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『
万
葉
集
』

｜
｜
世
阿
弥
の
受
容
の
一
端
｜
｜

謡
曲
と

三
村

昌
義

本
稿
は
、
謡
曲
に
於
け
る
「
万
葉
集
』
の
受
容
の
在
り
方
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
、
室
町
末

期
ま
で
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
謡
曲
す
べ
て
に
亙
っ
て
、
逐
一
、
本
説
、
引
歌
に
至
る
ま
で
、
詳
し
く
調
査
す
る
の
が
当
然
の
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
今
回
は
、
シ
テ
方
五
流
の
現
行
曲
を
中
心
に
、
世
阿
弥
作
と
確
定
さ
れ
て
い
る
、
も
し
く
は
世
阿
弥
作
の
可
能
性
の
高
い
曲
、

ま
た
世
阿
弥
伝
書
に
曲
名
の
見
え
る
曲
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
拾
い
上
げ
て
み
る

こ
と
と
す
る
。

謡
曲
に
於
け
る
『
万
葉
集
』

ま
た
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
当
時
の
『
万
葉
集
』
の
理
解
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
は
、

の
受
容
の
様
相
、

『
草
紙
洗
』
で
あ
ろ
う
。
内
裏
で
の
御
歌
合
の
相
手
に
小
町
が
当
た
っ
た
黒
、
王
は
、
勝
目
が
な
い
と
見
て
屋
敷
に
忍
び
込
み
、
小
町
が
自
作

の
「
蒔
か
な
く
に
な
に
を
種
と
て
浮
き
草
の

こ
れ
を
万
葉
の
草
紙

波
の
う
ね
う
ね
生
ひ
繁
る
ら
ん
」
を
一
人
詠
ず
る
の
を
立
ち
聞
き
し
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に
入
れ
筆
す
る
。
さ
て
そ
の
当
日
、
読
み
上
げ
ら
れ
た
小
町
の
歌
を
、

黒
主
は
盗
作
だ
と
訴
え
出
る
。
証
歌
が
あ
る
や
と
の
聞
に
、
黒
主
は

懐
か
ら
万
葉
の
草
紙
を
取
り
出
す
。

ワ
キ
ペ
＼
草
子
は
万
葉
題
は
夏

作
者
は
た
れ
と
も
存
ぜ
ぬ
な
り

ン
テ
へ
そ
れ
万
葉
は
奈
良
の
天
子

水
辺
の
草
と
は
書
き
た
れ
ど
も

の
御
宇

撰
者
は
橘
の
諸
兄

万
葉
と
い
ふ
草
子
に
あ
ま
た

歌
の
数
は
七
千
首
に
及
ん
で
皆
わ
ら
は
が
知
ら
ぬ
こ
と
は
き
む
ら
は
ず

本
の
候
ふ
か
お
ぼ
つ
か
な
う
こ
そ
候
へ

必
死
の
弁
明
も
か
な
わ
ず
、
確
か
に
万
葉
の
草
紙
に
は
小
町
の
作
と
同
じ
歌
が
あ
り
、
小
町
は
満
座
の
中
で
恥
を
か
く
。が
、
よ
く
そ
の
草

紙
を
見
る
と
、
そ
の
歌
だ
け
行
の
次
第
も
乱
れ
て
い
て
、
墨
付
き
が
違
う
こ
と
に
小
町
は
気
が
付
く
。
そ
こ
で
草
紙
を
洗
っ
て
み
る
こ
と
を

願
い
出
て
、
許
さ
れ
た
小
町
が
洗
っ
て
み
る
と
、

は
た
し
て
そ
の
歌
だ
け
墨
が
流
れ
落
ち
、
小
町
の
疑
い
は
晴
れ
る
。

入
れ
筆
し
た
こ
と
が

露
見
し
た
黒
主
は
自
害
せ
ん
と
す
る
が
、
小
町
の
と
り
な
し
に
よ
っ
て
元
の
座
に
直
り
、
小
町
は
帝
に
所
望
さ
れ
る
ま
ま
に
、
和
歌
の
徳
を

讃
え
て
、
舞
を
舞
う
。

実
に
、
他
愛
も
な
い
内
容
で
は
あ
る
が
、
引
用
し
た
箇
所
は

の
成
立
に
関
し
て
、

ど
こ
か
し
ら
暗
示
的
で
も
あ
る
。

『
万
葉
集
』

は
と
も
か
く

こ
う
い
う
内
容
に
類
す
る
こ
と
は
、
中
世
、
広
く
流
布
し
て
い
た
種
々
の
「
古
今
注
」
に
も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
右
の
箇

ι
川7

＋
品
、

F
F
I
L
g
 

「
古
今
注
」
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
て
い
て
、そ
れ
ゆ
え
に
『
万
葉
集
』
は
橘
諸
兄
の
勅
撰
で
、
歌
数
七
千
首
に
も
及
ぶ
大
部
の
歌
集

で
あ
る
こ
と
を
、
誰
も
が
疑
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
が
中
世
と
い
う
時
代
の
万
葉
の
理
解
と
享
受
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
聖
典
と
さ
れ
た

『
古
今
集
』
よ
り
も
な
お
古
い
時
代
に
成
っ
た
、
非
常
に
尊
ぶ
べ
き
歌
集
で
は
あ
る
が
、
そ
の
実
、
万
葉

-189-

そ
れ
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仮
名
で
あ
る
た
め
に
読
み
も
難
解
で
、
か
つ
広
く
本
文
が
流
布
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
の
が
、
当
時
の

「
万
葉
集
』で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。

そ
の
証
拠
の
一
つ
と
し
て

『
古
今
集
為
家
抄
』
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
一
書
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
為
家
の
著
作
で
は

な
く
、
二
条
家
末
流
の
人
の
手
に
よ
る
偽
書
か
と
さ
れ
て
い
る
。
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
の
写
本
の
奥
書
に
は
、
「
応
永
廿
年
亥
巳
五
月
」
と

あ
る
の
で
、
補
写
さ
れ
た
年
代
が
分
か
る
が

そ
の
頃
の
成
立
と
見
て
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

き
て

こ
の
本
に
は
「
万
葉
云
」

一
応

「
万
葉
に
」
と
あ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
歌
が
約
五
十
首
ほ
ど
あ
る
が
、
実
際
に
『
万
葉
集
」
に
見
ら
れ
る
の
は
五
首
の
み
で
、
他
は
い
ず

ア
7

の
歌
な
ど
は
、
「
天

れ
も
万
葉
原
歌
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
「
阿
麻
社
迦
留

サ
カ
ル
ヒ
ナ
ニ
イ
ツ
ト
セ
タ
ピ
、
ネ
シ
テ
ミ
ヤ
コ
ノ
テ
ブ
リ
ワ
ス
ラ
レ
ニ
ケ
リ

下
回
舎
丹
五
世
旅
寝
天
宮
之
手
触
忘
礼
丹
気
梨
」
と
い
う
字
の
宛
て
方
と
訓
に
な
っ
て
い
て
、

比
奈
が
伊
都
等
世

周
麻
比
都
々
：
・
」
（
巻
五
八
八
O
）

か
な
り
い
い
加
減
な
印
象
を
拭
え
な
い
が
、

そ
れ
が
当
時
の
水
準
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
、
つ
に
、
『
万
葉
集
』
を
持
ち
出
し
、
そ
こ
に
あ
り
も
し
な
い
歌
が
注
釈
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
権
威
付
け
の
た
め
に
は
か
な
ら
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
「
万
葉
云
」
と
言
う
と
、
納
得
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
け
の
価
値
は
誰
し
も
認
め
て
い
な
が
ら
、そ
の
実
、
未
知
の
部
分
が

ひ
じ
よ
う
に
多
か
っ
た
の
が
、
当
時
の

『
万
葉
集
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
『
万
葉
集
』
に
見
当
た
ら
な
い
の
に
、
「
万
葉
云
」
と

し
て
引
用
き
れ
て
い
る
歌
を
、
「
万
葉
擬
歌
」
と
名
付
け
ら
れ
た
の
は
片
桐
洋
一
氏
で
、同
氏
の
「
中
世
万
葉
擬
歌
と
そ
の
周
辺
」
は
、

う
い
う
歌
が
ど
う
し
て
作
ら
れ
て
来
た
の
か
を
、
中
世
歌
学
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
講
釈
の
在
り
方
と
、そ
の
場
に
お
け
る
誤
解
か
ら
来
て

い
る
こ
と
を
具
体
例
を
、
挙
げ
て
解
か
れ
、
中
世
の
万
葉
研
究
は
、
万
葉
歌
語
研
究
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
ら
れ
た
の
は
卓
見
で
あ
っ
た
。

話
を
謡
曲
に
戻
そ
う
。
『
草
紙
洗
』
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
謡
曲
の
多
く
は
中
世
の
古
典
注
釈
書
に
記
載
さ
れ
た
説
話
類
を
本
説
と

し
て
い
る
。
「
古
今
注
」
「
伊
勢
注
」
「
日
本
紀
注
」
「
朗
詠
注
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

「
松
虫
』
を
例
に
挙
げ
る
。
二
人
の
男

(295) 190-

そ



説
か
れ
た

『
古
今
和
歌
集
聞
書
三
流
抄
」の
説
話
、
す
な
わ
ち

の
友
情
と
友
を
偲
ぶ
懐
旧
の
遊
舞
を
主
題
と
し
た
こ
の
曲
は
、
「
松
虫
の
音
に
友
を
偲
ぴ
」
と
い
う
『
古
今
集
』
仮
名
序
の
一
節
に
対
し
て

松
虫
ノ
音
ニ
友
ヲ
忍
ブ
ト
ハ
、
昔
、
大
和
国
ニ
有
ケ
ル
モ
ノ
、

二
人
互
ニ
契
リ
深
シ
。
津
ノ
国
安
倍
野
ノ
市
へ
連
テ
行
。
市
ニ
テ
別
レ

テ
、
ア
キ
ナ
ヒ
ス
ル
程

互
ニ
行
方
ヲ
不
知
。

一
人
先
立
チ
帰
ケ
ル
ガ
、
彼
ヲ
待
テ
居
タ
リ
ケ
ル
程
一
一
、
夜
ニ
入
テ
カ
レ
ハ
死
ケ

広
キ
野
ニ
出
テ
尋
行
ヌ
。
彼
死
シ
タ
ル
者
ノ
家
ハ
貧
シ
ク
シ
テ
、
草

リ
。
彼
市
ニ
残
ル
友
、
彼
ヲ
待
ケ
レ
ド
モ
、
見
エ
ザ
リ
ケ
レ
バ

深
シ
。
松
虫
多
ク
暗
ケ
レ
バ
、
松
虫
多
ク
時
処
ヲ
見
レ
パ
、
彼
者
死
テ
ア
リ
。
倶
一
一
一
処
ニ
テ
死
ナ
ン
ト
契
リ
シ
カ
パ
、
身
ヲ
抽
テ
死

ス
。
夫
ヨ
リ
シ
テ
、
友
ヲ
忍
ビ
、
友
ヲ
恋
ル
コ
ト
ニ
ハ
、
松
虫
ノ
音
ニ
ヨ
ソ
へ
テ
云
ナ
リ
。

「
三
流
抄
』
へ
の
依
拠
の
具
合

文
脈
や
詞
章
の
上
の
特
徴
な
ど
か
ら

一
つ
は
、
冒
頭
部
の
ワ
キ
の

［
名
ノ
リ
］

『
万
葉
集
』
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
二
点
あ
る
。

に
基
づ
い
て
い
る

こ
の

て
い
る
が

こ
の
作
品
に
は

こ
れ
は
津
の
国
阿
倍
野
の
あ
た
り
に
住
ま
ひ
仕
る
者
に
て
候

と

ン
テ
・
ツ
レ
の
出
の
同
吟
の

［
サ
シ
］の
一
時
即

立
ち
連
れ
行
く
や
色
々
の

み
の
し
ろ
衣
日
も
出
で
て

こ
の
曲
は
金
春
禅
竹
作
か
と
推
定
さ
れ

わ
れ
阿
倍
野
の
市
に
出
で
て
酒
を
売
り
候
ふ
と
こ
ろ
に

阿
倍
の
市
路
に
出
づ
る
な
り

(294) 



の
部
分
で
あ
る
。
「
松
虫
』
に
は
右
の
他
に
も
、
「
阿
倍
野
」
「
阿
倍
野
の
原
」
「
阿
倍
野
の
松
原
」
な
ど
と
あ
る
が
、
「
阿
倍
の
市
」
は
、
も

と
も
と
は
、
万
葉
歌
「
焼
津
辺
に
わ
が
ゆ
き
し
か
ば
駿
河
な
る
阿
倍
の
市
道
に
あ
ひ
し
児
ら
は
も
」
（
巻
三
二
八
四
）
に
よ
る
駿
河
の
歌

枕
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
三
流
抄
』
が
摂
津
国
の
阿
倍
野
と
解
し
て
い
る
の
を
、
『
松
虫
」は
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
二
つ

目
は
、
右
に
続
く
［
掛
ケ
合
］
グ〉

わ
が
宿
は
菊
売
る
市
に
あ
ら
ね
ど
も

四
門
の
門
辺
に
人
騒
ぐ
と

詠
み
し
も
古
人
の
心
な
る
べ
し

の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
は

ま
た
『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』
と
も
に
「
万
葉
云
」
と
し
て
、
「
我

(2
) 

宿
ハ
菊
売
市
爾
阿
羅
祢
登
毛
四
方
之
門
辺
ニ
人
騒
也
」
な
ど
と
記
載
き
れ
て
い
る
も
の
を
引
歌
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

さ
き
ほ
ど
挙
げ
た

『
古
今
集
為
家
抄
」
、

こ
の
歌
は
万
葉

擬
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
、

お
そ
ら
く
禅
竹
は
、
引
歌
の
原
歌
が
万
葉
歌
で
あ
る
こ
と
も
、
実
は
「
万
葉
集
』
に
は
そ
ん
な

歌
は
な
い
こ
と
も
知
ら
ず
、

た
だ
古
典
注
釈
書
に
引
用
き
れ
て
い
る
の
を
忠
実
に
利
用
し
た
だ
け
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
し
、
仮
に
知
っ
て
い
た
と
し
て
も

こ
と
き
ら
『
万
葉
集
』
と
い
う
こ
と
を
ど
の
程
度
意
識
し
て
い
た
か
に
な
る
と
、
心
も
と
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
禅
竹
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
当
時
の
万
葉
の
理
解
度
、

ま
た
流
布
の
程
度
か
ら
言
え
ば
、
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
と

日
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、

謡
曲
の
作
者
た
ち
が
、
全
く
『
万
葉
集
』
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
こ
と
は
、
謡
曲
本
文
に
、
「
万
葉
」
と
い

7

語
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
察
し
が
付
く
。
以
下

こ
の
点
を
も
う
少
し
考
え
て
み
る
。

(293) 



現
行
曲
で
「
万
葉
集
」
と
い
う
語
が
登
場
す
る
の
は
、
先
述
の

の
他
に
は
、
「
高
砂
』
『
船
橋
』
「
三
山
』の
三
曲
で
あ
る
。

『
草
紙
洗
』

こ
の
う
ち
世
阿
弥
作
の

『
高
砂
』の
、
「
高
砂
と
い
ふ
は
上
代
の

万
葉
集
の
い
に
し
へ
の
義

住
吉
と
申
す
は

今
こ
の
御
代
に
住
み
給

ふ
延
喜
の
お
ん
事

松
と
は
尽
き
ぬ
言
の
葉
の

栄
へ
は
古
今
相
同
じ
と

御
代
を
崇
む
る
警
へ
な
り
」
の
部
分
は
、
高
砂
を
『
万
葉
集
』

に
、
住
吉
を
『
古
今
集
』
に
な
ぞ
ら
え
て
、
歌
道
と
御
代
の
栄
え
が
一
体
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
」
れ
は
や
は
り
『
三
流

抄
』
に
見
え
る
所
説
そ
の
ま
ま
で
、
世
阿
弥
の
歌
道
の
知
識
の
多
く
は
、
『
三
流
抄
』
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
話
が
た
ま
た
ま
『
万
葉
集
』
に
及
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
の
は
『
草
紙
洗
』

と
同
じ
で
、
万
葉
歌
と
直
接
の
か
か
わ
り
が
あ
る
わ
け
で
は

戸
、

E
O

J’
’d
h
ν
 

そ
れ
に
比
べ
て
『
船
橋
』
と
『
三
山
』
は
、
前
者
は
「
上
つ
毛
野
の
佐
野
の
舟
橋
と
り
放
し
親
は
放
く
れ
ど
吾
は
離
る
が
へ
」
（
巻

十
四

及
び
桜
児
、
薄
児
の
歌
（
巻
十
六

三
七
八
六

三
四
二
O
）
、
後
者
は
中
大
兄
の
三
山
の
妻
争
い
の
歌
（
巻

四

j

三
七
九
O

に
直
接
か
か
わ
っ
て
い
る
と

一
応
は
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
船
橋
』
は
、
古
能
を
田
楽
が
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
た
の
を
、
世
阿
弥
が
改
作
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
『
申
楽
談
儀
』

の
記
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
、
同
書
は
「
世
子
作
」
と
も
記
し
て
い
る
か
ら
、
改
作
と
は
言
う
も
の
の
、
構
想
、
詞
章
と
も
に
全
面
的
に
世

阿
弥
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

［
問
答
］の
二
か
所
に

」
こ
に
は
確
か
に
シ
テ
・
ワ
キ
の

さ
て
こ
の
橋
は
い
つ
の
御
宇
よ
り
渡
さ
れ
た
る
橋
に
て
候
ふ
ぞ

万
葉
集
の
歌
に

東
路
の
佐
野
の
舟
橋
と
り
は
な
し
と
詠
め
る
歌
の

心
を
知
ろ
し
め
し
候
は
ず
や
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き
て
き
て
万
葉
集
の
歌
に

東
路
の
佐
野
の
舟
橋
取
り
放
し

ま
た
は
烏
は
無
し
と
二
流
に
詠
ま
れ
た
る
は

い
づ
れ
が
本
説
に
て
候

ふ
ぞ

と

『
万
葉
集
』と
い
う
書
名
が
見
え
、
後
シ
テ
の

l土

万
葉
歌
を
「
東
路
の

親
し
離
く
れ
ば

［
上
ノ
詠
］

妹
に
逢
は
ぬ
か
も
」
と
い
う
形
で
引
い
て
い
る
。

三
四
二
O
の
万
葉
歌
は
、
仙
覚
の

は
、
す
べ
て
末
句
を
「
離
く
る
が
へ
」
と
し

『
古
今
六
帖
」
『
後
撰
集
』
以
来
、

い
ず
れ
も
説
話
的
な
背
景
を
持
っ
て
「
佐
野
の
舟
橋
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
謡
曲

は
こ
の
歌
に
関
し
て
、

歌
の
多
く
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は

作
者
の
知
識
の
源
の
一
つ
と
な
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
連
歌
書
「
詞
林
采
葉
抄
』

佐
野
の
舟
橋
と
り
は
な
し

「
万
葉
集
抄
』
以
下
、
中
世
の
万
葉
関
係
の
著
作
に

こ
の
万
葉
歌
を
本
歌
と
し
た
も
の
は
数
多
い
。
そ
れ
ら
の

ハ
ト
リ
ハ
ナ
チ
テ
ヲ
ク
ト
申
ス
。
同
巻
歌
一
五

ト
リ
ハ
ナ
シ
ト
ハ
此
橋
ヲ
ハ
河
ニ
ハ
渡
サ
ル
、
ニ
ヤ
。
路
ノ
両
方
水
田
ニ
テ
、
板
ヲ
ウ
チ
渡
シ
／
＼
ス
ル
ト
カ
ヤ
。
然
レ
ハ
水
ナ
キ
時

ク
ル
シ
ク
モ
フ
リ
ク
ル
雨
カ
ミ
ワ
カ
サ
キ
サ
ノ
ニ
渡
ニ
イ
エ
モ
ア
ラ
ナ
ク
ニ

と
注
し

同
じ
く
「
青
葉
丹
花
抄
』

l土

此
橋
は
河
に
は
渡
さ
す
。
両
方
は
田
に
て
中
に
細
道
の
あ
る
か
、

田
よ
り
水
の
入
は
板
を
打
渡
／
＼
て
、
水
の
入
き
る
時
は
取
放
也
。
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そ
れ
か
こ
と
く
女
の
お
や
に
し
ら
れ
ぬ
夫
し
た
り
と
で
は
な
せ
と
も
な
を
さ
け
ら
ぬ
な
り
。

と
記
し
て
い
る
。

こ
の
歌
を
巡
っ
て
は
、
何
ら
か
の
形
の
説
話
が
生
じ
て
い
た
ら
し
い
。
南
北
朝
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
『
新
撰

歌
枕
名
寄
』
に
は

万
葉
歌
と
し
て

「
船
橋
』
と
同
じ
形
で
こ
の
歌
を
引
き
、
ま
た
明
応
六
年
成
立
の
歌
学
童
目
『
釣
船
』は
、
「
東
路
の
佐

野
の
舟
橋
取
は
な
し
親
し
き
け
ず
は
妹
に
あ
は
ん
か
も
」
と
形
は
少
し
異
な
る
が
、

日
疋
は
、
昔
、
上
野
の
国
佐
野
の
舟
橋
と
一
五
ふ
橋
有
り
け
り
。

河
の
向
ひ
な
る
女
の
も
と
へ
通

そ
の
橋
の
わ
た
り
に
住
む
者
有
り
け
り
。

ふ
を
、
親
の
心
に
詮
な
し
と
思
ひ
て
、
橋
の
板
を
四
五
枚
と
り
は
な
し
た
り
け
る
を
知
ら
で
、
月
を
眺
め
て
わ
た
る
と
て
、踏
み
は
づ

し
て
落
ち
て
死
に
け
り
。

か
く
詠
め
る
と
ぞ
申
し
伝
へ
侍
る
。

そ
の
事
を
、
後
に
、
親
に
き
け
ら
れ
て
、
女
に
え
逢
は
ぬ
者
、

と
い
う
記
事
を
引
く
。
『
船
橋
」
は
右
の
類
話
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
当
時
、
こ
の
万
葉
歌
の
「
と
り
は
な
し
」
は
、
取
り

離
し
と
解
す
る
の
が
正
当
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
烏
は
無
し
」

烏
は
な
し
」
と
見
え
、
ま
た

の
ほ
う
は
謡
曲
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
藻
塩
草
』
に
は
、
「
佐

野
舟
橋

『
寛
永
十
三
年
大
蔵
虎
時
本
』
の
間
狂
言
に
は
、
行
方
不
明
の
水
死
体
を
発
見
す
る
時
の
方

上
野

法
と
し
て
広
く
行
わ
れ
て
い
た
、
鶏
を
船
に
乗
せ
る
民
俗
に
基
づ
い
た
、

責
テ
死
骸
ヲ
成
ト
モ
、
今
一
日
見
申
度
ト
テ
、
色
々
険
シ
申
セ
ド
モ
更
ニ
見
へ
不
申
候
問
、
有
人
ノ
申
事
ニ
ハ
、
死
骸
ノ
不
見
尋
ヌ
ル

ニ
ハ
、
鶏
ヲ
船
ニ
乗
セ
テ
漕
廻
レ
バ
、
必
ズ
死
骸
ノ
上
ニ
テ
烏
ガ
鳴
ク
ト
申
タ
ル
程
ニ
、

去
ラ
バ
鶏
ヲ
取
寄
セ
ヨ
ト
申
候
へ
ド
モ
、
レ
い

・
昨
日
酔
(290) 



ノ
佐
野
ノ
領
ニ
、
中
、
鶏
ガ
無
ク
候
問
、
愛
以
御
歌
ニ
モ
、
東
路
ノ
佐
野
ノ
船
橋
烏
ハ
無
シ
ト
モ
、

又
橋
ヲ
取
離
シ
タ
ル
ニ
依
テ
、
取

離
シ
ト
モ
、
読
被
申
候
。

(6
) 

と
い
う
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
の
文
献
的
な
典
拠
は
未
詳
だ
が
、
こ
れ
ら
を
参
看
す
れ
ば
、
中
世
、
「
烏
は
無
し
」
と
解
す
る
説
も

存
在
し
て
い
て
、
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
世
阿
弥
は
「
二
流
に
詠
ま
れ
た
」
と
脚
色
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し

『
船
橋
』
も

『
万
葉
集
」
に
あ
る
歌
だ
と
い
う
自
覚
は
世
阿
弥
に
も
あ
る
も
の
の
、
実
は
中
世
的
に
歌
型
を
変
え
た

典
拠
が

万
葉
歌
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
和
歌
説
話
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、

や
は
り
『
万
葉
集
』
か
ら
直
接
作
ら
れ
た
曲
と
は
言
え
な
い

ょ
う
で
あ
る
。

が
、
世
阿
弥
は
『
船
橋
』
は
万
葉
歌
が
典
拠
だ
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
も
の
か
、
三
四
二
O
番
歌
の
他
に
、
前
シ
テ
と
ツ
レ
の
出

［
サ
シ
］
「
往
時
砂
花
と
し
て
何
事
も

に
、
「
舟
競
ふ
堀
江
の
川
の
水
際
に
来
居
つ
つ
無
鳴
く
は
都
鳥
か
も
」
（
巻
二
十

σ〉

見
残
す
夢
の
浮
橋
に

堀
江
の
川
の
水
際
に

寄
辺
定
め
ぬ
徒
波
の
」

な
ほ
数
添
へ
て
舟
競
ふ

四
四
六
二
）
を
引
い
て
い
る
ほ
か
、
古
写
本
や
下
掛
リ
で

は
、
ワ
キ
の

［
着
キ
ゼ
リ
フ
］

こ
の
と
こ
ろ
に
宿
を
借
ら
ば
や
と
存
じ
候
」
な
ど
と
あ
る
べ
き
と

カf

一
般
的
に
は
「
0
0
に
着
き
て
候

」
ろ
を
、
「
佐
野
の
わ
た
り
に
着
き
て
候
こ
の
と
こ
ろ
に
暫
く
休
ら
は
ば
や
と
存
じ
候
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
仮
に
こ
の
本
文
の
ほ
う

が
世
阿
弥
の
原
作
に
近
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
「
苦
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
三
輪
の
崎
佐
野
の
渡
に
家
も
あ
ら
な
く
に
」
（
巻
三

二
六
五
）

を
踏
ま
え
て
、
家
が
な
い
の
で
宿
り
は
で
き
な
い
か
ら
、
休
ら
う
と
し
て
来
た
も
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、四
四
六
二
番
歌
は
仙
覚

σ3 

『
万
葉
集
抄
』
以
下
、
『
青
葉
丹
花
抄
』
『
万
葉
集
抄
』
な
ど
に
引
か
れ
、
佐
野
の
わ
た
り
に
家
が
な
い
と
い
う
の
は
、
「
八
雲
御
抄
』
に

「
佐
野
の
渡
は
家
な
し
と
万
葉
に
も
い
へ
り
」
と
あ
り
、
知
識
の
源
は
、
歌
学
書
、
連
歌
書
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
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次
に
『
三
山
』
を
考
え
て
み
よ
う
。

『
親
元
日
記
』
な
ど
に
寛
正
六
年
三
月
九
日
の
将
軍
院
参
の
折
に
観
世
に
よ
っ
て
演
じ

こ
の
曲
は
、

ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
の
で
、
少
な
く
と
も
そ
れ
以
前
に
は
あ
っ
た
曲
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
能
本
作
者
註
文
」
以
下
の
作
者
付
に
は
、

の
詞
章
に
彼
ら
し
く
な
い
点
が
多
く
、
作
者
不
明
と
す
べ
き
曲
で
あ
ろ

(7
) 

う
。
あ
ま
り
上
演
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
か
、
古
記
録
に
見
え
る
の
は
右
の
一
回
の
み
で
、
古
写
本
も
少
な
い
し
、
現
在
も
宝
生
、
金
剛
の
二

す
べ
て
世
阿
弥
作
と
し
て
い
る
が
、
構
想
は
と
も
か
く
、

［
ク
セ
］

流
に
の
み
伝
わ
り
、
観
世
で
は
昭
和
六
十
年
に
、
ワ
キ
の
存
在
、
性
格
が
不
統
一
な
形
の
改
作
に
よ
っ
て
復
曲
さ
れ
た
。

万
葉
研
究
と
し
て
は

一
三
・
一
四
番
歌
は
、
大
和
三
山
の
ど
れ
を
男
女
い
ず
れ
と
考
え
る
か
、
ま
た
「
雄
男
志
等
」
を
「
を
愛
し
と
」

と
解
す
る
か
「
雄
々
し
」
と
解
す
る
か
が
大
切
な
こ
と
だ
ろ
う
が
、

で
は
香
久
山
を
男
、
畝
傍
、
耳
成
を
女
と
す
る
、

一
男
二
女

『
三
山
』

の
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
和
耳
成
の
ほ
と
り
を
訪
れ
た
良
忍
上
人
の
前
に
里
女
が
あ
ら
わ
れ
、
柏
手
の
公
成
と
い
う
男
が
、

耳
成
の
桂
子
、
畝
傍
の
桜
子
の
二
人
に
通
っ
て
い
た
が
、
次
第
に
桜
子
に
気
が
移
り
、
桂
子
の
ほ
う
へ
は
通
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
を
悲
し
ん
だ
桂
子
は
耳
成
の
池
に
身
を
投
げ
た
と
い
う
昔
語
り
を
し
、
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
良
忍
の
弔
い
の
前
に
姿
を
現
し
た
桂
子
の

霊
は
、
桜
子
の
霊
を
後
妻
打
ち
に
合
わ
せ
る
が
、
や
が
て
仏
果
を
得
て
、
両
人
と
も
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

一
曲
の
見
せ
場

は
、
後
場
の
桂
の
小
枝
と
桜
の
小
枝
を
持
っ
た
二
人
が
争
う
後
妻
打
ち
の
箇
所
で
、

こ
こ
は
三
山
の
伝
説
を
も
と
に
し
た
作
者
の
創
作
と
思

わ
れ
る
か
ら
、

さ
し
あ
た
っ
て
『
万
葉
集
』
と
は
直
接
に
は
つ
な
が
る
ま
い
。
問
題
は
前
半
の
、
三
山
を
一
男
二
女
と
脚
色
し
て
来
た
こ

と
、
そ
し
て
身
投
げ
を
し
た
耳
成
の
女
と
三
七
八
九
番
歌
以
下
三
首
と
を
、

ど
の
よ
う
に
結
び
付
け
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

ま
ず
後
者
の
問
題
か
ら
考
え
て
み
る
と
、

『
三
山
』
は
三
七
八
九
番
歌
の
前
に
あ
る
題
詞
を
踏
ま
え
て
、
「
耳
成
の
池
し
恨
め
し
吾
妹
子
が(288) 



来
つ
つ
潜
か
ば
水
は
掴
れ
な
む
」
の
耳
成
と
薄
児
の
結
び
付
き
か
ら
、
桜
子
を
香
久
山
に
関
係
さ
せ
て
、

一
曲
に
仕
立
て
上
げ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

が
、
蕩
児
、
桜
児
の
物
語
は
、
実
は
『
紫
明
抄
』
に
、
「
崎
蛤
」
の
「
昔
は
懸
想
す
る
人
の
あ
り
さ
ま
の
い
づ
れ
と
な
き
に
、

思
ひ
わ
び
て
だ
に
こ
そ
身
を
投
ぐ
る
た
め
し
も
あ
り
け
れ
」
の
部
分
の
注
と
し
て
、
『
大
和
物
語
』
の
生
田
川
の
歌
と
、
『
万
葉
集
』
の
桜
児

（
自
）

の
題
詞
と
歌
と
を
引
い
て
い
る
。
ま
た
、
『
歌
林
良
材
抄
』
に
も
、
「
桜
児
事
」
「
蕩
児
事
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
歌
を
挙
げ
、
題
詞
を
要
約

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
注
釈
の
存
在
を
勘
案
す
る
と
、

『
三
山
』
の
作
者
は
、
全
く
の
創
作
と
し
て
耳
成
と
議
児
の
物
語
を
結
び

付
け
た
の
で
は
な
く
、
当
時
の
共
通
理
解
の
基
盤
に
沿
っ
て
、
筋
を
展
開
さ
せ
た
も
の
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
三
山
を
一
男
二
女
と
し
て
来
た
の
は
作
者
の
創
作
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
一
三
番
歌
は
、
仙
覚
の

「
万
葉
集
抄
』

に
よ
る
と
、
古
点
で
は
「
タ
カ
ヤ
マ
ハ
、
ク
モ
ネ
ヒ
ヲ

7

ン
ト
」
と
訓
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、

カ
ク
ヤ

7

ハ
ウ
ネ
ヒ
ヲ
ヲ
シ
ト

覚
が
初
め
て
「
古
岡
山
波
雲
根
火
雄
男
志
等
」
と
訓
み
、
そ
の
注
と
し
て
、
香
久
山
を
女
、
畝
傍
と
耳
成
を
男
と
す
る
こ
男
一
女
の
物
語
、
す

こ
れ
で
は
何
の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
。
仙

な
わ
ち
耳
成
が
香
久
山
に
懸
想
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
後
に
畝
傍
も
香
久
山
に
懸
想
し
、
香
久
山
が
畝
傍
に
心
変
わ
り
し
た
た
め
に
、

と
畝
傍
が
争
っ
た
と
い
う
話
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
訓
詰
注
釈
と
い
う
よ
り
、

そ
の
当
時
存
在
し
て
い
た
物
語
、
伝
承
の
紹
介
と
言
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
仙
覚
は

『
青
葉
丹
花
抄
』
で
は

こ
う
い
う
物
語
、
伝
承
か
ら
、
新
た
に
こ
の
歌
の
訓
を
定
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

オ
ト
コ

一
四
番
歌
の
注
と
し
て
、
「
香
山
と
耳
梨
山
と
と
は
り
せ
し
を
、
う
ね
び
山
は
夫
に
て
立
て
み
た
り
し
也
」
と
記

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

耳
成
と
畝
傍
は
男
で
、
香
久
山
は
女
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
新
撰
歌
枕
名
寄
』

の
「
耳
成

山
」
の
と
こ
ろ
に
は
、
「
耳
な
し
の
池
も
恨
め
し
」
の
歌
に
続
け
て
、
「
耳
な
し
と
も
と
と
り
山
の
中
に
ゐ
て
立
聞
す
る
は
天
の
か
く
山
」
と

い
う
一
首
を
挙
げ
て
い
る
。
第
二
句
の
あ
た
り
は
誤
写
ら
し
く
、
「
夫
木
」
と
書
か
れ
て
は
い
る
が
、

こ
の
歌
は
「
夫
木
集
」
に
は
見
当
た

ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
香
久
山
を
男
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、

は
っ
き
り
し
な
い
。

と
も
か
く
、

こ
れ
ら
も
三
山
に
関
す
る
伝

(287) 
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承
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
『
船
橋
」
が
典
拠
と
し
て
い
る
「
取
り
離
し
」
と
「
鳥
は
無
し
」
の
二
流
と
同
様
に
、
『
万
葉
集
』
そ
の
も
の

か
ら
は
離
れ
た
伝
承
と
し
て
、
三
山
に
ま
つ
わ
る
二
男
一
女
の
物
語
、
一
男
二
女
の
物
語
、
両
説
存
在
し
て
い
た
と
想
像
し
て
み
る
こ
と
は

不
可
能
で
は
な
く

の
作
者
は
そ
の
う
ち
の
一
男
二
女
説
を
採
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
シ
テ
の
「
総
じ
て
こ
の
山
は

「
三
山
』

万
葉
第
一
に
出
き
れ
た
る
コ
一
山
の
一
つ
な
り

ワ
キ
の
「
げ
に
げ
に
万
葉
集
に
日
く

大
和
の
国
に

耳
無
山
と
も
み
な
し
山
と
も
」
と
か
、

三
山
あ
り

香
山
は
夫
畝
傍
耳
無
山
は
女
な
り

こ
れ
に
依
っ
て
三
に
あ
ら
そ
ふ
と
書
け
り
」
な
ど
の

は
、
当
時
行
わ
れ
た
万
葉

［
問
答
］

歌
の
講
釈
そ
の
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
な
感
き
え
あ
る
。

三
山
の
あ
る
場
所
は
、
観
世
を
は
じ
め
大
和
申
楽
発
祥
の

さ
ら
に
言
え
ば
、

地
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
三
山
を
一
男
二
女
と
す
る
伝
承
が
伝
わ
っ
て
い
て
、

『
三
山
』は
そ
れ
を
下
敷
に
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
て
み

な
く
て
は
な
る
ま
い
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、

二
男
一
女
の
物
語
を
、

一
男
二
女
の
物
語
に
潤
色
し
て
来
る
こ
と
に
は
、
無
理
が
感
じ
ら
れ
た

に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
我
々
か
ら
見
る
と
『
三
山
』

は
、
万
葉
歌
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
曲
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
作
者
の
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
万
葉
そ
の
も
の
を
典
拠
と
し
た
、
本
説
正
し
い
曲
と
考
え
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

四

『
古
今
集
』
以
下
の
勅
撰
集
な
ど
に
比
べ
る
と
、
万
葉
歌
か
ら
の
引
歌
は
、

謡
曲
に
は
数
は
そ
う
多
く
は
な
い
。

そ
れ
は
『
万
葉
集
』
そ

の
も
の
が
流
布
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
当
然
の
こ
と
で
、
他
の
歌
集
や
古
典
注
釈
に
引
用
さ
れ
た
も
の
か
ら
の
孫
引
き
の
よ
う
な
形
の
も
の

が
多
く
、
万
葉
歌
と
も
知
ら
ず
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
も
、
見
て
来
た
と
お
り
で
あ
る
。
カf

一
方
で
、
未
知
の
部
分
が
多
い
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だ
T

こ

『
万
葉
集
』
へ
の
興
味
も
あ
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
は
、

の
例
を
見
れ
ば
分
か
る
だ
ろ
う
。

『
船
橋
』
『
三
山
」

「
申
楽
談
儀
』
に
は
『
石
河
の
女
郎
』
と
い
う
曲
名
も
見
え
る
。
全
く
の
散
供
曲
で
あ
る
が
、

世
阿
弥
の
期
待
の
長
男
で
あ
っ
た
元
雅
の

作
で
、
同
じ
く
散
供
し
た
『
恋
の
立
合
』

の
一
節
、
「
恨
み
も
末
も
通
ら
ね
ば
」
を
転
用
し
た
文
句
が
あ
っ
た
こ
と
だ
け
が
分
か
っ
て
い
る
。

万
葉
歌
人
、
石
川
郎
女
を
シ
テ
と
す
る
曲
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

石
川
の
郎
女
の
名
は
『
万
葉
集
』
に
は
何
カ
所
か
に
見

え
、
数
人
以
上
の
存
在
が
確
認
で
き
る
が
、

ど
れ
と
ど
れ
を
同
一
人
物
と
見
る
か
は
説
が
分
か
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
当
時
も
同
じ
よ
う

な
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
、
早
く
に
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
恋
の
妄
執
の
物
語
が
生
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
素
材
と
し
た
曲
が
『
石
河
の
女
郎
』
で

（
叩
）

は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
も
『
三
山
』
と
同
様
に
、
万
葉
歌
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
も
と
に
し
た
曲
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、

一
克
雅
に
と
っ
て
は
『
万
葉
集
』
に
依
拠
し
た
自
信
作
で
あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

き
て
、

世
阿
弥
ら
は
義
満
、
良
基
な
ど
の
サ
ロ
ン
と
深
く
か
か
わ
り
、

そ
の
教
養
、
知
識
も
そ
の
あ
た
り
か
ら
来
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
、
そ
う
い
う
環
境
の
も
と
、
彼
が
万
葉
の
講
釈
を
も
見
聞
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
し
て
み
る
の
は
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

以
下
は

そ
の
可
能
性
を
断
片
的
な
こ
と
か
ら

い
く
つ
か
拾
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

『
花
僅
」

［
サ
シ
］
［
ク
セ
］

の
曲
舞
を
取
り
入
れ
た
も
の
だ
が
、
『
五
音
』
上
に
作
曲
者
名

の
部
分
は
観
阿
弥
作
の
謡
物
「
李
夫
人
」

l土

な
し
に
掲
げ
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
世
阿
弥
作
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
越
前
、
味
真
野
に
住
ん
で
い
た
大
法
部
皇
子
は
皇
位
継
承
者
と

決
ま
り
、
照
日
前
に
文
と
花
篭
を
届
け
都
へ
向
か
い
、
大
和
玉
穂
宮
を
皇
居
と
す
る
。
そ
こ
へ
皇
子
の
文
と
形
見
を
も
っ
た
照
目
前
が
狂
女

と
な
っ
て
尋
ね
て
来
て
、
無
事
皇
子
と
再
会
を
果
た
す
と
い
う
筋
の
本
曲
は
、

典
型
的
な
物
狂
能
な
が
ら
、
ど
こ
か
牧
歌
的
な
感
じ
き
え
す

る
が
、
室
町
時
代
の
上
演
記
録
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

（
日
）

あ
る
。

天
文
十
三
年
正
月
十
六
日
、

石
山
本
願
寺
で
催
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
み
で

こ
の
曲
は
、
継
体
天
皇
の
即
位
を
扱
っ
て
い
る
も
の
の
、
直
接
に
は
「
記
紀
』

と
は
無
関
係
で
、
『
神
皇
正
統
記
』
に
よ
る
理
解
で
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は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

即
位
以
前
の
恋
人
が
、
恋
慕
の
あ
ま
り
狂
乱
し
、
花
屋
ゆ
え
に
再
会
を
果
た
す
と
い
う
構
想

の
も
と
に
あ
る
の
は
、
「
安
治
麻
野
に
宿
れ
る
君
が
帰
り
来
む
時
の
迎
へ
を
何
時
と
か
待
た
む
」
（
巻
十
五

の
万
葉
歌
と
、
古

か
た
み

今
歌
「
花
が
た
み
め
な
ら
ぶ
人
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
忘
ら
れ
ぬ
ら
む
数
な
ら
ぬ
身
は
」
を
は
じ
め
と
す
る
『
古
今
六
帖
」
の
「
服
飾
」
に
あ
る

（
臼
）

歌
群
で
あ
る
。
前
者
は
都
へ
上
っ
た
君
の
迎
え
を
待
ち
か
ね
て
い
る
心
情
、
後
者
は
数
な
ら
ぬ
身
な
が
ら
も
再
会
を
果
た
す
た
め
に
花
匿
を

三
七
七
O
）

離
き
ぬ
心
情
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
世
阿
弥
は
『
三
流
抄
」
な
ど
を
通
じ
て
、
古
今
歌
に
は
親
し
ん
で
い
た
と
思
わ

れ
る
が
、

『
五
代
集
歌
枕
』
『
謂
枕
名
寄
』
な
ど
に
は
見
え
る
も
の
の
、
中
世
の
万
葉
関
係
の
著
作
で
は
『
万
葉

（
日
）

集
佳
詞
』
に
、
歌
の
一
部
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集

(H
) 

歌
と
を
配
し
た
説
話
が
あ
っ
た
か
と
推
測
し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
も
の
は
な
く
、

三
七
七
O
番
の
万
葉
歌
は
、

上
』
は
、
継
体
の
皇
位
継
承
と
こ
の

こ
の
曲
は
い
わ
ゆ
る
「
作
り
能
」
で
あ
ろ

う
。
と
す
れ
ば
、

世
阿
弥
は
「
昧
真
野
」
と
い
う
作
例
の
少
な
い
歌
枕
の
万
葉
歌
を
ど
こ
で
知
り
得
た
の
か
、
大
部
の

『
万
葉
集
」
が
彼
の

手
元
に
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
以
上
、
彼
が
万
葉
の
講
釈
を
聞
書
き
し
た
と
い
う
可
能
性
は
捨
て
切
れ
ま
い
。

『
多
度
津
左
衛
門
』
は
、
世
阿
弥
の
自
筆
本
が
残
さ
れ
て
い
る
。

が
、
彼
の
他
の
著
作
に
は
ど
こ
に
も
本
曲
に
触
れ
る
と
こ
ろ
は
な
く
、

上
演
さ
れ
た
形
跡
も
な
い
。
讃
岐
国
多
度
津
左
衛
門
の
娘
と
乳
母
が
、
遁
世
し
た
父
を
高
野
山
へ
尋
ね
行
き
、
曲
舞
を
所
望
さ
れ
て
舞
う
中

に
狂
乱
し
、
寺
中
へ
入
ろ
う
と
す
る
の
を
僧
に
打
榔
さ
れ
る
。
二
人
の
愁
嘆
の
言
葉
か
ら
、
打
榔
し
た
僧
は
わ
が
子
と
気
づ
き
、
親
子
は
再

会
す
る
と
い
う
筋
の
物
狂
能
で
あ
る
。
こ
の
曲
の
後
シ
テ
と
子
方
の
出
の

［
サ
シ
］

タ
月
も
通
ふ
天
路
も
い
つ
し
か
と

仰
ぎ
て
頼
む
月
人
男
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（
日
）

と
あ
る
。

こ
れ
は
「
タ
星
も
か
よ
ふ
天
道
を
何
時
ま
で
か
仰
ぎ
て
待
た
む
月
人
を
と
こ
」
（
巻
十

二
O

一
O

に
よ
っ
て
い
る
。
「
タ
星
」

を
「
タ
月
」
に
変
え
た
の
は

こ
の
文
句
の
前
の
シ
テ
謡
に
「
久
方
の
月
の
桂
の
男
山

さ
や
け
き
影
は
所
か
ら
」
と
あ
る
の
で
、
「
月
」

で
統
一
し
た
と
同
時
に
、
「
影
」
と
言
え
ば
「
月
」
と
い
う
付
合
に
合
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
『
古
今
六
帖
」
『
夫
木
集
』
『
赤
人

集
』
な
ど
に
も
見
え
る
が
、
中
世
万
葉
関
係
書
で
は
、
兼
載
の
講
義
を
桑
下
曳
（
兼
純
）

『
万
葉
集
之
歌
百
首
聞
書
」
に
、

が
老
年
に
な
っ
て
書
き
付
け
た
も
の
と
さ
れ
る

ゆ
ふ
つ
3

は
タ
の
星
也
。
こ
れ
も
七
夕
の
歌
也
。
月
人
お
と
こ
は
月
中
ニ
あ
る
か
つ
ら
男
の
事
也
。

た
、
月
の
事
と
心
へ
侍
へ
し
。
歌

の
は
、
星
も
今
夜
あ
ふ
夜
に
て
行
か
よ
ふ
に
、
五
口
思
ふ
人
を
は
い
つ
ま
で
ま
た
ん
そ
と
、
月
に
う
れ
へ
て
い
へ
る
心
也
。

と
あ
る
の
が
管
見
に
入
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
成
立
は
世
阿
弥
よ
り
は
後
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
当
時
、
こ
の
よ
う
な
講
義
が
な
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
、

世
阿
弥
が
同
様
の
も
の
を
聞
い
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
恋
の
思
い
を
父
に
対
す
る
娘
の
思
い

に
、
巧
み
に
転
用
し
て
来
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
天
路
」
と
い
う
語
は
、
『
加
茂
』
『
白
髭
』
『
西
王
母
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
、

（
打
）

万
葉
歌
語
な
の
か
「
雲
路
」
か
ら
の
転
化
か
不
明
と
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
用
例
だ
け
で
は
断
じ
難
い
も
の
の
、
世
阿
弥
が
使
い
始
め
た
万

葉
歌
語
か
ら
、
広
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

謡
曲
に
於
け
る
『
万
葉
集
』
の
受
容
と
い
う
問
題
は
あ
ま
り
に
も
大
き
い
。
世
阿
弥
作
と
お
ぼ
し
き
曲
だ
け
に
引
か
れ
る
万
葉
歌
は
他
に

も
多
い
こ
と
は

世
阿
弥
独
自
の

の
受
容
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
本
説
に
関
し
て
は
、世
阿
弥
作
の

『
万
葉
集
」
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廃
曲
『
松
浦
』

七
四
三
）

と
『
秘
府
本
万
葉
集
抄
』
と
の
関
連
、
ま
た
「
わ
が
恋
は
千
引
の
石
を
七
ば
か
り
頚
に
か
け
む
も
神
の
ま
に
ま
に
」
（
巻
四

と
廃
曲
『
千
引
』
『
長
柄
』

い
く
つ
も
問
題
点
は
拾
う
こ
と
が
で
き

そ
れ

と
の
関
連
、
及
ぴ
世
阿
弥
の
関
与
の
可
能
性
な
ど
、

な
お
な
お
精
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
受
容
と
い
う
間
口
を
広
げ
れ
ば
、

ら
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。
引
歌
に
関
し
て
は
、

い
わ
ゆ
る
万

葉
擬
歌
を
引
歌
と
し
た
可
能
性
も
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
拙
稿
は
そ
れ
ら
の
問
題
点
の
入
口
を
な
ぞ
っ
た
の
み
で
あ
る
。

、
迂

(1
) 

(2
) 

(3
) 

片
桐
洋
一
「
中
世
万
葉
擬
歌
と
そ
の
周
辺
」
「
高
葉
」
第
一
二
六
号
。

『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』
は
「
我
宿
者
菊
う
る
市
爾
阿
良
禰
登
茂
四
門
野
門
辺
爾
人
左
和
具
南
里
」
の
形
で
引
用
。

「
東
路
の
佐
野
の
舟
橋
は
じ
め
よ
り
思
ふ
心
あ
り
厭
ひ
す
な
君
」
（
『
古
今
六
帖
』
）
「
東
路
の
佐
野
の
舟
橋
か
け
て
の
み
思
ひ
わ
た
る
を
知
る

人
の
な
き
」
（
「
後
撰
集
』
恋
二
源
等
）
な
ど
。

新
潮
日
本
古
典
集
成
「
謡
曲
集
下
』
（
伊
藤
正
義
校
注
）
四
七
六
頁
。

注
（4
）
に
同
じ
。

岩
波
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
上
』
（
横
道
高
理
男
表
章
校
注
）
四
三
六
頁
。

『
能
楽
源
流
考
』
所
収
の
「
演
能
曲
目
考
」
に
よ
る
。

島
津
忠
夫
「
能
と
連
歌
』
七
九
頁
。

注
（8
）
と
同
書
、
九
七
頁
。

『
青
葉
丹
花
抄
』
に
、
一
二
五
・
一
二
六
番
歌
と
そ
の
左
注
に
つ
い
て
、
「
石
河
の
乙
女
と
云
か
う
し
よ
く
の
女
の
と
な
り
に
、
又
好
色
の
男

有
。
夜
る
よ
は
ひ
に
男
の
方
へ
行
て
、
下
女
の
火
と
ら
ん
と
す
る
よ
し
い
ひ
け
れ
は
、
読
て
つ
か
は
し
け
り
」
な
ど
と
あ
る
。

注
（7
）
に
同
じ
。

注
（4
）
と
同
書
、
四
五
八
百
九
。

渋
谷
虎
雄
『
古
文
献
所
収
万
葉
和
歌
集
成
』
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

203 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

（
叩
）

（
日
）

（
ロ
）

（
日
）

(282) 



(H
) 

（
日
）

（
日
）

（
口
）

同
書
、
三
四
九
頁
注
一
。

表
章
監
修
月
曜
会
編
『
世
阿
弥
自
筆
能
本
集
』
に
よ
る
。

佐
佐
木
信
綱
編
『
高
葉
学
叢
刊
中
世
編
』
所
収
。

注
（4
）
と
同
書
、
三
五
四
頁
、
注
九
。

(281) 204 


