
『
梁
塵
秘
抄
』
詞
章
に
見
る
「
謡
い
替
え
」
の
実
際

R
l
玩

真
心
　
　
卿

は

　

じ

　

め

　

に

院
政
期
に
都
を
中
心
に
大
流
行
し
た
今
様
は
'
謡
う
人
や
聞
く
人
と
も
ど
も

共
感
す
る
何
か
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
へ
中
世
の
作
品
に
お
い
て
も
今
様

を
謡
う
場
面
が
多
-
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
は
'
『
平
家
物

語
』
に
登
場
す
る
白
拍
子
「
祇
王
」
で
あ
ろ
う
O
祇
王
は
平
清
盛
の
餌
愛
を
た
っ

ぷ
り
受
け
て
幸
福
な
日
々
を
送
る
。
し
か
し
'
突
然
推
参
し
た
同
じ
自
拍
子
の

仏
御
前
の
登
場
に
よ
っ
て
、
二
人
の
運
命
は
逆
転
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
祇

王
か
ら
仏
御
前
へ
と
清
盛
の
寵
愛
は
移
り
へ
祇
王
は
里
下
が
り
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
状
況
の
中
で
'
祇
王
は
仏
御
前
の
つ
れ
づ
れ
を
な
ぐ
さ

め
る
た
め
に
呼
び
戻
さ
れ
、
今
様
を
謡
わ
さ
れ
る
が
へ
そ
の
祇
王
の
謡
う
哀
切

な
今
様
に
'
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
た
「
平
家
1
門
の
公
卿
・
殿
上
人
・
諸

(
1
)

大
夫
・
侍
に
至
る
ま
で
へ
皆
感
涙
を
ぞ
流
さ
れ
け
る
」
状
態
で
あ
っ
た
O
稿
者

は
'
か
つ
て
祇
王
の
謡
う
『
平
家
物
語
』
の
今
様
の
歌
詞
が
『
梁
塵
秘
抄
』
本

文
に
載
っ
て
い
る
そ
れ
と
は
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
'
自
拍
子
祇
王

か
も
と
の
今
様
の
歌
詞
に
自
分
の
置
か
れ
た
境
遇
を
考
え
て
'
独
自
に
若
干
の

言
葉
を
肇
見
て
表
現
し
た
も
の
が
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
祇
王
の
今
様
の
姿

で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
た
。
ま
た
へ
　
『
古
今
著
聞
集
』
に
お
け
る
千
手
が
今
様
の

謡
い
方
に
よ
っ
て
へ
仁
和
寺
御
室
と
よ
り
を
も
ど
す
き
っ
か
け
を
つ
か
ん
だ
こ

G
>

と
を
も
触
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
今
様
の
「
謡
い
替
え
」
は
、
そ
の
場
や
軍
っ
人
の

感
情
が
込
め
ら
れ
て
軍
っ
今
様
と
重
な
る
と
き
に
、
即
興
的
に
「
謡
い
替
え
」
ら

れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
'
こ
の
よ
う
な
「
謡
い
替
え
」
か
『
梁
塵
秘
抄
』
歌
詞
集
本
文
に
お
い

て
も
通
用
さ
れ
る
と
思
い
へ
　
『
梁
塵
秘
抄
』
の
詞
章
に
見
る
「
謡
い
替
え
」
の
実

際
を
そ
の
歌
詞
か
ら
整
理
し
て
み
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
へ
　
テ
キ

ス
ト
に
は
'
岩
波
召
店
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
5
6
へ
　
『
梁
塵
秘
抄
閑
吟
集

狂
言
歌
謡
』
を
使
用
し
た
。

l
　
　
『
梁
塵
秘
抄
』
　
に
お
け
る
「
謡
い
替
え
」

稿
者
か
用
い
る
「
謡
い
替
え
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
か
ら
説
明
し
た
い
。
拙
稿

に
お
い
て
「
謡
い
替
え
」
と
い
う
の
を
へ
　
「
即
興
的
に
全
歌
を
作
り
上
げ
る
の
で

は
な
-
'
そ
の
場
の
状
況
に
よ
っ
て
部
分
的
に
変
化
を
持
つ
歌
詞
を
作
り
替
え

る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
定
義
し
た
。
前
稿
に
も
引
用
し
た
が
'
豊
原
統
秋
は
'

著
書
『
鰭
源
抄
』
巻
十
「
昔
曲
事
」
に
お
い
て
'
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第
一
二
今
様
ハ
ヲ
リ
ヲ
キ
ラ
ウ
ベ
シ
。
春
ハ
春
ニ
ツ
ケ
へ
夏
ハ
夏
ニ
ツ
ケ
へ

秋
冬
モ
同
之
。
月
ノ
日
ヤ
ミ
ノ
ヨ
シ
テ
苛
ヒ
祝
二
無
常
ノ
苛
ヲ
苛
ヒ
夏
冬

苛
ヲ
ウ
タ
ウ
ハ
ア
ル
マ
シ
キ
事
也
。
又
女
房
ナ
ト
ノ
前
ニ
テ
ア
ソ
ヒ
'
ナ



サ
ケ
ア
ル
ト
コ
ロ
ニ
テ
蓬
莱
山
ナ
ン
ト
ウ
タ
ウ
ハ
フ
ル
メ
カ
シ
O
如
此
事

(
"
)

ハ
苛
ヒ
モ
ノ
ニ
カ
キ
ラ
ス
楽
人
モ
同
事
也
。

と
、
今
様
を
謡
う
時
に
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
「
ヲ
リ
」
を
強
調
し
た
。
「
ヲ
リ

ヲ
キ
ラ
ウ
」
と
い
う
言
葉
は
'
時
代
か
-
だ
り
連
句
な
ど
で
'
「
懐
紙
一
折
の

中
に
、
同
じ
種
類
の
こ
と
ば
や
事
柄
を
出
す
の
を
墜
っ
こ
と
と
し
て
定
着
さ
れ

(
4
)

た
も
の
で
あ
る
」
か
、
『
櫨
源
抄
』
に
お
け
る
「
ヲ
リ
ヲ
キ
ラ
ウ
」
は
そ
れ
と
は

違
っ
て
'
「
春
に
は
春
に
ふ
さ
わ
し
い
謡
を
'
夏
に
は
夏
に
ふ
さ
わ
し
い
謡
を

謡
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
秋
・
冬
も
同
じ
事
で
あ
る
。
明
る
い
月
の
日
に
暗

闇
の
こ
と
を
謡
い
'
ま
た
、
祝
の
場
に
お
い
て
無
常
の
謡
を
謡
っ
た
り
'
夏
・

冬
の
謡
を
謡
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
で
あ
る
」
と
言
い
,

今
様
を
軍
つ
際
に
は
'
季
節
や
場
に
合
う
謡
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
'
先
に
述
べ
た
『
平
家

物
語
l
の
祇
王
の
今
様
を
「
謡
い
替
え
」
ら
れ
た
今
様
と
認
め
て
も
い
い
の
で
あ

ろ
う
。
さ
て
こ
れ
か
ら
は
『
梁
塵
秘
抄
』
の
中
に
こ
の
よ
う
な
「
謡
い
誓
e
J
と

認
め
ら
れ
る
も
の
が
ど
れ
-
ら
い
あ
り
へ
ど
の
よ
う
な
様
子
で
あ
る
の
か
,
そ

の
実
際
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
へ
ま
ず
へ
　
『
梁
塵
秘
抄
』
に
お
け

る
同
1
パ
タ
ー
ン
の
表
現
を
「
謡
い
替
え
」
ら
れ
た
も
の
と
見
て
へ
そ
れ
を
抽
出

し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

『
梁
塵
秘
抄
』
に
は
'
同
じ
パ
タ
ー
ン
に
構
成
さ
れ
て
い
る
謡
が
非
常
に
多

く
見
ら
れ
へ
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
項
に
挙
げ
た
ま
の
と
お
り
に
な
る
。
表
の

並
べ
方
は
'
ま
ず
、
『
梁
塵
秘
抄
』
の
部
立
を
中
心
に
し
て
'
「
法
文
歌
」
や

「
F
只
の
今
様
』
及
び
四
句
神
歌
二
石
神
歌
」
と
大
き
-
分
け
て
、
下
位
分

類
と
し
て
'
同
類
の
パ
タ
ー
ン
の
も
の
の
中
で
形
態
別
に
類
似
し
て
い
る
も
の

を
ひ
と
ま
と
ま
り
に
し
て
出
現
順
に
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
ひ
と
つ
こ
と
わ
っ

て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
'
麦
の
最
初
に
挙
げ
た
了
は
'
(
列
挙
)
」
は
、
初
め
に

こ
れ
か
ら
列
挙
す
る
予
定
の
題
を
出
し
て
へ
そ
の
題
に
当
て
は
ま
る
事
象
を
次

々
と
列
挙
し
て
い
-
列
挙
表
現
で
あ
る
が
'
表
に
挙
げ
た
他
の
も
の
と
重
な
る

も
の
も
あ
り
へ
ま
た
へ
　
『
梁
塵
秘
抄
』
に
は
'
「
は
」
は
つ
い
て
い
な
く
て
も
'

列
挙
を
行
っ
て
い
る
表
現
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
も
「
謡
い
響
き
の
例
と
し
て
考

え
て
い
る
。
し
か
し
'
本
稿
で
は
論
究
せ
ず
へ
只
参
考
と
し
て
お
き
た
い
。

二
　
法
文
歌
の
同
一
パ
タ
ー
ン
の
表
現

本
稿
で
表
の
す
べ
て
を
見
て
い
-
の
は
許
さ
れ
た
紙
面
の
都
合
で
無
理
か
あ

る
の
で
'
そ
の
中
で
墨
的
に
多
い
ま
と
ま
り
の
謡
を
中
心
に
'
ま
た
,
多
-
重

な
る
も
の
は
い
く
つ
か
の
例
を
中
心
に
し
て
考
察
を
進
め
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
'

本
節
で
は
法
文
歌
な
ど
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
O
　
『
梁
塵
秘
抄
』
の
部
立
の

中
で
巻
第
二
の
「
法
文
歌
」
は
'
仏
教
的
要
素
を
持
つ
謡
で
あ
る
が
'
こ
の
ほ
か

に
'
四
句
神
歌
の
部
立
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
「
仏
歌
」
「
経
歌
」
「
憎
歌
」
な

ど
は
'
実
質
的
に
「
法
文
歌
」
と
同
様
に
仏
教
的
要
素
を
持
つ
謡
な
の
で
そ
れ
ら

も
含
め
て
考
え
た
い
。
こ
れ
ら
の
謡
の
う
ち
、
現
存
『
梁
塵
秘
抄
』
の
中
で
見

ら
れ
る
同
1
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
'
「
～
ぞ
預
も
し
き
」
と
「
～
は
あ
は
れ

な
り
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
に
'
「
～
ぞ
頬
も
し
き
」
を
見
て
み

-"TJ
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一
パ
タ
ー
ン
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及句柚敬

春
の
初
め
の
歌
枕

I
に
お
か
し
き
歌
枕

～
後
生
我
が
身
を
如
何
せ
ん

I
へ
参
る
に
は

I
へ
参
ら
む
と
恩
へ
ど
も

我
等
が
修
行
～

(
何
れ
か
)
I
へ
参
る
道

・
I
の
輿
宴
は

海
に
は
万
劫
亀
遊
ぶ
'

姐
が
子
と
も
～

我
が
子
は
I
に
成
り
ぬ
ら
ん

清
太
か
造
り
し
・
～

1
-
　
恐
ろ
し
や

一
三
・
四
三
一

三
二
五
・
四
〇
〇

二
四
〇
二
二
五
五
・
四
四
〇

二
五
六
・
二
五
七

二
五
八
二
一
六
l

三
〇
〇
二
二
〇
1

三
〇
七
二
二
1
二
・
三
1
四
・
四
l
九

三
〇
八
二
二
〇
九
・
三
五
六
・
四
四
一

三
1
八
・
三
l
九

三
六
三
二
二
六
六

三
六
四
・
三
六
五

二
八
四
二
二
四
八
二
二
九
九
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①
弥
陀
の
戯
ひ
ぞ
頬
も
し
き
'
十
慈
五
逆
の
人
な
れ
ど
、
l
度
御
名
を
称

ふ
れ
ば
、
来
迎
引
接
疑
は
ず
　
　
　
　
　
　
　
(
三
〇
二
一
三
七
)

②
薬
師
の
十
三
の
大
願
は
'
衆
病
悉
除
ぞ
頬
も
し
き
　
1
経
其
耳
は
さ
て

措
き
つ
　
皆
令
満
足
す
ぐ
れ
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
三
一
)

③
像
法
転
じ
て
は
　
薬
師
の
苦
ひ
ぞ
頼
も
し
さ
、
l
度
御
名
を
閉
-
人
は
つ

万
づ
の
病
も
無
し
と
ぞ
い
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
三
二
)

④
万
の
仏
の
願
よ
り
も
'
千
手
の
誓
ひ
ぞ
頬
も
し
き
'
枯
れ
た
る
草
木
も

忽
ち
に
　
花
咲
き
実
生
る
と
説
い
給
ふ
　
　
　
　
　
　
　
(
三
九
)

⑤
釈
迦
の
冒
ひ
ぞ
頬
も
し
き
'
我
等
は
滅
後
に
法
花
経
を
'
常
に
持
た
む

人
は
皆
へ
仏
に
成
る
こ
と
難
か
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
(
一
四
五
)

⑥
法
花
の
御
法
ぞ
頬
も
し
き
'
生
死
の
海
は
探
け
れ
ど
へ
諸
経
に
言
は
む

筈
に
て
'
終
に
我
等
も
浮
か
び
な
ん

(
一
九
九
)

⑦
我
等
ぞ
恩
へ
ば
頬
も
し
き
'
意
見
経
を
聴
き
し
故
へ
　
三
昧
惣
持
を
得
て

こ
そ
は
'
仏
に
多
く
は
仕
へ
し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
(
一
四
九
)

⑧
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
ぞ
、
返
す
ぐ
も
頬
も
し
き
'
一
度
御
名
を
称
ふ
れ



ば
、
仏
に
成
る
と
ぞ
説
い
給
ふ
'
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
二
九
)

こ
れ
ら
の
す
べ
て
は
、
「
～
ぞ
頬
も
し
き
」
へ
な
い
し
「
～
ぞ
～
頬
も
し

き
」
を
謡
の
定
型
と
し
て
使
い
諸
菩
薩
を
メ
イ
ン
に
据
え
な
が
ら
そ
の
メ
イ
ン

た
る
物
の
功
徳
や
霊
験
な
ど
を
説
-
謡
と
し
て
注
目
を
引
-
O
「
頼
も
し
」
と
い

う
語
は
'
『
枕
草
子
』
に
も
へ

た
の
も
し
き
物
へ
　
心
ち
あ
し
き
こ
ろ
へ
伴
僧
あ
ま
た
し
て
修
法
し
た
る
。

心
ち
な
ど
の
む
つ
か
し
き
こ
ろ
へ
ま
こ
と
く
し
き
恩
人
の
へ
　
い
ひ
な
ぐ

(
6
)

さ
め
た
る
。

と
あ
る
よ
う
に
'
「
必
ず
頼
み
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
状
態
を
表
す
。
右
の

例
の
う
ち
、
①
に
関
し
て
は
'
観
無
量
寿
経
に
基
づ
い
て
千
観
阿
閤
梨
が
作
っ

た
と
言
わ
れ
る
阿
弥
陀
和
讃
「
賓
は
四
十
八
誓
願
へ
心
1
子
の
大
慈
悲
は
'
十

悪
五
逆
傍
法
等
'
極
重
最
下
の
罪
人
も
h
 
l
た
び
南
無
と
称
ふ
れ
ば
'
引
接
定

(
7
)

め
て
疑
は
ず
」
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
へ
ま
た
へ
訓
伽
陀
に
も
同
様

の
表
現
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
先
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
謡
で
あ
る
。

和
讃
や
訓
伽
陀
な
ど
は
同
じ
-
歌
謡
で
あ
っ
て
も
仏
教
儀
式
中
の
歌
謡
で
'
今

様
よ
り
は
大
衆
性
に
欠
け
て
い
る
。
今
様
は
周
知
の
よ
う
に
天
皇
・
貴
族
か
ら

最
下
層
の
人
々
ま
で
か
と
も
に
享
受
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
へ
和
讃
や
訓
伽

陀
な
ど
の
よ
う
な
分
か
り
に
-
い
謡
よ
り
は
'
①
番
の
よ
う
な
分
か
り
や
す
い
'

ま
た
へ
経
義
な
ど
を
知
ら
な
-
て
も
分
か
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
流
布
さ
れ

た
の
で
あ
る
O
そ
の
意
味
で
「
阿
弥
陀
菩
薩
」
の
誓
願
の
内
容
を
述
べ
る
前
に
へ

「
～
ぞ
頬
も
し
き
」
と
い
う
言
葉
で
歌
い
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
②
は
'
『
古

今
著
聞
集
』
　
F
十
訓
抄
』
　
『
鰭
源
抄
』
な
ど
に
'
病
気
を
治
す
今
様
と
し
て
伝

(
8
)

-
流
布
さ
れ
て
い
た
謡
で
あ
る
O
　
『
梁
塵
秘
抄
』
口
伝
集
巻
第
十
に
も
後
白
河

院
の
今
様
の
師
匠
乙
前
が
病
気
の
と
き
に
'
院
自
身
が
謡
っ
て
乙
前
の
病
気
を

(

"

蝣

>

治
し
た
語
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
O
③
も
『
梁
塵
秘
抄
』
口
伝
集
巻
第
十
に
'

④
も
同
じ
-
『
古
今
著
聞
集
』
　
『
鱈
源
抄
』
な
ど
に
霊
験
詩
が
説
話
と
し
て
残

D
E
>

さ
れ
て
い
る
へ
当
時
と
し
て
は
有
名
な
謡
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
霊
験
を
持
つ

と
さ
れ
る
今
様
は
'
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
'
「
釈
迦
」
や
「
法
華
経
」
な
ど
を
自
荏

に
入
れ
替
え
て
'
次
々
と
新
し
い
、
そ
の
主
体
な
る
も
の
の
誉
め
讃
え
の
謡
と

し
て
作
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
へ
そ
れ
と
並
行
し
て

「
～
ぞ
～
頬
も
し
き
」
と
い
う
形
の
謡
も
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
現
れ
る
。
⑧

は
'
①
と
ほ
ほ
同
様
の
趣
の
謡
で
あ
る
が
'
①
と
は
異
な
り
へ
「
頬
も
し
き
」
の

前
に
「
返
す
ぐ
も
」
と
い
う
挿
入
句
か
入
れ
ら
れ
へ
阿
弥
陀
菩
薩
の
誓
願
を
も

っ
と
強
-
頬
も
し
き
も
の
に
す
る
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
へ
次
に
見
る
「
～
は
あ
は
れ
な
り
」
も

同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。

⑨
弥
勤
菩
薩
は
あ
は
れ
な
り
へ
　
天
人
大
会
の
前
に
し
て
'
昔
の
仏
の
有
様

を
'
文
殊
に
問
ひ
っ
1
説
い
給
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
六
1
)

⑬
大
目
速
等
は
あ
は
れ
な
り
へ
多
-
の
仏
に
参
り
会
ひ
て
'
供
養
し
て
最

後
の
見
為
せ
ば
'
浄
土
の
蓮
に
ぞ
上
る
べ
き
　
　
　
　
　
(
八
三
)

⑪
阿
難
尊
者
は
あ
は
れ
な
り
へ
慈
悲
の
室
を
住
処
に
て
'
忍
辱
衣
を
身
に

着
つ
ゝ
諸
法
空
を
御
坐
と
し
て
'
人
に
教
へ
て
知
ら
し
め
よ
(
九
五
)

⑫
迦
菓
尊
者
は
あ
は
れ
な
り
へ
付
属
の
衣
を
頂
き
て
'
鶏
足
山
に
篭
り
居

て
'
龍
花
の
あ
か
月
待
ち
給
ふ
'
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
1
八
四
)
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⑬
妙
音
菩
薩
の
苔
ひ
こ
そ
へ
返
す
ぐ
も
あ
は
れ
な
れ
へ
要
婆
界
の
衆
生

故
へ
三
十
四
ま
で
に
身
を
分
け
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
(
一
五
六
)

⑪
大
峰
行
ふ
聖
こ
そ
へ
あ
は
れ
に
尊
き
も
の
は
あ
れ
、
法
華
経
詞
す
る
声

は
し
て
'
確
か
の
正
体
未
だ
見
え
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
(
一
八
九
)

右
の
諸
例
は
必
ず
し
も
「
あ
は
れ
」
と
い
う
語
を
パ
タ
ー
ン
に
入
れ
て
作
ら
れ
た

謡
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
「
あ
は
れ
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
別
の
パ
タ
ー
ン
を
見

る
と
'
「
～
は
あ
は
れ
な
り
」
「
～
ぞ
あ
は
れ
な
る
」
「
～
こ
そ
あ
は
れ
な

れ
」
「
～
こ
そ
～
あ
は
れ
な
れ
」
「
～
こ
そ
へ
あ
は
れ
に
尊
き
も
の
は
あ

れ
」
な
ど
が
あ
る
O
　
『
枕
草
子
』
に
'

あ
は
れ
な
る
も
の
　
孝
あ
る
人
の
子
。
よ
き
お
と
こ
の
若
き
が
'
御
獄
精

進
し
た
る
O
た
て
へ
だ
て
ゐ
て
'
う
ち
お
こ
な
ひ
た
る
暁
の
額
へ
　
い
み
じ

(
-
-
)

う
あ
は
れ
な
り
。

と
あ
る
。
渡
辺
実
氏
は
当
該
箇
所
の
「
あ
は
れ
」
に
関
し
て
へ
　
「
何
か
に
心
惹
か

れ
て
感
勤
し
へ
　
そ
れ
か
ら
他
の
事
に
思
い
が
及
ん
で
'
更
に
一
段
深
々
と
感
じ

(
-
~
)

る
時
へ
　
そ
れ
を
F
あ
は
れ
』
と
言
う
」
と
言
っ
て
い
る
O
あ
る
事
柄
に
対
し
て

感
動
す
る
時
の
表
現
で
あ
る
。
⑨
か
ら
⑫
ま
で
を
見
る
と
'
法
華
経
な
ど
に
典

拠
を
持
つ
「
弥
勤
菩
薩
」
「
大
目
通
等
」
「
阿
難
尊
者
」
「
迦
葉
尊
者
」
な
ど
の
聖
人
を

誉
め
讃
え
て
い
る
謡
で
あ
る
o
 
L
か
し
へ
　
こ
れ
ら
を
「
～
ぞ
頬
も
し
き
」
と

比
較
し
て
み
る
と
へ
「
～
ぞ
頬
も
し
き
」
の
場
合
は
'
各
々
の
菩
薩
に
そ
れ
ぞ

れ
の
誓
願
が
あ
っ
て
へ
　
そ
の
誓
願
に
よ
り
槌
ろ
う
と
す
る
人
々
を
救
う
こ
と
が

「
頬
も
し
」
-
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
「
～
は
あ
は
れ
な
り
」
は
'
そ
れ
に
比

べ
へ
尊
者
な
ど
聖
人
た
ち
の
精
進
ぶ
り
を
感
心
す
る
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
。

⑬
は
'
⑨
か
ら
⑫
ま
で
の
「
～
は
あ
は
れ
な
り
」
の
基
本
形
か
ら
発
展
し
て

「
～
こ
そ
～
あ
は
れ
な
れ
」
と
い
う
t
よ
り
複
雑
な
形
を
取
り
へ
挿
入
句
と

し
て
「
返
す
ぐ
も
」
と
い
う
言
糞
を
入
れ
、
「
～
は
あ
は
れ
な
り
」
を
よ
り
強

調
し
て
い
る
歌
謡
と
し
て
発
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
O
こ
れ
ら
か
ら
l
歩
進
ん

で
⑭
で
は
'
「
あ
は
れ
な
る
」
も
の
を
仏
典
の
菩
薩
や
聖
人
た
ち
か
ら
さ
ら
に
修

行
に
は
げ
む
聖
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
'
「
あ
は
れ
な
る
」
も

の
と
し
て
'
「
窮
子
」
(
『
梁
塵
秘
抄
』
七
八
番
)
へ
「
不
軽
大
士
」
(
1
四
1
番
)
へ

「
昔
の
仙
」
(
二
八
番
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
同
1
パ
タ
ー
ン
の
も
の
は
成
立
の
順
番
こ
そ
分
か
ら
な
い
が
'

は
じ
め
に
あ
る
1
首
の
謡
が
あ
り
へ
　
そ
の
謡
が
頻
繁
に
謡
わ
れ
て
へ
　
そ
の
謡
か

ら
「
～
ぞ
頬
も
し
き
」
「
～
は
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
基
本
パ
タ
ー
ン
が
派
生

L
へ
　
そ
の
後
次
々
に
そ
の
パ
タ
ー
ン
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
内
容
を
そ
の
場
そ

の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
入
れ
替
え
て
い
く
方
法
が
採
ら
れ
た
と
思
わ
れ
へ

そ
れ
が
「
謡
い
替
え
」
の
実
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
O
す
な
わ
ち

先
に
触
れ
た
『
鰭
源
抄
』
に
見
え
る
よ
う
に
'
今
様
を
「
ヲ
リ
」
に
合
う
謡
と
す

る
た
め
に
へ
次
々
に
「
謡
い
琴
え
」
ら
れ
て
い
っ
た
の
が
同
1
パ
タ
ー
ン
の
謡
の

あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
～
ぞ
頬
も
し
き
」
と
「
～
は
あ
は
れ
な
り
」
を
見
て
き
た
か
'
次

々
と
「
謡
い
替
え
」
ら
れ
た
も
の
に
は
'
あ
る
l
定
の
ル
ー
ル
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
O
そ
れ
は
'
「
～
ぞ
頬
も
し
き
」
の
場
合
へ
「
頬
も
し
」
き
対
象
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
の
は
'
用
例
と
し
て
挙
げ
た
も
の
だ
け
を
見
る
と
'
「
阿
弥
陀
仏
」

「
薬
師
菩
薩
」
「
千
手
菩
薩
」
「
釈
迦
牟
尼
」
「
法
華
経
」
「
我
等
」
と
あ
る
よ
う
に
へ
ま
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ず
'
仏
・
菩
薩
の
誓
願
か
「
頼
も
し
」
-
思
わ
れ
て
今
様
が
作
ら
れ
へ
そ
の
誓
願

を
信
じ
る
「
我
等
」
ま
で
も
が
「
頼
も
し
」
-
思
わ
れ
る
こ
と
に
「
謡
い
撃
き
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
教
で
言
う
最
上
位
の
も
の
か
ら
下
位
の
人
間
へ
と

連
想
を
働
か
せ
て
'
次
々
と
「
謡
い
挙
ズ
こ
ら
れ
た
ル
ー
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
へ
　
「
～
は
あ
は
れ
な
り
」
の
場
合
も
、
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
'

「
あ
は
れ
」
な
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
「
弥
勘
菩
薩
」
「
大
木
逮

等
」
「
阿
難
尊
者
」
「
迦
菜
坤
者
」
「
妙
音
菩
薩
」
「
聖
」
と
あ
る
よ
う
に
'
ま
ず
へ
菩

薩
・
尊
者
な
ど
仏
教
で
言
う
上
位
の
者
の
功
徳
を
「
あ
は
れ
」
と
誉
め
て
'
そ
の

後
そ
れ
よ
り
は
下
位
の
聖
の
修
行
ぶ
り
を
も
「
あ
は
れ
」
な
る
も
の
と
し
て
捉
え

直
し
へ
「
謡
い
替
え
」
ら
れ
て
い
っ
た
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

三
　
「
只
の
今
様
」
及
び
E
l
句
神
歌
・
L
L
句
神
歌
の

同
一
パ
タ
ー
ン
の
表
現
　
-
　
列
挙
表
現
の
も
の
1

本
節
で
は
'
『
梁
塵
秘
抄
』
　
の
中
で
'
同
一
パ
タ
ー
ン
の
謡
の
う
ち
へ
前
節

で
挙
げ
た
仏
教
的
要
素
を
持
つ
法
文
歌
の
ほ
か
に
も
　
仏
教
的
要
素
を
持
た
な
い

「
只
の
今
様
」
及
び
へ
四
句
神
歌
・
二
句
神
歌
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。
そ
れ

は
主
に
四
句
神
歌
に
集
中
し
て
い
る
か
O
こ
れ
ら
は
'
「
法
文
歌
」
と
は
パ
タ
ー

ン
化
の
次
元
が
異
な
る
。
そ
れ
を
稿
者
は
次
の
よ
う
に
分
類
し
た
o

A
　
列
挙
歌
謡
の
形
で
'
最
初
に
列
挙
す
る
も
の
の
題
を
出
し
て
列
挙
し

て
い
く
方
法
で
へ
　
そ
の
鰭
の
出
し
方
が
同
1
パ
タ
ー
ン
の
も
の

m
 
A
と
同
様
の
パ
タ
ー
ン
で
も
一
首
の
謡
か
ら
二
首
目
の
謡
が
作
ら
れ

る
と
き
に
'
前
の
一
首
を
縮
め
た
形
で
取
り
込
ん
だ
も
の

C
　
あ
る
l
定
の
句
が
同
1
で
あ
る
も
の

D
　
1
1
首
の
構
成
が
ま
っ
た
く
同
じ
で
も
事
柄
か
違
う
も
の

こ
の
分
類
に
即
し
て
'
本
節
で
は
こ
れ
ら
の
う
ち
の
A
と
B
を
見
て
い
-
こ

と
に
す
る
。

ま
ず
A
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
先
述
の
表
を
見
る
と
種
類
が
多

い
こ
と
が
分
か
る
と
思
わ
れ
る
が
'
同
様
の
表
現
の
も
の
が
多
い
の
で
'
そ
の

中
の
い
く
つ
か
の
を
例
を
取
り
上
げ
る
。

①
関
よ
り
東
の
軍
神
へ
鹿
島
香
取
諏
訪
の
宮
へ
　
又
比
良
の
明
神
、
安
房
の

洲
滝
の
口
や
　
小
(
鷹
)
　
熱
田
に
八
剣
伊
勢
に
は
多
度
の
宮
へ

(
二
四
八
)

②
関
よ
り
酉
な
る
軍
神
へ
一
品
中
山
安
芸
な
る
厳
島
へ
備
中
な
る
吉
備
津

宮
、
播
磨
に
広
峰
惣
三
所
へ
淡
路
の
岩
屋
に
は
住
吉
西
の
宮(

二
四
九
)

③
大
師
の
住
所
は
何
処
　
-
　
ぞ
'
伝
教
慈
覚
は
比
叡
の
山
へ
横
河
の
御
廟

と
か
へ
智
誼
大
師
は
三
井
寺
に
な
、
弘
法
大
師
は
高
野
の
御
山
に
ま
だ

坐
し
ま
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
二
九
五
)

④
聖
の
住
所
は
何
処
!
1
ぞ
、
箕
面
よ
勝
尾
よ
。
捕
磨
な
る
へ
書
写
の
山
、

出
雲
の
O
鰐
淵
や
0
　
日
の
御
先
へ
南
は
。
熊
野
の
O
　
那
智
と
か
や
o

(
二
九
七
)

⑤
聖
の
住
所
は
何
処
　
-
　
ぞ
'
大
峰
葛
城
石
の
槌
へ
箕
面
よ
肪
尾
よ

播
磨
の
書
写
の
山
へ
南
は
熊
野
の
那
智
新
宮
　
　
　
　
(
二
九
八
)
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⑥
此
の
頃
都
に
抗
行
る
物
へ
肩
当
腰
当
烏
帽
子
止
へ
襟
の
竪
つ
型
へ
鍔
烏

帽
子
、
布
打
の
下
の
袴
四
幅
の
指
貫
、
　
　
　
　
　
　
(
三
六
八
)

⑦
此
の
頃
都
に
流
行
る
物
、
柳
黛
髪
・
〃
′
1
似
而
非
望
、
L
は
ゆ
き
近
江
女

女
冠
者
へ
長
刀
持
た
ぬ
尼
ぞ
無
き
'
　
　
　
　
　
　
　
(
三
六
九
)

こ
れ
ら
は
'
主
題
を
最
初
に
打
ち
出
し
て
、
そ
の
主
項
に
当
て
は
ま
る
事
象
を

次
々
と
並
べ
て
い
-
方
法
で
あ
る
。
『
梁
塵
秘
抄
』
　
の
配
列
の
構
成
面
か
ら
見

る
と
、
ほ
と
ん
ど
対
に
な
っ
て
登
場
し
て
い
る
の
で
'
お
互
い
の
関
連
性
が
非

常
に
濃
厚
で
あ
る
。
最
初
の
①
と
②
で
は
「
関
よ
り
東
の
軍
神
」
「
関
よ
り
西
な

る
軍
神
」
と
い
う
'
同
じ
主
題
を
「
東
」
と
「
西
」
と
に
分
け
て
出
し
'
そ
れ
ぞ
れ

に
当
て
は
ま
る
事
象
を
列
挙
し
て
い
-
。
ま
た
へ
③
の
「
大
師
の
住
所
は
何
処

-
　
ぞ
」
と
④
と
⑤
の
「
聖
の
住
所
は
何
処
　
-
　
ぞ
」
へ
⑤
と
⑥
の
「
此
の
頃
都
に

流
行
る
物
」
な
ど
の
例
も
'
主
題
と
事
象
と
な
る
も
の
を
列
挙
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
対
に
関
し
て
は
'
対
に
な
っ
て
い
て
も
'
ど
れ
が
先
に
成
立

し
ど
れ
か
後
に
成
立
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
か
、

現
段
階
で
言
え
る
の
は
'
最
初
に
も
と
の
謡
が
あ
り
、
そ
れ
を
別
の
事
象
に
入

れ
替
え
て
後
の
謡
が
作
ら
れ
た
と
す
る
想
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
も
と
の
謡
が

「
謡
い
替
え
」
ら
れ
て
後
の
謡
が
登
場
し
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
O
こ
の
A
は
ち

い
わ
ゆ
る
「
物
は
尽
-
し
」
「
物
尽
-
し
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
列
挙
歌
謡
群
で
'

『
梁
塵
秘
抄
』
の
中
に
多
数
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
「
物
は
尽
-
し
」
「
物
尽

-
し
」
は
'
平
安
時
代
以
来
へ
雑
纂
形
式
か
重
要
視
さ
れ
、
多
-
行
わ
れ
て
き

た
影
響
で
生
ま
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
か
で
き
よ
う
。
『
梁
塵
秘
抄
』

C
-
"
)

に
お
け
る
列
挙
歌
謡
は
、
百
首
以
上
を
数
え
る
。
但
し
へ
　
列
挙
歌
謡
の
詳
し
い

検
討
は
本
稿
で
は
行
わ
ず
'
別
稿
を
以
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
列
挙
、
つ
ま
り

物
を
並
べ
て
表
現
す
る
類
取
的
趣
味
の
表
現
は
'
円
馳
帝
の
天
禄
二
年
へ
　
源
為

-
ち
す
さ
-
t
l

憲
の
手
に
よ
っ
て
成
立
し
た
『
ロ
遊
』
に
端
を
発
す
る
O
　
『
ロ
遊
』
は
処
世
に

必
要
な
事
項
を
分
類
収
集
し
'
口
調
の
便
に
供
し
た
雷
で
あ
る
O

ロ
遊
一
巻
(
源
為
憲
撰
'
天
禄
二
年
)

m
z
門
米
撚
　
門
.
J
竺
北
肘
w
ほ
大
洋
快
・
:
H
門
-
S
t
.
'
E
i
.
語
'
&
S
3
位
2
'
i
i

は
哲
門
'
-
Z
>
.
W
3
"
i
Z
-
隅
明
捕
丹
机
芳
門
O
　
竺
v
w
器
,
)

C
-
-
r
>

今
案
。
十
二
門
外
有
上
東
門
東
。
上
西
門
田
。
俗
呼
之
土
御
門
。

こ
れ
は
へ
宮
城
の
十
二
門
へ
　
「
美
福
へ
朱
雀
へ
皇
嘉
門
、
談
天
、
藻
壁
へ
院
冨

門
へ
安
嘉
へ
倖
碧
へ
逮
智
門
へ
陽
明
へ
待
賢
、
郁
芳
門
」
が
並
べ
て
列
挙
さ
れ

<
-
サ
)

た
も
の
で
'
当
時
の
実
用
的
な
物
か
尽
く
さ
れ
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
O
平

安
時
代
に
は
'
特
定
主
題
に
し
た
が
っ
て
歌
な
ど
を
集
め
て
'
参
考
書
な
い
し

手
引
き
容
的
な
要
素
を
持
つ
歌
論
雷
な
ど
が
多
く
編
纂
さ
れ
て
い
る
O
例
え
ば
'

『
能
因
歌
枕
』
な
ど
そ
の
例
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
文
学
に
も

類
取
的
趣
味
の
も
の
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
極
め
た
の
が
『
枕

草
子
』
の
類
取
的
章
段
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
傾
向
を
受
け
継
い
だ
の
が
『
梁

塵
秘
抄
』
に
見
え
る
列
挙
歌
謡
で
あ
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
『
梁
塵
秘
抄
』

の
「
物
尽
-
し
」
は
類
狂
的
表
現
の
産
物
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
.

次
に
挙
げ
る
B
の
謡
の
類
も
「
物
尽
-
し
」
の
形
を
し
て
い
る
。
し
か
し
t
 
A

と
異
な
る
の
は
t
 
A
の
場
合
へ
主
砲
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
「
謡
い
替
え
」
ら
れ
た

事
象
に
も
と
の
謡
と
後
の
謡
と
の
問
で
何
の
同
1
性
も
認
め
ら
れ
な
い
か
、
c
Q

は
'
も
と
の
謡
の
一
部
分
が
後
の
謡
に
反
映
さ
れ
て
作
ら
れ
た
痕
跡
が
認
め
ら

41



れ
る
の
で
あ
る
。

⑧
春
の
初
の
歌
枕
　
薗
た
な
ぴ
-
吉
野
山
　
矧
佐
保
姫
翁
草
　
花
を
見

捨
て
て
矧
副
威
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
1
三
)

⑨
春
の
初
め
の
歌
枕
へ
戚
叫
~
矧
~
~
矧
副
顧
　
子
の
自
習
柳
梅
桜
　
三
千

歳
に
実
る
桃
の
花
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
S
I
二
二
)

右
の
用
例
を
見
る
と
へ
こ
の
方
法
は
「
春
の
初
め
の
歌
枕
」
を
主
題
に
出
し
て
'

そ
れ
に
当
て
は
ま
る
事
象
を
列
挙
し
て
い
-
も
の
で
あ
る
が
、
⑧
と
⑨
か
ま
っ

た
-
別
個
の
も
の
で
は
な
-
'
互
い
に
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
傍
線
部
を

付
し
た
箇
所
が
両
首
の
1
致
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
O
こ
れ
は
へ
ま
ず
⑧
が

あ
っ
て
、
「
春
の
初
め
の
歌
枕
」
と
い
う
'
同
じ
道
の
今
様
⑨
を
作
る
際
に
'
⑨

の
中
に
⑧
の
一
部
か
摂
取
さ
れ
、
⑨
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

言
え
る
。
つ
ま
り
'
⑧
で
は
部
分
で
は
あ
る
も
の
の
へ
⑨
の
中
に
「
霞
鴬
帰

る
雁
」
と
い
う
ふ
う
に
、
⑧
全
体
か
1
句
に
集
約
さ
れ
て
、
存
在
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
用
例
は
現
存
『
梁
塵
秘
抄
』
の
中
に
は
こ

の
用
例
の
み
で
あ
る
の
で
、
断
言
は
で
き
な
い
が
、
「
謡
い
替
え
」
の
1
方
法

と
し
て
の
存
在
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四
　
「
只
の
今
様
」
及
び
四
句
神
歌
・
二
句
神
歌
の

同
一
パ
タ
ー
ン
の
表
現

-
　
同
1
句
を
持
っ
て
い
る
表
現
1

本
節
で
は
'
表
に
挙
げ
た
「
只
の
今
様
」
及
び
へ
四
句
神
歌
二
一
句
神
歌
の
中

で
'
同
1
句
を
持
つ
も
の
を
中
心
に
考
察
を
行
う
O
ま
ず
へ
前
節
で
挙
げ
た
C

・
D
の
表
現
を
見
て
み
る
。
C
の
場
合
は
'
「
物
は
尽
-
し
」
「
物
尽
-
し
」
の
形

で
は
な
-
、
一
句
が
同
一
の
パ
タ
ー
ン
と
な
る
謡
で
あ
る
。
こ
れ
は
へ
あ
る
一

定
の
句
を
同
じ
-
し
て
作
ら
れ
た
「
謡
い
響
き
の
1
パ
タ
ー
ン
と
言
え
る
o

⑬
伊
き
此
の
世
を
過
す
と
て
'
海
山
稼
ぐ
と
せ
し
程
に
'
万
の
仏
に
疎
ま

れ
て
'
後
生
我
が
身
を
如
何
に
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
(
二
四
〇
)

⑪
鵜
飼
は
憐
L
や
'
万
劫
年
経
る
亀
殺
し
　
又
鵜
の
頚
を
結
ひ
'
現
世
は

斯
-
て
も
在
り
ぬ
べ
L
へ
後
生
我
が
身
を
如
何
せ
ん
　
(
三
五
五
)

⑫
鵜
飼
は
悔
し
か
る
、
何
し
に
急
い
で
漁
り
け
む
'
万
劫
年
経
る
包
殺
し

け
む
、
現
世
は
斯
-
て
も
あ
り
ぬ
べ
し
、
後
世
我
が
身
を
如
何
に
せ
ん
う

ず
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
四
四
〇
)

⑬
我
が
子
は
十
余
に
成
り
ぬ
ら
ん
'
盃
し
て
こ
そ
歩
-
な
れ
へ
　
田
子
の
浦

に
汐
踏
む
と
'
如
何
に
海
人
集
ふ
ら
ん
　
未
L
と
て
'
問
い
み
間
は
ず

み
朗
る
ら
ん
　
憐
L
や
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
三
六
四
)

⑪
我
が
子
は
二
十
に
成
り
ぬ
ら
ん
'
博
打
し
て
こ
そ
歩
く
な
れ
へ
国
ぐ

の
博
党
に
、
さ
す
が
に
子
な
れ
ば
憎
う
無
し
へ
負
い
給
ふ
な
　
王
子
の

住
吉
西
の
宮
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
三
六
五
)

⑮
姐
が
子
ど
も
は
唯
二
人
、
l
人
の
女
子
は
二
位
中
将
殿
の
厨
雑
仕
に
召

し
し
か
ば
へ
奉
て
き
'
弟
の
男
子
は
　
宇
佐
の
大
宮
司
が
早
船
丹
子
に

詣
ひ
し
か
ば
'
奉
い
て
き
、
神
も
仏
も
御
覧
ぜ
よ
'
何
を
出
余
り
給
ふ
若

宮
の
御
前
ぞ
'
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
三
六
三
)
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⑮
姐
の
子
ど
も
の
有
様
は
'
冠
者
は
博
打
の
打
ち
負
け
や
'
勝
つ
世
無
し
へ

禅
師
は
夙
き
の
夜
行
好
む
め
り
'
姫
が
心
の
し
ど
け
な
け
れ
ば
、
い
と

わ
び
し
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
三
六
六
)

⑬
⑪
⑫
は
「
後
生
我
が
身
を
如
何
に
せ
ん
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
利
用
し
て
作
ら

れ
て
い
る
。
⑬
⑪
は
「
我
が
子
は
I
に
成
り
ぬ
ら
ん
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
'

ま
た
へ
⑮
⑮
は
「
姐
の
子
ど
も
～
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
以
て
'
そ
れ
ぞ
れ
成

立
し
て
い
る
。
⑳
⑪
⑫
の
場
合
は
、
当
時
の
有
名
な
殺
生
禁
断
の
思
想
が
反
映

さ
れ
て
'
殺
生
を
行
う
も
の
が
死
ん
だ
後
に
受
け
る
地
獄
の
苦
し
み
や
殺
生
の

罪
科
に
起
因
し
て
来
世
で
受
け
る
辛
い
境
遇
を
心
配
し
て
作
っ
た
謡
と
見
ら
れ

る
が
'
⑳
は
現
世
の
世
渡
り
の
手
段
と
し
て
殺
生
を
す
る
も
の
の
苦
し
み
を
表

現
し
て
い
る
。
⑪
と
⑫
は
⑬
よ
り
も
さ
ら
に
具
体
的
な
「
鵜
飼
」
を
登
場
さ
せ
'

現
世
で
殺
生
を
し
た
報
い
と
し
て
来
世
で
受
け
る
苦
痛
を
よ
り
鮮
明
に
謡
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
首
に
関
し
て
は
前
後
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

無
理
で
あ
る
が
、
私
見
を
述
べ
る
と
'
ま
ず
へ
殺
生
を
す
る
l
般
的
な
人
間
の

謡
⑲
か
ら
へ
殺
生
を
す
る
具
体
的
な
「
鵜
飼
」
を
挙
げ
た
謡
⑪
⑫
へ
と
作
ら
れ
て

(
-
・
)

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
⑬
と
⑳
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
十
余
」
歳
に

な
っ
た
、
韮
女
を
し
な
が
ら
各
地
を
歩
き
回
る
我
が
子
(
娘
)
と
「
二
十
」
歳
に

な
っ
た
、
博
党
を
し
て
各
地
を
歩
き
回
る
我
が
子
(
息
子
)
を
心
配
す
る
親
の

謡
と
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
⑮
と
⑩
は
'
老
婆
の
子
女
た
ち
を
「
姐
の
子
ど
も

の
～
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
以
て
表
現
し
て
い
る
が
'
⑮
の
姐
の
子
ど
も
は

貴
族
の
家
に
奉
公
人
と
し
て
取
ら
れ
た
様
子
が
事
細
か
に
描
か
れ
て
お
り
へ
⑮

で
は
負
け
っ
放
し
の
博
打
の
息
子
へ
修
行
は
努
め
ず
に
夜
行
を
好
む
禅
師
の
息

子
、
ま
た
だ
ら
し
の
な
い
娘
を
持
つ
姐
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
⑬
と
⑬
'

ま
た
⑮
と
⑬
の
謡
も
あ
る
も
と
の
一
首
の
謡
が
あ
り
へ
そ
の
謡
を
根
拠
に
し
て

後
の
謡
が
作
ら
れ
た
「
謡
い
替
え
」
の
用
例
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
'
1
つ
言
え

る
こ
と
は
、
⑬
⑬
の
場
合
、
⑮
の
姐
の
子
供
は
'
貴
族
の
家
の
奉
公
人
と
し
て

取
ら
れ
た
も
の
の
そ
れ
な
り
に
い
っ
し
ょ
け
ん
め
い
に
働
く
子
供
の
様
子
を
'

ま
た
へ
⑬
の
姐
の
子
供
は
'
⑬
と
は
反
対
に
働
-
こ
と
と
は
程
遠
い
生
活
を
送

っ
て
い
る
'
働
か
な
い
子
供
の
様
子
を
描
い
て
い
る
の
で
'
⑮
か
ら
⑩
へ
と
t

r
謡
い
替
え
」
ら
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

D
の
場
合
は
'
「
～
恐
ろ
し
や
」
の
フ
レ
ー
ズ
を
持
つ
謡
で
あ
る
。
先
に
挙

げ
た
表
に
よ
る
と
へ
　
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
持
つ
謡
は
四
首
あ
る
か
'
四
首
の
う
ち
ち

二
首
は
「
東
の
山
王
恐
L
や
」
「
土
佐
の
船
路
は
恐
L
や
」
と
い
う
歌
い
だ
L
で
始

ま
り
、
そ
の
事
象
を
列
挙
し
て
い
-
A
の
よ
う
な
列
挙
表
現
の
謡
で
あ
る
O
次

に
挙
げ
る
二
首
は
他
と
そ
の
様
子
が
異
な
っ
て
い
る
。

⑰
不
動
明
王
恐
L
や
'
怒
れ
る
姿
に
剣
を
持
ち
へ
策
を
提
げ
へ
後
に
火
焔

燃
へ
上
る
と
か
や
な
、
前
に
は
悪
魔
寄
せ
じ
と
て
降
魔
の
相(

二
八
四
)

⑮
樵
夫
は
恐
ろ
し
や
へ
荒
け
き
姿
に
鎌
を
持
ち
へ
斧
を
提
げ
　
後
に
柴
木

巻
い
上
る
と
か
や
な
'
前
に
は
山
守
寄
せ
じ
と
て
杖
を
提
げ
へ

(
二
九
九
)

こ
の
二
百
に
関
し
て
は
先
学
も
⑬
番
の
謡
を
⑰
番
の
謡
の
「
替
え
歌
」
と
し
て
見

B
3

て
い
る
。
こ
の
「
謡
い
替
え
」
の
様
子
は
'
今
ま
で
見
て
き
た
も
の
と
ま
っ
た
-

異
な
る
O
今
ま
で
の
謡
は
あ
る
1
定
の
フ
レ
ー
ズ
を
同
じ
く
L
へ
　
ほ
か
は
す
べ

m



て
異
な
る
が
'
⑰
⑬
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
の
フ
レ
ー
ズ
が
ま
っ
た
-
同
様
で
'

フ
レ
ー
ズ
の
中
の
対
象
や
事
柄
か
「
謡
い
替
え
」
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

場
合
も
'
⑰
か
ら
⑬
へ
と
r
謡
い
替
え
j
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
O
そ
れ
を
や
や

具
体
的
に
言
う
と
、
仏
教
的
要
素
を
持
つ
「
不
動
明
王
」
の
様
子
を
表
し
た
⑰
番

の
謡
か
ら
仏
教
的
要
素
を
持
た
な
い
r
樵
夫
」
の
様
子
を
表
し
た
⑬
番
の
謡
へ
と

「
謡
い
替
え
J
ら
れ
'
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
形
の
謡
を
作
り
上
げ
滑
稽
味
を
表
わ

そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
用
例
も
残
念
な
が
ら
現
存

『
梁
塵
秘
抄
』
の
中
に
こ
の
両
首
以
外
に
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
'

「
謡
い
撃
t
e
J
の
方
法
と
し
て
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な

い
か
'
「
謡
い
替
え
」
の
実
例
と
し
て
の
存
在
は
認
め
ら
れ
る
。

お

　

わ

　

U

　

に

以
上
『
梁
塵
秘
抄
』
詞
章
に
見
え
る
「
謡
い
替
え
」
の
様
子
を
1
つ
一
つ
見
て

き
た
o
今
様
の
「
謡
い
替
え
」
は
'
主
題
と
な
る
一
定
の
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
て
'

次
々
と
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
り
'
も
と
の
謡
を
縮
め
た
形
で
後
の
謡
の
中

に
取
り
込
ん
だ
り
'
1
句
を
同
じ
く
し
て
作
ら
れ
た
謡
で
あ
っ
た
り
'
最
初
か

ら
最
後
ま
で
同
一
構
成
の
謡
に
対
象
や
事
象
を
入
れ
替
え
た
り
す
る
な
ど
'
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
豊
富
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
'
法
文
歌
な
ど
仏
教
的

要
素
を
持
つ
歌
を
見
る
と
'
仏
教
の
最
上
位
の
者
か
ら
下
位
の
人
間
へ
と
移
行

し
て
い
っ
た
類
想
パ
タ
ー
ン
を
推
測
す
る
こ
と
か
で
き
よ
う
。
ま
た
へ
列
挙
表

甘

o

a

汎

現
は
志
田
延
義
氏
が
定
義
し
た
「
物
尽
く
し
」
表
現
の
も
の
か
主
に
な
っ
て
い

る
か
、
「
物
」
の
代
わ
り
に
「
歌
枕
」
で
あ
っ
た
り
地
名
で
あ
っ
た
り
な
ど
へ
融

通
の
利
く
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
一
つ
の
列
挙
表
現
が
あ
り
、
そ
れ
が
次
々
と

「
謡
い
替
え
」
ら
れ
た
も
の
と
考
与
り
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
う
あ
る
程
度

定
着
し
た
列
挙
表
現
は
'
素
材
を
い
-
ら
で
も
替
え
ら
れ
る
と
い
う
利
点
か
あ

っ
て
多
-
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
O
量
的
に
見
て
も
'
本
稿

で
扱
わ
な
か
っ
た
「
I
は
」
な
ど
を
合
わ
せ
る
と
'
『
梁
塵
秘
抄
』
五
六
六
首

の
う
ち
百
首
以
上
に
達
し
て
い
る
。
ま
た
同
一
句
を
持
つ
謡
を
見
る
と
'
一
般

的
な
も
の
か
ら
具
体
的
な
も
の
に
'
ま
た
、
同
一
構
成
の
も
の
は
、
「
不
動
明

王
」
な
ど
仏
教
的
な
も
の
か
ら
「
梶
夫
」
な
ど
一
般
的
な
も
の
へ
と
「
謡
い
替
え
」

ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
子
細
に
点
検
す
れ
ば
'
あ
る
程
度

は
「
謡
い
替
え
」
ら
れ
た
も
の
同
士
の
前
後
関
係
か
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

繰
り
返
し
て
言
う
よ
う
だ
が
'
今
様
の
「
謡
い
替
え
」
は
『
鰭
源
抄
』
の
「
ヲ

リ
ヲ
キ
ラ
ウ
」
も
の
と
し
て
'
「
ヲ
リ
」
を
重
視
し
て
次
々
と
行
わ
れ
て
い
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ヲ
リ
」
へ
　
つ
ま
り
「
季
節
」
や
「
場
」
を
重
視
す
れ
ば
'
今

様
と
い
う
も
の
は
い
-
ら
で
も
「
謡
い
替
え
」
ら
れ
る
こ
と
か
可
能
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
へ
今
様
の
「
謡
い
替
え
」
に
は
'
も
と
の
謡
を
後
の
謡
へ
と
次
々

と
繋
い
で
い
く
輪
の
妙
味
を
生
か
し
た
、
一
種
の
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
的
な
意
味
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
今
様
は
'
場
に
お
い
て
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
へ
今
様
は
場
の
中
で
皆
か
共
有
し
て
楽
し
め
る
謡
い
物
へ

エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
的
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
'
さ
ま
ざ
ま

に
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
へ
そ
の
パ
タ
ー
ン
に
即
し
て
「
謡
い
替
え
」
ら
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
と
考
え
る
。
稿
者
は
本
稿
で
、
も
と
の
謡
と
「
謡
い
替
え
」
ら
れ
た
後
の

謡
と
の
前
後
関
係
を
指
摘
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
へ
自
分
な
り
の
解
釈
を
試
み
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た
O
違
う
見
方
を
す
れ
ば
'
こ
こ
に
述
べ
た
前
後
関
係
が
否
定
さ
れ
る
か
も
知

れ
な
い
か
も
同
l
パ
タ
ー
ン
の
謡
の
前
後
関
係
に
対
す
る
疑
問
を
解
-
た
め
の

試
み
と
し
て
'
一
つ
の
解
釈
を
提
出
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
た
い
。

〔注〕

(
1
)
引
用
は
、
『
平
家
物
語
』
上
へ
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
4
4
、
(
平
3

岩
波
書
店
)
に
依
る
O

(
2
)
詳
し
く
は
拙
稿
へ
　
「
今
様
の
『
謡
い
替
え
』
-
『
折
』
に
合
う
謡
作
り
」

(
『
古
代
中
世
国
文
学
』
第
9
号
　
平
o
T
・
C
O
)
を
参
照
。

(
3
)
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
る
。
以
下
本
稿
中
に
引
用
し
た
本
文
の
傍

線
は
私
に
付
し
た
。

(
4
)
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
O

(
5
)
表
は
『
梁
塵
秘
抄
』
の
中
に
見
え
る
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
謡
を
挙
げ
た
も

の
で
あ
る
。
私
な
り
に
慎
重
に
調
査
を
行
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
が
'
欠
陥

も
あ
り
得
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
お
-
0

(
6
)
　
『
枕
草
子
』
二
四
六
段
。
使
用
本
文
は
'
渡
辺
実
校
注
へ
　
『
枕
草
子
』

「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
2
(
平
3
　
岩
波
宕
店
)
O

(
7
)
荒
井
源
司
へ
　
『
「
梁
塵
秘
抄
」
評
釈
』
　
(
昭
3
4
　
甲
陽
軍
尻
)
O

(
8
)
こ
の
今
様
は
『
古
今
著
聞
集
』
二
六
六
「
侍
従
大
納
言
成
通
今
様
を
以

て
霊
病
を
治
す
る
事
」
・
『
十
訓
抄
』
・
『
膿
源
抄
』
十
ノ
下
「
神
百
事
」

な
ど
に
載
っ
て
い
る
。

(
9
)
テ
キ
ス
ト
1
六
三
五
。

(
S
)
注
(
8
)
に
同
じ
O

(
‖
)
　
『
枕
草
子
』
　
二
四
段
O
注
(
5
)
の
召
。

(
2
)
前
掲
書

(
2
)
早
-
志
田
延
義
氏
は
'
著
書
『
日
本
歌
謡
国
史
』
(
昭
3
3
　
至
文
堂
)
で
'

列
挙
歌
謡
を
百
首
近
-
挙
げ
て
、
列
挙
法
と
進
行
法
と
に
分
類
し
'
下
位

分
類
と
し
て
列
挙
法
を
「
物
尽
-
し
」
と
「
物
は
尽
-
し
」
と
に
'
進
行
法
を

「
初
句
『
-
・
‥
へ
参
る
道
』
と
あ
る
も
の
」
と
「
通
行
に
関
す
る
も
の
」
と

に
分
け
て
考
察
し
て
お
ら
れ
る
か
'
稿
者
は
列
挙
歌
謡
の
パ
タ
ー
ン
は
そ

れ
以
上
に
複
雑
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

(
1
)
　
『
続
群
書
類
従
』
第
参
拾
武
輯
上

(
」
)
詳
し
-
は
'
乾
克
己
氏
の
「
宴
曲
の
物
尽
-
L
に
つ
い
て
」
　
(
『
歌
謡

Ⅲ
』
「
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
」
昭
5
2
　
角
川
書
店
)
を
参
照
O

(
2
)
⑮
と
⑫
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
へ
荒
井
源
司
氏
は
'
注
(
7
)
の
苗
で
'

⑫
の
解
説
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

〔
三
五
五
〕
　
の
「
鵜
飼
は
い
と
ほ
し
や
万
劫
年
経
る
亀
殺
し
へ
又
鵜

の
首
を
結
ひ
'
現
世
は
か
-
て
も
あ
り
ぬ
ペ
L
へ
後
生
我
が
身
を
如

何
に
せ
ん
」
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
が
'
ど
ち
ら
か
が
伝
唱
の
転
靴
で

あ
ら
う
。
よ
く
見
れ
ば
〔
三
五
五
)
が
落
ち
着
か
な
い
感
じ
で
あ
る

か
ら
へ
　
こ
れ
が
後
か
も
知
れ
ぬ
。

(
^
)
注
(
7
)
に
同
じ
。

(
2
)
注
(
S
3
)
参
照
。

-
　
ク
・
ヘ
ギ
ョ
ン
'
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
-
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