
最
盛
期
で
も
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る

が
、
む
し
ろ
、
ワ
タ
ク
シ
の
女
語
り
に
こ
だ
わ

っ
た
紫
式
部
の
、
サ
イ
バ
ラ
世
界

へ
の
思
い
入
れ
の
強
さ
も
あ

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
言
葉
の
レ
ベ
ル
で
見

て
も
、
催
馬
楽
の
唯
し
詞
の
中
で
最
も
多
く
の
歌
に
見
ら
れ
る
の
は

「
ア
ハ
レ

・

ハ
レ
」

で
あ
る
が
、
そ
れ
を

「
あ
は
れ
な
り
」
と

い
う
深
い
情
感
に
と
り
こ
み
展

開
し
た
の
が
源
氏
物
語
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

た
だ
、
源
氏

「あ
づ
ま
や
」
で
こ
の
歌
が
引
か
れ
る
と
こ
ろ
は
、
薫
が
浮
舟
を

隠
れ
家
に
訪
う
と
こ
ろ
で
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
里
び
た
る
す
の
こ
の
端

つ
方
に

(薫
)
居
給

へ
り
。
「
さ
し
と
む
る
葎
や
繋
き

あ
づ
ま
や
の
あ
ま
り
程
ふ
る
雨
そ
そ
ぎ
か
な
」
と
う
ち
払
ひ
給

へ
る
追
風
、

い
と
か
た
は
な
る
ま
で
東
の
里
人
も
お
ど
ろ
き
ぬ
べ
し
。

と
、
「吾
妻
屋
」
に
す
で
に

「里
び
た
東
屋

(別
に
四
阿
を
い
う
わ
け
で
は
な
い
)
」

の
意
を
か
け
て
い
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
こ
の
本
歌
取
り

で
知
ら
れ
た
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
さ
み
だ
れ
は
ま
や
の
軒
ぱ

の
雨
そ
そ
ぎ
あ
ま
り
な
る
ま
で
ぬ
る
る
袖
か
な

(俊
成
卿
述
懐
百
首
)

と

い
う

「ま
や
の
軒
ば
」
は
、
ど
ん
な
意
味

で
把
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
藤

原
俊
成

・
定
家
や
そ
の
周
辺
の
歌
人
た
ち
は
、
ひ
た
す
ら
な
世
捨
人
は
も
と
よ
り
、

王
朝
夕
映
え
を
身

に
受
け
な
が
ら
、
,

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て

鶉
鳴
く
な
り
深
草
の
里

(俊
成
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り

浦
の
筈
屋
の
秋
の
夕
暮

(定
家
)

ヘ

ヘ

へ

○
柴

の
戸
を
さ
す
や
日
影
の
名
残
り
な
く

春
暮
れ
か
か
る
山
の
端
の
雲

(宮
内
卿
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
き
り
ぎ
り
す
鳴
く
や
霜
夜
の
さ
む
し
ろ
に

衣
片
敷
き

一
人
か
も
寝
む(良

経
)

な
ど
と
、
い
た
く
鄙
び
て
物
さ
び
た
景
物
に
心
を
入
れ
て
い
た
。
そ
そ
け
た
馬
屋

の
軒
端
こ
そ
、
そ
う
し
た
趣
味
に
適
う
も
の
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
催
馬
楽
が
ま
だ
か
ろ
う
じ
て
貴
族
た
ち
の

「声
わ
ざ
」

の
世
界
に
生
き

つ
づ
け
て
い
た
そ
の
当
時
、
今
様
狂
い
の
後
白
河
院
は
、
い
に
し
え
の
奈
良
の
京

の
今
様
に
つ
い
て
、

つ
か
さ

○
催
馬
楽
は
、
大
蔵
の
省

の
国
々
の
貢
物
お
さ
め
け
る
民
の
口
ず
さ
み
に
お
こ

れ
り
。

(梁
塵
秘
抄

口
伝
集
巻
第

一
)

と
、
断
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は

一
見
国
々
か
ら
貢
物
を
納
め
に
上

っ
て
来
る
民
と

い
う
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
。
た
し
か
に
催
馬
楽
に
は
、

○
伊
勢
の
海
の

き
よ
き
渚
に

潮
か
ひ
に

な
の
り
そ
や
摘
ま
む

(10
)

○
近
江
路
の

篠
の
を
ふ
ふ
き

早
引
か
ず

(19
)
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○
紀
の
国
の

白
ら
の
浜
に

真
白
ら
の
浜
に

お
り
ゐ
る
鴎

(41
)

と
、
地
方

の
地
名
を
含
む
歌
も
多
く
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
地
名
は
、

一
定
限

ら
れ
た
地
域
の
も

の
で
、
畿

内
の
外
は
、
京
か
ら
鈴
鹿
を
越
え
伊
勢
や
参
河
に
至

る
地
名

(鈴
鹿
川
52
・
河
口
の
関
34

・
竹
河
33
・
伊
勢
の
海
10

・
矢
矧
の
市
5
)
、
近
江

路
か
ら
北
陸
道
の
道

の
口
武
生
に
至

る
地
名

(近
江
路
19

・
粟
津
の
原
23
・
武
生
の
国

府
24
・
浅
水
の
橋
14
)、
湖
東
か
ら
美
濃

に
至
る
地
名

(美
濃
山
55
・.席
田
の
伊
津
貫
川

51
)、
山
陽
道

の
美
作
35

・
吉
備
の
中
山
31
、
そ

の
途
中
の
高
砂

3
等
、
「
近
国
」

の
街
道
筋
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
後
で
述
べ
る
よ
う

に
、
実
は

「音
に
聞
く
」
「名
に
し
負

ふ
」
と
い
っ
た
感
じ
の
、
い
わ
ゆ
る
序
詞
や

歌
枕
風
の
歌
わ
れ
方
で
も
あ
る
。
万
葉
集
の
よ
う
に
東
国
や
筑
紫
と
い
っ
た

「遠

国
」
に
わ
た
る
実
感
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
催
馬
楽
は
、
む
し
ろ
、

○
庭
に
生
ふ
る

か
ら
な
つ
な
は

よ
き
菜
な
り

は
れ

宮
人
の

袋
を

お
の
れ
掛
け
た
り

(11
)

○
西
寺
の

お
い
鼠

わ
か
鼠

御
裳

つ
む
つ

袈
裟

つ
む
つ

(25
)

こ
む
ち

あ
や
め

む

○
大
宮
の

西
の
小
路
に

漢
女
子
産
だ
り

(56
)

と

い
っ
た
、

る
。
な
お
、
ち
な
み
に
天
武
紀
下
四
年
二
月
に
は
、

さ
ぐ
る

ど
う
見
て
も
み
や
こ
人

の
戯
れ
歌
と
思
え
る
も

の
も
目
立

つ
の
で
あ

○

大

倭

・
河

内

・
摂

津

・
山
背

・・
播

磨

・
淡

路

・
丹

波

・
但

馬

・
近

江

・
若

　

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

狭

・
伊
勢

・
美
濃

・
尾
張
等
の
国
に
勅
し
て
曰
く
、
「所
部
の
百
姓

の
能
く

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

歌
う
男
女
、
及
び
保
儒

・
伎
人
を
選
び
て
貢
上
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。

と

い
う
記
事
が
あ
り
、
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
催
馬
楽
に
出
る
地
名

(点
線
は
可

能
性
の
あ
る
所
)
と
か
な
り
重
な
る
地
域
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
関
わ
り
と

な
る
と
不
明
と

い
う
し
か
な
い
。

と
ま
れ
、
後
白
河
院
の
い
う

「貢
物
納
め
け
る
民
」
と
い
う
の
は
、
繁
栄
の
み

や
こ
の
貢
物
と
り
納
め
に
か
か
わ
る
民
あ
た
り
の
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大

蔵
の
省
と

い
え
ば
、
「西
の
み
ま
や

・
西
の
小
路

・
西
寺
」
に
も
近
い

(催
馬
楽
に

出
る
方
位
は

「西
」
だ
け
で
あ
る
)
大
宮
北
西
部
に
あ

っ
た
が
、
そ
こ
に
は
、
「
典

鋳

・
掃
部

・
漆
部

・
縫
部

・
織
部
」
の
五
寮
司
が
下
属
し
て
お
り
、
当
然
沢
山
の

「貢
上
」
さ
れ
た
男
女
が
そ
こ
で
奉
仕
し
て
い
た
。
中
臣
朝
臣
宅
守
の
道
な
ら
ぬ

(
2
)

恋
の
相
手
狭
野
弟
上
娘
子
も
、
蔵
部
の
女
嬬
と
し
て
そ
の
中
の

一
人
だ

っ
た
の
で

あ
る
。

二

歌
こ
と
ば
の
担

い
手
た
ち

う
ど

○
石
川
の

こ
ま
人
に

帯
を
取
ら
れ
て

か
ら
き
悔
い
す
る
/
い
か
な
る

は
な
だ

い
か
な
る
帯
ぞ

標

の
帯

の

中
は
た

い
れ
な
る
か
/
か
や
る
か

あ
や

る
か

中
は
た
い
れ
た
る
か

(42
)

こ
の
歌
の

「中
は
た

い
れ
な
る

(た
る
」
か
」
の
解
釈
は
、
総
じ
て
意
味
不
明

と
さ
れ
定
説
が
な

い
。
そ
こ
で
、
そ
も
そ
も
当
時
の
帯
と
は

「
い
か
な
る
帯
」
な

の
か
、
確
か
め
る
こ
と
か
ら
歌
の
世
界
に
入

っ
て
み
よ
う
。
「繧
の
帯
」
は
、
万

葉
集
巻
十
六
の
竹
取
翁
歌
中
に
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
…
…
水
標
の

絹
の
帯
を

引
帯
な
す

韓
帯
に
取
ら
せ

海
神
の

殿
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

莞
に

飛
び
翔
る

す
が
る
の
如
き

腰
細
に

取
り
飾
ら
ひ
…
…

(三
七
九

こ
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と
、

一
例
見
ら
れ
、

一
定
は
や
り
の
色
目
だ

っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
万
葉
歌

に
は
他
に
、
白
妙
の
帯

(二
〇
二
三
)

・
紫
の
帯

(二
九
七
四
)
な
ど
も
出
る
。

正
倉
院
に
は
、
残
片
も
含
め
る
と
数
千
本
に
も
及
ぶ
帯
が
伝
わ
る
そ
う
で
あ
る

が
、
太
糸
で
織

っ
た
組
帯
と
、
薄
絹
を
縫

い
合
せ
芯
を
入
れ
る
縫

い
帯
と
に
大
別

で
き
る
よ
う
で
あ
る

(別
に
今
と
変
わ
ら
ぬ
皮
ベ
ル
ト
も
あ
っ
た
)
。

ヘ

へ

○
大
君
の
み
帯
の
し

つ
は
た
結
び
垂

れ

(武
烈
前
紀
)

し

つ

ヘ

へ

○

い
に
し

へ
の
倭
文
旗
帯
を
結
び
垂

れ

(万

二
六
二
八
)

ヘ

へ

○
古
し
へ
の
狭
織
の
帯
を
結
び
垂
れ

(同
右

一
書
歌
日
)

と

い
っ
た
古
来
の
帯
は
組
帯
風

の
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
正
倉
院
収
蔵
物
の
中
に
は
、

絞
り
染
め
の
羅

(薄
絹
)
に
さ
ら
に
細
か
く
花
鳥
の
刺
繍
を
施
し
、
帯
芯
に
は
同

あ
し
ぎ
ぬ

(3
}

、

、

系
色
に
染
め
た
維
を
入
れ
た
絶
品
の
帯
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
「中
は
た

い
れ
な
る

か

(た
る
か
)」
と
は
、
「中
幡
入
れ
な
る
か
」
で
、

つ
ま
り
帯
芯
を
入
れ
た
も

の

か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
帯
は
い
ず
れ
も
幅
は
五
～
十
セ
ン

チ
程
度
、
長
さ
は
ニ
メ
ー
ト
ル
以
上
も

あ
る
細
長
い
も
の
で
、

〇

一
重
結
ふ

帯
を
三
重
結
ひ

苦

し
き

に

(万

一
八
〇
〇
)

〇

一
重

の
み
妹
が
結
ば
む
帯
す
ら
を

三
重
結
ぶ
べ
く
吾
が
身
は
な
り
ぬ

(万

七
四
二
)

と
、
ふ
つ
う
は

一
重
結
ん
で
、
あ
と
は
長
く
た
ら

(帯
)
し
て

い
た
よ
う
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な

「
中
幡
入
」

の
帯
を
仕
立
て
る
、

つ
ま
り
薄
く
柔
ら

か
な
絹
布
を
縫
い
合
せ
ま

っ
す
ぐ
に
芯
を
入
れ
る
の
は
、
ふ
つ
う
両
端
を
二
人
で

持
つ
等
の
手
間
が
か
か
り
、
し
か
も

な
か
な
か

コ
ツ
の
要
る
厄
介
な
作
業
で
も
あ

る
。
「か
や
る
か

あ
や
る
か
」
と
は
、
あ
え
て
字
を
宛
て
る
な
ら

「返
ル
か

綾
ル
か
」
と

い
っ
た
あ
た
り
、

つ
ま
り
う
ま
く
表
返
せ
る
か
、
ね
じ
れ
た
り
し

な
い
か
と

い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
、
芯
を
入
れ
る
細
帯
を
仕
立
て
る

手
仕
事

の
体
験
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
、
女
同
志
の
問
答
で
あ

っ
た
。

た
だ
し
、
帯
は
、
身
に
結
わ
れ
れ
ば
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
い
に
し

へ
に

あ
り
け
む
人
の

倭
文
幡
の

帯
解
き
替

へ
て

厘
屋
立
て

妻
問
ひ
し
け
む

(万

四
三

こ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
さ
ね
そ
め
て
い
く
だ
も
あ
ら
ね
ば

白
妙
の
帯
乞
ふ
べ
し
や
恋
も
過
ぎ
ね
ば

(同

二
〇
二
三
)

と
、
男
女
関
係
の
あ
か
し
と
し
て

「帯
替
ふ
」
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
た
か
ら
、

「
石
川
の
こ
ま
う
ど
に
帯
を
取
ら
れ
て
か
ら
き
悔

い
す
る
」
と
は
、
関
係
を
強
要

さ
れ
た
と

い
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
歌

の
後
半
は
そ
れ

へ
の
応
酬
で
あ
る
か
ら
、

「え
、
そ
れ
で
ど
う
な

っ
た
の
」
と
い
う
問

い
か
け
で
、
子
ど
も
に
歌
わ
せ
る
な

ら
、
綾
と
り
風
の
あ
そ
び
唄
に
も
な
る

一
方
、
お
と
な
は
お
と
な
な
り
の
メ
タ
フ

ァ
ー
を
聞
き
と
れ
る
ワ
ザ
歌
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

催
馬
楽
に
は
、
右

の
歌
以
外
に
も
、

○
高
砂
の

さ
い
さ
さ
ご
の

高
砂
の

尾
上
に

立
て
る

白
玉
玉
椿

玉

ま
し

み

柳
/
そ
れ
も
が
と

さ
む

汝
も
が
と

汝
も
が
と

練
緒
さ
み
緒
の

御

ぞ
か
け

衣
架
に
せ
む

玉
柳

(3
)

ま
し

め

○
夏
引
の

白
糸

七
は
か
り
あ
り

さ
衣
に

織
り
て
も

着
せ
む

汝
妻

離
れ
よ

(
4
)

は
な
だ

○
浅
緑

濃
い
繧

染
め
か
け
た
り
と
も

見
る
ま
で
に

(49
)
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な
ど
と
、
糸
を
引
い
た
り

(
7
)
、
染

め
た
り
、
織

っ
た
り
、
そ
し
て
縫

っ
た
り

(4
答
歌
)
と

い
う
、
衣
服
を
仕
立
て
る
過
程
の
細
や
か
な
実
感
を
踏
ま
え
た
歌

こ
と
ば
が
多

い
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
女

の
手
仕
事
に
発
し
て
い
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
も
と
も
と
、
衣
類
調
達

は
、
天
照
大
神

・
拷
幡
千
々
媛
の
神
話
時

(4
)

代
以
降
、

一
貫
し
て
女
の

「斎
み
」

の
領
域
で
さ
え
あ

っ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か

し
、
催
馬
楽

の
そ
れ
ら
の
歌
は
、

き

ぬ

す

O
君
が
た
め
手
力
疲
れ
織
た
る
衣
服

ぞ

春
さ
ら
ば
何
な
る
色
に
措
り
て
ば
よ

け
む

(万

一
二
八

一
)

O
筑
波
峯

の
新
桑
ま
よ
の
キ
ヌ
は
あ
れ
ど

君
が
み
け
し
し
あ
や
に
着
ほ
し
も

(同

三
三
五
〇
)

と

い
っ
た
、
村
里
の
素
朴
な
な
り
わ

い
の
実
感
を
さ
な
が
ら
に
伝
え
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
、
正
倉
院
収
蔵
物
と
し
て
も
伝
わ
る
帯
や
朝
服

を
仕
立
て
た
よ
う
な
人
々
、
「国
々
の
貢
物
お
さ
め
け
る
」
大
蔵

の
省
や
内
蔵
寮

に
属
す
る
染
殿
や
縫
殿
寮
に
奉
仕
す
る
女
た
ち
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。

は
な
だ

○
浅
緑

濃

い
標

染
め
か
け
た

り
と
も

見
る
ま
で
に

玉
光
る

下
光

ざ
か

る

新
京
朱
雀
の

し
だ
り
柳

(
49
)

と
い
う
歌
が
、

へ

○
其
の

(百
官
の
)
朝
服
は
、
…
…
勤
の
八
級
に
は
深
緑
、
務

の
八
級
に
は
浅

ヘ

ヘ

へ

緑
、
追
の
八
級
に
は
深
繰
、
進

の
八
級
に
は
浅
繧
。
…
…
」
と
の
た
ま
ふ
。

(持
統
紀
四
年
夏
四
月
)

と
い
う
詔
に
よ
り
、

○
秋
七
月
の
丙
子
の
朔
に
、
公
卿

・
百
寮
人
等
、
始
め
て
新
し
き
朝
服
着
る
。

(同
四
年
)

状
況
を
踏
ま
え

て
歌
わ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
「浅
緑

・
濃
い
標
」
と
は
、
そ

れ
を
着
た
下
級
官
人
の
男
た
ち
の
比
喩
と
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
催
馬
楽
の
中

わ
ざ
う
た

で
も
奈
良
朝
後
期

の
童
謡
と
し
て
続
紀
や
霊
異
記
に
も
見
え
て
著
名
な
、ヘ

ヘ

へ

○
葛
城
の

寺
の
前
な
る
や

豊
浦
の
寺
の

西
な
る
や

榎
の
葉
井
に

白

へ玉
沈
く
や

真
白
玉
沈
く
や

(43
)

と

い
う
歌
が
、
葛
城
尼
寺

(法
隆
寺
伽
藍
縁
起
)
や
推
古
女
帝
ゆ
か
り
の
豊
浦
寺
の

開
か
れ
た
ア
ス
カ
の
頃
を
彷
彿
と
さ
せ
な
が
ら
、
井
を
女
に
白
玉
を
男
に
喩
え
た

(
5
)

婚
姻
成
立
に
よ
る
家
や
ク
ニ
の
繁
栄
を
寿
ぐ
歌
で
あ

っ
た
こ
と
を
重
ね
て
見
る
と
、

こ
の
歌
の
後
半
の
意
味
は
す
ぐ
判
然
と
す
る
。
つ
ま
り
、

へ

な
で
し
こ
か
ら
は
ひ

○
ま
た
は
た
井
と
な
る

前
栽
秋
萩

撫
子
蜀
葵

し
だ
り
柳

(49
)

(6

)

と
は
、
「浅
緑

・
濃
い
標
」

に

「玉
光
る
」
し
だ
り
柳

(男
)
に
応
じ
て
、
ま
た

は
た

(四
は
た
ま
た
、
後
述
)
井
と
な
る
と
り
ど
り
の
花
や
か
な
女
た
ち
を
対
峙
し
、

さ

い
ご
に
再
び

「し
だ
り
柳

(11
さ
き
む
だ
ち
や
)」
と
呼
び
か
け
た
も
の
と
な

っ

て
い
る
。
催
馬
楽
の
歌
の
多
く
は
、
白
玉
や
柳
は
男
の
、
貝
や
井
は
女
の
暗
喩
と

い
う
明
快
な
時
代
の
記
号
を
駆
使
し
、
当
時
の
人

々
な
ら
す
ぐ
そ
れ
と
わ
か
る

「
こ
と
わ
ざ
」
・を
展
開
し
て
い
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
高
砂
の

さ
い
さ
さ
ご
の

高
砂
の

尾
上
に
立
て
る

白
玉
玉
椿

玉
柳

ま
し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

み

ぞ

そ
れ
も
が
と

さ
む

汝
も
が
と

汝
も
が
と

練
緒
さ
み
緒
の

御
衣

か
け

ヘ

へ

架

に

せ

む

玉

柳

(
3
)

も

、

ま

た

同

様

の
も

の

で
あ

る

こ
と

は

明

ら

か
だ

ろ
う

。

た

だ

し

、

「
ね

り

緒

・
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ハ　
　

さ
み

(11
さ
び
)
緒
」
と
は
、
世
を
知
り
や
や
さ
だ
過
ぎ
た
女
た
ち
の
比
喩
、
そ

れ
に
対
し
て
男
側
が
、

○
何
し
か
も

何
し
か
も

何
し
か
も

心
ま
た

い
け
む

(何
で
ま
た
心
は
や
り

な
ぞ
し
た
の
だ
ろ
う
か
)

百
合
花

の

さ

百
合
花
の

今
朝
咲
い
た
る

初
花

(処
女
)
に

逢
は
ま
し
も

の
を

さ

百
合
花
の

(3
)

と
応
じ
る
と
い
っ
た
体
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

さ
て
、
「浅
緑
」
「高
砂
」
に
比
べ
て
、

一
見
し
て
女
と
男
の
問
答
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
な

「夏
引
4
」
の
後
半
部
分
は
、

を
み
な

ま
し

め

○
か
た
く
な
に

も

の
言
ふ
女
か
な

な

汝
麻
衣
も

わ
が
妻
の
如
く

訣

か
あ
た

こ

く
び

よ
く

着
よ
く
肩
よ
く

小
領
安
ら
に

汝
着
せ
め
か
も

逢
ひ
着
せ
め
か

も

(4
)

と
あ
る
が
、
こ
の

「小
く
び
安
ら
に
」
と
は
、
韓
風
の
立
衿
の
つ
い
た
朝
服
に
つ

い
て
、
と
く
に
注
文
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
閏
八
月
丙
申
、
制
す
ら
く

「今
よ
り
以
後
、
衣
の
袖
口
の
闊
さ
は
、
八
寸
巳

ヘ

へ

く

び

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

上

一
尺
巳
下
と
し
、
人
の
大
小
に
随
ひ
て
為
れ
、
衣
の
領
は
、
接
ぎ
作
る
こ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と
を
得
。
但
し
、
袖
口
の
窄
く
小
き
こ
と
、
衣
の
領
の
細
く
狭
き
こ
と
を
得

へず
」
と
い
ふ
。

(続
紀

元
明

和
銅
元
年
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

〇
十
二
月
辛
丑
、
制
す
ら
く

「諸
司

の
人
等
の
衣
服
の
作
、
或
は
袖
狭
く
小
く
、

或
は
裾
大
き
に
長
し
。
ま
た
椎

の
相
過
ぐ

る
こ
と
甚
だ
浅
く
し
て
、
行

わ
し

き
超
ら
む
時
に
開
き
易
し
。
此

の
如
き
服
は
、
大
き
に
無
礼
と
成
す
。
所
司

を
し
て
厳
し
く
禁
止
を
加
へ
し
む
べ
し
。
…
…
」
と
い
ふ
。(同

和
銅
五
年
)

な
ど
と
、
朝
服

「
か
ら
こ
ろ
も
」
は
、
万
葉
集
が
絶
妙
の
皮
肉
を
こ
め
て

「辛
衣
」

と
宛
字
し
た
よ
う
に
、
そ
の
仕
様
を
こ
と
細
か
く
制
さ
れ
、
所
司
が
目
を
光
ら
せ

る
ま
で
に
な

っ
て
は
、
大
宮
人
た
ち
も
な
か
な
か

「着
馴
れ

(万

九
五
二
)」
る

も

の
と
は
な
ら
な
か

っ
た
の
だ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
右

の
歌
の
肩
や
衿
や
の
細
か

な
注
文
は
、
果
た
し
て
男
が
即
興
で
歌

い
返
す
よ
う
な
も

の
だ

っ
た
か
は
疑
わ
し

い
。
お
そ
ら
く
男
な
ら
、

つ
ま
や

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
夏
影

の
房
の
下
に
衣
裁
つ
吾
妹

裏
ま
け
て
吾
が
為
裁
た
ば
や
や
大
に
裁
て

(万

一
二
七
八
)

「裁
つ
」
は

「韓
衣
」
が
枕
と
な
る
語
。
こ
れ
は
韓
衣
の
仕
立
て
を
詠
む
。

と
い
う
程
度
の
、
大
様
な
言
い
方
が
そ
れ
ら
し
い
も

の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
お
針
上
手
は
い
つ
で
も
男
心
を
縫

い
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
と
い

っ
た
縫
子
た
ち
の
自
讃

の
唱
歌
、
あ
る
い
は
、
い
ま
だ
手
拙
の
少
女
た
ち
を
諭
す

た
め
の
歌
と
い
っ
た
趣
と
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
聞
き
.様
に
よ

っ
て
は
、
韓
風
同
化
を
急
ぐ

「時
の
政
」
の
厄
介
な
詔
や
制
や
令

へ
の
椰
楡
と
も

聞
こ
え
た
も
の
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
大
蔵
の
省
の

「貢
物
お
さ
め
け
る
民
の
口
遊
」

と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
に
続
く
、

○
是
う
ち
あ
る
事
に
は
あ
ら
ず
。
時
の
政
よ
く
も
あ
し
く
も
あ
る
事
を
な
ん
、

ほ
め
そ
し
り
け
る
。

(梁
塵
秘
抄

口
伝
集
巻
第

一
)

と

い
う
こ
と
と

の
関
連
は
、
歌
の
中
心
的
な
担
い
手
た
ち
の
そ
の
よ
う
な
実
態
に

あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。

さ
き
に
触
れ
た
地
方
の
地
名
を
含
む
歌
に
し
て
も
、
そ
こ
に
聞
え
て
来
る
の
は
、

そ
の
地
の
実
感
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
そ
の
地
に
つ
い
て
の

(西
の
)
京
界
隈
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で
の
噂

・
取
沙
汰
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
…
…
/
親
さ
く
る

つ
ま
は

ま
し
て
る
は
し

し
か
さ
ら
ば

や
は
ぎ
の

へ

せ
ん
が
い

し
き

市
に

沓
か
ひ
に
か
む
/
沓
か
は
ば

線
鮭
の
細
底
を
か

へ

さ
し
履
き
て

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

上
裳
と
り
着
て

宮
路
通
は
む

(5
)

マ

ヘ

ヘ

へ

○

〈
浅

水

の
橋

の

と

ど

ろ
と

ど

ろ

と

降

り

し

雨

の

〉
古

り

に

し

吾

れ

を

誰

そ

こ

の

仲

人

立

て

て

み
も

と

の
か

た

ち

消

息

し

訪

ひ

に

来

る

や
(14
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ
し
た

よ
う

○
刺
櫛
は

十
ま
り
七
つ

あ
り
し
か
ど

た
け
く
の
抵
の

朝
に
取
り

夜

さ
り
取
り

取
り
し
か
ば

刺
櫛
も
な
し
や

(18
)

京
よ
り
も
よ
い
沓
が
あ
る
と

い
う
ヤ

ハ
ギ

(矢
矧
)
の
市
、
そ
の
名
も
と
ど
ろ

く
ア
サ
ム
ヅ

(浅
水
)
の
大
橋
、
業
つ
く
ば
り
の
極
み
の
タ
ケ
ク

(武
生
?
)
の

操
、
そ
れ
は
、
歌
こ
と
ば
を
担

っ
た
女
た
ち
の
お
そ
ら
く
共
通
の
知
識
で
も
あ

っ

て
、
「貢
上
」
の
誰
れ
彼
れ
が
も
た
ら

し
た
噂
に
乗
じ
て
き
戯
れ
て
歌
わ
れ
た
の

で
あ
ろ
う

(5
番
歌
は
尻
取
歌
で
あ

る
)
。
大
宮

の
た
だ
中
で
の
き
び
し
い
徴
用

の
日
々
の
、
そ
う
し
た
ウ
サ
晴
し
の
戯

れ
歌
が
、
時
政
の

「
ほ
め
そ
し
り
」
を
含

む
と
聞
こ
え
る
の
は
、
お
の
ず
か
ら
の
こ
と
で
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

三

万
葉
歌
語
と
の
位
相

○
真
金
吹
く
吉
備
の
中
山
帯
に
せ
る

細
谷
川
の
音
の
さ
や
け
さ

[

(31

反
復

・
嚥
し
省
略
)

○
大
王
の
三
笠
の
山
の
帯
に
せ
る

細
谷
川
の
音
の
清
け
さ

(万

一
一
〇
二
)

○
沢
田
川
袖
つ
く
ば
か
り
や
浅
け
れ
ど

恭
仁
の
宮
人
や
高
橋
わ
た
す

[

(2

同
)

○
広
瀬
川
袖
つ
く
ば
か
り
浅
き
を
や

心
深
め
て
吾
が
思

へ
る
ら
む

(万

=
二
八

こ

○
葦
垣
真
垣

真
垣
か
き
わ
け

て
ふ
越
す
と

負
ひ
越
す
と

た
れ

[

(30

同
)

○
葦
垣

の
末
か
き
別
け
て
君
越
ゆ
と

人
に
な
告
げ
そ
事
は
た
な
知
れ

(万

三
二
七
九
)

諸
注
釈
に
も
引
か
れ
る
こ
れ
ら
の
歌
を
対
照
し
て
見
る
と
、
催
馬
楽
と
万
葉
集

歌

の
世
界
は
、
お
の
ず
か
ら
連
続
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

い
ず
れ
も
多
く
の
相
聞
歌
を
も

つ
両
歌
集
に
お
い
て
、
相
聞
歌
に
は
つ
き
も

の
の

様
々
な
人
称
用
語
に
限

っ
て
見
る
と
、
両
者
は
、
お
よ
そ
相
互
に
別
社
会
と
も

い

う
べ
き
用
語
の
相
違
を
も

っ
て
い
る
。
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
挙
げ
て
み

よ
・つ
。

○
葦
垣
真
垣
…
…
と
ど
ろ
け
る

こ
の
家
の

弟
ヨ
メ

親
に
申
よ
こ
し
け
ら

し
も

(30
)

○
わ
家
は

と
ば
り
帳
も

垂
れ
た
る
を

大
君
来
ま
せ

ム
コ
に
せ
む

(47
)

ヨ
メ
と
ム
コ
は
、
現
代
も
用
い
ら
れ
て
い
る
馴
染
の
語
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

は
、
万
葉
歌
に
は
ど
ち
ら
も

一
度
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
』

○
葦
原
田
の

稲
揚
蟹
の

や

お
の
れ
さ

ヘ

ヨ
メ
を
得
ず
と
て
や

(神
楽
歌

小
前
張
)
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な
れ

○
汝
を
ぞ
ヨ
メ
に
欲
し
と
誰

あ
む
ち
の
こ
む
ち

の
よ
う
つ
の
子

(霊
異
記
中

第
三
十
三
)

○
女
子
之
夫
為
婿
ム
./
子
之
妻
為
婦
ヨ
メ

(和
名
抄

人
倫
部
婚
姻
類
)

と
、
他
の
古

い
用
例
は
ヨ
メ
に
片
寄

っ
て
残
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
万
葉
時
代

も

一
般
に
存
在
し
て
い
た
語
と
思
わ
れ
る
。
万
葉
集
に
歌
わ
れ
る
家
族
関
係
は
、

ヘ

へ

○
伏

い
ほ
の

曲
げ

い
ほ
の
内
に

直
土
に

藁
解
き
敷
き
て

父
母
は

枕

ヘ

へ

の
方
に

妻
子
ど
も
は

足
の
方

に

囲
み
居
て

憂

へ
吟
ひ
…
…

(貧
窮
問
答
歌

八
九
二
)

と
い
う
直
系
三
世
代
家
族
、

こ
も
り

す
め
ろ
き

へ

○
隠
く
の

長
谷
小
国
に

夜
ば
ひ
せ
す

吾
が

天
皇
よ

奥
床
に

母

ヘ

へ

は
睡
た
り

外
床
に

父
は
寝
た
り

起
き
立
た
ば

母
知
ぬ
べ
し

出
で

へ

行
か
ば

父
知
り
ぬ
べ
し
…
…

(三
=
=

二
)

と

い
う
二
世
代
核
家
族
と
い
っ
た
現
代
と
変
ら
ぬ
風
情
に
歌
わ
れ
、
「葦
垣
真
垣
」

の
よ
う

に
、
弟

ヨ
メ
が
垣
越
の
逢
曳
を
見

つ
け

「オ
ヤ
に
申
よ
こ
す

(つ
げ
口
す

る
)」
と

い
っ
た
大
家
族
の
趣
は
伝
え

な

い
。
「吾
妻
屋

の
馬
屋
」
に
し
た
と
こ
ろ

が
、
母
屋
の
家
族
か
ら
は
離
れ
、
ツ

マ
ヤ
は
馬
屋
で
と

い
う

の
だ
ろ
う
。
な
お
、

万
葉
集
な
ら
、

へ

○
た
ら
ち
ね

の
母
に
障
ら
ば

い
た
づ

ら
に
イ

マ
シ
も
吾
れ
も
事
の
成
る
べ
き

(二
五

一
七
)

と

い
う
場
合

の

「母
」
に
相
当
す
る
語
は
、
催
馬
楽
で
は
、
「
オ
ヤ
に
申
し
た
べ

24

・
オ
ヤ
は
あ
り
く
と
さ

い
な
ぺ
ど

21
」
な
ど
と
も

っ
ぱ
ら

「オ
ヤ
」

で
、
チ

チ

・
ハ

ハ
は
用

い
ら

れ
な

い
。

つ
ぎ

に

、
.異

性

関
係

の
相

手

に

つ

い
て

は

、

な
れ

わ
れ

○
…
…
桜
花

栄
え
ヲ
ト
メ

汝
を
そ
も

吾
に
依
す
と
ふ

吾
を
も
そ

汝

に
依
す
と
ふ

(三
三
〇
九
)

と
、
万
葉
集
で
は
相
互
に

「
な

(れ
)
」
と

い
う
か
、
女
か
ら
男
に
対
し
て
は

「き
み
」
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
語
は
催
馬
楽
に
は
見
ら
れ
ず
、

代
わ
り
に
、
.こ
れ
ま
で
も
見
た
、

○
そ
れ
も
が
と

さ
む

マ
シ
も
が
と

(3
)

○
さ
衣
に

織
り
て
も
着
せ
む

マ
シ
妻
離
れ
よ

(4
)

と
い
う

マ
シ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
神
楽
歌
に

「
マ
シ
も
神
そ
や

遊
べ
遊
べ
」
な

ど
と
も
出
る

マ
シ
で
あ
る
。
万
葉
集
で
は

マ
シ
は
、
東
歌
の
中
に

一
例
、

○
こ
の
河
に
朝
菜
洗
ふ
子
ナ
レ
も
ア
レ
も
…
…

一
云
マ
シ
も
ア
レ
も

(三
四
四
〇
)

と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
マ
シ
は
イ
マ
シ
の
頭
音
脱
落
と
見
ら
れ
て
お
り
、

イ

マ
シ
は
、
先
に
例
示
し
た
二
五

一
七
番
歌
を
含
め
計
四
首
に
、
ワ
レ
と
対
応
し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
使
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
新
撰
字
鏡
に
は

「祢
」
に

「汝
也
、
伊
万
志
又
支
三

也
」
と
注
す
る
が
、
ナ
レ
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。

万
葉
集
で
頻
出
す
る
が
催
馬
楽
に
は
見
ら
れ
な
い
今

一
つ
の
注
目
さ
れ
る
語

に
、
後
世
雅
語
的
感
覚

で
と
ら
え
ら
れ
る
ヲ
ト
メ
が
あ
る
。
之
の
語
は
、
記
紀
歌

謡
な
ど
に
も
、

○

ヲ
ト
メ
の

寝
す
や
板
戸
を

押
そ
ぶ
ら
ひ

我
が
立
た
せ
れ
ば(記

神
代
)
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○
ヲ
ト
メ
の

床
の
辺
に

我
が
置
き
し

つ
る
き
の
太
刀

そ
の
太
刀
は
や

(記

景
行
)

と
、
よ
く
見
ら
れ
る
も

の
だ
が
、

催
馬
楽

に
は
見
ら
れ
ず
、
類
義
の
語
と
し

て
、○

御
園
生

の

あ
や
め
の
郡
の

大
領

の

ま
な
ム
ス
メ
と
言

へ

弟
ム
ス
メ

と
言

へ

(12
)

と

い
う
ム
ス
メ
が

一
例
あ
る
だ
け
で
あ

る
。

以
上
の
あ
り
様
か
ら
も
、
万
葉
集
と
催
馬
楽

の
人
称
用
語
に
は
相
当
の
位
相
差

が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
少
く
と
も
、
オ
ヤ
、
ム
ス
メ

・

(ム
ス
コ
)
、
ヨ
メ

・

ム
コ
と

い
っ
た
今
も
用

い
る
日
常
語
は
、
万
葉
語
系
で
は
な
く
催
馬
楽
語
系
だ

っ

た
こ
と
も
窺
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
や
は
り
万
葉
集
に
は
出
な

い
別
の
人
称
語
群
を
見
て
み
よ
う
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
更
衣
せ
む
や

さ
き
む
だ
ち
や

我
が
衣
は

野
原
篠
原

萩
の
花
摺
や

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

さ
き
む
だ
ち
や

(20
)

○
道
の
口

武
生
の
国
府
に

我
は
あ
り
と

親
に
申
し
た
べ

心
あ
ひ
の
風

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

や

さ
き
む
だ
ち
や

(勿
)

「さ
き
む
だ
ち
や
」
は
、
武
生
に
至
る
近
江
路
沿

い
の
地
名
の
出
る
も
の
を
中

心
に
、
全
体
で
七
首
の
歌
の
主
と
し

て
末
尾
に
付
さ
れ
、
意
味
の
稀
薄
な
唯
し
詞

と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

一
見
し
て
そ
の
語
は
、

ヘ

ヘ

へ

○
尾
張
に

直
に
向
か
へ
る

尾
津
の
埼
な
る

一
つ
松

あ
せ
を

一
つ
松

ヘ

ヘ

へ

人
に
あ
り
せ
ば

太
刀
は
け
ま
し
を

衣
着
せ
ま
し
を

一
つ
松

あ
せ
を

(記

景
行
)

の

「あ
せ
を

(吾
兄
を
)」
と
同
様
な
性
格
の
唯
し
と
見
ら
れ
、
「お
兄
さ
ん
」
と

か

「若

い
衆
よ
」
と
か
の
、
若
者
の
妻
問
い
を
催
す
唯
し
に
発
し
た
も

の
だ
と
思

わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

や

め

○
大
宮
の

西
の
小
路
に

漢
女
子
産
だ
り

さ
漢
女
子
産
だ
り

(56
)

で
は
、
漢
女
に
サ
を
冠
し
て
サ
漢
女
と
言
い
、
ま
た
、

を

○
青
の
馬
放
れ
ば

取
り
繋
げ

さ
青
の
馬
放
れ
ば

取
り
繋
げ

(48
)

も
同
様
に
、
青
の
馬
に
サ
を
冠
し
て
い
る
。
と

い
う
こ
と
は
逆
に
、
サ
を
省

い
た

「
君
達
」
に
対
し
、
サ
を
冠
し
た

「サ
キ
ム
ダ
チ
」
が
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
で
も

あ
る
。
サ
を
省
い
た
君
達
と
は
、

ヘ

へ

○
あ
た
り
を
.は
な
れ
ぬ
君
達
、
夜
を
あ
か
し
日
を
く
ら
す
多
か
り
。(竹

取
物
語
)

な
ど
と
、
平
安
和
文
に
頻
出
す
る
語
で
あ
る
。
冠
辞
の
サ
は
、
催
馬
楽
で
は
右
に

挙
げ
た
他
に
も
、
「サ
い
さ
さ
ご

・
サ
百
合

(3
)

・
サ
衣

(4
)

・
サ
い
う
ん

ご

(娼
)
」
な
ど
と
出
る
が
、
要
す
る
に

「サ
処
女

・
サ
苗

・
サ
鍬

・
サ
月
」
と

い
っ
た
サ
と
同
類
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

〇
八
千
矛
の

神
の
命
は
…
…
さ
よ
ば
ひ
に

あ
り
立
た
し

よ
ば
ひ
に

あ

り
通
は
せ

(記

神
代
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
う
る
は
し
と

さ
寝
し
さ
寝
て
ば

刈
薦
の

乱
れ
ば
乱
れ

さ
寝
し
さ
寝

て
ば

(記

允
恭
)

と
、
古
来
、
妻
問
い
に
か
か
わ
る
動
詞
に
も
冠
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
い
わ
ば

「新

郎
新
婦
」

の

「新
」
な

い
し

「初
」
に
相
当
す
る
意
を
も

っ
た
音
だ

っ
た
と
見
ら

れ
る
。
梁
塵
秘
抄
四
句
神
歌
の
中
に
、
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へ

き

こ

め
ノ

○
西
山
通
り
に
来
る
樵
夫
…
…
後

な
る
樵
夫
は
新
樵
夫
な

(85
)
3

と

い
う
語
が
見
ら
れ
る
が
、
さ
だ
め

し
催
馬
楽
な
ら

「さ
樵
夫
」
に
相
当
す
る
言

い
方
だ
ろ
う
。

、

、

、

、

(8
)

と

ま
ち

○
さ
く
ら
人

そ
の
舟
ち
ぢ
め

島

つ
田
を

十
町
作
れ
る

見
て
帰
り
来
む

や

(29
)

の

「
さ
く
ら
人
」
は
、
注
釈
史
上
今

耐
つ
意
味

の
定
ま
ら
な
い
語

で
あ
る
が
、

「さ
く
ら
麿

(
17
)
」
と
も
ど
も
、
「サ
蔵
人

・
サ
蔵
麿
」
と
と
れ
る
も
の
で
は
な

く
ら
び
と

い
だ
ろ
う
か
。
「蔵
人
」
は
、
程
な
く
ク
ラ
ウ

(
ン
)
ド
と
音
便
化
も
す
ゐ
が
、

「君
達
」
同
様
、
王
朝
色
好
み

の
世
界

で
活
躍
の
役
ど
こ
ろ
で
も
あ

る
。
な
お

「蔵
」
は
、
催
馬
楽
で
は
、

○
こ
の
殿
の

西
の

西
の
ク
ラ
垣

春
日
す
ら

あ
は
れ

春

日
す
ら

は

れ
/
春
日
す
ら

行
け
ど
も
尽
き
ず

西
の
ク
ラ
垣
や

西
の
ク
ラ
垣

(弱
)

と

一
度
歌
わ
れ
る
だ
け
で
、
こ
の
蔵

が
ど
こ
の
ど
ん
な
大
蔵
か
は
不
明
だ
が
、
蔵

と
は
、
と
く
に
秋
か
ち
冬
に
か
け
て
季
節
労
働
の

「く
ら
人
」
た
ち
が
出
入
す
る

所
で
、
「さ
蔵
人
」
と
は
、
そ
の
中
の
新
参
の
蔵
人
の
こ
と
、
む
ろ
ん
紅
顔

の
若

ざ
か
り
の
者
で
も
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
が

「桜
人
」
と
な
る
の
は
、
桜
は

サ

・
ク
ラ

(神
の
座
)
の
本
意
が
あ

っ
た
な
ら
な
お
さ
ら
、
自
然
な
連
想
で
も
あ

(9
)

い
ざ
な

っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
が
、
サ
イ
バ
ラ
世
界
に
催
わ
れ
唯
さ
れ
る
対
象
で
も
あ

っ
た

こ
と
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

さ
く
ら
人
以
上
に
、
生
な
少
年
少
女

へ
の
関
心
は
催
馬
楽
の

一
特
徴
で
、
「め

ざ
し
33
」
「小
あ
こ
め
騒
」
「あ
げ
ま
き

57
」
と
い
っ
た
語
で
指
さ
れ
る
少
年
少
女

が
歌
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
万
葉
集
に
は
見
ら
れ
な
い

(メ
ザ
シ
・
ア
ゲ
マ
キ
は
神

楽
歌
に
は
出
る
)。
他
方
ま
た
、

う
な

ゐ

○
橘
の
寺
の
長
屋
に
吾
が
い
寝
し

童
女
は
な
り
は
髪
あ
げ

つ
ら
む
か

(万

三
入
二
二

・
三
類
歌
)

と

い
う
歌
に
は
、

い
さ
さ
か
催
馬
楽
的
雰
囲
気
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
「
ウ
ナ
ヰ

(
ハ
ナ
リ
)
」
は
催
馬
楽
語
で
は
な
い
。

両
歌
集
の
人
称
用
語
の
こ
の
よ
う
な
位
相
の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
実
態
指
摘
以

上
の
踏
み
込
ん
だ
考
察
は
簡
単

で
は
な
い
。
た
だ
、
万
葉
歌
語
が
、
文
字
言
語
と

し
て
の
地
位
を
も

っ
て
伝
承
さ
れ
た
後
世
の
受
け
入
れ
方
は
と
も
か
く
と
し
て
、

成
立
当
時
の
言
葉
と
し
て
は
、
あ
る
種
閉
じ
た
特
殊
性
を
持

っ
て
い
た
か
も
知
れ

な

い
こ
と
も
、

一
考
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

位
相
に
か
か
わ

っ
て
今

一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
本
滋
き

本
滋
き

吉
備
の
中
山

昔
よ
り

昔
か
ら

昔
か
ら

昔
よ
り

名
の
古
り
来
ぬ
は

今
の
代
の
た
め

今
日
の
日
の
た
め

(
58
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
藤
生
野
の

か
た
ち

か
た
ち
が
原
を

標
め
は
や
し
…
…
い
つ
き

い
は

へひ
し
著
く

時
に
あ

へ
る
か
も
や

時
に
あ

へ
る
か
も
や

(36
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
…
…
新
京
朱
雀
の

し
だ
り
柳

ま
た
は
た
井
と
な
る

前
栽
秋
萩

撫
子

蜀
葵

(49
)

と
、
同
義
的
な
別
語
を
あ
え
て
重
ね
て
使
う
言
葉
づ
か
い
で
あ
る
。
58
の
ヨ
リ
と

カ
ラ
は
、
今
も
同
義
的
に
並
用
し
て
い
る
語
、
36
の
イ
ツ
き
と
イ
ハ
ヒ
は
、
万
葉

ヘ

へ

集

で

も

「
斎

児

(
一
八
〇
七
)

・
斎

宮

(
一
九
九
)
」

な

ど

、

ど

ち

ら

で
訓

む

か

迷
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う

類

義

語

、

そ

し

て

49

の

マ
タ

・
ハ
タ

は

後

世

は

「
は

た

ま

た

」

の
順

で

用

い
る

も

の
で

、

万

葉

集

で
は

断

然

.「
ま

た

」

が

多

い
が

「
は

た

(
や

は

た

)
」

も

折

に

見

ら

れ

る

も

の

(
む
ろ
ん

「
は
た
ま

た
」

も

「ま

た
は
た
」
も
な

い
)

で

あ

る
。

さ

ら

に
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
浅
水

の
橋
の
…
…
仲
人
立
て
て

み
も
と
の

か
た
ち

消
息
し

訪
ひ
に

来
る
や

(14
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
わ
家
は

と
ば
り
帳
も

た
れ
た

る
を

(47
)

と

い
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
和
語
と
漢
語

の
同
義
語
反
復
も
見
ら
れ
る
。
「か
た
ち

・

あ
る
か
た
ち

消
息
」
は
、
書
紀
に
折
々

「消
息
」
と
古
訓
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
同
義
と
さ

れ
て
い
た
語
で
あ
ろ
う
。

声
だ
け
が
言
葉

で
あ

っ
た
サ
イ
バ
ラ
の
歌
い
手
た
ち
に
と

っ
て
、
「
い
つ
き
」

と

「
い
は
ひ
」
も
、
「と
ば
り
」
と

「ち

ゃ
う
」
も
、
別
言
語
の
同
義
語
と

い
う

以
上
に
、
そ
の
出
自

に
こ
だ
わ
る
意
識
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
流
行
歌

の
歌
詞
で
も
、
日
本
語
と
英
語
を
同
義
反
復
す
る
い
わ
ば
サ
イ
バ
ラ
的
手
法
は
生

き
て
い
る
。
サ
イ
バ
ラ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
異
質
な
も
の
へ
の
好
奇
に
み
ち
た
開

放
性
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
異
言
語

の
く
さ
び
に
も
た
え
う
る
、
柔
構
造
の
言
語

場
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

四

嘱
し
言
葉
の
血
脈

催
馬
楽
に
は
、
過
半
の
歌
に
何
ら
か
の
唯
し
詞
と
見
ら
れ
る
も
の
が
挿
入
さ
れ

書
き
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
若

干
の
整
理
を
加
え
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま

ず

、

ヘ

へ

○
沢
田
川

袖
漬
く
ば
か
り
や

浅
け
れ
ど

は
れ

浅
け
れ
ど

恭
仁
の
宮

ヘ

ヘ

へ

人
や

高
橋
わ
た
す

あ
は
れ

そ
こ
よ
し
や

高
橋
わ
た
す

(2
)

ヘ

へ

○

紀

の
国

の

白

ら

の
浜

に

ま
白

ら

の
浜

に

下

り

ゐ

る

鴎

は

れ

そ

の

玉

持

て
来

(
41
)

な

ど

と

出

る

〈
あ

は

れ

・
は

れ

〉
。

1

・
2

・
11

・
27

・
28

・
33

・
鈎

・
如

・

41

・
44

・
45

・
46
番

歌

に

出

る
も

っ
と
も

代

表

的

な

難

し

で
あ

る
。

ち

な

み

に

歌

の
内

容

は

穏

や

か

な

讃

め

歌

が

多

い
。

こ

れ

は

、

ヘ

ヘ

へ

○
尾
張
に

直
に
向
か

へ
る

一
つ
松

あ
は
れ

(景
行
紀
)

ゑ

こ

た

ひ
と

ヘ

ヘ

へ

○
し
な
て
る

片
岡
山
に

飯
に
飢
て

臥
や
せ
る

そ
の
旅
人

あ
は
れ

(推
古
紀
)

と
、
記
紀
歌
謡
に
も
折
々
見
ら
れ
る
も

の
で
、
詠
嘆
の
意
味
合

の
濃
い
嘩
し
で
あ

ろ
う
。
「あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
源
氏
物
語
的
な
深
ま
り
の

一
方
で
、
後
に
武
士

社
会
で

「あ

っ
ぱ
れ
く

」
と
い
う
讃
め
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も
の
も
、
根

は
同
じ
で
、
地
域
的
な
広
が
り
も
感
じ
ら
れ
る
曝
し
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、

○
さ
く
ら
人

そ
の
舟
ち
ぢ
め

島

つ
田
を

十
町
作
れ
る

見
て
帰
り
来
む

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

や

そ
よ
や

明
日
帰
り
来
む

そ
よ
や

(29
)

ヘ

ヘ

へ

○
美
作
や

久
米

の

久
米
の
さ
ら
山

さ
ら
さ
ら
に

な
よ
や

さ
ら
さ
ら

ヘ

ヘ

へ

に

な

よ

や

(
35
)

と

い

っ
た

〈
そ

よ

や

〉
お

よ

び

〈
な

よ

や

〉。

後

者

は

31

・
32

・
33

・
36

に
も

出

る
。

こ

れ

ら

は

、

「
そ
う

・
な

あ

」

と

い

っ
た
応

答

詞

に
も

つ
な

が

る

、

共

感

的

な

唯

し

と

見

ら

れ

る

。

梁

塵

秘

抄
巻

第

一
に

残

る

「
長

歌

」

は

、

十

首

す

べ

て
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「
そ

よ
」

で
始

ま

る

し
、

そ

こ

に
唯

一
残

さ

れ

た

「古

柳
」

の

難

し

も

、

ヘ

ヘ

へ

○
そ
よ
や

古
柳
に
よ
な

下
り
藤

の
花
や
な

咲
き
匂
ゑ
け
れ
…
…
な
に

ヘ

ヘ

へ

な

ぞ
よ
な

な
ど
と
あ
り
、
こ
の
系
統
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

○
近
江
路
の

篠
の
小
ふ
ふ
き

早
引
か
ず

子
持
ち

待
ち
や
せ
ぬ
ら
む

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

篠

の
小

ふ

ふ
き

や

さ

き

む

だ

ち

や

(
19
)

な

ど

、

14

・
18

・
19

・
20

・
21

・
23

・
24

の
、

い
ず

れ

も

近

江

か

ら
武

生

に
至

る

地

名

の

出

る

歌

の

く
さ

き

む

だ

ち

や

V
。

こ
れ

は

、

す

で

に

前

章

で
述

べ
た

よ

う

に
、

若

者

へ
の
妻

問

い
を

催

す

呼

掛

的

な

噂

し

で
あ

る

。

そ

し

て

、

ヘ

へ

○
飛
島
井
に

宿
り
は
す
べ
し

や

お
け

蔭
も
よ
し

み
も
ひ
も
冷
し

み
ま
草
も
よ
し

.(8
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
青
柳
を

片
糸
に
繕
り
て

や

お
け
や

鴬
の

お
け
や

鴬
の

縫

ヘ

ヘ

へ

ふ
と
い
ふ
笠
は

お
け
や

梅

の
花
笠
や

(9
)

と
い
う

く
お
け
V。
こ
れ
は
二
首
に
出
る
の
み
で
あ
る
が
、
神
楽
歌
に
は

「湯
立

歌
」
で
、

ま

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
伊
勢
志
摩

の

あ
ま
の
と
ね
ら

が

焚
く
火
の
け

お
け

お
け

(本
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

た
く
火
の
け

磯
良
が
崎
に

か
を
り
あ
ふ

お
け

お
け

(末
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
大
君
の

ゆ
き
と
る
山
の

若

桜

お
け

お
け

(本
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

若
桜

と
り
に
我
行
く

舟
揖
樟

人
貸
せ

お
け

お
け

(末
)

と
、
二
首
共

「
お
け
」
を
も
ち
、
ま

た

「阿
知
女
法
」
「早
歌
」

の
終
り
に
も
、

ヘ

へ

○
あ
ち
め

と
り
合
せ

と
り
合
せ

お
け

ヘ

ヘ

エ

へ

○
お
け

あ
ち
め

お
け

了
は
る

な
ど
と
出
る
。
古
語
拾
遣
に
は
、

ヘ

へ

も

も

○

ア

ハ
レ
。

ア

ナ

オ

モ
シ

ロ
。

ア
ナ

タ

ノ

シ
。

ア

ナ

サ

ヤ

ケ
。

オ

ケ

淋
端
馳
ポ
賑
其

け

と
も
あ
る
が
、
オ
ケ
の
ケ
と
は
木
の
こ
と
弾
、す
な
わ
ち
拍
子
木
を
打

つ
代
わ
り
の

口
拍
子

(木
)
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
大
相
撲
な
ど
で
、
開
始
や
終
了
を
告
げ
て

拍
子
木
を
打

つ
こ
と
を
今
で
も

「木
が
入
る
」
な
ど
と
言

っ
て
い
る
が
、
催
馬
楽

(10
V

以
外
で
は
オ
ケ
は

「了
り
」
を
告
げ
る
声

で
も
あ
り
、
何
程
か
関
連
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
本
章
の
主
目
的
は
、
右
に
挙
げ
た
以
外
の
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

エ

ヘ

ヘ

へ

○
葛
城
の

寺
の
前
な
る
や
…
…
お
し
と
ど

と
お
し
と
ど

し
か
し
て
ば

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

国
ぞ
栄
え
む

や

わ
家
ら
ぞ

富
せ
む
や

お
お
し
と
ど

と
し
と
ん
ど

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

お

お

し

と

ん

ど

と

し

と

ん
ど

(
43
)

た

な

ぎ

ヘ

へ

○
田
中
の
井
戸
に

光
れ
る
田
水
葱

摘
め
摘
め
あ
こ
め

小
あ
こ
め

た
た

ヘ

ヘ

へ

り
ら
り

田
中
の

小
あ
こ
め

(肘
)

こ

む
ち

あ
や

め

む

や

め

う

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
大
宮
の

西
の
小
路
に

漢
女
子
産
だ
り

さ
漢
女
子
産
だ
り

た
ら
り
や

ヘ

へ

り

ん
た

な

(
56
)

あ
げ
ま
き

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ひ
ろ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
総
角
や

と
う
と
う

尋
ば
か
り
や

と
う
と
う

離
り
て
寝
た
れ
ど
も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ま
ろ
び
合
ひ
け
り

と
う
と
う

か
寄
り
あ
ひ
け
り

と
う
と
う

(
57
)

と

い
う
、

い
ず
れ
も

一
例
し
か
出
な

い
唯
し
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

「葛
城
」

の

「お
お
し
と
ど

と
し
と
ん
ど
」
等
に

つ
い
て
は
歌
垣
と
大
陸
伝
来

の
踏
歌
と
が
習
合
し
た
場
で
の
足
踏
み
の
擬
声
と
し
て
あ

っ
た
こ
と
を
注

(5
)

で
考
察
し
た
。
さ
ら
に
、
「総
角
」

の

「と
う
と
う
」
も
、
催
馬
楽

の
中
で
、
唯

一
後
世
に

「譜
」

で
な
く

「声
」
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
、
能
楽
の

「翁
」
、
お
よ
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な

ら

づ

ひ

び
そ
れ
の
さ
ら
に
古
体
を
伝
え
る
と
見
ら
れ
て
い
る
奈
良
坂
の
古
社
、
奈
良
豆
比

こ古
神
社

「翁
舞
」
の
中
に
、

○
総
角
や

と
ん
ど
や

尋
ば
か
り

や

と
ん
ど
や

と
唱
え
ら
れ
て
伝
わ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
あ
る
場
合
に
は
同
様
な
足
踏
み
の
唯
し

(擬
声
)
と
し
て
あ

っ
た
可
能
性
も
窺

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「と
う
と
う
」
「と
ん

ど
と
ん
ど
」
の
ト
を
承
け
る
第
二
音
節

目
の
表
記
を
ウ
と
す
る
か
ン
と
す
る
か
は
、

音
の
切
れ
や
響
き
を
ど
う
把
え

て
表
記
す
る
か
に
す
ぎ
ず
、
実
音
の
擬
声
と
し
て

は
第

一
音
節

よ
り
軽

い
も

の
で
あ

る
。
な

お
、
催
馬
楽

の
原
表
記

の
ン
は
、

ロ
ン

ト
ン

リ
ン

ム

ウ

「論

・
屯

・
輪
」
と
い
う
承
接
音
と

一
体

の

一
字
の
表
記
で
、
「元
」
や

「宇
」
と

は
異
な

っ
て
単
独
音
節
扱
い
と
は
な

っ
て
い
な

い
。

と
こ
ろ
で

「と
う
と
う
」
は
、
梁
塵
秘
抄
以
降
の
中
世
文
献
で
は
、
巫
女
な
ど

が
手
で
今
普
通
に
言
う
と
こ
ろ
の
鼓

を
打

つ
擬
声
と
し
て
、
し
ば
し
ば
見
え
る
も

の
で
あ
る
。

一
方
、
古
事
記
中
巻
に
は
、
吉
野
の
国
主
等
が
、

○
横
臼
を
作
り
て
、
其
の
横
臼
に
大
御
酒
を
醸
み
、
其
の
大
御
酒
献
る
時
、
臣

ヘ

ヘ

ヘ

へ

鼓
を
撃
ち
、
伎
し
て
歌
ひ
て
曰
く
、

(仁
徳
)

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の

「
口
鼓
」

は
、
古
代
文
献
中
の
孤
例
だ
が
、
同
様
の

伝
承
を
書
紀
で
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
則
ち
口
を
打
ち
て
仰
ぎ
咲
ふ
。
今
国
櫟
、
土
毛
を
献
る
日
に
、
歌
詑
り
て
即

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ち
口
を
撃
ち
仰
ぎ
咲
ふ
は
、
蓋
し
上
古
の
遺
則
な
り
。

(応
神
紀
十
九
年
)

と
も
記
し
て
い
る
。
「
口
鼓
」
を
撃

つ
と
は
、
要
す
る
に
口
で
鼓
を
打

つ
よ
う
な

わ
ざ
を
ぎ

音
を
出
し
て
伎
し
て
神
を
招
き
祝
く

の
だ

ろ
う
。
江
戸
期
に
は

「口
三
味
線
」
と

い
う
言
い
方
も
あ

っ
た
が
、
「
口
笛
」

が
ど
う
す
る
こ
と
か
は
説
明
を
要
し
な
い
。

ツ
ヅ
ミ
の
ツ
は
、
現
代
の
発
音
は
や
や
転
化
し
た
も

の
で
、
本
来
は
タ

・
テ

・

ト
と
同
様
に
上
歯
茎
を
舌
端
面
で
打

っ
て
出
す
声
で
、
現
代

の
表
記
に
宛
て
る
と

え

ト

ゥ

に
相

当

す

る
声

だ

っ
た

と

見
ら

れ

る

か

ら

、
笛

が

「
プ

ー
枝

」

だ

っ
た

の
と

同

様

、

「
ト

ゥ
ト

ゥ
み

(
身

?

)
」

と

し

て

、
も

と
も

と

擬

声

的

な
命

名

だ

っ
た

の

で

あ

る

。

「
ト

ゥ

ン
ト

ゥ

ン
」

「
ド

ゥ

ン
ド

ゥ

ン
」

と

、

口
を

す

ぼ

め
鼻

に
か

け

て

つ
よ

く

発

音

し

て
み

る

と

、

鼓

や
太

鼓

の
音

に
か

な

り

近

い
感

じ
が

す

る
。

万

葉

集

に

は

、

と
と
の

へ

い
か
つ
ち

○

斉
ふ
る

鼓
の
音
は

雷
の

声
と
聞
く
ま
で

(
一
九
九
)

へ

よ

○
時
守
の
打
ち
鳴
す
鼓
数
み
み
れ
ば

(二
六
四

一
)

と
あ

っ
て
、
鼓
は
、
遠
雷
の
よ
う
に
響
き
わ
た
る
、
今

い
う
大
太
鼓
を
言

っ
た
よ

う
で
も
あ
る
。
と
ま
れ
、
「と
う
と
う
」
「と
ん
と
ん
」
と

い
っ
た
離
し
詞
は
、
口

鼓
や
足
踏
み
の
擬
声
に
発
し
た
も
の
と
し
て
、
列
島
古
来
の
も
の
で
あ

っ
た
と
推

察
さ
れ
る
。

他
方
、
「総
角
」

の
直
前
の

「
た
ら
り
や
り
ん
」
と

い
う
独
特
の
唾
し
を
も

つ

歌
の

「大
宮
の
西
の
小
路
」
の

「漢
女
」
1

漢
人
と
は
、

ヘ

へ

○
住
吉
の
は
づ
ま
の
君
が
馬
乗
衣

さ
ひ
づ
ら
ふ
漢
女
を
す
ゑ
て
縫
へ
る
衣
ぞ

(万

一
二
七
三
)

と
、
旋
頭
歌
に
も
歌
わ
れ
、
雄
略
紀
に
は
、

〇
十
四
年
春
正
月
丙
寅
の
朔
戊
寅
、
身
狭
村
主
青
等
、
呉
国
の
使
と
共
に
、
呉

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
献
れ
る
手
末

の
才
伎
、
漢
織
、
呉
織
及
び

(漢
の
)
衣
縫
の
兄
媛

・
弟
媛

を
将
て
、
住
吉
津
に
泊
る
。

等
々
と
伝
え
ら
れ
て
以
来
、
大
陸
風
の
様
々
な
衣
服
の
仕
立
て
普
及
に
大
い
に
関
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係
し
た
と
思
わ
れ
る
人
々
で
も
あ
る
。
古
語
拾
遺
の
記
述
で
は
、
や
は
り
雄
略
天

皇
の
時
代
、
漢
氏
に
姓
を
賜

っ
て
内
蔵

・
大
蔵
と
し
、
秦

・
漢
の
二
氏
に
ウ
ヅ
高

い
諸
国
の
貢
調
を
納
め
た
大
蔵

・
内
蔵

の
管
理
を
ゆ
だ
ね
た
の
で
あ

っ
た
と
も

い

・つ
。ま

た

一
方
、
持
統
紀
に
見
え
る
、

○
是
日
漢
人
等
奏
踏
歌

(七
年
正
月
十
六
日
)

○
漢
人
奏
踏
歌
。
/
唐
人
秦
踏
歌
。

(
八
年
正
月
)

と

い
う
記
事
の

「漢
人
」
と
踏
歌
と

の
か
か
わ
り
も
注
目
さ
れ
る
。
踏
歌
は
、
書

紀
で
は
こ
れ
以
上
の
詳
記
は
な

い
が

(後
の
伊
呂
波
字
類
抄
に
は
天
武
三
年
に
始
ま
っ

た
由
の
記
が
あ
る
)
、
続
紀
に
な
る
と
、

○
百
官
主
典
已
上
陪
従
踏
歌
。

(聖
武
天
平
二
年
正
月
十
六
日
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

O
少
年
童
女
踏
歌
。
(天
平
十
四
年
正
月
十
六
日
)

ヘ

へ

○
踏
二
歌
歌
頭
女
嬬
忍
海
伊
太
須
…
・:

(孝
謙
天
平
勝
宝
三
年
正
月
十
六
日
)

○
奏
二
内
教
坊
踏
歌
於
庭
「。

(淳
仁
天
平
宝
子
三
年
正
月
十
八
日
)

○
奏
二
唐

.
高
麗
楽
及
内
教
坊
踏
歌

一。
(称
徳
神
護
景
雲
元
年
十
月
廿
四
日
)

○
賜
二唐
及
新
羅
使
、
射
及
踏
歌

一。

(光
仁
宝
亀
十

一
年
正
月
十
六
日
)

と
、
折
々
記
事
が
あ
り
、
次
第
に
そ

の
歌
舞
の
担
い
手
が
移

っ
て
、
天
武

・
持
統

朝
か
ら
百
年
を
経
ず
し
て
、
宮
中
内
教
坊

の
所
轄
に
な
る
正
月
儀
式
と
い
う
ば
か

り
で
な
く
、
大
仏
開
眼
や
外
国
使
節
接
待

の
式
舞
と
し
て
も
行
わ
れ
、
以
後
平
安

宮
廷
の
雅
び
た
男

・
女
の
踏
歌
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
行

っ
た
。

し
か
し
、
漢
人

(女
)
の
伝
え
た
当

初
の
踏
歌
は
、
釈
日
本
紀
巻
十
五
述
儀
十

一
に
、

○
私
記
日
、
今
俗
日
二
阿
良
礼
走

一。

と
、
ア
ラ
レ
バ
シ
リ
と
も
和
称
さ
れ
た
よ
う
な
、
あ
ら
れ

(電

・
蔽
)
が
地
を

「う
ち
」
「た
ば
し
る
」
よ
う
な
激
し
い
動
き
、
あ
る
い
は
、
彼
地
で
の

「連
手
而

歌
、
踏
地
以
為
節
」

(資
治
通
鑑

唐
則
夫
紀
註
)
と
い
っ
た
足
踏
み
や
天
を

つ
く

「鼓
鳴
」
、
「
万
春
楽
」
の
反
唱
な
ど
も
伝
え
、
も

つ
と

エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
も
の

ハれ
　

だ

っ
た
と
思
わ
れ
る

。
神
社
に
伝
承
さ
れ
た
神
事
踏
歌
に
は
、
農
鼓

(熱
田

バま

社
)

・
太
鼓

(鹿
島
社
)
な
ど
を
打

つ
場
合
も
あ

っ
た
と
い
う
。
他
方
、
民
間
に

流
れ
た
も

の
に
対
し
て
は
、
天
平
神
護
二
年

(七
六
六
)
に
は

「禁
断
両
京
畿
内

踏
歌
事
」
と

い
う
太
政
官
符

(類
聚
三
代
格
巻
十
九
)
も
出
さ
れ
、
禁
令
は
平
安
期

に
も
及
ん
で

「凡
京
都
踏
歌
、

一
切
禁
断
」
(延
喜
式
巻
第
四
+
一
弾
正
台
)
と
も
あ

る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
古
来
の

「歌
垣

・
か
が
ひ

・
そ
ひ
」
な
ど
の
ど
こ
か
に
あ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
ア
ラ
レ
バ
シ
リ
が
、
外
来
新
風
の
踏
歌
の
呪
的
な
迫
力
を
習

合
さ
せ
、
上
を
お
そ
れ
さ
せ
る
ほ
ど

一
気
に
広
が

っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
延
喜
式
に
は
、
ま
た
、

O
凡
鼓
吹
雑
生
習
業
所
須
。
鉦

一
。
大
鼓

一
面
。
楯
領
鼓
二
面
。
多
良
羅
鼓
四

面
。
答
鼓

一
面
。
大
角
二
十
口
。
…
…

(第
四
十
九
兵
庫
寮
中
)

と
い
う
記
事
が
あ

っ
て
、
こ
の
多
良
羅
鼓

・
答
鼓
と
い
う
の
は
、
タ
ラ
ラ

・
ト
ウ

と

い
う
擬
音
を
示
す
よ
う
で
、
催
馬
楽
の

「
大
宮
」
「総
角
」
の
離
し
と
の
符
合

が
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
ど
ん
な
鼓
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

和
名
抄
に
は
、
十
巻
本

(巻
六
)

・
二
十
巻
本

(巻
四
)
共
に
、

O
鼓
ッ
ッミ
・
大
鼓
オ
ホ
ッッ
ミ
・
措
鼓
スリ
ッ
ぎ
、
・
鞠
鼓

〈
答
膿
鼓
〉

・
農
鼓
プ
リ
ッ
ッ
ミ
・

腰
鼓
月
〃
粥
　い。
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と
い
う
順
に
鼓
が
並
ぶ
。
冒
頭
に
挙
が
る
た
だ
の
鼓
お
よ
び
大
鼓
は
、
先
述
の
こ

と
か
ら
考
え

て
列
島
土
着
の
も

の

(今
に
い
わ
ゆ
る
和
太
鼓
〉、
措
鼓
以
下
は
到
来

物
の
よ
う
で
あ
る
が
、
延
喜
式
の
両
鼓
と
ど
う
か
か
わ
る
の
か
、
こ
れ
だ
け
で
は

不
明
で
あ
る
。
時
代
は
少
し
下
る
が
、
古
今
著
聞
集
巻
十
三
祝
言
第
二
十

の

「仁

平
二
年
正
月
鳥
羽
法
皇
五
十
算
の
御
賀

の
事
」
で
は
、
御
賀
の
楽
行
事

の
楽
人
を

列
挙
し
て
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○

楽

人

、

左

、
皇

后

宮

亮

師

国

朝

臣

輻

鼓

、

治

部

大

輔

雅

頼

措

鼓

、

…

…

笙

、

…

…

箏

築

、

…

…

笛

、

…

…

太

鼓

、

…

…

鉦

、

右

、

…

…

か

く

そ

侍

り

け

る
。

タ

ラ

ラ

タ
フ

と
記
し
て
い
る
。
三
本
見
比
べ
て
み
る
と
、
延
喜
式
の

「多
良
羅
鼓

・
答
鼓
」
は
、

和
名
抄

・
著
聞
集
に
い
う

「措
鼓

・
鞠
鼓
」

の
擬
声
的
な
名
で
あ
る
可
能
性
が
つ

ば
ち

よ

い
。
輻
鼓
は
、
現
在
も
雅
楽
の
主
要
楽
器
と
し
て
、
桿
で

「ト
ン
ト
ン
」
と
打

奏
さ
れ
て
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
措
鼓
の
方
は
、
鎌
倉
以
後
、
急
速
に
廃
れ
現
伝
し

ス

リ

ツ

ヅ

ミ

て
い
な
い
。
和
名
抄
の
注
に
は
、
「
措
摩
也
。
俗
云
須
利
都
々
美
」
と
あ
る
の
だ

す

な

が
、
た
だ

「措
り
摩
で
」
て
も
た
い
し

た
音
が
出
る
と
も
思
え
な
い
が
、
ど
ん
な

奏
法

・
奏
音
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

唐
風
俗
の
奏
楽
図
で
著
名
な
信
西
古
楽
図
で
は
、
能
楽
の
太
鼓
風
の
も
の
を
胸

の
前
で
水
平
に
持

っ
て
、
片
手
の
指
を
丸
く
屈
め
て
当
て
て
い
る
の
が
措
鼓
と
し

て
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
や
は
り
本
邦
の
措
鼓
奏
楽
像
と
し
て
稀
少
な
例
で
あ

(13
)

る
.
・平
等
院
鳳
鳳
堂
の
中
堂
内
部
壁

面
を
飾
る
音
声
菩
薩
彫
像
で
は
、
指
を
揃
え

て
伸
し
皮
の
周
辺
部
を
撫
で
さ
す
る
風

に
彫
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
か
ら
推
測
す

す

る
に
、
屈
め
た
五
指
を
弾
い
て
い
わ
ば
タ
ラ
ラ
と
打

っ
た
後
、
指
を
伸
し
て
措

っ

て
震
動
を
調
節
す
る
と
い
っ
た
微
妙
な
奏
法
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
鎌
倉
期
の
楽

書
教
訓
抄
に
は
、
「其
唱
警

鎌

鈎

犠

二璽

.
ご

と
も
あ
有

措
鼓

・
輻
鼓
な
ど
が
、
踏
歌
と
並
び
漢
人

・
唐
人
の
も
た
ら
し
た
も
の
な
ら
ば
、

本
元

の
階
書

・
唐
書
の
、
「音
楽
志

・
礼
楽
志
」
等
に
手
が
か
り
を
探

っ
て
み
よ

う
。
大
部
詳
細
な
そ
れ
ら
の
記
述
に
よ
る
と
、
当
時
、
中
原
か
ら
南
方
願

(ビ
ル

マ
)
ま
で
を
席
捲
し
て
い
た
音
楽

・
舞
踏
の
中
心
は
、
実
は
西
域
に
発
し
た
亀
菰

楽
で
あ

っ
た
。
往
時
の
亀
菰
国
の
繁
栄
を
あ
り
あ
り
と
伝
え
残
す
キ
ジ
ル
石
窟
の

(
14
)

千
仏
画
は
、
現
在
立
派
な
写
真
集
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
日
本
語
版

中
の
娩
士
宏

「
キ
ジ
ル
石
窟
壁
画
の
楽
舞
形
像
」
に
よ
る
と
、
様

々
な
楽
舞
像
の

中
に
二
十
余
種
の
楽
器
が
識
別
で
き
る
と

い
う
。
鼓
に
関
し
て
は
、
大
鼓

・
鶏
婁

鼓

・
掲
鼓

・
答
脳
鼓

・
腰
鼓

・
毛
員
鼓
な
ど
が
指
摘

・
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、
う

ち
、
和
名
抄
に
出
る

「答
臓
鼓
」
に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。

答
膿
鼓

〈
通
典

〉
に
よ
る
と
、
「答
膿
鼓
の
制
は
、
謁
鼓
よ
り
広
に
し
て
短
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

た

た

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

指
を
以
て
措
く
。
其

の
声
甚
だ
震
う
。
俗
に
之
を
措
鼓
と
謂
う
」
と
あ
る
。

壁
画
に
は
3
例
を
見
る
が
、
う
ち
2
例
は
器
形

・
奏
法
と
も
文
献
の
記
述
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

合
致
す
る
。
す
な
わ
ち
鼓
胴
は
平
だ

い
円
形
で
、
両
端
に
皮
革
を
か
ぶ
せ
、

ヘ

ヘ

へ

ひ
も
で
相
互
に
強
く
締
め
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。
演
奏
者
は
こ
れ
を
首
に
掛

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

コ
ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

け
両
手
を
用
い
て
上
下
か
ら
弾
敲
す
る
の
で
あ
る
。
(傍
点
は
木
村
)

和
各
抄
に
は
、
答
膿
鼓
は
輻
鼓
の
別
名
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
す
で
に

狩
谷
液
斎

の
箋
注
倭
名
で
も
、.
通
典
を
弾

い
て
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

タ

ラ

ラ

答
臓
鼓
は
措
鼓
の
方
で
、
タ

フ
ロ
フ
と
は
要
す
る
に

「多
良
羅
」
と
同
じ
く
、
擬

音
的
な
亀
菰
名
の
音
訳
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
晴
書
音
楽
志
下
に
記
さ
れ
る
帝
の
定
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め
た
七
あ

る
い
は
九
の

「楽
部
」
の
う

ち
、

キ
ジ
ル
石
窟

答
臆
鼓
を
も

つ
の
は
、
高
日日
・
亀
蔓
と

そ
の

隣
の
疏
勒

(カ
シ
ュ
ガ
ル
)
と

い
っ
た
西
域

〔15
)

(西
戎
)
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
挑
氏
掲
載

の
壁
画
模
写
図
の
二
例
で
は
、

い
ず

れ
も
指

を
大
き
く
広
げ
、
両
面
か
ら
十
本
の
弾
指
に

磯
鐸
謳
蔀
霧
鴇

ρ

せ
る
も
の
だ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
そ

れ
が
、
信
西
古
楽
図
の
よ
う
な

「大
唐
楽
器
」

(西
大
寺
資
材
帳
)
と
な

っ
て
本
邦
に
渡
来
し

信
西
古
楽
図

た
中
で
、
漢
訳

「措
」
が
も

っ
ぱ
ら

「す
る
」

と
訓
ま
れ
た
り
』

さ
ら
に
時
代
が
下

っ
て

階

鼠

平
安
盛
時
と
も
な
る
と
、
し
だ

い
に
そ
の
ス

リ
鼓
と

い
う
名
称

(訓
み
)
に
連
れ

て
穏
や

か
な
国
風
の
奏
法
に
変
わ

っ
て
し
ま

い
、
宮

廷
楽
器
ら
し

い
微
妙
な
音
で
は
あ
る
が
、
鼓

本
来
の
迫
力
を
喪
失
し
て
衰
退
し
た

の
だ
と

思
わ
れ
る
。

さ
て
、
傍
証
が
長
く
な

っ
た
が
、
本
題
は
、

こ
む
ち

あ
や

め

む

○
大
宮
の

西
の
小
路
に

漢
女
子
産
だ
り

ヘ

へ

り

ん

た

な

(
56
)

23答 腫 鼓 第38窟Za答 腰鼓 第135窟
コ〆イ罵

や

め

ヘ

ヘ

ヘ

へ

 さ
漢
女
子
産
だ
り

た
ら
り
や

と

い
う
離
し
に
つ
い
て
で
あ

っ
た
。
こ
の
列
島
古
来
の
離
し
声
と
は
と
て
も
思
え

な

い
も
の
が
、
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
催
馬
楽
に
入
り
こ
ん
だ
か
の
背
景
は
、

お
お
よ
そ
右
に
述
べ
た
よ
う
な
次
第
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
期

の
踏

歌
を
伝
え
た
漢
人

・
唐
人
が
、
鼓
を
用

い
て
い
た
に
せ
よ

い
な
か

っ
た
に
せ
よ
、

答
腫
鼓

(タ
ラ
ラ
鼓
)
の
口
鼓
風
に
唱
え
た

「
タ
ラ
リ
ヤ
リ
ン
」
と
い
っ
た
も
の

が
、
そ
の
耳
新
し
く
魅
惑
的
な
音
と
リ
ズ
ム
と
動
作
に
よ
っ
て
、
た
ち
ま
ち
真
似

ら
れ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「漢
女
」
を
歌
う
唯
し
と
し
て
こ
そ
ふ
さ
わ

し
い
も
の
で
、
お
そ
ら
く
、
漢
女
役
を
中
に
据
え
て
ト
ウ
ト
ウ
と
足
踏
み
し
て
寄

せ
た
後
、
「
タ
ラ
リ
ヤ
リ
ン
」
タ
ナ

(と
な
?
)
と
ア
ラ
レ
バ
シ
リ
で
四
散
す
る

(16
)

風
の
所
作
を
伴

っ
た
、
擬
声
的
な
嘩
し
と
い
う
の
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ

の
よ
う
な
軽
快
可
憐
な
足
踏
み
足
つ
か

い
は
、
本
来
少
女
た
ち
な
ら
で
は
の
も
の

で
、
お
そ
ら
く
、

コな

ぎ

ヘ

へ

○
田
中
の
井
戸
に

光
れ
る
田
水
葱

摘
め
摘
め
あ
こ
め

小
あ
こ
め

た
た

ヘ

ヘ

へ

り
ら
り

田
中
の
小
あ
こ
め

(
54
)

も
、
小
あ
こ
め

(少
女
)
を
歌
う
嚇
し
と
し
て
、
や
や
変
じ
て
用
い
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
「
タ
ラ
リ
ヤ
リ
ン

・
タ
タ
リ
ラ
リ
」
と
は
、
そ
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
大

陸
の
踏
歌
の
ア
ラ
レ
の

一
粒
二
粒
が
、
此
の
地
ま
で
大
き
く
跳
ね
こ
ぼ
れ
た
よ
う

に
し
て
残

っ
た

「声
」
で
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。

後
白
河
院
の
催
馬
楽
に
つ
い
て
の
最
後
の
記
述
、

○
さ
い
ば
ら
は
、
お
ほ
や
け

・
わ
た
く
し
の
う
る
は
し
き
あ
そ
び
の
琴
の
音

・

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

琵
琶
の
緒

・
笛
の
音
に
つ
け
て
、
わ
が
国
の
し
ら
べ
と
も
な
せ
り
。

(口
伝
集

巻
第

こ
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と
い
う
、
あ
た
か
も
措
鼓
奏
法

の
変
化
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
調
べ
の
宮

び
た
国
風

へ
の
変
化
と
は
、
当
然
、
尚
侍
広
井
女
王
か
ら
口
承
し
た
公
家
の
男
た

ち
の
中
か
ら
真
仮
名
に
書
き
取
ら
れ

て
声

が
固
定
し
た
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

ひ
と

れ
以
前

の
、
声

の
み
に
よ
る
奈
良
朝

の
サ
イ
バ
ラ
は
、
列
島
各
地

の
他
の
国
の

様
々
な
調
べ
の
上
に
、
大
蔵

・
内
蔵

に
ゆ
か
り
の
深

い
漢
人
た
ち

の
古
い
調
べ
、

伝
え
ら
れ
て
程
な
い
亀
菰
楽
風
の
踏
歌
の
調
べ
な
ど
の
混
然
と
し
た
、

一
種

エ
キ

ゾ
チ

ッ
ク
な
調
べ
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
奈
良
の
京
の
サ
イ
バ
ラ
と
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

マ

○
引
馬
野
に
に
ほ
ふ
榛
原

入
り
乱
れ
衣
に
ほ
は
せ
旅
の
し
る
し
に(万

五
七
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
白
管
の
真
野
の
榛
原

心
ゆ
も
思
は
ぬ
吾
れ
し
衣
に
措
り

つ(万

一
三
五
四
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
伊
香
保
ろ
の
ソ
ヒ
の
榛
原

ね
も
こ
ろ
に
奥
を
な
か
ね
そ
ま
さ
か
し
よ
か
ば

(万

三
四
〇
九
)

(
17
)

と
い
っ
た
ソ
ヒ
の
榛
原

の
性
愛
開
放

の
場
の
感
性
を
繁
栄

の
み
や
こ
に
持
ち
込

み
、
そ
こ
に
流
入
交
錯
す
る
様
々
な

人
の
声
も
調
べ
も
情
感
も
自
在
に
と
り
込
ん

で
上
下
群
唱
さ
れ
て
い
た
。

(
路
)

奈
良
豆
比
古
神
社

「翁
舞
」

の

「
ト
ウ
ト
ウ
タ
ラ
リ
タ
ラ
リ
ラ

タ
ラ
リ
ラ

ラ
リ
ラ
ラ
リ
ト
ウ
」
と

い
う
冒
頭
の
唱
歌
や
、
「総
角
や

と
ん
ど
や

尋
ば
か

り
や

と
ん
ど
や
」
な
ど
の
、
祝
詞
を
朗
ら
か
に
し
た
よ
う
な
明
澄
で
耳
慣
れ
な

い
独
特

の
節
ま
わ
し
が
、
果
た
し
て
そ

の

一
縷
の
面
影
を
伝
え
た
も
の
か
ど
う
か
、

今
と
な
っ
て
は
知
る
よ
し
も
な
い
。

注

へ

(1
)
万
葉
集

歌

「
い
で
あ
が
駒
早

く
行

き

こ
そ
亦
打
山

待

つ
ら
む
妹

を
行
き

て
は

や
見

へ

む

」

(=
=

五
四
)

の

「
待

つ
ら
む
妹
を

」
が

「
待

つ
ら
む
人
を
」

と
な

っ
て
、
古
今

ヘ

へ

集

風

の
言
葉
づ

か
い
に
変
わ

っ
て

い
る
。

「
催
馬
楽
」
と
字
を
宛

て
た
意
味
づ
け
た
後

ヘ

へ

補

し
た

可
能
性

が
あ

る
。

男

の
独
白
的
な
妻
問

い
の
歌
は
催
馬
楽
に
は
稀
で
も
あ

る
。

の

(
2
)
「
狭
野
」

は
本
来

「
サ
布
」

の
意

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。

「君

が
ゆ
く
道

の
長
手
を

ヘ

ヘ

ヘ

へ

繰

り
畳
ね
」

(三

七

二
四
)
と
は
布
を
扱
う

人

の
発
想
で
も
あ

る
。

サ
の
意

味
に

つ
い

て
は
本
文

で
後

述
。
な
お
、
蔵

部
は
、
大
蔵

で
な
く
内
蔵
を
指
す

こ
と
も
あ
る
が
、

い

ず

れ
に
よ
せ
内
裏
周
辺

の
下
仕
え

の
女
嬬

(め

の
わ
ら
は
)
で
あ

る
。

(
3
)
第

五
十
回

「
正
倉
院
展

図
録
」

(平
成
十
年
)
に
よ
る
。

(
4
)
木
村

「古
代
衣
料
語
彙
と

そ
の
歌

こ
と
ば
」

(奈
良
大
学
紀
要
第

二
十
七
号
)

(
5
)
木
村

「
神
話
記
号
と

し
て
の
母
声

の
伝

承
I
I
古
層
日
本
語
の
融
合
構
造
1

」

(
奈
良

大
学
大
学
院
研
究
年
報
第

四
号
)

(
6
)
催

馬
楽
に
は
、
イ

音
便
と
見
ら
れ
る
も

の
が
こ
れ

の
他

に

「
ま
た

い

(ま

た
ぎ

)
け

む

・
咲

い

(咲
き
)

た
る

(3
)
」
「
押
し
ひ
ら

い

(
ひ
ら
き
)

て
来
ま
せ

(
6
)
」
と

計
四
度
あ

る
。
イ
音
便

の
発
生
は
、
通
説

の
平
安
初
期
よ
り
古

い
可
能
性
が
あ
る
。

そ
め

(
7
)
「
さ

み
緒
」
は

「染
緒
」

の
音
転
と
と
る
通
説
は
、
音

の
上
か
ら
も
意

味

の
上
か
ら
もへ

如
何
だ

ろ
う
か
。

「
さ
ぶ
る
子
」

「う
ら
さ
ぶ
」

の

「
さ
ぶ
」

の
意
も
重
層
す

る

「
さ
び

(錆
)
」

で
、

「さ
び
え

ぼ
し
」

(梁
塵
秘
抄
)
と

い
っ
た
用
法
と
同
類

の
、
「
ツ
ヤ
消

し
」

へ

な

い
し

「
古
び
た
」
緒

の
意

で
あ

ろ
う
。
な
お
、
催
馬
楽

で
は

ア
ヤ
メ
の
郡

(
12
)
↑

ヘ

ア
ヤ

ベ

(漢
部
)
郡
な
ど
と
、

バ
行
音
が

マ
行

音
で
書
き
と
ら
れ
た
傾
向
も
あ

る
。

ヘ

へ

(
8
)
「
距
離
を
ち
ぢ
め

る
」
と

い
っ
た
意

の

「
ち
ぢ
め
」
で
、
辞
書
に
ま

で
と
ら
れ

て
い
る

と

ど

ヘ

へ

「
止
め
」

で
は
な

い
。

「
そ
の
舟
」
を
こ
ち
ら

へ

「
近

よ
せ
よ
」

の
意

で
あ
る
。
な
お
、

「
島

つ
田
」

の

「
島
」
と

は
海

中

の
島

で
は
な
く
、

61
番
歌

に
出
る
山
崎
か
ら
難
波

へ

と
流
れ

て

い
る
淀

川
流
域

に
、
島
本

・
三
島

・
福
島
等
と
今
も
地
名

が
残
る
よ
う
な
、
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地
帯

中
の
島

、
舟
は
水

路
を
漕
ぐ
舟
だ

と
思
わ
れ
る
。

(
9
)

宮
尾

登
美

子
の
小

説

『
蔵
』
の
世
界

の
普
遍
性

で
も
あ
ろ
う
。

(
10
)

江
戸
歌
舞
伎

な
ど

で
は
、
拍

子
木
音
と
し
て

の

「
チ

ョ
ン
」
を
同
様

に
用

い
て
い
る
。

ヘ

マ

(
11
)

「
あ
ら
れ
」
は
、
「
さ

さ
葉

に
う

つ
や
あ
ら
れ

の
た

し
だ

し
に
」

(記

允
恭
)
「
吾
袖

に

ヘ

ヘ

へ

ぬ

筏
た
ば
し

る
」

(万
二
三

一
二
)
と

い
う
よ
う

に
、
古
く

「
う

つ
」

「
た
ば

し
る
」
と

い

う

動
詞
で
承
け

ら
れ
た
も

の
で
あ

る
。

「
み
山

に
は
あ
ら
れ
降

る
ら
し
」
と

い
う

神
楽

冒
頭
歌
、
「あ

ら
れ
降
り

(る
)
」
と

い
う
枕
詞

(
口
碑
)

の
成
立

か
ら
見

て
も
、
何
か

呪

的
な
意

味
が
あ

っ
た

の
だ

ろ
う

。
そ

の

「あ
ら

れ
ふ
り
」
を
枕

に
す

る
香
島
郡

(常

ヘ

ヘ

ヘ

へ

陸
国
風
土
記
)
に
伝
わ

る
歌

垣
歌
に

「
吾
を
見

さ
ば

し
り
」

と

い
う
終
句
が
あ
り

、
「
あ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ら
れ
ば
し
り
」

風
の
所
作
も
あ

っ
た

の
か
も
知

れ
な

い
。
ま

た
、
「
天

の
原
踏

み
と
ど

へ

ゐ

へ

　

ヘ

ヘ

へ

う
か
し
鳴

る
神
も
」

(古
今
七
〇

一
)
か

ら
考
え

る
と
、

雷
鳴
と

鼓
声

・
足
踏
み
に
は
、

共

通
の
呪
性
を
感

じ
て

い
た
可
能
性

が
あ
る
。
自
然

現
象
と
し

て
の
雷
と
筍

(
ア
ラ
レ
)

と

は
、
し
ば

し
ば
相
伴
う
か
ら
、

ア
ラ

レ
は
鳴
神

の

「
お
こ
ぼ
れ
」

と

い
っ
た
あ
た
り

の
と

ら
え
方

が
あ

っ
た
だ
ろ
う

か
。

(
12
)
古
事
類
苑

「
楽
部
部
四

〈
踏

歌

〉」

に
よ
る
。

(
13
)
春

日
大
社
南
都

楽
所
の
笠
置
侃

一
楽
頭

の
教
示
に
よ

る
。

(
14
)
新
彊
ウ
イ

グ
ル
自
治
区
文
物
管

理
委
員
会

・
拝
城
県
キ
ジ

ル
千
仏
洞
文
物

保
管

所
編

『中
国

石
窟

キ
ジ
ル
石
窟

二
』

(平
凡
社

)

(
15
)
敦
煙
莫

高
窟

壁
画

に
も
描

か

れ
る
も

の
が
あ
る
と

い
う
。
庄

壮

「敦

煙

石
窟
音

楽
』

(甘
粛

人
民
出
版
社

)

(
16
)
奈
良

豆
比
古
神

社

「
翁
舞
」

の
黒
色
尉

の
足
つ

か

い
に
は

、
「
ヒ
ャ
ラ
リ

・
ヒ

ャ
ラ

リ

・
ヒ
ャ
ラ

ヒ
ャ
ラ
ヒ

ャ
ラ
リ
」
と

い
う

三

・
三

・
七
拍

子
の
笛

に
合
せ
、
後
退
し
な

が
ら
の
早
足
跳
び
や
片
足
跳
び
が
あ
る
。

三

・
三

・
七
拍

子
は
、
催
馬
楽

「
浅
緑

・
妹

之
門

・
席

田
」

に
独

特

の
リ
ズ

ム
で
も
あ

る
。
な
お
、
歌
舞
伎

の

「
タ
タ
ラ
を

踏
む
」

に
も

つ
な
が

っ
て

い
る
か
も
知
れ
な

い
。

(
17
)

平
安
初

期
、
群
臣

(男
)
は
、
縫
殿
寮

か
ら
賜
わ

っ
た

「
榛
措
衣
」

を
着

て

「踏
歌
」

を
し

て
い
た
と

い
う

(
「内
裏
式
』
群

書
類

従
公
事
部

)。
当
時
す

で
に
な
ぜ
そ
ん
な
物

を
着

る
の
か
不
明
と
な

っ
て

い
た
ら
し
く

、
程
な

く
儀
礼
と

し
て
も
廃
れ
た
由
記
さ
れ

て
い
る
。

(
18
)
前
段

の
白
式
尉

の
謡
は
、

今
様

・
催

馬
楽

・
神
歌

・
朗
詠
そ
し

て
踏

歌
と

い

っ
た
、

平
安
期

の
主
と
し

て
宮
廷

歌
謡
を
綴

り
合

せ

て
成

り
立

っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
さ
ら

に
面
を

つ
け

る
ま

で
は
平
安

後
期

の
今
様

、
面
を

つ
け

て
か
ら

の

「総
角
」

以
降
は
、

古

謡

で
構
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
見

て
と
れ
る
。
「
翁
舞
」

の
文
献

上
の
遠

源
は
、
続

日
本
後
紀

の
仁
明
承
和
十

二
年

(八
四
五
)
正
月
の
条

に
認

め
ら
れ
る
も

の
で
、
能
楽

の

「翁
」
も

、
申
楽
談
義

が
繰
り
返
し

「
神
楽
」

と
し
て
別
格
扱

い
す

る
程

に
、
そ

の

神

さ
び

た
古

さ
の
感
覚
が

伝
承

さ
れ

て

い
た
の
だ

ろ
う
。
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