
『
物
く
さ
太
郎
』
と
和
歌
・
狂
言

佐

谷

眞
木
人

東
山
道
み
ち
の
く
の
末
、
信
濃
の
国
十
郡
の
そ
の
内
に
、
つ
る
ま
の
郡
あ
た
ら
し
の
郷
と
い
ふ
所
に
、
不
思
議
の
男
一
人
侍
り
け

る
。

御
伽
草
子
『
物
く
さ
太
郎
』
は
、
右
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
（
１
）
。
こ
の
「
不
思
議
の
男
」
は
名
を
「
物
く
さ
太
郎
ひ
じ
か
す
」

と
言
っ
た
。
竹
を
四
本
立
て
て
薦
を
か
け
た
粗
末
な
小
屋
に
住
み
、
人
か
ら
も
ら
っ
た
餅
が
道
に
転
が
っ
て
も
拾
い
に
行
か
な
い
ほ
ど

の
、
も
の
く
さ
で
あ
っ
た
。
偶
然
、
通
り
か
か
っ
た
地
頭
に
餅
を
拾
う
よ
う
頼
ん
で
面
白
が
ら
れ
、
そ
の
後
は
地
頭
の
命
令
で
村
人
の

扶
持
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
三
年
後
、
村
人
の
懇
請
に
よ
っ
て
、
都
に
長
夫
（
長
期
に
わ
た
る
夫
役
）
に
行
っ
た
太
郎
は
、
別
人
の

よ
う
に
「
ま
め
」
に
な
り
、
長
夫
を
終
え
た
後
は
、
和
歌
の
才
能
を
発
揮
し
て
美
し
い
女
房
を
手
に
入
れ
る
。
系
図
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

実
は
太
郎
は
、
仁
明
天
皇
の
曾
孫
に
当
た
る
高
貴
な
血
筋
の
人
物
で
あ
っ
た
。
か
く
て
太
郎
は
甲
斐
信
濃
両
国
の
総
政
所
と
な
り
、
死

後
は
「
お
た
が
の
大
明
神
」
と
現
れ
た
と
い
う
。

こ
の
作
品
は
、
御
伽
草
子
の
中
で
も
有
名
な
も
の
の
一
つ
で
、
こ
れ
ま
で
に
数
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
中
で
も
古
典
的
な
論
文

に
、
佐
竹
昭
広
「
物
く
さ
太
郎
（
２
）
」
が
あ
る
。
佐
竹
は
こ
の
論
考
で
、
田
舎
で
の
太
郎
の
「
も
の
く
さ
」
と
、
都
で
の
太
郎
の
「
ま
め
」

が
性
格
と
し
て
断
絶
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
両
者
を
つ
な
ぐ
性
格
と
し
て
、「
も
の
く
さ
の
核
心
に
は
「
の
さ
」
な
る
心
が
あ
る
」
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と
指
摘
し
、
太
郎
を
「
の
さ
者
」
と
規
定
し
た
。「
の
さ
」
と
は
、
佐
竹
に
よ
れ
ば
「
の
さ
ば
る
」
心
で
あ
り
、
地
頭
に
餅
を
拾
わ
せ

る
「
横
着
さ
」
に
も
、
都
で
の
積
極
的
な
行
動
に
つ
な
が
る
「
ふ
て
ぶ
て
し
さ
」
に
も
通
じ
る
と
い
う
。
佐
竹
は
、
太
郎
の
人
物
像
に

「
不
羈
奔
放
」
で
「
た
く
ま
し
い
」
中
世
庶
民
像
を
見
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
佐
竹
の
論
は
、『
物
く
さ
太
郎
』
の
本
文
中
に
「
の
さ
」
な
る
言
葉
が
一
度
も
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
太
郎
の
性
格
を

「
の
さ
」
と
規
定
す
る
客
観
的
根
拠
が
何
も
な
い
、
と
い
う
致
命
的
な
欠
陥
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中
世
の
庶
民
像
を
「
た
く
ま
し

く
、
ふ
て
ぶ
て
し
い
」
と
す
る
の
も
、
過
剰
な
思
い
入
れ
に
過
ぎ
な
い
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
杜
撰
な
論
考
が
広
く
一
般
に
支

持
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
と
い
う
「
時
代
の
気
分
」
の
結
果
だ
っ
た
と
し
か
、
今
日
で
は
言
い
よ
う
が
な
い
。

一
方
、
桜
井
好
朗
は
こ
の
作
品
を
「
本
地
物
」
と
し
て
、
神
話
的
側
面
に
着
目
し
た
（
３
）
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
を
「
本
地
物
の
パ

ロ
デ
ィ
」
と
し
て
「
笑
い
」
の
側
面
か
ら
読
み
解
い
た
論
考
に
、
信
多
純
一
（
４
）
と
小
松
和
彦
（
５
）
の
論
が
あ
る
。
特
に
小
松
は
構
造
分
析
の
手

法
を
用
い
て
、
笑
い
の
要
素
を
抽
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
パ
ロ
デ
ィ
説
に
対
し
て
は
、
砂
川
博
（
６
）
、
徳
田
和
夫
（
７
）
の
批
判
が
あ
る
。
徳
田
は
「
こ

れ
を
「
本
地
物
の
パ
ロ
デ
ィ
」
と
い
う
の
な
ら
、
御
伽
草
子
の
本
地
物
の
過
半
は
パ
ロ
デ
ィ
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
す
る
。
こ

の
、
太
郎
の
宗
教
的
性
格
を
重
視
す
る
か
、
道
化
者
的
性
格
に
着
目
す
る
か
と
い
う
論
争
は
、
そ
の
後
の
再
反
論
が
な
い
ま
ま
に
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
読
み
の
レ
ベ
ル
の
違
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
い
ず
れ
か
一
方
が
正
し
い
と
は
い
え
な
い
と
私
は
考
え
る
。
例

え
ば
、
浅
見
和
彦
は
『
物
く
さ
太
郎
』
の
作
中
歌
に
三
輪
山
神
話
の
影
響
を
読
み
取
っ
て
い
る
（
８
）
。「
笑
い
」
を
主
題
と
し
た
作
品
の
深

層
に
、
神
話
的
側
面
を
認
め
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。『
物
く
さ
太
郎
』
は
笑
い
を
主
題
と
し
て
い
る
と
も
、
本
地
物
で
あ

る
と
も
、
い
っ
て
よ
い
。
太
郎
に
「
道
化
的
性
格
」
を
認
め
た
信
多
・
小
松
両
氏
の
論
は
、
再
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
そ
の
あ
と
は
歴
史
学
の
分
野
か
ら
優
れ
た
分
析
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、「
あ
た
ら
し
の
郷
」
に
お
け
る
太
郎
の
姿
は
、

当
時
の
乞
食
と
同
じ
だ
と
い
う
、
藤
木
久
志
（
９
）
、
黒
田
日
出
男
（
１０
）
の
論
考
は
注
目
に
値
す
る
。
藤
木
は
、
太
郎
の
よ
う
な
「
乞
食
」
を
村
で

養
う
制
度
が
、
当
時
の
社
会
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
本
作
品
の
分
析
に
欠
か

す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
注
釈
的
な
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
作
品
全
体
の
分
析
に
は
結
び
付
い
て
い
な
い
（
１１
）
。
問
題
は
全
体
を

（ 2 ）



読
み
解
く
際
に
、
こ
れ
ら
の
知
見
を
い
か
に
有
効
に
活
用
で
き
る
か
で
あ
ろ
う
。

一

以
上
の
よ
う
に
先
行
研
究
を
整
理
し
た
上
で
、
問
題
の
所
在
を
基
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
考
え
直
し
て
み
た
い
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、

こ
れ
ま
で
に
示
し
て
き
た
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
特
に
「
笑
い
」
と
い
う
側
面

か
ら
、
光
を
当
て
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
筆
者
が
な
に
よ
り
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
笑
い
な
が
ら
読
み
、
そ
の
笑
い
の
持
つ
性
格
に
つ
い
て

考
え
た
い
と
思
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
先
行
研
究
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
信
多
・
小
松
両
氏
の
論
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
特
に
後
半
部
の
都
で
の
太
郎
の
性
格
の
分
析
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
「
笑
い
」
の
性
質
を
、
歌
徳
説
話
や
狂
言
と
の
か

か
わ
り
か
ら
論
じ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
作
品
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
も
の
く
さ
し
」
と
い
う
語
が
、
作
品
中
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い

る
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
本
文
中
に
見
え
る
の
は
、
以
下
の
五
箇
所
で
あ
る
。（
カ
ッ
コ
内
は
私
に
補
っ
た
。
以
下
同
じ
）

①

名
を
物
く
さ
太
郎
と
申
事
は
。
國
に
な
ら
び
な
き
ほ
と
の
物
く
さ
し

�
�
�
�

な
り
。

②

物
く
さ
く

�
�
�
�

候
ほ
と
に
。
ぢ
（
地
）
も
、
ほ
し
か
ら
ず
候
。

③

し
ゆ
く
（
宿
）
�
�
を
、
と
を
り
け
る
に
。
さ
ら
に
、
物
く
さ
き

�
�
�
�

事
な
し
。

④

す
こ
し
も
物
く
さ
げ
な
る

�
�
�
�
�
�

け
し
き
も
な
し
。

⑤

人
の
心
も
、
か
く
の
こ
と
く
。
物
く
さ
く

�
�
�
�

共
、
み
（
身
）
は
、
す
ぐ
な
る
物
也
。

右
の
①
は
、
物
く
さ
太
郎
を
紹
介
す
る
記
述
で
、
こ
こ
で
は
「
物
く
さ
し
」
は
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
怠
け
者
」
の
意
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で
あ
る
。
②
、
③
、
⑤
は
形
容
詞
で
、
②
は
、
地
頭
の
「（
地
を
）
と
ら
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
、
物
く
さ
太
郎
の
返
答
。
③

と
④
は
、
物
く
さ
太
郎
が
、
都
に
行
く
途
中
と
都
で
の
描
写
で
、
④
は
「
物
く
さ
げ
な
り
」
と
い
う
形
容
動
詞
化
し
た
も
の
。
⑤
は
結

末
部
分
に
記
さ
れ
た
教
訓
で
あ
り
、
太
郎
を
直
接
描
写
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、「
も
の
く
さ
し
」
は
、
①

で
は
、
太
郎
の
性
格
を
表
し
て
お
り
、
②
と
③
は
太
郎
の
感
情
、
④
は
太
郎
を
外
か
ら
見
た
様
子
、
態
度
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
「
も
の
く
さ
し
」
と
い
う
語
は
、
文
脈
に
応
じ
て
、
性
格
・
感
情
・
態
度
を
そ
れ
ぞ
れ
表
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

①
・
②
に
見
え
る
よ
う
に
、「
あ
た
ら
し
の
郷
」
に
お
い
て
は
太
郎
は
類
い
稀
な
「
も
の
く
さ
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
も
の
く
さ
ぶ
り

は
、
何
に
対
す
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
道
に
転
が
っ
た
餅
さ
え
拾
わ
な
い
よ
う
な
「
も
の
く
さ
」
ぶ
り
は
、
あ
ら
ゆ

る
行
為
に
対
し
て
「
も
の
く
さ
し
」
と
感
じ
て
い
た
と
も
読
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
太
郎
が
村
人
に
説
得
さ
れ
て
、
都
へ
長
夫
に

行
っ
た
の
ち
の
「
ま
め
」
へ
の
変
化
が
説
明
で
き
な
い
。
太
郎
に
は
特
に
「
も
の
く
さ
し
」
と
感
じ
る
事
柄
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。

②
は
、
太
郎
は
通
り
か
か
っ
た
地
頭
か
ら
、「
命
助
か
る
仕
度
を
せ
よ
」
と
言
わ
れ
、
さ
ら
に
「（
地
を
）
取
ら
せ
ん
」
と
言
わ
れ
た

こ
と
に
答
え
た
も
の
だ
。
こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
太
郎
は
田
畑
を
耕
作
す
る
こ
と
を
「
も
の
く
さ
」
く
感
じ
て
い
る
。
次
い
で
地
頭

が
「
商
ひ
を
し
て
過
ぎ
よ
」「（
も
と
で
を
）
取
ら
せ
ん
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
は
、「
今
さ
ら
な
ら
は
ぬ
こ
と
、
知
ら
ん
こ
と
、
な

り
が
た
く
候
」
と
答
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
「
商
ひ
」
は
、
太
郎
に
と
っ
て
「
な
ら
は
ぬ
こ
と
、
知
ら
ん
こ
と
」
で

は
あ
っ
た
が
、「
も
の
く
さ
き
」
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
郎
は
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
「
も
の
く
さ
し
」
と
思
っ
て

忌
避
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
あ
た
ら
し
の
郷
の
村
人
た
ち
の
よ
う
に
、
耕
作
を
し
て
生
計
を
立
て
る
行
為
を
特
に
「
も
の
く
さ
し
」

と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
上
京
後
の
太
郎
の
態
度
の
急
変
を
読
み
解
く
鍵
は
、
こ
こ
に
あ
り
そ
う
だ
。

都
に
着
い
た
太
郎
は
、「
あ
た
ら
し
の
郷
」
に
い
た
間
と
は
異
な
り
、
突
如
と
し
て
「
ま
め
」
な
働
き
者
に
な
る
。
こ
の
「
も
の
く

さ
」
か
ら
「
ま
め
」
へ
の
急
変
は
、
な
ぜ
起
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
変
化
は
佐
竹
の
言
う
よ
う
に
、「
の
さ
」
と
考
え
な
け
れ
ば
理

解
し
が
た
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

先
に
挙
げ
た
「
も
の
く
さ
し
」
の
用
例
に
よ
る
と
、
太
郎
は
も
と
は
性
格
、
感
情
と
も
に
「
も
の
く
さ
し
」
で
あ
っ
た
が
、
③
以
降
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の
、
都
に
行
く
途
中
の
感
情
や
、
都
で
の
態
度
で
は
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
太
郎
は
あ
た
ら
し
の
郷
を
離
れ
る

と
、「
も
の
く
さ
く
」
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
太
郎
の
都
で
の
様
子
を
記
し
た
④
の
箇
所
を
、
詳
し
く
見
て
み
た
い
。

み
や
こ
に
て
の
あ
り
さ
ま
。
し
な
の
ゝ
國
に
は
、
ま
さ
り
け
り
。
ひ
が
し
山
、
に
し
山
。
御
し
よ
（
所
）
だ
い
り
（
内
裏
）、
だ

う
み
や
や
し
ろ
（
堂
宮
社
）。
お
も
し
ろ
く
、
た
つ
と
（
尊
）
さ
、
申
は
か
り
な
し

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

。
す
こ
し
も
物
く
さ
げ
な
る
け
し
き
（
景
色
）

も
な
し
。

右
に
は
、
都
で
の
太
郎
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
「
お
も
し
ろ
く
、
た
つ
と
さ
、
申
は
か
り
な
し
」

の
解
釈
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
は
、「
面
白
の
花
の
都
や
」
と
い
う
中
世
歌
謡
（
１２
）
の
影
響
が
伺
わ
れ
、「
御
所
、
内
裏
、
堂
、
宮
、
社
」
と

い
っ
た
都
の
風
景
を
一
般
的
に
形
容
し
た
表
現
と
読
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
に
触
れ
た
太
郎
の
感
情
を
表
現
し
て
い
る
と
も
読
め

る
。
そ
し
て
、
そ
の
感
情
か
ら
、
次
の
「
す
こ
し
も
物
く
さ
げ
な
る
け
し
き
も
な
し
」
と
い
う
太
郎
の
態
度
が
導
か
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
一
般
的
に
都
は
「
お
も
し
ろ
く
、
た
つ
と
し
」
と
感
じ
ら
れ
る
場
所
で
あ
り
、
太
郎
も
ま
た
そ
う
感
じ
た
た
め
に
、「
も
の
く
さ

く
」
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
太
郎
は
、
召
し
使
わ
れ
た
大
納
言
殿
か
ら
「
か
ほ
ど
、
ま
め
な
る
者
な
し
」
と
い
う
高
い
評

価
を
受
け
る
ほ
ど
、
よ
く
働
く
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
変
化
を
図
式
的
に
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（
場
所
）

（
職
掌
）

（
感
情
）

（
性
格
・
態
度
）

あ
た
ら
し
の
郷

地
を
作
る

も
の
く
さ
し

も
の
く
さ
し

都

大
納
言
殿
の
屋
敷
仕
え

お
も
し
ろ
く
、
た
つ
と
し

ま
め

（ 5 ）



右
の
よ
う
に
比
較
す
る
と
、
都
で
太
郎
の
態
度
が
「
物
く
さ
」
か
ら
「
ま
め
」
に
変
化
す
る
背
後
に
は
、
感
情
に
お
い
て
は
「
も
の

く
さ
し
」
か
ら
「
お
も
し
ろ
く
、
た
つ
と
し
」
へ
の
変
化
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
あ
た
ら
し
の
郷
、
つ
ま
り

田
舎
と
都
と
を
異
な
る
秩
序
に
支
配
さ
れ
た
空
間
と
と
ら
え
る
観
念
が
、
働
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
そ
の
と
き
「
も
の
く

さ
し
」
と
い
う
感
情
の
対
極
に
あ
る
の
は
「
お
も
し
ろ
く
、
た
つ
と
し
」
で
あ
り
、
都
で
太
郎
の
態
度
を
変
化
さ
せ
た
の
は
、
田
舎
に

は
な
い
都
の
「
お
も
し
ろ
さ
」「
た
つ
と
さ
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
田
舎
が
物
く
さ
い
場
所
で
あ
り
、
都
が
面
白
い
場

所
だ
と
い
う
二
元
論
的
対
比
は
、
都
鄙
の
間
に
は
超
え
が
た
い
懸
隔
が
あ
る
と
い
う
心
性
に
導
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
端
的

に
見
え
る
都
鄙
懸
隔
の
心
性
は
、
こ
の
作
品
全
体
を
貫
く
テ
ー
マ
と
い
っ
て
よ
い
。

太
郎
の
次
な
る
変
化
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
長
夫
の
役
目
を
無
事
に
終
え
た
太
郎
は
、「
よ
き
女
房
」
を
具
し
て
、
信
濃
に
下
ろ

う
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
欲
望
は
、
太
郎
が
あ
ら
か
じ
め
、
あ
た
ら
し
の
郷
の
住
人
た
ち
か
ら
吹
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
太
郎
に
独
自
の
欲
望
で
は
な
く
、
村
人
の
想
像
力
か
ら
発
し
た
欲
望
で
あ
る
。
で
は
、
あ
た
ら
し
の
郷
の
人
々
は
、
現
実
に
は
あ

り
え
な
い
法
螺
話
で
太
郎
を
担
い
だ
の
だ
ろ
う
か
？

私
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
御
伽
草
子
に
は
『
さ
い
き
』
（
１３
）『
礒
崎
』
な
ど
、
都
か

ら
よ
き
女
房
を
具
し
て
帰
る
と
い
う
話
形
を
持
つ
も
の
が
、
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
は
都
か
ら
「
よ
き
女
房
」
を
具

し
て
帰
る
と
い
う
行
為
が
、「
困
難
を
伴
う
が
実
現
の
可
能
性
も
あ
る
理
想
」
と
い
う
程
度
の
認
識
と
し
て
村
人
の
間
に
共
有
さ
れ
て

い
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

太
郎
か
ら
、
相
談
を
受
け
た
宿
の
亭
主
は
、
外
見
も
悪
く
、
金
銭
も
持
た
な
い
太
郎
が
女
房
を
得
た
い
と
相
談
す
る
の
に
あ
き
れ
果

て
、「
天
下
の
御
許
し
に
て
あ
る
な
り
」
と
言
っ
て
「
辻
捕
り
」
を
勧
め
る
。「
辻
捕
り
」
と
は
、
一
人
歩
き
の
女
性
を
辻
で
捕
ら
え
る

こ
と
で
あ
り
、
一
種
の
誘
拐
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
は
「
天
下
の
御
許
し
」
ど
こ
ろ
か
、
犯
罪
で
あ
る
。
例
え
ば
『
御

成
敗
式
目
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
（
１４
）
。

道
路
ノ
辻
ニ
於
テ
女
ヲ
捕
フ
ル
事
、
御
家
人
ニ
於
テ
ハ
、
百
箇
日
ノ
間
、
出
仕
ヲ
止
ム
可
シ
。
郎
従
已
下
ニ
至
テ
ハ
、
右
大
将
家

（ 6 ）



ノ
御
時
ノ
例
ニ
任
テ
、
片
方
ノ
鬢
髪
ヲ
剃
除
ス
可
ナ
リ
。
但
シ
法
師
ノ
罪
科
ニ
於
テ
ハ
、
其
時
ニ
當
テ
斟
酌
セ
ラ
ル
可
シ
。

佐
竹
は
こ
の
式
目
の
影
響
下
に
あ
る
、
仁
治
三
年
「
新
御
成
敗
状
」
を
引
い
て
「
世
が
世
な
ら
右
の
禁
制
が
物
を
言
う
。
し
か
し
、

乱
世
の
今
は
違
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
１５
）
が
、
ど
の
よ
う
な
事
実
を
も
っ
て
「
辻
取
り
」
が
「
天
下
の
御
許
し
」
で
あ
る
と
す
る
の
か
、
そ

の
根
拠
が
明
ら
か
で
な
い
。
こ
こ
で
の
太
郎
に
対
す
る
宿
の
亭
主
の
言
葉
は
明
ら
か
に
虚
偽
で
あ
り
、
無
知
な
太
郎
を
謀
っ
た
も
の
と

判
断
し
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
太
郎
は
亭
主
に
ま
ん
ま
と
騙
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、
田
舎
者
が
狡
猾
な
都
人
に
騙
さ

れ
る
と
い
う
笑
い
は
、
御
伽
草
子
と
同
時
代
の
芸
能
で
あ
る
狂
言
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
だ
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
狂
言
『
末
広
が
り
』

で
は
、
主
人
か
ら
「
末
広
」（
扇
の
別
名
）
を
都
に
買
い
に
行
か
さ
れ
た
太
郎
冠
者
が
、
無
知
で
あ
っ
た
た
め
に
都
人
（
素
ッ
破
）
に

騙
さ
れ
て
、
か
ら
か
さ
を
買
っ
て
帰
る
と
い
う
失
敗
談
が
描
か
れ
て
い
る
。
類
似
す
る
内
容
は
狂
言
『
粟
田
口
』
に
も
見
え
、
そ
こ
で

は
粟
田
口
の
刀
を
求
め
て
都
に
行
っ
た
太
郎
冠
者
が
、
刀
で
は
な
く
「
自
分
が
粟
田
口
だ
」
と
名
乗
る
男
を
連
れ
帰
る
と
い
う
滑
稽
談

が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
都
に
出
た
田
舎
者
が
笑
わ
れ
る
の
は
、
狂
言
で
は
ご
く
一
般
的
な
笑
い
の
型
で
あ
る
。

か
く
て
「
辻
捕
り
」
を
実
行
に
移
し
た
太
郎
は
、
清
水
の
社
頭
で
捕
ら
え
た
女
房
か
ら
「
離
せ
か
し
網
の
糸
目
の
繁
け
れ
ば
、
こ
の

手
を
離
れ
物
語
せ
ん
」
と
、
離
し
て
く
れ
る
よ
う
懇
願
す
る
和
歌
を
読
み
か
け
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、「
何
か
こ
の
網
の
糸
目
は
繁
く

と
も
、
口
を
吸
わ
せ
よ
手
を
ば
許
さ
ん
」
と
い
う
珍
妙
な
和
歌
で
答
え
て
い
る
。
右
の
和
歌
は
読
者
の
哄
笑
を
誘
う
箇
所
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
こ
に
見
え
る
よ
う
な
、
あ
か
ら
さ
ま
で
遠
慮
の
な
い
欲
望
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
も
ま
た
、
都
人
か
ら
は
田
舎
者
に
あ
り
が
ち

な
態
度
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、
右
に
続
く
場
面
で
は
、
太
郎
は
都
の
地
理
に
不
案
内
で
あ
っ
た
た
め
に
、
道
に
迷
っ
て
し
ま
い
、
せ
っ
か
く
捕
ら
え
た
女

房
に
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。

女
ば
う
は
、
こ
れ
を
さ
い
ご
と
、
お
ほ
し
め
し
て
、
あ
ん
な
い
は
、
し
ら
せ
給
ひ
た
り
。
あ
な
た
の
か
う
じ
（
小
路
）、
こ
な
た
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の
つ
じ
、
こ
ゝ
か
し
こ
を
、
め
く
り
ち
か
へ
、
に
げ
。
は
る
の
か
ぜ
に
、
花
の
ち
る
ご
と
く
。
に
げ
か
く
れ
給
へ
り
。

物
く
さ
太
郎
、
こ
れ
を
み
て
、「
わ
ご
ぜ
は
い
づ
く
へ
行
ぞ
」
と
て
。
あ
な
た
の
か
う
じ
（
小
路
）
へ
つ
ゝ
と
よ
り
。
こ
な
た
の

つ
じ
へ
、
ゆ
き
あ
ひ
た
り
。
す
き
（
隙
）
を
あ
ら
せ
ず
、
を
ひ
つ
め
け
る
。

有
所
に
て
、
を
ひ
う
し
な
ひ
。
あ
と
へ
か
へ
り
て
。
さ
き
を
み
れ
ど
も
、
人
も
な
し
。
ゆ
き
ゝ
の
人
に
、
と
ひ
け
れ
は
。「
し
ら

ず
」
と
こ
た
へ
て
、
と
を
り
け
る
。

こ
の
場
面
の
描
写
も
ま
た
、
都
に
出
て
き
た
田
舎
者
と
し
て
の
太
郎
の
姿
を
、
浮
き
上
が
ら
せ
る
も
の
だ
。
さ
ら
に
、
女
房
の
行
方

を
尋
ね
た
太
郎
に
対
し
て
、「
ゆ
き
ゝ
の
人
」
が
「
し
ら
ず
」
と
答
え
る
こ
と
も
、
都
会
的
な
人
間
関
係
を
鮮
や
か
に
表
現
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

以
上
に
み
て
き
た
諸
例
か
ら
、
都
で
の
太
郎
の
像
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①

教
養
が
な
く
、
か
つ
、
他
人
の
言
葉
を
信
用
し
や
す
い
た
め
に
、
都
人
に
簡
単
に
騙
さ
れ
て
し
ま
う
。

②

都
で
「
よ
き
女
房
」
を
得
て
、
地
方
に
連
れ
て
帰
り
た
い
と
い
う
欲
望
を
持
ち
、
そ
れ
を
即
座
に
実
行
に
移
す
、
バ
イ
タ
リ
テ
ィ

の
持
ち
主
で
あ
る
。
ま
た
、
自
ら
の
欲
望
を
積
極
的
に
表
現
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
い
。

③

都
の
地
理
に
疎
く
、
や
や
も
す
れ
ば
道
に
迷
っ
て
し
ま
う
。

①
の
教
養
が
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
太
郎
に
和
歌
の
素
養
が
あ
る
と
こ
ろ
が
問
題
と
な
る
の
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後

で
改
め
て
詳
し
く
分
析
し
た
い
。
さ
て
、
右
の
①
〜
③
は
、
太
郎
に
限
ら
ず
、
中
世
末
の
都
に
お
け
る
、
田
舎
者
一
般
の
イ
メ
ー
ジ
と

結
び
つ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
都
で
の
太
郎
の
姿
は
、
都
人
の
視
点
か
ら
田
舎

者
の
太
郎
を
嘲
笑
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
読
者
は
太
郎
を
嘲
笑
す
る
こ
と
で
、
そ
の
背
後
に
あ
る
田
舎

者
一
般
を
笑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
田
舎
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
必
ず
し
も
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
を
反
映
し
た

も
の
で
は
な
く
、
極
端
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
、
戯
画
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
戯
画
化
の
仕
方
は
、
狂
言
の
笑
い
と
近
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似
す
る
も
の
だ
。
こ
の
作
品
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
都
に
出
て
き
た
田
舎
者
を
笑
う
と
い
う
、
狂
言
と
同
質
の
笑
い
を
持
っ
て

い
る
。

つ
ま
り
、「
も
の
く
さ
」
か
ら
「
ま
め
」
に
変
わ
り
、
さ
ら
に
「
辻
捕
り
」
を
す
る
ま
で
に
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
く
太
郎
の

姿
は
、「
の
さ
」
な
ど
と
い
う
作
品
中
に
な
い
語
を
持
ち
込
ま
な
く
て
も
、「
都
鄙
懸
隔
の
心
性
」
と
い
う
補
助
線
を
引
く
だ
け
で
、
鮮

や
か
な
一
貫
性
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
『
物
く
さ
太
郎
』
論
は
、
大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
、
太
郎
に
対
し

て
好
意
的
に
過
ぎ
た
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
作
品
が
誰
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
ま
た
、
誰
が
読
ん
だ
も
の
か
を
想
像
す
れ
ば
、
都
周
辺
の

作
者
・
読
者
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
田
舎
者
が
笑
わ
れ
る
文
芸
が
成
立
す
る
の
は
、
む
し
ろ
自
然
な

成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
作
品
が
、
都
人
が
田
舎
者
を
笑
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
太
郎
が
最
終
的

に
成
功
を
収
め
る
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

二

『
物
く
さ
太
郎
』
が
、
よ
り
成
立
が
古
い
と
考
え
ら
れ
る
御
伽
草
子
『
小
男
の
草
子
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
（
１６
）
。『
小
男
の
草
子
』
は
『
物
く
さ
太
郎
』
よ
り
も
短
い
作
品
で
、
大
和
の
国
の
「
丈
一
尺
ば
か
り
」
の
小
男
が
、
都
に
奉

公
に
出
て
、
清
水
参
詣
の
美
し
い
上
臈
を
見
初
め
、
文
を
送
る
。
小
男
に
会
っ
た
上
臈
は
、
始
め
は
姿
を
見
て
愛
想
を
尽
か
す
が
、
後

に
小
男
の
詠
ん
だ
和
歌
に
感
動
し
て
契
り
を
結
び
、
そ
の
後
は
幸
福
な
生
涯
を
送
っ
た
。
後
に
小
男
は
五
条
天
神
、
女
は
道
祖
神
と
顕

れ
、
恋
の
守
り
神
と
な
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。『
物
く
さ
太
郎
』
と
は
、
主
人
公
の
男
が
京
に
奉
公
に
出
て
、
清
水
寺
で
上
臈
を

見
初
め
、
和
歌
の
功
徳
に
よ
っ
て
契
る
と
い
う
粗
筋
が
一
致
す
る
ほ
か
、
物
語
中
に
用
い
ら
れ
る
和
歌
も
近
似
し
て
お
り
、
両
者
の
間

に
は
緊
密
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

さ
て
、
両
作
品
に
共
通
す
る
、
大
和
や
信
濃
と
い
っ
た
「
田
舎
」
か
ら
上
京
し
た
男
が
、
上
臈
を
得
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
鍵
に
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な
っ
て
い
る
の
が
和
歌
の
功
徳
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
、
両
作
品
に
お
い
て
和
歌
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
し

た
い
。

ま
ず
、『
小
男
の
草
子
』
で
は
、
以
下
の
二
首
が
小
男
と
上
臈
と
結
ぶ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
（
１７
）
。

三
日
月
の
ほ
の
か
に
見
え
て
入
り
ぬ
る
は

そ
ら
や
み
と
こ
そ
言
ふ
べ
か
り
け
り

数
な
ら
ぬ
憂
き
身
の
ほ
ど
ぞ
辛
き
か
な

こ
と
わ
り
な
れ
ば
物
も
言
は
れ
ず

一
首
目
の
歌
は
、
小
男
の
外
貌
を
見
て
姿
を
隠
し
た
女
房
に
対
し
て
、
小
男
が
詠
み
か
け
た
も
の
だ
。
こ
の
歌
で
は
「
空
闇
」
と
「
空

病
み
」
が
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
、「
三
日
月
が
す
ぐ
に
隠
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
あ
な
た
が
姿
を
隠
し
た
の
は
、
空
病
み
（
仮
病
）
で

は
な
い
の
で
す
か
」
と
、
相
手
の
取
っ
た
態
度
を
戒
め
て
い
る
。
こ
の
歌
を
聞
い
た
女
房
は
「
さ
て
も
、
な
り
に
も
似
ぬ
歌
の
お
も
し

ろ
さ
よ
」
と
言
っ
て
、
障
子
の
う
ち
に
小
男
を
招
き
入
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
な
り
」
つ
ま
り
外
見
と
、
和
歌
を
よ
く
詠
む
と
い

う
貴
族
性
の
落
差
が
、
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
て
い
る
。

二
首
目
の
歌
は
、
女
房
の
部
屋
に
あ
っ
た
琵
琶
を
寄
り
倒
し
て
損
な
っ
た
小
男
が
、
そ
の
失
敗
を
詫
び
る
た
め
に
詠
ん
だ
も
の
。
こ

こ
で
も
、「
理
（
こ
と
わ
り
）」
と
「
琴
割
り
」
と
い
う
掛
詞
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
、
女
房
は
「
あ
ら
や
さ
し
や
」
と
小
男
を
許
し
、

「
か
や
う
の
こ
と
も
前
世
の
業
縁
に
て
や
あ
ら
ん
」
と
、
契
り
を
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
も
、
巧
み
な
和
歌
が
二
人
の
仲
を
取
り
持
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
『
物
く
さ
太
郎
』
を
見
て
み
た
い
。
以
下
の
三
首
が
、
女
房
の
屋
敷
を
訪
ね
た
太
郎
の
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

津
の
国
の
難
波
の
浦
の
か
き
な
れ
ば

う
み
わ
た
ら
ね
ど
塩
は
つ
き
け
り

ち
は
や
ぶ
る
か
み
を
使
ひ
に
た
び
た
る
は

わ
れ
を
社
と
思
ふ
か
や
君
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今
日
よ
り
は
わ
が
慰
み
に
何
か
せ
ん

こ
と
わ
り
な
れ
ば
も
の
も
言
は
れ
ず

右
の
一
首
目
は
、
訪
ね
て
き
た
太
郎
を
す
か
し
て
帰
そ
う
と
思
っ
た
女
房
が
、
柿
、
栗
、
梨
に
塩
を
添
え
て
出
し
た
こ
と
に
対
し
て
、

太
郎
が
詠
ん
だ
歌
で
、「
柿
」
と
「
牡
蠣
」、「
熟
み
」
と
「
海
」
が
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
を
聞
い
て
女
房
は
「
あ
な
や
さ
し

の
者
の
心
や
、
泥
の
蓮
、
藁
苞
金
と
は
、
か
や
う
の
こ
と
に
て
も
や
侍
ら
ん
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
汚
ら
し
い
外
見
の
太
郎
が
、

思
い
も
か
け
ず
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
卑
し
い
外
見
と
和
歌
を
詠
む
貴
族
性
と
の
落
差
が
驚
き
を

生
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
二
首
目
は
、
女
房
か
ら
紙
を
与
え
ら
れ
た
太
郎
が
、
詠
ん
だ
も
の
。「
紙
」
と
「
神
」
が
掛
詞
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
歌
を
聞
い
た
女
房
は
、
太
郎
に
小
袖
、
大
口
、
直
垂
、
烏
帽
子
、
刀
な
ど
を
与
え
て
、
室
内
に
招
き
入
れ
て
い
る
。
ま

た
、
三
首
目
は
、
女
房
が
愛
用
し
て
い
た
「
て
ひ
き
ま
る
」
と
い
う
琴
を
、
太
郎
が
転
ん
で
割
っ
て
し
ま
い
、
上
句
を
女
房
が
詠
ん
だ

と
こ
ろ
、
下
句
を
太
郎
が
付
け
て
詫
び
た
も
の
。
こ
の
、
下
句
は
先
の
『
小
男
の
草
子
』
と
同
じ
で
、「
理
」
と
「
琴
割
り
」
が
掛
詞

に
な
っ
て
お
り
、
歌
に
よ
っ
て
琴
（
琵
琶
）
を
割
っ
た
咎
が
許
さ
れ
る
と
い
う
展
開
も
同
様
で
あ
る
。『
小
男
の
草
子
』
と
同
じ
く
、

こ
の
句
を
聞
い
た
女
房
は
「
よ
し
よ
し
こ
れ
も
前
世
の
宿
縁
な
り
」
と
観
念
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、『
小
男
の
草
子
』『
物
く
さ
太
郎
』
と
も
に
、
和
歌
が
認
め
ら
れ
て
、
女
房
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
展
開

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
和
歌
の
「
徳
」
に
よ
っ
て
社
会
的
地
位
を
得
た
り
、
罪
を
許
さ
れ
た
り
す
る
と

い
う
説
話
類
型
は
一
般
に
「
歌
徳
説
話
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
上
岡
勇
司
は
、『
古
本
説
話
集
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
見
え
る
以
下
の

よ
う
な
歌
徳
説
話
を
紹
介
し
て
い
る
（
１８
）
。

今
は
昔
、
木
こ
り
、
山
も
り
に
斧
を
と
ら
れ
て
、「
わ
び
し
、
心
憂
し
」
と
思
ひ
て
、
頬
杖
う
ち
つ
き
て
お
り
。
山
も
り
み
て
、

「
さ
る
べ
き
こ
と
を
申
せ
。
と
ら
せ
む
。」

と
い
ひ
け
れ
ば
、

あ
し
き
だ
に
な
き
は
わ
り
な
き
世
の
中
に
よ
き
を
と
ら
れ
て
我
い
か
に
せ
ん
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と
よ
み
た
り
け
れ
ば
、
山
も
り
、「
返
し
せ
む
」
と
思
ひ
て
、

「
う
う
、
う
う
。」

と
う
め
き
け
れ
ど
、
え
せ
ざ
り
け
り
。
さ
て
、
斧
、
返
し
と
ら
せ
て
け
れ
ば
、
う
れ
し
と
思
ひ
け
り
と
ぞ
。
人
は
、
た
だ
歌
を
か
ま

へ
て
詠
む
べ
し
、
と
見
え
た
り
。

右
の
説
話
は
、
山
守
に
斧
（
よ
き
）
を
取
ら
れ
た
木
こ
り
が
、
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
で
斧
を
返
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
も
の
。
和
歌

は
「
悪
い
も
の
で
さ
え
な
く
て
は
困
る
こ
の
世
の
中
で
、
善
い
も
の
（
斧
）
を
取
ら
れ
て
私
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
」
と
い
う
意
味

で
、「
善
き
」
と
「
斧
」
が
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
説
話
で
は
、
木
こ
り
の
よ
う
な
歌
の
教
養
が
あ
る
と
も
思
え
な
い
卑
し
い
者

が
、
当
意
即
妙
の
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
歌
に
は
掛
詞
が
巧
み
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
斧
を
返
し
て
も
ら

う
と
い
う
「
徳
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

同
じ
く
上
岡
は
、
勅
撰
集
に
お
け
る
以
下
の
よ
う
な
歌
を
歌
徳
説
話
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
１９
）
。『
拾
遺
和
歌
集
』
雑
下
五
百
四
十

六
番
歌
で
あ
る
。

大
隈
守
さ
く
ら
じ
ま
の
忠
信
が
国
に
侍
り
け
る
と
き
、
郡
の
つ
か
さ
に
頭
白
き
翁
の
侍
り
け
る
を

召
し
か
む
が
へ
む
と
し
侍
り
け
る
時
、
翁
の
詠
み
侍
り
け
る

老
い
は
て
て
雪
の
山
を
ば
戴
け
ど
し
も
と
み
る
に
ぞ
身
は
冷
え
に
け
る

こ
の
歌
に
よ
り
許
さ
れ
侍
り
に
け
る

右
の
歌
は
、
大
隈
守
に
罰
せ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
郡
の
司
の
翁
が
、「
歳
を
取
っ
て
、
雪
の
山
の
よ
う
に
髪
が
白
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
霜
と
（
苔
を
）
見
る
と
身
が
冷
え
冷
え
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
で
許
さ
れ
た
と
い
う
も
の
。「
霜
と
」
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と
「
苔
（
し
も
と
）」
が
効
果
的
な
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
も
ま
た
『
今
昔
物
語
集
』『
古
本
説
話
集
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
俊

頼
髄
脳
』『
奥
義
抄
』『
十
訓
抄
』
な
ど
の
説
話
集
、
歌
論
集
に
見
え
る
。
こ
こ
で
も
郡
の
司
の
翁
と
い
う
非
教
養
的
な
者
が
、
掛
詞
を

巧
み
に
用
い
た
和
歌
を
詠
み
、
罪
を
許
さ
れ
て
い
る
。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
歌
徳
説
話
の
中
に
は
、「
身
分
の
低
い
者
や
非
教
養
的
な
者
が
、
掛
詞
を
用
い
た
巧
み
な
歌
を
詠
む
こ

と
で
周
囲
に
驚
き
を
与
え
、
よ
い
結
果
を
得
る
」
と
い
う
話
群
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、『
小
男
の
草
子
』
や
『
物
く
さ
太

郎
』
に
お
け
る
和
歌
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
説
話
類
型
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、『
物
く
さ
太
郎
』
の

後
半
部
に
お
い
て
、
太
郎
が
和
歌
の
徳
に
よ
っ
て
女
房
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
展
開
は
、「
卑
し
い
者
が
優
れ
た
和
歌
を
詠
む
こ
と
へ

の
驚
き
と
賞
賛
」
と
い
う
古
く
か
ら
の
歌
徳
説
話
の
類
型
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
も
、
太
郎
の
性
格
は
「
田

舎
者
」
と
し
て
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
歌
徳
説
話
の
型
が
中
世
後
期
に
は
す
で
に
一
般
化
し
、
む
し
ろ

陳
腐
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
だ
。
例
え
ば
狂
言
『
茫
々
頭
』
で
は
、
田
舎
者
の
太
郎
冠
者
が
都
に
出
て
、
上
臈
に

和
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
、
当
意
即
妙
の
返
歌
を
し
、
野
遊
び
に
誘
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
太
郎
冠
者
は
、
下
座
に
通
さ
れ
た
挙
句
、
酒

肴
が
も
ら
え
な
い
の
に
腹
を
立
て
、
履
物
を
盗
ん
で
逃
げ
、
捕
ら
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
歌
徳
説
話
は
既
に
陳
腐
化
し
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
同
様
に
狂
言
『
二
九
十
八
』
で
は
、
妻
を
求
め
る
た
め
に
清
水
寺
に
参
詣
し
た
男
が
、
観
音
の
夢
告
に
よ
り
女
と
出
会

い
、
女
の
詠
み
か
け
た
歌
を
読
み
解
き
、
そ
の
家
を
尋
ね
当
て
る
。
と
こ
ろ
が
、
女
が
醜
女
だ
っ
た
の
で
あ
わ
て
て
逃
げ
る
。
こ
の
『
二

九
十
八
』
と
『
物
く
さ
太
郎
』
と
か
か
わ
り
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
２０
）
が
、
こ
こ
で
も
、
和
歌
に
よ
る
男
女
の
出
会
い
が
既
に
陳
腐
化

し
て
、
笑
い
の
素
材
と
化
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
物
く
さ
太
郎
』
の
和
歌
に
よ
る
成
功
談
も
ま
た
、
読
者
に
驚
き
を
与
え
る
よ

う
な
新
鮮
さ
は
も
は
や
な
く
、
む
し
ろ
「
お
約
束
」
の
展
開
で
あ
っ
て
、
太
郎
の
滑
稽
な
返
歌
が
笑
い
の
対
象
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ

て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
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三

そ
れ
で
は
、
結
末
部
に
お
い
て
、
太
郎
が
実
は
仁
明
天
皇
の
曾
孫
と
わ
か
り
、
甲
斐
、
信
濃
二
国
の
総
政
所
と
な
る
と
い
う
展
開
は
、

ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
こ
の
結
末
部
は
落
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
お
ち
」（「
さ
げ
」）
に
相
当
す
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。
最
後
の
太
郎
の
成
功
も
ま
た
、
読
者
を
笑
わ
せ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
で
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
一
貫
し
て
「
笑
い
」

を
主
題
に
し
た
も
の
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、「
本
地
物
の
パ
ロ
デ
ィ
」
と
い
う
信
多
・
小
松
の
論
と
近
似
す

る
立
場
で
あ
る
。

以
上
の
分
析
を
通
し
て
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
「
笑
い
」
の
側
面
か
ら
読
む
と
、
あ
た
ら
し
の
郷
で
の
太
郎
は
、
類
い
稀
な
「
も
の
く

さ
」
ぶ
り
が
笑
わ
れ
、
都
に
出
て
か
ら
の
太
郎
に
は
一
貫
し
て
「
田
舎
者
」
と
し
て
笑
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
尋
ね
当
て

た
女
房
の
屋
敷
で
は
珍
無
類
な
和
歌
を
詠
ん
で
読
者
の
笑
い
を
誘
い
、
結
末
部
に
お
い
て
は
「
そ
ん
な
バ
カ
な
」
と
い
う
大
ど
ん
で
ん

返
し
で
読
者
を
大
笑
い
さ
せ
て
終
わ
る
の
で
あ
る
。

小
松
は
太
郎
が
克
服
不
可
能
と
考
え
ら
れ
た
〈
ひ
な
び
〉
か
ら
〈
み
や
び
〉
へ
の
移
行
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
笑
っ
て
い
た
読
者
が

笑
わ
れ
る
側
に
回
る
と
指
摘
す
る
（
２１
）
が
、
そ
れ
は
「
笑
い
」
を
「
軽
蔑
的
な
嘲
笑
」
に
限
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
笑

い
」
の
性
質
は
も
っ
と
多
様
で
幅
が
あ
り
、「
こ
と
ば
の
面
白
さ
」「
設
定
の
陳
腐
さ
」「
展
開
の
意
外
さ
」
な
ど
も
ま
た
「
笑
い
」
の

対
象
に
な
り
う
る
。
作
中
人
物
を
笑
う
か
否
か
は
、
ひ
と
え
に
読
者
と
作
品
と
の
距
離
の
と
り
方
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
も

し
、
太
郎
の
和
歌
に
よ
る
成
功
を
〈
ひ
な
び
〉
か
ら
〈
み
や
び
〉
へ
の
移
行
と
捉
え
て
し
ま
っ
た
ら
、
女
房
の
屋
敷
で
磨
き
た
て
ら
れ

た
廊
下
を
滑
っ
て
転
ぶ
太
郎
の
滑
稽
な
姿
は
、
う
ま
く
解
釈
に
取
り
込
め
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
後
半
で
の
太
郎
の
成
功
は
、
田
舎
者

の
太
郎
を
笑
っ
た
読
者
の
後
味
の
悪
さ
を
免
責
し
、「
め
で
た
し
め
で
た
し
」
と
祝
言
で
物
語
を
閉
じ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

最
後
に
、
こ
の
作
品
が
当
時
の
社
会
の
価
値
観
を
、
何
ら
か
の
形
で
反
映
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
れ
ば
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
や
は
り
、
中
世
後
期
社
会
に
お
け
る
和
歌
の
位
置
づ
け
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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和
歌
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
貴
族
文
化
の
精
華
で
あ
っ
た
が
、
中
世
で
は
急
速
に
一
般
社
会
に
広
ま
っ
た
。
先
の
歌
徳
説
話
を
載
せ

た
『
十
訓
抄
』
第
十
ノ
三
十
九
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
（
２２
）
。

歌
は
、
妹
背
の
中
を
も
和
ら
ぐ
る
媒
な
る
に
よ
り
て
、「
色
め
く
類
、
是
を
花
鳥
の
使
と
す
」
と
も
あ
り
。
あ
る
い
は
ま
た
、「
貧

し
き
世
を
渡
る
橋
と
す
」
と
も
見
え
た
り
。
そ
の
徳
か
た
が
た
多
か
る
べ
し
。

こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
和
歌
は
中
世
に
は
一
般
庶
民
に
と
っ
て
も
、
恋
愛
や
社
会
生
活
の
た
め
の
手
段
と
し
て
機
能
し
つ
つ

あ
っ
た
。
狂
言
に
は
「
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
、
返
歌
を
致
さ
い
で
は
、
口
な
い
蟲
に
生
ま
る
る
」
と
い
う
諺
も
見
え
る
ほ
ど
、
和
歌
は

社
会
的
に
広
が
っ
て
い
る
（
２３
）
。
ま
た
、
狂
言
『
萩
大
名
』
に
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
２４
）
、
和
歌
の
教
養
が
な
い
こ
と
は
、
貴
族
以

外
の
階
層
に
お
い
て
も
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
脇
田
晴
子
は
、
中
世
後
期
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
「
官
位
・
宗
教
・
文
化
が
天
皇

中
心
に
集
約
さ
れ
て
い
く
性
格
を
持
つ
」
と
述
べ
、
御
伽
草
子
も
ま
た
「
決
し
て
民
衆
の
欲
求
を
生
の
直
接
的
な
形
で
示
し
て
い
る
も

の
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
２５
）
。
傾
聴
す
る
べ
き
意
見
で
あ
ろ
う
。
物
く
さ
太
郎
が
乞
食
か
ら
貴
族
へ
と
成
り

上
が
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
和
歌
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
和
歌
に
代
表
さ
れ
る
〈
み
や
び
〉
と
い
う
価
値
観
を
、
貴

族
社
会
が
地
方
に
ま
で
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
た
時
代
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
れ
は
和
歌
と
い
う
文
化
装
置
を
通
し
て
、
政
治
的
権

力
を
失
っ
た
天
皇
の
権
威
の
延
命
を
図
り
、
日
本
社
会
を
文
化
的
に
都
を
中
心
と
し
た
秩
序
に
再
編
成
し
よ
う
と
す
る
貴
族
階
級
の
論

理
を
体
現
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

天
皇
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
権
威
は
、
権
威
者
だ
け
で
は
存
在
し
な
い
。
支
え
る
側
と
の
相
互
作
用
が
権
威
を
生
む
。
権
威
は
、
少

し
で
も
そ
こ
に
近
づ
こ
う
と
す
る
新
た
な
参
入
者
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
事
情
は
社
会
階
層
の
上
下
の
み
な
ら

ず
、
都
鄙
の
間
で
も
同
じ
で
あ
る
。
田
舎
者
は
少
し
で
も
都
の
文
化
に
同
化
し
よ
う
と
努
力
す
る
が
、
そ
の
努
力
が
逆
に
、
都
の
文
化

の
権
威
と
優
位
性
を
維
持
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
都
人
に
よ
る
田
舎
者
へ
の
差
別
は
、「
笑
い
」
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
、
現
前
す
る
。
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潜
在
的
な
差
別
感
情
は
、
そ
れ
が
潜
在
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
目
に
見
え
る
こ
と
は
な
い
し
、
差
別
す
る
側
も
さ
れ
る
側
も
気
付

い
て
い
な
い
こ
と
さ
え
あ
る
。
差
別
が
あ
る
か
ら
笑
う
の
で
は
な
く
、
な
か
ば
無
自
覚
に
発
露
し
た
「
笑
い
」
と
い
う
行
為
が
、
結
果

と
し
て
差
別
を
生
む
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
笑
わ
れ
な
が
ら
も
努
力
し
て
都
の
文
化
に
同
化
し
た
田
舎
者
は
、
新
た
な
田
舎
者
を
笑
う

側
に
回
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
権
威
は
常
に
更
新
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
威
で
あ
り
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
物
語
に
即
し
て
言
う
な
ら
、
結
末
部
は
太
郎
の
側
か
ら
見
れ
ば
確
か
に
社
会
的
上
昇
で
あ
る
が
、
貴
族
社
会
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
外

部
の
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
し
て
、
天
皇
の
権
威
を
更
新
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
御
伽
草
子
『
文
正
草
子
』
に
お

い
て
、
貧
し
い
塩
焼
き
か
ら
身
を
起
こ
し
て
長
者
に
ま
で
成
り
上
が
っ
た
文
太
の
出
世
が
、
二
人
の
娘
が
都
の
貴
族
に
嫁
す
こ
と
に

よ
っ
て
成
就
す
る
こ
と
と
も
、
近
似
し
て
い
る
。

『
物
く
さ
太
郎
』
は
確
か
に
庶
民
の
「
成
り
上
が
り
」
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
庶
民
に
寄
り
添
う
視
点
か
ら
で
は
な
い
。
そ
の

成
り
上
が
り
が
、
和
歌
を
介
し
た
天
皇
の
権
威
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、
最
終
的
に
は
貴
族
社
会
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
吸
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
貴
族
社
会
の
文
化
的
権
威
が
地
方
に
ま
で
波
及
し
た

中
世
後
期
社
会
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
存
在
す
る
と
い
え
よ
う
。

（
１
）

『
物
く
さ
太
郎
』
の
本
文
は
、
横
山
重
、
太
田
武
夫
校
訂
『
室
町
時
代
物
語
集
』（
大
岡
山
書
店
、
昭
和
十
七
年
）
に
翻
刻
さ

れ
た
、
寛
永
頃
刊
丹
緑
本
に
よ
り
、
私
に
漢
字
を
補
っ
た
。

（
２
）

佐
竹
昭
広
「
物
く
さ
太
郎
」（『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
四
十
年
年
三
月
、
の
ち
『
下
克
上
の
文
学
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
二

年
所
収
）

（
３
）

桜
井
好
朗
「
下
克
上
と
神
々
―
―
物
く
さ
太
郎
考
―
―
」（『
文
学
』
昭
和
四
十
六
年
十
月
）

（
４
）

信
多
純
一
「
夢
想
『
物
く
さ
太
郎
』
論
」（『
谷
山
茂
教
授
退
職
記
念
国
語
国
文
学
論
集
』
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
）

（
５
）

小
松
和
彦
「「
物
く
さ
太
郎
」
に
見
る
笑
い
と
ユ
ー
モ
ア
」（『
民
俗
学
評
論
』
第
十
二
号
、
昭
和
五
十
年
、
の
ち
『
神
々
の
精
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神
史
』
伝
統
と
現
代
社
、
昭
和
五
十
三
年
所
収
）

（
６
）

砂
川
博
「『
物
く
さ
太
郎
』
は
パ
ロ
デ
ィ
か
―
―
渋
川
版
『
御
伽
草
子
』
に
即
し
て
―
―
」（『
北
九
州
大
学
文
学
部
紀
要
』
昭

和
六
十
年
八
月
）

（
７
）

徳
田
和
夫
「
お
伽
草
子
の
神
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
六
十
二
年
九
月
、
の
ち
『
お
伽
草
子
研
究
』
三
弥
井
書
店
、
昭

和
六
十
三
年
所
収
）

（
８
）

浅
見
和
彦
「『
物
く
さ
太
郎
』
の
歌
よ
り
」（『
成
蹊
国
文
』
昭
和
五
十
三
年
三
月
）

（
９
）

藤
木
久
志
『
戦
国
の
作
法
』
平
凡
社
、
昭
和
六
十
二
年

（
１０
）

黒
田
日
出
男
「
物
く
さ
太
郎
の
着
物
と
髻
」（『
姿
と
し
ぐ
さ
の
中
世
史
』
平
凡
社
、
昭
和
六
十
一
年
）

（
１１
）

保
立
道
久
は
「
も
の
ぐ
さ
太
郎
か
ら
三
年
寝
太
郎
へ
―
―
昔
話
と
中
世
史
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
五
四
集
、

平
成
五
年
、
の
ち
『
物
語
の
中
世
』
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
十
年
）
に
お
い
て
、
先
の
諸
論
の
統
合
を
試
み
て
い
る
が
、
室

町
末
か
ら
近
世
初
と
考
え
ら
れ
る
『
物
く
さ
太
郎
』
の
成
立
時
期
を
南
北
朝
時
代
に
遡
ら
せ
る
な
ど
、
無
理
が
多
い
。

（
１２
）

『
閑
吟
集
』
十
九
番
歌
。
謡
曲
『
放
下
僧
』
ほ
か
、
狂
言
『
花
折
』『
花
盗
人
』、
謡
曲
『
花
丸
』、
女
歌
舞
伎
踊
歌
『
万
事
』

そ
の
他
に
採
ら
れ
て
い
る
。（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
中
世
近
世
歌
謡
集
』
一
五
一
頁
。（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
四
年
））

（
１３
）

『
さ
い
き
』
は
、
備
前
の
国
の
佐
伯
が
、
所
領
の
争
い
の
た
め
に
都
に
上
り
、
和
歌
の
仲
立
ち
で
美
し
い
女
房
を
妻
と
す
る
。

い
ず
れ
呼
び
寄
せ
る
と
い
う
約
束
を
し
て
帰
国
し
た
後
、
三
年
間
都
に
迎
え
を
や
ら
な
い
。
都
か
ら
女
房
は
手
紙
を
送
り
、
そ

れ
を
見
た
佐
伯
の
本
妻
が
女
房
を
迎
え
た
の
ち
、
夫
に
愛
想
を
つ
か
し
て
出
家
す
る
。
佐
伯
と
、
都
の
女
房
も
後
を
追
っ
て
出

家
す
る
と
い
う
内
容
。『
物
く
さ
太
郎
』
と
は
、
地
方
出
身
の
男
が
都
で
、
和
歌
に
よ
っ
て
美
し
い
女
房
を
手
に
入
れ
る
点
が

近
似
す
る
。

（
１４
）

『
御
成
敗
式
目
』
本
文
は
、
寛
永
五
年
版
に
よ
る
。

（
１５
）

佐
竹
昭
広
『
下
克
上
の
文
学
』（
前
掲
）
十
頁
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（
１６
）

市
古
貞
二
『
中
世
小
説
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
三
十
年
）
佐
竹
昭
広
前
掲
書
な
ど
。
な
お
、
近
年
で
は
真
下
美

弥
子
「『
物
く
さ
太
郎
』
生
成
論
―
―
色
好
み
と
愚
か
婿
―
―
」（『
伝
承
文
学
の
展
望
』
平
成
十
五
年
）
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

（
１７
）

『
小
男
の
草
子
』
の
本
文
は
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
『
御
伽
草
子
集
』（
松
本
隆
信
校
注
、
新
潮
社
、
昭
和
五
十
五
年
）
に

よ
る
。

（
１８
）

上
岡
勇
司
『
和
歌
説
話
の
研
究

中
古
篇
』
笠
間
書
院
、
昭
和
六
十
一
年
、
一
七
三
〜
一
七
五
頁
。

（
１９
）

上
岡
勇
司
「
勅
撰
和
歌
集
に
現
れ
た
る
歌
徳
説
話
―
―
そ
の
様
相
と
傾
向
を
探
る
―
―
」（『
説
話
論
集
第
三
集

和
歌
・
古
注

釈
と
説
話
』
清
文
堂
出
版
、
平
成
五
年
五
月
、
十
頁
。

（
２０
）

日
本
古
典
文
学
全
集
『
御
伽
草
子
集
』（
大
島
建
彦
校
注
、
小
学
館
、
昭
和
四
十
九
年
）
二
四
四
頁
。

（
２１
）

小
松
和
彦
『
神
々
の
精
神
史
』（
前
掲
）
一
四
三
頁
。

（
２２
）
『
十
訓
抄
』
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
十
訓
抄
』
（
浅
見
和
彦
校
注
、
小
学
館
、
平
成
九
年
）
に
よ
り
、
私
に
「

」

を
付
し
た
。

（
２３
）

「
他
人
か
ら
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
て
返
歌
を
し
な
け
れ
ば
、
来
世
に
は
、
口
の
な
い
虫
に
生
ま
れ
変
わ
る
」
の
意
。
狂
言
『
二

九
十
八
』、『
箕
被
』
に
見
え
る
。

（
２４
）

『
萩
大
名
』
で
は
、
萩
見
物
に
行
っ
た
大
名
が
、
太
郎
冠
者
か
ら
教
え
ら
れ
た
和
歌
を
憶
え
ら
れ
ず
、
そ
の
場
で
詠
め
ず
に
恥

を
か
く
。

（
２５
）

脇
田
晴
子
『
天
皇
と
中
世
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
五
年
、
一
〜
二
二
頁
。
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