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口

岡

田

喜
 
久
 
男

 
 
 
 
 
 
 
 
幽

 
前
稿
（
『
日
本
文
学
研
究
』
第
一
＝
号
）
で
は
、
長
忌
寸
旨
旨
麻
呂
の
、
歌
の

特
徴
と
伝
統
と
の
関
わ
り
を
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
次
に
挙
げ
る
「
万

葉
集
』
巻
十
六
所
載
の
八
首
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

 
 
 
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
の
歌
八
首

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ち
ひ
つ
 
ひ
ば
し
層
 
 
 
 
き
つ
 
あ

 
蹴
さ
し
鍋
に
湯
沸
か
せ
子
ど
も
櫟
津
の
檜
橋
よ
り
来
む
孤
に
浴
む
さ
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
た
げ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
る
と
き
 
も
ろ
も
ろ
つ
ど

 
 
右
の
“
首
は
、
伝
へ
て
云
は
く
、
一
時
に
衆
集
ひ
て
宴
飲
し
き
。
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
ろ
ひ
と
お
き
ま
ろ
 
 
 
 
 
 
い

 
 
に
夜
漏
三
更
に
て
、
孤
の
声
聞
こ
ゆ
。
こ
こ
に
衆
諸
鐙
麻
呂
を
誘
ひ
て
曰

 
 
は
く
、
こ
の
饅
具
、
雑
器
、
孤
声
、
河
橋
の
物
に
瞬
け
て
、
但
に
歌
を
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
た

 
・
れ
と
い
へ
れ
ば
、
声
に
応
へ
て
こ
の
歌
を
作
り
き
と
い
ふ
。

 
 
む
か
ば
き
 
あ
を
な
 
す
こ
も
や
の
う
つ
は
り

 
 
 
行
縢
、
蔓
蓄
、
食
薦
、
屋
梁
を
詠
む
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
に
 
 
 
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
か
 
 
 
や
す
 
 
 
 
き
み

 
説
食
薦
敷
き
蔓
蕃
煮
持
ち
来
梁
に
行
縢
懸
け
て
息
む
こ
の
公

 
 
は
ち
す
ば

 
 
 
荷
葉
を
詠
む
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
つ
ま
ひ

 
説
蓮
葉
は
か
く
こ
そ
あ
る
も
の
意
吉
麻
呂
が
家
な
る
も
の
は
芋
の
葉
に
あ
ら

 
 
し

 
 
す
ぐ
ろ
く
 
さ
え

 
 
 
双
六
の
頭
を
詠
む
歌

 
 
い
ち
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
ろ
く
さ
む
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
え

 
瀦
一
二
の
目
の
み
に
は
あ
ら
ず
五
六
三
四
さ
へ
あ
り
け
り
双
六
の
采

 
 
 
 
た
ふ

 
 
こ
り

 
 
 
香
、
塔
、
則
、
尿
、
鮒
、
奴
を
詠
む
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
や
つ
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぶ
な
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
そ

 
㎜
香
塗
れ
る
塔
に
な
寄
り
そ
川
隅
の
尿
二
士
め
る
痛
き
女
奴

 
 
 
酢
・
環
懸
鯛
・
幾
を
詠
む
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
つ
も
の

 
 
 
 
 
 
つ

 
脚
醤
酢
に
蒜
掲
き
合
て
て
鯛
願
ふ
わ
れ
に
な
見
せ
そ
水
心
の
奨

 
3
た
ま
は
ば
き
 
 
 
 
む
 

う
 
 
な
つ
め

 
 
 
玉
掃
、
鎌
、
天
木
香
、
喪
を
詠
む
歌

 
 
 
 
 
 
こ

 
脚
玉
掃
刈
り
虚
仮
麻
呂
室
の
樹
と
聚
が
本
と
か
き
掃
か
む
た
め

 
 
 
 
 
 
 
く

 
 
 
白
鷺
の
木
を
啄
ひ
て
飛
ぶ
を
詠
む
歌

 
 
い
け
が
み
 
 
り
き
し
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
こ

 
纈
池
神
の
力
士
舞
か
も
自
鷺
の
枠
啄
ひ
持
ち
て
飛
び
わ
た
る
ら
む

 
以
上
の
八
首
が
、
題
材
、
詠
歌
の
場
、

認
識
は
多
く
の
人
の
持
つ
所
で
、
こ
の
よ
う
な
歌
が
、

よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

る
が
、
そ
れ
は
八
首
の
歌
を
正
し
く
理
解
し
て
か
ら
の
事
で
あ
ろ
う
。

首
に
つ
い
て
私
な
り
の
解
釈
を
述
べ
て
み
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
二

 
麗
の
歌
は
、
左
注
に
作
歌
事
情
が
詳
し
い
の
で
、

歌
い
方
に
お
い
て
特
殊
で
あ
る
と
の

 
 
 
 
 
当
時
の
歌
世
界
と
ど
の

意
吉
麻
呂
論
の
必
ず
触
れ
る
点
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
の
八

そ
れ
に
従
っ
て
解
釈
す
る

（15）

長
忌
寸
三
吉
麻
呂
論
口



の
が
通
例
で
あ
る
。
 
「
酒
宴
の
夜
、
孤
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
、
人
々
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む

乙
吉
麻
呂
に
、
撰
具
（
歌
申
で
は
さ
し
鍋
-
柄
の
つ
い
た
鍋
i
）
、
雑
器
（
イ

 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

チ
ヒ
ツ
・
-
櫃
一
）
、
孤
声
（
工
む
ー
コ
ム
ー
）
、
河
橋
（
檜
橋
）
に
関
係
付
け

て
歌
を
詠
め
と
注
文
を
し
た
。
彼
は
即
座
に
此
歌
を
作
っ
た
q
」
と
左
注
は
伝

え
る
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
に
類
す
る
伝
承
は
「
巻
十
六
糖
の
左
注
、
撒
糠
の
左
注
が
あ
り
、
記
紀

に
も
数
例
あ
る
こ
と
は
前
週
で
述
べ
た
が
、
意
吉
麻
呂
の
場
合
、
無
関
係
な
四

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
 
 
 
 
 
 
は
ち
す
ば

種
の
品
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
 
（
脚
の
場
合
は
階
葉
だ
け
）
、
特
に
意
吉

麻
呂
に
対
し
て
歌
の
注
文
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
（
糟
は
、
右
兵
衛
維
謳
と
あ

っ
て
姓
名
が
分
ら
な
い
し
、
他
の
場
合
は
不
特
定
多
数
に
詠
歌
の
命
が
下
っ
て

い
る
）
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
の
論
議
は
、
左
注
が
事
実
を

伝
え
て
い
る
と
の
前
提
で
成
り
立
つ
の
で
あ
る
が
、
柳
か
出
来
す
ぎ
の
感
が
あ

っ
て
、
疑
問
が
全
く
無
い
で
も
な
い
。
第
一
に
、
齪
具
、
雑
器
、
混
声
、
河
橋

と
二
字
に
よ
っ
て
品
物
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
座
興
で
の
口
頭
の
注
文
之
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
っ

て
果
し
て
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
。
第
二
に
葉
叢
の
中
に
「
櫃
」
を
隠
し
、
檜

 
 
 
む
 
 
 

橋
よ
り
来
む
に
、
孤
の
声
コ
ン
が
含
ま
れ
る
な
ど
、
後
の
物
名
と
同
じ
手
法
が

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
他
の
意
吉
麻
呂
の
歌
や
、
集
申
の
数
種
洋
物
歌
の
技
法

と
違
っ
て
巧
妙
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
で
あ
る
。
最
も
単
純
な
解
答
と

し
て
は
、
単
に
孤
を
懲
ら
す
歌
で
あ
っ
た
が
、
歌
の
中
に
櫃
や
孤
声
を
見
出
し

た
人
が
、
机
上
の
作
と
し
て
左
注
を
綴
っ
た
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
が
、
勿
論

何
の
根
拠
が
あ
る
分
で
は
な
い
。
今
は
や
は
り
左
注
の
通
り
の
場
で
こ
の
歌
が

誕
生
し
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
意
吉
麻
呂
に
当
意
即
妙
の

歌
を
期
待
す
る
人
達
が
存
在
し
、
そ
れ
に
彼
が
充
分
応
え
た
の
で
あ
っ
た
。

 
甜
の
左
注
に
出
る
右
兵
衛
は
「
夏
作
の
芸
に
多
能
な
り
」
と
あ
り
、
 
「
諸
人

た
け
な
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ち
す
ば

酒
酬
に
し
て
歌
舞
絡
繹
す
る
」
時
に
、
荷
葉
に
関
当
付
け
て
の
歌
が
所
望
さ

れ
、
即
座
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
意
吉
麻
呂
は
遥
か
に
難
し
い
注
文
に

応
え
て
い
る
わ
け
で
、
大
い
に
喝
采
を
博
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 
動
物
の
声
を
詠
み
込
ん
だ
歌
と
し
て
は
、
東
歌
の

 
 
 
 
 
 
を
そ

 
説
鳥
と
ふ
大
軽
率
鳥
の
ま
さ
で
に
も
来
ま
さ
ぬ
君
を
児
ろ
来
と
そ
鳴
く

に
、
鳥
の
声
（
コ
ロ
ク
）
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
民
謡
の
技
巧
と
言
う
こ
と
が

出
来
よ
う
。
意
吉
麻
呂
の
こ
の
歌
に
つ
い
て
土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
」
 
（
以

下
『
私
注
」
と
略
称
。
）
は
'

 
 
町
議
麻
呂
は
巻
一
以
来
見
え
た
、
集
中
顕
著
な
作
者
の
一
入
で
あ
る
。
以

 
下
の
諸
説
を
見
る
と
、
す
べ
て
本
格
的
の
歌
で
は
な
く
、
全
く
遊
戯
の
為
で

 
あ
る
。
此
の
一
首
も
後
文
に
よ
り
、
宴
席
で
、
内
容
ま
で
も
注
文
を
受
け
て

 
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
歌
を
作
る
者
と
し
て
は
、
此
の
位
の
こ
と
は
手
間
暇

 
の
入
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
っ
た
ら
う
が
、
彼
等
に
正
し
い
文
学
意
識
な
ど
の
な

 
か
っ
た
こ
と
も
否
め
ま
い
。
そ
れ
は
時
流
で
致
方
な
い
こ
と
の
如
く
に
も
見

 
え
る
が
、
一
般
文
化
の
基
盤
の
弱
さ
も
考
へ
ら
れ
る
。
或
は
か
う
し
た
遊
び

 
の
歌
は
、
記
載
さ
れ
た
よ
り
も
広
く
行
は
れ
、
本
集
に
は
、
そ
の
中
で
も
、

 
形
の
整
っ
た
も
の
だ
け
が
、
収
め
ら
れ
て
居
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
酷
評
す
る
の
で
あ
る
が
、
宝
亀
三
年
（
七
七
二
年
）
藤
原
浜
匙
が
著
し
た
日

本
最
古
の
歌
論
書
『
写
経
標
式
』
を
見
る
と
、
歌
体
論
の
と
こ
ろ
で
「
査
体
」

の
一
つ
と
し
て
「
離
会
」
を
挙
げ
、
懸
歌
の

 
 
春
日
山
峯
漕
ぐ
舟
の
薬
師
寺
淡
路
の
島
の
か
ら
す
き
の
へ
ら

を
評
し
て
「
讐
へ
ば
牛
馬
犬
鼠
の
類
、
一
処
に
相
会
へ
る
が
如
く
に
て
、
雅
意

あ
る
こ
と
無
し
。
」
と
言
う
が
、
こ
れ
は
巻
十
六
鋼
瑚
の
「
無
心
所
著
歌
」
と
同

工
異
曲
の
も
の
で
あ
る
。
又
同
書
の
「
認
警
」
は
「
語
を
隠
し
て
情
を
露
す
を
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言
ふ
な
り
。
式
を
立
つ
る
者
の
歌
に
」
と
浜
成
自
身
の
歌
脅

 
 
ね
ず
み
の
い
へ
 
一
句
よ
ね
つ
き
ふ
る
ひ
二
合
き
を
き
り
て
三
句
ひ

 
き
き
り
い
だ
す
四
句
よ
つ
と
い
ふ
か
そ
れ
五
句

と
書
き
、
そ
の
謎
を
解
い
て

 
 
ね
ず
み
の
い
へ
は
穴
の
名
な
り
、
よ
ね
つ
き
ふ
る
ひ
は
是
粉
の
名
な
り
、

 
き
を
き
り
て
ひ
き
き
り
だ
す
は
是
火
の
名
な
り
、
よ
っ
と
は
四
の
音
な
り
。
・

 
 
 
 
あ
な
ご
ひ
し

 
即
ち
是
穴
粉
火
四
の
義
な
り
。
故
に
諮
警
と
日
ふ
。
か
く
の
如
き
歌
は
名
づ

 
け
て
甲
第
と
為
す
な
り
。
」
，

と
、
進
士
の
試
験
の
最
優
者
か
ら
き
て
、
最
上
の
も
の
を
意
味
す
る
甲
第
と
自

歌
を
自
讃
し
て
い
る
。
そ
の
自
信
の
程
は
別
に
し
て
も
、
「
歌
の
世
界
の
広
が

り
が
謎
々
歌
に
ま
で
及
ん
で
い
る
事
、
「
語
を
隠
し
て
」
と
い
う
点
が
、
意
吉

麻
呂
の
歌
に
連
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
の
中
に
も

「
粟
」
と
「
逢
ふ
」
、
 
「
松
」
と
「
待
つ
」
の
掛
け
詞
の
類
は
多
い
が
、
笠
女

郎
が
大
伴
家
持
に
贈
っ
た

 
 
 
 
 
と
ば

・
㎜
白
鳥
の
飛
羽
山
松
の
待
ち
つ
つ
そ
わ
が
恋
ひ
わ
た
る
こ
の
月
ご
ろ
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 

な
ど
を
見
る
と
「
白
鳥
が
飛
ぶ
、
飛
羽
山
の
と
ば
、
（
そ
の
山
の
）
松
の
よ
う
に

む
 
 
 

と
ば
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
o

永
久
に
あ
な
た
を
待
つ
」
と
複
雑
な
技
巧
で
、
結
果
的
に
語
を
隠
し
て
い
る
し
、

更
に
深
く
語
を
隠
し
、
し
か
も
歌
と
し
て
も
す
ぐ
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
十
市

皇
女
が
亮
じ
た
時
の
高
市
皇
子
の
挽
歌

 
 
 
 
 
 
よ
そ

 
廟
山
吹
の
立
ち
儀
ひ
た
る
山
清
水
酌
み
に
行
か
め
ど
道
の
知
ら
な
く

が
、
山
吹
↓
黄
、
山
清
水
↓
泉
、
即
ち
黄
泉
を
含
む
と
さ
れ
る
の
な
ど
は
、
そ

の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
歌
が
「
正
し
い
文
学
意
識
」
の
無
さ
か
ら
来
る
と
断
ず
る
事
は

易
し
い
が
、
当
時
の
、
歌
の
可
能
性
を
様
々
に
模
索
し
て
い
た
人
々
の
事
を
思

長
忌
寸
意
吉
麻
呂
論
口

う
と
柳
か
酷
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
次
に
、
数
種
の
物
を
一
首
に
ま
と
め
る
歌
、
即
ち
数
首
詠
物
心
は
意
吉
麻
呂

m
以
外
に
も
巻
一
十
六
に

 
 
忌
部
首
詠
数
種
物
歌
謝

 
 
境
部
王
詠
数
種
物
歌
…
…

 
 
作
主
未
詳
歌
一
首
徽

 
 
右
兵
衛
作
歌
糖

 
 
高
宮
王
詠
数
種
物
歌
二
首
脇
蹴

な
ど
が
あ
り
、
他
巻
に
も

 
 
を
と
つ
ひ

 
る
 
皿
前
日
も
昨
日
も
今
日
も
見
つ
れ
ど
も
明
日
さ
へ
見
ま
く
欲
し
き
君
か
も

 
 
（
橘
文
成
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
み
な
へ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
ち
ば
か
ま
あ
さ
が
ほ

 
 
 
 
 
 
 
く
ず
ば
な
な
で
し
こ

 
鵬
萩
の
花
尾
高
騰
異
志
麦
の
花
女
郎
花
ま
た
藤
袴
朝
湿
の
花
（
山
上

 
 
憶
良
）

な
ど
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。
今
日
で
も
三
題
噺
、
五
題
噺
な
ど
困
寄
席
の
大

喜
利
で
よ
く
行
わ
れ
る
が
、
寒
心
麻
呂
の
時
代
に
お
い
て
は
、
歌
の
新
し
い
作

り
方
と
し
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
王
や
憶
良
の
作
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

知
的
所
産
の
歌
と
し
て
賞
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
遊
戯
的
と
か
、
宴
席

の
座
興
と
し
て
余
技
の
歌
作
と
す
る
の
は
誤
り
で
、
或
る
種
の
感
動
を
以
っ
て

受
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

 
の
 
麗
の
歌
も
、
行
縢
（
毛
皮
で
作
り
、
腰
か
ら
足
の
前
面
を
お
お
う
も
の
）
、

あ
を
な
 
 
す
こ
も

蔓
蓄
、
食
薦
（
食
事
の
時
の
敷
物
）
、
三
三
と
言
う
無
関
係
な
四
品
を
一
つ
の

場
面
に
入
れ
て
歌
？
た
も
の
で
、
前
浜
『
万
葉
集
代
匠
記
」
（
以
下
『
代
下
記
」

と
略
称
）
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旅
よ
り
来
著
て
行
縢
を
ぬ
ぎ
て
、
梁
に
懸
て
息
む
此
公
に
進
む
ぺ
け
れ

 
ば
、
食
薦
を
敷
、
菱
に
は
薮
蛇
を
煮
て
早
く
飯
持
て
来
よ
と
奴
碑
を
急
が
す

 
意
な
り
。

か
ら
始
ま
っ
て
、
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
全
註
釈
」
（
以
下
『
全
註
釈
」
と
略
称
）

 
 
建
築
の
見
分
な
ど
に
来
た
人
を
も
て
な
す
意
味
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

な
ど
、
歌
が
ど
の
よ
う
な
場
を
想
定
し
て
詠
ん
だ
か
の
意
見
の
分
れ
る
歌
で
あ

る
が
、
同
じ
『
全
註
釈
」
は
行
縢
が
梁
に
懸
け
ら
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
、

 
 
こ
の
梁
は
、
ま
だ
家
屋
に
使
用
し
て
い
な
い
材
木
で
、
地
上
に
置
い
て
あ

 
る
。
そ
れ
に
行
縢
を
敷
い
て
席
と
し
た
の
で
あ
る
。

と
説
明
し
て
い
る
。
合
理
的
な
解
釈
で
、
普
通
の
家
で
は
梁
に
行
縢
を
懸
け
る

こ
と
は
、
他
に
偶
意
で
も
な
け
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
。

 
と
こ
ろ
で
従
来
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
命
令
さ
れ

た
人
一
勿
論
女
性
で
あ
ろ
う
一
の
事
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
古
代
で
も
、

神
事
や
宮
廷
以
外
で
は
料
理
は
專
ら
女
性
の
仕
事
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
の
内

容
を
歌
っ
た
も
の
は
あ
ま
り
集
中
に
見
当
ら
な
い
。
僅
か
に
、
巻
十
六
の
能
登

国
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
た
だ
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
つ

 
脚
か
し
ま
ね
の
机
の
島
の
小
鼻
を
い
拾
ひ
持
ち
来
て
石
も
ち
突

 
3

 
 
や
ぶ
 
 
 
 
 
「
 
 
 
 
 
 
そ
そ

 
 
き
破
り
 
早
川
に
 
洗
ひ
濯
ぎ
 
辛
漬
に
 
こ
ご
と
揉
み
 
高
専
に
 
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
つ
 
 
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
つ

 
 
ご
と
盛
り
 
机
に
立
て
て
 
母
に
奉
り
つ
や
 
愛
づ
児
の
刀
自
 
父
に
献

 
 
り
つ
や
 
み
め
児
の
刀
自

に
小
螺
（
コ
シ
タ
カ
ガ
ン
ガ
ラ
）
を
調
理
し
て
、
愛
づ
児
の
刀
自
（
か
わ
い
い

お
か
み
さ
ん
）
が
両
親
に
奉
仕
す
る
姿
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
次
に
ア
ヲ
ナ
で
あ

る
が
、
有
名
な
『
古
事
記
』
仁
徳
天
皇
の
、
石
之
日
売
嫉
妬
物
語
中
の
歌
謡
及

び
前
文
に
 
、
 
 
 
 
 
 
 
'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
ま
が
た
 
 
 
 
 
 
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
み
け

 
 
爾
に
黒
日
売
、
其
の
国
の
山
方
の
地
に
大
坐
さ
し
め
て
、
大
御
飯
を
献
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
を
な

 
き
。
是
に
大
御
奨
を
煮
む
と
為
て
、
農
地
の
蔭
菜
を
採
む
時
に
、
天
皇
其
の

 
を
と
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
た

一
嬢
子
の
菰
を
採
め
る
処
に
到
り
坐
し
て
歌
日
ひ
た
ま
ひ
し
く

 
や
ま
が
た
ま
 
あ
を
な
、
き
び
ひ
と
 
 
つ

 
 
山
県
に
蒔
け
る
士
爵
那
も
吉
備
人
と
共
に
し
採
め
ば
楽
し
く
も
あ
る
か

と
歌
わ
れ
て
い
る
。
野
に
菜
の
葵
を
煮
る
歌
と
し
て
は
、
竹
取
翁
の
歌
鵬
の
前

文
や
、

 
 
 
 
 
 
け
ぶ
り
 
 
 
 
 
 
 
を
と
め

 
晒
春
日
野
に
煙
立
つ
見
ゆ
少
女
ら
し
春
野
の
う
は
ぎ
採
み
て
煮
ら
し
も

が
あ
っ
て
、
後
者
は
嫁
菜
を
煮
て
春
の
野
で
遊
ぶ
少
女
達
が
明
る
く
歌
わ
れ
て

い
る
。
菜
の
菱
は
若
い
女
性
と
結
び
つ
い
て
考
え
ぢ
れ
て
い
た
し
、
意
吉
麻
呂

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
こ
も

の
こ
の
歌
は
、
貴
人
に
奉
仕
す
る
少
女
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
食
薦

の
上
に
菜
の
奨
を
置
い
て
食
す
る
公
と
、
そ
れ
に
奉
仕
す
る
少
女
を
歌
の
テ
ー

マ
に
し
た
こ
と
が
こ
の
歌
の
手
柄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
謝
の
「
荷
葉
」
は
、
蓮
の
葉
の
こ
と
で
、
欝
の
左
注
に
「
隈
食
盛
之
男
用
二
荷

 
ヨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く

葉
こ
と
あ
る
よ
う
に
、
宴
席
で
料
理
を
盛
る
の
に
用
い
た
。
当
然
意
識
麻
呂
の

参
加
し
た
宴
席
に
も
皿
と
し
て
荷
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ

こ
で
そ
れ
を
見
た
意
吉
麻
呂
が
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
、
と
す
る
説
が
有
力
で
あ

る
。
 
『
全
註
釈
』
は
「
こ
の
歌
も
宴
会
の
席
上
の
作
で
、
食
物
を
盛
っ
た
荷
葉

を
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
」
と
し
、
澤
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
」
 
（
以
下
「
注
釈
』

と
略
称
）
も
「
蓮
葉
は
か
く
こ
そ
あ
る
も
の
…
『
か
く
こ
そ
」
と
は
宴
席
の
食

物
を
盛
っ
た
見
事
な
葉
を
さ
し
た
。
」
と
す
る
が
、
 
『
私
注
」
は
、

 
 
人
の
家
に
愛
玩
さ
れ
て
居
る
蓮
を
見
せ
ら
れ
、
一
首
作
れ
と
言
は
れ
た
作

 
で
で
も
あ
ら
う
か
。
そ
の
茂
っ
て
大
な
る
を
讃
歎
の
つ
も
り
で
あ
ら
う
が
、

 
自
家
の
も
の
を
芋
の
葉
と
疑
し
め
る
の
は
、
阿
ね
る
に
似
て
卑
し
い
。
蓮
と

（18）



 
芋
の
区
別
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
，
尤
も
此
の
程
度
の
阿
誤

 
は
、
後
世
、
現
代
の
吾
吾
歌
よ
み
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
上
品
と
す
べ
き

 
か
も
知
れ
な
い
。

と
、
文
明
一
流
の
厳
し
く
皮
肉
な
言
い
方
で
あ
る
が
、
 
「
そ
の
茂
っ
て
大
な

る
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
し
て
、
料
理
を
盛
る
蓮
で
は
な
く
、
庭
の
蓮
を
言
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 
「
荷
葉
を
詠
む
歌
」
と
題
詞
に
あ
り
、
 
「
著
明
麻
呂
が

家
な
る
も
の
は
芋
の
葉
に
あ
ら
し
」
の
歌
詞
か
ら
し
て
、
素
直
に
考
え
れ
ば
、

『
私
注
』
の
説
が
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
『
和
名
抄
」
に
も
「
四
声
字
苑

云
、
芋
肝
腿
販
秘
葉
似
レ
荷
其
根
可
レ
食
・
之
」
と
み
る
よ
う
に
、
葉
の
様
子
が
似
て

い
る
芋
と
対
比
し
て
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
山
芋
と
蓮
と
の
区
別
を
初
め
て

知
っ
た
と
す
点
が
柳
か
無
理
で
、
そ
こ
に
裏
の
意
を
見
る
の
が
伊
藤
博
氏
の
説

で
あ
る
。

 
 
ま
ず
㈲
（
㈱
を
指
し
て
い
る
1
筆
者
注
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
宴
席
の
も

 
の
で
あ
る
こ
と
は
、
 
「
意
吉
麻
呂
が
家
な
る
も
の
は
」
の
表
現
で
あ
き
ら
か

 
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
 
「
私
は
今
ま
で
芋
と
蓮
を
ま
ち
が
え
て
い
ま

 
し
た
。
お
宅
の
蓮
は
ま
こ
と
に
見
事
」
と
い
っ
て
、
蓮
を
ほ
め
た
だ
け
の
歌

 
で
あ
る
な
ら
、
物
名
歌
と
し
て
の
興
味
は
た
し
か
に
な
い
。
…
…
今
は
結
論

 
だ
け
を
述
べ
る
と
、
こ
の
歌
の
蓮
葉
の
背
後
に
は
、
美
人
が
連
想
さ
れ
て
い

 
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宴
飲
の
座
に
、
蓮
は
事
実
生
い
し
げ
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
 
一
つ
こ
の
蓮
葉
（
美
人
）
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
も
の
な
ん
で
す

 
な
。
今
ぞ
知
り
ま
し
た
。
し
て
み
る
と
私
の
家
の
も
の
（
妻
）
な
ん
か
は
、
■

 
そ
れ
に
似
て
非
の
芋
の
は
っ
ぱ
で
あ
る
よ
う
で
す
」
と
う
た
つ
た
の
が
、
今

 
の
歌
で
あ
る
ま
い
か
。
…
…
美
し
く
生
い
し
げ
る
宴
席
に
は
、
主
人
公
に
か

 
か
わ
る
美
人
が
、
事
実
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
蓮
を
前
に
、
蓮
を
美
入
に

長
忌
寸
意
吉
麻
呂
論
口

 
た
と
え
た
古
い
詩
歌
や
話
が
語
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
…
こ
う
見
て
く

 
る
と
、
ウ
モ
（
芋
）
に
は
イ
モ
（
妹
）
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
あ

 
な
が
ち
妄
想
で
は
あ
る
ま
い
。
 
（
「
長
意
吉
麻
呂
の
物
名
歌
」
 
『
万
葉
集
の

 
歌
人
と
作
品
上
』
）

説
得
力
の
あ
る
説
で
あ
る
。
万
葉
の
中
で
は
、
巻
十
一
の

 
 
ふ
る
こ
ろ
も
う
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も

 
㎜
古
拙
打
棄
つ
る
人
は
秋
風
の
立
ち
く
る
時
に
物
思
ふ
も
の
ぞ

の
「
古
衣
」
が
古
女
房
を
喩
え

 
 
 
 
 
 
 
た
 
 
 
 
 
 
す

 
㎜
難
波
人
葦
火
焚
く
屋
の
組
し
て
あ
れ
ど
お
の
が
妻
こ
そ
常
め
づ
ら
し
き

の
歌
は
古
女
房
を
讃
え
、
巻
十
二
の

 
 
つ
る
ば
み
 
き
ぬ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
と

 
…
…
橡
 
の
衣
解
き
洗
ひ
真
土
山
本
つ
人
に
は
な
ほ
し
か
ず
け
り

巻
＋
六
の

 
 
 
 
 
を
づ
め

讐
士
．
の
小
集
護
出
で
て
・
つ
つ
つ
に
鵡
惣
妻
す
ら
を
鏡
と
見
っ
も
つ
ば
ひ

 
 
右
は
、
伝
へ
て
云
は
く
、
・
「
む
か
し
、
下
人
あ
り
。
姓
名
は
い
ま
だ
詳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ど

 
ら
か
に
あ
ら
ず
。
時
に
郷
里
の
男
女
、
も
ろ
も
ろ
集
ひ
て
野
遊
す
。
こ
の
会

 
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
に
ら
 
き
ら
き
ら
 
 
 
 
 
 
も
ろ
ひ
と

 
集
の
申
に
職
人
の
夫
婦
あ
り
。
そ
の
婦
、
容
姿
の
端
正
し
き
こ
と
、
衆
諸
に

 
す
ぐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
つ
く

 
離
れ
た
り
。
す
な
は
ち
、
そ
の
鄙
人
の
意
に
、
い
よ
い
よ
妻
を
愛
し
ぶ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
る
は
 
 
 
か
ほ

 
情
を
増
す
。
す
な
は
ち
、
こ
の
歌
を
作
り
て
、
 
美
し
き
貌
を
賛
嘆
す
」
と

 
い
ふ
。

な
ど
、
い
ず
れ
も
古
女
房
を
讃
え
た
歌
で
あ
る
が
（
こ
れ
等
の
歌
が
詠
ま
れ
た

の
は
人
々
の
心
の
中
で
逆
の
思
い
が
普
通
に
起
り
得
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

で
、
橡
麺
麻
呂
の
歌
が
ま
さ
し
く
そ
れ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
記
紀

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
か
 
 
 
 
 
 
 
く
は

の
嫉
妬
物
語
な
ど
を
見
る
と
、
 
「
賢
し
女
」
や
「
麗
し
女
」
を
求
め
て
妻
問
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
 
 
い
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み

男
性
と
、
 
「
…
汝
こ
そ
は
 
男
に
坐
せ
ば
 
打
ち
廻
る
 
島
の
窪
々
 
か
き
廻
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め

み
 
磯
の
埼
落
ち
ず
若
草
の
 
妻
持
た
せ
ら
め
 
吾
は
も
よ
 
女
に
し
あ
れ

（19）



 
 
 
 
き
 
 
 
 
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ま

ぱ
 
汝
を
曾
て
 
男
は
無
し
 
汝
を
除
て
 
夫
は
無
し
…
」
F
と
一
人
の
男
性
を

待
つ
女
性
の
姿
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
万
葉
の
時
代
も
同
様
の
事
が
普
通
に
起

り
、
意
吉
麻
呂
の
か
な
り
率
直
な
物
言
い
に
、
衆
人
ど
っ
と
湧
い
た
の
で
あ
ろ

う
。

一
 
す
ぐ
ろ
く
 
さ
い

謝
は
双
六
の
釆
を
、
そ
の
一
か
ら
六
の
目
だ
け
で
詠
ん
だ
極
め
て
特
異
な
も
の

ゆで
あ
る
。
双
六
は
中
国
か
ら
渡
来
し
た
も
め
で
、
二
個
の
釆
を
竹
筒
か
ら
振
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
く
ゑ

出
し
、
黒
白
十
二
ず
つ
の
馬
（
石
）
を
互
に
局
（
盤
）
上
で
進
め
合
う
遊
び
で
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
さ
 
 
や

賭
博
と
す
る
よ
う
に
な
り
沸
持
統
紀
三
年
十
二
月
八
日
の
「
双
六
を
禁
め
断

む
」
と
あ
る
の
が
初
出
で
、
そ
の
後
も
禁
止
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
持
統
朝
に

禁
止
令
が
出
た
事
か
ら
、
万
葉
時
代
に
は
激
し
く
流
行
し
て
い
た
よ
う
で
、
巻

十
六
に
は
舎
人
親
王
が
侍
座
の
者
に
懸
賞
募
集
し
た
時
の
歌
「
心
の
著
く
所
無

き
歌
」
の
中
に
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幽
す
ぐ
ろ
く
 
 
こ
と
ひ
 
 
 
 
く
ら
 
 
 
 
か
さ

 
 
 
 
 
ひ
た
ひ

 
…
…
吾
妹
子
が
額
に
生
ふ
る
双
六
の
特
負
の
牛
の
鞍
の
上
の
瘡

と
双
六
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
意
吉
麻
呂
の
歌
は
釆
の
目
だ
け
を
詠
ん
で
い
て
、

歌
に
な
り
に
く
い
点
で
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
歌
に
も
そ
れ
以
上
の
意
味
が
隠

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
伊
藤
博
氏
は
前
掲
の
「
長
意
吉
麻
呂
の
物
名
歌
」

の
申
で
、

 
 
人
間
の
目
は
＝
だ
け
だ
が
、
・
双
六
は
、
一
一
、
一
二
だ
け
に
と
ど
ま
ら
「

 
ぬ
（
原
文
「
の
み
」
の
辞
大
切
）
五
六
、
三
四
と
い
う
よ
う
に
、
め
ま
ぐ
る

 
し
く
変
ず
る
目
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
そ
の
多
彩
で
奇
妙
な
目
を
、
人
間
の

 
目
に
対
比
し
た
と
こ
ろ
に
こ
の
歌
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
双

 
六
に
遊
び
つ
か
れ
た
の
ち
の
宴
席
の
作
で
も
あ
ろ
う
か
。

と
考
え
て
い
る
が
、
一
案
と
し
て
、
聖
歌
に
倣
っ
て
「
す
ぐ
ろ
く
」
の
語
が
隠

さ
れ
て
い
る
と
み
る
説
を
提
出
し
て
み
た
い
。
即
ち
「
一
二
の
目
の
み
に
あ
ら
・

む
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

ず
。
ゴ
ロ
ク
サ
ム
」
が
そ
の
部
分
で
、
 
「
ズ
」
と
「
ス
」
 
「
ゴ
」
と
「
グ
」
の
'

相
違
が
あ
っ
て
無
理
の
よ
う
で
あ
る
が
、
 
「
す
ぐ
ろ
ぐ
」
は
後
に
「
す
ご
ろ
，

く
」
と
な
る
よ
う
に
、
歌
い
方
に
よ
っ
て
は
以
外
と
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。 

『
代
将
記
』
は
、
こ
の
歌
を
山
上
憶
良
の
「
秋
野
の
花
を
詠
む
歌
」
の
二
首

目
、
前
掲
の
撒
「
萩
の
花
尾
花
葛
花
…
」
の
類
で
あ
る
と
す
る
が
、
諸
注
よ
く

引
く
よ
う
に
、
催
馬
楽
の
「
大
芹
」
の
冒
頭
、

 
お
ほ
ぜ
り
 
 
 
 
さ
た
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ま

 
 
大
義
は
 
国
の
禁
物
 
小
芹
こ
そ
 
ゆ
で
て
も
旨
し
、

は
、
表
面
で
は
植
物
の
大
星
と
小
堂
の
比
較
で
あ
る
が
、
国
禁
の
賭
博
で
あ
る

ち
ょ
ぼ

樗
蒲
や
双
六
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
後
半
に

 
さ
い
か
く
 
さ
い

 
 
犀
角
の
罫
 
平
罫
 
頭
罫
 
両
面
 
か
す
め
浮
け
た
る
 
切
り
と
ほ
し

 
金
は
め
盤
木
 
五
六
が
へ
し
 
一
六
の
審
や
 
四
三
賓
や

と
道
具
や
實
の
目
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
る
。
い
つ
の
世
に

も
博
打
の
魔
力
に
取
り
慧
か
れ
た
人
は
、
自
分
に
運
が
来
る
事
を
祈
る
の
で
あ

る
が
、
饗
の
目
と
同
じ
よ
う
に
決
し
て
一
定
し
な
い
の
が
常
で
あ
る
。
そ
の
嘆

き
を
自
嘲
的
に
歌
っ
て
い
る
の
が
こ
の
意
解
麻
呂
の
歌
で
あ
る
。
な
お
川
上
富

吉
氏
は
「
物
名
の
歌
一
『
歌
作
の
芸
」
を
め
ぐ
っ
て
一
」
 
（
『
万
葉
歌
人
の
研
「

究
』
所
収
）
の
申
で

 
 
一
（
ひ
と
H
人
）
に
は
、
」
一
つ
の
眼
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

 
く
、
五
六
（
1
1
御
櫛
）
三
（
H
讃
・
惨
）
四
（
目
下
）
ま
で
あ
る
こ
と
だ
。

 
双
六
の
眼
に
は
。
罪
な
こ
と
だ
な
あ

と
試
訳
さ
れ
て
い
る
。
語
彙
的
裏
付
け
が
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
さ
も

あ
り
な
む
と
思
わ
れ
る
意
吉
麻
呂
の
歌
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
6
。
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鵬
は
晒
と
同
様
、
互
に
無
関
係
、
・
も
し
く
は
対
極
的
な
物
数
種
を
詠
ん
だ
歌

 
ヨ
 
 
 
 
 
ヨ

で
、
い
か
な
る
場
合
に
詠
ま
れ
た
の
か
は
明
か
で
な
い
。
香
と
塔
は
尊
貴
・
清

浄
な
も
の
、
圓
と
尿
は
不
浄
の
物
、
そ
れ
に
鮒
と
奴
と
い
う
歌
に
不
向
な
物
六

種
を
一
首
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
歌
の
内
容
は
驚
よ
り
分
り
や
す
い
。
 
『
代
匠

記
』
が
、

 
 
香
塗
れ
る
塔
は
清
浄
に
て
敬
ま
ひ
尊
と
ぶ
べ
き
事
の
限
な
る
に
、
川
隅
の

 
尿
鮒
は
み
て
其
身
賎
し
き
限
な
る
女
奴
は
、
依
て
な
け
が
し
そ
と
よ
め
る
な

 
り

と
解
し
て
以
来
、
今
も
あ
ま
り
解
釈
の
動
か
な
い
歌
で
あ
る
し
、
 
『
私
注
」
が

 
 
此
も
与
へ
ら
れ
た
数
種
の
も
の
を
、
継
ぎ
合
せ
、
何
と
か
意
味
の
あ
る
や

 
う
に
工
夫
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

と
評
し
た
よ
う
に
、
あ
ま
り
高
く
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
先
に
挙
げ

た
『
歌
津
標
式
』
の
謎
歌
が
甲
南
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
蹴
も
人
々
に
拍

手
喝
采
を
博
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
歌
に
他
意
が
な
い
か

と
探
る
と
、
次
の
よ
う
な
歌
と
或
い
は
関
係
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の

で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
す
 
 
 
た
に
ぎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
つ
こ

 
 
捌
面
忘
れ
だ
に
も
得
為
や
と
手
握
り
て
打
て
ど
も
懲
り
ず
恋
と
い
ふ
奴

こ
の
歌
の
「
恋
と
い
ふ
奴
」
は
他
に

 
 
ま
す
ら
を

 
 
蜥
大
夫
の
さ
と
き
心
も
い
ま
は
無
し
恋
の
奴
に
我
は
死
ぬ
べ
し

 
 
…
家
に
あ
り
し
檸
か
ぎ
さ
し
灘
め
て
し
恋
の
祭
つ
か
み
か
か
の
て

 
 
3

な
ど
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
特
に
8
1
は
左
注
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
け
な
は

 
 
右
の
歌
一
首
は
、
穂
積
親
王
、
宴
飲
の
日
に
、
酒
酬
に
あ
る
時
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
で

 
好
み
て
こ
の
歌
を
諦
み
、
も
ち
て
恒
の
賞
と
為
す
。

-
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
狭
い
社
交
界
か
ら
考
え
て
、
意
吉
麻
呂
も
常
々
よ
く

長
忌
寸
意
吉
麻
呂
三
口

知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
歌
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
例
歌
か
ら
み
て
も
、
そ
の
ど

う
し
ょ
う
も
な
い
恋
心
を
奴
と
称
す
る
の
は
広
く
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
よ
う

 
 
 
 
 
き
 
 
 
 
 
こ

で
あ
る
。
又
剛
の
「
懲
り
ず
」
で
あ
る
が
、
上
二
段
活
用
の
動
詞
「
懲
る
」
は

集
中
「
懲
り
ず
」
謝
罰
「
懲
り
に
け
む
」
闘
の
よ
う
に
全
て
コ
リ
の
形
で
し
か

 
 
 
 
 
 
 
く
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
 
 
 
 
コ
リ

見
出
せ
な
い
の
で
、
或
い
は
意
吉
麻
呂
の
歌
の
「
香
塗
れ
る
」
と
「
痛
き
女
奴
」

は
人
々
が
懲
り
ず
に
す
る
「
恋
」
を
裏
に
隠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
香
を
「
コ
リ
」
と
訓
む
こ
と
は
、
皇
極
言
元
年
七
月
二
十
七
日

の
条

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
リ

 
 
二
時
、
蘇
我
大
臣
、
手
執
二
香
鐘
一
、
焼
レ
香
発
・
願
。

の
盲
訓
や
、
時
代
は
下
る
が
『
沙
石
集
』
の

 
 
僧
を
ば
髪
長
、
「
堂
を
こ
り
た
き
な
ん
ど
と
い
ひ
て

な
ど
を
見
て
も
動
か
な
い
と
思
う
。
更
に
、
 
「
香
塗
れ
る
塔
」
．
自
体
、
高
貴
な

男
性
を
喩
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
荷
葉
に
美
女

 
 
 
 
 
 
 
 
ラ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
こ
を

を
喩
え
、
数
量
前
の
観
で
は
、
姓
の
低
い
魏
士
と
関
係
を
も
っ
た
児
部
女
王
を

哩
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 
 
 
 
さ
か
と
 
 
 
つ
の

 
躍
う
ま
し
も
い
つ
く
か
飽
か
じ
尺
度
ら
し
角
の
ふ
く
れ
に
し
ぐ
ひ
合
ひ
に
け

 
 
む

と
歌
っ
た
の
を
考
え
る
と
、
表
面
は
、
浄
、
不
浄
を
、
裏
で
貴
顕
の
男
と
身
分

の
低
い
女
と
を
隠
し
て
い
る
と
す
る
の
は
、
む
し
ろ
自
然
な
解
釈
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

朋
は
、
酢
・
醤
・
蒜
・
鯛
・
水
葱
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
他
の
数
種
二
物
歌
と
違

ぞ
、
調
味
料
、
魚
、
野
菜
と
食
鵯
係
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
調
味
料
と
し

て
最
も
一
般
的
な
も
の
は
塩
で
、
「
辛
き
恋
」
の
序
と
し
て
よ
く
登
場
す
る
が
、
，
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調
味
料
と
し
て
の
酢
、
醤
は
集
中
こ
こ
以
外
に
例
が
な
い
。
 
（
た
だ
し
酢
は

「
ス
」
の
訓
仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
）
酢
は
今
日
の
も
の
と
大
差
な

い
と
思
わ
れ
る
し
、
醤
は
『
延
喜
式
』
の
「
大
膳
下
」
の
造
雑
物
法
の
中
に
、

材
料
と
そ
の
割
合
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
ど
、
大
豆
（
米
、
儒
米
、

小
麦
、
酒
、
塩
な
ど
か
ら
作
る
も
ろ
み
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
蒜
は
の
び

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
び
る
 
つ
、
 
 
 
 
ひ
る

る
で
、
如
露
記
の
歌
謡
に
も
「
い
ざ
子
ど
も
、
野
五
流
摘
み
に
 
比
流
摘
み

に
…
」
と
あ
り
ゐ
 
『
和
名
抄
』
で
は
和
え
物
と
し
て
の
食
べ
方
ま
で
書
い
て
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
 
 
 
か
つ
を
 
 
 
 
 
 
 
ほ
こ

る
よ
う
に
、
人
々
に
よ
く
食
べ
ら
れ
た
。
鯛
は
…
…
で
「
鰹
釣
り
鯛
釣
り
翻
り

…
」
と
歌
わ
れ
、
 
『
古
事
記
』
の
「
海
幸
彦
と
山
幸
彦
」
の
神
話
に
も
喉
に
鉤

を
刺
し
た
魚
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
、
魚
の
中
で
は
美
味
な
も
の
と
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
よ
う
に
、
醤
と
酢
の
合
せ
た
も
の
に
、
蒜
を
高

き
加
え
た
も
の
を
鯛
に
か
け
て
食
べ
る
の
は
、
い
か
に
も
お
い
し
そ
う
で
あ
る

が
（
今
の
た
た
き
に
似
て
い
る
）
意
吉
麻
呂
も
美
味
な
も
の
の
典
型
と
し
て
歌

っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
葱
は
、
天
智
紀
の
歌
謡
に
、

 
 
 
え
し
の
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ぎ

 
 
み
吉
野
の
 
吉
野
の
鮎
鮨
こ
そ
は
 
島
辺
も
良
き
 
え
苦
し
ゑ
垂
直

 
 
も
と
 
 
 
 
 
 
 
あ
れ

 
 
の
本
芹
の
木
吾
は
苦
し
ゑ

と
歌
わ
れ
、
 
『
延
喜
式
」
の
左
右
京
職
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ぎ

 
．
添
髪
申
不
レ
聴
営
二
水
田
一
。
但
大
小
路
辺
及
卑
湿
之
地
。
聴
レ
殖
二
水
慈
芹

 
之
類
［
。
不
レ
得
二
因
レ
此
広
レ
溝
迫
ジ
路

と
あ
る
よ
う
に
、
道
中
の
路
辺
や
卑
湿
の
地
に
殖
え
ら
れ
た
事
が
分
る
。
こ
れ

あ
つ
も
の

を
奨
と
し
て
食
べ
る
の
は
普
通
の
事
で
あ
っ
た
が
、
上
述
の
鯛
料
理
と
比
べ

る
と
、
そ
こ
に
何
等
か
の
意
味
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
鹿
持
雅
澄
『
万

葉
集
古
義
」
は

 
 
醤
と
酢
と
に
、
蒜
を
揚
き
ま
じ
へ
て
鯛
も
が
な
、
こ
れ
を
か
け
て
く
ら
は

 
む
も
の
を
と
h
濃
厚
な
る
物
を
ね
が
ふ
吾
な
れ
ば
、
淡
薄
な
る
水
行
の
葵
な

 
ど
は
、
点
す
る
こ
と
な
か
れ
と
な
り
。

と
、
濃
厚
、
淡
薄
の
二
品
と
し
て
考
え
て
い
る
し
、
 
『
注
釈
」
も
水
葱
の
奨
を

．
「
味
の
淡
白
な
」
も
の
と
考
え
て
い
る
。
 
「
全
註
釈
』
は

 
 
宴
会
の
席
上
で
の
即
吟
で
あ
ろ
う
。
お
り
し
も
盛
夏
で
、
さ
っ
ぱ
り
し
た

 
食
物
を
欲
し
て
い
る
の
で
、
持
ち
出
さ
れ
た
ナ
ギ
の
煮
物
を
欲
し
な
い
意
味

 
に
歌
っ
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

と
解
説
し
て
い
る
。
諸
注
釈
を
見
る
に
、
水
葱
の
菱
を
、
文
字
通
り
、
熱
い
汁

物
と
し
て
、
す
ず
し
げ
な
鯛
料
理
と
対
比
し
た
と
み
る
か
、
淡
白
な
吸
物
と
解

し
て
、
濃
厚
な
料
理
と
対
比
ざ
せ
る
か
の
二
通
り
の
考
え
が
行
わ
れ
て
い
る
。

歌
を
夏
の
作
と
し
て
前
者
に
解
す
る
の
は
、
酒
宴
で
の
酔
い
の
ま
わ
・
つ
た
状
態

を
考
え
る
と
果
し
て
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
代
の
料
理
に
つ
い
て
は
、

近
年
研
究
や
復
元
（
？
）
が
盛
ん
で
あ
る
が
、
料
理
に
涼
し
さ
や
、
さ
っ
ぱ
り

し
た
趣
を
求
め
た
か
ど
う
か
は
明
か
で
な
い
。
む
し
ろ
、
味
の
よ
し
あ
し
、
或

い
は
求
め
に
く
い
材
料
を
使
っ
た
か
ど
う
か
、
謂
わ
ゆ
る
御
馳
走
で
あ
る
か
否

か
が
、
当
時
問
題
に
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
事
か
ら
言
え
ば
、
水

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ゑ
こ
な
ぎ
ー
ー
 
 
こ
な
ぎ
 
 
 
 
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

葱
は
、
こ
の
歌
の
他
に
、
植
子
水
葱
斯
躍
、
子
水
葱
が
花
謝
と
身
近
に
植
え
た

水
量
が
あ
り
、
甲
府
盆
地
と
そ
の
周
辺
で
は
、
炭
化
し
た
コ
ナ
ギ
の
種
実
が
出

土
す
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
（
「
コ
ナ
ギ
乏
古
代
遺
跡
」
 
『
万
葉
集
の
考
古
学
』

森
浩
」
編
）
、
極
め
て
一
般
的
に
人
々
が
口
に
し
た
菜
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
比
べ
る
と
、
鯛
は
、
古
典
文
学
大
系
本
『
古
事
記
」
の
上
巻
「
赤
海
鱒

魚
」
の
頭
注

 
 
鯛
で
あ
る
。
鱒
は
フ
ナ
、
そ
の
上
に
海
の
字
を
冠
す
る
と
、
海
の
フ
ナ
、

 
即
ち
チ
ヌ
（
黒
鯛
）
と
な
り
、
更
に
そ
の
上
に
赤
の
字
を
冠
す
る
と
、
黒
鯛
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の
形
で
色
の
赤
い
も
の
、
即
ち
鯛
の
意
と
な
る
。
下
の
魚
の
字
は
そ
え
字
。

 
赤
海
楼
魚
は
万
葉
の
戯
書
の
先
駆
と
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
書
紀
に
は

 
「
赤
女
」
 
「
赤
鯛
」
 
「
口
女
」
 
「
鯛
女
」
な
ど
と
伝
え
、
 
「
赤
女
、
鯛
魚
名

 
也
。
」
と
注
し
て
い
る
。

を
見
る
と
、
真
鯛
が
主
か
と
思
わ
れ
、
万
葉
で
は
先
に
挙
げ
た
皿
に
鰹
と
並
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
そ
ら
が
さ
き
 
 
 
 
 
 
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
さ
い
ば
り

で
歌
わ
れ
て
い
る
。
、
神
楽
歌
の
小
前
張
「
磯
良
崎
」
に

 
 
 
 
 
 
 
 
本

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ま

 
 
磯
良
が
崎
に
 
鯛
釣
る
海
人
の

 
 
 
 
 
 
 
 
末

 
 
我
妹
子
が
た
め
と
 
鯛
釣
る
海
人
の
 
鯛
釣
る
海
人
の

と
あ
っ
て
、
恋
人
の
た
め
に
苦
労
し
て
釣
る
様
子
が
窺
理
る
。
以
上
か
ら
見
て
、

食
用
と
す
る
魚
の
う
ち
で
も
美
味
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
し
、
人
々
は

苦
労
し
て
鯛
を
釣
っ
て
い
た
と
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
平
安
朝
の
例
で

は
あ
る
が
、
 
「
土
佐
日
記
」
承
平
五
年
碑
正
月
十
四
日
㊨
条
に
、
船
君
（
貫
之
）

が
精
進
落
ち
の
料
理
の
た
め
に
、
鯛
を
船
頭
か
ら
買
う
の
で
あ
る
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
ま
と
き
 
 
 
 
 
 
 
か
ち

‘
 
船
君
、
節
忌
す
。
精
進
物
な
け
れ
ば
、
午
刻
よ
り
後
に
、
油
取
の
き
の
ふ

 
釣
り
た
り
し
鯛
に
、
銭
な
け
れ
ば
、
米
を
取
り
か
け
て
、
落
ち
ら
れ
ぬ
。
か

．
か
る
こ
と
な
ほ
あ
り
ぬ
。
面
取
、
ま
た
鯛
持
て
来
た
り
。
米
、
酒
、
し
ば
し

 
ば
呉
る
。
揖
取
、
気
色
悪
し
か
ら
ず
。

ど
あ
る
。
'
「
ぜ
に
な
け
れ
ば
」
に
つ
い
て
は
、
萩
谷
朴
『
土
佐
日
記
全
注
釈
」

の
説
の
よ
ヶ
に
他
意
の
あ
る
も
の
と
思
う
が
、
大
切
な
米
や
酒
を
与
え
る
位
に

得
難
い
も
の
で
あ
っ
た
鯛
の
高
価
さ
は
知
る
事
が
出
来
る
。
ま
し
て
奈
良
朝
の

大
和
の
人
々
に
と
っ
て
は
更
に
得
難
い
魚
で
あ
っ
た
。

 
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
醤
酢
に
蒜
を
掲
き
合
え
て
鯛
に
か
け
て
食
べ
る
よ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
製

 
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
論
。
⇒

な
御
馳
走
を
望
ん
で
い
る
私
に
、
い
つ
で
も
食
べ
て
い
る
よ
う
な
水
当
の
吸
い

物
な
ん
か
出
さ
な
い
で
下
さ
い
よ
、
と
い
う
訳
が
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

 
8
3
は
、
鎌
と
三
種
の
植
物
（
玉
掃
は
、
 
「
代
沢
記
」
に
「
今
の
里
並
に
歌
に

依
に
、
玉
掃
は
草
の
名
と
見
え
た
り
。
さ
れ
ど
如
何
な
る
草
と
云
事
を
知
ら

ず
。
，
」
と
あ
っ
た
が
、
 
「
全
註
釈
』
他
で
説
ぐ
よ
う
に
今
の
高
野
ぼ
う
き
と
思

わ
れ
る
。
）
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
 
「
全
註
釈
』
で
、

 
 
い
ず
れ
も
庭
園
関
係
の
品
な
の
で
、
無
理
が
す
く
な
い
。

と
言
い
、
 
『
私
注
」
が

 
 
こ
れ
は
与
へ
ら
れ
た
も
の
が
、
関
係
つ
け
易
い
の
で
、
い
く
ら
か
意
味
の

 
立
て
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
に
な
っ
て
居
る
。

と
評
す
る
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
意
吉
麻
呂
の
巧
み
な
詠
み

方
に
よ
っ
て
、
四
種
の
物
が
不
自
然
で
は
な
く
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
元

々
こ
の
四
種
の
関
係
が
深
い
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
鎌
を
鎌
麻
呂
と
擬

人
化
し
た
の
は
極
め
て
珍
ら
し
い
も
の
で
、
催
馬
楽
の
「
鶏
は
鳴
き
ぬ
」
．
に

「
桜
麻
呂
」
 
（
人
を
意
味
す
）
、
体
源
紗
所
収
の
風
俗
歌
「
う
ば
ら
こ
ぎ
」
に

 
い
な
ご
ま
ろ

「
稲
子
丸
」
が
あ
る
が
、
道
具
で
あ
る
鎌
を
擬
人
化
し
、
そ
れ
に
命
令
す
る
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
ろ

い
う
の
は
特
異
な
表
現
で
あ
っ
た
。
天
木
香
は
今
の
杜
松
（
ね
ず
）
と
さ
れ
る

が
、
集
中
に
礒
や
浦
に
あ
る
木
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
意
吉
麻
呂
の
歌
以
外

は
「
妹
を
思
う
情
」
で
一
致
し
て
い
る
の
で
、
．
用
字
の
「
室
木
」
 
「
室
乃
樹
」

か
ら
考
え
て
も
、
 
「
室
」
を
連
想
す
る
木
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
確
証
は

無
い
。

 
喪
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
こ
の
意
吉
麻
呂
の
歌
を
除
く
と
同
じ
巻
十
六
の
、
作

（23）



者
不
詳
の
数
種
詠
物
歌

 
 
 
 
き
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ふ
ひ

 
躍
梨
甕
黍
に
粟
つ
ぎ
延
ふ
葛
の
後
も
逢
は
む
と
葵
花
咲
く

だ
け
で
、
恐
ら
く
中
国
か
ら
入
っ
て
来
た
果
樹
・
喪
が
宴
席
の
話
題
に
な
り
、

実
は
生
か
、
干
し
て
食
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
小
島
憲
之

氏
に
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〆

 
 
サ
ウ

 
 
喪
（
上
の
遊
仙
窟
の
「
早
」
．
）
と
「
帯
」
 
（
ω
鋤
。
）
の
同
音
を
つ
ら
ね
、

 
「
喪
」
 
（
サ
ウ
）
を
か
き
「
掃
ふ
」
 
（
サ
ウ
）
た
め
に
「
早
」
く
（
サ
ウ
）

 
玉
帯
（
サ
ウ
）
を
苅
っ
て
お
い
で
、
の
意
を
暗
に
示
し
て
み
る
の
で
は
な
か

 
ら
う
か
。
 
（
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
」
中
）

と
漢
字
の
音
を
技
巧
と
す
る
説
が
あ
る
。
四
の
申
に
中
国
の
孝
子
伝
原
穀
説
話

が
歌
わ
れ
、
更
に
小
島
氏
は
「
巻
十
六
の
詞
晋
（
左
注
）
を
み
る
と
遊
仙
窟
語

が
多
い
」
 
（
前
掲
同
書
）
と
例
を
挙
げ
て
指
摘
さ
れ
る
。
律
令
国
家
を
支
え
る

貴
族
や
官
僚
達
が
、
漢
籍
や
中
国
語
の
習
得
に
多
大
の
努
力
を
し
て
い
た
の
は

事
実
で
あ
る
し
、
そ
の
一
員
た
る
意
吉
麻
呂
が
彼
ら
の
期
待
に
応
え
て
、
漢
字

．
音
を
聾
心
に
据
え
て
歌
を
詠
ん
だ
と
し
た
ら
、
必
ず
人
々
の
歓
迎
す
る
と
こ
ろ

と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
、
 
 
 
 
 
 
．
 
ノ

 
8
3
は
白
鷺
が
木
を
啄
え
て
飛
ぶ
の
を
詠
む
と
い
う
、
珍
ら
し
く
動
く
物
を
詠

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
鴻
巣
盛
場
『
万
葉
集
全
強
』
に
「
こ
ん
な
絵
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
ら
う
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
支
持
し
て
『
私
注
』
に

 
 
恐
ら
く
は
実
際
の
白
鷺
を
目
撃
し
て
の
作
で
は
あ
る
ま
い
。
全
治
に
書
賛

 
だ
ら
う
と
あ
る
の
も
肯
へ
る
見
方
で
あ
る
。

な
ど
あ
る
よ
う
に
、
絵
を
見
て
の
作
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
然

し
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
古
典
文
学
大
系
本
『
万
葉
集
」
の
こ
の
歌
の
補

注
が
、

 
 
・
こ
の
第
八
首
に
限
り
、
課
題
は
物
で
は
な
く
、
白
鷺
が
木
を
啄
い
飛
ぶ
と
・

 
い
う
姿
態
で
あ
る
。
そ
こ
に
そ
の
よ
う
な
絵
画
を
見
せ
ら
れ
て
詠
じ
た
も
の

 
と
想
像
す
る
伊
藤
博
氏
説
が
支
持
さ
れ
る
根
拠
が
あ
る
。

と
言
う
よ
ヶ
に
確
た
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
素
直
に
、
自
鷺
が
枝
を
く
わ
え

、
て
飛
ぶ
の
を
見
慣
れ
て
い
た
当
時
の
人
が
、
意
吉
麻
呂
に
「
枝
を
く
わ
え
た
鳥

の
、
飛
ぶ
と
こ
ろ
」
を
歌
え
と
注
文
し
た
と
考
え
て
い
る
。
人
々
は
三
吉
麻
呂

が
、
ど
ん
な
形
で
注
文
に
応
え
る
か
と
期
待
し
て
い
る
と
、
単
純
に
、
巣
作
り

に
枝
を
く
わ
え
て
白
鷺
が
飛
ん
で
い
る
、
と
詠
ま
ず
、
枝
を
棒
に
見
立
て
て
、

棒
を
持
つ
力
士
憐
と
結
び
つ
け
て
歌
っ
た
の
で
あ
る
。
又
も
や
、
，
ヤ
ン
ヤ
の
喝

采
を
受
け
た
事
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
力
士
擁
に
つ
い
て
は
、
山
田
孝
雄
の
「
力
士
擁
」
 
（
『
万
葉
集
考
叢
」

所
収
「
万
葉
集
訓
義
考
」
）
に
よ
っ
て
、
外
来
の
伎
楽
の
一
つ
で
、
面
を
付

け
、
棒
を
持
っ
た
力
士
が
、
毘
喬
や
五
人
の
女
性
と
舞
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
か
に
さ
れ
た
。
更
に
今
日
で
は
、
そ
の
舞
が
、
何
か
性
的
な
滑
稽
味
を
帯
び

た
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
、
 
（
古
典
文
学
大
系
本
『
万
葉
集
」
四
の
こ
の
歌

の
補
注
）
そ
う
で
あ
る
と
、
一
層
意
吉
麻
呂
の
歌
は
意
表
を
つ
い
た
も
の
と
な

る
わ
け
で
、

 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
だ

 
脱
春
霞
流
る
る
な
へ
に
青
柳
の
枝
く
ひ
持
ち
て
う
ぐ
ひ
す
の
鳴
く

な
ど
の
よ
う
に
、
愛
ら
し
い
小
鳥
、
枝
を
運
ぶ
白
鷺
の
姿
が
、
一
瞬
に
金
剛
力

士
の
滑
稽
な
舞
へ
と
転
換
す
る
手
法
は
見
事
で
あ
る
。
鳥
の
動
作
に
つ
い
て
の

観
察
は
、
古
代
人
が
最
も
得
意
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
 
『
古
事
記
」
上
巻
の
八
千

矛
の
神
の
歌
な
ど
は
圧
巻
で
あ
る
。
枝
を
運
ぶ
鳥
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
歌

の
題
材
と
し
て
は
珍
ら
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
古
代
の
人
々
の
鳥
を
見
る
目
の

（24）



こ
ま
か
さ
か
ら
考
え
て
当
然
の
も
の
で
あ
っ
た
。

三

 
巻
十
六
所
載
の
長
忌
寸
三
吉
麻
呂
の
歌
八
首
を
、
私
な
り
に
解
釈
し
て
み
九

の
で
あ
る
が
、
一
首
と
し
て
単
純
な
歌
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
意
吉
麻

呂
の
活
躍
し
た
時
代
、
即
ち
柿
本
人
麻
呂
、
高
市
黒
人
を
は
じ
め
、
天
武
・
持

統
に
連
な
る
皇
室
歌
人
群
が
優
秀
な
作
品
を
生
み
出
し
た
万
葉
第
二
期
に
お
い

て
、
す
で
に
歌
の
知
的
趣
向
が
発
達
し
、
か
つ
享
受
さ
れ
て
い
た
事
を
改
め
て

確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

 
そ
れ
は
、
小
島
憲
之
氏
が
大
著
『
上
代
日
本
文
学
と
申
国
文
学
』
上
・
申
・

下
の
中
で
繰
り
返
し
説
か
れ
る
よ
う
に
、
中
国
文
学
の
大
い
な
る
影
響
が
あ
る

事
を
第
一
の
理
由
と
し
、
第
二
に
文
字
化
に
よ
る
歌
の
変
化
、
第
三
に
、
宴
席

な
ど
の
歌
の
場
の
拡
大
、
第
四
に
以
上
を
全
て
含
め
て
理
知
的
存
在
と
し
て
の

歌
へ
興
味
が
増
し
た
こ
と
な
ど
が
背
後
の
要
因
と
し
て
あ
り
、
第
二
期
の
万
葉

歌
の
一
面
を
形
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。

 
最
初
に
、
意
吉
麻
呂
論
の
常
と
し
て
、
彼
の
歌
と
当
時
の
歌
世
界
と
の
関
係

が
重
大
な
問
題
と
し
て
存
在
す
る
と
指
摘
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
歌
一
首

一
首
を
丁
寧
に
見
て
み
る
と
、
当
時
の
貴
族
や
官
僚
が
形
成
す
る
、
歌
の
世
界

の
最
先
端
に
あ
る
と
い
う
事
実
が
確
認
さ
れ
る
と
同
時
に
、
三
吉
麻
呂
が
独
自

の
才
能
に
よ
っ
て
、
そ
の
流
れ
に
流
さ
れ
ず
、
個
性
的
な
歌
群
を
生
し
た
こ
と

が
明
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
こ
そ
ま
さ
し
く
、
 
「
歌
作
の
芸
」
と
呼
ぶ
も

の
で
、
後
に
大
伴
家
持
が
「
遊
芸
の
庭
」
 
（
一
 
の
前
文
）
と
呼
ん
だ
も
の
に
通

じ
る
歌
の
新
し
い
分
野
で
あ
っ
た
。

ノ
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忌
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口


