
一
四
七

三　

注
釈
（
承
前
）

　
　
　

十
一　

払
底
な
物
は
歌
に
よ
む
恋
ひ

一
六
下　

払
底
な　

ほ
と
ん
ど
な
い
。
稀
有
な
。

〃　

歌
は
、
よ
む
こ
と
の
難
き
に
あ
ら
ず
、
心
を
歌
に
な
す
こ
と
の
か
た
き
な
り

　
『
八
雲
御
抄
』
巻
六
・
用
意
部
に
「
歌
を
よ
む
が
か
た
き
に
あ
ら
ず
、
よ
く
よ

む
が
か
た
き
な
り
」。『
初
学
和
歌
式
』（
元
禄
九
年
刊
版
本
）
巻
五
・
和
歌
執
行

の
事
に
「
古
人
の
詞
に
「
歌
は
、
よ
む
こ
と
の
か
た
き
に
は
あ
ら
ず
、
よ
く
よ

む
こ
と
の
か
た
き
也
」
と
云
々
」。

〃　

お
き
も
せ
ず
ね
も
せ
で
夜
半
を
明
か
し
て
は　
『
古
今
集
』
巻
十
三
・
恋
三
に

「
起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
あ
か
し
て
は
春
の
物
と
て
な
が
め
暮
し
つ
」（
業

平
、『
伊
勢
物
語
』
二
段
に
も
所
収
）。

〃　

そ
の
時
、
そ
の
心
に
な
り
て
沈
吟
し
、
凡
骨
を
は
な
れ
て
よ
め　
『
定
家
卿
相

語
』
冒
頭
条
に
「
恋
の
歌
を
よ
む
に
は
、
凡
骨
の
身
を
捨
て
ゝ
、
業
平
の
ふ
る

ま
ひ
け
む
事
を
思
ひ
い
で
ゝ
、
我
身
を
み
な
業
平
に
な
し
て
よ
む
」。

文
人
旗
本
三
橋
成
烈
の
女
訓
書
『
童
女
教
訓
松
間
鄙
言
』（
下
）

篗
　
　
田
　
　
将
　
　
樹

キ
ー
ワ
ー
ド
：
近
世
古
典
学
、
東
西
交
流
、
女
子
教
育

〃　

待
つ
宵
の
侍
従　

小
侍
従
（
生
没
未
詳
）。
平
安
時
代
末
期
の
歌
人
。『
平
家

物
語
』
巻
五
・
月
見
に
「
待
宵
の
小
侍
従
と
い
ふ
女
房
も
、此
御
所
に
ぞ
候
け
る
。

こ
の
女
房
を
「
待
宵
」
と
申
け
る
事
は
、
或
時
、
御
所
に
て
、「
ま
つ
よ
ひ
、
帰

る
あ
し
た
、
い
づ
れ
か
あ
は
れ
は
ま
さ
れ
る
」
と
御
尋
あ
り
け
れ
ば
、「
待
よ
ひ

の
ふ
け
ゆ
く
鐘
の
声
き
け
ば
か
へ
る
あ
し
た
の
鳥
は
も
の
か
は
」
と
よ
み
た
り

け
る
に
よ
つ
て
こ
そ
、「
待
宵
」
と
は
召
さ
れ
け
れ
」。

〃　

ふ
し
柴
の
加
賀　

待
賢
門
院
加
賀（
生
没
未
詳
）。平
安
時
代
末
期
の
歌
人
。『
古

今
著
聞
集
』
巻
五
・
待
賢
門
院
の
女
房
加
賀
伏
柴
の
秀
歌
を
詠
む
事
に
「
待
賢

門
院
の
女
房
に
、
加
賀
と
い
ふ
歌
よ
み
あ
り
け
り
。「
か
ね
て
よ
り
思
し
こ
と
よ

ふ
し
柴
の
こ
る
ば
か
り
な
る
な
げ
き
せ
ん
と
は
」
と
い
ふ
歌
を
、
と
し
比
よ
み

て
持
た
る
を
（
略
）
花
園
の
お
と
ゞ
に
（
略
）
ま
い
ら
せ
た
り
け
れ
ば
、お
と
ゞ

い
み
じ
く
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
け
り
。
さ
て
、
か
ひ
〴
〵
し
く
『
千
載
集
』
に
入

に
け
り
。
世
の
人
、「
ふ
し
し
ば
の
加
賀
」
と
ぞ
い
ひ
け
る
」。

〃　

感
情　

心
に
染
み
入
る
趣
。
し
み
じ
み
と
し
た
思
い
に
至
ら
せ
る
力
。『
初
学

考
鑑
』
二
十
二
条
に
「
そ
の
味
を
よ
く
〳
〵
が
て
ん
し
て
歌
を
よ
ま
ば
、
感
情
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深
き
歌
も
出
来
べ
し
」。『
烏
丸
光
栄
卿
口
授
』九
十
一
条
に「
心
の
優
美
な
る
事
、

誠
に
感
情
深
き
事
、
能
々
味
は
ふ
べ
し
」。

〃　

大
内　

内
裏
。
禁
中
。『
日
本
書
紀
』（
慶
長
十
五
年
跋
刊
版
本
）
巻
十
四
・

雄
略
天
皇
二
十
三
年
に
「
勅
し
て
内大

内裏
に
喚め

す
」、
同
巻
二
十
一
・
用
明
天
皇
二

年
に
「
も
ゝ
し
き

内を
ほ
う
ち裏
に
入ま
い

る
」。

〃　

玉
垂
れ
の
隙　

玉
で
作
っ
た
簾
の
す
き
ま
。『
雪
玉
集
』
巻
八
・
七
百
首
題
内

七
十
首
・
冬
七
首
に
「
つ
つ
め
ど
も
う
き
名
を
ぞ
思
ふ
玉
だ
れ
の
ひ
ま
も
と
め

く
る
風
をに

つ
け
て
も
イ

み
る
に
も
」。

〃　

暗
部
の
山
に
や
ど
り
を
需
め　
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
に
「
く
ら
ぶ
の
山
に
宿

り
も
取
ら
ま
ほ
し
げ
な
れ
ど
、
あ
や
に
く
な
る
短
夜
に
て
、
あ
さ
ま
し
う
、
中
々

な
り
」。

〃　

関
こ
え
が
た
き
逢
坂　
『
後
撰
集
』
巻
十
一
・
恋
三
に
「
人
知
れ
ぬ
身
は
い
そ

げ
ど
も
年
を
へ
て
な
ど
越
え
が
た
き
相
坂
の
関
」（
伊
尹
、『
歌
枕
名
寄
』
巻
二

十
二
・
東
山
部
一
・
近
江
国
一
・
会
坂
篇
に
も
所
収
）。

〃　

に
や
け
た
る
こ
と　

男
が
色
恋
で
落
ち
着
か
な
い
素
振
り
を
見
せ
る
こ
と
。

浮
つ
い
て
い
る
こ
と
。

〃　

腹
中
大
き
な
る
な
ら
は
し
な
れ
ば　

心
の
う
ち
を
や
す
や
す
と
表
に
は
出
さ

な
い
の
が
常
だ
か
ら
。
思
い
を
秘
め
て
暮
ら
す
の
が
一
般
的
な
の
で
。
注
一
四

下
「
腹
の
ふ
く
れ
を
や
す
む
る
」
参
照
。

〃　

紫
縮
緬
の
鉢
巻
き
に
、
脇
息
の
い
る
病
人　

恋
し
く
思
う
相
手
と
の
関
係
に

悩
み
苦
し
ん
だ
り
、
嘆
き
惑
っ
た
り
す
る
人
。
恋
煩
い
す
る
人
。

〃　

深
閨
に
、
人
知
ら
ぬ
人　

家
の
中
で
大
切
に
育
て
ら
れ
、
め
っ
た
に
外
へ
出

な
い
人
。
箱
入
り
娘
。

〃　

北
斗
に
近
き
所　

新
吉
原
の
遊
郭
を
指
す
。
江
戸
城
か
ら
見
て
北
の
方
角
に

あ
た
る
こ
と
に
よ
る
。『
柳
多
留
』五
篇
に「
お
や
ぢ
ま
だ
西
よ
り
北
へ
行
気
也
」。

〃　

天
上
よ
り
落
つ
る
の
、
美
人　

遊
女
を
指
す
。『
唐
詩
選
』
巻
六
・
五
言
絶
句
・

洛
陽
の
李
少
将
と
同
じ
く
永
楽
公
主
の
蕃
に
入
る
を
観
る
に「
辺
地
、鶯
花
少
し
。

年
来
れ
ど
も
未
だ
新
た
な
る
を
覚
え
ず
。
美
人
、
天
上
よ
り
落
つ
。
竜
塞
、
始

め
て
春
な
る
べ
し
」（
孫
逖
）。

一
七
上　

浩
然
の
気
を
養
ふ　

の
び
の
び
と
し
た
心
持
ち
に
な
る
。
解
放
感
を
味

わ
う
。『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
に
見
え
る
言
い
廻
し
。『
東
海
道
名
所
記
』
巻
六
・

山
科
よ
り
京
ま
か
り
宇
治
ま
で
に
「
茶
の
湯
は
、
賢
人
悟
道
の
上
の
た
の
し
み

と
し
て
、
趙で

う
し
う州
、
こ
れ
を
も
て
あ
そ
び
、
見
性
の
心
地
を
き
は
め
、
盧ろ

同ど
う

は
、

こ
れ
に
経け

い

を
あ
ら
は
し
て
、
浩
然
の
気
を
や
し
な
ひ
け
り
」。『
風
俗
文
選
』
旅

賦
幷
引
に
「
馬ま

ご士
、
駕
籠
舁
は
、
軽
重
に
日
月
を
送
り
、
一
盃
の
酒
に
浩
然
の
気

を
や
し
な
ふ
」（
許
六
）。

〃　

磯
城
嶋
の
道　

歌
道
。
や
ま
と
う
た
の
教
え
。「
磯
城
嶋
」
の
表
記
は
、『
日

本
書
紀
』
欽
明
天
皇
元
年
に
「
都
を
倭
の
国
の
磯し

き城
郡
の
磯
城
嶋
に
遷
す
」。

〃　

松
の
操
を
あ
ら
は
し　
「
松
」
は
、
季
節
が
変
わ
っ
て
も
色
を
あ
ら
た
め
な
い

こ
と
か
ら
、
古
来
、
不
変
や
貞
潔
の
象
徴
。
集
雲
止
水
の
随
筆
『
十と

え枝
松ま
つ

之の

記き

』

（
正
徳
三
年
成
、『
張
州
雑
志
』
巻
九
十
三
所
収
）
に
「
松
は
、
君
子
の
徳
を
あ

ら
は
す
と
か
や
。
ひ
じ
り
の
こ
と
葉
に
も
「
歳
寒
し
て
、
し
ぼ
む
に
お
く
る
ゝ
」

（『
論
語
』
子
罕
篇
に
よ
る
）
と
ぞ
い
ふ
め
る
は
、
露
霜
に
も
色
を
あ
ら
た
め
ず
、

み
さ
ほ
な
る
を
い
ふ
に
こ
そ
。
常
盤
木
も
多
か
め
れ
ど
、
こ
と
さ
ら
に
い
ふ
め

る
は
、
其
徳
、
衆
木
に
秀
で
た
れ
ば
成
べ
し
」。『
百
人
一
首
改
観
抄
』
巻
上
に
、

中
納
言
行
平
の
和
歌
「
立
わ
か
れ
い
な
ば
の
山
の
峯
に
お
ふ
る
ま
つ
と
し
き
か



一
四
九

文
人
旗
本
三
橋
成
烈
の
女
訓
書
『
童
女
教
訓

松
間
鄙
言
』（
下
）　
（
篗
田
将
樹
）

ば
今
帰
り
こ
ん
」
の
注
と
し
て
、「「
い
な
ば
の
山
」
と
い
ふ
よ
り
「
峯
に
お
ふ

る
松
」
と
つ
ゞ
け
て
、そ
の
名
に
「
待
」
を
か
ね
て
、松
の
と
き
は
な
る
ご
と
く
、

貞
潔
に
し
て
我
を
待
と
だ
に
き
か
ば
、
今
や
が
て
帰
り
き
て
あ
は
ん
ず
る
ぞ
」。

ま
た
、「
松
」
と
「
操
」
と
を
詠
み
合
わ
せ
る
例
と
し
て
、『
卑
懐
集
』
春
に
「
色

ふ
か
く
さ
く
藤
浪
の
埋
木
に
く
ち
せ
ぬ
松
の
操
を
ぞ
見
る
」。

〃　

な
よ
竹
の
一
節
、
二
節
の
い
た
づ
ら
ぶ
し　

恋
い
慕
う
人
と
離
れ
て
い
る
間

の
、
空
し
い
独
り
寝
。「
な
よ
竹
」
で
「
一
節
、
二
節
」
を
、「
節
」
で
寝
床
に

横
た
わ
る
意
の
「
伏
し
」
を
、導
く
。
ま
た
、「
節
」
と
「
夜
」
と
を
掛
け
る
。『
古

今
著
聞
集
』
巻
八
・
後
嵯
峨
天
皇
某
少
将
の
妻
を
召
す
事
幷
に
鳴
門
中
将
の
事

に「
た
か
し
と
て
な
に
ゝ
か
は
せ
ん
な
よ
竹
の
一
夜
二
夜
の
あ
だ
の
ふ
し
を
ば
」。

『
広
沢
輯
藻
』
春
歌
に
「
一
夜
だ
に
花
に
や
ど
り
は
な
よ
竹
の
い
た
づ
ら
ぶ
し
と

鳥
や
鳴
く
ら
む
」。

〃　

父
母
の
ゆ
る
し
な
く
て
は
、
男
と
も
の
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず　

当
時
の
女
子

教
育
の
一
つ
。『
女
大
学
宝
箱
』
三
条
に
「「
女
は
、
父
母
の
命を

ゝ
せと
媒な
か
だ
ち妁
と
に
非

ざ
れ
ば
、
交
ら
ず
親
ず
」
と
、『
小
学
』
に
も
見
え
た
り
。
仮
令
命い

の
ちを
失
ふ
と
も
、

心
を
金
石
の
ご
と
く
に
堅
し
て
、
義
を
守
る
べ
し
」。

〃　

歌
よ
む
人
は
、
見
ぬ
境
に
も
心
到
り
…
…
詞
を
つ
づ
く
る　

諺
。『
九
州
の
道

の
記
』（『
扶
桑
拾
葉
集
』
巻
二
十
九
上
所
収
）
に
「
ま
こ
と
に
「
歌
人
は
ゆ
か

ず
し
て
名
所
を
し
る
」
と
、こ
と
わ
ざ
に
い
へ
る
が
ご
と
く
」。『
毛
吹
草
』
巻
二
・

世
話
付
古
語
に
「
ふ
る
き
を
た
づ
ね
て
あ
た
ら
し
き
を
し
る
／
歌
人
は
ゐ
な
が
ら

め
い
し
よ
を
し
る
」。

〃　

人
な
ら
ば
う
き
名
や
立
た
ん
小
夜
更
け
て
我
が
手
枕
に
通
ふ
梅
が
か　

出
典

未
詳
。
和
歌
は
『
醒
睡
笑
』
巻
一
・
鈍
副
子
に
「
人
な
ら
ば
憂
名
や
た
ゝ
む
さ

よ
ふ
け
て
我
手
枕
に
か
よ
ふ
梅
が
ゝ
」（
作
者
名
表
記
な
し
）。
ま
た
、『
近
代
和

歌
一
人
一
首
』
に
和
歌
同
文
、
作
者
名
「
伊
達
政
宗
母
」。『
一
人
一
首
』
に
第

三
句
「
夜
な
〳
〵
に
」、
作
者
名
「
松
平
越
後
守
娘
伊
達
遠
江
守
宗
利
室
」。『
若
む

ら
さ
き
』
に
第
三
句
「
宵
々
に
」、
作
者
名
「
伊
達
宗
利
妻
」。
さ
ら
に
、
太
田

道
灌
の
家
集
と
さ
れ
る
『
慕
景
集
』
に
類
歌
「
人
な
ら
ば
う
き
名
や
た
た
む
手

枕
に
夜
な
夜
な
か
よ
ふ
梅
の
匂
ひ
は
」。

　
　
　

十
二　

珍
布
く
な
く
と
も
女
は
女
風

一
七
下　

法
師
は
弓
を
射
、
馬
を
乗
り
…
…
き
そ
く
す
る　
『
徒
然
草
』
八
十
段
に

「
人
ご
と
に
、我
身
に
疎
き
こ
と
を
の
み
ぞ
好
む
め
る
。
法
師
は
兵
の
道
を
立
て
、

夷
は
弓
引
く
す
べ
知
ら
ず
、
仏
法
知
た
る
気き

色そ
く

し
、
連
歌
し
、
管
弦
を
嗜
み
あ

へ
り
。
さ
れ
ど
、
疎
か
な
る
を
の
れ
が
道
よ
り
は
、
猶
人
に
は
思
ひ
侮
ら
れ
ぬ

べ
し
」。

〃　

蕎
麦
切
り
も
、
醤
油
汁
で
喰
ふ
て
は
負
け
に
成
り　

通
常
と
は
違
う
こ
と
を

好
み
。『
根
無
草
後
編
』
跋
に
「
山
鳥
の
尾
の
長
々
し
き
河そ

ば漏
麪き
り

の
淡あ
じ
な
き薄
を
め
で
、

隼
人
の
薩
摩
な
る
、
金あ

は
も
り粟
酒
のひ
ん
と
し
た
る

酷
烈
を
も
て
は
や
す
こ
そ
は
、
風み
や
び
と流
の
し
わ
ざ

な
る
べ
き
」。
一
般
的
な
食
べ
方
と
し
て
は
、『
和
漢
三
才
図
会
』
巻
百
五
・
造

醸
類
に
「
蕎そ

麦ば

切き
り　
（
略
）
醤
油
の
汁
を
用
ひ
之
れ
を
食
す
。
山わ
さ
び葵
、
萊だ
い
こ
ん菔
等
の

葷く
さ

く
辛
き
物
を
和
し
て
可
な
り
」。

〃　

堅
魚
も
、芥
子
酢
は
止
め
に
し
て
、蘿
蔔
お
ろ
し
を
尋
ね　

前
項
に
同
じ
。『
鶉

衣
前
篇
』
百
魚
譜
に
「
鰹
は
芥
子（

マ
マ
）
鮓
の
風
味
、
上
戸
は
千
金
に
か
え
む
と
も
思

ふ
ら
む
を
、
鎌
倉
の
海
の
素
性
を
兼
好
に
い
ひ
さ
が
さ
れ
た
る
（『
徒
然
草
』
百

十
九
段
に
よ
る
）、
い
と
口
お
し
」。
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〇

〃　

羽
子
板
に
も
、
ど
ん
ど
や
左

義
長
を
や
め
に
す
る　

こ
れ

も
、
新
奇
な
も
の
を
悦
ぶ
趣
向

の
一
つ
。「
ど
ん
ど
」「
左
義
長
」

は
、
正
月
に
行
わ
れ
る
火
の
祭
。

『
和
漢
三
才
図
会
』
巻
四
・
時

候
類
に
「
止と

ん

ど
牟
止　

正
字
、
未

だ
詳
し
か
ら
ず
。
俗
に
「
左
義

長
」
と
謂
ふ
」。
図
版
は
、
同

書
に
見
え
る
「
止
牟
止
」
の
挿

絵
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本

に
よ
る
）
と
『
江
都
二
色
』
に

見
え
る
「
羽
子
板
」
の
挿
絵
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
稀
書
複
製
会
本
に
よ
る
）。

〃　

町
人
は
肩
衣
を
着
て
歩
行
き
た
が
り　

肩
衣
は
武
家
の
礼
服
で
、
出
仕
時
に

着
る
。

〃　

諸
士
い
の
御
う
ち
か
た
様
の
前
帯
び
す
る　

帯
の
結
び
目
を
前
方
に
置
く
も

の
で
、
女
郎
な
ど
が
多
く
用
い
る
。『
色
道
大
鏡
』
巻
三
・
寛
文
式
上
に
「
禿
成

長
し
て
禿
の
か
は
り
出
、
其
者
引
こ
む
日
よ
り
、
髪
の
中
じ
め
を
改
め
て
嶋
田

わ
げ
に
結
か
ふ
る
法
な
り
。お
な
じ
く
後
帯
を
か
へ
て
前
帯
に
改
む
。さ
れ
ど
も
、

俄
に
前
帯
す
る
は
、
す
し
に
み
ゆ
る
物
な
れ
ば
、
帯
は
後
帯
も
よ
し
」。

〃　

遊
女
は
、「
木
地
を
見
せ
る
」
と
て
素
顔
を
重
に
し　
『
色
道
大
鏡
』
巻
三
・

寛
文
式
上
に
「
傾
城
の
顔
に
化
粧
す
る
事
、
こ
れ
を
制
す
る
也
。（
略
）
傾
城
と

い
ふ
は
、
禿
立
よ
り
朝
夕
五
体
を
み
が
き
あ
げ
て
、
繕
な
き
顔
を
本
と
す
。
道

に
長
ぜ
る
人
は
、
傾
城
の
色
く
ろ
き
と
て
き
ら
は
ず
。
色
く
ろ
き
女
郎
は
、
く

ろ
き
ま
ゝ
に
て
を
く
べ
し
。
是
、生
れ
つ
き
に
て
、ぶ
た
し
な
み
と
い
は
ず
」。『
猪

の
文
章
』
に
「
昔
は
、
翠
黛
紅
粉
よ
り
後
腰
の
の
し
付
迄
を
、
気
を
つ
く
し
た

る
を
ぞ
、「
傾
城
風
」
と
い
ひ
し
に
、
今
は
、
其
風
は
町
方
に
う
つ
り
け
れ
ば
、

か
へ
つ
て
「
初
心
め
け
る
」
と
て
、
素
顔
に
素
足
、
後
皺
も
改
ず
、
万

よ
ろ
づ

繕つ
く
ろ
ひな
き

を
「
里
の
色
」
と
さ
だ
む
」。『
用
捨
箱
』
巻
中
・
六
条
に
「
元
文
の
初
の
頃
よ
り
、

貴
賤
共
に
頬
紅
を
止
て
白
粉
ば
か
り
を
薄
く
ぬ
り
、或
、白
粉
を
ぬ
ら
ぬ
も
あ
り
。

「
何
故
如し

か此
す
る
ぞ
」
と
人
に
問
た
れ
ば
、「
遊
女
の
粧
ひ
を
似
す
る
な
り
」
と

い
ふ
と
あ
れ
ば
、
当こ

の
こ
ろ時
の
遊
女
の
素
顔
を
だ
て
と
し
た
る
よ
り
此
事
の
絶
た
る

な
る
べ
し
」。

〃　

仕
官
へ
す
る
女
は
白
粉
を
す
る
を
も
て
礼
義
祝
儀
と
せ
し　
『
祝
の
書
』
女
房

の
服
の
部
に
見
え
る
「
本
ま
ゆ
の
図
幷
三
所
わ
け
め
、
び
ん
の
か
み
」（
国
立
国
会
図
書

館
蔵
写
本
に
よ
る
）。
図
中
に

「
ひ
た
ゐ
は
、
う
は
ば
き
の
お

し
ろ
い
、
一
段
し
ろ
〴
〵
と
、

こ
く
す
る
也
。
ま
ゆ
は
き
と
い

ふ
、
ふ
と
き
筆
に
て
、
は
き
ち

ら
す
也
」
と
あ
り
、
白
粉
の
使

用
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

〃　

脂
粉
の
却
つ
て
顔
色
を
け
が
す
を
き
ら
ふ　
『
古
今
詩
刪
』（
寛
保
三
年
刊
和

刻
本
）
巻
二
十
二
・
集
霊
台
に
「
虢
国
夫
人
、
主
恩
を
承
け
、
平
明
、
馬
に
騎

し
て
宮
門
に
入
る
。
却
て
脂
粉
を
顔
色
を
汚
す
と
嫌
ひ
、
淡う

す

く
蛾
眉
を
掃
き
て

至
尊
に
朝
す
」（
張
祜
、『
唐
詩
選
』
巻
七
・
七
言
絶
句
に
も
所
収
、題
「
虢
夫
人
」）。



一
五
一

文
人
旗
本
三
橋
成
烈
の
女
訓
書
『
童
女
教
訓

松
間
鄙
言
』（
下
）　
（
篗
田
将
樹
）

『
唐
詩
選
国
字
解
』
に
「
却
て
（
略
）
至
尊
に
朝
す
」
の
注
と
し
て
「
女
は
脂
粉

を
以
て
装
ふ
も
の
な
れ
ど
も
、
こ
の
美
人
は
気
量
が
す
ぐ
れ
た
ゆ
へ
に
、
化
粧

な
ど
を
す
る
こ
と
が
嫌
い
で
、た
だ
ざ
つ
と
眉
も
薄
化
粧
を
し
て
、天
子
「
至
尊
」

に
朝
せ
ら
れ
た
が
、
い
よ
い
よ
風
流
で
顔
色
が
う
る
わ
し
か
つ
た
」。

〃　

湯
化
粧　

入
浴
後
に
白
粉
や
頬
紅
を
付
け
て
、
顔
色
を
麗
し
く
見
せ
る
行
為
。

一
八
上　

傾
城
の
ま
ね
を
素
人
の
す
る
…
…
口
お
し
き
次
第　

当
時
、
武
家
知
識

人
の
間
に
あ
っ
た
不
満
。『
政
談
』
巻
一
に
「
遊
女
、
河
原
者
、
平
人
に
混
ず
る

よ
り
し
て
、
遊
女
、
野
郎
の
風
俗
、
平
人
に
移
り
、
当
時
は
大
名
、
高
位
の
詞

遣
ひ
に
も
此
五
、
六
十
年
以
前
と
替
り
、
傾
城
町
、
野
郎
町
の
詞
を
遠
慮
な
く

使
ひ
、
武
家
の
妻
、
娘
も
傾
城
、
野
郎
の
真
似
を
し
て
恥
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
。

「
是
は
当
代
の
は
や
り
事
也
。
不
苦
事
也
。
是
を
ま
ね
ぬ
は
田
舎
者
也
」
と
い
ひ

訇の
の
しり
て
、
風
俗
、
以
の
外
に
悪
敷
成
事
、
元
、
種
姓
を
混
乱
す
る
よ
り
起
れ
り
」。

「
傾
城
」
は
、
太
夫
、
天
神
な
ど
の
、
上
級
の
遊
女
。

〃　

昨
日
は
張
郎
と
枕
を
な
ら
べ
、
今
日
は
李
郎
と
衾
を
同
じ
う
し
て　

遊
女
の

境
涯
を
表
す
。『
開
巻
一
笑
』
巻
坤
・
娼
妓
譜
の
釈
義
に
「
張ち

や
う
か家
李り

郎ら
う　

娼
妓
の

類
、
今
日
張
郎
に
事
へ
、
明
日
李
郎
に
事
ふ
。
定
る
こ
と
な
き
を
云
。「
張
」
の

字
、「
李
」の
字
に
意
な
し
。「
こ
ゝ
の
人
」「
か
し
こ
の
人
」と
云
が
如
し
」。「
枕
」

「
衾
」
は
、
臥
具
で
、
共
寝
に
必
要
な
も
の
。『
曽
我
物
語
』
巻
四
・
母
の
勘
当

か
う
ぶ
る
事
に
「
閨
の
枕
も
衾
も
か
は
ら
で
」。『
開
巻
一
笑
』
巻
乾
・
閨
怨
歌

の
釈
義
に
「
夜
、



、
衾
枕
を
た
づ
さ
へ
て
、
生
が
寓
に
忍
び
い
た
る
」。

〃　

雪
の
朝
に
淡
茶
を
点
じ
、
雨
の
夕
べ
に
香
木
を
闘
は
し
め
て　

風
流
な
遊
び
。

〃　

大
津　

東
海
道
の
宿
場
町
の
一
つ
。
京
よ
り
東
へ
三
里
。『
続
新
斎
夜
語
』
巻

五
・（
一
農
夫
の
信
義
公
廳
を
感
ぜ
し
む
）
そ
の
二
に
「
逢
坂
山
を
越
え
、
大
津

の
駅
に
か
か
り
し
が
」。
馬ば

ば場
町ち
よ
う（
通
称
柴し
ば

屋や

町ま
ち

）
に
遊
郭
が
置
か
れ
る
（『
色

道
大
鏡
』
巻
十
二
・
遊
郭
図
上
）。

〃　

伏
見　

京
よ
り
南
へ
四
十
六
町
。
夷

え
び
す
ち
よ
う
町
（
通
称
鐘し
ゆ

（
撞
）
木も
く
ま
ち町
）
に
遊
郭
が

置
か
れ
る
（『
色
道
大
鏡
』
巻
十
二
・
遊
郭
図
上
、『
山
州
名
跡
志
』
巻
十
三
・

紀
伊
郡
）。『
続
新
斎
夜
語
』
巻
三
・
伏
見
の
妓
女
呉
竹
遊
女
の
趣
を
知
る
に
「
城

州
伏
水
は
、
流
石
に
都
遠
か
ら
ず
し
て
水
の
流
れ
潔
く
、
舟
有
り
橋
あ
り
て
、

往
還
の
便
り
よ
け
れ
ば
、
行
人
駱
駅
と
し
て
繁
栄
の
地
な
り
」。

〃　

小
袖
は
、
黒
裏
の
終
丈
に
羽
織
り
ま
で
着
て　

男
性
風
の
装
い
を
し
て
の
意

か
。「
黒
裏
の
終
丈
」
の
「
小
袖
」
は
、
裏
地
に
黒
色
の
布
を
使
っ
た
小
袖
を
、

身
の
丈
と
同
寸
に
裁
っ
た
も
の
。『
色
道
大
鏡
』
巻
二
・
寛
文
格
・
遊
客
行
用
に

「
小
袖
の
裏
は
、
茶
と
黒
き
に
限
る
べ
し
」。
ま
た
、
羽
織
の
長
短
に
つ
い
て
は
、

流
行
に
盛
衰
が
あ
っ
た
。『
塵
塚
談
』
巻
上
に
「
羽
織
長
短
の
事
、
宝
暦
四
、
五

年
頃
は
、伊
達
男
は
短
羽
織
に
て
、袖
よ
り
下
は
や
う
〳
〵
四
、五
寸
も
あ
り
て
、

袖
ば
か
り
の
や
う
に
て
あ
り
し
。
明
和
二
、三
年
の
頃
、大
坂
よ
り
吉
田
文
三
郎
、

吉
田
文
吉
な
ど
ゝ
と
い
ふ
人
形
遣
ひ
下
り
、
長
羽
織
を
着
せ
し
を
、
皆
人
笑
ひ

け
る
が
、
其
時
分
よ
り
段
々
長
く
な
り
、
文
化
七
、
八
年
に
至
り
、
又
も
短
く

成
し
や
う
に
見
ゆ
。
袖
口
の
太
細
、
帯
の
広
狭
も
、
羽
折
に
准
じ
、
い
ろ
〳
〵

に
変
化
し
た
り
」。『
賤
の
を
だ
巻
』
に
「
羽
織
も
世
々
に
転
変
し
た
り
。（
略
）

羽
織
も
長
く
な
り
、
や
が
て
対
丈
位
の
羽
織
を
著
る
や
う
に
な
り
た
り
」。

〃　

あ
わ
れ
な
る
や
う
に
て
…
…
女
の
歌
な
れ
ば
な
り　
『
古
今
集
』仮
名
序
に「
小

野
小
町
は
（
略
）
哀
れ
な
る
様
に
て
、
強
か
ら
ず
。（
略
）
強
か
ら
ぬ
は
、
女
の

歌
な
れ
ば
な
る
べ
し
」。

〃　

和
琴
は
「
女
の
、
物
和
ら
か
に
掻
き
な
ら
し
た
る
ぞ
よ
き
」　
『
源
氏
物
語
』
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帚
木
巻
に
「
よ
く
鳴
る
和
琴
を
調
べ
と
ゝ
の
へ
た
り
け
る
（
略
）
律
の
調
べ
は
、

女
の
、
物
や
は
ら
か
に
掻
き
鳴
ら
し
て
（
略
）
よ
く
澄
め
る
月
に
お
り
つ
き
な

か
ら
ず
」。

〃　

契
短
、
蹴
倒
し　

い
ず
れ
も
下
級
の
娼
婦
。『
艶
道
通
鑑
』
巻
五
の
三
に
「
惣

本
寺
の
嶋
原
、
新
町
、
吉
原
よ
り
件か

く

の
ご
と
く
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
白
人
、
呂
州
、

茶
女
、
臭
屋
、
間
短
、
蹴
倒
、
夜
発
ま
で
、
お
な
じ
習
に
移
り
行
」（『
猪
の
文
章
』

に
も
同
文
）。『
本
朝
色
鑑
』
契
短
女
に
「
契
短
は
、
四
六
店
付
の
下
品
と
為
る

な
り
。（
略
）
婬
事
の
契
情
、
短
き
を
以
て
の
謂
れ
な
れ
ば
」。

〃　

男
を
や
り
つ
け
、
叱
り
つ
く
る　

不
穏
な
態
度
や
様
子
。
女
性
と
し
て
、
あ

る
ま
じ
き
姿
。『
女
大
学
宝
箱
』
二
条
に
「
心

　
こ
ゝ
ろ
ば
へ緒
無よ
し
な
き美
女
は
、
心
騒
し
く
、
眼
恐

し
く
見
出
し
て
人
を
怒い

か

り
、こ
と
葉
訇
あ
ら
ゝ
かに
物
い
ひ
、さ
が
な
く
口
諬き
ゝ

て
人
に
先
立
、

（
略
）
み
な
女
の
道
に
違
る
な
り
。
女
は
唯
和
ぎ
順
ひ
て
、
貞
信
に
情
深
く
、
静

な
る
を
淑よ

し

と
す
」。

〃　

両
夫
三
夫
に
ま
み
ゆ
る
も
厭
は
ず　

貞
心
と
は
無
縁
の
、奔
放
な
生
活
を
送
っ

て
。
身
持
ち
の
悪
い
暮
ら
し
ぶ
り
に
も
躊
躇
い
が
な
く
。
注
六
上
「
貞
女
、
両

夫
に
ま
み
ゆ
る
こ
と
な
き
」
参
照
。

一
八
下　

三
百
目
の
首
代　

首
を
斬
ら
れ
る
代
わ
り
に
支
払
う
金
銭
。
姦
通
に
よ

る
死
罪
の
公
刑
を
避
け
る
た
め
、
ま
た
は
、
本
夫
か
ら
の
成
敗
を
免
れ
る
た
め
、

姦
夫
が
本
夫
に
賠
償
と
し
て
支
払
う
。『
好
色
一
代
男
』
巻
一
の
三
に
「
は
や
し

に
一
ば
い
三
百
目
の
借
り
手
形
、
い
か
に
欲
の
世
中
な
れ
ば
迚
、
か
す
人
も
お

と
な
げ
な
し
」。『
譬
喩
尽
』
に
「
密ま

お
と
こ男
の
頸く
び
だ
い代
は
、昔
か
ら
お
定
り
、銀
三
百
目
」。

〃　

粟
田
口
の
烏
の
腹
へ
葬
ら
れ
ん　

死
罪
に
問
わ
れ
て
刑
場
に
晒
さ
れ
る
。「
粟

田
口
」
は
、
京
の
東
の
外
れ
で
、
東
海
道
へ
の
出
口
に
あ
た
る
。『
一
休
諸
国
物

語
』
巻
四
の
十
四
に
「
粟
田
口
は
、
往
来
出
入
の
道
筋
な
れ
ば
」。
ま
た
、
死
刑

執
行
の
場
と
し
て
も
有
名
。『
好
色
五
人
女
』
巻
三
の
五
に
「
亭
主
聞
と
が
め
て
、

人
遣
し
見
け
る
に
、
お
さ
ん
茂
右
衛
門
な
れ
ば
、
身
う
ち
大
勢
も
よ
ふ
し
て
と

ら
へ
に
遣
し
、
其
科
の
が
れ
ず
、
様
々
の
せ
ん
ぎ
極
、
中
の
使
せ
し
玉
と
い
へ

る
女
も
、
同
じ
道
筋
に
ひ
か
れ
、
粟
田
口
の
露
草
と
は
な
り
ぬ
」。

〃　

心
の
筋
を
ば
…
…
め
や
す
か
る
べ
か
り
け
る　
『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
に
「
姫

君
の
御
学
問
に
、
い
と
用
な
か
ら
ん
。
す
べ
て
女
は
、
た
て
て
好
め
る
事
ま
う

け
て
し
み
ぬ
る
は
、さ
ま
よ
か
ら
ぬ
こ
と
な
り
。何
事
も
い
と
つ
き
な
か
ら
む
は
、

く
ち
お
し
か
ら
む
。
た
ゞ
心
の
筋
を
、
た
ゞ
よ
は
し
か
ら
ず
、
も
て
し
づ
め
を

き
て
、
な
だ
ら
か
な
ら
む
の
み
な
む
、
め
や
す
か
る
べ
か
り
け
る
」。

　
　
　

十
三　

つ
ら
き
勤
め
は
大
善
知
識

一
八
下　

し
か
る
に
、我
等
…
…
前
の
世
の
酬
ひ
ま
で
、思
ひ
や
る　

謡
曲
「
江
口
」

に
「
然
る
に
、
我
等
、
た
ま
〳
〵
受
け
が
た
き
人に

ん
じ
ん身
を
受
け
た
り
と
い
へ
ど
も
、

罪
業
深
き
身
と
生
れ
、
殊
に
、
た
め
し
少
な
き
河
竹
の
流
の
女
と
な
る
、
前
の

世
の
報
ま
で
、
思
ひ
や
る
こ
そ
悲
し
け
れ
」。

〃　

一
休
和
尚
の
筆
作　

俗
説
。『
狂
雲
集
』
所
収
の
「
江
口
の
美
人
勾
欄
の
曲
に

題
す
」
を
も
と
に
発
生
流
布
し
た
ら
し
い
。
謡
曲
「
江
口
」
は
、
世
阿
弥
の
作
。

〃　

一
双
の
玉
手
も
千
人
の
枕
と
成
り
、
半
点
朱
唇
、
万
客
に
な
め
か
わ
さ
れ
て

　

遊
女
の
境
涯
を
表
す
。『
円
機
活
法
』
巻
十
一
・
麗
門
・
妓
女
に
「
一
双
の
玉

手
、
千
人
枕　

ら

し
、
半
点
の
朱
唇
、
万
客
甞な

む
」。『
異
本
洞
房
語
園
』
巻
二
に
「
一

双
の
玉
手
、
千
人
の
枕
、
半
点
の
朱
唇
、
万
客
甞
む
」。

〃　

ふ
す
ぶ
る　

い
じ
け
る
。
す
ね
る
。



一
五
三

文
人
旗
本
三
橋
成
烈
の
女
訓
書
『
童
女
教
訓

松
間
鄙
言
』（
下
）　
（
篗
田
将
樹
）

〃　

肥
前
の
丸
山　

長
崎
の
遊
女
町
。
丸
山
町
か
ら
寄
合
町
に
ま
た
が
っ
て
郭
が

軒
を
連
ね
る
（『
色
道
大
鏡
』
巻
十
三
・
遊
郭
図
下
、『
長
崎
土
産
』
巻
一
）。『
好

色
一
代
男
』
巻
八
の
四
に
「
宿
に
足
を
も
た
め
ず
、
す
ぐ
に
丸
山
に
ゆ
き
て
見

る
に
、
女
郎
屋
の
有
様
、
聞
及
び
し
よ
り
は
ま
さ
り
て
、
一
軒
に
八
、
九
十
人

も
見
せ
懸
姿
、
唐
人
は
へ
だ
た
り
て
女
郎
替
り
け
る
と
か
や
」。

〃　

越
前
の
三
国　

日
本
海
西
回
り
航
路
の
寄
港
地
と
し
て
栄
え
る
。
松　

が

下
と
上か
み

新
町
と
で
揚
屋
が
営
業
（『
色
道
大
鏡
』
巻
十
二
・
遊
郭
図
上
）。『
風
流
志
道
軒

伝
』
巻
三
に
「
三
国
、新
方
、出
雲
崎
（
略
）
諸
国
の
風
流
を
な
が
め
つ
く
せ
ば
」。

〃　

流
れ
を
た
つ
る
者　

遊
女
と
し
て
生
き
る
者
。『
曽
我
物
語
』
巻
五
・
五
郎
女

に
情
か
け
し
事
に
「
な
が
れ
を
た
つ
る
あ
そ
び
者
、頼
む
べ
き
に
は
あ
ら
ね
共
」。

『
色
道
大
鏡
』
巻
四
・
寛
文
式
下
に
「
女
は
五
障
三
従
の
罪と

が

か
ろ
か
ら
ず
。
況
や

（
傾
城
は
）
な
が
れ
を
た
つ
る
女
な
れ
ば
、
罪
障
、
須
弥
よ
り
も
高
く
、
生
死
、

蒼
海
よ
り
ふ
か
し
」。

〃　

長
柄
傘　

高
貴
な
人
に
差
し
か
け
る
た
め
、
柄
を
長
く
作
っ
た
傘
。
遊
女
が

揚
屋
と
の
往
来
に
も
使
用
。『
色
道
大
鏡
』
巻
四
・
寛
文
式
下
に
「
傘

か
ら
か
さの
事
、
太

夫
職
、
天
職
、
共
に
長
柄
た
る
べ
し
」。『
古
今
吉
原
大
全
』
巻
三
・
道
中
揚
屋

入
の
事
付
長
柄
の
傘
に
駒
下
駄
の
事
に
「「
道
中
」
と
い
ふ
事
は
、
女
郎
、
揚
や
、

又
は
、
中
の
丁
へ
出
る
を
い
ふ
。（
略
）
雨
天
の
節
は
、
な
が
へ
の
か
ら
か
さ
を

さ
し
か
け
さ
す
る
な
り
。
長
柄
は
、
貴
人
の
道
具
な
れ
ど
も
、「
上
﨟
」
と
い
へ

る
名
称
に
よ
り
て
、
む
か
し
よ
り
め
ん
許
あ
り
し
事
な
り
」。

〃　

蜀
江
の
裲
襠　

蜀
江
の
錦（
中
国
産
の
美
し
い
錦
）で
作
っ
た
打
掛
小
袖
。『
色

道
大
鏡
』
巻
三
・
寛
文
式
上
に
「
傾
城
の
う
ち
か
け
を
す
る
事
、
時
に
よ
り
、

事
に
よ
り
て
、
着
す
べ
し
。
貴
人
の
ま
へ
へ
出
る
か
、
或
は
、
初
対
面
の
会
に

出
る
か
、
或
は
、
大
よ
せ
の
座
席
に
至
る
時
な
ど
は
、
さ
も
あ
ら
ん
か
」。

〃　

白
眼
に
佗
の
世
上
の
人
を
見
た
る　

冷
た
い
目
、
気
に
入
ら
な
い
と
い
っ
た

目
で
、
世
間
の
人
々
（
俗
物
た
ち
）
を
眺
め
て
い
る
。『
唐
詩
選
』
巻
七
・
七
言

絶
句
・
盧
員
外
象
と
崔
処
士
興
宗
が
林
亭
に
過
る
に
「
白
眼
に
し
て
他
の
世
上

の
人
を
看
る
」（
王
維
、『
安
者
世
鏡
』
巻
地
の
二
十
一
な
ど
に
も
所
収
）。「
白

眼
に
」
は
、睨
ん
で
。『
異
素
六
帖
』
に
「
白は

く
が
ん眼
は
、に
ら
む
也
。
色い
ろ

目め

也
」。『
好

色
一
代
女
』巻
三
の
二
に「
白に

ら
み眼
つ
け
て
歯
切
を
し
て
」。『
華
里
通
商
考（
異
本
）』

吉
原
国
に
「
白に

ら眼
ん
で
毒
気
を
吐
く
」。

一
九
上　

も
の
あ
ら
が
い　

口
答
え
。
言
い
訳
。『
源
氏
物
語
』
椎
本
巻
に
「
御
物

あ
ら
が
ひ
こ
そ
、
中
々
、
心
お
か
れ
侍
り
ぬ
べ
け
れ
」。

〃　

㷔
王
廰　

閻
魔
の
庁
。
閻
魔
大
王
が
死
者
の
生
前
の
行
為
を
審
判
し
、
そ
の

善
悪
に
よ
り
今
後
の
身
の
在
り
方
を
裁
決
す
る
と
こ
ろ
。『
教
訓
続
下
手
談
義
』

（
宝
暦
三
年
刊
版
本
）
巻
二
・
苅
豆
店
の
馬
左
衛
門
親
類
へ
教
訓
の
事
に
「
冥
途

と
申
に
も
閻
魔
と
申
公
儀
有
之
由
に
候
へ
ば
、
銭
次
第
に
て
地
獄
天
堂
の
差
別

を
取
捌
被
申
儀
は
有
間
敷
候
」。『
今
昔
道
の
栞
』（
嘉
永
二
年
刊
版
本
）
巻
下
に

「
い
た
つ
て
愚
な
人
は
、
い
つ
ぞ
抜
が
ら
に
成な

つ

た
ら
、
死
ん
で
閻
魔
の
廰
へ
往
て
、

罪
の
軽
重
を
業
の
秤
で
か
け
ら
る
ゝ
時
、
軽
ふ
て
宜よ

か

ら
ふ
と
の
思を
も

わ
く
」。

〃　

折
ら
ば
お
ち
ぬ
べ
き
萩
の
露
、
拾
は
ば
消
へ
な
ん
と
す
る
玉
篠
の
う
へ
の
霰

　

い
ず
れ
も
、
は
か
な
く
、
た
よ
り
な
い
も
の
の
た
と
え
。

〃　

池
の
う
き
ね
の
、
鴛
鳧　
『
千
載
集
』
巻
六
・
冬
に
「
を
し
ど
り
の
う
き
ね
の

床
や
あ
れ
ぬ
ら
ん
つ
ら
ゝ
ゐ
に
け
り
昆こ

や陽
の
池
水
」（
経
房
）。『
草
庵
集
』
巻
六
・

冬
に
「
を
し
鴨
の
う
き
ね
の
床
の
枕
よ
り
跡
よ
り
こ
ほ
る
冬
の
い
け
み
づ
」。

〃　

鹿
恋
ひ　

上
方
の
遊
郭
で
、
太
夫
、
天
神
に
次
ぐ
格
付
け
の
遊
女
。
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四

〃　

鄽み
せ

女
郎
な
ん
ど
い
ふ
も
の　

上
方
の
遊
郭
で
、
格
子
の
内
側
か
ら
客
を
招
き

寄
せ
る
下
級
の
遊
女
。
端
女
郎
。

一
九
下　

浮
き
舟
の
…
…
を
待
ち
て
、
夕
昏
れ
ご
と
に
身
も
こ
が
れ
つ
つ　
『
夫
木

抄
』
巻
三
十
五
・
雑
十
七
に
「
う
き
ふ
ね
の
さ
だ
め
ぬ
浪
の
ち
ぎ
り
だ
に
な
ほ

ゆ
ふ
ぐ
れ
は
身
も
こ
が
る
な
り
」（
為
家
）。

〃　

心
に
む
す
ぼ
ほ
れ
た
る　

憂
鬱
に
な
っ
て
い
る
。
気
に
か
か
っ
て
い
る
。

〃　

木
綿
襷　
「
七
野
社
」
を
導
く
。『
新
古
今
集
』
巻
十
九
・
神
祇
歌
に
「
わ
が

た
の
む
七
の
社
の
ゆ
ふ
だ
す
き
か
け
て
も
六
の
道
に
か
へ
す
な
」（
慈
円
、『
歌

枕
名
寄
』
巻
二
十
二
・
東
山
部
一
・
近
江
国
一
・
比
叡
篇
に
も
所
収
）。

〃　

七
野
社　

櫟い
ち
い
だ
に
な
な
の
じ
ん
じ
ゃ

谷
七
野
神
社
（
現
在
の
京
都
市
上
京
区
社
横
町
）
の
旧
称
。
主

祭
神
春
日
明
神
の
ほ
か
に
伊
勢
、
八
幡
、
賀
茂
、
松
尾
、
平
野
、
稲
荷
の
六
社

を
合
わ
せ
祀
る
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
ま
た
、
京
の
北
の
外
れ
に
あ
る
七
つ
の

野（
ど
こ
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
）の
惣
社
で
あ
る
か
ら
と
も
い
う
。

『
再
板
増
補
江
都
総
鹿
子
名
所
大
全
』
巻
一
下
・
神
社
類
聚
下
に
「
所
謂
「
七
の
」
と
は
、

伊
勢
、
八
幡
、
賀
茂
、
平
野
、
松
尾
、
稲
荷
、
春
日
也
。
又
、
内
野
、
北
野
、

平
野
、
萩
野
、
上
野
、
蓮
台
野
、
紫
野
也
と
も
云
」。

〃　

郭
門
の
柳　

郭
の
門
口
に
植
え
ら
れ
た
柳
。

〃　

塵
塚
山
の
塵　
『
徒
然
草
』
七
十
二
段
に
「
多
て
賤
し
か
ら
ぬ
は
、文
車
の
文
、

塵
塚
の
塵
」。

〃　

性
空
上
人
の
袖
を
ぬ
ら
し　
『
十
訓
抄
』
巻
三
の
十
五
に
「（
性
空
上
人
）
感

涙
お
さ
へ
が
た
く
し
て
」。『
艶
道
通
鑑
』巻
二
の
五
に「
随
喜
の
泪
と
ゞ
ま
ら
ず
」。

〃　

西
行
法
師
が
舌
頭
を
坐
断
せ
し　

謡
曲
「
江
口
」
な
ど
に
見
え
る
話
。『
艶
道

通
鑑
』
巻
二
の
九
に
「
帰
る
道
す
が
ら
、貴
覚
へ
て
、幾
度
か
泪
を
も
落
し
け
ん
」。

〃　

善
知
識　

仏
の
道
に
人
を
導
く
人
。『
曽
我
物
語
』
巻
十
二
・
虎
い
で
あ
ひ
呼

び
入
し
事
に
「
前
世
の
宿
執
に
て
、
善
知
識
と
な
り
給
ひ
ぬ
」。『
紹
巴
抄
』
巻

二
十
・
夢
浮
橋
に
「
善
知
識
に
遇
ふ
て
」。『
安
者
世
鏡
』
巻
地
の
三
十
三
に
「
善

智
識
と
は
（
略
）
真
心
に
導
、
正
道
に
す
ゝ
ま
し
む
る
も
の
な
り
」。

　
　
　

十
四　

記
念
に
残
る
百
と
せ
の
艶
名

一
九
下　

枩
の
位　

太
夫
。
最
上
位
の
遊
女
。『
百
花
評
林
』
太
夫
に
「
松
の
位
は
、

花
木
の
長
た
り
」。

〃　

義
の
た
め
に
命
を
鵝
毛
の
軽
き
に
捨
て
た
る　
『
徒
然
草
』
九
十
三
段
に
「
一

日
の
命
、
万
金
よ
り
も
重
し
。
牛
の
価
、
鵞
毛
よ
り
も
軽
し
」。「
鵝
毛
」
は
、

極
め
て
軽
い
も
の
の
た
と
え
。『
白
氏
文
集
』（
元
和
四
年
跋
刊
和
刻
本
）
巻
六

十
六
・
令
公
の
雪
中
に
贈
ら
れ
夢
得
と
同
に
相
訪
ね
ざ
る
を
訝
る
に
酬
ゆ
に
「
雪

は
鵝
毛
に
似
て
、飛
ん
で
散
り
乱
れ
た
り
。
人
は
鶴
氅
を
披
て
、立
つ
て
徘
徊
す
」

（『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
・
冬
、
謡
曲
「
鉢
木
」
に
も
所
収
）。

〃　

異
理
和
理　

仏
の
教
え
に
違
う
こ
と
と
順
う
こ
と
。『
安
者
世
鏡
』
外
題
の
角

書
に
「
異
理
／
和
理
」。
こ
こ
で
は
、
経
緯
、
詳
細
の
意
か
。

〃　

精
好
屋　

精せ
い
ご
う
お
り

好
織
（
絹
織
物
の
一
種
で
、多
く
袴
地
に
用
い
る
）
を
扱
う
商
人
。

二
〇
上　

千
曳
き
の
石
の
、
う
ご
き
な
き
思
ひ　

堅
い
決
心
。
び
く
と
も
し
な
い

気
持
ち
。「
千
曳
き
の
石
」
は
、
千
人
が
か
り
で
引
か
な
け
れ
ば
動
か
せ
な
い
よ

う
な
、
重
い
石
。「
う
ご
き
な
き
」
を
導
く
。

〃　

井
手
の
酴
釄
、
枝
も
た
わ
わ
に　

は
っ
き
り
と
口
に
は
出
さ
な
い
が
、
堰
に

咲
く
山
吹
の
花
を
沢
山
。「
酴
釄
」
が
、
く
ち
な
し
色
（
濃
い
黄
色
）
の
花
を
咲

か
せ
る
こ
と
か
ら
、「
口
な
し
」
と
詠
わ
れ
る
の
を
踏
ま
え
た
言
い
廻
し
。『
古
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今
集
』
巻
十
九
・
雑
体
・
誹
諧
歌
に
「
山
吹
の
花
色
衣
ぬ
し
や
た
れ
問
へ
ど
答

へ
ず
く
ち
な
し
に
し
て
」（
素
性
）。『
下
学
集
』
巻
下
・
草
木
門
に
「
ど
　
び
酴や
ま
ぶ
き釄
」。

〃　

理
を
連
ぬ
る
中　

互
い
に
恋
い
慕
う
間
柄
。「
連
理
の
中
」
を
訓
み
下
し
て
い

う
。『
毛
吹
草
』
巻
二
・
誹
諧
恋
之
詞
に
「
連
理
の
中
」。『
は
な
ひ
草
』
に
「
連

理
の
中　

恋
也
」。

〃　

お
ぼ
め
か
し
て　

は
っ
き
り
し
な
い
言
い
方
を
し
て
。
あ
え
て
ぼ
か
し
た
受

け
答
え
を
し
て
。『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
に
「
お
ぼ
め
か
し
な
が
ら
頼
み
か
け
き

こ
え
た
り
」。

〃　

仏
御
前　
『
平
家
物
語
』
の
登
場
人
物
。
白
拍
子
。
祇
王
に
代
わ
っ
て
平
清
盛

の
寵
愛
を
受
け
る
が
、
後
に
祇
王
を
追
っ
て
尼
と
な
る
。

〃　

萌
へ
出
づ
る
も
か
る
る
も
お
な
じ
埜
辺
の
艸　

祇
王
の
歌
。『
平
家
物
語
』
巻

一
・
祇
王
に
「
も
え
出
る
も
枯
る
ゝ
も
お
な
じ
野
辺
の
草
い
づ
れ
か
秋
に
あ
は

で
は
つ
べ
き
」。

〃　

入
道
相
国　

平
清
盛
（
一
一
一
八
～
八
一
）。
平
安
時
代
末
期
の
武
将
。

〃　

屏
風
の
端
に
張
り
て　

忘
れ
形
見
と
し
て
。
大
切
な
記
念
の
品
と
し
て
。

〃　

目
路　

視
界
。
見
え
る
と
こ
ろ
。

〃　

浅
妻
の
浅
き
心　

思
慮
分
別
に
乏
し
い
心
。
単
純
で
軽
率
な
気
持
ち
。「
浅
妻
」

は
、
通
っ
て
来
た
男
が
翌
朝
に
帰
っ
て
行
く
の
を
見
送
る
女
。
同
音
の
「
浅
き
」

を
導
く
。

二
〇
下　

と
ひ
も
せ
で
…
…
く
ゆ
る
成
る
べ
し　

出
典
未
詳
。

〃　

お
も
て
合
は
す
べ
き
義
理
な
く　

顔
向
け
で
き
る
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
は
な

く
。
あ
ま
り
に
も
面
目
な
く
。

〃　

秋
風
立
ち
し
こ
と　

思
い
が
冷
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
恋
情
が
薄
ら
い
で
し

ま
っ
た
こ
と
。「
秋
風
」
に
、「
秋
」
と
「
飽
き
」
と
を
掛
け
る
。『
古
今
集
』
巻

十
四
・
恋
歌
四
に
「
秋
風
に
山
の
木
の
葉
の
う
つ
ろ
へ
ば
人
の
心
も
い
か
ゞ
と

ぞ
思
」（
素
性
）。
謡
曲
「
班
女
」
に
「
風
の
便
と
思
へ
ど
も
、
夏
も
は
や
杉
の

窓
の
、
秋あ

き
か
ぜ風
冷
か
に
吹
き
落
ち
て
団だ
ん
せ
つ雪
の
、
扇
も
雪
な
れ
ば
、
名
を
聞
く
も
す

さ
ま
し
く
て
、
秋し

う
ふ
う風
怨
あ
り
。
よ
し
や
思
へ
ば
是
も
げ
に
逢
ふ
は
別
な
る
べ
し
。

其
報
な
れ
ば
今
さ
ら
、
世
を
も
人
を
も
恨
む
ま
じ
。
唯
思
は
れ
ぬ
身
の
程
を
、

思
ひ
つ
ゞ
け
て
独ひ

と
り
ゐ居
の
、
班
女
が
閨
ぞ
さ
み
し
き
」。『
明
星
抄
』
巻
十
六
・
御

法
に
「
秋
風
に　
（
略
）
世
間
の
無
常
を
い
へ
り
」。

二
一
上　

袖
に
朽
ち
に
し
秋
の
霜　
『
新
古
今
集
』
巻
十
六
・
雑
上
に
「
浅
茅
生
や

袖
に
く
ち
に
し
秋
の
霜
わ
す
れ
ぬ
夢
を
吹
く
嵐
か
な
」（
通
光
）。

〃　

や
さ
し
き　

け
な
げ
で
あ
る
。
殊
勝
で
あ
る
。

〃　

濡
れ
手
で
粟　

容
易
く
利
益
を
得
る
。『
玉
塵
抄
』
巻
十
七
「
こ
ゝ
ら
に
「
ぬ

れ
手
の
あ
わ
」
と
云
は
、物
の
た
や
す
い
こ
と
に
云
か
」。『
後
撰
夷
曲
集
』
巻
三
・

秋
歌
に「
女
郎
花
露
へ
し
分
て
お
る
人
は
ぬ
れ
手
で
粟
を
つ
か
む
と
ぞ
み
る
」（
重

香
）。
浄
瑠
璃
『
ひ
ら
が
な
盛
衰
記
』
四
段
に
「
内
證
聞
て
お
い
と
し
い
と
藁わ

ら
ふ
ご畚

叺か
ま
す
　米
俵
。
面
々
に
持
て
出
お
ら
は
白
米
一
斗
五
升
。
大
豆
八
升
麥
稗
小
豆
。
濡

手
で
粟
の
つ
か
み
取
」。

　
　
　

十
五　

先
か
ら
先
へ
心
づ
か
ら
の
勤
め

二
一
上　

二
百
十
日
、
八
朔
を
あ
て
に
買
い
込
み
て
待
ち
ぬ
る　

安
く
仕
入
れ
た

穀
物
を
不
作
時
に
高
く
売
っ
て
利
鞘
を
稼
ぐ
商
法
。「
二
百
十
日
」
は
、
立
春
か

ら
数
え
て
二
百
十
日
目
に
あ
た
る
日（
七
月
十
七
日
か
ら
八
月
十
一
日
頃
ま
で
）。

「
八
朔
」
は
、
八
月
一
日
。
と
も
に
、
天
候
不
順
で
、
荒
れ
や
す
い
。『
世
間
万
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病
回
春
』（
明
和
八
年
刊
版
本
）
巻
三
・
疱
瘡
神
評
に
「
世
並
の
相
場
を
聞
て
は
、

せ
つ
か
く
米
の
買
置
し
て
、
二
百
十
日
の
空
を
待
よ
り
も
」。

〃　

寡
婦　
『
色
道
大
鏡
』
巻
十
四
・
雑
女
部
・
寡
婦
篇
に
「
寡
婦
と
は
、
や
も
め

女
の
事
也
。
主
あ
る
に
あ
ら
ず
、
後
家
に
あ
ら
ず
、
不
犯
の
女
に
あ
ら
ず
。
夫

よ
り
離
別
し
た
る
か
、又
は
、夫
を
き
ら
ひ
手
を
き
り
て
か
へ
り
た
る
か
、（
略
）」。

〃　

洗
い
粉
、
白
粉
に
物
を
入
れ　

身
な
り
を
整
え
る
た
め
の
化
粧
品
類
を
惜
し

ま
ず
。
身
嗜
み
の
た
め
の
出
費
に
は
目
を
つ
ぶ
り
。「
洗
い
粉
」
は
、
顔
や
髪
を

洗
う
の
に
用
い
る
粉
。

〃　

瀧
の
下
の
踊
り
講　

未
詳
。

〃　

身
代
不
相
応
の
胆
の
腑　

身
分
と
不
釣
り
合
い
な
野
心
。
身
の
程
を
知
ら
な

い
大
そ
れ
た
望
み
。

〃　

匹
夫　

身
分
の
低
い
人
。

〃　

大
身　

高
位
高
禄
の
人
。

〃　

女
は
氏
な
く
て
玉
の
輿
に
乗
る　
『
毛
吹
草
』
巻
二
・
世
話
付
古
語
に
「
女
は
氏

な
う
て
玉
の
輿
に
乗
」。『
譬
喩
尽
』
に
「
女
は
氏
な
ふ
し
て
玉
輿
に
乗
る
」。

二
一
下　

我
慢
嫉
妬
の
角
ふ
り
た
て　

他
人
に
寛
容
な
姿
勢
を
失
っ
て
。
攻
撃
的

な
態
度
を
示
し
て
。「
我
慢
」
は
、
自
ら
を
誇
っ
て
他
を
侮
る
意
。「
嫉
妬
」
は
、

他
を
恨
ん
だ
り
憎
ん
だ
り
す
る
意
。

〃　

惣
領　

家
督
。
家
を
継
ぐ
人
。

〃　

儲
け
の
君　

嫡
男
。
次
に
家
を
継
ぐ
べ
き
人
。

〃　

一
棒
の
下
に　

迷
い
か
ら
目
を
醒
ま
す
よ
う
促
さ
れ
て
。
心
を
入
れ
替
え
る

よ
う
仕
向
け
ら
れ
て
。
も
と
は
、
禅
僧
が
弟
子
を
導
く
た
め
に
棒
で
眠
り
を
醒

ま
さ
せ
る
行
為
。『
世
間
万
病
回
春
』
巻
二
・
気
常
病
評
に
「
何
や
ら
一
喝
を
下

し
、
喝
々
と
し
か
り
つ
け
て
、
そ
の
躰
相
、
さ
も
一
棒
の
下
に
打
殺
す
べ
き
い

き
ほ
ひ
」。

〃　

突
き
出
し　

新
艘
。
新
し
く
勤
め
に
出
た
遊
女
。『
色
道
大
鏡
』
巻
一
・
名
目

抄
に
「
突つ

き
だ
し出
。
同
、
新
艘
の
事
な
り
。
さ
れ
ど
も
、
是
は
、
幼
歳
よ
り
抱
へ
置

て
養
育
せ
ず
、
禿
と
な
り
て
先
輩
に
も
つ
か
へ
ず
、
十
四
、
五
歳
、
十
五
、
六

歳
に
て
其
家
へ
来
り
、其
侭
傾
城
に
仕
立
出
す
を
、「
突
出
し
」
と
い
へ
り
」。『
柳

多
留
』
巻
二
に
「
突
出
し
は
七
十
五
日
客
が
来
る
」。

〃　

風
流
士　

男
女
の
機
微
を
よ
く
心
得
て
い
る
武
人
。訳
知
り
の
さ
む
ら
い
。『
近

代
艷
隠
者
』
巻
一
の
三
に
「
独
の
風た

は
れ流
男を

、
野
分
の
雫
に
裳
を
し
ほ
り
か
ね
」。

〃　

七
重
の
白
妙　

七
つ
重
ね
の
白
い
色
の
衣
。

〃　

野
上
の
宿　

美
濃
国
の
宿
駅
。
関
ケ
原
と
垂
井
と
の
間
に
所
在
。
色
里
と
し

て
旅
人
を
引
き
寄
せ
た
。『
更
級
日
記
』
に
「
美
濃
の
国
に
な
る
境
に
、
墨す

の
ま
た俣
と

い
ふ
渡
り
し
て
、
野
が
み
と
い
ふ
所
に
着
き
ぬ
。
そ
こ
に
遊あ

そ
び女
ど
も
出
で
来
て
、

夜
ひ
と
よ
、
う
た
〳
〵
ふ
に
も
、
足
柄
な
り
し
思
出
で
ら
れ
て
、
あ
は
れ
に
恋

し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」。『
六
百
番
歌
合
』
に
「
一
夜
か
す
野
上
の
里
の
草
枕

結
び
捨
て
け
る
人
の
契
り
を
」（
定
家
）。『
風
来
六
部
集
』
巻
下
・
里
の
を
だ
巻

評
に
「
古
よ
り
著
し
き
は
、
江
口
、
神
崎
、
野
上
の
里
、
大
磯
、
仮け

坂

　
は
い

の
類
、

其
名
残
り
て
今
は
な
し
」。

〃　

御
油
、
赤
阪　

い
ず
れ
も
三
河
国
の
宿
駅
。
東
海
道
五
十
三
次
の
一
つ
。『
阿

房
枕
言
葉
』
こ
と
〴
〵
な
る
も
の
に
「
ご
ゆ
、
あ
か
坂
、
お
か
ざ
き
、
女
郎
し

ゆ
に
も
、お
た
ふ
く
あ
り
と
お
か
し
」。『
麓
の
色
』
巻
一
・
道
里
に
「
今
も
御
油
、

赤
坂
は
昔
の
名
残
あ
り
て
、
一
た
び
咲
き
て
旅
人
の
貫

を
傾
け
、「
春
宵
一
夜
、

価
四
百
銭
」
と
歌
へ
ど
も
、
摧
直
は
二
百
に
輸
も
可を

か笑
し
」。



一
五
七

文
人
旗
本
三
橋
成
烈
の
女
訓
書
『
童
女
教
訓

松
間
鄙
言
』（
下
）　
（
篗
田
将
樹
）

〃　

関
札
の
泊
ま
り　

大
名
高
家
一
行
の
滞
在
。「
関
札
」
は
、
身
分
の
高
い
人
た

ち
が
宿
駅
に
留
ま
る
際
に
、
町
の
出
入
口
や
宿
の
前
に
、
そ
の
旨
を
記
し
て
立

て
た
札
。

〃　

竪
縞
の
木
綿
帯
び
胸
高
に
む
す
び　

誇
ら
し
げ
な
様
子
で
。
張
り
切
っ
た
立

ち
姿
で
。

〃　

実
め　

地
味
。
真
面
目
。

〃　

さ
だ
め
ぬ
海
士
の
子
の　

謡
曲
「
半
蔀
」
に
「
折
々
尋
ね
よ
る
な
ら
ば
、
定

め
ぬ
海
士
の
此
宿
の
、
主
を
誰
と
白
浪
の
」。「
海
士
」
で
「
小
舟
」
を
導
く
。

〃　

水
馴
れ
棹
み
な
れ
ぬ　
「
水
馴
れ
棹
」か
ら
同
音
の「
み
な
れ
ぬ
」を
導
く
。『
拾

遺
集
』
巻
十
一
・
恋
一
に
「
大
井
河
下
す
筏
の
水
馴
棹
見
な
れ
ぬ
人
も
恋
し
か

り
け
り
」（
読
人
不
知
、『
歌
枕
名
寄
』
巻
二
・
畿
内
部
二
・
山
城
国
二
・
嵯
峨

篇
に
も
所
収
）。
謡
曲
「
兼
平
」
に
「
干
さ
れ
ぬ
袖
も
水
馴
棹
の
、
見
馴
れ
ぬ
人

な
れ
ど
」。

〃　

万
法
唯
識　

一
切
の
事
象
は
阿あ

頼ら

耶や

識し
き

（
人
の
心
の
本
体
）
に
よ
り
生
ず
る

の
意
。

　
　
　

十
六　

婿
の
心
に
染
ま
る
白
装
束

二
二
上　
「
婚
礼
に
白
装
束
を
…
…
果
て
の
つ
か
ぬ
問
答
に
は
成
り
け
ら
し　
『
徒

然
草
』
二
百
四
十
三
段
の
筆
法
に
通
う
。

〃　

尽
未
来
際
を
経
て
も　

未
来
永
劫
に
。
果
て
し
な
く
。『
譬
喩
尽
』
に
「
尽じ

ん

未み

来ら
い
さ
い際　

仏
者
の
語
」。

二
二
上　

人
生
ま
れ
て
産
屋
の
式
は
、
み
な
白
装
束
な
り　

出
産
後
の
一
定
期
間
、

産
婦
と
赤
子
と
が
、
白
小
袖
を
着
た
ま
ま
で
過
ご
す
風
習
。『
邦
訳
日
葡
辞
書
』

に「Ironauoxiuosuru.（
色
直
し
を
す
る
）着
物
の
色
を
変
え
る
。
た
と
え
ば
、

赤
子
が
誕
生
後
二
十
日
か
三
十
日
あ
と
に
し
、
結
婚
す
る
人
が
二
日
か
三
日
あ

と
に
す
る
よ
う
に
、
ま
た
は
、
あ
る
死
者
の
た
め
に
喪
に
服
し
た
人
が
喪
あ
け

に
す
る
よ
う
に
、
着
物
の
色
を
変
え
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、

す
べ
て
白
い
着
物
を
ぬ
い
で
、
種
々
の
色
の
つ
い
た
着
物
を
着
る
の
で
あ
る
」。

『
秋
の
世
の
友
』
巻
二
・
章
魚
と
烏
賊
と
に
「
も
ろ
〳
〵
の
色
の
こ
ん
ぼ
ん
は
、

白
き
を
第
一
と
す
」。

〃　

九
品
蓮
台　
『
曽
我
物
語
』
巻
十
二
・
母
二
宮
ゆ
き
わ
か
れ
し
事
に
「
偕
老
同

穴
の
ち
ぎ
り
、
誠
あ
ら
ば
、
九
品
蓮
台
の
上
に
て
は
、
も
と
の
ち
ぎ
り
を
う
し

な
は
ず
」。
謡
曲
「
柏
崎
」
に
「
聖
衆
来
迎
の
雲
の
上
に
は
、
九
品
蓮
台
の
花
散

り
て
」。

〃　

二
月
、
八
月
は
は
な
れ
月　

二
月
と
八
月
と
の
結
婚
は
離
縁
に
な
り
や
す
い

と
い
う
俗
信
。「
二
」
の
字
が
上
下
に
、「
八
」
の
字
が
左
右
に
、
別
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
る
。

〃　

三
月
は
桜
醒
め　

三
月
の
結
婚
は
愛
情
が
失
わ
れ
や
す
い
と
い
う
俗
信
。
桜

の
花
の
色
が
移
ろ
い
や
す
い
こ
と
に
よ
る
。

〃　

往
亡　

往お
う
も
う
に
ち

亡
日
の
略
。
陰
陽
道
で
外
出
（
移
転
、
結
婚
、
元
服
、
建
築
な
ど

を
含
む
）
を
忌
む
日
。

〃　

申
の
日　

こ
れ
も
、「
申
」
の
音
が
「
去
る
」
に
通
う
こ
と
か
ら
、
結
婚
に
不

向
き
と
さ
れ
る
日
。

〃　

不
成
就
日　

陰
陽
道
で
何
事
も
叶
わ
な
い
と
さ
れ
る
日
。

〃　

富
家
の
女
は
嫁
し
易
し
…
…
嫁
し
て
そ
の
姑
に
孝
あ
り
と
作
り
し　



豊
か
な

家
に
生
ま
れ
育
っ
た
娘
と
、
貧
し
い
家
に
生
ま
れ
育
っ
た
娘
と
で
は
、
自
ず
と



愛
知
淑
徳
大
学
論
集
―
文
学
部
篇
―　

第
四
十
六
号	

別
冊

一
五
八

行
な
い
に
違
い
が
出
る
。『
白
氏
文
集
』
巻
二
・
秦
中
吟
十
首
・
議
婚
に
見
え
る

言
い
廻
し
。『
紹
巴
抄
』
巻
一
・
箒
木
に
「
貧
家
の
女
と
富
め
る
家
の
女
と
の
得

失
を
論
ず
る
也
。
と
め
る
家
の
む
す
め
は
、
嫁か

聚し
ゆ

な
ど
の
事
、
不
足
な
ら
ぬ
ま
ゝ

に
、
は
や
く
こ
と
ゆ
け
ど
も
、
つ
ゐ
に
は
そ
の
夫
を
か
ろ
ん
ず
る
な
り
。
ま
づ

し
き
家
の
女
は
、
婚
礼
な
ど
は
き
つ
と
成
が
た
け
れ
ど
も
、
事
成
ぬ
れ
ば
其
し

う
と
め
な
ど
に
は
孝
あ
る
と
云
心
な
り
。
是
は
、
は
か
せ
の
女
、
貧
家
な
る
に

よ
り
て
、
い
ひ
き
か
せ
た
る
な
り
。「
富
め
る
家
の
女
は
嫁
し
易
し
。
嫁
す
る
こ

と
早
け
れ
ば
其
の
夫ふ

を
軽
ん
ず
。
貧
し
き
家
の
女
は
嫁
し
難
し
。
嫁
す
る
こ
と

晩を
そ

け
れ
ば
姑
に
孝
あ
り
」」。

　
　
　

十
七　

生
々
の
御
袋
へ
諫
言

二
三
上　

一
切
の
女
人
を
ば
生
々
の
母
と
思
へ　
『
梵
網
経
』
巻
下
・
不
行
放
救
戒

に
「
一
切
の
男
子
は
是
れ
我
が
父
、
一
切
の
女
人
は
是
れ
我
が
母
な
り
。
我
れ

生
々
に
之
に
従
つ
て
生
を
受
け
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
故
に
六
道
の
衆
生
は

皆
我
が
父
母
な
り
」。

〃　

生
死
流
転　

謡
曲
「
春
栄
」
に
「
生
じ
て
は
死
し
、
死
し
て
は
生
じ
、
流

転
に
廻
る
こ
と
、
生
々
の
親
子
、
皆
も
つ
て
誰
か
又
自
他
な
ら
ん
」。

〃　

癩
病
婆
　々

道
端
で
物
も
ら
い
を
す
る
老
女
。
癩
病
を
患
っ
て
親
族
に
捨

て
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
暮
ら
し
。『
和
漢
三
才
図
会
』
巻
七
・
人
倫
類
に
「
乞
食

こ
つ
じ
き

か
た
ゐ

（
略
）
今
、
癩
病
人
を
以
て
総
て
加
多
井
と
為
す
」。『
物
類
称
呼
』
巻
一
・
人

倫
に「
乞
食　

も
の
も
ら
い（
略
）癩
病
人
を「
か
つ
た
い
」と
い
ふ
は（
略
）」。

〃　

旦
那
場　

得
意
先
。
い
つ
も
取
り
引
き
を
す
る
顔
馴
染
み
。

〃　

仏
の
、
衆
生
を
一
子
と
お
ぼ
す　
『
三
帖
和
讃
（
浄
土
和
讃
）』
に

「て
う
に
ち
ぐ
わ
ち
く
わ
う
　
　

超
日
月
光
こ
の
身
に
は
念
仏
三
昧
お
し
へ
し
む
十
方
の
如
来
は
衆
生
を
一
子

の
ご
と
く
憐
念
す
」。

二
三
下　

十
界　

悟
界
に
あ
た
る
仏
界
、
菩
薩
界
、
縁
覚
界
、
声
聞
界
の
四
つ
と
、

迷
界
に
あ
た
る
天
上
界
、
人
間
界
、
修
羅
界
、
畜
生
界
、
餓
鬼
界
、
地
獄
界

の
六
つ
と
を
合
わ
せ
て
い
う
。

〃　

仏
と
は
桜
の
華
に
月
夜
か
な　

其
角
（
一
六
六
一
～
一
七
〇
七
、
江
戸
時

代
前
期
の
俳
人
、
別
号
に
宝
晋
斎
）
の
句
。『
其
便
』、『
其
角
一
周
忌
』、『
五

元
集
』
巻
元
所
収
。

〃　

望
は
一
夜
の
へ
だ
て
に
て　
『
秋
篠
月
清
集
』
百
首
愚
詠
・
十
題
百
首
・
釈

教
十
首
に
「
菩
薩
」
の
題
で
「
秋
の
月
も
ち
は
ひ
と
よ
の
へ
だ
て
に
て
か
つ

が
つ
か
げ
ぞ
の
こ
る
く
ま
な
き
」。

〃　

雲
の
上
に
匍
匐
つ
て
ゐ
給
ふ　
『
和
漢

三
才
図
会
』巻
七
・
人
倫
類
に
見
え
る「
天

人
」
の
挿
絵
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵

本
に
よ
る
）。

〃　

天
人
も
…
…
挿
枝
の
花
凋
み
、五
衰
の
雲
に
覆
は
れ
て　

謡
曲「
羽
衣
」に「
涙

の
露
の
玉
鬘
、
か
ざ
し
の
花
も
し
を
〳
〵
と
、
天
人
の
五
衰
も
目
の
ま
へ
に
見

え
て
あ
さ
ま
し
や
」。

〃　

居
続
け　

遊
里
な
ど
に
長
く
留
ま
り
、
な
か
な
か
家
に
帰
ら
な
い
こ
と
。『
好

色
二
代
男
』
巻
八
の
二
に
「
我
等
は
旅
の
か
り
枕
、
十
日
許
の
居
つ
ゞ
け
、
心

も
な
し
と
い
ふ
所
へ
、今
取
出
の
大
臣
ら
し
き
弐
人
」。『
柳
多
留
』
巻
二
に
「
居

つ
ゞ
け
へ
な
ま
に
ん
じ
や
く
な
母
の
文
」。

〃　
「
八
島
」「
箙
」「
清
経
」「
兼
平
」
な
ど
の
諷
ひ　

い
ず
れ
も
、
合
戦
と
関
わ



一
五
九

文
人
旗
本
三
橋
成
烈
の
女
訓
書
『
童
女
教
訓

松
間
鄙
言
』（
下
）　
（
篗
田
将
樹
）

る
内
容
で
、
乱
世
の
さ
ま
を
描
く
。

〃　

角
あ
れ
ば
牙
な
く
、
牙
あ
る
も
の
は
角
な
く　

天
は
二
物
を
与
え
ず
。
あ
れ

も
こ
れ
も
揃
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。『
譬
喩
尽
』
に
「
角
あ
る

も
の
は
牙
な
く
、
牙
あ
る
も
の
は
角
な
し
」。

二
四
上　
「
水
を
飲
ま
ん
」
と
よ
ろ
ぼ
ひ
く
れ
ば
、
水
は
忽
ち
火
炎
と
な
る　
『
往

生
要
集
』
巻
上
に
「
適た

ま
たま
清
流
に
望
て
、
走
り
向
ひ
、
彼
に
趣
け
ば
、
大
力
の

鬼
有
て
、
杖
を
以
て
打
。
或
は
変
じ
て
火
と
作
る
。
或
は
悉
く
枯
れ
涸か

は

き
ぬ
」。

〃　

懼
ろ
し
き
事
詳
か
に
説
か
ば
、
聴
く
人
血
を
吐
い
て
死
な
ん　
『
倶
舎
論
』
で

の
該
当
記
事
は
未
詳
。『
顕
謗
法
抄
』
に
「
若
、
仏
、
此
の
地
獄
の
苦
を
具

つ
ぶ
さ
に説
せ

給
わ
ば
、
人
、
聴
て
血
を
は
い
て
死
す
べ
き
故
に
、
仏
、
く
わ
し
く
説
給
は
ず
、

と
み
へ
た
り
」。

〃　

一
刹
那　

極
め
て
短
い
時
間
。『
譬
喩
尽
』に「
一い

つ

刹せ
つ

那な　

梵
語
也
。
暫
時
也
」。

〃　

訳
合
ひ　

事
の
道
理
。
道
筋
。

二
四
下　

仏
果
菩
提　

仏
の
悟
り
。
善
因
を
修
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も

の
。『
譬
喩
尽
』
に
「
仏ぶ

つ
く
は果
菩ぼ

提だ
い　

浄
土
宗
廻
向
の
語
」。

〃　

に
や
ん
に
や
ん　

猫
の
鳴
き
声
を
表
す
。『
誹
諧
独
吟
集
』
巻
上
に
「
む
し
気

な
子
を
ば
よ
く
だ
ひ
て
ね
よ
／
に
や
ん
〳
〵
と
月
に
鳴
ぬ
る
声
は
し
て
」（
貞

徳
）。

〃　

わ
ん
わ
ん　

犬
の
鳴
き
声
を
表
す
。
虎
明
本
狂
言
「
犬
山
伏
」
に
「
い
ぬ
、

わ
ん
〳
〵
と
い
ふ
て
、
か
み
つ
か
ふ
と
す
る
」。『
永
代
蔵
』
巻
三
に
「
棚
に
ふ

し
た
る
赤
犬
、
目
を
さ
ま
し
て
、
わ
ん
〳
〵
と
ほ
へ
か
ゝ
れ
ば
」。

　
　
　

そ
の
二

二
四
下　

四
十
八
夜　

浄
土
宗
で
催
さ
れ
る
不
断
の
法
会
。
阿
弥
陀
如
来
の
四
十

八
願
に
因
ん
で
四
十
八
夜
の
間
、
念
仏
を
唱
え
る
。
浄
土
三
部
経
の
講
説
も
行

わ
れ
る
。『
椀
久
一
世
の
物
語
』
巻
下
の
一
に
「
寺
で
は
四
十
八
夜
を
申
し
て
名

に
触
れ
、
神
前
に
は
人
の
目
に
立
つ
石
燈
籠
奇
進
し
て
」。

〃　

千
部　

千せ
ん

部ぶ

会え

の
略
。
追
善
や
祈
願
の
法
会
。
同
一
の
経
を
五
百
僧
ま
た
は

千
僧
が
一
部
ず
つ
読
む
。
一
僧
が
千
遍
読
み
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。『
教
訓
続
下

手
談
義
』（
宝
暦
三
年
刊
版
本
）
巻
二
・
苅
豆
店
の
馬
左
衛
門
親
類
へ
教
訓
の
事

に
「
総
じ
て
、
旦
那
寺
に
て
、
堂
供
養
の
千
部
、
四
十
八
夜
な
ど
と
申
様
な
る
、

法
会
在
之
節
、
罷
出
、
世
話
や
き
致
候
義
、
堅
く
御
無
用
に
候
」。

〃　

得
た
り
や
あ
ふ　

勇
ま
し
い
掛
け
声
。
敵
の
攻
撃
を
「
よ
し
来
た
」
と
迎
え

撃
つ
時
や
、
敵
を
上
手
く
仕
留
め
た
時
に
発
す
る
。
謡
曲
「
土
蜘
蛛
」
に
「
化

生
と
見
る
よ
り
も
、〳
〵
、枕
に
あ
り
し
膝
丸
を
、抜
き
開
き
ち
や
う
と
切
れ
ば
、

そ
む
く
る
所
を
つ
ゞ
け
ざ
ま
に
、
足
も
た
め
ず
、
薙
ぎ
伏
せ
つ
ゝ
、「
得
た
り
や

お
う
」
と
の
ゝ
し
る
声
に
、
形
は
消
え
て
失
せ
に
け
り
、
〳
〵
」。

〃　

鐘
供
養　

新
た
に
鋳
た
鐘
の
披
露
目
の
場
で
行
な
う
、
突
き
初
め
の
儀
式
。

道
成
寺
縁
起
に
因
ん
で
、
女
子
が
突
き
初
め
役
を
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

〃　

小
松
の
重
盛
風
に
、
今
一
篇
、
御
諫
言
申
す
べ
し　

謡
曲
「
重
盛
」
を
踏
ま

え
た
言
い
廻
し
。
平
重
盛
（
一
一
三
八
～
七
九
、
平
安
時
代
末
期
の
武
将
）
が
、

鹿
ケ
谷
事
件
の
際
、
武
装
し
て
後
白
河
法
皇
を
攻
略
し
よ
う
と
す
る
父
清
盛
を
、

涙
な
が
ら
に
説
得
す
る
話
。「
小
松
の
」
は
、
重
盛
が
、
六
波
羅
小
松
に
邸
を
構

え
て
、「
小
松
殿
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
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四
十
六
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別
冊

一
六
〇

〃　
「
仏
」
と
申
す
も
の
は
…
…
十
万
億
土
の
西
の
方
に
お
は
し
ま
し　

謡
曲
「
山

姥
」
に
「
げ
に
や
常
に
承
る
。
西
方
の
浄
土
は
十
萬
億
土
と
か
や
」。『
一
休
ば

な
し
』
巻
三
の
一
に
「
う
た
が
ひ
も
な
く
新
右
衛
門
は
、
西
方
十
万
億
土
、
極

楽
世
界
に
往
生
せ
し
め
て
、
九
品
上
刹
の
う
て
な
に
い
た
ら
む
事
は
、
た
な
ご
ゝ

ろ
を
み
る
が
ご
と
し
」。『
合
類
大
節
用
集
』
巻
一
・
乾
坤
門
上
に
「
極
楽
世
界

　
（
略
）
西
方
十
万
億
土
に
在
り
」。

〃　

御
寺
の
御
本
尊
は
、
そ
の
献
立
て
紙
な
れ
ば　

寺
院
に
置
か
れ
て
い
る
本
尊

は
、食
事
の
献
立
て
紙
と
同
じ
で
、仏
の
道
を
知
る
道
標
に
過
ぎ
な
い
の
で
。「
献

立
て
紙
」
は
、
食
卓
に
上
る
料
理
の
順
序
や
内
容
を
予
め
書
き
示
し
た
紙
で
、

そ
れ
自
体
に
特
に
味
わ
い
や
有
難
み
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

〃　

十
方
無
碍
の
仏
様　

仏
の
光
明
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
を
隈
な
く
照
ら
し
、
遮

ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
意
。
阿
弥
陀
仏
の
別
号「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」に
よ
る
。

二
五
上　

同
気
相
求
む
れ
ば　

気
の
合
う
者
が
互
い
に
寄
り
集
ま
れ
ば
。『
周
易
』

（
寛
永
五
年
刊
和
刻
本
）
文
言
篇
に
「
同
声
、
相
応
じ
、
同
気
、
相
求
む
」。『
一

休
ば
な
し
』
巻
二
の
九
に
「「
同
気
あ
い
も
と
む
」
な
る
こ
ゝ
ろ
ざ
し
、
い
と
は

づ
か
し
く
思
は
れ
け
る
」。

〃　

此
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず　

極
楽
浄
土
は
遥
か
彼
方
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
法

味
観
念
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
娑
婆
世
界
か
ら
そ
う
遠
く
は
な
い
。『
観
無
量

寿
経
』
に
「
爾そ

の
と
き
、
世
尊
、
韋ゐ

提だ
い

希け

に
告
げ
た
ま
は
く
、「
汝
、
い
ま
知
る

や
い
な
や
、
阿
弥
陀
仏
、
こ
こ
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
（
去
此
不
遠
）、
汝
、
ま

さ
に
念お

も

ひ
を
繋か

け
て
、諦
あ
き
ら
　か
に
彼
の
国
を
観
ず
べ
し
。
浄
　
じ
や
う
ご
ふ業
成じ
や
う
　ぜ
む
も
の
な
り
」。

〃　

三
瀬
川　

亡
者
が
冥
土
に
行
く
時
に
渡
る
と
い
う
川
。
渡
る
所
が
三
箇
所
あ

り
、
生
前
の
罪
の
有
無
や
軽
重
に
よ
り
、
ど
こ
を
渡
る
か
が
決
め
ら
れ
る
。
三

途
の
川
。「
流
れ
」
を
導
く
。『
と
は
ず
が
た
り
』
に
「
わ
が
袖
の
涙
の
海
よ
三

瀬
河
に
流
れ
て
通
へ
影
を
だ
に
見
ん
」。

〃　

心
の
猿　

煩
悩
。
物
事
に
と
ら
わ
れ
て
落
ち
着
き
の
な
い
さ
ま
を
、
猿
に
た

と
え
る
。

〃　
「
貪
慾
」「
瞋
恚
」「
愚
癡
」
を
「
三
毒
」
と
名
付
け
て　

道
心
を
妨
げ
る
三
つ

の
病
。『
宝
物
集
』
巻
二
に
「
貪
瞋
痴
の
三
毒
の
病
と
い
ふ
物
有
。（
略
）
貪
と

い
ふ
は
、
人
の
物
を
ほ
し
と
思
ひ
、
我
物
を
お
し
と
思
ふ
也
。
す
べ
て
物
を
む

さ
ぼ
る
を
申
べ
き
也
。（
略
）
瞋
と
い
ふ
は
、
は
ら
だ
つ
事
を
い
ふ
な
り
。（
略
）

痴
と
申
は
、
愚
痴
に
し
て
、
を
ろ
か
な
る
を
申
な
り
」。『
天
水
抄
』
巻
一
に
「
皆

是
、
貪
慾
、
瞋
恚
、
愚
癡
也
。
是
を
三
毒
と
云
。
是
、
三
悪
道
の
種
也
」。

二
五
下　

こ
の
三
つ
は
、心
に
を
い
て
造
る
罪
な
れ
ば　

謡
曲「
東
岸
居
士
」に「
貪

欲
、
瞋
恚
、
愚
癡
は
、
又
、
心
に
於
て
絶
え
せ
ず
」。

〃　

妄
語
、
綺
語
…
…
身
に
て
作
る
罪
に
し
て　

謡
曲
「
東
岸
居
士
」
に
「
殺
生
、

偸
盗
、
邪
婬
は
、
身
に
於
て
作
る
罪
な
り
。
妄
語
、
綺
語
、
悪
口
、
両
舌
は
、

口
に
て
作
る
罪
な
り
」。

二
六
上　

身
口
意
の
三
業　
『
譬
喩
尽
』
に
「
三
業ご

ふ

と
は
、
身し
ん
さ
ん三
口く

し四
意い
さ
ん三
、
身
口

意
之
三
と
も
云
。
是
、
十
悪
也
。
則
殺
生
、
偸
盗
、
邪
婬
は
身
に
作
る
罪
也
。

妄
語
、
悪
口
、
綺
語
、
両
舌
は
口
に
作
る
罪
也
。
貪
欲
、
瞋
恚
、
愚
癡
は
意
に

作
る
罪
也
。
以
上
十
悪
と
い
ふ
、
是
也
云
々
」。

〃　

大
夫
桟
敷
き　

劇
場
に
お
け
る
特
別
指
定
席
。
大
尽
客
が
土
間
を
眼
下
に
見

下
ろ
せ
る
位
置
に
あ
る
。

〃　

追
ひ
込
み　

劇
場
に
お
け
る
自
由
席
。
二
階
桟
敷
の
後
方
に
あ
る
。



一
六
一

文
人
旗
本
三
橋
成
烈
の
女
訓
書
『
童
女
教
訓

松
間
鄙
言
』（
下
）　
（
篗
田
将
樹
）

　
　
　

そ
の
三

二
六
上　

切
り
落
と
し　

劇
場
に
お
け
る
大
衆
席
。
平
土
間
で
、
仕
切
り
も
な
く
、

大
勢
の
客
で
ご
っ
た
返
す
。

〃　

昨
日
の
少
年
、
今
日
の
白
頭　
『
古
今
詩
刪
』（
寛
保
三
年
刊
和
刻
本
）
巻
二

十
二
・
秋
思
に
「
琪
樹
の
西
風
、
枕
簟
の
秋
。
楚
雲
、
湘
水
、
同
遊
を
憶
ふ
。

高
歌
一
曲
、
明
鏡
を
掩
ふ
。
昨
日
は
少
年
、
今
は
白
頭
」（
許
渾
、『
唐
詩
選
』

巻
七
・
七
言
絶
句
に
も
所
収
）。『
唐
詩
選
国
字
解
』
に
「
昨さ

く
じ
つ日
は
少
年
、
今
は

白
頭
」
の
注
と
し
て
「
昔
、
少
年
の
時
は
か
う
で
あ
つ
た
が
、
今
は
白
頭
に
な

つ
た
。
こ
の
や
う
に
早
く
年
の
よ
る
も
の
か
と
、
秋
に
感
じ
て
、
愁
へ
に
堪
へ

ら
れ
ぬ
」。

〃　

蛇
爺
、
猫
ま
た
婆　

欲
張
り
で
執
念
深
い
老
人
、
根
性
の
曲
が
っ
た
老
女
。

と
も
に
、
年
寄
り
を
罵
っ
て
い
う
語
。

〃　

鳥
辺
、舟
岡
の
煙
り
と
成
る　

こ
の
世
を
去
る
。
死
ぬ
。『
撰
集
抄
』
序
に
「
鳥

辺
、船
岡
の
け
ぶ
り
」、同
巻
四
の
六
に
「
鳥
辺
、船
岡
の
け
ぶ
り
と
も
の
ぼ
り
」。

「
鳥
辺
」「
舟
岡
」
は
、
と
も
に
葬
送
の
地
。『
徒
然
草
』
百
三
十
八
段
に
「
都
の

中
に
多
き
人
、
死
な
ざ
る
日
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
一
日
に
一
人
、
二
人
の
み
な

ら
む
や
。
鳥
部
野
、舟
岡
、さ
ら
ぬ
野
山
に
も
、送
る
数
多
か
る
日
は
あ
れ
ど
も
、

送
ら
ぬ
日
は
な
し
」。『
譬
喩
尽
』
に
「
化あ

だ
し
の野
の
露
嵯
峨
、
鳥
辺
洛
東
、
船
岡
の
煙

洛
北
。
み
な
古
歌
に
出
、
無
常
を
示
す
」。「
煙
り
」
と
詠
み
合
わ
せ
る
の
は
和
歌

の
常
套
。『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
に
「
鳥
辺
山
も
え
し
煙
も
ま
が
ふ
や
と
あ
ま
の

塩
焼
く
う
ら
み
に
ぞ
行
く
」。『
夫
木
抄
』
巻
三
十
六
・
雑
十
八
に
「
は
か
な
さ

は
ふ
な
を
か
山
の
夕
ま
ぐ
れ
し
ば
し
も
た
え
ぬ
け
ぶ
り
に
も
し
れ
」（
為
家
）。

二
七
上　

朝
に
は
紅
顔
有
れ
ど
も
、
夕
べ
に
は
白
骨
と
成
る　
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻

下
・
無
常
に
「
朝あ

し
たに
紅
顔
あ
つ
て
世
路
に
誇
れ
ど
も
、
暮ゆ
ふ
べに
白
骨
と
な
つ
て
郊

原
に
朽
ち
ぬ
」（
義
孝
）。

〃　

千
秋
萬
歳　

物
事
が
末
永
く
続
く
こ
と
を
願
う
祝
言
。『
曽
我
物
語
』
巻
七
・

勘
当
ゆ
る
す
事
に
「
げ
に
〴
〵
千
秋
萬
歳
と
さ
か
ふ
べ
き
子
共
の
門
出
」。
謡
曲

「
春
栄
」
に
「
重
ね
て
千
秋
萬
歳
の
、
猶
悦
び
の
盃
の
」。『
紹
巴
抄
』
巻
九
「
玉

鬘
」
に
「
こ
と
ぶ
き　
「
千
秋
万
歳
」
と
い
へ
り
」。

〃　

罪
障　

成
仏
の
妨
げ
と
な
る
悪
い
行
い
。
男
性
よ
り
も
女
性
の
そ
れ
が
深
い

と
さ
れ
る
。『
明
星
抄
』
巻
十
四
・
若
菜
下
に
「
女
は
罪
障
深
し
と
な
り
。『
涅

槃
経
』
に
も
説
り
。『
河
海
』
に
み
え
た
り
」。

〃　

変
成
男
子　

女
が
、仏
の
慈
悲
に
よ
り
、男
と
し
て
の
生
を
得
る
意
。
謡
曲「
夕

顔
」
に
「
変
成
男
子
の
願
の
ま
ま
に
」。『
合
類
大
節
用
集
』
巻
八
上
・
言
辞
門

に
「
変へ

ん
じ
や
う
な
ん
し

成
男
子
」。

〃　

千
と
せ
の
末
ま
で　
『
拾
遺
集
』
巻
八
・
雑
上
に
「
音
に
の
み
聞
き
渡
つ
る
住

吉
の
松
の
千
と
せ
を
今
日
見
つ
る
哉
」（
貫
之
）。『
唐
詩
選
』
巻
二
・
七
言
古
詩
・

公
子
行
に
「
願
は
く
は
貞
松
と
作
つ
て
、
千
歳
、
古ふ

り
ん
」（
劉
廷
芝
）。

〃　

猶
春
毎
に
緑
の
い
ろ
を
ま
し
給
へ　
『
古
今
集
』
巻
一
・
春
上
に
「
常
盤
な
る

松
の
み
ど
り
も
春
く
れ
ば
今
ひ
と
し
ほ
の
色
ま
さ
り
け
り
」（
宗
于
）。

〃　

松
閒　
『
金
葉
集
』
巻
一
・
春
に
「
松
間　

の

桜
花
と
い
へ
る
事
を
よ
め
る
」
の
題

で
「
春
ご
と
に
松
の
緑
に
埋
も
れ
て
風
に
し
ら
れ
ぬ
は
な
桜
か
な
」（
有
仁
）。

以
後
、
和
歌
で
は
「
松
間
紅
葉
」（『
千
載
集
』
巻
五
・
秋
下
）、「
松
間
花
」（『
夫

木
抄
』
巻
四
・
春
四
）
な
ど
、「
松
間　

の

○
○
」、「
松
間　
の

○
」
の
形
式
に
あ
て
は
め

た
歌
題
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、「
松
間
○
○
」
は
、
漢
詩
に
も
見
え



愛
知
淑
徳
大
学
論
集
―
文
学
部
篇
―　

第
四
十
六
号	

別
冊

一
六
二

る
言
い
廻
し
。『
唐
詩
選
』
巻
二
・
七
言
古
詩
・
下
山
の
歌
に
「
嵩
山
を
下
れ
ば
、

所
思
多
し
。
佳
人
を
携
へ
て
、
歩
す
る
こ
と
遅
遅
た
り
。
松
間
の
明
月
、と

こ
し
な
長
へ

に
此
く
の
如
し
。
君
が
再
遊
、
復
た
何
れ
の
時
ぞ
」（
宋
之
問
）。
一
方
、「
鄙
言
」

は
、
肩
の
凝
ら
な
い
語
り
。
親
し
み
や
す
く
、
く
だ
け
た
話
。

　
　
　
（
跋
）

二
七
下　

春
の
夜
の
闇
は
あ
や
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
み
え
ね
香
や
は
朧
ろ
に　
『
古

今
集
』
巻
一
・
春
歌
上
に
「
春
の
夜
、
梅
の
花
を
、
よ
め
る
」
の
題
で
「
春
の

夜
の
闇
は
あ
や
な
し
梅
花
色
こ
そ
見
え
ね
香
や
は
か
く
る
ゝ
」（
躬
恒
）。『
古
今

集
』
の
伝
本
に
第
五
句
を
「
香
や
は
朧
ろ
に
」
と
記
す
も
の
は
な
く
、
作
者
の

号
「
梅
朧

8

8

舘
主
人
」
を
導
き
出
す
た
め
の
言
い
換
え
で
あ
ろ
う
。

〃　

恋
ひ
と
無
常
を
…
…
そ
の
二
、
そ
の
三
と
、
残
る
と
こ
ろ
な
く　

各
章
の
題

目
と
内
容
と
を
織
り
交
ぜ
て
書
き
綴
る
。

二
八
上　

み
や
づ
か
へ
の
こ
と
繁
き　

未
詳
。

〃　

人
を
ま
つ
間
の
折
り
折
り
に
、鄙
し
か
ら
ぬ
言
の
葉
を　

作
品
名「
松
間
鄙
言
」

を
忍
ば
せ
て
い
う
。

〃　

同
じ
雲
井
の
月
を
詠
る
人
も
が
な　

立
場
や
教
え
を
説
き
示
す
筋
道
は
違
っ

て
も
、
目
指
す
と
こ
ろ
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
う
い
う
人
が
い
れ
ば
い
い
な
あ
。

　
　
　

正
誤
表

※
篗
田
「
文
人
旗
本
三
橋
成
烈
の
女
訓
書
『
童
女
教
訓
松
間
鄙
言
』（
上
）」（『
愛
知
淑
徳

大
学
文
学
部
論
集
』
第
四
十
五
号
、
令
和
二
年
三
月
、
愛
知
淑
徳
大
学
）
所
収

の
本
文
、
お
よ
び
同
「
文
人
旗
本
三
橋
成
烈
の
女
訓
書
『
童
女
教
訓
松
間
鄙
言
』（
中
）」

（『
愛
知
淑
徳
大
学
文
学
部
論
集
』
第
四
十
六
号
、
令
和
三
年
三
月
、
愛
知
淑
徳

大
学
）
所
収
の
注
釈
に
改
訂
を
加
え
る
べ
き
箇
所
が
見
付
か
っ
た
の
で
、
以
下

に
示
す
。

（
上
）

一
二
下　

薄う
す
ご
ほ
り
　

氷
よ
り
、
堅か
た

き　
　
　

→　

薄う
す
ご
ほ
り
　

氷
よ
り
堅か
た

き
、

二
一
上　

秋あ
き

の
霜し
も

氷ご
ほ
り
　の
、
刃や
い
ばに　
　

→　

秋あ
き

の
霜し
も

、
氷こ
ほ
りの
刃や
い
ばに

二
二
下　

二
月
八
日
は　
　
　
　
　

→　

二
月
、
八
月
は

二
四
下　

小
松
の
「
重し

げ
も
り盛
」
風ふ
う

に　

→　

小
松
の
重し
げ
も
り盛
風ふ
う

に

二
七
下　

春
の
夜
の
閨
は
あ
や
な
し
。
梅
の
花
、
色
こ
そ
み
え
ね
。
香
り
や
は
朧

ろ
に　
　
　
　
　
　
　
　

→　
「
春
の
夜
の
闇
は
あ
や
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
み
え
ね
香
や
は
朧
ろ
に
」

（
中
）

一
七
上　

小
鍋
立
て　

色
恋
沙
汰
。
色
事
に
の
ぼ
せ
あ
が
る
こ
と
。
小
鍋
は
、
通

常
の
鍋
よ
り
も
、
熱
く
な
り
や
す
い
。

→　

小
鍋
立
て　

間
男
と
差
し
向
か
い
で
朝
食
を
と
る
意
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、JSPS

科
研
費18K

12298

お
よ
び
愛
知
淑
徳
大
学
研
究
助
成

費18T
T
01

の
成
果
の
一
部
で
す
。


