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蹴
鞠
を
詠
む
和
歌

|
|
成
通
影
供
歌
を
め
ぐ
っ
て
|
|

佐
々
木

孝
浩

は
じ
め
に

五
七
五
七
七
と
い
う
定
形
を
有
す
る
、
僅
か
三
十
一
文
字
の
短
歌
と
い
う
形
式
を
主
と
し
、
大
和
言
葉
の
し
か
も
雅
で
あ
る
も
の
の
み
し
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か
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
厳
格
な
調
の
制
約
ま
で
も
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
初
代
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』

成
立
前
の
九
世
紀
頃
か
ら
、
明
治
維
新
に
よ
り
伝
統
的
な
宮
廷
社
会
が
解
体
す
る
ま
で
の
、
約
千
年
間
も
の
永
き
に
わ
た
っ
て
、
「
和
歌
」

と
い
う
文
芸
が
日
本
文
学
の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
続
け
た
と
い
う
事
実
は
、
や
は
り
驚
嘆
に
値
す
る
事
柄
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

和
歌
文
芸
の
有
す
る
生
命
力
の
旺
盛
さ
の
秘
密
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
和
歌
文
学
研
究
の
大
き
な
目
的
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、

そ
の
方
法
に
も
多
く
の
も
の
が
あ
る
、
だ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
小
さ
な
一
つ
の
伝
統
に
着
目
し
、

和
歌
と
い
う
文
芸
の
性
格
の
一
端
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
秘
密
の
解
明
の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
手
掛
か
り
を
提
供
し
て
み
た
い

と
考
え
る
。

(420) 



一
、

『
為
忠
後
度
百
首
』
の

「
蹴
鞠
」
題
詠

(419) 

本
稿
で
注
目
す
る
の
は
、
蹴
鞠
に
つ
い
て
詠
ま
れ
た
和
歌
の
伝
統
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
に
つ
い
て
は
、
既
に
「
鞠
聖
藤
原
成
通
影
供
と
飛

鳥
井
家
の
歌
鞠
二
道
」
(
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
初
、
平
6

・

3
)
と
、
「
蹴
鞠
文
学
の
可
能
性
!
散
侠
物
語
『
扇
流
し
』
を
め
ぐ
る

臆
説
|
」
(
『
芸
文
研
究
』
引
ー
1

、
平
時
・
ロ
)
の
二
つ
の
旧
稿
で
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
論
述
の
都
合
上
、
必
要
最
低
限
の
再
説
を

お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

日
本
に
お
け
る
蹴
鞠
の
起
源
は
、
後
述
す
る
大
化
の
改
新
に
ま
つ
わ
る
説
話
と
絡
め
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
資
料
に
乏
し
く
確
た

る
こ
と
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
も
か
く
も
、
平
安
時
代
よ
り
前
に
は
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
日
本
で
独
自
の
発
展
を
遂
げ
、
平
安
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時
代
末
こ
ろ
よ
り
芸
道
と
し
て
一
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
以
降
は
、
師
範
家
を
中
心
と
し
て
公
家
や
武

士
達
に
よ
っ
て
噌
ま
れ
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
裕
福
な
農
民
や
商
人
達
ま
で
も
が
師
範
家
の
門
弟
と
し
て
名
を
連
ね
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
そ
の
芸
道
と
し
て
の
蹴
鞠
は
、
正
方
形
を
成
す
よ
う
に
植
え
た
懸
と
呼
ば
れ
る
四
本
の
木
の
両
脇
に
一
人
宛
が
立
ち
、
合
計
八
人
で
協
力

し
て
、
鹿
皮
で
出
来
た
空
洞
の
鞠
を
、
地
面
に
落
と
さ
ず
に
何
回
蹴
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
追
求
す
る
も
の
で
、
単
な
る
勝
ち
負
け

を
競
う
遊
戯
で
は
な
い
。

こ
の
蹴
鞠
の
こ
と
が
歌
集
の
詞
書
に
見
え
る
の
は
、
永
観
二
年
(
九
八
四

)
j
寛
和
二
年
(
九
八
六
)
頃
成
立
の
「
大
斎
院
前
御
集
」
に
、

「
六
日
の
ひ
る
っ
か
た
、
ま
り
の
い
と
た
か
く
木
の
す
ゑ
ま
で
あ
が
る
を
み
て
」
(
二
三
の
次
・
歌
欠
)
と
あ
る
の
が
初
例
で
あ
り
、
歌
に
鞠

が
詠
ま
れ
た
最
古
の
例
は
、
縁
語
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
『
周
防
内
侍
集
』
に
見
え
る
堀
河
天
皇
在
位
時
の
応
徳
三
年
(
一
O
八
六
)
j
嘉



承
二
年
(
一
一
O
七
)
頃
に
詠
ま
れ
た
、
「
の
ど
か
な
る
く
も
ゐ
は
花
も
ち
ら
ず
し
て
春
の
と
ま
り
と
な
り
に
け
る
か
な
」
(
一O
)
で
あ
る
。

「
泊
ま
り
」
に
「
鞠
」
が
詠
み
込
ま
れ
、
「
な
り
に
け
る
」
の
「
蹴
る
」
と
縁
語
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

忠
家
後
度
百
首
』

こ
う
し
た
腕
曲
的
な
取
り
込
み
の
時
代
を
過
ぎ
、
蹴
鞠
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
院
政
期
の
、
保
延
元
年
(
一
一
一
二
五
)
頃
に
成
立
し
た
「
為

で
は
、
「
蹴
鞠
」
自
体
が
歌
題
と
な
る
に
至
る
。
こ
の
百
首
の
雑
十
五
首
は
、
「
卯
杖
・
蹴
鞠
・
闘
鶏
・
神
祭
・
賀
茂
祭
・

騎
射
・
乞
巧
実
・
相
撲
節
・
小
鷹
狩
・
射
場
始
・
五
節
・
臨
時
祭
・
庚
申
・
競
馬
・
囲
基
」
と
い
う
構
成
で
、
松
野
陽
一
氏
が
「
特
に
行
事

題
で
統
一
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
る
通
り
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
「
蹴
鞠
」
題
も
新
規
な
行
事
題
と
し
て
選
択

窺
え
る
の
で
あ
る
。

さ
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
参
加
歌
人
達
に
と
っ
て
も
蹴
鞠
が
馴
染
み
あ
る
存
在
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が

以
下
が
そ
の
折
の
八
首
で
あ
る
。

下
枝
ま
で
こ
し
げ
き
庭
の
葉
懸
は
お
ち
く
る
鞠
の
見
え
ず
も
有
か
な

人
は
み
な
た
ち
い
づ
る
も
の
を
庭
鞠
の
か
か
る
か
た
な
き
身
を
い
か
に
せ
ん

と
に
か
く
に
春
は
風
こ
そ
い
と
は
る
れ
鞠
に
つ
け
て
も
花
に
つ
け
て
も

ひ
ね
も
す
に
懸
の
鞠
の
枝
な
れ
て
花
に
む
つ
る
、
春
の
た
は
ぶ
れ

庭
鞠
に
た
ち
な
ら
ぶ
か
な
花
、
ざ
か
り
木
の
下
か
げ
は
散
る
が
を
し
さ
に

藤
と
の
み
お
も
ひ
し
か
ど
も
春
く
れ
ば
鞠
も
松
に
は
か
か
り
け
る
か
な

山
里
の
木
の
下
草
の
し
げ
ら
ぬ
は
春
く
る
人
の
鞠
場
な
り
け
り

木
工
権
頭
為
忠

勘
解
由
次
官
親
隆

加
賀
守
顕
広

兵
庫
頭
仲
正

伊
豆
守
為
業

散
位
為
盛

備
後
守
為
経
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(
六
八
七
)

(
六
八
八
)

(
六
八
九
)

(
六
九O
)

(
六
九
こ

(
六
九
二
)

(418) 

(
六
九
三
)



お
し
む
べ
き
人
な
き
空
を
ふ
り
さ
け
て
こ
へ
ど
梢
に
と
ま
り
ぬ
る
か
な

散
位
頼
政

(
六
九
四
)

(417) 

こ
の
八
首
か
ら
は
、
先
例
の
無
い
歌
題
を
読
み
こ
な
そ
う
と
す
る
歌
人
達
の
苦
労
の
様
が
生
々
し
く
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た

そ
れ
だ
け
に
、
彼
ら
の
蹴
鞠
に
対
す
る
素
直
な
認
識
の
有
り
様
を
知
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
の
で
あ
り
、
情
報
の
少
な
い
平
安
期
の
蹴
鞠
研

究
の
好
資
料
で
あ
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
や
や
丁
寧
に
そ
の
詠
み
ぶ
り
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

藤
原
為
忠
は
、
従
四
位
下
木
工
権
頭
と
官
位
は
低
か
っ
た
も
の
の
、
受
領
を
歴
任
し
て
蓄
え
た
巨
富
と
鳥
羽
院
の
信
任
を
背
景
に
、
穏
然

た
る
勢
力
を
有
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
歌
は
出
題
に
も
関
与
し
た
で
あ
ろ
う
主
催
者
の
も
の
ら
し
く
、
真
っ
正
面
か
ら
蹴
鞠
に
向
き
合
つ

た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
蹴
鞠
の
コ

i

ト
で
あ
る
「
懸
」
に
着
目
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
懸
の
存
在
は
信
仰
的
な
存
在
理
由
も
考
え
ら

て
く
る
場
所
を
素
早
く
察
知
し
て
、
地
面
に
落
と
さ
な
い
よ
う
に
蹴
り
上
げ
る
こ
と
に
、
難
し
さ
の
先
に
あ
る
醍
醐
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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れ
る
の
で
あ
る
が
、
障
害
物
と
し
て
継
続
を
よ
り
難
し
く
す
る
役
割
も
あ
っ
た
。
懸
に
落
ち
掛
か
っ
た
鞠
が
、
枝
に
ぶ
つ
か
り
な
が
ら
落
ち

「
葉
懸
」
と
は
夏
に
な
っ
て
葉
が
茂
っ
た
状
態
の
懸
の
こ
と
で
あ
り
、
落
葉
し
た
木
よ
り
も
一
層
落
下
場
所
の
推
測
が
困
難
に
な
る
も
の
で

あ
る
。
院
政
末
期
の
名
手
藤
原
頼
輔
が
著
し
た
『
蹴
鞠
口
伝
集
』
上
巻
「
一
蹴
鞠
時
節
事
」
に
、
「
夏
か
、
り
に
は
、
は
や
く
は
じ
め
て
と

く
は
つ
べ
し
。
葉
が
、
り
は
と
く
く
ら
く
な
る
ゆ
へ
也
」
と
あ
る
の
は
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
こ
し
げ
き
」
は
「
木
繁
き
」
で
、
『
詞
花

集
』
の
少
将
義
孝
歌
「
ゆ
ふ
ま
ぐ
れ
こ
し
げ
き
に
は
を
な
が
め
つ
つ
こ
の
葉
と
と
も
に
お
つ
る
な
み
だ
か
」
(
三
九
六
)
が
示
す
よ
う
に
歌

語
で
あ
る
。
春
の
歌
が
多
い
中
に
あ
っ
て
、
為
忠
歌
の
み
が
夏
の
歌
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

後
に
正
三
位
参
議
に
至
る
藤
原
親
隆
の
歌
は
、
為
忠
息
の
為
業
と
共
に
「
庭
鞠
」
を
詠
み
な
が
ら
、
全
く
傾
向
が
異
な
っ
て
い
て
興
味
深
い
。

「
庭
鞠
」
は
懸
の
無
い
場
所
で
行
う
蹴
鞠
の
こ
と
で
、
当
然
鞠
が
枝
に
懸
か
る
こ
と
も
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
引
っ
掛
け
て
、
人
は
み
ん
な



蹴
鞠
に
参
加
す
る
の
に
、
「
か
か
る
か
た
」
つ
ま
り
目
に
と
ま
る
人
が
い
な
い
自
分
は
呼
ん
で
も
ら
え
ず
、
鞠
に
参
加
で
き
な
い
と
嘆
く
歌

に
な
っ
て
い
る
。
以
上
は
表
面
的
な
解
釈
な
の
だ
が
、
「
立
ち
出
づ
」
が
晴
れ
が
ま
し
い
場
所
に
出
る
こ
と
を
意
味
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
出
世
・
昇
進
を
も
意
味
し
て
お
り
、
「
か
か
る
か
た
」
は
頼
み
と
す
る
人
や
伝
手
も
な
い
と
、
不
遇
を
託
つ
歌
と
解

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
親
隆
の
官
歴
を
見
る
と
、
長
承
元
年
(
一
一
一
一
三
)
に
信
濃
守
、
同
二
年
(
一
一
一
二
三
)

に
勘
解
由
次
官
、
同
四
年
(
保
延
元
年
)
に
は
「
待
賢
門
院
当
年
御
給
」
(
公
卿
補
任
尻
付
)
で
正
五
位
下
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど
不

遇
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
と
も
か
く
も
「
身
を
い
か
に
せ
ん
」
の
句
は
伝
統
的
に
重
く
響
く
の
で
あ
る
。

藤
原
顕
広
は
言
う
ま
で
も
な
く
俊
成
の
初
名
で
、
こ
の
時
二
十
代
の
初
め
。
花
散
ら
す
風
は
、
鞠
に
と
っ
て
も
不
都
合
で
厭
わ
れ
る
も
の

だ
と
詠
み
、
蹴
鞠
の
歌
と
し
て
は
正
直
面
白
み
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
『
後
拾
遺
集
」

の
弁
乳
母
歌
「
か
た
み
ぞ
と
お
も
は
で
花
を
み
し
に

だ
に
風
を
い
と
は
ぬ
は
る
は
な
か
り
き
」
(
八
九
九
)
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
若
年
者
ら
し
く
、
で
き
る
だ
け
伝
統
的
な
詠
み
方
か
ら
外
れ

る
こ
と
な
く
、
蹴
鞠
を
詠
み
込
も
う
と
し
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。

新
規
な
素
材
や
表
現
を
用
い
た
詠
み
ぶ
り
で
知
ら
れ
る
源
仲
正
は
、
八
人
の
内
の
最
年
長
で
七
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

歌
で
も
「
懸
の
鞠
の
」
は
当
然
と
し
て
、
「
枝
な
れ
て
」
や
「
春
の
た
は
ぶ
れ
」
の
句
も
他
に
用
例
が
見
出
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
「
花
に
む

の
「
を
し
み
か
ね
わ
れ
も
ち
り
な
ば
こ
ん
世
に
も
花
に
む

つ
る
る
む
し
と
な
ら
ば
や
」
(
七
六
)
は
注
目
さ
れ
る
先
例
で
、
保
延
三
年
と
考
え
ら
れ
る
「
法
輪
寺
百
首
」
で
も
仲
正
が
、
「
虫
」
題
で

つ
る
、
」
も
用
例
の
少
な
い
勾
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
『
散
木
奇
歌
集
』

「
お
も
し
ろ
や
華
に
む
つ
る
る
か
ら
て
ふ
の
な
れ
ば
や
我
も
思
ふ
あ
た
り
に
」
(
夫
木
抄
・
一
一
一
二
四O)
と
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
、
こ
の
俊

頼
歌
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
『
能
宣
集
』
に
も
「
ほ
と
と
ぎ
す
よ
は
の
ね
き
け
ど
う
ぐ
ひ
す
の
は
な
に
む
つ
れ
し
こ
ゑ
ぞ
こ
ひ
し
き
」

(
四
一
三
二
)
と
の
例
が
見
え
る
よ
う
に
、
仲
正
は
蝶
や
小
鳥
の
詠
み
方
を
援
用
し
つ
つ
、
『
源
氏
物
語
』
「
若
菜
上
」
の
蹴
鞠
の
場
面
に
象
徴
(416) 



さ
れ
る
よ
う
に
、
桜
の
木
を
懸
と
し
て
そ
の
開
花
時
期
に
催
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
特
性
に
着
目
し
て
、
蹴
鞠
を
積
極
的
に
詠
み
込
も
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
鞠
が
桜
の
枝
の
聞
を
飛
び
交
う
生
き
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
歌
で
あ
る
。
「
懸
の
鞠
」
が
据

わ
り
の
悪
い
表
現
で
あ
る
の
は
、
新
規
な
題
の
し
か
ら
し
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

為
業
は
為
忠
の
息
で
、
次
の
為
盛
の
弟
。
こ
れ
も
鞠
と
桜
の
縁
の
深
さ
を
意
識
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
花
を
散
ら
す
の
は
風
ば
か
り
で
は

な
く
、
桜
樹
の
下
で
行
え
ば
鞠
も
そ
の
要
因
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
花
盛
り
に
は
桜
の
懸
で
は
せ
ず
、
懸
の
な
い
庭
鞠
を
行
う
と

い
う
の
で
あ
る
。
和
歌
で
伝
統
的
な
桜
を
愛
で
る
心
が
強
く
伝
わ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
微
笑
ま
し
き
を
も
感
じ
さ
せ
る
詠
と
な
っ
て
い
る
。

為
盛
は
為
忠
の
一
男
で
は
あ
る
が
勅
撰
集
作
者
に
な
れ
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
。
『
拾
遺
集
』

の
重
之
歌
「
夏
に
こ
そ
さ
き
か
か
り
け
れ

ふ
ぢ
の
花
松
に
と
の
み
も
思
ひ
け
る
か
な
」
(
八
二
一
)
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
藤
は
松
に
咲
き
か
か
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
春
に
な
っ

て
松
の
懸
で
蹴
鞠
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
鞠
も
松
に
か
か
る
の
だ
な
あ
と
酒
落
た
歌
。
出
来
の
良
い
物
と
も
思
え
な
い
が
、
多
か
ら

ぬ
蹴
鞠
関
係
歌
の
中
で
も
松
の
懸
を
詠
ん
だ
最
古
例
で
あ
る
こ
と
は
注
目
で
き
よ
う
。

為
経
は
初
名
盛
忠
。
為
業
の
弟
で
、
似
絵
の
名
手
隆
信
の
父
で
も
あ
る
。
『
調
花
集
』
批
判
の
撰
集
で
あ
る
『
後
葉
集
』
の
撰
者
で
、
「
今

鏡
』
作
者
説
も
あ
る
。
『
古
今
六
帖
』
の
県
恒
歌
「
お
ほ
あ
ら
き
の
も
り
の
下
草
し
げ
り
あ
ひ
て
ふ
か
く
も
夏
に
な
り
に
け
る
か
な
」
(
一
O
五
)

に
代
表
さ
れ
る
ご
と
く
、
「
木
の
下
草
」
は
茂
る
も
の
で
あ
る
の
に
そ
う
で
な
い
の
は
、
春
に
や
っ
て
く
る
人
達
が
蹴
鞠
を
す
る
場
所
で
あ

り
、
地
面
を
踏
み
固
め
る
か
ら
だ
と
詠
ん
だ
も
の
。
こ
れ
も
理
知
的
な
歌
と
い
え
る
が
、
山
里
に
春
来
る
人
達
が
ど
う
い
う
人
物
で
あ
る
の

か
が
判
ら
な
い
。
山
里
に
意
図
的
に
懸
の
木
を
植
え
た
と
も
考
え
が
た
い
の
で
、
具
合
の
良
い
自
然
木
を
見
つ
け
て
鞠
場
と
し
て
愛
用
し
た

と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
散
策
に
出
か
け
て
き
て
一
度
や
二
度
行
っ
た
く
ら
い
で
は
下
草
が
繁
茂
し
な
い
程
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

か
ら
、
春
か
ら
暫
く
は
山
里
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
院
政
期
に
な
っ
て
殿
上
人
が
積
極
的
に
行
う
よ
う
に
な
る
以
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前
の
、
地
下
の
人
々
が
行
っ
て
い
た
蹴
鞠
と
の
関
係
を
思
わ
せ
る
詠
で
あ
る
よ
う
だ
。

頼
政
は
仲
正
の
息
で
後
に
著
明
な
歌
人
と
な
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
三
十
代
の
初
め
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
に
は
「
ふ
り
さ
く
」
と
い
う

語
は
屡
々
出
て
く
る
が
、
頼
政
が
空
を
仰
ぐ
動
作
で
思
い
浮
か
べ
た
の
は
、
人
を
惜
し
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
「
な
き
」
で
は
ぐ
ら
か

せ
て
お
い
て
、
空
を
仰
い
で
い
る
の
は
蹴
鞠
を
し
て
い
る
故
と
謎
解
き
を
す
る
歌
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
「
こ
へ
ど
」
は
「
惜
し
む
」
の

続
き
で
「
恋
へ
ど
」
を
連
想
さ
せ
て
お
い
て
、
そ
の
実
、
次
に
鞠
を
蹴
る
意
志
を
明
ら
か
に
す
る
発
声
の
「
乞
へ
ど
」
が
表
の
意
味
に
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
鞠
は
懸
の
木
の
梢
に
引
っ
掛
か
っ
て
し
ま
っ
て
落
ち
て
こ
な
か
っ
た
と
の
落
ま
で
着
け
、
「
留
ま
り
」
に
鞠
を
も
響

か
せ
て
蹴
鞠
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
い
う
、
大
変
手
の
込
ん
だ
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
表
面
的
に
は
新
規
な
詞
を
全
く
使
わ
ず

に
、
他
と
異
な
る
着
眼
点
か
ら
蹴
鞠
を
表
現
し
て
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
お
し
む
べ
き
人
な
き
空
」
と
い
う
詞
続
き
は
、
印
象
の
点
に

お
い
て
も
、
正
統
的
和
歌
と
し
て
も
誉
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
頼
政
が
「
蹴
鞠
」
題
に
対
し
て
音
山
欲
的
に
取
り
組
ん
だ
こ
と

は
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

親
し
い
者
同
士
が
集
っ
た
私
的
な
催
し
で
あ
る
上
に
、
若
年
の
歌
人
も
多
く
、
決
し
て
成
功
し
た
試
み
と
は
評
し
が
た
い
が
、
蓄
積
が
無

い
だ
け
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
や
考
え
方
で
「
蹴
鞠
」
と
い
う
題
に
向
き
合
っ
て
詠
出
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
「
葉
懸
」
「
庭
鞠
」
「
鞠
場
」

等
の
専
門
用
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
公
家
社
会
に
お
け
る
蹴
鞠
の
浸
透
度
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
し
、
桜
や
藤
あ
る
い
は
春

の
語
を
伴
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
蹴
鞠
に
春
の
印
象
が
強
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
教
え
て
も
く
れ
る
の
で
あ
る
。

、

『
正
治
後
度
百
首
』
の
蹴
鞠
歌

蹴
鞠
を
詠
む
和
歌
の
か
細
い
伝
統
は
、
『
為
忠
家
後
度
百
首
』
に
お
い
て
一
つ
の
し
っ
か
り
と
し
た
実
を
育
ん
だ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。(414) 



と
は
い
え
、
こ
の
実
の
種
は
直
ぐ
に
芽
吹
く
こ
と
は
な
く
、
「
蹴
鞠
」
題
は
定
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、

一
度
は
用
い
ら
れ
た
蹴
鞠
の

専
門
用
語
も
、
正
式
な
歌
語
と
し
て
認
定
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
治
二
年
ご
二

O
O
)
冬
に
後
鳥
羽
院
が
自

の
「
宴
遊
」
題
で
、
各
々
が
五
首
詠
ん
だ
全
五
十
五
首
の
中
に
蹴
鞠
が
詠
ま

れ
た
歌
が
三
首
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
後
鳥
羽
院
が
蹴
鞠
を
好
ん
だ
と
は
い
え
、
『
為
忠
家
後
度
百
首
」
と
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
は
思

身
を
含
む
十
一
人
の
歌
人
に
詠
進
さ
せ
た
『
正
治
後
度
百
首
』

え
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
三
首
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

う
す
ぐ
も
り
桜
が
し
た
に
風
た
え
て
木
の
も
と
ち
ら
ぬ
ま
り
の
お
と
か
な

散
位
源
家
長

(
五
八
八
)

暮
が
た
の
か
ず
の
あ
ま
り
を
袖
に
か
け
て
あ
か
ぬ
木
か
げ
を
か
へ
る
も
ろ
人

散
位
従
五
位
下
鴨
県
主
長
明

(
六
八
八
)

秋
の
い
ね
の
を
さ
ま
れ
る
代
の
う
れ
し
き
は
春
の
あ
そ
び
の
ま
り
こ
弓
ま
で

(
一O
八
八
)

神
主
康
業
(
慈
円
変
名
)

後
鳥
羽
院
の
近
臣
で
あ
っ
た
家
長
が
、
自
身
も
蹴
鞠
を
噌
ん
で
い
た
こ
と
は
、
承
元
二
年
ご
二

O
八
)
四
月
十
三
日
の
鞠
会
の
様
子
を

伝
え
る
『
承
元
御
鞠
記
』
に
そ
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
初
句
に
で
っ
す
ぐ
も
り
」
と
あ
る
の
も
、
『
蹴
鞠
口
伝
集
』

上
巻
「
一
蹴
鞠
吉
日
事
」
の
項
に
、
「
風
ふ
か
で
雨
ふ
ら
ず
、
く
も
り
た
る
日
也
」
、
あ
る
い
は
「
春
の
は
じ
め
に
は
、
う
は
ぐ
も
り
で
風
ふ

か
ぬ
を
よ
し
と
す
」
と
あ
る
よ
う
な
、
蹴
鞠
に
お
け
る
常
識
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
て
良
い
。
絶
好
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
中
で
鞠
が
逸

れ
る
こ
と
も
な
く
、
桜
の
懸
の
中
で
蹴
る
音
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
無
論
「
ち
ら
ぬ
」
に
は
桜
の
花
が
散
ら

ぬ
こ
と
も
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
鳥
羽
院
に
歌
人
と
し
て
の
能
力
を
見
出
さ
れ
た
長
明
が
、
鞠
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
資
料
は
な
い
が
、
そ
の
歌
も
蹴
鞠
の
こ
と
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を
見
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
詠
め
な
い
も
の
で
あ
る
。
や
は
り
『
蹴
鞠
口
伝
集
』
上
巻
の
「
一
晩
景
の
鞠
う
け
と
る
事
」
項
に
、
「
其
日
の
ふ

る
き
上
手
と
る
べ
し
、
よ
く
/
\
い
た
り
て
か
た
き
な
き
時
の
し
わ
ざ
な
り
、
其
作
法
は
日
入
ほ
ど
、
ま
り
の
か
ず
お
ほ
く
あ
が
り
て
興
あ

る
時
の
し
わ
ざ
な
り
、
其
ま
り
三
度
あ
げ
て
後
、
か
た
ひ
ざ
を
つ
き
て
袖
に
て
う
け
と
る
也
、
そ
の
後
又
あ
げ
す
し
て
や
み
ぬ
」
と
見
え
る

よ
う
に
、
暗
く
な
っ
て
継
続
が
難
し
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
鞠
を
地
面
に
落
と
す
こ
と
な
く
年
長
の
上
手
が
袖
で
受
け
止
め
て
修
了
と
す
る

の
で
あ
る
。
い
わ
ば
日
没
コ
ー
ル
ド
ゲ
ー
ム
で
あ
る
か
ら
「
あ
か
ぬ
」
訳
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
余
り
」
に
「
鞠
」
が
掛
け
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
歌
に
お
け
る
「
木
か
げ
」
は
懸
の
木
の
も
の
で
あ
り
、
「
諸
人
」
は
プ
レ
ー
ヤ
ー
た
る
鞠
足
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
伝
統
的
な
歌
語
の

み
で
蹴
鞠
を
詠
ん
だ
こ
と
は
、
後
度
百
首
の
頼
政
詠
に
連
な
る
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
こ
ま
で
印
象
的
に
蹴
鞠
の
風
景
を
詠
み
込
ん
だ
手
腕

は
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

慈
円
が
変
名
で
詠
ん
だ
歌
で
は
、
鞠
は
遊
び
と
し
て
小
弓
と
並
列
さ
れ
て
い
る
。
『
枕
草
子
」
に
「
あ
そ
び
わ
ざ
は
小
弓
。
碁
。
さ
ま

-185-

あ
し
け
れ
ど
、
鞠
も
を
か
し
」
(
古
典
大
系
)
と
あ
る
の
に
通
じ
た
詠
み
ぶ
り
で
、
特
に
蹴
鞠
を
詠
ん
だ
と
も
言
い
難
い
も
の
で
あ
る
。

明
確
な
蹴
鞠
歌
は
僅
か
に
二
首
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
『
為
忠
家
後
度
百
首
』

の
「
蹴
鞠
」
題
歌
の
系
譜
に
列
な
り
つ
つ
も
、

和
歌
と
し
て
よ
り
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
鞠
道
師
範
家
の
蹴
鞠
歌

『
為
忠
家
後
度
百
首
』
「
蹴
鞠
」
題
歌
の
遺
産
と
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
懸
の
樹
木
へ
の
着
目
で
あ
ろ
う
。
庭
鞠
の
歌
に
お
い
て
も

そ
の
不
在
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鞠
と
共
に
懸
は
蹴
鞠
を
象
徴
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
懸
に
主
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
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桜
や
松
、
そ
し
て
柳
に
楓
と
い
っ
た
、
和
歌
に
お
い
て
も
季
節
を
代
表
す
る
樹
木
と
し
て
好
ん
で
詠
ま
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。



こ
の
懸
の
木
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
蹴
鞠
を
詠
む
と
い
う
こ
と
が
意
識
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
上
げ
た
旧
稿
の

他
に
、
「
「
新
続
古
今
和
歌
集
』
と
蹴
鞠
」
(
『
和
歌
文
学
大
系
月
報
』
凶
、
平
日
・
ロ
)
と
い
う
小
稿
で
も
言
及
し
た
の
で
、
詳
し
く
は
そ
れ

ら
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
そ
こ
で
指
摘
し
た
、
調
書
に
「
鞠
の
懸
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
蹴
鞠
の
こ
と
を
詠
ん
だ
と
判
る
、
飛
鳥
井
家
三
代

雅
経
・
教
定
・
雅
有
の
歌
が
、
そ
れ
ぞ
れ
新
古
今
(
一
四
五
六
)
・
続
後
撰
(
一
O
四
三
)
・
続
拾
遺
(
一
一
四
四
)の
三
集
に
入
集
し
て
い

る
と
い
う
事
実
は
、
飛
鳥
井
家
ば
か
り
で
は
な
く
、
続
後
撰
撰
者
の
為
家
と
続
拾
遺
撰
者
の
為
氏
父
子
も
、
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

撰
者
を
輩
出
し
て
十
三
代
集
の
時
代
に
お
け
る
歌
壇
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
御
子
左
家
は
、
為
家
以
来
の
蹴
鞠
の
家
で
も
あ
っ
た
が
、

そ
れ
を
思
え
ば
、
や
は
り
蹴
鞠
を
噌
ん
で
い
た
藤
原
顕
輔
の
『
詞
花
集
』
(
三
七
番
歌
)
や
、
後
鳥
羽
院
が
撰
集
の
主
導
権
を
握
っ
た
『
新
古
今
集
』

に
続
い
て
、
同
家
単
独
撰
の
続
後
撰
ー
続
拾
遺
の
両
集
で
、
「
鞠
」
の
語
が
詞
書
に
記
さ
れ
た
こ
と
も
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
御
子
左
家
の
人
々
の
詠
歌
に
も
、
蹴
鞠
を
詠
ん
だ
も
の
が
あ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

為
家
の
家
集
『
為
家
集
』
に
は
、
「
元
仁
元

白
河
院
花
梢
歴
覧
之
次
到
成
勝
寺
書
付
鞠
懸
桜
樹
」
と
の
調
書
を
有
す
る
「
わ
き
て
し
れ

風
よ
り
後
の
桜
花
あ
ま
り
に
し
の
ぶ
な
ご
り
な
り
と
は
」
(
二
九
二
)
と
の
詠
が
あ
り
、
懸
の
木
を
詠
み
、
「
あ
ま
り
」
に
鞠
を
響
か
せ
る
と

い
わ
ば
伝
統
的
な
詠
み
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
『
夫
木
抄
』
に
見
え
る
「
毎
日
一
首
」
詠
二
首
は
、
極
め
て
私
的
な
詠
作
で

あ
っ
た
故
か
、
正
面
か
ら
蹴
鞠
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ミ
コ
，
-
、

し
て
ナ
ム

て
り
も
せ
ず
風
の
ど
か
な
る
タ
ぐ
れ
に
こ
ゑ
ご
ゑ
し
る
き
ま
り
の
か
ず
か
な

(
文
永
四
年
・
一
五
一
六
七
)

鞠
の
庭
に
さ
く
ら
柳
を
、
つ
つ
し
お
き
て
春
は
に
し
き
に
立
ち
ゃ
ま
じ
ら
ん

(
文
永
十
一
年
・
一
五
一
六
人
)
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文
永
四
年
(
一
二
六
七
)
の
も
の
は
、
上
の
句
に
蹴
鞠
の
好
条
件
を
述
べ
て
お
り
、
『
正
治
後
度
百
首
』
の
家
長
詠
に
連
な
る
作
と
い
え

ょ
う
か
。
蹴
鞠
に
は
蹴
っ
た
回
数
を
数
え
る
役
が
あ
り
、
五
十
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
か
ら
十
回
越
え
る
毎
に
そ
の
数
を
声
に
出
し
て
知
ら
せ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
声
と
鞠
の
数
が
繋
が
る
の
で
あ
る
。
「
声
々
」
と
あ
る
の
は
、
良
い
条
件
下
で
長
く
続
い
て
い
る
こ
と

を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
十
一
年
の
も
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
『
古
今
集
』
の
素
性
法
師
歌
「
み
わ
た
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
宮

こ
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る
」
(
五
六
)
を
本
歌
と
し
、
そ
れ
を
活
か
し
て
懸
の
木
を
二
種
類
詠
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
が
手
柄
で
あ
ろ
う
。
共
に
為

家
の
蹴
鞠
に
対
す
る
愛
情
を
感
じ
さ
せ
る
歌
で
あ
る
。

ま
た
御
子
左
家
で
は
よ
り
腕
曲
的
な
方
法
で
蹴
鞠
を
詠
み
込
む
こ
と
も
試
み
ら
れ
て
い
た
。
為
氏
と
飛
鳥
井
家
教
定
女
と
の
聞
に
生
ま
れ

勺
J

た
為
世
の
二
首
に
注
目
し
て
み
た
い
。

(
述
懐
の
心
を
)

前
大
納
言
為
世

と
に
か
く
に
こ
の
道
を
思
ふ
こ
そ
世
に
つ
か
ふ
る
も
く
る
し
か
り
け
り

(
続
後
拾
遺
集
・
巻
十
六
・
雑
中
・
一O
八
O
)

亀
山
殿
千
首
歌
中
に

前
大
納
言
為
世

君
に
わ
れ
み
づ
は
汲
む
ま
で
っ
か
へ
き
ぬ
ひ
と
り
二
の
道
を
き
は
め
て

(
新
千
載
集
・
巻
十
七
・
雑
中
・
一
九O
七
)

「
二
の
道
」
は
、
『
新
千
載
集
』
で
為
世
歌
の
前
に
配
さ
れ
た
中
臣
祐
殖
歌
、
「
笛
竹
の
二
の
道
を
っ
た
へ
で
も
跡
に
か
は
ら
ぬ
一
ふ
し
ぞ
な
き
」

(410) 

(
一
九O
六
)
が
、
「
笠
」
と
「
笛
」
の
芸
道
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
、
作
者
の
立
場
に
よ
っ
て
指
し
示
す
も
の
が
変
わ
る
詞
で
あ
る
。
こ



の
両
首
で
は
為
世
が
作
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
鞠
両
道
を
意
味
す
る
も
の
と
な
り
、
家
の
伝
統
を
誇
る
に
相
応
し
い
言
葉
と
な
る
の

(409) 

で
あ
る
。

こ
う
し
た
詠
み
ぶ
り
は
、
御
子
左
家
嫡
流
の
二
条
家
が
絶
え
た
後
に
、
『
新
続
古
今
集
」
の
撰
者
に
飛
鳥
井
雅
世
が
な
っ
て
、
そ
の
歌
壇

と
鞠
道
界
の
地
位
を
襲
う
こ
と
と
な
っ
た
飛
鳥
井
家
の
人
々
の
間
で
も
、
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
雅
世
息
雅
親
の
家
集
『
亜
棟
集
』

に
見
え
る
、
「
寄
道
述
懐
」
題
歌
、
「
山
水
を
か
け
ひ
に
う
く
る
塵
に
で
も
の
こ
る
こ
の
み
ち
は
わ
す
れ
じ
」
(
一

O
九
八
)
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
飛
鳥
井
家
で
は
、
四
本
全
部
が
松
と
い
う
最
上
級
の
懸
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
家
柄
で
あ
る
こ
と
を
、
「
四

本
(
の
松
)
」
と
い
う
詞
を
用
い
て
和
歌
に
詠
み
込
む
こ
と
も
意
識
的
に
行
っ
て
い
た
こ
と
も
、
旧
稿
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
様
に
中
世
期
に
な
る
と
、
蹴
鞠
に
関
す
る
和
歌
の
作
例
は
鞠
道
の
発
展
と
共
に
次
第
に
増
加
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
殆
ど
は
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蹴
鞠
の
用
語
を
直
接
に
用
い
る
の
で
は
な
く
、
歌
語
の
範
轄
に
あ
っ
て
蹴
鞠
を
連
想
さ
せ
た
り
象
徴
し
た
り
す
る
詞
を
用
い
て
、
掛
調
や
縁

語
等
の
技
法
を
頻
用
し
つ
つ
、
和
歌
の
伝
統
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意
深
く
読
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
成
通
影
供
の
和
歌

和
歌
の
伝
統
を
尊
重
し
規
範
を
守
る
こ
と
の
強
さ
は
、
蹴
鞠
を
詠
む
和
歌
に
も
明
白
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
「
為

忠
家
後
度
百
首
』
の
か
そ
け
き
伝
統
に
連
な
る
と
い
う
べ
き
か
、
あ
く
ま
で
も
積
極
的
に
蹴
鞠
を
詠
も
う
す
る
試
み
も
室
町
期
に
あ
っ
た
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
即
ち
成
通
影
供
歌
会
で
の
詠
で
あ
る
。

成
通
影
供
は
、
院
政
期
の
伝
説
的
な
蹴
鞠
の
名
手
で
、
蹴
鞠
の
芸
道
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
藤
原
成
通
と
、
成
通
が
千
日
連
続
で

し
ら
げ

蹴
鞠
を
行
っ
た
夜
に
現
れ
た
と
い
う
、
人
面
猿
体
で
三
体
一
組
の
精
大
明
神
と
の
面
談
場
面
を
描
い
た
画
像
を
掲
げ
、
和
歌
を
献
じ
て
蹴
鞠



の
上
達
を
祈
る
儀
式
で
あ
り
、
歌
鞠
二
道
の
家
で
あ
る
こ
と
を
誇
る
術
と
し
て
、
飛
鳥
井
雅
康
(
法
名
宋
世
)
が
歌
道
に
お
け
る
人
麿
影
供

に
倣
っ
て
創
始
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
成
通
影
供
に
つ
い
て
考
証
し
た
旧
稿
「
鞠
聖
藤
原
成
通
影
供
と
飛
鳥
井
家
の

歌
鞠
二
道
」
で
は
、
同
歌
会
で
の
作
例
と
し
て
、
宋
世
の
懐
紙
に
記
さ
れ
た
一
首
の
み
し
か
提
示
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
後
幸
い
に

も
、
確
実
で
あ
る
三
首
と
可
能
性
の
高
い
一
首
を
新
た
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
何
れ
も
雅
康
の
詠
と
考
え
ら
れ
、
や
は
り
こ
の
催
し
を

雅
康
が
創
始
し
た
可
能
性
は
高
い
の
だ
が
、
そ
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
、
出
家
後
と
し
た
旧
稿
を
訂
正
す
る
必
要
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で

改
め
て
紹
介
済
み
の
も
の
を
含
め
た
五
首
を
、
判
断
で
き
る
範
囲
で
年
代
順
に
並
べ
、
そ
れ
ら
が
如
何
に
蹴
鞠
と
関
連
す
る
内
容
を
有
し
て

い
る
か
を
確
認
し
て
み
た
い
。
猶
、
便
宜
上
①
j

⑤
の
通
し
番
号
を
付
し
、
資
料
の
改
行
箇
所
を
「
/
」
で
示
す
こ
と
と
す
る
。

現
在
確
認
で
き
る
最
も
詠
作
年
の
早
い
も
の
は
、
精
大
明
神
を
杷
る
大
津
の
平
野
神
社
に
所
蔵
さ
れ
る
、
重
要
文
化
財
「
難
波
家
蹴
鞠
関

係
資
料
」
中
の
蹴
鞠
伝
書
に
見
出
せ
る
も
の
で
あ
る
。
外
題
に
の
み
『
鞠
書
一
一
楽
旦
と
あ
り
、
「
文
亀
三
季
八
月
五
日

奥
書
を
有
す
る
近
世
初
期
写
本
の
、
後
遊
紙
に
本
文
別
筆
で
次
の
一
首
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

宋
世
判
」
と
の
本
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春
日
於
成
通
卿
影
前
詠
/

祝
言
和
歌
/

右
兵
衛
督
雅
康

①
こ
と
し
こ
そ
お
い
の
/
こ
〉
ろ
も
の
へ
あ
し
の
/
か
ひ
あ
る
は
る
に
た
/
ち
か
へ
り
ぬ
れ

調
書
や
改
行
の
有
り
様
か
ら
見
て
、
和
歌
懐
紙
を
書
式
も
そ
の
ま
ま
に
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
飛
鳥
井
家
の
歌
人

は
一
首
懐
紙
を
書
く
際
に
、
通
常
の
三
行
三
字
で
は
な
く
三
行
五
字
で
記
す
の
を
家
説
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
末
尾
が
六
字
に
な
っ

て
お
り
少
々
不
審
で
は
あ
る
。
と
も
か
く
も
、
そ
の
懐
紙
の
端
作
に
相
当
す
る
部
分
に
「
於
成
通
卿
影
前
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
こ
の
歌
が
「
成
(408) 



通
影
供
」
と
呼
び
う
る
催
し
の
際
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。
雅
康
が
「
右
兵
衛
督
」
で
あ
っ
た
の
は
、
文
明

二
年
(
一
四
七
O
)
九
月
よ
り
同
十
一
年
四
月
迄
(
公
卿
補
任
)
で
あ
り
、
春
と
な
る
と
同
三
年
以
降
の
歌
と
な
る
。
さ
ら
に
、
「
老
の
心
」

(407) 

と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
雅
康
が
四
十
歳
に
な
っ
た
文
明
七
年
以
降
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
こ
の
歌
は
、
お
そ
ら
く
父
雅
世
の
「
花
慰
老
」
題
歌
、
「
さ
ら
に
今
老
の
心
も
の
ぴ
ぬ
べ
し
な
が
き
日
か
げ
を
花
に
く
ら
し
て
」
(
雅

世
集
・
四
三
七
)
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
「
延
び
ぬ
べ
し
」
と
い
う
部
分
を
活
か
し
て
、
遠
く
に
落
ち
る
鞠
を
、
左
膝
を
地

面
に
着
け
て
右
足
を
前
に
延
ば
し
、
地
上
す
れ
す
れ
で
蹴
上
げ
る
技
で
あ
る
「
延
足
」
を
詠
み
込
ん
で
、
掛
詞
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
「
今
年
こ
そ
」
「
立
ち
返
る
」
と
は
ど
の
様
な
こ
と
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
『
実
隆
公
記
』
文
明
八
年
正
月
二
日
条
に
、
雅
康
が
元
日

に
人
麿
と
成
通
の
影
を
掛
け
て
詠
歌
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
か
つ
て
飛
鳥
井
家
で
そ
う
し
た
儀
式
が

元
日
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
雅
康
が
再
興
し
た
と
い
う
可
能
性
も
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
か
。
「
実
隆
公
記
』
の
記
事
が
そ
の
再
興
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を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
①
は
文
明
八
年
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

続
い
て
は
、
平
成
十
三
年
の
『
思
文
閤
古
書
資
料
目
録
善
本
特
集
第
日
輯
』
に
「
必
飛
鳥
井
宋
世
和
歌
詠
草

一
巻
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
、

未
知
な
る
雅
康
年
次
別
詠
草
の
明
応
四
年
分
中
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
図
版
と
解
説
に
拠
れ
ば
、
自
筆
の
袋
綴
本
を
改
装
し
た
も
の
で
、

末
尾
に
継
が
れ
た
本
文
共
紙
表
紙
に
は
、
左
肩
に
同
筆
で
「
瓦
磯
明
感
四
」
と
打
付
書
き
が
あ
り
、
家
集
と
し
て
の
呼
称
が
判
る
。
そ
の
冒

頭
部
分
に
「
明
鷹
四
年
正
月
一
日
/
和
寄
所
曾
始
恒
例
/
鷲
告
春
」
と
あ
る
一
首
に
続
い
て
、
問
題
の
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

於
成
通
卿
御
影

祝
言

②
名
に
し
お
は
、
を
と
め
の
袖
に
つ
、
む
ま
で
/
雲
入
た
か
く
の
ほ
る
を
そ
み
む



詞
書
は
や
や
簡
略
だ
が
、
①
歌
と
の
一
致
度
は
高
い
も
の
が
あ
る
。
二
首
後
に
「
二
日
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
前
歌
に
続
い
て
の
元
日
詠

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
①
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
巻
頭
歌
は
飛
鳥
井
家
和
歌
所
の
人
麿
影
前
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
文

明
八
年
か
ら
明
応
四
年
(
一
四
九
五
)
に
至
る
ま
で
、
こ
の
元
旦
の
儀
式
は
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

初
句
の
「
名
に
し
お
は
ば
」
は
、
「
伊
勢
物
語
』

の
都
鳥
の
歌
で
著
名
な
句
だ
が
、
こ
こ
で
は
何
の
名
前
を
問
題
に
し
て
い
る
の
か
が
判

然
と
し
な
い
。
「
お
と
め
の
袖
」
は
、
『
古
今
集
』の
「
あ
ま
っ
か
ぜ
雲
の
か
よ
ひ
ぢ
吹
き
と
ぢ
よ
を
と
め
の
す
が
た
し
ば
し
と
ど
め
む
」
(
良

峰
宗
貞
・
八
七
二
)
を
本
歌
と
す
る
、
後
鳥
羽
院
の
「
正
治
後
度
百
首
」
の
「
公
事
」
題
歌
、
「
天
っ
か
ぜ
雲
井
の
空
を
ふ
く
か
ら
に
を
と

め
の
袖
に
や
ど
る
月
か
げ
」
(
後
鳥
羽
院
御
集
・
一
九
一
二
)
あ
た
り
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
両
首
は
五
節
の
舞
姫
を
詠
み
つ
つ
天
女
を
連
想
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さ
せ
る
仕
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
雅
康
は
あ
く
ま
で
も
天
女
の
袖
と
し
て
詠
み
、
高
く
上
が
っ
て
雲
に
入
っ
た
鞠
が
、
そ
の
袖
で
受

け
止
め
ら
れ
る
と
空
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
雲
入
」
は
鞠
を
思
い
き
り
高
く
蹴
り
上
げ
る
技
で
、
『
六
百
番
歌
合
』
「
雲
雀
」
題
の
隆
信
歌
、

「
雲
に
入
る
そ
な
た
の
声
を
な
が
む
れ
ば
雲
雀
お
ち
く
る
あ
け
ぼ
の
の
空
」
(
八
六
)
に
対
し
、
判
者
俊
成
が
「
雲
に
入
る
は
鞠
の
事
に
や
と

は
き
こ
え
侍
れ
ど
」
等
と
述
べ
て
い
る
如
く
、
広
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
成
通
偽
書
説
も
あ
る
『
成
通
卿
口
伝
日
記
』
に
、

成
通
の
蹴
り
上
げ
た
鞠
が
、
「
雲
の
中
へ
や
入
に
け
ん
。
見
え
ず
し
て
や
み
に
き
」
と
の
説
話
的
な
内
容
が
伝
わ
る
様
に
、
歌
を
献
ず
る
対

象
た
る
成
通
と
縁
の
深
い
技
な
の
で
あ
る
。
ま
た
袖
に
包
む
の
は
、
先
述
の
通
り
、
鞠
を
地
面
に
落
と
さ
な
い
ま
ま
終
了
す
る
作
法
で
あ
る
。

従
っ
て
、
天
女
が
袖
に
包
ん
で
落
ち
て
こ
な
い
程
に
、
雲
入
の
技
で
鞠
が
高
く
登
る
の
を
見
ょ
う
と
解
せ
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
か
ら
翻
つ

て
考
え
る
な
ら
ば
、
成
通
が
精
大
明
神
に
出
会
っ
た
夜
に
、
鞠
を
祭
壇
に
供
え
て
い
た
こ
と
に
倣
い
、
成
通
影
の
前
に
鞠
が
供
え
ら
れ
て
お

(406) 

り
、
そ
の
鞠
に
「
雲
入
」
と
の
銘
が
あ
っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
も
強
ち
無
理
な
こ
と
で
も
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鞠
の
銘
の
起
源
は



不
明
で
あ
る
も
の
の
、
平
安
時
代
よ
り
楽
器
に
銘
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
室
町
時
代
に
銘
の
あ
る
鞠
が
あ
っ

て
も
不
思
議
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

(405) 

蒲
原
義
明
氏
が
所
蔵
さ
れ
る
作
者
未
詳
の
家
集
一
軸
に
も
、
成
通
影
供
歌
会
の
歌
が
存
し
て
い
る
。
同
氏
「
室
町
期
侠
名
家
集
明
応
七
、

八
年
度
断
簡
に
つ
い
て
l

付
・
翻
刻
|
」
(
『
語
文
(
日
本
大
学
)
』
切
、
平
成
9

年
ロ
月
)
に
拠
れ
ば
、
そ
の
家
集
は
首
尾
を
欠
い
て
い
る

も
の
の
、
明
応
七
、
八
年
分
の
年
次
別
家
集
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
、
問
題
の
一
首
は
、
「
同
八
年
正
月
八
丸
法
楽
に
、
毎
人
有
慶
」

と
あ
る
一
首
の
次
に
見
え
て
い
る
。

祝
言

成
通
卿
影
前
に
て

司
'
'
H

Q
J
 

③
あ
し
き
こ
と
は
み
な
つ
き
の
木
の
ふ
る
き
跡
を
興
し
て
又
や
御
代
に
つ
か
へ
ん

「
祝
舌
己
の
位
置
が
異
な
る
も
の
の
、
詞
書
の
有
り
様
は
②
と
共
通
性
が
高
く
、
し
か
も
配
列
か
ら
し
て
こ
れ
も
元
日
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。

元
日
に
人
麿
と
成
通
の
影
前
で
和
歌
を
詠
み
な
が
ら
、
そ
の
歌
会
の
開
催
場
所
を
特
記
し
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
や
は
り
こ
の
家
集
は
雅

康
の
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
蒲
原
氏
の
紹
介
の
後
に
出
現
し
た
「
瓦
磯
」
が
一
首
二
行
書
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ

ち
ら
は
一
行
書
で
あ
る
こ
と
や
、
単
年
独
立
式
で
あ
る
の
と
複
数
年
を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
と
の
違
い
も
あ
る
も
の
の
、
と
も
に
元
は
格
紙

の
袋
綴
で
、
紙
高
も
約
二
十
七
糎
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
、
資
料
的
な
性
格
の
共
通
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
歌
は
、
『
蹴
鞠
口
伝
集
』
に
も
鞠
を
暗
ん
だ
人
物
に
数
え
ら
れ
、
成
通
影
供
が
範
と
し
た
人
麿
影
供
の
創
始
者
で
あ
る
六
条
顕

季
の
歌
、
「
関
守
が
弓
に
切
る
て
ふ
槻
の
木
の
つ
き
せ
ぬ
恋
に
我
お
と
ろ
へ
ぬ
」
(
六
条
修
理
大
夫
集
・
一
三
一
八
・
「
恋
」
)
を
意
識
し
、
「
槻



の
木
」
を
序
詞
と
し
て
用
い
ず
に
、
そ
の
ま
ま
「
尽
く
」
と
の
掛
詞
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
槻
木
は
、
桜
・
柳
・
楓
・
松
の
四
種
の

「
式
木
」
以
外
で
懸
に
用
い
ら
れ
る
「
雑
木
」
に
属
す
る
木
で
あ
る
が
、
「
古
き
跡
」
と
続
く
こ
と
は
、
大
化
の
改
新
の
中
心
人
物
と
な
っ
た

中
大
兄
皇
子
と
中
臣
鎌
足
が
、
「
法
興
寺
槻
樹
之
下
打
越
」
(
蹴
鞠
口
伝
集
)
を
切
っ
掛
け
と
し
て
親
し
く
な
っ
た
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
鞠
の
道
を
興
す
こ
と
が
皇
室
に
仕
え
る
こ
と
に
繋
が
る
こ
と
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
、
誇
ら
し
げ
な
歌
で
あ
る
。

雅
康
出
家
の
文
明
十
四
年
二
月
四
日
以
降
の
も
の
な
が
ら
、
②
③
と
の
前
後
関
係
が
不
明
な
和
歌
懐
紙
が
あ
る
。
旧
稿
で
紹
介
し
た
セ
ン

チ
ュ
リ
l

文
化
財
団
所
蔵
の
懐
紙
で
あ
る
。

キ
マ

'
A
川
a・

成
通
卿
影
前
詠
/

祝
言
倭
寄
/

桑
門
宋
世
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④
を
の
づ
か
ら
富
は
屋
に
/
よ
り
と
く
は
身
に
/
う
る
ほ
ふ
わ
さ
を
猶
/
ゃ
な
ら
さ
む

こ
ち
ら
は
確
か
に
三
行
五
字
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
や
は
り
「
祝
舌
己
題
で
元
日
の
詠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
文
明
十
五
年
か
ら
没

す
る
永
正
六
年
(
一
五
O
九
)
迄
の
作
と
な
る
。
こ
の
懐
紙
で
気
に
な
る
の
は
、
端
作
や
詞
書
の
部
分
が
、
①
②
で
は
「
於
」
、
③
が
「
に
て
」

と
な
っ
て
い
る
の
が
、
こ
ち
ら
に
は
「
侍
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
成
通
に
対
す
る
敬
意
が
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
成
通
影
供
の
懐

紙
の
書
式
が
定
ま
っ
た
故
と
考
え
る
と
、
④
は
②
③
よ
り
も
後
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
歌
は
、
「
技
」
が
蹴
鞠
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
思
い
つ
い
て
も
、
一
読
し
た
の
み
で
は
理
解
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
本

説
が
あ
り
、
精
大
明
神
が
成
通
に
語
っ
た
言
葉
、
「
御
ま
り
こ
の
ま
せ
お
は
し
ま
す
世
に
は
国
さ
か
へ
、
好
人
司
な
り
、
福
あ
り
、
・
寿
な
が
く
、

(404) 

病
な
し
。
後
世
ま
で
よ
く
候
也
」
(
成
通
卿
口
伝
日
記
)
を
踏
ま
え
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
和
歌
の
表
現
と
し
て
は
、
飛
鳥
井
家
第
四



代
の
雅
孝
作
に
な
る
宴
曲
「
蹴
鞠
興
」
に
、
「
蹴
鞠
の
徳
を
ば
、
霊
感
顕
れ
給
て
、
国
栄
家
富
、
官
禄
如
心
、
除
病
延
寿
、
後
生
善
所
と
拾

遺
亜
相
に
示
給
け
ん
」
と
あ
る
方
が
近
い
で
あ
ろ
う
。
行
え
ば
自
然
と
富
と
徳
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
蹴
鞠
に
一
層
精
進
し
よ
う
と
宣
言
し

(403) 

た
歌
な
の
で
あ
る
。

不
確
か
な
一
首
は
『
雅
康
集
』
に
見
え
る
も
の
で
、
歌
題
の
一
致
と
内
容
か
ら
し
て
も
、
そ
の
可
能
性
は
極
め
て
高
い
と
考
え
る
。

祝
言

⑤
恵
あ
ら
ば
富
み
は
た
し
て
よ
今
は
我
こ
と
な
る
事
も
何
か
い
の
ら
ん
(
雅
康
集
・
三
七
一
)

『
雅
康
集
』
の
詞
書
に
年
が
明
示
さ
れ
る
の
は
文
明
十
四
・
十
七
年
の
み
だ
が
、
「
大
樹
内
大
臣
殿
七
廻
」
(
三
二
・
三
五
二
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
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足
利
義
尚
七
回
忌
の
明
応
四
年
ま
で
の
詠
は
含
ま
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
同
集
は
部
立
の
明
記
は
な
く
と
も
四
季
恋
雑
の
順
に
配
列

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
最
末
に
位
置
す
る
一
首
で
あ
る
。
こ
れ
も
④
で
触
れ
た
精
大
明
神
の
詞
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
祝
一
一
一
日
」

題
に
相
応
し
く
な
い
、
悲
痛
な
叫
ぴ
と
で
も
い
う
べ
き
歌
で
あ
る
。
「
富
み
は
た
す
」
も
開
き
慣
れ
な
い
表
現
だ
が
、
「
拾
遺
集
』の
元
輔
歌
、

「
世
の
中
に
こ
と
な
る
事
は
あ
ら
ず
と
も
と
み
は
た
し
て
む
い
の
ち
な
が
く
は
」
(
一
一
七
八
)
を
意
識
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
詞
書
に
「
子
を

と
み
は
た
と
つ
け
て
侍
り
け
る
に
、
袴
着
す
と
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
物
名
歌
と
し
て
こ
な
れ
な
い
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を

受
容
し
、
今
は
蹴
鞠
を
通
じ
て
富
裕
を
極
め
る
こ
と
の
み
を
祈
っ
て
い
る
と
歌
う
の
で
あ
る
。
極
め
て
即
物
的
・
物
欲
的
で
異
様
な
詠
で
あ

る
。
突
然
の
出
家
が
困
窮
の
故
で
あ
っ
た
と
も
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
出
家
前
月
の
作
で
あ
る
可
能
性
も
高
く
、
②
③
④
に
先
立
つ
と

も
考
え
ら
れ
ょ
う
か
。



以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
成
通
影
供
の
歌
は
、
和
歌
の
制
約
か
ら
ま
っ
た
く
自
由
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
作
法
や
技
、
あ
る
い

は
故
実
な
ど
を
、
掛
調
を
利
用
し
な
が
ら
詠
み
込
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
蹴
鞠
に
対
す
る
考
え
や
思
い
を
伸
び
伸
び
と
歌
い
上
げ
て
い
る
と
評

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
元
旦
の
気
分
と
も
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
人
麿
影
に
は
毎
年
異
な
る
題
の
歌
が
献
じ
ら
れ
て
い
る
ら

し
い
の
に
、
成
通
影
供
は
「
祝
舌
己
題
に
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
歌
道
の
範
轄
を
飛
び
出
し
て
、
鞠
道
の
儀
式
で
詠
む

と
意
識
さ
れ
て
い
た
が
故
で
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

鞠
道
と
い
う
芸
道
の
世
界
に
取
り
込
ん
で
し
ま
え
ば
、
和
歌
も
歌
道
の
規
範
か
ら
は
若
干
自
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
成
通
影
供
に
お

ハ
ツ

け
る
和
歌
は
そ
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
鞠
道
世
界
で
の
和
歌
と
し
て
よ
り
自
由
に
詠
も
う
と
し
た

の
が
、
や
は
り
飛
鳥
井
雅
康
の
作
に
な
る
『
蹴
鞠
百
首
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
永
正
三
年
(
一
五

O
六
)
に
真
光
院
大
僧
正
尊
海
か
と
推
定
さ

れ
る
「
仁
和
寺
御
室
御
所
様
」
(
続
群
書
類
従
本
等
奥
書
)
の
求
め
に
応
じ
て
、
蹴
鞠
の
要
諦
を
短
歌
形
式
に
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
、
「
心
持

の
大
鉢
」
・
「
庭
造
の
大
体
」
・
「
鞠
の
名
所
大
鉢
」
・
「
上
鞠
の
大
株
」
・
「
縮
の
大
林
」
・
「
三
十
三
曲
之
大
鉢
」
・
「
礼
法
の
大
鉢
」
の
七
項
目
か

ら
な
る
も
の
で
あ
活
。
「
庭
造
の
大
駄
」
の
「
二
も
と
も
三
本
も
松
は
わ
が
や
ど
の
ゆ
る
し
の
な
く
は
誰
か
植
な
ん
」
や
「
み
な
松
の
四
本

か
か
り
は
位
あ
る
人
の
た
ち
た
る
庭
と
こ
そ
聞
け
」
の
様
に
、
そ
れ
ま
で
の
蹴
鞠
を
詠
む
和
歌
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
詠
み
ぶ
り
も
あ
れ
ば
、

「
三
十
三
曲
之
大
鉢
」
の
「
延
べ
か
へ
り
ま
た
の
べ
し
く
も
延
足
も
主
な
き
鞠
の
曲
に
ぞ
有
け
る
」
や
、
「
高
く
上
げ
雲
入
ま
り
に
目
を
つ
け

て
蹴
し
づ
む
る
を
ぞ
上
手
と
は
見
れ
」
と
い
っ
た
、
成
通
影
供
の
歌
と
同
様
に
専
門
用
語
を
多
用
す
る
歌
も
目
立
つ
の
で
あ
る
。
教
訓
歌
や

道
歌
の
歴
史
と
伝
統
を
も
あ
わ
せ
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
一
吉
う
ま
で
も
な
い
が
、
中
世
期
を
代
表
す
る
教
訓
歌
の
一
つ
で
あ
る
「
蹴
鞠

(402) 



百
首
』
が
生
み
出
さ
れ
た
背
後
に
は
、
か
そ
け
き
も
の
な
が
ら
平
安
時
代
よ
り
脈
々
と
続
く
、
蹴
鞠
を
詠
む
和
歌
の
伝
統
が
存
し
て
い
る
こ
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と
は
認
め
て
良
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

畢
寛
和
歌
と
い
う
も
の
は
、
三
十
一
文
字
と
い
う
極
限
ら
れ
た
文
字
数
の
中
に
、
ど
れ
だ
け
深
い
思
惟
や
、
微
妙
に
し
て
複
雑
な
人
間
関

係
、
広
大
あ
る
い
は
微
細
な
風
景
等
を
閉
じ
こ
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
、
追
求
す
る
文
芸
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
掛
調
や
縁
語
と

い
っ
た
技
法
、
あ
る
い
は
本
歌
・
本
説
取
り
と
い
う
手
法
は
、
そ
の
目
的
の
為
に
編
み
出
さ
れ
、
ま
た
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ

る
。
掛
調
や
縁
語
は
、
日
本
語
に
特
徴
的
な
同
音
異
義
語
に
着
目
し
て
、

一
つ
の
調
に
二
重
の
意
味
合
い
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内

容
を
重
層
化
し
て
一
首
の
世
界
を
広
げ
よ
う
と
す
る
技
法
で
あ
る
。
蹴
鞠
を
詠
む
和
歌
は
、
蹴
鞠
の
こ
と
を
詠
み
つ
つ
も
、
伝
統
的
な
和
歌

と
し
て
の
自
立
性
を
持
た
せ
る
と
い
う
、
一
見
難
事
と
思
え
る
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
技
法
を
用
い
て
、
多
少
の
失
敗
も
認
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、

こ
う
し
た
詠
み
方
が
蹴
鞠
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
和
語
な
ら
ざ
る
詞
が
圧
倒
的
な
仏
典
の
教
え
を
詠
む-196-

容
易
く
し
お
お
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

釈
教
歌
や
、
特
殊
な
専
門
用
語
が
多
用
さ
れ
る
鷹
歌
な
ど
で
は
、
平
安
時
代
以
来
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
纏
め
て

見
直
す
な
ら
ば
、
掛
詞
や
縁
語
と
い
う
存
在
は
、
和
歌
と
そ
の
外
側
の
世
界
を
繋
ぐ
鈎
と
な
る
存
在
で
あ
る
と
言
え
、
貧
欲
に
世
界
を
広
げ

て
い
く
和
歌
の
触
手
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
存
在
は
和
歌
の
柔
軟
性
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
表
面
的
に
は
伝

統
や
規
範
の
重
視
尊
重
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
そ
の
実
態
と
し
て
は
融
通
無
碍
さ
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
こ
の
二
面
性
に
こ
そ
和
歌
の
生
命

力
の
強
さ
の
秘
密
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
の
特
徴
と
し
て
良
く
言
及
さ
れ
る
、
立
前
と
本
音
の
存
在
は
、
和
歌
に
も
遺
憾

な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
か
、
和
歌
の
こ
う
し
た
あ
り
方
が
、
日
本
人
の
精
神
風
土
に
浸
透
し
て
い
っ
た
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
乏
し
い
結
論
を
元
に
す
る
も
の
と
し
て
は
、
考
証
も
不
十
分
な
ま
ま
に
、
風
日
敷
を
広
げ
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
が
、
蹴
鞠
を
詠
む
和



歌
の
伝
統
の
存
在
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
歌
と
い
う
文
芸
の
長
寿
の
秘
密
に
少
し
で
も
迫
ろ
う
と
し
た
次
第
で
あ
る
。

、
王(

l
)
 
蹴
鞠
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
融
・
桑
山
浩
然
氏
『
蹴
鞠
の
研
究
公
家
鞠
の
成
立
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
平

6
)
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
ま

た
本
稿
で
引
用
す
る
和
歌
は
、
特
に
注
記
が
無
い
場
合
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
も
の
と
す
る
。

(
2
)
「
平
安
末
期
の
百
首
題
」
『
鳥
帯
千
載
集
時
代
和
歌
の
研
究
』
(
風
間
書
房
、
平
7
)。

(
3
)
平
安
末
期
百
首
和
歌
研
究
会
編
『
為
忠
家
両
度
百
首
校
本
と
研
究
』
(
笠
間
書
院
、
平
日
)
の
前
田
育
徳
会
尊
経
閤
文
庫
蔵
本
の
翻
刻
を
本
に
、

清
濁
を
分
か
ち
、
仮
名
表
記
を
適
宜
漢
字
に
改
め
た
。
ま
た
六
九
四
番
歌
下
句
は
「
こ
ゑ
と
こ
す
ゑ
に
と
ま
り
ぬ
り
け
り
」
と
あ
る
も
の
を
、

書
陵
部
蔵
本
(
一
五
四
・
三
四
)
や
群
書
類
従
本
の
校
異
を
参
考
に
し
て
改
め
て
あ
る
。
ま
た
六
九
一
番
歌
第
四
句
は
「
こ
の
し
た
風
は
」
と

あ
っ
て
異
同
も
な
い
が
、
歌
意
か
ら
適
当
と
思
わ
れ
る
形
に
改
め
た
。
作
者
名
は
巻
頭
の
作
者
一
覧
に
拠
っ
て
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

(
4
)渡
辺
融
氏
「
蹴
鞠
口
惇
集
上
巻
(
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
)
翻
刻
」
(
『
東
京
大
学
教
養
学
部
体
育
学
紀
要
』
お
、
平
3

・

3
)
に
拠

る
。
但
し
清
濁
を
分
か
ち
、
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

(
5
)
同
百
首
に
つ
い
て
は
、
注

(
2
)所
掲
の
松
野
氏
論
文
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
6
)注

(
1
)所
掲
書
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
7
)
「
毎
日
一
首
」
に
つ
い
て
は
浅
田
徹
氏
「
藤
原
為
家
の
毎
日
一
首
に
つ
い
て
(
上
)
ー
そ
の
伝
存
と
原
態
|
」
(
『
国
文
(
お
茶
の
水
女
子
大
学
)
』

問
、
平ω
・
ロ
)
・
「
同
(
下)
l
そ
の
歌
風
|
」
(
同
問
、
平
加
・

7
)
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
8
)難
波
家
は
雅
経
兄
の
宗
長
に
始
ま
る
鞠
道
家
で
、
室
町
期
に
断
絶
し
、
近
世
期
に
飛
鳥
井
家
か
ら
養
子
が
入
っ
て
再
興
さ
れ
、
以
後
も
同
家

と
養
子
縁
組
み
が
あ
り
、
飛
鳥
井
家
の
分
家
的
な
存
在
と
な
っ
た
家
で
あ
る
。
詳
し
く
は
注

(
1
)所
掲
書
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
9
)平
成
九
年
三
月
に
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
美
術
工
芸
課
が
作
成
し
た
『
難
波
家
蹴
鞠
関
係
資
料
目
録
』
で
の
整
理
番
号
は
「
六

O
五
」
で
あ
る
。

(
悶
)
武
井
和
人
氏
「
一
首
懐
紙
書
式
雑
纂
」
『
中
世
和
歌
の
文
献
学
的
研
究
』
(
笠
間
書
院
、
平
成
元
)
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
日
)
『
成
通
卿
口
伝
日
記
』
の
本
文
は
群
書
類
従
本
に
拠
り
、
一
部
表
記
等
を
改
め
た
。

(
ロ
)
蒲
原
氏
の
考
察
は
、
拙
稿
の
成
通
影
供
の
開
催
時
期
説
を
参
考
に
さ
れ
て
お
り
、

o
y
 

そ
の
修
正
が
必
要
と
な
っ
た
現
在
で
は
、

八
年
は
文
明
八
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年
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
の
だ
が
、
蒲
原
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
四
一
番
歌
調
書
の
「
冷
泉
会
始
に
、
鴛
多
春
友
」
が
、
歌
題
の
一
致

か
ら
明
応
八
年
正
月
十
八
日
の
会
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
や
は
り
明
応
八
年
と
見
て
お
き
た
い
。

(
日
)
「
武
田
月
次
」
、
「
蒲
生
月
次
」
等
と
武
家
の
月
次
歌
会
に
出
詠
し
て
い
る
こ
と
も
、
武
田
元
信
や
蒲
生
貞
秀
と
親
交
の
あ
っ
た
雅
康
の
集
と
見

る
こ
と
の
補
強
材
料
と
な
ろ
う
。

(
Mけ
)
飛
鳥
井
雅
有
『
内
外
三
時
抄
』
の
「
鞠
場
篇
」
に
「
雑
木
ハ
、
榎
、
椋
、
梨
、
柿
、
槻
、
是
皆
有
」
と
あ
る
。
猶
、
『
内
外
三
時
抄
』
は
、
注

(
1
)所
掲
書
の
天
理
図
書
館
蔵
本
の
翻
刻
を
用
い
た
。

(
日
)
古
筆
学
研
究
所
編
『
過
眼
墨
宝
撰
集
6

』
(
旺
文
社
、
平
成
3
)
に
図
版
と
解
説
が
あ
る
。

(
凶
)
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
店
則
宴
曲
下
』
(
朝
日
新
聞
社
、
平
9
)
所
収
の
『
拾
果
集
』
に
拠
り
、
一
部
表
記
等
を
改
め
た
。

(
打
)
井
上
宗
雄
氏
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究
室
町
前
期
〔
改
訂
新
版
〕
』
(
明
治
書
院
、
昭
卸
)
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
同
)
伝
本
に
よ
り
項
目
名
に
異
同
が
有
る
が
、
こ
こ
で
は
以
下
の
例
歌
を
含
め
て
、
江
戸
中
期
写
の
架
蔵
本
に
拠
り
、
群
書
類
従
本
で
校
訂
し
、

必
要
な
濁
点
を
付
し
て
あ
る
。

(
ω
)当
百
首
に
つ
い
て
は
、
稲
垣
弘
明
氏
『
中
世
蹴
鞠
史
の
研
究
|
鞠
会
を
中
心
に
|
』
(
思
文
閤
出
版
、
平
加
)
を
、
教
訓
歌
に
つ
い
て
は
、
井

上
宗
雄
氏
「
中
世
教
訓
歌
略
解
題
付
・
教
訓
歌
小
考
」
(
立
教
大
学
日
本
文
学

M
、
昭
何
・
7
)
や
同
氏
「
和
歌
の
実
用
性
と
文
芸
性
1

狂

歌
・
教
訓
歌
と
正
風
体
和
歌
と
!
」
『
中
世
歌
壇
と
歌
人
伝
の
研
究
』
(
笠
間
書
院
、
平
問
)
を
参
照
願
い
た
い
。

付
記本

稿
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日
に
国
文
学
研
究
資
料
館
で
催
さ
れ
た
、
「
日
仏
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
一
集
と
断
片
|
国
際
共
同
研
究
の
新

た
な
視
界
|
」
に
お
け
る
、
問
題
の
発
表
に
大
幅
に
手
を
加
え
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
仏
日
の
諸
先
生
に
篤

く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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