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「羽

衣
」
形

成

考

三

村

昌

義

 
 
 
 

は

じ

め

に

 
謡
曲

「
羽
衣
」
の
成
立
、
作
者
等
に

つ
い
て
は
、
香

西
精
氏

の
非
世

阿
弥
作

と

い
う
推

定

-
 

『観

世

』

36

・
1
ー

さ

ら

に
そ

れ

を
受

け

て

こ

の

曲

の

連
歌
的
世
界
と

の
結

び

つ
き
、
作
者
と
し
て
連
歌
的
教
養

を
持

つ
者
の
参
加
の

可
能
性
を
指
摘

し
た
堀

口
康
生
氏
の
論
考
i

『観
世

』
49

・
3
 
 

な
ど
が

あ
る
が
、
本
稿

は
そ
れ
ら
に
従

い
つ
つ
、
さ
ら

に
作
老
、
本
説

の
問
題

、
加

え

て
三
保
と
い
う
土
地
じ
た
い
に
羽
衣
伝
説
が
形
成
、
定
着
す
る
要
素

な
ど
に
つ

い
て
土
地
の
伝
承
な
ど
も
参
考

に
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

 
三
保
、
あ
る
い
は
三
穂
と
い
う
地
名

は
、
駿
河

に
も
三
保
松
原

の
ほ
か
に
賀

茂
郡
下
田
町
の
三
穂
崎
さ
ら
に
紀
州
、

出
雲
な
ど

に
あ
る
が
、

い
ず

れ
も
海
岸

に
存
在
す
る

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。

 

「
ほ
」
は
神
意

の
象
徴
的
発
現
を
意
味
す

る

「
ほ
」
と
関
係
が

あ

ろ

う

か

ら
、

「
み

ほ
」
と

い
う
地
は
、
海
か
ら
神
を
迎
え
、
杞
る
場
所

で
あ

っ
た
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
出
雲

の
三

保
は

『
古
事
記
』

に
、
波

の
穂

に
乗

っ
て
少
名

毘
古
那
神
が
渡

っ
て
来
た
と
い
う
伝
え
が
み
え
る
し
、
三
保
松
原

に
は
延
喜
式

内
社
、
三
穂
神
社
が
鎮
座
す
る

、
興
味
深

い
の
は
、

こ
の
神
社

か
ら
真
直
ぐ

に

海
岸

へ
向

っ
て
五
〇
〇
米
余
り
松
並
木
が
続

い
て
い
る

こ
と
で
、

そ
の
先
端

に

「
羽
衣

の
松
」
と
称
す
る
老
木
が
あ

る
。
も

っ
と
も
、
現
在
の
そ
れ
は
、
津
波

で
流

さ
れ

た
り
し
て
何
代
目
か
の
も

の
な

の
で
、
先
端
と
は

い

っ
て
も
少

し
松

並
木

と
の
角
度

は
ず
れ
て

い
る
が
、
と
も
か
く
海
岸

に
依
代
と
し
て
の
松
の
老

木
が
あ

り
、
そ

こ
か
ら
松
並
木

が
神
社

へ
と
続

い
て
い
る
と

い
う
形
態
は
、
海

か
ら
来
臨
す
る
神

を
迎
え
る
と
い
う
古
代
祭
杞
の
名
残
を
と
ど

め
て

い
る
も

の

と
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、 
「
羽
衣
の
松

」
と
し
て
喧
伝

さ
れ

る

以

前

か

ら
、

こ
こ
に
は
神

の
松
と
し
て
崇

め
ら
れ
る
も
の
が
あ

っ
た
と
想
像

し
て
よ
い

だ
ろ
う
。

 
三
保
松
原
は
地
形
的

に
い
え
ば
、
沿
岸
流

に
よ

っ
て
運
ば
れ
た
土
砂
の
堆
積

に
よ

っ
て
出
来
た
砂
噛

で
現
在

は
略
図

の
よ
う
な
形

を
し

て
い
る
が
、
江
戸
時

代

だ
け

で
も
宝
永
、
安
政
な
ど
の
大
地
震
、
津
波

に
よ

っ
て
大
き

く
地
形
が
変

化
し
た
ら
し
く
、
古
代
、
中
世

に
ど

の
よ
う
だ

っ
た
か
は
判
断

し
難

い
が
、
現

在
の
よ
う
に
全
く
陸
続
き

で
は
な
く
、
満
潮

の
時

に
は
島

の
よ
う

に
な
り
、
干

潮
の
折

に
は
磯
伝

い
に
渡
れ
る
と

い
っ
た
地
形
で
あ

っ
た

こ
と

は
、
各
地

に
渡

し
の
跡

と
伝

え
る
も
の
が
残

っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
推
測

で
き

る
。

こ
の
よ
う
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な
土
地
に
、
海
か
ら
来
臨
す

る
神
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
水

の
信
仰
が
存
在
し

た

こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
が
、
三
保
に
限

ら
ず
、
古
代
駿
河

に
そ
の
よ
う
な

信
仰

の
あ

っ
た

こ
と
は
、
『
万
葉
集
』
に
「打

ち
寄
す
る
駿
河
」
と

い
う
枕
詞

の

用
例

(
三

一
九
、
四
三
四
五
)
が
あ
る

こ
と
か
ら
も
想
像
さ
れ
よ
う
。

こ
の
係

り
方
に

つ
い
て
は
諸
説
あ

り
、 

「
ス
ル
」
と
い
う
同
音

を
重
ね
て
来
た
興
味
も

首
肯

で
き

る
が
、

「
神
風

の
伊
勢
の
国

は
常
世

の
浪
の
重
浪
寄
す
る
国

」
(
『
垂

仁
紀
』
)
、
「
水
依
り
茨
城

の
国
」
(『
常
陸
風
土
記
』
)
な
ど

の
表
現
を
併
せ
考

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旬

え
る
と
、
や
は
り
駿
河

に
あ

っ
た
常
世
波

の
信
仰
を
基
盤

に
考
え
る
べ
き
て
、

そ
う
す
る
と
東
遊
歌

の
駿
河
舞

 
 

や
 
有
度
浜

に
 
駿
河
な
る
有
度
浜

に
 
打
ち
寄
す
る
浪

は
 
七
草
の
妹

 
 

こ
と

こ
そ
良
し
 

こ
と

こ
そ
良

し
 
七
草
の
妹

は
 

こ
と

こ
そ
良
し
 
逢

 
 

へ
る
時

 
い
ざ
さ
は
寝

な
む
 
や
 
七
草

の
妹
 

こ
と

こ
そ
良
し

の

「
打
ち
寄
す

る
浪
」
も
同
様

に
説
明
す
る

こ
と
が

で
き

る
、

こ
の
歌
は
平
安

中
期

に
固
定

し
た
も
の
と
思

わ
れ
、
歌
詞
も
有
度
浜

に
打
ち
寄

せ
る
常
世
波
が

七
草

の
妹

と
い
う

の
は
、
と

ん
で
い
る
と

こ
ろ
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
例
え
ば
占

代
、
行
幸

な
ど

の
際
に
処
女

た
ち
が
、
海
岸

に
出

て
玉
を
拾
う

こ
と
を
す

る
行

事
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
i

『
万
葉
集

』
な
ど
に
み
ら
れ
る

こ
の
行
事
は

早
く

に
遊
覧
化
し
て
い
る
が
、
も
と
は
常
世

か
ら
打
ち
寄

せ
ら
れ
た
玉

を
拾
う

と

い
う
信
仰
行
事
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る

ー

常
世
波

の
寄
せ
来

る
海
辺
で

襖
を
く

り
か
え
し
て
聖

い
生
活
を
し
て
い
る
処
女
が
た
だ
ち
に
思

い
起

こ
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
あ

る
い
は
打
ち
寄

せ
る
波

の
白
さ
は
、
七
草

の
妹

の
身

に
つ
け
て

い
る
衣

の
よ
う
だ
、
と

い
う
意

も
加
わ

っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か

く

「
七
草

の
妹

」
に
は
天
女
の
連
想
が
あ
る

こ
と
は
確
か
で
、

こ
の
歌
の
続
き

ら
し

い
風
俗
歌

の

「
八
少

女
」

「
彼

の
行

く
」
と
合
わ
せ
て
、
東
遊

の
起
源
説

話

で
あ
る
有
度
浜
天
人
伝
説
と
白
鳥
伝
説
、
さ
ら

に

「
羽
衣
」
と
の
関
連
を
折

 
 
 

 
 
 
 
 
 

②

口
信
夫

は
説

い
て

い
る
.
有
度

浜
の
伝
承

で
は
、
天
人
が
白
鳥

に
な

っ
た
こ
と

は
伝
え

て
は

い
な
い
が
、
古
代
か
ら
鳥

は
人
の
霊
魂

を
保
持

し
運
搬
す

る
も

の

と
考
え
ら
れ
、
『
常
陸
風
土
記
』
「
白
鳥
郷
」
の
地
名
起
源
説
話

の
よ
う
な
鳥
と

処
女

と
の
転
身

の
例

を
参
酌
す
る
と
、
有
度
浜

の
伝
承

に
も
、
予
備
知
識

と
し

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
㈹

て
は
、
そ
れ
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
.

 

平
安
中
期

の
楽
書
、
歌
書

に
多
く

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
、
有
度
浜
天
人

伝
説
は
、
中
央

で
も
か
な
り
有
名

で
あ

っ
た
よ
う
で
、
そ
の

一
因
は
、
東
遊
、

風
俗

に
分

れ
た
右

の

一
群
の
歌
謡

の
流
行

に
あ

り
そ
う
だ
が
、

こ
こ
で
歌
謡

が

さ
き
か
伝
説
が
さ
き
か
、

と
い
う
時
間
的
前
後

を
と
や
か
く
し

て
も
致
し
方
あ

る
ま

い
。
常
世
波

の
信
仰

に
基
づ

く
処
女
た
ち
の
襖
の
さ
ま
を
歌
謡
化
し
た
の

が
駿
河
舞

の
詞
章
な
ら
ば
、
そ
れ
を
垣
間
見

し
て
、
天
女

に
出
会

っ
た
と

い
う

ふ
う
に
仕
立
て
た
の
が
有
度
浜
天
人
伝
説

と
い
う
よ
う
に
、
両
者

は
同
じ
母
体

か
ら
生
れ
出
た
も
の
で
、

こ
の
両
者

の
関
係
を
よ
り
深
く
定
着

さ
せ
て
い

っ
た

も
の
に
五
節
舞

の
影
響
な
ど
が
あ

ろ
う
。 

『
続
教
訓
抄
』

に
、

 
 

或
記
云
ク
、
電
裳
羽
衣
ト
云

ハ
、
求
子
駿
河
舞
也
ト
屈
 
左
監
門

納

言
轍

 
 

云
、
覚
裳
羽
衣

ハ
、
五
節
舞
姫

ノ
舞
也

、
是
等

ノ
説
又
以
指
南

ト
シ
ガ

タ

 
 

シ
、
駿
河
舞
、
五
節
舞

ハ
、
我
朝

ノ
事
也
、
電
裳
羽
衣

ハ
唐
家

ノ
事
也
、

 
 

何
ゾ
我
朝

ノ
舞

ヲ
以
テ
、
唐
家

ノ
曲
ト
称

ス
ベ
キ
、

と

い
う
記
事
が
あ
る
、 
「
電
裳
羽
衣
」
は
確

か
に
唐
楽
だ
が
、
玄
宗
皇
帝
が
道

士

に
伴

わ
れ

て
月
宮
殿

へ
行
き
、
そ

こ
で
見

た
天
女
の
舞

を
伝
え
た
も

の
と
す

る
伝
説

が
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、

一
般

に
は
混
同
を
生
じ
て
、
す

で
に

「
覧
裳

羽
衣
」
と
い
う
と
美
し
い
処
女

の
舞
姿

、
あ

る
い
は
舞
装
束
と
受
け
と
ら
れ
て

い
た

こ
と
、
さ
ら
に
駿
河
舞
も
五
節
舞
も
、
と
も
か
く
天
女

の
舞

っ
た
も
の
と

解

せ
ら
れ
て

い
た
と

こ
ろ
も
あ

る
よ
う
だ
。
謡
曲

の
時
代

に
な
る
と
、

こ
の
混

同

は
著

し
い
が
、
そ
の
源
初
も
相
当

に
古

い
と

い
わ
ね
ば

な
る
ま

い
。
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話

が
や
や
逸
れ
か
か

ウ
た
が
、
述

べ
て
来
た
よ
う
に
、
古

代
駿
河

に
は
常
世

波

と
そ
れ

に
と
も
な
う
襖

の
信
仰
が
盛
ん
で
あ

っ
た

こ
と
は
確
認
で
き

た
と
思

う
。
そ
れ
が
突
発
事
件

と
し
て
中
央

の
記
録

に
ま
で
残

っ
た
の
が

『
皇
極
紀
』

の
富

士
川

の
あ
た
り
に
発
生
し
た
と

い
う
常
世
虫

の
事
件
だ

っ
た

の

で

あ

ろ

う
。
そ
れ

は
と
も

か
く
、

こ
の
よ
う
な
常
世
信
仰
が
中
世

に
か
け
て
も
残

っ
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
久
能
寺

の
存
在
が
あ

る
。
か

っ
て
こ
の
寺

は
久
能
山

に
あ

っ
た
が
、
武

田
信
玄
が
久
能
城
を
築
く

に
当

っ
て
現
在

の
清
水
市
村
松

に

移

さ
れ
、
後
、
荒
廃
し

て
い
た

の
を
明
治

に
な

っ
て
山
岡
鉄
舟
が
復
興
し
、
鉄

舟
寺
と
し
て
現
在

に
至

っ
て
い
る
。
創
建

に
つ
い
て
は
、
寺
伝

に
よ
れ
ば
推
古

天
皇

の
時
代
に
な

っ
て
い
る
が
、

は

っ
き
り

は
し
な
い
。
が
、
『
海
道
記
』
の
記

事

な
ど
か
ら
す
る
と
、
相
当
に
隆
盛

で
あ

っ
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
、
平
安
末

期
ご
ろ

に
は
建
立
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
注
意

し
た
い
の
は
、

こ
の
寺
が

「
補
陀
落
山
」
と

い
う
山
号

を
も
ち
、
観
音
を
本
尊

と
し
て
い
る
こ

と
で
、
言
う
ま
で
も
な
く
熊
野

に
有
名
な
補
陀
落
信
仰
が
伝
播

し
て
い
る
点

で

あ

る
。 

『
日
本
紀
』

に
は
、

熊
野

か
ら
少
彦
名
が
常
世

へ
渡

っ
た
と

い
う
伝

え
が
あ
る
し
、
近
世

に
至
る
ま
で
の
数
多

い
補
陀
落
渡
海

の
記
録

か

ら

み

て

も
、
熊
野

の
信
仰

は
補
陀
落
と

い
う
海
上
浄
土

に
対
す
る
信
仰
、
言

い
換

え
れ

ば
常
世

へ
の
憧
憬

の
変
容
と
み
て
よ
い
し
、
そ
れ
が
駿
河

に
も
伝
わ

っ
て
い
る

背
景

に
は
、
や
は
り
こ
の
地
の
常
世
信
仰
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な

い
。

 

さ
ら

に
三
保
じ

た
い
の
水
の
信
仰

を
考
え
る
時

に
大
切
な
の
は
、
後

に
も
触

れ
る
が
、
連
歌
師
、
紹

巴
が
永
禄

一
〇
年

(
一
五
六
七
)
に
富
士
を
見
物

に
東

へ
下

っ
た
折

の
紀
行
文

『
紹

巴
富

士
見
道
記
』

の

 
 
池

の
天
人

の
衣
掛
の
松
蔭

よ
り

 
と

い
う

一
節

で
あ
る
。
 
「
池

」
と
い
う
の
は
、

た
だ
水
ほ
と
り
の
と

い
う
意

か
も
し
れ
な
い
が
、
地
名

だ
と
す

る
と
、
現
在
も
三
保

の
先
端
部

に
池
と
い
う

と
こ
ろ
が
あ

り
、
昔

は
池
が
あ

っ
た
と
伝
え
て

い
る
。

こ
こ
の
松

に
天
女
が
下

り
て
衣

を
掛
け
た
と
い
う
伝
承
が
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、 

「
池
」
と

い
う
地

名
は
、
少
し
暗
示
に
富

ん
で
い
る
。
そ
れ

は
紀
貫
之
の

『
土
左
日
記

』

一
月
七

日
の
条

に
出
て
来
る

「
池

の
女
」
と
の
関
連

で
あ
る
。
池
田
弥

三

郎

先

生

に

は
、
早
く

に
こ
の
条

に
つ
い
て
の
考
察
が
あ
り
、
土
佐

の

「
お

い
げ

さ
ん
」

の

信
仰
と
、
そ
れ
に

つ
い
て
の
折

口
信
夫

の
発
言
i

加
茂
神

を
生

ん
だ
母

で
あ

っ
て
、
出
雲
系
統

の
、
清
水

の
ほ
と
り
に
い
る
神
聖
な
女
神

で
あ

る
ー

を
背

景
と
し
て
、
単
な

る
日
録
で
は
な
く
、
 
「
池
」
と
い
う
地
名

の
と
こ
ろ
に
は
水

の
女
神
が
い
て
、
聖
水
を
管

理
し
て
い
る
と
い
う
信
仰
的
伝
承

に
興
味
を
も

っ

た
貫
之
が
、
そ

の
伝
承
的
な
女
神

を
現
実
化
し
て
、 

「
池
の
女
」
と
し
て
登
場

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ω

さ

せ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
さ
れ

て
い
る
。
土
佐

の

「
お
い
げ
さ

ん
」
と
駿
河

の

「
池
」
を
結
び

つ
け
る
強
引
さ
は
持
ち
合
わ

せ
て

い
な
い
が
、 

「
み
ほ
」
と

い
う
出
雲

と
共
通
し
た
地
名

の
存
す
る

こ
と
、
後

の
付
会

で
は
あ
ろ
う
が
、
三

穂
神
社

の
祭
神

は
大
己
貴
命

で
あ

る
こ
と
、
ま
た
、
三
保

に
は
為
朝

の
墓
と
伝

え
ら
れ
る
も

の
が
あ
る

こ
と
や
、
沖
縄
と
三
保

に
し
か
な
い
と

い

う

「
宮

城

島
」

の
姓
が
多

い
こ
と
な
ど
と
、
さ
き
に
述

べ
た
熊
野
信
仰

の
伝
播
な
ど
を
重

ね
合
わ
せ
る
と
、
黒
潮
の
流
れ

に
乗

っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
伝
流
と

い
う

こ
と

も
全
く
想
像
し
得

な

い
こ
と
で
は
あ
る
ま

い
。

二

 

従
来
、
謡
曲

「
羽
衣
」
の
本
説
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

A
 

『
丹
後
風
土
記
逸
文
』

 
ア
 
羽
衣

の
隠

匿

 
イ
 

「
天

の
原

ふ
り
さ
け
見
れ
ば
霞

立
つ
雲
路
ま
ど

ひ
て
行

方

知

ら

ず

 
 
も

」
の
引
歌
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ウ
 

「
い
や
疑
ひ
は
人
間

に
あ
り
、
天

に
偽

り
な
ぎ
も
の
を
」
の
シ
テ
の

 

 
 
文
句

 

B
 

『
続
教
訓
抄
』
『体
源
抄

』
な
ど

の
雅
楽
伝
書
、
及
ひ

『
奥
儀
抄
』
『
和

 

 
 
歌
色
葉
』
な
ど
の
歌
書

 

 
ア
 
東
遊

の
駿
河
舞

の
起
源

な
ど
が
あ
る
が
、

い
ず
れ
も

 

 
ω
季
節

 
春

 

 
②
舞
台
 
三
保
松
原

 

 
㈹

シ
テ
天
人
が
東
遊

の
駿
河
舞
を
伝

え
た
こ
と

 

 
ω

ワ
キ
の
名
が
白
龍

で
あ

る
こ
と

と
い

っ
た

「
羽
衣
」
の
大
切

な
ポ

イ
ン
ト
を
満
足
さ

せ
る
も
の
で
は
な

い
。

こ

れ
ら
を
総
合

し
た

「
羽
衣
」
の
直
接

の
本
説

と
い
え
る
も
の
は
、
謡
曲
以
前

の

文
献

に
は
見
当
ら
ず
、
作
者

は
こ
れ
ら
を
適
当

に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
三
保
松

原

に
天
人
が
舞

い
下
り
て
、
東
遊

の
駿
河
舞

を
伝

え
た
、
と

い
う

ふ
う

に
恣
意

的

に
作
り
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ

な
ら
ば
、
そ
う
さ
せ
た
要
因

は
何

か
と

い
う

こ
と
は

一
考

に
価

し
よ
う
。

 

ま
ず
、
舞
台
が
有
度
浜

で
な
く
三
保
浦
に
な

っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
三
保

に
は
神

の
松
が
あ

る
と

い
う
点
が
見
逃
せ
な
い
。

和
歌

の
世
界

で
は
三
保
と
い
う
歌
枕
は
、
清
見
潟
と
対

に
し
て
、
清
見
潟
か
ら

三
保
を
眺
め
る
と

い
う
形
で
の
詠
歌
が
多

い
よ
う
だ
。

 

 
清
見
潟

う
ち
出
て
み
れ
ば
盧
原

の
み
を
の
興
津

は
波
静
か
な
り

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
『
新
後
撰

』
前
大
納
言
為
氏

 

 
清
見
潟

ふ
じ

の
畑
や
消

え
ぬ
ら
ん
月

影
み
が
く

み
ほ
の
う

ら
波

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
玉
葉

』
 

後
鳥
羽
院

 

 
清
見
潟
磯
山
も
と
は
暮

れ
そ

め
て
入
日
の

こ
れ

る
三
保
の
松
原

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
『
玉
葉
』
 

藤
原
家
隆

 
 
忘
れ
ず

よ
清
見
関

の
浪
ま
よ
り
か
す

み
て
見

え
し
み
ほ
の
う

ら
松

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
『
続
古
今
』
 

中
務
卿
親
王

 

こ
の
よ
う
に
、
三
保
と

い
う
と
松
と

い
う
イ

メ
ー
ジ
が
定
着

し
て
い
た

こ
と

は

『
藻
塩
草

』
の

「
三
保
浦
」

「
三
穂
崎
」

の
項

に
い
ず

れ
も

「
松
」
と
あ

る

こ
と
か
ら
も

う
か
が
う

こ
と
が

で
き
る
。

 
さ
て
、
古
く
か
ら
天
人
が
舞

い
下
り
た
と

い
う
伝
説
で
有
名
な
有
度
浜

は
、

実

は
三
保

と
は

一
続
き

の
海
岸
な

の
で
、
古
く
は
三
保
松
原

ま
で
を
含
ん
で
の

称

で
あ

っ
た
と

い
う
考

え
方
も
あ
る
が
、
和
歌
の
ほ
う
で
は
三
保
と
有
度

と
は

は

っ
き

り
区
別
が
あ
る
よ
う
だ

し
、
地
理
的

に
考
え
て
も

『
延
喜
式

』
に
は
三

穂
神
社

は
癒
原
三
座

の

一
つ
と

し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る

こ
と

か
ら
す
る
と
、
三

保
は
有
度
郡

に
は
属
し
て

い
な
い
し
、

『
海
道
記
』

の

 
 
う
と
の
浜
を
す
ぐ
れ
ば
浪

の
音
風

の
声

こ
そ
心
す
む
と
こ
ろ
な
り
。
浜

の

 
 
東
北

に
霊
地

の
山
寺
あ

り
。
四
方
高
く
は
れ

て
四
明
天
台

の
末
寺

た
り
。

と

い
う
記
述

か
ら
し
て
、
久
能
寺
が
有
度
浜
の
東
北

に
あ

る
な
ら
ば
、
反

対
に

久
能
山
の
南

西
が
有
度

浜
で
あ
ろ
う

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

し
た
が

っ
て

「
羽

衣
」
は
、

ま
ず
松

の
存
在

に
よ

っ
て
舞
台
を
三
保

に
し
た
こ
と
が
考

え
ら
れ

よ

う
。
(有
度
浜

に
は

『
藻
塩
草
』

に
も
松

の
付
合

い
は
な
い
。)
室
町
期

の
能
舞

台
は
鏡

板
な
ど
も
な
く
、
地
謡

の
位
置
も
現
在

と
は
異
な

っ
て
い
る
が
、

「
羽

衣
」

の
最

も
古

い
型
付
で
あ

る

『
宗
節
仕
舞
付
』
に
は
、
松

の
作
り
物
を
出
す

こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る

の
で
、

こ
の
演
出
が
成
立
当
初

か
ら
の
も

の
だ
と
す

る
と
、

こ
の
松

は
相
当
に
舞
台
効
果
が
あ

っ
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。

 
次

に
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と

は
、
舞
台
に
富

士
山
を
現
出
さ

せ
得
る
か
ど

う
か
、
と

い
う
点

で
あ
る
。
中
世

に
な

っ
て
交
通
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、

東
遊

し
て
富
士
の
美

し
さ
を
実
際

目
に
し
た
人

々
が
増
加
し
た

こ
と
は
当
然
考
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え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら

の
人

々
に
よ

っ
て
都

へ
も
た
ら
さ
れ
た
富

士
の
評
判
、

そ
れ

に
よ

っ
て
か
き
立

て
ら
れ
た

エ
キ
ゾ

テ
ィ
シ
ズ

ム
か
ら
の
み
で
は
な
い
に

し
て
も
、
永
享
四
年

(
一
四
三
二
)
将
軍
足
利
義
教

は
、
富

士
遊
覧
と
称

し
て

駿
河

へ
下
向
し
て

い
る
。
そ

の
紀
行

が

『
富
士
紀
行
』

『
覧
富
士
記
』
で
、

こ

れ
を
み
て
も
当
時

の
都
人

に
富
士

へ
の
関
心

の
大
き

か

っ
た

こ
と
は
考
え
ら
れ

よ
う
。

 
と

こ
ろ
が
、
実
景
と
し
て
は
、
有
度
浜
か
ら
は
久
能
山

に
隔
て
ら
れ
て
富

士

山
は
見
え
な

い
。

こ
こ
の
海
岸
線

に
沿

っ
て
三
保

の
ほ
う

へ
歩

い
て
み
る
と
、

富

士
が
久
能
山
の
肩

か
ら
見
え
は
じ
め
る

の
は
、
増
と

い
う
集
落

の
万
象
寺

と

い
う
あ
た
り
か
ら

で
、
そ

こ
か
ら
羽
衣

の
松

へ
近
づ
く
に

つ
れ
て
大
き

く
姿
を

見
せ
は
じ
め
、
羽
衣

の
松
か
ら
さ
ら

に
鎌
ケ
崎

と
い
う
松
原

の
真
中
あ
た
り
ま

で
行
く
と
、
海

の
上

に
半
分
浮
ぶ
よ
う
に
富

士
の
眺
望
が
ひ
ら
け
て
来

る
の
で

あ
る
。
ど

こ
か
ら
富
士
山
が
見

え
る
か
と
い
う

よ
う
な
地
理
的
な

こ
と
な
ど
知

ら
な

い
都
人
を
対
象
と

し
て
演

じ
る
の
だ
か
ら
、
有
度
浜

か
ら
富
士
が
見

え
て

も
か
ま
わ
な
い
し
、
ま
た
作
者
も
実
景
を
知
ら
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
世

阿
弥

の

『
却
来
華
』

に

 
 
駿
河
舞

の
書
、
是

又
、
駿
河

の
有
度
浜

に
天
女
天
降

り
た
り
し
来
歴
也
。

と
あ
る
通

り
に
、

こ
れ
を
も
と
に
し
て
本
説

正
し
く
作
曲

し
た
か
と
思

わ
れ
る

の
だ
が
、

わ
ざ
わ
ざ
実
際

に
富

士
の
見
え
る
三
保

に
舞
台
を
移
し
て
来

て
い
る

点
を
推
測
す
る
と
、
作

者
は

こ
こ
の
実
景

を
知

っ
て

い
た
の
で
は
な

い
か
、
実

際

に
三
保

の
現
地
を
訪

れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
そ

の

一
つ
の
傍
証
と
し
て
、

ワ
キ
の
漁
夫

の
名
、
白
龍

に
つ
い
て
考

え

て

み

た

い
。

 

ワ
キ
の
白
龍

に
つ
い
て
は
、
『
謡
曲
大
観

』
が

『
説
苑
』

に

「
昔
白
龍
下

二清

冷
之
淵

一、
化
為
レ
魚
、
漁
者
豫
且
射
中
二其
目

己

と
あ

る
故
事
に
よ

っ
て
、
そ

の
主
客
を
転
倒

し
て
漁
夫

の
名

と
し
た
と
あ
る
以
外

ふ
れ
ら
れ
て

い
な

い
よ
う

だ
が
、
現

在
、
伯
梁
神
社
と

い
う
小
桐
が
三
保
本

町
に
杞
ら
れ
て

い
る
。
土
地

の
人

に
も
あ
ま
り
知

ら
れ
て

い
な
い
よ
う
で
、
楠

の
大
木
と
井
戸
跡

の
あ
る
暗

い
感
じ

の
す
る
場
所

で
あ
る
。
江
戸
期
の
史
料
を
み
る
と
、
例
え
ば

『
駿
河
国

新

風
土
記
』

に
は

 
 
伯
梁
屋
敷
、
相
伝

ふ
漁
人
が
家
居
の
跡
と
云
。
古
井
あ
り
。
其
地

に
住
す

 
 
れ
ば
代

々
火
災
あ

り
と
て
、
今
其
地
を
避
て
埴
と
せ
り
。

と
あ

る
ほ
か
、

 
 

バ
ク
レ
ウ
の
子
孫
な
り
と
て
此
地
の
錨
取
宮
城
嶋
志
摩
と

い
ふ
あ
り
。
も

 
 
と
は
此
社

(注
、
三
穂
神
社
)

の
神

主
た
り
し
と
い
ふ
。

ま
た

『
駿
河
志

料
』
に
は

「
釣

江
寺
」
と
し
て
、

 
 
此
寺

の
来

由
詳
な
ら
ず
。
伯
梁
屋
敷

と
云
え
る
地
名
も
存

す
。
猿
楽

の
謡

 
 
曲

の
如
き
、
里
俗
伝
説
も
あ
り
て
、
此
寺
も
作

る
か
、
伯

良

に
由
あ
る
事

 
 

に
や
有

け
ん
。

な
ど
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
土
地

の
伝
承

で
は
三
保

に
は
真
水

の
湧

く
井
戸

は
な
か

っ
た
が
、

こ
の
伯
梁
屋
敷

の
井
戸
だ
け
は
真

水
が
出
た
と

い
い
、
後
、

屋
敷
は
理
由
は
さ
だ
か
で
な

い
が
、
焼
き
払
わ
れ
、
そ

の
跡

へ
行

く
と
災

い
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
て
、
今
も
伯
梁

に
つ
い
て
は
語

り
た
が
ら
な

い
風
で
あ

る
、

 

こ
の
伝

承
が
ど

こ
ま
で
の
古
さ
を
持

っ
て
い
る
か
は
問
題

の
あ
る
と

こ
ろ
だ

が
、
謡
曲

の
知
識
以
外

の
こ
の
土
地

の
水
の
信
仰

に
か
ら
む
も

の
が
残

っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
唯

一
の
真
水
の
井
戸
を
領
有

し
、
水
の
専
有
権

を
持

っ

て
伯

梁
屋
敷

に
住
ん
で

い
た
の
は
、

こ
の
地

の
族
長

で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ

る

し
、

白
龍
-

土
地
で
は
伯
梁
と
当
て
て
い
る
ー

は
真
水
の
井
戸

に
杞
ら
れ

た
水
の
神

の
名

で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
期

の
三
保
を

描

い

た

絵

図

『
東
海
道
分
間
延
地
図
』
な
ど

に
は
、
蛇

の
頭

の
よ
う

に
三
保
の
半
島
を
描
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き

そ
の
先
端
部

の
、
さ
き
に

ふ
れ
た

「
池
」
に

「
竜

の
眼
」
と
注

し
て
い
る

も

の
が
あ
る
, 

「
羽
衣

」
の
作
者
は
、
土
地

に
祖
ら
れ
て
い
た
龍
神

の
名
を

ワ

キ
の
漁
夫

の
名

に
借
り
て
来
た
の
で
は
な

い
か
、
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
当
然
現

地
を
訪
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

 

と
も
か
く
、
天
人
が
舞

い
下
り
て
、
舞

を
奏

で

つ
つ
再
び
天
上

へ
帰

っ
て
行

っ
た
、
と
い
う

の
で
は
構
図
と
し
て
は
物
足

り
な

い
。
舞

い
下
り
た
の
は
神

の

松
が
あ

り
、
歌
枕

と
し
て
も
名
高

い
三
保
松
原

で
、
舞

っ
た
の
が
東
遊

の
駿
河

舞
で
、
天

へ
昇

っ
て
行
く
背
景

に
は
大
き
く
富
士
が
聾
え
て
い
る
。
そ
し
て
季

節

は
の
ど
か
な
春
霞

の

一
日
ー

春

に
季
節
を
と

っ
て
き

た
の
は

『
丹
後
風
土

記
』
か
ら

の
引
歌

に
す
で
に

「
霞
」
の
語
が
み
え
る
が
、
例

え
ば
能

因
の
歌
を

踏

ま
え
た

「
う

と
は
ま
の
あ
ま

の
は

こ
ろ
も
春
も
き

て
い
ま
も
か
す
み
の
ぞ

て

や
ふ
る
ら
む
 
家
隆
」
の
よ
う
な
歌

の
影
響
、
さ
ら
に
衣

か
ら
霞
と

い
う
連
歌
的

な

つ
な
が
り
が
あ
ろ
う
ー

と

い
う
ふ
う

に
、
今
日
の
我

々
か
ら
す
れ
ば
、
お

膳
立
て
が
揃

い
す
ぎ

て
い
る
か
の
よ
う
な
舞
台

設
定
を

し
て
き

た
と

こ
ろ

に
こ

の
曲

の
主
眼
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
お
膳
立

て
云

々
と

い
う

の
は
、

今

日
の
眼
か
ら
み
る
か
ら
で
、
当
時
と

し
て
は

こ
う
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か

っ

た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
や
や
恣
意
的
な
本
説

の
つ
ぎ

は
ぎ

の
舞

台
設
定
を
し
て
き

た
の
だ
ろ
う
し
、
そ

の
お
蔭

で
か
な
り
の
人
気
曲

で
あ

っ
た

こ
と
は

『
能
楽

源
流
考
』
の

「
演
能
曲
目
調
査
」

で
、
天
文

五

年

(
一
五

三

六
)
か
ら
慶
長
七
年

(
一
六
〇
二
)
ま
で
に
三

一
回

の
上
演
記
録
が
あ
る

こ
と

か
ら
も
う
か
が

え
る
し
、
観
世
光
教
節
付
本
な
ど

の
最
も
古

い
写
本
を
見

て
も

現
行

の
詞
章

と
ほ
と
ん
ど
変

り
な
く
、
舞
台
経
過
も

『
宗
節
仕
舞
付
』
な
ど

の

記
述
は
、
物
著

の
入
る
と

こ
ろ
が
少

し
異
な
る

の
み
で
、
段
取
り
と
し
て
は
現

行

と
同
じ
と
い
う

ふ
う
に
、
最
初
か
ら
完
成
さ
れ
た
曲

と
い
う

こ

と

が

い

え

る
。
そ
れ
だ
け

に
、
逆

に
何
か
下
敷

に
な

っ
た
先
行

の
芸
能
が
あ

っ
た
の
で
は

な

い
か
、
と
い
う
推
測
も

さ
れ

る
の
で
あ

る
、

 

有
度
浜
天

人
伝
説
を
伝

え
た

『
続
教
訓
抄
』

『
体
源
抄

』
に
は
、
天
人

の
舞

を
学
び
伝

え
た
の
は
道
守
氏

の
翁
で
あ

っ
た
と
伝
え
て

い
る
、
道
守
氏

は

『
姓

氏
家
系
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
武
内
宿
弥

の
商

で
波
多
氏

の
族
と

さ

れ

て

い

る
。
ま
た
、
た
び
た
び
引
用
す
る

『
海
道
記
』
に
は

 
 

昔
、
稲
河
大
夫
と

い
ふ
者
、
天
人

の
浜
松
の
下

に
楽
を
調

べ
て
舞

ひ
け

る

 
 

を
見
て
ま
な
び
舞
ひ
け
り
。
天
人
、
人
の
見
る
を
見
て
鳥

の
如
く

に
飛
び

 
 

て
雲

に
か
く
れ
け
り
。
そ

の
跡
を
見
け
れ
ば

一
つ
の
面
形
を
落

せ
り
。
大

 
 

夫

こ
れ
を
取
り
て
寺

の
宝
物
と
す
。
そ
れ

よ
り
寺

に
舞
楽
を
調

べ
て
法
会

 
 

を
始
行
す
。
そ

の
大
夫
が
子
孫
を
舞
人

の
氏
と
す
。

と
あ

っ
て
、
同
様

に
稲
河
大
夫
な
る
者

が
舞

を
伝
え
た

こ
と
に
な

っ
て

い

る

が
、
同
じ
く

『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
稲
河
氏

は
駿
河
浅
間
社
の
奉

幣
使
で
有
度
郡
稲
川
を
領

し
て
い
た
と

い
う
.、

 

『
海
道
記
』

の
記
述

か
ら
も
想
像
で
き

る
よ
う

に
久
能
寺

に
は
古
く
か
ら
芸

能
民
が

い
た
よ
う

で
、
徳
治
三
年

(
一
三
〇

八
)

の
年
号
を
も

つ

「
久
能
寺
定

量
田
楽
装
束
之
事
」
と
い
う
古
文
書

や
翁
、
癒
見
な
ど
の
面
も
現
存
し
て

い
る

し
、 

『
駿
河
新
風
土
記
』

に
は
、
久
能
寺
は
駿
府

の
浅
間
社
と
の
関
係

が
昔

か

ら
深
か

っ
た

こ
と
や
、

こ
の
近
在

の
祭
礼

に
は

こ
こ
か
ら
芸
能
民

が
出
た

こ
と

が
記

さ
れ

て
い
る
。
ま
た

『
駿
国
雑
誌
』

の
伝

え
て
い
る
久
能

山
縁
起

に
よ
る

と
、
開
祖
は
秦
河
勝
二
男
、
久
能
と

い
う

こ
と
に
な

っ
て

い
る
。
秦
河
勝

は
い

う
ま
で
も
な
く
古
代
以
来

の
芸
能
民

に
と

っ
て
自

ら
の
祖

と
仰
が

れ

た

人

物

で
、 

『
風
姿
花
伝
』

に
も
有
名
な
記
述
が
あ

る
。
ま
た
さ
き

に
挙
げ

た

『
海
道

記
』

の
天
か
ら
面
が
降

っ
て
き

た
と

い
う
伝

え
は
、 

『申
楽
談
儀

』
に
も
同
様

な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

 

こ
の
あ
た
り
の
つ
な
が
り
は
稿
を
改
め
て
考

え
て
み
た

い
が
、
要

す
る
に
全
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く
脈
絡

の
な
い
伝
承
で
は
な
く
、
秦

一
族
、
あ
る

い
は
秦
河
勝
を
祖
と
仰

い
だ

芸
能
民
が
古
代

か
ら

こ
こ
に
い
た

こ
と
を
示
す
も

の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
点
、
e

で
ふ
れ
た
常
世
虫

の
事
件
を
収
束
さ
せ
た
の
も
秦
河
勝

と
伝
え
ら
れ
る
の
も
暗

示
的

で
あ
る
。

 

さ
て
、

こ
う
い
う
久
能
寺

の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
、
有
度
浜

の
天
人
伝
説
を
も

と
に
し
た
、

い
わ
ば
自
ら
の
来
歴
を
語
る
よ
う
な
天
人
の
舞
を
翁
が
垣
間
見
す

る
と
い
う
筋

の
田
楽
能

の
如
き
も

の
が
伝

え
ら
れ

て
い
た
と
し
て
も
不
思
議

で

は
な
く
、
あ
る

い
は
そ
う
い
う
も

の
を

タ
ネ
と

し
て

「
羽
衣
」
が
作
曲
さ
れ
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
に
ワ
キ
が

一
声

で
出
る
と
い
う

異
風
な
点
が
あ

っ
た
り
、
天
女
の
舞
と

い

っ
て
も
世
阿
弥
の
そ
れ
と
は
伝
流
が

異
な
る
の
か
、
と
こ
こ
ま
で
来
れ
ば

こ
れ
は
も
う
全
く

の
想
像

に
す
ぎ
な

い
。

 

「
羽
衣
」
を
細
か
に
み
て
ゆ
く
と

〔
次
第
〕

〔
ク
リ
〕
〔
サ

シ
〕

〔詠
〕
〔序

ノ

舞
〕
と
続
く
構
成
は
、
全
く
完
成
さ
れ

て
お
り
、
素
人

の
作
と
は

考

え

難

い

が
、
そ
れ
で
も

「
浮
舟
」

の
よ
う
な
横
尾
某

の
作
詞

に
世
阿
弥
が
節
付
け
を
し

た
と

い
う
例
ー

こ
の
曲
は

い
か
に
も
素
人

の
作

詞
ら
し
く
異
風

は

多

い
が

ー

や
能

の
素
養
の
あ

る
層

の
拡
大
を
考
え
る
と
、
実
際
、
三
保
を
訪
れ
た
経

験

の
あ
る
連
歌
師
 
 
必
ず
し
も
専
門

の
連
歌
師
の
み
な
ら
ず
、
そ

の
素
養
を

も

っ
た
人
を
も
含
め
て
 

 
が
作
曲
、
あ
る

い
は
タ
ネ
を
運

ん
だ
の
で
は
な

い

か
、
そ
れ
に
は
久
能
寺

に
あ

っ
た
芸
能

の
影
響

を
考

え
て
も

よ
い
の
で
は
な

い

か
と
思
わ
れ
る
。

三

 

 

「
羽
衣
」
の
成
立
年
代

に
つ
い
て
は
、
早
く

.」
表
章
氏
が
『
似
我
与
左
衛
門
太

鼓
国
広
伝
書
』

の

「
天
人

の
能
可
打
様
事
」

の

一
節
に
、
観
世
宗
観

(音
阿
弥

の
子

で
小
次
郎
信
光

の
兄
)
が
詳
し
く

「
羽
衣
」

の
難

し
方
を
述

べ
た
と
あ
る

こ
と

か
ら
し
て
、
音
阿
弥

の
頃

に
は
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
、
と
推
定

 
 
 
 

㈲

さ
れ

て
い
る
。
そ

こ
ま
で
は
無
理
と
し
て
も
、
宗
観

の
推
定
生
没
年
-

正
長

元
年

(
一
四
二
八
)
か
ら
永

享
六
年

(
一
四
三
四
)
ま
で
に
生

ま
れ
、
信
光
と

同
年
令
ま
で
存
命
と
し
て
永

正

=
二
年

(
一
五

一
六
)
1

ま
で
は
遡
れ
る

こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

 
宗
観

よ
り
二
〇
才

ほ
ど
若

い
金
春
禅
鳳

の
伝
書

『
毛
端
私
珍
抄

』
に
は
、
天

女
舞

に
つ
い
て
の
長
大
な
記
述
が
あ

る
。

こ
れ
は

「
佐
保
山
」

に
つ
い
て
の
も

の
だ
が
、
も
し

「
羽
衣
」
が
宗
観

の
頃

に
成
立
し
て
い
た
な
ら
ば
、
同

じ
天
女

を
扱

っ
た

「
羽
衣

」
に
つ
い
て
も
何

か
ふ
れ

る
と

こ
ろ
が
あ

っ
て
も
よ

い
の
で

は
な

い
か
。
女
体

の
神
能

で
は
な

い
か
ら
か
、
あ

る
い
ば
金
春
座

の

レ
パ
ー
ト

リ
ー
で
は
な
か

っ
た
か
ら
な
の
か
、

こ
の
点
や
や
不
審
が
残

る
よ
う
に
も
思

え

る
、
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謡
曲
以
前

に
三
保
の
羽
衣
伝
説
が
見
出
せ
た
な
ら
ば
、

「
羽
衣
」

の
本
説

の

つ
ぎ

は
ぎ

と
い
う
点
も
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
右

の

よ

う

に

「
羽

衣
」
の
成
立
は
か
な
り
遡
れ

る
の
で
、

は

っ
き

り
謡
曲
以
前
と
断
定

で
き
る
も

の
は
文
献

に
は
見
当
ら
な
い
。 
『
本
朝
神
社
考

』

『
東
海

道
名
所
記
』
な
ど
は

も
ち
ろ
ん
謡
曲
以
降

の
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら

に
伝

え
ら
れ
た
羽
衣
伝
説

は
、
天

女
は
羽

衣
を
隠
さ
れ
て
や
む
な
く
漁
夫

と
夫
婦

に
な
り
、
何
年

か
の
後

に
天
上

へ
帰

っ
た
と
い
う
、

「
羽
衣
」

よ
り
は
や
や
複
雑

な
い
わ
ゆ
る

一
般

の
羽
衣
説

話
と
呼

ぶ
べ
き
も

の
で
、

こ
れ
ら

の
記
述

の
も
と
に
な

っ
た

伝

承

が
、 

「
羽

衣
」
の
時
代

に
こ
の
土
地
に
あ

っ
た
可
能
性
は
十
分

に
考

え

ら

れ

る
。

こ
と

に
、
実
際

に
旅
を
し
た
折

の
見
聞
だ
け

に
、
そ
う

い

っ
た
謡
曲
以
前

の
三
保
の

口
碑
を
伝

え
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
思
わ
れ
る
も

の
を
次

に
あ
げ
て
み
よ

う
。

 

万
里
集
九

の

『
梅
花
無
尽
蔵
』
に

「
三
保
松
原

」
と
題

し
て

 
 
東
遊
屡
錐
踏
危
機

 
 
清
見
関
南
天
下
稀

 
 
三
保
松
原
隔
波
暮

 
 

至
今
枝
控
六
鉄
衣

と
い
う
詩
が
あ
り
、
そ

の
前
書

に

「
三
保
有
天
女
松
昔
天
妹
降
掛
衣
也
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
集
九
が
文
明

一
七
年

(
一
四
八
五
)
秋

に
東

へ
下
向

し

た
折

の
作

で
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
に

『
梅
花
無
尽
蔵

』

に

は

「
隅

田

川
」
と
あ
ま
り

に
符
合
す
る
詩
が
あ

り
、
そ
れ
は
明
確

に

「
隅

田
川
」
を
踏

ま

え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

こ
の
詩
も
謡
曲

に
附
会
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
が
、 

「
羽
衣
」
は

「
隅
田
川
」
ほ
ど
古
く

は
な

い
の
で
土
地

の
口
碑

を
伝
え

て
い
る
可
能
性
も
大
き

い
で
あ
ろ
う
。
さ
き

に
も

ふ
れ
た

『
紹
巴

富

士

見

道

記
』
の

 
 
十
八
日
三
穂
の
明
神

へ
船

に
て
押
し
移

り
、
明
神
酒
の
残

り
滴
を
、
京
衆

 
 
数
多
誘

へ
る
に
、
池

の
天
人

の
衣
掛

け
の
松
蔭
よ
り
磯
伝

ひ
に
、
村
松

と

 
 

い
ふ
所

へ
行
く
。
原

に
数
多
馬
あ
り
。
神
の
牧
と

い

へ
り
。

と
い
う
記
事
で
は
、
羽
衣

の
松
が
三
保

の
先

端
部

の
池

に
あ
る

こ

と

に

な

る

が
、

こ
こ
に
天
人
の
衣
掛
け
の
松
が
あ

っ
た
と
い
う
伝
承
も
あ

る
の
で
、

こ
れ

も

口
碑

に
よ
る
か
も

し
れ
な

い
が
、

こ
の
頃

(
永
禄

一
〇
年
)

に
は
は

っ
き

り

「
羽
衣
」
は
成
立
し
て
い
る
。

 

こ
れ
ら
二

つ
の
記
事
が
謡
曲
以
前
の
も

の
な
ら
ば
、
そ
れ
を

「
羽
衣

」
の
本

説

と
し
て
伝

え
た
者

の
存
在

を
考
え
ね
ば

な
ら
な

い
し
、
謡
曲

の
知
識

に
も
と

つ
く
な
ら
ば

、
相
当
早
く
か
ら

「
羽
衣
」
は
人

々
に
知
ら
れ
た
人
気
曲

で
あ

っ

た
と
い
う

こ
と
、
ま
た
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
連
歌
師
、
五
山

の
詩
僧

た
ち
が

謡
曲

と
ご
く
近
し

い
と

こ
ろ
に
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

に
も
な
ろ
う
。
そ

の
証
左

と
な
り
得
る
か
ど
う
か
分
ら
な
い
が
、
画
僧
、
雪
舟

の
作

品
に

「
富

士
清
見
寺

図

」
と

い
う

の
が
永
青
文
庫
に
伝
わ

っ
て

い
る
。
富
士
山
と
清

見
寺

と
三
保
松

原

を
描

い
た
も

の
で
、
文
明

一
三
年

(
一
四
八

一
)
前
後

の
作

と

さ

れ

て

い

る
。
そ

し
て
こ
の
絵

の
賛

の
最
後

に

 
 
乗
風
吾
欲
東
遊
去
、
特
到
松
原
矯
羽
衣

と
あ

る
。
賛
を
し
た
の
は
中
国
、
明

の
儒
者
、
魯
仲
和

で
、
彼

の
自
画
自
讃

の

墨
竹

に
よ

っ
て
、
明

の
正
徳
八
年
五
月

に
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
と
い

う
。

こ
れ
を
日
本
の
年
号

に
直
す
と
永
正

一
〇
年
(
一
五

二
二
)
に
な
り
、

こ
の

時

は
雪
舟

は
す
で
に
死

ん
で
い
る
が
、
彼
と
交
流

の
深
か

っ
た
了
庵
桂
悟

を
正

使

と
し
て
明

へ
使
い
が
送
ら
れ
た
年

に
当
る
の
で
、
そ

の
折

に
了
庵
が

こ
の
絵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥

を
持
参

し
賛
を
乞
う
た
も

の
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
賛

の
羽
衣

に

っ
い
て

は
、
恐
ら
く
了
庵
が
絵

の
説
明
を
し
な
が
ら
讐
仲
和

に
羽
衣
伝
説

に

つ
い
て
話

し
た
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
相
当
に

「
羽
衣
」
は
有
名

で
あ

っ
た
と
言
わ
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ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

 

な

お
、
現
在
静

岡
市
中
平
松

に
天
羽
衣
社
と

い
う
小
桐
が
あ
り
、

『
駿
国
雑

誌
』
 
『駿
河
志
料
』
な
ど
に

『
本
朝
神
社
考
』
と
同
様
な
伝
え
を
載

せ
、
羽
衣

を
得
た
場
所

を
駒
越

の
あ
た
り
と
し
、

こ
れ
を

こ
の
小
桐

の
縁
起

と

し

て

い

る
。
し
か
し
、

こ
の
小
桐
が
天
羽
衣
社
と
な

っ
た
の
は
恐
ら
く
謡
曲
以
降

で
、

謡
曲
に
刺
激

さ
れ
有
度

浜
に
近

い
平
松

の
地
に
附
会

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
以

上
、
多
方
面
に
わ
た

っ
て
述
べ
て
き

た
が
、
最
後

に
羽
衣
じ
た

い
に
つ
い

て
少

し
考
え

て
小
稿

を
閉
じ
た

い
と
思
う
。

 
天
羽
衣
は
、
仏
説

の
天
女

の
舞
衣
か
ら
の
連
想

の
ほ
か
に
、
大
嘗
祭
な
ど
の

天
子

の
沐
浴

に
際

し
て
用

い
ら
れ
る
湯
惟
を
指
す

こ
と
は

『
西
宮

記
』

『
江
家

次
第
』
な
ど

の
記
載

に
よ

っ
て
知
ら
れ

て
い
る
。

つ
ま
る
と

こ
ろ
、
羽
衣
は
神

聖
な
霊
魂
の
宿

る
衣
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
身

に
つ
け
る
と
神
格

を
得
る
、
言

い
換

え
れ
ば
人
格
が
転
換
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。 

『竹
取
物
語
』
で

天
人
が
か
ぐ
や
姫

に
衣
を
着

せ
る
と
翁
を
憐
む
心
も
消
え
失
せ
た
、
と

い
う
の

は
そ

の
例
で
、
逆

に
羽
衣
を
取

ら
れ

て
天

へ
帰
れ
な
い
と

い
う
の
は
、
そ
の

こ

と
に
よ

っ
て
天
人

の
資
格
で
あ
る
霊
魂
が
欠
け
て
し
ま

っ
た
と

い
う
こ
と
を
意

味

し
よ
う
。

 
能

で
は

「
物
著
」
と

い
っ
て
し
ば
し
ば
舞
台

上
で
平
然
と
衣
裳
替
が
行
な
わ

れ
、 
「
羽
衣
」
も

こ
の
手
法

を
用

い
て
取

り
返

し
た
衣
を
身

に
ま
と
う
段
取

り

に
な

っ
て
い
る
が
、
物
著

と
い
う
語
は
も
の
、
す
な
わ
ち
霊
魂
を
身

に
つ
け

る

と
い
う
意
味
が
本
来
で
あ

ろ
う
。

つ
ま
り
衣
を
身

に
つ
け
る
こ
と

に
よ

っ
て
、

舞
う
た
め
の
霊
魂
、
舞

う
た
め
の
資
格

を
得

る
と
解
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と

思
わ
れ
る
。
「
松
風
」
で
は
行
平

の
、
「
杜
若

」
 
「
井
筒
」
で
は
業
平

の
衣
裳
を

ま
と

っ
て
か
ら
シ
テ
は
舞

い
は
じ

め
る
が
、

こ
れ
ら
は
衣
を
ま
と

っ
て
行
平
な

り
業
平
な
り
の
霊
魂
を
身

に
つ
け
て
狂
お
し
く
舞

い
は
じ
め
る

の

で

あ

る
。

『矢
野

一
宇
聞
書

』
に
は

 
 

一
、
物
キ

ハ
序
破
急

ア
リ
。
松
風

ハ
真

ノ
物
キ
、
羽
衣

ハ
草
也
。
少

モ
ノ

 
 

リ
テ

ハ
不
吹
、
又

ノ
リ
テ
吹

也
。

サ
ル
間
大
事
也
。
大
鼓
打

ノ
前

ニ
テ
キ

 
 

ル

ハ
真
也
。

又
鼓

ノ
ウ
ラ

ニ
テ
キ

ル
ハ
草

也
。

と
あ

っ
て
、
物
著

の
際

の
笛
の
心
得

を

「
松
風
」

「
羽
衣
」
の
二
曲

を
例

に
し

て
述

べ
て
い
る
。
現
在
、

こ
の
二
曲

に
は
そ
れ
ぞ
れ

「
五
段
之
物
著
」
 
「
床
几

之
物
著

」
と

い
う
物
著

そ
の
も

の
を

い
か

に
手
際

よ
く
す
る
か
を
見

せ
場
と
す

る
小
書
が
金
剛
流
な
ど
に
伝

え
ら
れ

て
い
る
。
古

い
型
か
ど
う

か

は

不

明

だ

が
、
神
事
と
し
て
は
神
が

か
り

の
過
程
と
し
て
最
も
大
切
な
部
分
を
堂

々
と
舞

台
中
央

で
行
な
う
わ
け

で
、
芸
と
し
て
質

は
変
容
し
て
い
る
も

の
の
、
羽
衣
と

い
う
も

の
の
古

い
観
念

は
残
さ
れ
て

い
て
興
味
深

い
。

 

注

 
ω
 

「
物
語
文
学
序
説
」
『
高
崎
正
秀
著
作
集
』
第
五
巻
 
二
八
頁

②
 
 『
折
口
信
夫
全
集
ノ
ー
ト
篇
』

第
三
巻
 
四

一
二
～
四

一
五
頁
 

同
第
五
巻

 
 
七
五
～
七
六
頁

 
③
 

「
鳥
の
芸
能
」

『
池
田
弥
三
郎
著
作
集
』
第
三
巻
 
一
七
五
頁

 
ω
 
 「
紀
貫
之
」
『池
田
弥
三
郎
著
作
集
』
第
六
巻
 
二

 
三
～
二

一
八
頁

 
㈲
 

「羽
衣
の
歴
史
」
『観
世
』
昭
和
三
六
年

一
月

 
㈲
 
吉
村
貞
司

『
雪
舟
』
昭
和
五
〇
年
講
談
社
刊
 

一
二
三
頁

附
記

本
稿
は
愛
知
大
学
に
お
け
る
昭
和
五
八
年
度

全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
秋

 
 

季
大
会
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
保

現

地
採
訪

 
 

に
当
っ
て
は
、
羽
衣
ホ
テ
ル
の
遠
藤
ま
ゆ
み
氏
の
御
尽
力
を
得

た
。
記

し
て

 
 

御
礼
申
し
上
げ
る
。
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