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串
戸
１
人
や
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ

押
出
’
１
丸
１

五音曲

正
月
廿
一
日

金
春
七
左
衛
門
殿
参

１
賦
物
颪
姿
花
色
第
二
篇
（
四
八
頁
注
２
）
参
照
。

さ

る

が

く

さ

ん

が

く

２
散
楽
事
申
楽
は
も
と
も
と
散
楽
（
雅
楽
の
反
対
語
）
の
転
訓

で
、
本
格
的
な
ら
ざ
る
芸
能
を
意
味
し
た
。
こ
の
用
例
は
、
そ
の

原

義

が

残

っ

て

い

る

。

３
鬼
人
体
「
人
」
は
「
神
」
の
宛
て
字
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

「
形
鬼
心
人
」
（
一
六
一
頁
参
照
）
の
意
味
を
こ
め
て
「
人
」
の
字

を
使
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

４
大
学
に
「
至
花
道
』
（
一
四
一
頁
）
参
照
。

ソ

ノ

モ

ト

ミ

タ

ル

、

５
そ
の
本
乱
る
る
や
底
本
「
其
本
乱
也
」
。
従
来
「
也
」
は

「
な
り
」
と
よ
ま
れ
て
い
る
が
、
誤
り
で
あ
ろ
う
。

６

至

花

道

に

一

四

二

頁

参

照

。

７
定
位
本
風
「
至
花
道
」
（
一
四
一
頁
）
参
照
。

五

音

曲

ご

お

ん

ぎ

よ

く

じ

ょ

う

じ

よ

う

「
世
阿
弥
十
六
部
集
」
は
「
五
音
曲
条
々
」
と
題
す
る
が
、
底
本
（
松
廼
舎
本
）
に
は
「
五
音
曲
』
と
い
う
外
題
が
あ
っ
た

よ
し
。
宗
節
本
は
無
題
な
の
で
、
い
ま
『
五
音
曲
』
と
い
う
呼
び
か
た
に
従
っ
て
お
く
。
本
来
は
無
題
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

内
容
は
、
音
曲
の
様
式
を
祝
言
・
幽
曲
・
恋
慕
・
哀
傷
・
閾
曲
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

成
立
年
代
に
つ
い
て
、
吉
田
博
士
は
「
大
抵
、
世
子
五
十
歳
前
後
の
筆
歎
。
之
を
至
花
道
書
（
世
子
五
十
七
八
歳
の
作
）
に

比
す
れ
ば
、
老
熟
に
欠
く
こ
と
明
け
し
」
と
論
じ
た
が
、
能
勢
博
士
は
応
永
以
後
、
永
享
二
年
（
一
四
三
○
）
以
前
の
著
作

で
あ
ろ
う
と
し
、
川
瀬
博
士
は
「
曲
付
次
第
」
『
風
曲
集
」
等
に
近
い
時
期
、
す
な
わ
ち
応
永
三
十
三
年
（
一
四
二
六
）
ご

ろ
の
成
立
と
推
定
す
る
。
私
見
で
は
、
能
勢
説
が
い
ち
ば
ん
穏
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

同
じ
く
音
曲
に
関
す
る
著
作
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
本
書
の
よ
う
な
五
種
分
類
は
『
曲
付
次
第
」
「
風
曲
集
」
の
所
説

に
ま
っ
た
く
反
映
し
て
い
な
い
。
こ
の
五
種
分
類
の
名
目
が
は
じ
め
て
見
え
る
の
は
「
申
楽
談
儀
」
（
永
享
二
年
成
る
）
だ

か
ら
、
能
勢
説
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
『
五
音
曲
」
で
は
、
わ
た
く
し
が
世
阿
弥
後
期
の

特
色
と
認
め
る
「
却
来
」
の
思
想
を
含
む
の
で
、
能
勢
説
は
い
っ
そ
う
確
か
さ
を
増
す
で
あ
ろ
う
。

芸
論
と
し
て
注
目
を
要
す
る
の
は
、
閑
曲
で
あ
る
。
い
ま
の
謡
で
「
乱
曲
」
と
か
「
蘭
曲
」
と
か
宛
て
ら
れ
て
い
る
も
の

は
、
お
そ
ら
く
こ
の
閑
曲
か
ら
出
た
特
殊
技
法
で
あ
ろ
う
。
幽
玄
を
究
め
尽
し
た
名
手
が
「
強
さ
」
に
却
来
し
た
謡
は
、
九

位
で
い
え
ば
強
細
風
で
あ
り
「
冷
え
た
る
曲
風
」
に
当
た
る
。
中
期
以
前
に
は
、
謡
に
つ
い
て
は
説
か
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ

で
壬
の
つ
わ
○

テ
ク
ス
ト
に
は
観
世
宗
家
所
蔵
の
宗
節
書
写
本
と
松
廼
舎
本
と
が
あ
る
。
前
者
を
底
本
と
し
、
後
者
で
校
訂
し
た
。

h

I

Iﾛ

.

あ
る
。
い
ま
、
ま
た
お
ま
え
に
、
家
に
伝
わ
る
秘
事
を
残
ら
ず
授
け
る
こ
と

に
す
る
。
こ
れ
を
絶
え
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

明

暦

二

年

丙

申

（

一

六

五

六

）

竹

田

金

春

八

郎

左

衛

門

Ｆ

１
Ⅲ
■
も
０
１
１

正
月
二
十
一
日

金
春
七
左
衛
門
殿
へ

I10 9 81413 12 111516

孟
子
に
「
至
花
道
』
（
一
四
三
頁
）
参
照
。

似
た
る
こ
と
は
「
花
鏡
』
（
二
○
七
頁
）
参
照

類
し
て
斉
し
か
ら
ず
「
銀
怨
盛
雪
、
明
月
蔵
鷺
。
類
而
不
斉
、

混
則
知
処
」
（
「
宝
鏡
三
昧
』
）
。

そ
の
者
一
四
三
頁
注
２
参
照
。

金

春

大

夫

禅

竹

。

師
家
先
生
と
い
う
意
の
禅
語
。
世
阿
弥
を
さ
す
。

金
春
八
郎
禅
竹
か
ら
六
代
め
の
金
春
座
長
。
元
和
七
年
（
一

六
二
二
没
。

金
春
八
左
衛
門
安
照
の
次
男
。
竹
田
は
姓
、
金
春
は
座
名
、

秦
は
本
姓
、
安
喜
が
名
。
寛
文
元
年
（
一
六
六
二
没
。

金
春
七
左
衛
門
安
喜
の
養
子
。
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
没
。
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1

1

’
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1

1

秦
安
喜
〔
花
押
〕

六
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１
１
Ⅲ
１
１
Ｍ
ノ
ノ
，
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
‐
ｑ
Ｌ
側
１
１
．

五音曲

い

つ

く

ん

６

し

さ

つ

み

よ

う

と
の
み
に
一
遍
に
は
思
ふ
く
か
ら
ず
。
声
明
。

７

か

だ

な

ま

ひ

び

か

な

伽
陀
な
ど
に
も
、
誰
る
響
き
な
く
て
は
叶
は
ぬ

き
よ
く
し
よ

８

き

ｆ

７

じ

ゆ

う

せ

い

だ

く

う

え

曲
所
あ
る
べ
し
。
軽
重
・
清
濁
は
上
に
よ
り
、

９

び

ん

お

ん

な

ま

皿

ゆ

う

お

ん

ま
た
、
便
音
な
ど
申
す
こ
と
も
、
こ
の
誰
る
用
音

な

ま

な

ま

ぜ

ひ

な
り
。
よ
く
誰
り
、
あ
し
く
謎
る
こ
と
、
是
非
の

わ

め

ふ

ん

み

よ

う

な

ま

分
け
目
、
分
明
に
知
る
べ
き
な
り
。
よ
き
誰
り
は
、

な

ま

音
曲
の
花
と
も
な
る
な
り
。
そ
れ
は
「
誰
る
」
と

な

ま

う

ち

ぜ

ひ

も
聞
え
ま
じ
き
な
り
。
た
だ
、
誰
り
の
内
の
是
非

き

わ

か

ん

ふ

か

ん

き

よ

く

し

や

を
聞
き
分
く
る
こ
と
、
堪
・
不
堪
の
曲
者
に
よ
る

に

ゆ

う

わ

う

ち

き

よ

く

な

ま

う

ず

く
し
。
し
か
れ
ば
、
柔
和
な
る
内
に
曲
誰
り
を
埋

お

ん

も

ん

ひ

び

れ

ん

み
て
、
あ
は
れ
に
す
ご
き
音
聞
の
響
き
、
こ
れ
恋

ぼ

す

が

た

か

か

Ⅱ

き

よ

く

慕
の
姿
懸
り
な
る
べ
し
。
さ
る
ほ
ど
に
、
「
曲
、

た

い

ふ

し

ゆ

う

う

た

体
」
、
「
節
、
用
」
と
謡
ふ
く
し
。

お

ん

ぎ

よ

く

し

ゆ

う

げ

ん

ゆ

う

き

ょ

く

れ

ん

ほ

あ

い

し

ょ

う

ら

ん

ぎ

よ

く

音
曲
に
、
祝
言
・
幽
曲
・
恋
慕
・
哀
傷
・
閑
曲
、

こ
れ
あ
り
。

ｌ

あ

ん

ら

く

お

ん

す

ぐ

一
、
祝
言
と
は
、
安
楽
音
な
り
。
直
に
云
ひ
た

く

だ

じ

せ

い

か

か

る
が
、
や
す
や
す
と
下
り
て
、
治
声
な
る
懸
り
な

か

か

し

よ

う

た

い

ま

つ

た

り
。
こ
の
や
す
く
云
ひ
流
し
た
る
懸
り
く
正
体
全
き

あ

音
、
天
政
の
位
〉
を
、
大
事
に
思
ふ
宛
て
が
ひ
、
ま

ね

ん

ろ

う

た
大
事
な
り
。
枯
弄
す
べ
し
。

し

ゆ

う

げ

ん

か

か

ま
た
、
幽
曲
と
は
、
以
前
の
祝
言
に
、
懸
り
を

そ

し

よ

う

い

な

や

３

き

よ

く

添
へ
た
り
。
声
位
を
扉
ぴ
や
か
に
遣
り
て
、
曲
を

う
ず

う

え

う

つ

く

た

だ

き

よ

く

埋
み
て
、
上
を
美
し
く
し
て
、
し
か
も
正
し
き
曲

ｈ
グ
ゆ
う

か

げ

つ

ゆ

う

べ

あ

け

ぼ

の

ど

う

じ

い

つ

け

ん

な

が

流
な
り
。
花
月
の
夕
・
曙
を
、
同
時
一
見
の
眺
め

た

い

ゆ

う

ゆ

う

た

い

た

い

な
り
。
体
、
用
な
る
を
、
用
を
体
に
し
て
、
体
を

う
ず

か

く

の

ご

と

く

き

よ

く

埋
む
ょ
し
な
り
。
如
レ
此
の
位
を
得
て
、
そ
の
曲

し
ゆ

４

の

う

い

ち

主
と
な
る
を
、
能
一
の
上
手
と
は
申
す
な
り
。

れ

ん

ぼ

に

ゆ

う

わ

う

ち

恋
慕
と
は
、
こ
れ
も
柔
和
な
る
内
に
あ
は
れ
を

そ

な

に

添
へ
た
り
。
何
と
や
ら
ん
感
あ
り
て
、
あ
は
れ
に

５

き

よ

く

も

ん

き

よ

く

も

ん

す
ど
き
曲
聞
な
り
。
〈
こ
れ
は
曲
聞
の
在
所
あ
る
べ
し
〉
・

も

じ

す

こ

な

ま

き

よ

く

う

ず

文
字
を
少
し
誰
る
匂
ひ
に
彩
ど
り
て
、
曲
を
埋
み
、

か

ん

あ

ら

お

ん

も

ん

な

ま

こ

わ

感
を
顕
は
す
音
聞
な
り
。
こ
の
誰
る
と
云
ふ
声
ざ

な

ま

し
、
よ
く
よ
く
知
る
べ
し
。
そ
も
そ
も
、
誰
る
と

な

ま

わ

る

云
ふ
こ
と
、
大
事
あ
り
。
誰
る
を
、
た
だ
悪
き
こ

１
安
楽
音
「
治
世
之
音
、
安
以
楽
、
其
政
和
」
（
「
毛
詩
』
大
序
）
。

三

三

九

頁

参

照

。

２
幽
曲
幽
玄
す
な
わ
ち
優
美
な
曲
。

３
曲
底
本
「
曲
」
と
表
記
。
し
た
が
っ
て
「
ふ
し
」
と
は
よ
ま

．

な

い

。

ノ

ウ

イ

チ

４
能
一
底
本
「
能
こ
。
川
瀬
博
士
は
「
の
う
い
つ
」
と
よ
む

が
、
宗
節
本
に
従
う
。
「
能
」
は
胃
牙
①
の
意
で
、
「
所
」
（
ｇ
の
‐

望
蔚
）
に
対
す
る
仏
教
語
。
自
分
か
ら
は
た
ら
き
か
け
て
統
一
す

I

■
‐
ｈ
ｂ
ｒ
Ｕ
Ｉ
ト
ー
ｂ
ｌ
ｈ
ｌ
ｌ
Ｉ

~
~

Ｐ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
‐
Ｉ
Ｆ
‐
ト
ー
Ｆ
和
服
Ｔ
心
Ⅱ
‐
１
１
Ⅲ
‐
叩
Ⅲ
川
副
Ⅲ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ｌ
申
Ｉ
ｌ
Ｈ
日
凹
肘
日
Ⅱ
Ⅲ
Ｈ
叩
Ｈ
Ⅱ
Ｈ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
岬
Ⅱ
唖
Ｂ
Ｌ
ｎ
Ｄ
心
咄
Ｑ
川
叫
４
Ｍ
Ｎ
１
１
１
，
１
叱
叫
１
州
Ｉ

ｒ
価
８
１
，
Ｉ

ｊ

０

Ｉ

ｌ

１

０

０

ｆ

Ｄ

４

律

６

’

い

う

こ

と

に

つ

い

て

は

、

重

要

な

心

得

が

あ

る

。

誰

る

の

を

、

す

べ

て

悪

い

こ

と

だ
と
、
単
純
に
思
い
こ
ん
で
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
。
声
明
や
伽
陀
な
ど
に
も
、

説
る
声
づ
か
い
が
な
く
て
は
謡
え
な
い
と
い
う
部
分
が
、
ど
こ
か
に
有
る
は
ず
で

あ
る
。
発
音
の
軽
重
や
清
濁
は
、
上
の
語
か
ら
の
続
き
ぐ
あ
い
に
よ
っ
て
適
当
に

か
わ
る
と
い
わ
れ
る
の
も
、
ま
た
、
便
音
な
ど
称
す
る
も
の
も
、
こ
の
誰
る
音
の

は
た
ら
き
を
さ
す
。
だ
か
ら
、
良
い
誰
り
か
悪
い
誰
り
か
、
説
り
の
善
悪
を
は
っ

き
り
と
識
別
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
良
い
誰
り
は
、
謡
の
聞
き
ど
こ
ろ
と
も

な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
孔
っ
て
も
「
説
っ
て
い
る
」
と
は
聞
え
な
い
は

ず
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
誠
り
の
な
か
で
善
悪
を
識
別
す
る
こ
と
は
、
音
曲
に

つ
い
て
の
造
詣
が
深
い
か
浅
い
か
に
よ
る
。
そ
れ
で
、
し
と
や
か
な
内
に
謡
趣
の

説
り
を
こ
め
て
、
感
動
ふ
か
く
、
し
ん
み
り
し
た
お
も
む
き
の
声
を
出
す
の
が
、

恋
慕
の
曲
味
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
恋
慕
は
、
謡
趣
を
体
と
し
、

曲
節
を
用
と
す
る
謡
い
か
た
で
行
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

謡
に
は
、
祝
言
・
幽
曲
・
恋
慕
・
哀
傷
・
閑
曲
が
あ
る
。

一
、
祝
言
と
い
う
の
は
、
世
の
泰
平
に
安
ん
じ
楽
し
む
音
で
あ
る
。
飾
り
け
な

し
に
謡
っ
て
ゆ
く
の
が
、
い
か
に
も
安
ら
か
に
謡
い
流
さ
れ
て
、
治
ま
っ
た
御
代

の
声
だ
な
あ
と
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
な
お
も
む
き
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
安
ら
か
に

謡
っ
て
ゆ
く
お
も
む
き
〈
本
質
的
に
正
し
く
安
全
で
天
の
道
理
に
合
致
す
る
境
地
〉
を
、
い

ち
ば
ん
肝
要
な
急
所
で
あ
る
と
さ
と
る
こ
と
が
、
ま
た
大
切
で
あ
る
。
翫
味
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

次
に
、
幽
曲
と
い
う
の
は
、
上
記
の
祝
言
に
、
あ
る
種
の
お
も
む
き
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
。
基
本
的
な
声
あ
つ
か
い
を
し
っ
と
り
謡
い
、
謡
趣
を
内
に
こ
め
て
、

表
面
を
美
し
く
し
、
し
か
も
本
格
的
な
謡
い
ぶ
り
で
あ
る
。
花
や
月
の
美
し
い
夕

た

い

と
曙
の
光
景
を
、
一
時
に
眺
め
わ
た
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
普
通
な
ら
、
体

ゆ

う

（
譜
で
示
し
得
る
節
）
を
主
と
し
て
、
用
（
節
に
伴
う
お
も
む
き
）
は
自
然
に
あ

ら
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
が
、
こ
の
幽
曲
で
は
、
そ
の
用
を
基
本
と
し
、
体
を
内
に

こ
め
る
行
き
か
た
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
段
階
に
到
達
し
て
、
そ
の
曲

を
マ
ス
タ
ー
し
き
る
の
を
、
主
体
的
統
一
の
立
場
を
得
た
名
手
と
称
す
る
。

恋
慕
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
し
と
や
か
な
曲
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
感
動
的

な
情
趣
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
く
深
い
感
じ
が
こ
も
っ
て
い
て
、
心
を

動
か
さ
れ
る
よ
う
な
、
し
ん
み
り
し
た
曲
の
お
も
む
き
で
あ
る
。
〈
そ
う
し
た
音
曲
的

な

ま

感
動
を
与
え
る
所
を
用
意
せ
よ
〉
・
発
音
を
す
こ
し
誰
り
気
味
に
あ
し
ら
い
、
謡
趣
を

そ
の
内
に
こ
め
て
、
深
い
感
じ
を
あ
ら
わ
す
音
曲
表
現
で
あ
る
。
こ
の
「
誰
る
」

と
い
う
声
づ
か
い
は
、
よ
く
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
っ
た
い
、
誰
る
と

る
意
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
、
体
と
用
の
統
一
を
さ
す
。

５
す
ど
き
底
本
「
ス
ゴ
キ
」
、
松
廼
舎
本
「
す
こ
き
」
。
『
世
阿

弥
二
十
三
部
集
一
は
「
凄
じ
き
」
と
翻
字
す
る
が
、
そ
の
拠
り
所

は
不
明
。
中
世
語
の
「
す
ご
し
」
は
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
感
じ
を

あ
ら
わ
す
。
「
（
大
納
言
が
）
に
は
か
に
失
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
使
は
れ

人
み
な
出
で
散
り
て
、
北
の
方
・
若
君
ば
か
り
な
む
、
す
ご
く
て

住
み
た
ま
ひ
け
る
」
含
宇
治
拾
遺
物
至
座
巻
六
ノ
ー
）
。

６
声
明
本
来
は
「
音
声
学
を
主
と
す
る
言
語
学
」
の
意
で
あ
っ

Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
ｌ
８
Ｐ
Ｉ
ｉ

・

ｇ
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別

Ⅲ
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６
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９
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五音曲

あ

い

し

よ

う

あ

わ

哀
傷
と
は
、
こ
れ
ま
た
哀
れ
に
〈
以
前
の
ぁ
は
れ

も

よ

お

し

ん

て

い

む

じ

よ

う

お

ん

の
恋
声
〉
感
涙
を
催
す
心
体
な
る
べ
し
。
無
常
音
の

き
よ
く
も
ん

あ

い

し

ょ

う

と

う

せ

い

曲
聞
な
る
べ
き
な
り
。
お
よ
そ
哀
傷
は
、
当
世
何

し

ゆ

う

げ

ん

も

ほ

ん

ご
と
も
祝
言
を
以
て
本
と
す
る
ゆ
ゑ
に
、
さ
の
み

き

よ

く

も

ん

し

ん

し

や

く

れ

ん

が

の
哀
傷
の
曲
聞
を
ば
掛
酌
あ
る
べ
き
な
り
。
連
歌

い

ち

ざ

評

か

た

な
ど
の
一
座
に
も
、
哀
傷
の
部
は
、
は
や
絶
え
た

ぶ

ん

お

ん

ぎ

よ

く

お

お

か

た

る
分
な
り
。
し
か
れ
ば
、
音
曲
に
も
、
た
だ
大
方

き

み

み

む

じ

よ

う

お

ん

も

よ

お

か

ん

も

ん

の
聞
き
耳
あ
は
れ
に
、
無
常
音
を
催
す
感
聞
あ
り

き

よ

く

か

か

う

つ

く

か

ん

よ

う

て
、
曲
の
懸
り
美
し
く
は
、
こ
れ
肝
要
の
哀
傷
な

る
べ
し
。

ら

ん

ぎ

よ

く

こ

う

じ

よ

う

お

ん

じ

よ

う

ば

ん

き

ょ

く

し

ゆ

ど

う

閑
曲
と
は
、
高
上
の
音
声
な
り
。
万
曲
の
習
道

つ

夕

！

２

い

じ

よ

、

つ

ぜ

ひ

こ

ん

を
尽
し
て
、
已
上
し
て
、
是
非
を
一
音
に
混
じ
て
、

る

い

ひ

と

く

ら

い

か

ど

う

類
し
て
等
し
か
ら
ぬ
声
の
な
す
位
な
り
。
歌
道
に

３

じ

っ

て

い

な

か

く

ら

い

も
、
十
体
の
中
に
、
強
き
位
を
云
ふ
に
「
鬼
を
取

ひ

し

り
拉
ぐ
」
な
ど
申
す
は
、
こ
の
位
に
て
や
あ
る
く

４

こ

う

こ

き

や

く

ら

い

た

き
。
こ
れ
は
、
向
去
却
来
し
て
、
い
や
閑
け
て
謡

い

き

よ

く

し

よ

、

つ

い

か

ん

の

う

ふ
位
曲
な
り
。
こ
の
性
位
に
至
る
、
堪
能
に
あ
ら

か

な

そ

う

お

う

ず
は
叶
ふ
く
か
ら
ず
。
そ
の
人
に
相
応
し
て
知
る

べ
し
。

じ

ょ

う

じ

よ

う

せ

ん

一
、
こ
の
条
々
、
以
上
、
こ
れ
は
、
た
だ
詮
ず

５

せ

い

け

ん

６

こ

わ

る
所
、
声
懸
に
あ
る
べ
き
な
り
。
そ
も
そ
も
、
声

が

か

き

よ

く

し

ょ

懸
り
の
こ
と
、
曲
所
に
就
き
て
大
事
あ
り
。
曲
の

お

う

ぎ

７

さ

と

み

ご

奥
儀
と
も
申
す
べ
し
。
「
悟
り
悟
り
て
、
未
悟
に

し

ゆ

う

げ

ん

ゆ

う

同
じ
」
と
云
々
。
す
で
に
こ
の
条
々
、
祝
言
・
幽

さ

よ

く

れ

ん

ぼ

あ

い

し

よ

う

ら

ん

ぎ

ょ

く

い

曲
・
恋
慕
・
哀
傷
・
閑
曲
、
こ
と
ご
と
く
そ
の
謂

し

よ

も

ん

ど

ん

し

た

が

は
れ
ど
も
を
書
し
て
、
そ
の
文
言
に
従
ひ
て
、

ふ

し

き

よ

く

か

か

き

よ

く

た

い

節
・
曲
を
付
け
た
る
懸
り
な
れ
ば
、
そ
の
曲
体
を

し

ゆ

と

く

の

う

い

ち

ふ

し

て

い

よ
く
よ
く
習
得
し
て
、
能
一
に
謡
ふ
は
、
節
体
の

か

た

ぎ

う

え

８

あ

や

き

よ

く

形
木
な
り
。
さ
て
、
そ
の
上
に
文
を
な
す
を
曲
と

く

ら

い

き

わ

に

云
ふ
。
こ
の
位
ま
で
を
究
む
る
も
、
い
ま
だ
似
た

き

よ

く

ぶ

ん

お

ほ

る
曲
分
な
り
。
こ
の
位
を
す
で
に
忘
れ
て
、
覚
え

か

ん

も

ん

あ

ら

ま

こ

と

こ

わ

が

か

知
ら
ず
、
感
聞
に
顕
は
る
る
所
、
こ
れ
真
の
声
懸

き

よ

く

し

ゆ

り
な
り
。
こ
の
位
を
得
た
ら
ん
を
、
曲
主
と
は
申

す
べ
き
な
り
。

た
が
、
日
本
で
は
仏
前
で
詠
唱
す
る
こ
と
を
い
う
。

７
伽
陀
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
函
碑
冨
の
音
写
。
歌
謡
の
意
。
韻

文
に
節
を
つ
け
て
弧
調
す
る
こ
と
。
声
明
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

８
軽
重
・
清
濁
は
上
に
よ
り
壼
日
曲
声
出
目
座
（
一
三
二
頁
注

８

）

‐

参

照

。

１
哀
傷
の
部
は
和
歌
の
勅
撰
集
で
は
「
哀
傷
」
の
部
が
あ
る
け

I

E

I

~~
1

哀
傷
と
は
、
こ
れ
も
、
哀
れ
で
〈
恋
慕
の
音
曲
の
あ
わ
れ
さ
に
通
じ
よ
う
〉
涙
の
う
か

ぶ
よ
う
な
心
を
体
と
し
た
謡
の
こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。
聞
い
た
感
じ
は
、
世
の
は

か
な
さ
を
し
み
じ
み
と
あ
ら
わ
す
よ
う
な
感
じ
の
音
曲
で
あ
る
べ
き
だ
。
こ
の
哀

傷
に
関
し
て
は
、
現
代
は
何
事
に
お
い
て
も
祝
言
的
な
の
を
本
筋
と
す
る
時
勢
で

あ
る
か
ら
、
あ
ま
り
哀
傷
味
の
濃
い
曲
は
遠
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
連
歌
を

堆
蔬
鴨
識
恥
翰
蔀
幟
澤
一
睡
轤
岬
部
繩
岫
濁
嚥
剛
嘘
哉
坐
郡
誕
舜
榧
逢
諏
劃
幅
や
癖

常
音
の
感
じ
を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
印
象
が
あ
っ
て
、
そ
の
曲
の
お
も
む
き
が
美

し
く
さ
え
あ
れ
ば
、
い
ち
ば
ん
そ
れ
ら
し
い
哀
傷
だ
と
思
わ
れ
る
。

閑
曲
と
称
す
る
も
の
は
、
非
常
に
程
度
の
高
い
謡
い
か
た
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る

ぜ

ふ

う

ひ

ふ

う

曲
に
つ
い
て
鍛
練
し
つ
く
し
、
そ
う
し
た
境
地
に
至
り
え
て
後
に
、
是
風
と
非
風

と
の
差
別
を
超
え
て
、
い
わ
ゆ
る
「
似
せ
る
所
ま
で
は
行
け
る
が
、
同
じ
所
に
は

行
き
つ
け
な
い
」
よ
う
な
謡
の
で
き
る
段
階
を
い
う
の
で
あ
る
。
歌
道
に
お
い
て

も
、
い
わ
ゆ
る
十
体
の
な
か
で
強
い
表
現
の
階
層
を
拉
鬼
体
な
ど
と
称
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
、
こ
の
閑
曲
の
位
に
あ
た
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
奥
儀

を
き
わ
め
た
の
ち
再
び
下
層
ま
で
還
っ
て
来
て
、
さ
ら
に
壮
荒
な
謡
い
か
た
を
す

る
階
層
の
曲
で
あ
る
。
こ
の
閑
曲
と
い
う
ク
ラ
ス
に
至
る
こ
と
は
、
す
ぐ
れ
た
役

者
で
な
く
て
は
、
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
。
本
人
の
器
量
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
五
音
の
説
明
は
以
上
で
終
わ
る
。
こ
の
五
種
の
差
は
、
詮
じ
つ
め
れ
ば
、

声
づ
か
い
の
お
も
む
き
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
、
こ
の
声
づ
か
い
の
お

も
む
き
は
、
い
わ
ゆ
る
「
曲
」
（
謡
趣
）
に
つ
い
て
重
要
な
点
が
あ
る
。
音
曲
の

秘
訣
だ
と
も
言
い
え
よ
う
。
「
悟
り
つ
め
て
、
究
極
の
悟
り
に
到
達
し
て
み
れ
ば
、

ま
だ
悟
ら
ぬ
境
地
と
同
じ
も
の
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ

で
も
、
祝
言
・
幽
曲
・
恋
慕
・
哀
傷
・
閑
曲
、
そ
の
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
素

材
を
訶
章
に
作
り
、
そ
の
文
句
に
従
っ
て
、
ふ
さ
わ
し
い
節
や
曲
を
つ
け
た
結
果

の
お
も
む
き
な
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
曲
の
根
本
を
十
分
に
体
得
し
た
の
を
、
わ

が
も
の
と
し
き
っ
て
謡
う
の
が
、
す
な
わ
ち
節
の
骨
格
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
進
ん
で
、
応
用
的
な
あ
つ
か
い
が
加
わ
っ
た
も
の
を
、
曲
と
い
う
。
し
か
し
、

こ
の
段
階
に
ま
で
至
り
え
て
も
、
そ
れ
は
、
ま
だ
そ
の
と
お
り
謡
う
と
い
う
程
度

で
あ
る
。
そ
の
境
地
を
も
う
ひ
と
つ
超
え
て
し
ま
い
、
無
意
識
に
謡
っ
て
い
る
の

に
、
お
の
ず
か
ら
人
を
感
動
さ
せ
る
よ
う
な
効
果
が
音
曲
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
、

こ
れ
が
真
の
「
声
の
お
も
む
き
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
境
地
に
ま
で
至
り

え
た
人
を
、
声
趣
を
わ
が
も
の
と
し
た
人
と
称
す
べ
き
だ
。

１

１

１

１

11 10 9

~

ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ

便
音
「
花
鏡
」
（
二
三
○
頁
）
参
照
。

ユ

ウ

オ

ン

用
音
底
本
「
用
垂
且
。

曲
、
体
、
節
、
用
「
節
」
は
譜
で
示
し
う
る
旋
律
や
拍
子
、

「
曲
」
は
そ
れ
に
伴
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
趣
（
二
二
九
頁
参
照
）
。

「
曲
を
体
」
「
節
を
用
」
の
意
で
あ
る
。

れ
ど
も
、
連
歌
の
準
勅
撰
集
「
莵
玖
波
集
」
「
新
撰
莵
玖
波
集
』

１
１
１

~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
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一

雛
五音曲

お

ん

ぎ

よ

く

す

が

た

か

か

し

ゆ

ぼ

く

た

と

お
よ
そ
音
曲
の
姿
懸
り
を
数
木
と
瞼
へ
て
、
そ

か

ふ

う

も

の
心
を
歌
風
を
以
て
見
す
る
条
々
、
付
訶
。

し

よ

う

ぼ

く

し

ゆ

う

げ

ん

１

よ

る

よ

一
、
松
木
祝
言
の
姿
。
「
万
づ
代
を
松
に
ぞ
君

い

わ

ち

と

せ

か

げ

を
祝
ひ
つ
る
千
年
の
蔭
に
住
ま
ん
と
思
へ
ば
」
。

ど

き

ん

げ

ん

し

よ

う

ぼ

う

つ

ぜ

ん

聖
徳
太
子
の
御
金
言
、
「
正
法
尽
き
て
禅
に
移
り
、

し
ゆ
ぼ
く

う

ん

ぬ

ん

数
木
枯
れ
て
松
に
な
ら
ん
」
と
云
々
。
松
は
も
と

こ

こ

ん

せ

ん

し

ゆ

う

ふ

う

よ
り
霊
木
と
し
て
、
古
今
の
色
な
く
、
千
秋
の
風

し

３

ま

ん

も

く

せ

い

ざ

ん

よ

そ

お

姿
、
お
の
づ
か
ら
満
目
青
山
の
粧
ひ
を
な
せ
り
。

き

よ

く

せ

い

４

あ

ん

せ

ん

そ

う

と

う

祝
言
の
曲
声
、
安
全
の
感
音
を
な
す
所
、
相
当
こ

れ
あ
り
。

よ

う

ぼ

く

ゆ

う

き

ょ

く

５

か

た

の

み

の

一
、
桜
木
幽
曲
。
「
ま
た
や
見
ん
交
野
の
御
野

さ

く

ら

が

あ

け

ぼ

の

の
桜
狩
り
花
の
雪
散
る
春
の
曙
」
。

６
よ
う
ほ
く

し

よ

ほ

ぐ

れ

い

ぼ

く

桜
木
は
、
も
と
よ
り
諸
木
の
中
の
霊
木
と
し
て
、

も

ろ

こ

し

ち

よ

う

け

い

ぶ

つ

唐
・
わ
が
朝
の
春
の
色
を
な
す
景
物
た
り
。
し
か

き

よ

く

お

ん

え

い

か

ゆ

う

ぎ

ん

れ
ば
、
曲
音
の
匂
ひ
、
詠
歌
の
幽
吟
、
さ
な
が
ら

ね

も

ち

よ

う

か

ん

花
・
鳥
の
色
・
音
を
以
て
寵
感
を
な
す
べ
し
。

こ

う

よ

う

れ

ん

ぼ

７

し

た

も

み

じ

ゆ

う

一
、
紅
葉
恋
慕
。
「
下
紅
葉
か
つ
散
る
山
の
夕

し

ぐ

れ

ぬ

時
雨
濡
れ
て
や
鹿
の
ひ
と
り
鳴
く
ら
ん
」
。

こ

う

よ

う

し

ゆ

う

ぼ

な

さ

け

そ

紅
葉
は
秋
暮
の
情
を
見
せ
て
、
色
に
染
み
、
露
を
か

よ

そ

お

れ

ん

ほ

え

ん

せ

い

つ

、

ワ

な
し
む
粧
ひ
、
恋
慕
怨
声
の
思
ひ
に
通
ず
。

と

う

ぼ

く

あ

い

し

よ

う

８

あ

一
、
冬
木
哀
傷
。
「
悪
し
か
れ
と
思
は
い
山
の

な

げ

峰
に
だ
に
生
ふ
な
る
も
の
を
人
の
歎
き
は
」
。

せ

こ
れ
は
、
花
の
春
・
紅
葉
の
秋
を
経
て
、
霜
に
責

む

も

へ

ん

め
ら
れ
、
雪
に
埋
れ
て
、
葉
落
ち
、
枝
変
じ
た
る

ふ

ゆ

こ

だ

ち

あ

い

し

ょ

う

ぼ

う

お

く

け

し

き

冬
木
立
、
さ
な
が
ら
哀
傷
・
望
憶
の
気
色
深
し
。

さ

ん

ぼ

く

ら

ん

ぎ

よ

く

９

－
、
杉
木
閑
曲
。
「
い
つ
し
か
と
神
さ
び
に
け

か

ぐ

や

ま

む

す

ぎ

こ

け

る
香
具
山
の
鉾
杉
が
も
と
に
苔
む
す
ま
で
に
」
。

さ
ん
ぼ
く

よ

そ

お

畑

た

し

ん

ぼ

く

れ

い

杉
木
は
、
こ
れ
、
粧
ひ
い
や
閑
け
て
、
神
木
、
霊

し

や

み

か

げ

か

こ

し

よ

ぼ

く

る

い

ひ

と

社
の
御
蔭
を
囲
み
て
、
諸
木
に
類
し
て
等
し
か
ら

え

ん

け

ん

き

よ

く

が

か

こ

と

ひ

ぴ

ぬ
遠
見
あ
り
。
し
か
れ
ば
、
曲
懸
り
異
な
る
響
き
、

ら

ん

せ

い

た

ぐ

ふ

う

も

ん

さ

ん

ぼ

く

も

た

と

閑
声
類
ひ
な
き
風
聞
、
杉
木
を
以
て
瞼
へ
と
す
。

し

ゆ

ど

う

こ

わ

が

か

よ
く
よ
く
習
道
し
て
、
声
懸
り
を
な
す
べ
し
。

！

に
は
そ
の
部
が
無
い
。
連
歌
で
は
、
哀
傷
を
述
懐
お
よ
び
無
常
の

な
か
に
含
め
て
級
う
か
ら
で
あ
る
。

２
巳
上
し
て
「
す
で
に
上
の
段
階
に
達
し
て
」
の
意
。

３
十
体
定
家
の
十
体
。
幽
玄
様
・
事
可
然
様
・
麗
様
・
有
心
体
・

長
高
様
・
見
様
・
面
白
様
・
有
一
節
様
・
濃
様
・
拉
鬼
体
。
『
毎

月
抄
』
に
出
て
い
る
が
、
後
の
定
家
仮
托
偽
書
『
三
五
記
』
『
愚

秘
抄
』
『
愚
見
抄
』
な
ど
の
類
に
も
祖
述
さ
れ
、
著
名
で
あ
っ
た
。

力

ウ

コ

キ

ヤ

ク

ラ

イ

４
向
去
却
来
底
本
「
向
去
却
来
」
。
『
世
阿
弥
二
十
三
部
集
」
は

「
却
来
」
を
「
け
ふ
ら
い
」
と
よ
ま
せ
る
が
，
拠
り
所
は
不
明
。

「
名
所
旧
跡
お
の
づ
か
ら
、
捨
て
て
交
は
る
塵
の
世
の
、
夢
も
現
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＃

す
べ
て
音
曲
の
様
式
や
お
も
む
き
を
、
い
ろ
い
ろ
な
樹
木
で
愉
え
、
ま
た
、
そ

の
意
味
あ
い
を
、
和
歌
の
表
現
で
示
す
諸
項
、
お
よ
び
説
明
の
訶
・

一
、
松
の
木
祝
言
の
様
式
。
「
万
代
を
松
に
ぞ
君
を
祝
ひ
つ
る
千
年
の
蔭
に
住

ま
ん
と
思
へ
ば
」
（
君
が
万
年
の
寿
命
を
保
た
れ
る
こ
と
を
、
常
緑
の
松
で
祝
福
す
る
こ
と

だ
。
自
分
は
、
そ
の
千
年
の
松
の
蔭
ｌ
長
寿
な
る
君
の
恵
み
の
も
と
ｌ
に
よ
っ
て
生
き
な

が
ら
え
よ
う
と
思
う
ゆ
え
に
。
）

聖
徳
太
子
の
御
教
え
に
も
、
「
正
法
期
が
終
わ
っ
て
、
禅
に
移
る
よ
う
に
な
り
、

多
く
の
樹
木
が
枯
れ
て
、
松
ば
か
り
残
る
で
あ
ろ
う
」
と
仰
せ
ら
れ
た
と
か
。
松

は
、
も
と
も
と
霊
木
と
し
て
、
歳
月
に
拘
わ
ら
ず
常
緑
の
色
を
見
せ
、
千
年
も
か

わ
ら
ぬ
様
子
は
、
お
の
ず
か
ら
見
は
る
か
す
天
地
自
然
の
広
大
な
光
景
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
。
祝
言
の
声
趣
が
、
治
世
安
楽
の
感
じ
を
も
っ
て
響
く
と
こ
ろ
、
よ
く

こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
。

一
、
桜
の
木
幽
曲
の
様
式
。
「
ま
た
や
見
む
交
野
の
御
野
の
桜
狩
り
花
の
雪
散

る
春
の
曙
」
（
世
に
も
美
し
い
こ
の
よ
う
な
景
色
も
、
再
び
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
交
野

の
御
野
の
桜
狩
り
の
、
花
の
雪
が
散
り
み
だ
れ
る
春
の
曙
の
こ
の
景
色
を
。
）

桜
は
、
も
ち
ろ
ん
諸
木
の
中
で
の
す
ぐ
れ
た
木
と
し
て
、
シ
ナ
や
わ
が
国
の
美
し

い
春
景
色
を
作
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
幽
曲
で
は
、
そ
の
声
趣
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
や
、
謡
っ
て
ゆ
く
優
美
さ
は
、
あ
た
か
も
花
の
色
や
小
鳥
の
さ
え
ず
り
の

よ
う
な
ふ
う
に
そ
の
美
し
い
感
じ
を
表
現
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
紅
葉
恋
慕
の
様
式
。
「
下
紅
葉
か
つ
散
る
山
の
夕
し
ぐ
れ
濡
れ
て
や
鹿
の

ひ
と
り
鳴
く
ら
む
」
（
紅
葉
の
下
葉
が
、
か
た
ぇ
か
ら
散
り
そ
め
る
晩
秋
の
山
に
、
お
り
か

ら
降
っ
て
き
た
時
雨
に
濡
れ
な
が
ら
妻
を
恋
う
て
鳴
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
わ
れ
深
く

鹿
の
音
が
聞
え
て
来
る
。
）

紅
葉
は
、
晩
秋
の
心
情
を
如
実
に
示
し
て
、
色
深
く
、
露
に
心
を
動
か
さ
れ
る
よ

う
な
そ
の
様
子
は
、
恋
慕
の
な
げ
き
の
思
い
に
通
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

一
、
冬
の
木
哀
傷
の
様
式
。
「
あ
し
か
れ
と
思
は
い
山
の
峰
に
だ
に
生
ふ
な
る

も
の
を
人
の
歎
き
は
」
（
別
に
悪
く
あ
れ
か
し
と
も
思
っ
て
い
な
い
山
の
峰
に
さ
え
も
、
投

げ
木
ｌ
歎
き
ｌ
は
生
え
る
も
の
で
す
の
に
、
ま
し
て
、
う
ち
捨
て
ら
れ
た
自
分
に
、
歎
き

悲
し
む
心
が
深
い
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。
）

こ
れ
は
、
花
の
春
や
紅
葉
の
秋
を
経
て
、
あ
る
い
は
霜
に
い
た
め
ら
れ
、
あ
る
い

は
雪
に
埋
も
れ
て
、
葉
も
落
ち
枝
ぶ
り
も
変
わ
っ
た
冬
の
木
立
の
よ
う
な
も
の
で
、

哀
傷
や
望
憶
の
思
い
が
そ
っ
く
り
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

。

１
１

１
１

も
隔
て
な
く
、
向
去
却
来
の
境
界
に
至
る
」
（
閑
曲
「
初
瀬
六
代
」
）
。

観
世
流
で
は
「
コ
オ
キ
ョ
キ
ャ
ク
ラ
イ
」
と
発
音
す
る
。
悟
り
を

達
成
し
た
あ
と
、
再
び
未
悟
の
境
地
に
も
ど
る
こ
と
。
『
九
位
』

（
二
九
五
頁
注
８
）
参
照
。

セ

イ

ケ

ン

５
．
声
懸
底
本
室
侭
盤
。
下
の
「
声
懸
り
」
と
同
意
。
術
語
ふ

う

に

音

読

し

た

も

の

。

６
声
懸
り
底
本
「
コ
ワ
カ
、
リ
」
。

７
悟
り
悟
り
て
自
得
慧
暉
和
尚
の
句
。
「
拾
玉
得
花
』
（
三
一
六

頁

注

５

）

参

照

。モ
ン

８

文

底

本

「

ア

ャ

」

。

ｊ

ｌ

ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

・
唖
も
４
Ｊ
Ｉ
Ｌ
。
。
・
民
‐
ｆ
０
ｂ
０
Ⅲ
ｙ
４
Ｄ
咄
’
■
ｆ
ｔ

ｑ
■
’
〃
ｑ
ｌ
ｆ
Ｉ
Ｊ
ｌ
申
ｐ
４
Ｉ
９
Ｉ
ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ
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珈
咽
Ⅷ
噸
舶
噸
剛
附
則
Ⅷ
Ⅲ
剛
剛
脚
鼎
Ⅱ
１
１

－■＝

し

ゆ

う

げ

ん

お

ん

ぎ

よ

く

ほ

ん

せ

い

す

が

た

一
、
祝
言
の
音
曲
、
本
声
の
姿
。

あ

め

つ

ち

ひ

ら

お

こ

「
そ
れ
久
方
の
神
代
よ
り
、
天
地
開
け
し
国
の
起

１

ひ

さ

か

た

も

り
」
の
謡
ひ
物
、
こ
れ
ら
を
以
て
本
声
と
す
。

Ｚ

ご

お

ん

ゆ

う

き

ょ

く

お

ん

ざ

よ

く

ほ

ん

せ

い

、
上
、
幽
曲
の
音
曲
、
本
声
の
姿
。
〈
幽
曲
は
五
音

ぎ
よ
く
曲
に
通
ず
る
曲
風
な
り
。
〉

五音曲

「
日
折
り
せ
し
、
４
行
唾
の
歸
癖
の
本
の
酢
よ
り
」

３

ひ

お

の
謡
の
懸
り
、
こ
れ
、
幽
曲
な
り
。
お
よ
そ
、
応

う

た

い

か

か

ふ

し

く

せ

ま

い

永
年
内
よ
り
以
来
の
謡
ひ
物
・
節
曲
舞
な
ど
、
み

い

ふ

り

い

し

る

お

よ

ば

ず

な
み
な
幽
曲
な
り
。
こ
と
ご
と
く
は
記
す
に
不
し
及
・

一
、
識
講
の
僻

で

う

た

い

手
恐
ぶ
れ
ど
、
色
に
出
に
け
り
わ
が
恋
は
」
の
謡
、

恋
慕
の
本
懸
り
な
り
。
邦
捧
騨
稚
献
」
の
鱈
騨
、

は

ん

か

か

れ

ん

ぼ

も

つ

ぱ

砿
蓉
『
漉
幽
、
こ
れ
ら
は
皆
恋
慕
の
専
ら

一

、

杉

の

木

閾

曲

の

様

式

。

「

い

つ

し

か

と

神

さ

び

に

け

る

香

久

山

の

鉾

杉

が

鉦

も

と

に

苔

む

す

ま

で

に

」

（

い

つ

の

ま

に

か

早

く

も

香

久

山

の

鉾

杉

も

森

巌

な

姿

に

な

っ

て

＊

拝

＊

稗

．

＊

祥

来

た

こ

と

だ

、

そ

の

も

と

に

苔

が

生

え

る

ま

で

に

。

）

杉

の

木

は

、

見

た

目

が

ひ

と

き

わ

壮
高
で
、
神
木
と
し
て
霊
域
を
め
ぐ
っ
て
聟
え
、
遠
方
か
ら
な
が
め
て
も
、
一
般
の
木
と
は
ち
が
っ
た
様
子
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
、
關
曲
に
お
け
る
曲
の
お
も
む
き
が
、
他
と
は
異
な
っ
た
響
き
の
あ
る
点
や
、
壮
高
な
声
づ
か
い
の
比
類
の
な
い
感
銘
な
ど

も
、
こ
の
杉
の
木
で
職
え
た
の
で
あ
る
。
し
っ
か
り
習
い
き
わ
め
て
、
そ
の
お
も
む
き
を
謡
う
べ
き
で
あ
る
。

１

万

づ

代

を

『

古

今

星

垂

巻

七

・

三

五

六

。

素

性

の

歌

。

７

下

紅

葉

『

新

古

今

集

」

巻

五

・

四

三

七

。

家

隆

の

歌

。

２

聖

徳

太

子

の

御

金

言

出

典

不

明

。

俗

説

で

あ

ろ

う

。

８

悪

し

か

れ

と

『

詞

花

集

』

巻

九

・

三

三

二

。

和

泉

式

部

の

歌

。

３

満

目

青

山

『

九

位

』

（

二

九

一

頁

注

６

）

参

照

。

９

い

つ

し

か

と

「

何

時

間

毛

神

左

備

祁

留

鹿

香

山

之

鉾

椙

之

本

４
安
全
「
な
ほ
安
全
ぞ
め
で
た
き
」
（
能
「
難
波
」
）
・
「
四
海
安
が
蘇
生
左
右
二
」
（
『
万
葉
集
』
巻
三
・
二
五
九
）
。
鴨
君
足
人
の

全
に
国
治
ま
り
」
（
能
「
大
社
」
）
な
ど
の
「
安
全
」
は
、
諸
流
で
歌
。
普
通
の
訓
と
違
う
が
、
当
時
こ
の
よ
う
な
訓
が
あ
っ
た
の
か
、

「

ア

ン

セ

ン

」

と

発

音

さ

れ

て

い

る

。

世

阿

弥

の

誤

り

か

、

明

ら

か

で

な

い

。

５
ま
た
や
見
ん
『
新
古
今
集
」
巻
二
・
二
四
。
俊
成
の
歌
。
加
閾
け
て
壮
大
な
高
ざ
を
感
じ
さ
せ
、
杉
の
木
は
優
美
な
趣
が

６
桜
木
は
底
本
「
桜
木
ハ
」
。
振
り
仮
名
の
「
キ
」
は
誤
写
と
な
く
、
そ
び
え
立
つ
木
な
の
で
、
九
位
に
お
け
る
強
細
風
の
よ
う

ヤ

ウ

キ

な

「

強

さ

」

の

感

じ

を

薯

え

る

。

な
り
。

８

あ

い

し

そ

う

お

ん

ぎ

よ

く

一
、
哀
傷
音
曲
・

あ

い

だ

ざ

ん

「
一
生
は
風
の
前
の
雲
、
夢
の
間
に
散
じ
や
す

う

た

い

あ

い

し

よ

う

ほ

ん

ぷ

う

く
」
の
謡
、
哀
傷
の
本
風
な
り
。

皿

ら

ん

ぎ

よ

く

お

ん

ぎ

よ

く

一
、
關
曲
音
曲
・

い

ち

だ

い

き

よ

う

ほ

う

ど

じ

は

つ

き

ょ

ぅ

「
そ
れ
、
一
代
の
教
法
は
、
五
時
・
八
教
を
け
づ

ほ

ん

ぷ

う

肥

じ

よ

う

ぐ

う

た

い

し

り
」
の
謡
。
閾
曲
の
本
風
な
り
。
「
上
宮
太
子
」

う

た

い

カ

カ

ふ

し

く

せ

ま

い

し

ら

ひ

げ

の
節
曲
舞
・
「
白
鬚
」
、
こ
の
懸
り
な
り
。
ま
た
、

喝
た
だ
こ
と
ば
ら
ん
ぎ
よ
く

只
訶
、
閑
曲
な
り
。

見
て
、
改
め
た
。

川
旧
里
１
１
祁
圃
田
川
刎
酬
洲
Ｍ
Ｊ
曲
Ｊ
Ｉ
Ｌ

１
そ
れ
久
方
の
祝
言
小
謡
「
伏
見
」
の
文
句
。
『
五
音
」
（
三
六

八

頁

）

参

照

。

２
幽
曲
は
五
音
曲
に
通
ず
る
曲
風
な
り
底
本
朱
汪
．

1

1

|I
一
、
祝
言
謡
の
規
範
的
な
儀
式
。

「
そ
れ
久
方
の
神
代
よ
り
、
天
地
關
け
し
国
の
起
り
」
と
い
う
謡
の
よ
う
な
も
の

ひ

ら

を
、
そ
の
本
格
と
す
る
。

一
、
幽
曲
謡
の
規
範
的
な
様
式
。
〈
幽
曲
は
、
五
音
曲
に
共
通
し
た
タ
イ
プ
の
声
趣
で

あ
る
。
〉「

ひ
を
せ
り
し
、
右
近
の
馬
場
の
木
の
間
よ
り
」
と
い
う
謡
の
お
も
む
き
は
、
幽

曲
で
あ
る
。
だ
い
た
い
、
応
永
年
間
こ
の
か
た
の
謡
や
節
曲
舞
な
ど
は
、
い
ず
れ

も
み
な
幽
曲
と
い
う
べ
く
、
い
ち
い
ち
例
を
あ
げ
る
に
も
及
ば
な
い
と
思
う
。

一
、
恋
慕
謡
の
規
範
的
な
様
式
。

「
忍
ぶ
れ
ど
、
色
に
出
に
け
り
我
が
恋
は
」
の
謡
、
こ
れ
が
恋
慕
謡
の
本
格
的
な

お
も
む
き
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
「
松
風
村
雨
」
の
後
の
段
、
「
班
女
」
「
み
そ
ぎ

川
」
の
曲
な
ど
、
こ
れ
ら
は
み
な
恋
慕
を
主
眼
と
し
て
い
る
。

格
的
な
姿
で
あ
る
。

一
、
閑
曲
謡
の
規
範
的
な
様
式
。

「
そ
れ
一
代
の
教
法
は
、
五
時
八
教
を
け
づ
り
」
と
い
う
謡
な
ん
か
は
、
閑
曲
の

本
格
的
な
姿
で
あ
る
。
「
上
宮
太
子
」
の
節
曲
舞
や
「
白
鬚
」
の
曲
な
ど
も
、
閑

曲
で
あ
る
。
ま
た
、
節
づ
け
の
な
い
部
分
は
、
閾
曲
で
あ
る
。

コー

、
哀
傷
謡
の
規
範
的
な
様
式
。

生
は
風
の
前
の
雲
、
夢
の
間
に
散
じ
易
く
」
と
い
う
謡
な
ど
、
哀
傷
曲
の
本

I

３
日
折
り
せ
し
能
「
右
近
」
の
文
句
。

４
右
近
の
馬
場
の
底
本
「
ウ
コ
ン
バ
や
ノ
」
。
松
廼
舎
本
に
よ

り

訂

正

。

１

１

｜
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一

田

川

ｒ

Ｌ

ｒ

‐

■

９

Ｆ

川

畑

刷

空

！

ｈ

貼

り

Ⅱ

剛

酬

叫

臥

川

湖

肥

旧

踊

梧

五音曲

、

ら

ん

ぎ

よ

く

ど

う

お

ん

く

き

ょ

う

お
よ
そ
閑
曲
に
同
音
の
倶
行
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。

く

ち

ち

い

ん

自
他
別
に
し
て
、
ま
た
知
音
の
道
あ
り
。
そ
も
そ

き

よ

く

ど

う

も
、
閑
曲
に
倶
行
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
曲
道
大
事
あ

あ

ん

い

ｌ

ざ

だ

ん

な

に

り
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
安
位
に
座
断
し
て
、
何
と
も

そ

く

ざ

２

き

て

ん

い

く

き

よ

く

ど

』

７

即
座
の
気
転
に
よ
り
て
出
で
来
る
曲
な
れ
ば
、
同

お

ん

れ

ん

せ

い

音
の
連
声
、
曲
の
道
あ
る
べ
か
ら
ず
。
た
だ
お
ほ

か

ん

の

う

か

ん

の

う

く

ぎ

よ

う

あ

る

ぺ

き

か

か
た
、
堪
能
と
堪
能
は
倶
行
可
レ
有
欺
。
そ
れ
も

ふ
し

き

よ

く

れ

ん

節
ま
で
は
倶
行
あ
る
べ
し
。
曲
に
至
り
て
は
、
連

き
よ
く
ふ
ど
う

き

ょ

く

お

ぽ

い

曲
不
同
に
な
る
べ
し
。
曲
は
、
思
え
ず
知
ら
ず
出

く

３

き

お

ん

ひ

と

り

ひ

と

り

た

つ

で
来
る
気
音
な
り
。
し
か
れ
ば
、
一
人
一
人
の
達

せ
い

じ

た

い

ち

お

ん

き

よ

く

ど

う

声
と
し
て
、
自
他
一
音
の
曲
道
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。

ふ

ん

べ

つ

心
得
べ
き
な
り
。
こ
の
曲
道
を
分
別
し
て
、
そ
の

き
よ
く
し
ゆ

お

く

ぎ

曲
主
と
な
る
こ
と
、
音
曲
の
奥
儀
な
り
。
秘
伝
な

４

き

よ

く

ふ

ふ

し

て

い

か

た

ぎ

ら

ん

り
。
お
よ
そ
曲
付
す
る
所
の
節
体
の
形
木
の
、
閑

ぎ

よ

く

く

ぎ

よ

う

曲
ま
で
は
倶
行
あ
る
べ
き
な
り
。
深
く
秘
す
べ
し
、

秘
す
べ
し
。

５

し

じ

よ

お

さ

ま

れ

る

よ

の

こ

え

は

や

す

ん

じ

て

も

て

一
、
詩
序
に
云
ふ
、
「
治
世
之
音
、
安
以

た
の
し
め
り
そ
の
ま
つ
り
）
）
と
や
わ
ら
げ
ば
な
り
み
だ
れ
な
ん
と
す
る
よ
の
こ
え
は
』
？
ｂ
み
て

楽

。

其

政

和

。

乱

世

之

音

、

怨

も
て
い
か
れ
り
そ
の
ま
つ
り
ご
と
そ
む
け
ば
な
り
ほ
ろ
び
な
ん
と
す
る
く
に
の
こ
え
は

以

怒

。

其

政

乖

。

亡

国

之

音

、

か
な
し
み
て
も
て
お
も
え
り
そ
の
た
み
く
る
し
め
ば
な
り
か
る
が
ゆ
ぇ
に
と
く
し
つ
を
た
だ
し

哀

以

思

・

其

民

困

・

故

正

二

得

失

↓

て
ん
ち
を
う
ご
か
し
き
じ
ん
を
か
ん
ぜ
し
む

動
二
天
地
↓
感
二
鬼
神
ご

６

て

ん

の

め

い

ず

る

を

し

よ

う

と

い

い

し

よ

う

に

し

た

が

う

を

み

ち

と

い

う

一
、
「
天
之
命
謂
二
之
性
弍
循
レ
性
謂
二
之
道
一
」
云

し

よ

、

ワ

云
・
し
か
れ
ば
、
性
は
天
、
道
は
地
な
る
べ
し
。

し

だ

い

と

し

ゆ

う

げ

ん

し

よ

う

こ
れ
を
音
曲
の
次
第
に
取
ら
ば
、
祝
言
は
性
な
る

し

よ

う

わ

か

か

て

い

ゆ

う

げ

ん

く
し
。
こ
の
性
を
和
し
て
懸
り
と
な
す
体
を
幽
玄

ふ

か

か

ん

も

ん

そ

と
云
ふ
。
ま
た
幽
玄
を
な
ほ
深
め
て
感
文
を
添
ふ

れ

ん

ぼ

８

ほ

う

き

ょ

く

つ

る
位
を
恋
慕
と
云
ふ
。
恋
慕
に
亡
曲
の
心
を
付
け

あ

い

し

よ

う

し

ゆ

ど

う

あ

ん

て
哀
傷
と
云
ふ
。
こ
れ
ら
を
習
道
し
終
り
て
、
安

い

い

た

い

た

た

つ

お

ん

ら

ん

せ

い

位
に
至
り
至
る
達
音
を
閑
声
と
云
へ
り
。
こ
れ
す

き

わ

な
は
ち
、
道
な
り
。
こ
れ
、
当
道
の
音
曲
を
究
む

ぷ

ん

る

分

な

り

。
だ

い

が

く

い

そ

の

も

と

み

だ

れ

て

す

え

お

さ

ま

ら

ず

一
、
大
学
に
云
ふ
、
「
其
本
乱
、
末
不
し
治
」

１

１

５
忍
ぶ
れ
ど
出
所
不
明
。
能
で
は
な
く
、
謡
い
物
の
文
句
か
。

法
政
大
学
能
楽
研
究
所
に
蔵
さ
れ
る
上
杉
本
罰
曲
集
』
所
収
の

「
煙
見
千
寿
」
に
こ
の
文
句
が
見
え
る
（
片
桐
登
氏
論
文
）
。

６
松
風
村
雨
現
行
曲
「
松
風
」
の
古
名
。

７
祓
川
底
本
に
無
し
。
松
廼
舎
本
に
よ
り
補
う
。
た
だ
し
、
如

何

な

る

曲

か

不

明

。

８
哀
傷
音
曲
底
本
「
ア
イ
シ
ヤ
ウ
々
と
こ
の
「
々
々
」
が
何

を
あ
ら
わ
す
の
か
は
不
明
だ
が
、
幽
玄
の
条
の
標
目
が
底
本
で
は

「
幽
玄
ノ
々
々
本
声
姿
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
か
ら
考
え
、
い

ち
お
う
「
音
曲
」
と
よ
ん
で
お
く
。

I

一
、
す
べ
て
、
閑
曲
に
お
い
て
は
、
二
人
以
上
の
同
吟
と
い
う
こ
と
は
、
有
り

え
な
い
。
自
分
の
う
た
う
閑
曲
と
他
人
の
う
た
う
閑
曲
と
は
、
同
じ
謡
で
も
別
も

の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
ど
こ
か
通
じ
あ
う
謡
い
か
た
の
筋
が
あ
る
。
い
っ
た
い
、

閑
曲
に
お
い
て
、
二
人
以
上
の
者
が
同
吟
で
き
な
い
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
謡

の
道
と
し
て
重
大
な
筋
あ
い
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
わ
け
は
、
閑
曲
と
い
う
も
の

は
、
す
っ
か
り
安
定
し
き
っ
た
芸
に
腰
を
据
え
て
、
ど
の
よ
う
に
も
、
そ
の
場
の

息
づ
か
い
で
生
ま
れ
る
声
趣
な
の
で
あ
る
か
ら
、
同
音
で
の
連
吟
な
ど
は
、
う
た

う
方
法
の
有
り
え
よ
う
は
ず
が
な
い
。
た
だ
、
す
ぐ
れ
た
達
人
ど
う
し
の
あ
い
だ

で
は
、
い
ち
お
う
連
吟
す
る
可
能
性
も
有
り
う
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し

ふ

し

き

よ

く

た
と
こ
ろ
で
、
節
ま
で
は
同
吟
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
「
曲
」
（
声
趣
）
に
至
っ

て
は
、
連
吟
し
て
も
不
同
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
「
曲
」
と
い
う
も
の
は
、
う

た
う
当
人
さ
え
も
意
識
せ
ず
に
息
づ
か
い
か
ら
生
ま
れ
る
特
殊
な
音
趣
な
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
個
人
個
人
の
達
人
芸
と
し
て
の
み
有
り
う
る
の
で
あ
り
、
二
人
以

上
が
同
音
に
う
た
い
う
る
道
理
な
ど
は
無
い
の
が
当
然
で
あ
る
。
よ
く
こ
の
点
を

理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
閑
曲
の
筋
あ
い
を
よ
く
理
解
し
て
、
声
趣
を

わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
が
、
謡
の
奥
儀
で
あ
り
、
秘
伝
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ふ

し

だ
い
た
い
、
作
曲
を
す
る
節
の
型
は
、
閑
曲
以
前
の
段
階
で
は
、
二
人
以
上
が
同

音
に
う
た
い
う
る
も
の
と
心
得
て
よ
い
。
他
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一
、
『
毛
詩
」
の
大
序
に
、
「
泰
平
の
世
の
歌
声
は
、
安
ら
か
で
楽
し
げ
な
響
き

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
世
の
政
治
が
安
定
し
て
い
る
ゆ
え
で
あ
る
。
ま
た
、
世

が
乱
れ
た
際
の
歌
声
は
、
恨
み
怒
っ
て
い
る
響
き
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
世
の

政
治
が
正
し
く
行
な
わ
れ
て
い
な
い
ゆ
え
で
あ
る
。
ま
た
、
亡
び
よ
う
と
す
る
国

の
歌
声
は
、
悲
痛
で
憂
愁
の
響
き
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
国
の
人
民
が
苦
し
ん

で
い
る
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
詩
は
、
よ
い
事
。
わ
る
い
事
を
明
ら
か
に
し
、

天
地
を
感
動
さ
せ
、
幽
魂
を
も
感
ぜ
し
め
る
も
の
だ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
、
「
天
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
を
性
と
称
し
、
性
の
と
お
り
実
践
す
る
の
を
道

と
い
う
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
性
は
天
に
あ
た
り
、
道
は
地
に
相

当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
五
音
曲
の
順
序
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、

祝
言
は
さ
し
ず
め
性
で
あ
ろ
う
。
こ
の
性
を
優
美
化
し
て
、
お
も
む
き
の
美
し
さ

と
し
た
姿
が
幽
玄
で
あ
る
。
ま
た
、
幽
玄
を
も
う
ひ
と
つ
深
め
て
、
人
を
感
動
さ

あ

や

せ
る
よ
う
な
文
を
添
え
た
段
階
が
恋
慕
で
あ
り
、
そ
の
恋
慕
と
亡
き
者
を
思
い
慕

う
感
じ
を
合
わ
せ
た
の
が
哀
傷
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
す
っ
か
り
修
行
し
て
、
安
定

I I

912 11 1013

一
生
は
風
の
前
の
能
「
鍾
埴
」
の
ク
セ
に
こ
の
文
句
が
見
え

る
け
れ
ど
も
、
何
か
他
の
謡
い
物
か
ら
引
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
五
音
」
（
三
七
○
頁
）
参
照
。

閑

曲

音

曲

底

本

「

閑

曲

々

々

」

。

そ
れ
、
一
代
の
能
「
自
然
居
士
」
の
文
句
。
た
だ
し
現
行
曲

に
は
無
い
。
宝
音
」
（
三
七
二
頁
）
参
照
。

上
宮
太
子
閑
曲
と
し
て
現
存
。
ク
セ
だ
け
な
の
で
「
節
曲

舞
」
と
い
っ
た
。
「
五
音
」
（
三
七
五
頁
）
参
照
。

只
訶
、
閑
曲
な
り
節
づ
け
し
な
い
部
分
は
、
実
は
節
の
極
致

と
も
い
う
べ
き
息
あ
つ
か
い
だ
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
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~正

|

五音曲

、

お

ん

ぎ

よ

く

し

ゆ

ど

う

Ｌ

た

ぢ

一
、
音
曲
習
道
の
次
第
と
は
、
音
声
の
下
地
は

ｌ

し

せ

い

き

よ

く

使
声
な
り
。
声
を
よ
く
使
ひ
て
、
曲
を
な
す
に

し
た
が
従
ひ
て
、
た
と
ひ
不
足
な
る
声
な
り
と
も
、
使
ひ

な

に

せ

い

い

を
り
て
、
何
と
も
心
の
ま
ま
な
る
声
位
に
な
ら
ず

』

つ

る

じ

よ

う

か

は
、
麗
は
し
き
音
曲
の
上
果
に
は
な
る
ま
じ
き
な

し

せ

い

も

し

た

ぢ

り
。
さ
る
ほ
ど
に
、
使
声
を
以
て
音
曲
の
下
地
と

ふ

し

す
。
さ
て
、
節
を
よ
く
よ
く
師
に
習
ひ
て
、
そ
の

か

た

ぎ

く

ら

い

形
木
に
入
り
ふ
し
て
習
得
す
べ
し
。
こ
の
位
も
い

し

よ

し

ん

ぶ

ん

３

お

う

し

ゆ

ま
だ
初
心
の
分
な
り
。
そ
の
の
ち
、
声
の
横
竪
を

よ

心
得
て
、
文
字
に
因
り
て
、
横
に
当
た
る
べ
き
声

あ

あ

を
ば
横
に
当
た
り
、
竪
に
当
た
る
べ
き
を
ば
竪
に

あ

４

あ

い

お

ん

ぢ

せ

い

当
た
り
て
、
相
音
に
謡
ふ
べ
き
を
ば
地
声
に
し
て
、

５

し

だ

い

て

い

と

う

し

ゆ

ど

う

け

い

こ

次
第
梯
登
に
、
習
道
の
稽
古
に
至
る
べ
し
。
習

う

え

ふ

で

ん

き

よ

く

ぶ

ん

道
と
は
こ
れ
ま
で
な
り
。
こ
の
上
は
不
伝
の
曲
分

な
り
。

き

よ

く
曲
を
ば
習
は
い
道
あ
り
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
曲
と

ま

こ

と

６

な

云
ふ
く
き
も
の
は
真
に
は
無
き
も
の
な
り
。
〈
秘
す

べ
し
〉
。
も
し
あ
り
と
云
は
ば
、
そ
れ
は
た
だ
、

ふ
し

そ

う

で

ん

か

た

ぎ

節
な
る
べ
し
。
さ
る
ほ
ど
に
、
相
伝
す
べ
き
形
木

ま

ん

れ

ん

云
々
。
万
と
は
コ
カ
」
な
り
。
こ
の
祝
言
・
恋
し
き
っ
た
境
地
に
至
り
え
た
達
人
の
謡
を
閑
声
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

ぼ

ゆ

う

き

ょ

く

あ

い

し

よ

う

９

あ

ん

せ

ん

お

ん

ち

か

ら

慕
・
幽
曲
・
哀
傷
も
、
祝
言
の
安
全
音
の
力
な
り
。
進
む
の
が
す
な
わ
ち
「
道
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
わ
が
芸
に
お
い

ま

た

い
づ
れ
も
、
そ
の
音
を
全
く
謡
ふ
は
、
み
な
安
全
て
謡
を
究
め
て
ゆ
く
や
り
か
た
で
あ
る
。

ざ

だ

ん

叩

ら

ん

け

ん

な
り
。
安
位
に
座
断
す
る
位
、
閾
懸
な
り
。
こ
れ
、
一
、
「
大
学
」
に
、
「
そ
の
本
が
乱
れ
る
と
、
末
も
き
ち
ん
と
し
て
は
い
な
い
」

い

ち

ち

か

ら

初
め
の
安
全
音
に
帰
る
は
、
一
の
力
な
り
。
こ
れ
、
と
い
う
語
が
あ
る
。
ま
た
、
「
万
」
の
字
を
分
解
す
る
と
．
の
力
」
で
あ
る
。
こ

の

う

い

ち

も

と

み

だ

習
道
の
能
一
な
る
ゆ
ゑ
な
り
。
「
そ
の
本
乱
れ
ず
の
祝
言
・
恋
慕
・
幽
曲
・
哀
傷
な
ど
も
、
そ
の
根
抵
は
、
祝
言
に
含
ま
れ
る
治
世

Ⅲ

す

え

し
て
、
末
治
ま
る
」
に
な
る
な
り
。
し
か
れ
ば
、
安
楽
音
の
力
に
在
る
の
だ
。
い
ず
れ
の
音
曲
で
も
、
そ
の
音
を
完
全
に
謡
え
ば
、

け

い

こ

し

よ

う

り

き

ま

も

た
だ
、
稽
古
の
正
力
を
守
る
べ
き
な
り
。
み
な
治
世
安
楽
音
だ
と
言
え
る
。
安
定
し
き
っ
た
境
地
に
ま
で
達
し
え
た
芸
は
、

壮

荒

の

お

も

む

き

が

あ

る

。

そ

れ

が

は

じ

め

の

治

世

安

楽

音

に

か

え

り

う

る

の

は

、

。
の
力
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
修
行
が
ひ
と
つ
の
中
心
的
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
ゆ
え
で
あ
る
。
「
そ
の
本
乱
れ
ず
し
て
末
治

ま
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
ひ
た
す
ら
研
修
の
正
し
い
基
本
へ
の
努
力
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。

１
座
断
本
来
は
、
迷
い
を
断
ち
切
る
意
の
禅
語
だ
が
、
世
阿
弥

は

着

座

の

意

に

用

い

る

。

２
気
転
従
来
は
現
代
語
の
「
気
転
」
と
同
じ
意
に
解
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
「
気
の
扱
い
か
た
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
閑
曲
の
う
た

い
ぶ
り
を
聴
く
と
、
息
づ
か
い
に
特
殊
な
扱
い
が
あ
り
、
そ
れ
が

閑
曲
の
根
本
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

３
気
音
「
気
合
ひ
の
音
」
（
能
勢
説
）
・
「
は
づ
み
の
音
」
（
川
瀬

説
）
な
ど
解
さ
れ
て
い
る
が
、
前
項
の
理
由
で
、
息
の
特
殊
な
扱

い
か
ら
生
ま
れ
る
音
の
意
に
解
し
た
。

キ

ョ

ク

フ

ス

ル

４
曲
付
す
る
所
の
底
本
「
曲
付
為
ト
コ
ロ
ノ
」
。

「
末
治
る
者
也
」
。
一
四
一
・
三
二
五
頁
参
照
。

一
、
音
曲
を
習
っ
て
ゆ
く
順
序
に
つ
い
て
言
え
ば
、
謡
の
基
本
は
、
声
の
使
い

か
た
で
あ
る
。
声
の
練
習
を
し
っ
か
り
積
ん
で
、
声
趣
が
生
ま
れ
る
に
つ
れ
て
、

た
と
え
生
ま
れ
つ
き
不
足
な
声
で
あ
っ
て
も
、
使
っ
て
い
る
う
ち
、
ど
の
よ
う
に

も
、
思
い
ど
お
り
う
た
え
る
よ
う
な
段
階
の
声
に
至
る
の
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

す
ぐ
れ
た
謡
の
最
高
の
位
に
は
、
な
り
う
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
だ

ふ

し

か
ら
、
声
を
使
う
こ
と
を
謡
の
基
本
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
次
に
は
、
節
も

よ
く
よ
く
師
に
習
い
、
そ
の
型
の
中
に
入
り
き
っ
て
、
身
に
つ
け
る
よ
う
に
せ
よ
。

お

う

し
か
し
、
こ
の
程
度
で
は
、
ま
だ
初
心
の
段
階
で
あ
る
。
そ
の
後
に
、
声
の
横
と

し
ゆ

お

冨

ウ

し

ゆ

竪
を
心
得
て
、
う
た
う
語
に
よ
り
、
横
に
配
し
て
謡
う
べ
き
声
は
横
に
配
し
、
竪

に
配
し
て
う
た
う
べ
き
も
の
は
竪
に
配
し
、
横
と
竪
を
兼
ね
た
音
に
謡
う
べ
き
と

こ
ろ
を
基
本
の
声
と
し
て
、
順
序
に
従
い
研
修
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
研
修
で
き
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
以
上
は
、
伝
え
る
こ

き

よ

く

と
の
で
き
な
い
「
曲
」
（
謡
趣
）
と
い
う
世
界
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

「
曲
」
に
は
、
学
習
で
き
な
い
筋
あ
い
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
曲
」
と
い
う

べ
き
実
体
は
、
無
い
の
で
あ
る
。
〈
こ
れ
は
秘
密
だ
〉
。
も
し
「
有
る
」
と
い
う
な
ら

ふ

し

ば
、
そ
れ
は
、
「
曲
」
で
な
く
て
、
単
な
る
節
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
曲
」
に

は
、
学
習
さ
せ
る
定
型
も
無
い
わ
け
で
あ
る
。
「
曲
」
は
、
前
に
述
べ
た
基
本
と
し

ふ

し

お

う

し

ゆ

て
の
声
使
い
か
ら
始
め
て
、
節
の
学
習
、
横
竪
や
両
音
を
兼
ね
た
声
の
こ
と
な
ど
、

こ
れ
ら
を
す
っ
か
り
身
に
つ
け
て
、
わ
が
も
の
と
な
し
き
っ
た
達
人
の
謡
と
し
て

11 10 ９ 8 7 6 5

詩
序
「
毛
一
画
大
序
。
三
五
一
頁
参
照
。

天
之
命
謂
之
性
「
中
庸
」
の
文
句
。

こ
れ
を
音
曲
の
底
本
「
此
音
曲
ノ
」
。
従
来
は
「
こ
の
音
曲

の
」
と
よ
ま
れ
て
い
る
が
、
適
当
で
な
い
。

亡
曲
川
瀬
博
士
は
「
望
憶
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
す
る
が
、

本
文
ど
お
り
で
も
通
ず
る
。

ア

イ

セ

ン

ヲ

ン

安
全
音
底
本
「
安
全
幸
且
。
「
イ
」
は
中
世
文
献
で
擬
音
の
表

し

Ｌ

い

で

ん

記
に
も
使
わ
れ
る
。
例
「
紫
哀
殿
」
。
三
三
六
頁
注
４
参
照
。

ラ

ン

ケ

ン

閑

懸

底

本

「

閑

懸

」

。

末
治
ま
る
に
な
る
な
り
底
本
「
末
治
二
成
也
」
。
松
廼
舎
本

岳
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１

１

五音曲

1

い

ぜ

ん

し

た

ぢ

し

せ

い

も
な
し
。
こ
れ
は
、
以
前
の
下
地
の
使
声
よ
り
、

ふ

し

な

ら

お

う

し

ゆ

あ

い

お

ん

か

く

の

ご

と

き

節
の
習
ひ
・
横
竪
・
相
音
、
如
レ
此
の
条
々
を
よ

き

わ

た

つ

お

ん

の

う

い

ち

す

わ

く
よ
く
究
め
て
、
達
音
能
一
の
安
声
に
坐
り
て
、

い

ゆ

う

お

ん

７

か

く

ん

き

よ

く

お
の
づ
か
ら
出
で
た
る
用
音
の
花
薫
を
、
曲
と
は

し

ゆ

こ

。

７

８

と

く

お

ん

云
ふ
な
り
。
こ
れ
は
、
習
劫
を
積
み
た
る
得
音
な

ふ

し

う

き

ょ

く

む

り
。
し
か
れ
ば
、
節
は
有
、
曲
は
無
な
り
。
こ
の

〃
、
Ｐ
ｂ
い

位
に
至
り
て
、
名
を
許
さ
れ
、
道
を
得
て
、
す
で

し

け

い

ん

か

し

に
師
家
の
印
可
を
得
て
こ
そ
、
わ
れ
も
ま
た
、
師

け

き

よ

く

家
と
は
な
る
べ
け
れ
。
か
へ
す
が
へ
す
、
曲
は
習

な

む

き

よ

く

道
に
は
無
き
も
の
と
知
る
べ
し
。
さ
て
、
無
曲
の

ざ

い

し

よ

こ

わ

が

か

在
所
を
ば
、
何
と
か
云
ふ
べ
き
。
も
し
、
声
懸
り

つ

か

っ

か

の
み
か
。
ま
た
云
ふ
、
声
を
使
ひ
、
声
に
使
は
る

ふ

し

る
在
所
あ
る
べ
し
。
声
を
使
ふ
は
節
な
り
。
声
に

つ

か

か

か

き

よ

く

お

ん

使
は
る
る
は
懸
り
な
り
。
こ
こ
に
曲
音
あ
る
か
。

け

ん

し

よ

に

ん

し

ん

に

つ

う

け

ん

し

よ

９

見
所
人
の
心
耳
に
通
ず
る
か
。
見
所
も
、
か
な
ら

い

も

ん

と

く

か

ぎ

お

ん

な

わ

ら

ん

く

ず
聞
得
に
は
限
る
べ
か
ら
ず
。
女
・
童
の
心
耳
に

き

よ

く

も
感
ず
る
所
、
こ
れ
す
な
は
ち
曲
に
て
や
あ
ら
ん
。

せ

い

け

ん

お

ほ

ま
た
、
声
懸
と
や
云
は
ん
。
こ
れ
ら
は
皆
、
思
え

ど

い

ん

し

し

よ

う

か

ん

お

ん

ず
知
ら
ず
、
五
音
・
四
声
の
な
す
感
音
な
る
べ
し
。

ず
知
ら
ず
、

し

ら

ず

し

ら

ず

不
し
知
々
々
。

2 16 5 4 3

・

ン

セ

イ

使

声

底

本

「

仕

圭

星

。

使
ひ
を
り
て
底
本
「
ツ
カ
イ
ヲ
リ
テ
」
。
松
廼
舎
本
は
「
つ

か
ひ
た
り
て
」
。
「
た
」
は
「
於
」
の
草
体
か
ら
の
誤
写
か
。

声
の
横
竪
「
風
曲
集
』
（
二
五
八
頁
）
参
照
。

相
音
『
音
曲
声
出
目
塵
（
一
三
三
頁
）
参
照
。

次
第
梯
登
底
本
「
次
第
テ
ィ
ト
ウ
」
。
『
世
阿
弥
二
十
三
部

集
』
は
「
次
第
平
頭
」
と
翻
字
し
、
平
等
の
宛
て
字
と
注
す
る
が
、

拠
り
所
は
不
明
。
松
廼
舎
本
も
「
次
第
て
い
と
う
」
。

ヒ

ス

ヘ

シ

無
き
も
の
な
り
底
本
「
ナ
キ
物
也
」
。

I

安
定
し
た
境
地
に
ま
で
到
達
し
、
お
の
ず
か
ら
謡
に
あ
ら
わ
れ
る
み
ご
と
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
「
曲
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
別
な
修
行
を
重
ね
る
こ
と
に

お

ん

ふ

し

う

き

ょ

く

む

よ
っ
て
悟
り
え
た
音
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
節
は
有
で
あ
り
、
曲
は
無
で
あ
る
。

こ
の
境
地
に
到
達
し
て
、
世
間
で
も
名
声
が
高
く
、
，
「
曲
」
の
道
を
体
得
し
て
、

師
匠
か
ら
奥
儀
に
達
し
た
と
い
う
認
証
を
与
え
ら
れ
て
こ
そ
、
自
分
も
ま
た
師
匠

と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
、
「
曲
」
は
学
習
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い

む

も
の
と
心
得
る
が
よ
い
。
さ
て
、
こ
の
無
な
る
「
曲
」
の
在
り
か
た
を
、
ど
う
言

い
あ
ら
わ
し
た
ら
よ
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
お
も
む
き
」
だ
け
の
も
の
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
声
を
使
う
行
き
か
た
と
声
に
使
わ
れ
る
行
き
か
た
が

ふ

し

あ
る
が
、
そ
の
声
を
使
う
の
は
節
で
あ
り
、
声
に
使
わ
れ
る
の
は
「
お
も
む
き
」

で
あ
る
。
こ
の
声
に
使
わ
れ
る
「
お
も
む
き
」
に
「
曲
」
と
い
う
音
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
ｌ
と
も
言
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
観
客
た
ち
の
深
層
感
覚
に
通
ず

る
と
こ
ろ
に
「
曲
」
が
あ
る
の
か
。
し
か
し
、
観
客
た
ち
も
か
な
ら
ず
し
も
聴
き

上
手
だ
け
と
は
限
ら
ず
、
女
や
子
ど
も
の
深
層
感
覚
に
も
そ
の
妙
の
感
じ
ら
れ
る

よ
う
な
と
こ
ろ
が
「
曲
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
お
も
む
き
と
し
て
の
声
」

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
、
ま
っ
た
く
意
識
し
な
い
う
ち
に
、
音
階

や
ア
ク
セ
ン
ト
の
扱
い
か
ら
生
ま
れ
る
音
楽
的
感
動
な
の
で
あ
ろ
う
。
知
識
的
に

は
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

1O ７9 8

ク

ワ

ク

ン

ハ

ナ

ニ

ヲ

ヒ

花
薫
底
本
「
花
匂
」
。
松
廼
舎
本
は
「
花
匂
」
。
訳
文
で
は
意

訳
し
て
お
い
た
。

得
音
底
本
「
ト
ク
ヲ
ン
」
。
習
得
し
た
音
。

か
な
ら
ず
現
代
語
の
「
か
な
ら
ず
し
も
」
に
当
た
る
。
「
先

達
ど
も
も
、
か
な
ら
ず
歌
の
善
悪
に
は
よ
ら
ず
」
舎
後
鳥
羽
院
御

目
塵
）
。
一
九
一
頁
注
２
参
照
。

聞
得
従
来
は
「
聞
き
得
る
」
の
意
に
解
さ
れ
て
き
た
が
、
こ

れ
は
下
の
「
女
童
」
に
対
し
、
正
確
に
聴
き
得
る
能
力
の
あ
る
者

の
意
で
あ
ろ
う
。
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