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小
町
伝
説
の
母
胎
　
古
今
集

明

川
　
　
忠
　
　
夫

　
小
野
小
町
は
著
名
た
歌
人
で
あ
り
た
が
ら
、
殆
ん
ど
何
も
わ
か
っ
て
い
た
い
。

小
町
の
出
自
の
古
い
記
録
と
し
て
は
、
藤
原
朝
臣
仲
実
（
一
〇
五
七
－
一
一
一

八
）
編
纂
の
『
古
今
集
目
録
』
が
あ
る
。

　
小
町
十
八
首
購
町
弟
ポ
・
物
酩
ト
ぷ
二
曜
ポ
ド
坤
ポ
・
同
院
釧
｛
萌
出
羽
国
郡
司
女
。

　
或
言
母
衣
通
姫
云
々
。
号
二
比
右
姫
一
云
々
。

　
目
録
の
成
立
期
の
平
安
中
期
と
い
う
と
、
　
『
古
今
集
』
の
小
町
の
歌
十
八
首

を
核
と
し
て
、
小
町
伝
説
が
一
人
歩
き
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
同

時
代
の
『
袋
草
子
』
　
『
江
次
第
』
に
は
、
小
町
あ
な
め
伝
説
が
記
載
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

る
。
　
『
小
町
集
』
も
十
八
首
を
核
と
し
て
増
補
さ
れ
、
そ
の
成
立
ぱ
千
年
耐
後

と
い
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
目
録
は
あ
て
に
な
ら
な
い
。

　
「
或
言
母
衣
通
姫
」
は
、
古
今
集
序
文
の
「
小
野
小
町
は
、
古
の
衣
通
姫
の

　
　
　
　
　
小
町
伝
説
の
母
胎
古
今
集

流
れ
な
り
」
か
ら
き
た
作
り
事
に
違
い
な
い
し
、
出
羽
郡
司
の
女
も
小
野
氏
と

出
羽
、
陸
奥
と
の
結
び
っ
き
か
ら
、
小
町
と
結
び
っ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
＠

小
野
氏
略
系
図
、
小
野
氏
系
図
に
小
町
の
父
を
出
羽
守
、
小
野
良
真
と
し
た
の

も
、
こ
の
目
録
を
資
料
に
し
た
た
め
で
、
そ
の
結
果
、
正
史
に
な
い
良
真
を
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

く
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
町
妥
女
説
、
仁
明
帝
更
衣
説
も
同
様
で
あ
る
。
　
「
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

比
右
姫
」
か
ら
小
町
を
小
野
峯
守
の
孫
娘
即
ち
箆
の
子
と
す
る
説
も
あ
る
が
推

定
の
域
を
で
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
小
町
の
出
自
は
、
ま
っ
た
く
謎
に
つ
っ
ま
れ
て
い
る
。
　
『
古
今

集
』
成
立
期
に
お
い
て
、
す
で
に
不
明
の
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
残
さ
れ

た
の
は
、
小
町
の
多
く
の
虚
像
と
実
像
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
や
ど
こ
ま
で
が

虚
像
で
、
ど
こ
ま
で
が
実
像
な
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
し
か
し
、
ど
ん
た
に
虚
像
と
実
像
が
混
和
し
て
も
、
小
町
的
な
も
の
は
連
締

と
し
て
続
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
美
人
の
代
名
詞
の
小
町
、
好
色
の
女
の
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



小
町
伝
説
の
母
胎
　
古
今
集

？期
蔵

末
寺

戸
性

江
妙

　
山

名
野

戒
小

の
河

町
十

小
五

と
宮

像
大

町
後

小
丹

の
・

姿
府

尼
都

丘
京

比

に
は
『
小
町
集
』
が
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
　
『
小
町
集
』

小
町
伝
説
の
一
人
歩
き
の
頃
の
成
立
た
の
で
、
そ
の
核
と
な
っ
た
『
古
今
集
』

の
小
町
十
八
首
に
小
町
の
人
間
像
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。
変
り
ぱ
え
せ
ぬ
小
町

論
に
た
り
そ
う
だ
が
、
伝
説
化
さ
れ
る
条
件
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
、
生
徒

町
、
僑
慢
の
女

の
小
町
、
零
落

放
浪
す
る
小
町

な
ど
の
小
町
像

は
、
い
っ
た
い

ど
こ
か
ら
生
ま

れ
た
の
か
。
多

彩
た
小
町
像
は
、

後
に
た
っ
て
さ

ま
ざ
ま
な
派
生

を
見
せ
、
多
く

の
小
町
を
生
ん

で
ゆ
く
。
そ
の

母
胎
は
小
町
の

歌
に
あ
る
よ
う

で
あ
る
。
小
町

　
そ
の
も
の
が

の
感
想
に
ヒ
ソ
ト
を
得
た
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

二

九
二

　
次
の
一
口
感
想
は
、
十
八
首
を
高
三
の
生
徒
（
男
）
に
教
え
た
後
、
ク
ラ
ス

（
４
５
名
）
で
書
か
せ
た
も
の
で
あ
る
。
歌
は
生
徒
の
発
表
形
式
を
と
ら
せ
た
の

で
、
参
考
書
に
よ
る
影
響
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
事
前
に
好
色
、
僑
慢
、
美

人
と
か
い
っ
た
こ
と
は
教
え
て
い
た
い
の
で
、
念
の
た
め
に
書
き
そ
え
て
お
く
。

　
ｃ
づ
　
ひ
か
え
目
で
女
ら
し
さ
、
純
情
で
、
繊
細
な
乙
女
。

　
○
○
自
我
が
強
く
て
お
高
く
と
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
く
せ
恋
に
溺
れ
る
と
、

　
　
す
べ
て
を
か
た
ぐ
り
捨
て
て
、
男
の
も
と
へ
走
る
と
い
う
タ
イ
プ
。

　
吻
　
好
き
な
も
の
は
好
き
、
嫌
い
な
も
の
は
嫌
い
と
は
っ
き
り
い
え
る
人
。

　
　
清
少
納
言
に
似
て
い
る
。
き
っ
い
面
も
持
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
魅
力
を

　
　
感
ず
る
。

　
い
　
十
八
首
に
出
て
く
る
男
た
ち
は
、
全
部
で
何
人
だ
ろ
う
か
。
ひ
ょ
っ
と

　
　
し
た
ら
全
部
ち
が
う
の
で
は
た
い
か
。

　
閉
年
を
と
っ
て
か
ら
の
歌
は
哀
れ
で
あ
る
。
中
年
の
ひ
が
み
が
で
て
い
る
。

　
　
男
に
左
右
さ
れ
や
す
い
小
町
が
哀
れ
で
あ
る
。

　
鋤
恋
の
歌
ぱ
か
り
で
う
ん
ざ
り
す
る
。
よ
く
も
こ
れ
だ
け
詠
ん
だ
も
の
だ
。

　
用
　
頭
が
良
く
て
美
人
で
あ
る
が
、
自
ら
の
ぽ
せ
あ
が
る
利
己
的
た
女
で
あ

　
　
る
。



　
列
　
あ
ま
り
に
も
大
げ
さ
な
表
現
、
し
ら
じ
ら
し
い
言
葉
が
多
す
ぎ
る
。
女

　
　
の
奥
ゆ
か
し
さ
が
な
い
。

　
例
　
男
に
も
て
る
女
は
本
当
の
恋
人
が
い
な
い
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　
さ
み
し
げ
た
感
じ
は
、
そ
れ
を
裏
書
き
す
る
。
さ
み
し
げ
た
小
町
に
－
心
を

　
　
ひ
か
れ
る
。

数
少
な
い
小
町
の
歌
だ
げ
に
逆
に
想
像
力
を
刺
戟
す
る
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
校

小
町
像
を
把
え
て
い
る
の
に
驚
く
。
同
時
に
、
把
え
ら
れ
た
小
町
の
イ
メ
ー
ジ

が
、
伝
説
小
町
像
の
多
彩
さ
を
み
ご
と
に
把
え
て
い
る
こ
と
に
感
心
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

美
人
で
す
と
は
、
ど
こ
に
も
歌
わ
れ
て
い
な
い
。
角
田
文
衛
氏
は
「
花
の
色

は
の
歌
は
小
町
が
容
姿
に
つ
い
て
か
な
り
自
負
し
て
ゐ
た
こ
と
を
暗
示
」
と
い

っ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
潜
在
意
識
と
し
て
の
美
人
小
町
観
が
も
た
ら
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
僚
す

も
の
と
思
わ
れ
る
。
目
崎
徳
衛
氏
に
よ
る
と
、
古
今
集
序
が
小
町
を
「
容
姿
絶

ぐ
な
ら
ぴ
　
う
る
は
そ
と
ほ
て

妙
れ
て
比
無
し
、
其
の
艶
し
き
色
衣
よ
り
徹
り
て
晃
れ
り
」
（
『
允
恭
紀
』
七
年
）

と
い
う
衣
通
姫
と
比
べ
た
の
で
、
美
人
と
す
る
観
念
が
何
時
し
か
不
動
の
も
の

と
た
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
た
し
か
に
衣
通
姫
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
小
町
は
美
人
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
「
小
町
は
衣

　
　
　
ｏ
　
　
◎

通
姫
の
流
れ
な
り
」
の
「
流
れ
」
は
、
衣
通
姫
の
歌
の
系
統
、
類
と
い
う
こ
と

で
、
美
人
の
衣
通
姫
の
よ
う
な
小
町
を
強
調
し
て
い
な
い
。
衣
通
姫
が
た
ぜ
書

か
れ
た
の
か
は
、
古
今
集
序
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
衣
通
姫
の
歌
「
わ
が
夫
子

が
・
一
ｍ
一
が
鍵
を
に
ぎ
一
て
い
る
よ
－
で
雲
牟
推
魎
の
域
妻
い
。
美

　
　
　
　
　
小
町
伝
説
の
母
胎
　
古
今
集

歌の町か
１
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¢
　
＠

）のもこナつくつてし照参を」町小
！

野小「子善旧

』
印

（

人
小
町
が
流
布
す
る
と

す
る
な
ら
、
小
町
の
歌

か
ら
、
白
然
と
に
じ
み

で
て
く
る
美
人
の
イ
メ

ー
ジ
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。　

小
町
を
美
人
と
感
じ

た
生
徒
は
、
有
名
た

「
花
の
色
は
一
一
ｍ
一
で

　
　
　
　
＠

は
な
か
っ
た
。
夢
の
連

　
　
　

作
六
首
に
惚
れ
こ
ん
だ

人
が
、
小
町
に
美
し
さ

を
感
じ
て
い
る
の
は
興
味
ぶ
か
い
。
六
首
の
中
で
上
位
順
に
い
う
と
次
の
三
首

で
あ
る
。
以
下
の
引
用
は
『
古
今
集
』
日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学
館
に
よ
る
。

　
５
２
　
思
ひ
っ
っ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
っ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ぱ
覚
め
ざ
ら
ま
し

　
５

　
　
　
を

　
５
３
　
う
た
た
寝
に
恋
し
き
人
を
見
て
し
よ
り
夢
て
ふ
も
の
は
頼
み
そ
め
て
き

　
５

　
５
７
　
限
り
た
き
思
ひ
の
ま
ま
に
夜
も
こ
む
夢
路
を
さ
へ
に
人
は
と
が
め
じ

　
６

　
こ
れ
ら
の
歌
は
、
目
常
「
恋
し
き
人
」
に
め
っ
た
に
逢
え
ぬ
「
絶
望
的
状

○

況
」
か
ら
生
ま
れ
た
恋
情
で
あ
る
。
生
徒
は
歌
の
中
に
乙
女
の
純
情
さ
、
一
途

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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小
町
伝
説
の
母
胎
－
古
今
集

な
慕
清
、
若
々
し
い
情
熱
に
ほ
れ
こ
み
、
つ
い
で
、
恋
人
に
逢
え
ぬ
、
は
か
な

い
現
実
を
読
み
と
っ
て
彼
女
に
同
情
し
、
小
町
を
美
化
、
呂
像
化
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

　
こ
の
見
方
は
貫
之
に
似
て
い
る
。
貫
之
は
古
今
集
序
の
中
で
小
町
を
「
あ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
　
　
◎
　
　
０

れ
な
る
や
う
に
て
強
か
ら
ず
。
い
は
ぱ
よ
き
女
の
た
や
め
る
と
こ
ろ
あ
る
に
似

た
り
」
と
批
評
し
て
い
る
。
貫
之
は
、
そ
の
例
と
し
て
小
町
の
歌
を
三
首
あ
げ

て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
思
ひ
つ
つ
」
の
歌
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、
注
目
し
て

よ
い
だ
ろ
う
。
他
の
二
首
は
「
色
見
え
で
」
（
舳
）
と
「
わ
び
ぬ
れ
ぱ
」
（
螂
）
で

あ
る
。
こ
の
二
首
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
二
首
か
ら
は
、
う
つ
ろ
ひ
の
思

想
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
が
「
あ
は
れ
な
る
」
に
っ
た
が
っ
て
く
る
よ
う

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
「
よ
き
女
」
は
身
分
が
高
い
女
性
と
す
る
説
。
　
「
あ
は
れ
な
る
」
の
あ
は
れ

に
あ
た
る
説
。
美
女
と
す
る
説
と
が
あ
る
が
、
古
今
集
真
名
序
で
は
「
あ
は
れ

な
る
や
う
に
て
強
か
ら
ず
」
の
序
に
対
し
、
　
「
艶
に
し
て
気
力
な
し
」
と
し
て

い
る
の
で
、
「
あ
は
れ
な
る
や
う
」
は
「
艶
」
に
あ
た
る
。
艶
は
「
平
安
時
代

の
漢
詩
文
で
は
艶
情
、
妖
艶
な
ど
魅
惑
的
な
美
を
い
う
」
（
『
岩
波
古
語
辞
典
』
）

の
で
魅
惑
的
な
美
女
ま
た
は
、
窪
田
章
一
郎
氏
の
「
艶
に
し
て
あ
わ
れ
な
美
し

＠

さ
」
と
な
る
。

　
小
町
の
美
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
よ
う
に
歌
か
ら
感
じ
た
よ
う
で
衣
通
姫

か
ら
で
は
な
い
。
衣
通
姫
か
ら
美
女
を
連
想
し
た
と
す
れ
ぱ
、
小
町
即
美
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

伝
説
化
さ
れ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
衣
通
姫
が
ど
う
い
う
人
で
あ
る

か
を
知
ら
ぬ
人
は
、
美
人
を
想
像
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
多
く
の
人
が
歌

の
内
容
を
理
解
し
、
一
っ
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
伝
説
化
す
る
に
は
、
歌
と
し
て

す
ぐ
れ
て
い
る
ぱ
か
り
で
た
く
歌
の
平
場
さ
が
か
ら
ん
で
く
る
。
夢
の
連
作
六

首
は
、
そ
の
意
味
で
美
人
と
い
う
伝
説
化
の
条
件
に
あ
て
は
ま
る
。
表
¢
　
で

「
思
ひ
つ
っ
」
が
時
代
を
越
え
て
一
位
に
た
る
の
も
、
同
様
の
理
由
で
は
た
か

ろ
う
か
。

徽
立

　
町

　
」一

野

”
一
会

畦
蝸

．
　
イ

一
歌

雛
六

帯
十

　
美
女
小
町
が
伝
説
化
さ
れ

て
く
る
と
、
小
町
の
顔
を
描

く
の
は
む
つ
か
し
い
。
歌
仙

絵
の
代
表
作
家
、
藤
原
信
実

（
一
一
七
七
－
一
二
六
五
）

は
、
三
十
六
歌
仙
中
、
四
人

の
女
性
は
正
面
か
ら
描
い
て

い
る
の
に
、
小
町
は
後
姿
し

か
描
い
て
い
な
い
の
は
お
も

し
ろ
い
。
信
実
は
伝
説
化
さ

れ
た
美
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

こ
わ
れ
る
の
を
恐
れ
た
の
で

は
た
か
っ
た
か
。
若
い
小
町



の
正
面
の
像
は
、
恐
ら
く
後
世
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
三

　
小
町
が
好
ま
し
い
女
性
と
映
る
人
で
も
、
恋
の
歌
の
多
さ
、
歌
の
背
後
に
見

え
か
く
れ
す
る
男
の
影
を
想
像
す
る
と
、
好
色
の
女
と
冷
た
く
見
て
し
ま
う
。

（
生
徒
の
感
想
の
■
と
肋
）
こ
の
見
方
は
、
小
町
伝
説
が
、
男
の
手
に
よ
っ
て

作
り
だ
さ
れ
た
と
い
う
推
定
が
な
り
た
つ
。
小
町
が
美
人
と
映
ず
る
の
は
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
男
の
側
か
ら
の
意
識
で
あ
る
。
小
町
へ
の
い
と
し
さ
と
憎
し

み
が
新
た
な
小
町
像
を
派
生
し
て
ゆ
く
。
例
え
ぱ
好
色
、
僑
慢
、
零
落
の
イ
メ

ー
ジ
は
い
と
し
さ
の
裏
返
し
で
は
な
い
の
か
。
小
町
の
核
は
、
美
人
で
な
げ
れ

ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
ろ
。
　
（
生
徒
の
感
想
ゆ
用
）
こ
れ
ら
か
ら
男
生
徒
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
感
想
は
小
町
伝
説
を
理
解
す
る
上

色好

洛零

團
ｘ

１騎

小
町
伝
説
の
母
胎
　
古
今
集

で
参
考
に
な
る
。

　
十
八
首
の
歌
を
検
討
す
る
と
、
恋

の
分
類
に
入
れ
て
い
な
い
歌
は
、
春

下
の
「
花
の
色
は
」
雑
下
の
「
わ
び

ぬ
れ
ば
一
重
と
・
あ
は
れ
て
ふ
一

重
雑
躰
一
俳
諸
一
の
「
人
隻

は
む
一
一
ｍ
一
墨
似
一
物
名
一
の
「
お

き
の
ゐ
て
・
＠
と
奪
こ
の

分
類
は
、
　
『
古
今
集
』
の
撰
者
が
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
に
拘
泥
す
る
こ
と
は
な

　
　
０
　
　
　
４

い
。
０
３
と
１
０
は
、
明
ら
か
に
恋
の
情
熱
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
１
↓
　
　
　
１
↓

　
０

　
０
３
　
人
に
逢
は
む
っ
き
の
な
き
夜
は
思
ひ
お
き
て
胸
走
り
火
に
心
焼
げ
お
り

　
４
１

　
１
０
　
お
き
の
ゐ
て
身
を
焼
く
よ
り
も
か
な
し
き
は
都
島
辺
の
別
れ
た
り
け
り

８
１

３
も
後
に
記
す
が
恋
の
歌
で
あ
る
。
残
っ
た
二
首
の
「
花
の
色
は
」
「
あ
は
れ

９て
ふ
」
も
、
恋
歌
の
多
さ
か
ら
、
歌
の
背
後
に
男
の
姿
を
考
え
て
理
解
す
る
方

が
お
も
し
ろ
く
て
わ
か
り
易
い
。
ま
た
、
お
も
し
ろ
く
て
、
わ
か
り
場
い
方
が

伝
説
化
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
３

　
１
　
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世
に
。
ふ
る
な
が
め
せ

　
１

　
　
　
し
ま
に

　
９

　
３
　
あ
は
れ
て
ふ
言
こ
阜
、
う
た
て
世
の
中
を
思
ひ
ぱ
な
れ
ぬ
ほ
だ
し
た
り
け

　
９

　
　
　
れ

　
「
花
の
色
は
」
は
自
然
が
主
か
（
上
句
）
人
事
が
主
か
（
下
句
）
と
い
う
こ

と
よ
り
、
　
「
花
の
色
」
は
容
色
、
　
「
世
」
は
男
女
の
仲
と
す
る
と
、
男
性
遍
歴

の
結
果
と
し
て
、
年
を
経
た
小
町
、
物
思
ひ
に
沈
む
小
町
が
見
え
て
く
る
。

「
あ
は
れ
て
ふ
」
の
歌
も
、
男
が
か
け
て
く
る
言
葉
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
が
世

を
捨
て
さ
せ
ぬ
絆
と
見
た
カ
が
、
小
町
の
色
香
へ
の
み
れ
ん
が
見
え
て
く
る
。

生
徒
の
感
想
で
は
帥
に
あ
た
る
。
こ
う
み
る
と
十
八
首
は
全
て
恋
の
歌
に
た
っ

て
し
ま
う
。

　
十
八
首
の
う
ち
、
も
し
半
分
が
恋
の
歌
た
ら
、
好
芭
小
町
は
生
ま
れ
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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小
町
伝
説
の
母
胎
　
古
今
集

た
に
違
い
な
い
。
古
今
の
撰
者
が
、
恋
の
情
趣
を
解
し
た
歌
人
と
し
て
業
平
と

と
も
に
小
町
を
選
ん
だ
時
、
好
色
小
町
が
生
ま
れ
る
因
が
あ
っ
た
生
言
え
る
だ

ろ
う
。
い
わ
ん
や
、
文
屋
康
秀
が
「
任
国
を
見
に
行
か
れ
ま
せ
ん
か
」
と
小
町

を
誘
っ
た
の
に
対
し
、
小
町
は
こ
う
返
歌
し
た
。

　
３
８
　
わ
び
ぬ
れ
ぱ
身
を
う
き
草
の
根
を
絶
え
て
誘
ふ
水
あ
ら
ぱ
い
な
む
と
ぞ

　
９

　
　
　
思
ふ

　
わ
び
し
く
暮
し
て
い
る
の
で
誘
う
方
が
あ
る
な
ら
、
私
（
浮
草
）
は
ど
こ
へ

で
も
行
こ
う
と
い
う
意
味
だ
が
、
こ
の
歌
は
、
男
な
ら
誰
で
も
っ
い
て
行
く
と

い
う
好
色
・
放
浪
の
小
町
像
を
広
め
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
い
く
ら
小
町
と
康

秀
の
仲
が
「
内
輸
を
知
り
あ
っ
て
い
る
者
同
志
の
い
た
わ
り
に
対
し
て
の
甘
え

　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

心
の
誇
張
」
　
「
冗
談
に
１
ま
ぎ
ら
わ
せ
た
真
実
」
と
し
て
も
、
こ
の
歌
を
理
解
す

る
側
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
理
解
の
外
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
好
色
が
興
味
を

ひ
く
の
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
生
徒
が
、
こ
の
歌
を
嫌
い
た
歌
の
一
位
に
し
て
い

る
の
も
、
好
色
の
故
な
の
で
あ
る
。
と
く
に
中
世
の
時
代
は
嫁
入
婚
に
変
り
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

つ
あ
り
、
夫
と
妻
は
主
従
関
係
の
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
妻
の
貞
操
が
強
制
さ

れ
て
い
く
時
代
で
あ
る
。
　
『
古
今
著
聞
集
』
や
『
十
訓
抄
』
の
小
町
伝
説
の
よ

う
に
１
、
小
町
は
こ
の
歌
を
引
用
さ
れ
て
教
訓
的
に
使
わ
れ
、
男
性
遍
歴
の
果
て

が
、
　
「
誘
ふ
水
あ
ら
ぱ
い
な
ん
と
ぞ
思
ふ
」
と
た
っ
て
し
ま
っ
た
。
小
町
の
恋

愛
に
つ
い
て
は
窪
田
空
穂
氏
は
「
中
流
貴
族
の
女
性
に
共
通
な
、
自
由
な
、
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

し
ろ
放
縦
な
恋
愛
生
活
」
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。
放
縦
た
恋
愛
生
活
は
、
中
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
好
色
小
町
、

う
こ
と
に
な
る
。
好
色
の
小
町
は
、

す
る
。

３２６７２７

　
　
　
　
　
九
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＠

さ
ら
に
遊
女
小
町
に
た
れ
さ
が
っ
て
し
ま

し
か
も
男
性
に
対
し
て
冷
た
い
仕
打
ち
を

み
る
め
た
き
わ
が
身
を
う
ら
と
知
ら
ね
ぱ
や
離
れ
た
で
海
人
の
屋
た
ゆ

く
来
る

海
人
の
す
む
里
の
し
る
べ
に
あ
ら
な
く
に
う
ら
み
む
と
の
み
人
の
言
ふ

ら
む

　
こ
の
二
首
は
男
性
を
海
人
に
た
と
え
た
と
こ
ろ
に
小
町
の
僑
慢
さ
が
で
て
い

る
。
み
る
め
（
海
松
布
）
う
ら
（
浦
）
は
海
人
の
縁
語
だ
が
、
「
み
る
め
た
き
」

（
容
貌
が
悪
い
、
逢
う
機
会
が
な
い
）
と
「
わ
が
身
」
（
小
町
か
男
）
を
ど
う
解

　
　
　
　
　
　
＠

釈
す
る
か
で
内
容
は
全
く
変
る
。
四
通
り
に
解
釈
で
き
る
が
二
例
を
あ
げ
よ
う
。

あ
な
た
に
逢
え
ぬ
私
の
っ
ら
さ
を
知
ら
な
い
で
、
い
っ
も
あ
な
た
は
足
を
棒
の

よ
う
に
し
て
通
っ
て
く
る
。
私
の
つ
ら
い
気
持
も
察
し
て
ね
と
訳
す
と
小
町
は

女
ら
し
い
が
、
容
貌
の
悪
い
そ
の
顔
で
私
の
と
こ
ろ
へ
通
っ
て
く
る
の
ね
と
訳

す
と
、
痛
烈
す
ぎ
て
男
は
顔
色
が
変
る
に
違
い
な
い
。

　
「
海
人
の
す
む
」
は
、
小
町
が
心
変
り
し
た
た
め
、
男
が
恨
み
を
言
っ
て
い

る
の
を
他
人
事
の
よ
う
に
冷
た
く
っ
き
は
な
し
、
私
は
男
の
案
内
者
で
は
な
い

の
に
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
、
小
町
の
僑
慢
さ
は
小
町
の
冷
静
さ

に
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
下
っ
出
雲
寺
で
亡
き
人
の
法
事
が
あ
っ
た
目
、
導
師
の
真
静
法
師
が
説
教
し



た
こ
と
を
安
倍
清
行
が
歌
に
よ
ん
で
、
同
席
の
小
町
に
っ
か
わ
し
た
。
後
の
歌

が
小
町
の
返
歌
で
あ
る
。

　
５
６
　
包
め
ど
も
袖
に
た
ま
ら
ぬ
白
玉
は
人
を
見
ぬ
め
の
涙
な
り
げ
り

　
５

　
５
７
　
お
ろ
か
た
る
涙
ぞ
袖
に
玉
は
な
す
我
は
せ
き
あ
へ
ず
た
ぎ
っ
瀬
た
れ
ば

　
５

　
清
行
は
法
師
の
説
教
を
ふ
ま
え
、
袖
に
た
ま
ら
な
い
白
玉
と
い
う
経
文
の
言

葉
は
、
人
に
逢
え
ぬ
時
の
涙
だ
な
あ
と
詠
ん
だ
。
亡
き
人
へ
の
悲
し
み
の
涙
を

逢
え
た
い
小
町
へ
の
恋
の
涙
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
機
智
に
と
ん
だ
清
行
の
歌

だ
が
、
そ
の
中
に
も
、
ち
ら
り
と
男
の
本
心
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
と
理
解
し
た

小
町
は
、
清
行
の
涙
を
「
お
ろ
か
な
る
涙
」
と
規
定
し
た
。
そ
し
て
、
私
の
涙

は
激
し
く
流
れ
る
瀬
の
よ
う
た
、
心
の
こ
も
っ
た
も
の
で
、
あ
な
た
の
よ
う
な

軽
薄
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
わ
と
軽
く
い
な
し

た
形
で
あ
る
。
小
町
の
方
が
清
行
の
当
意
即
妙
を
一
歩
う
わ
ま
わ
っ
た
形
で
、

冷
静
に
処
理
し
て
い
る
。

　
こ
の
冷
静
さ
は
、
我
身
を
客
観
的
に
－
眺
め
る
歌
の
多
さ
に
指
摘
で
き
る
。

「
わ
が
身
時
雨
に
」
（
棚
）
「
我
身
世
に
ふ
る
」
（
ｍ
）
「
わ
が
身
む
な
し
く
」
（
脱
）

「
身
を
う
き
草
の
根
を
絶
え
て
」
（
螂
）
「
わ
が
身
を
う
ら
と
」
（
欄
）
が
、
そ
れ

を
裏
付
げ
る
。
頭
の
回
転
が
早
く
、
冷
静
に
，
我
身
を
眺
め
る
こ
と
の
で
き
る
小

町
の
資
質
は
、
も
と
も
と
僑
慢
、
冷
酷
と
映
ず
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
先
に
述
べ
た
「
み
る
め
な
き
」
（
欄
）
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
と
し
て
喧
伝

さ
れ
、
百
夜
伝
説
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
小
町
伝
説
の
母
胎
　
古
今
集

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
「
わ
が
身
」
と
し
て
己
を
客
観
的
に
見
る
背
景
に
は
、
　
「
う
つ
ろ
ふ
」
と
し

て
の
把
え
方
が
、
小
町
の
歌
を
支
え
て
い
る
。

　
２

　
８
　
今
は
と
て
わ
が
身
時
雨
に
ふ
り
ぬ
れ
ば
き
一
口
の
葉
さ
へ
に
移
ろ
ひ
に
げ
り

　
７

　
９
７
　
色
見
え
で
移
ろ
ふ
も
の
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る

　
７

　
「
今
は
と
て
」
は
、
わ
が
身
の
老
い
を
時
雨
と
し
て
客
観
的
に
眺
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
男
の
心
変
り
を
冷
静
に
「
移
ろ
ひ
に
け
り
」
と
把
え
、
　
「
色
見
え

で
」
も
、
男
の
心
変
り
を
素
直
に
。
歌
っ
た
も
の
だ
が
、
花
の
移
ろ
ひ
を
言
外
に

お
さ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
人
の
心
の
花
」
、
即
ち
、
変
り
ゆ
く
男
の
心
を
把

え
て
い
る
。
有
名
な
「
花
の
色
は
う
っ
り
に
け
り
な
」
の
「
う
っ
り
」
も
、

「
わ
が
身
」
を
客
観
視
し
た
上
で
の
「
花
の
色
く
容
色
Ｖ
は
色
あ
せ
て
し
ま
っ

た
こ
と
だ
」
に
、
な
る
。
「
移
ろ
ひ
」
を
使
っ
て
い
な
い
が
、
　
「
わ
び
ぬ
れ
ぱ
身

を
う
き
草
」
も
、
わ
が
身
を
浮
き
草
の
よ
う
に
は
か
た
い
と
把
え
て
い
る
。
次

の
歌
は
、
男
の
変
心
に
あ
っ
て
、
わ
が
身
は
空
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
秋

風
に
託
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
　
「
わ
が
身
む
た
し
く
」
を
把
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
　
「
か
た
し
げ
れ
」
に
な
る
。

　
２
２
　
秋
風
に
あ
ふ
田
の
実
こ
そ
か
な
し
け
れ
わ
が
身
む
な
し
く
た
り
ぬ
と
思

　
８

　
　
　
へ
ぱ

　
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
歌
は
、
現
実
の
わ
が
身
を
客
観
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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小
町
伝
説
の
母
胎
－
古
今
集

現
実
の
諸
相
を
「
う
っ
ろ
ふ
も
の
」
　
「
は
か
な
い
も
の
」
「
む
な
し
く
な
る
も

の
」
と
し
て
小
町
は
把
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
仏
教
で
言
え
ば
、
現
実
の
諸

相
は
無
常
と
把
え
、
そ
の
現
実
を
よ
く
凝
視
す
る
こ
と
を
諦
観
と
い
う
が
、
小

町
の
「
う
つ
ろ
ふ
」
は
そ
れ
に
あ
た
る
。
し
か
し
無
常
観
で
は
な
い
。
老
い
た

わ
が
身
、
空
し
く
な
っ
た
わ
が
身
を
詠
嘆
的
に
把
え
て
い
る
。
　
「
花
の
色
は
移

　
　
　
　
ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
ｏ

り
に
げ
り
な
」
「
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
げ
る
」
の
「
な
」
や
「
げ
る
」
は
、

そ
れ
を
語
っ
て
い
る
。
無
常
に
徹
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
小
町
の
思
想
は
、
い

わ
ゆ
る
「
も
の
の
あ
は
れ
」
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
古
今
集
』
と
し
て
の
特

徴
で
も
あ
る
。

　
９

　
９
３
　
あ
は
れ
て
ふ
言
こ
そ
う
た
て
世
の
中
を
思
ひ
は
な
れ
ぬ
ほ
だ
し
な
り
げ

　
　
　
り

　
こ
の
歌
は
先
に
も
述
べ
た
が
、
男
が
か
け
て
く
れ
る
言
葉
が
、
こ
の
世
を
捨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

で
さ
せ
た
い
絆
に
な
る
と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
っ
い
て
目
崎
徳
衛
氏
は
、

小
町
の
本
質
を
つ
い
た
み
ご
と
た
解
釈
を
し
て
お
ら
れ
る
。

　
『
小
町
が
嘆
息
し
て
い
る
の
は
、
（
中
略
）
小
町
自
身
の
中
に
根
強
く
潜
む

「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
心
情
で
あ
り
、
も
っ
と
端
的
に
い
え
ぱ
色
好
み
の
余
嬢
で

あ
る
。
花
の
色
香
は
す
で
に
消
え
う
せ
よ
う
と
す
る
の
に
、
な
お
か
っ
女
身
の

奥
深
く
男
に
対
し
て
揺
れ
動
く
心
が
潜
む
。
小
町
は
そ
れ
を
持
て
余
し
て
「
う

た
て
」
と
嘆
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
罪
障
深
く
」
と
は
、
ま
だ
彼
女
は
明

言
し
て
い
な
い
。
し
か
し
「
う
た
て
」
は
、
そ
う
し
た
宗
教
的
自
覚
ま
で
今
一
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

の
所
で
発
せ
ら
れ
た
痛
嘆
で
あ
る
。
（
中
略
）
長
い
恋
愛
遍
歴
の
末
に
深
ま
っ
た

人
間
凝
視
の
帰
結
だ
げ
は
、
こ
の
痛
嘆
の
中
に
如
実
に
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
』

　
宗
教
的
自
覚
の
今
一
歩
の
嘆
き
の
「
う
た
て
」
は
、
無
常
に
徹
し
切
れ
な
か
っ

た
人
間
小
町
の
妄
執
で
あ
る
。
色
香
へ
の
未
練
で
あ
る
。
こ
の
妄
執
が
放
浪
の

小
町
を
生
む
に
至
る
。
無
常
観
で
な
く
、
無
常
哀
感
、
無
常
美
感
と
い
う
べ
き
だ

ろ
う
。
小
町
が
遁
世
し
た
記
録
は
な
い
。
し
か
し
、
都
か
ら
離
れ
た
山
里
に
晩

年
住
ん
で
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
『
古
今
集
』
の
侯
小
町
の
歌
か
ら
推
定
で
き
る
。

　
４
４
　
山
里
は
も
の
の
わ
び
し
き
こ
と
こ
そ
あ
れ
世
の
憂
き
よ
り
は
住
み
よ
か

　
９

　
　
　
り
げ
り

　
５

　
０
　
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
山
里
の
夕
暮
は
風
よ
り
ほ
か
に
と
ふ
人
も
な
し

　
２

　
こ
の
山
里
が
ど
こ
を
さ
す
か
わ
か
ら
な
い
。
都
の
小
町
伝
説
地
か
ら
推
定
す

る
と
、
市
原
野
、
山
科
、
逢
坂
、
井
出
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
ろ
う
か
。
山
里
へ

の
遁
世
は
小
町
だ
げ
で
な
く
、
中
流
貴
族
の
一
つ
の
は
や
り
の
よ
う
に
見
ら
れ

る
。
『
古
今
集
』
に
憂
し
と
い
っ
て
世
を
捨
て
る
人
が
い
る
が
、
な
お
憂
き
と

き
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
（
螂
）
と
い
う
、
当
時
の
流
行
へ
の
皮
肉
を
述
べ
た
も
の

が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
小
町
の
遁
世
も
先
の
「
う
た
て
」
と
同
じ
く
、
中
途

半
端
な
も
の
に
終
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

五

以
上
の
よ
う
に
十
八
首
の
歌
か
ら
多
彩
な
小
町
像
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る



だ
け
に
、
十
八
首
は
色
々
な
小
町
説
話
を
生
む
母
胎
と
な
っ
た
。
と
く
に
『
玉

造
小
町
壮
衰
書
』
の
玉
造
小
町
と
小
野
小
町
と
の
混
和
は
（
例
『
古
今
著
聞

集
』
）
後
の
小
町
説
話
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
　
つ
い
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
の
ぺ
の
ほ
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
す
い

　
行
路
の
次
。
歩
道
の
問
。
径
辺
途
傍
に
一
人
の
女
人
あ
り
。
容
貌
は
頗
額
し

　
　
　
　
　
ひ
　
そ
う

　
て
身
体
は
疲
痩
せ
り

で
は
じ
ま
る
壮
衰
書
の
女
は
、
裸
形
、
は
だ
し
で
路
頭
に
俳
個
す
る
。

　
　
ひ
ぢ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
じ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
さ
　
　
　
　
く
び

　
左
腎
に
破
れ
た
る
筐
を
懸
け
、
右
手
に
壌
れ
た
る
笠
を
提
ぐ
。
頸
に
は
一
の

　
つ
つ
み
を
係
け
、
背
に
は
一
の
袋
を
負
ふ

　
彼
女
の
出
自
は
侶
家
の
子
で
良
室
の
娘
で
あ
る
。
若
い
時
、
「
僑
慢
最
も
甚

し
」
く
、
し
か
も
美
人
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
甘
　
　
　
　
、
、
い
養
畿
萎
榊
轟
萎
灘

溺

像
河

酬
蔵

、
庫

■
文

六
明

れ　
陽

さヒ剛
代

篤

書
室

衰壮

小
町
伝
説
の
母
胎
－
古
今
焦

　
あ
し
た
　
　
　
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
が
　
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
の
か
ん
ざ
し

朝
に
は
鷲
鏡
に
向
ひ
蛾
眉
を
点
じ
て
容
貌
を
好
く
し
、
暮
に
は
鳳
叙
を
取

　
　
せ
ん
よ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
ば
せ

　
り
蝉
翼
を
董
き
て
艶
色
を
理
ふ
。
　
（
中
略
）
あ
ざ
や
か
た
る
面
子
は
芙
容
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
し

暁
浪
に
．
浮
べ
る
か
と
疑
は
れ
、
た
を
や
か
な
る
腰
支
は
楊
柳
の
春
風
に
乱
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
じ
り

　
る
か
と
誤
た
る
。
楊
貴
妃
の
花
の
眼
を
奈
と
も
せ
ず
、
李
夫
人
の
蓮
の
魔

　
　
も
の
の
字
　
　
　
　
ゆ

　
を
層
と
も
せ
ず

　
こ
の
よ
う
に
美
し
い
彼
女
の
も
と
に
多
く
の
男
性
が
婚
姻
を
争
ふ
が
、
父
母

は
王
宮
の
妃
に
し
た
い
の
で
、
す
べ
て
を
断
る
。
し
か
し
、
彼
女
は
若
く
し
て

父
母
兄
弟
を
亡
く
し
て
一
人
と
な
り
、
流
離
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
壮
衰
書
を
か
ん
た
ん
に
紹
介
し
た
が
、
以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
美
人
、

僑
慢
、
零
落
放
浪
の
姿
は
小
町
と
よ
く
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
、
十
八
首
か
ら
推
定
で
き
る
小
町
の
純
粋
で
一
途
な
性
格
、
客
観
的
、
理
智

的
た
性
格
、
好
色
な
ど
の
点
は
壮
衰
書
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
、
内
容
が

あ
ま
り
に
も
中
国
的
な
こ
と
か
ら
、
両
小
町
は
別
人
で
あ
ろ
う
。

　
壮
衰
書
の
こ
と
は
、
藤
原
清
輔
（
二
〇
三
－
一
一
七
七
）
の
『
袋
草
子
』

巻
二
に
す
で
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
川

　
　
　
ゆ

口
久
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
壮
衰
書
の
成
立
期
と
作
者
に
つ
い
て
、
延
喜
期
（
九
〇

一
－
九
二
二
）
の
唱
導
僧
あ
た
り
の
作
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
唱
導
僧
が
「
讃

仏
乗
の
為
に
」
き
わ
め
て
具
体
的
に
語
る
玉
造
小
町
の
壮
と
衰
の
生
き
方
、
と

く
に
美
人
零
落
放
浪
の
生
き
方
は
、
小
町
伝
説
の
発
展
と
と
も
に
、
自
然
に
小

野
小
町
と
混
和
し
た
に
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



　
　
　
　
　
小
町
伝
説
の
母
胎
　
古
今
集

　
そ
う
で
た
く
て
も
、
小
町
の
歌
に
流
れ
る
「
う
っ
ろ
ひ
」
の
思
想
は
、
無
常

に
徹
し
切
れ
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
詠
嘆
的
な
無
常
が
流
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。

女
人
無
常
を
説
く
壮
衰
書
と
結
び
つ
き
や
す
い
。
　
「
花
の
色
は
」
の
歌
は
、
女

性
の
壮
と
衰
を
語
る
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
歌
と
し
て
、
唱
導
僧
に
よ
っ
て

活
用
さ
れ
、
説
教
に
現
実
感
を
与
え
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
十
八
首
の
小
町
像
が
唱
導
僧
の
壮
衰
書
と
混
和
し
た
こ
と
は
、
後
の
小
町
伝

説
を
仏
教
色
濃
い
も
の
に
し
た
。
壮
衰
書
に
流
れ
て
い
る
浄
土
教
的
た
阿
弥
陀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
仰
は
、
　
『
お
伽
草
子
』
の
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
草
紙
に
た
る
と
、
　
「
女
は
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
く
し
て
業
障
の
雲
あ
つ
く
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塒
「
妄
執
の
深
き
は
女
人
な
り
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
と
し
て
無
常
を
説
く
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
　
「
此
物
語
を
聞
く
人
、
ま
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
読
ま
ん
人
は
観
音
の
三
十
三
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛
を
つ
く
、
供
養
し
た
る
に
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
　
し
き
な
り
」
と
観
音
信
仰
と
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
　
び
つ
い
た
本
地
講
の
「
語
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
性
格
を
お
び
て
く
る
。
謡
曲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
「
通
小
町
」
　
「
関
寺
小
町
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
卒
都
婆
小
町
」
を
見
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

ワ
キ
に
僧
が
登
場
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
小
町
伝
説
の
作
者
が
聖
と
い
う
男
性

の
眼
を
通
し
て
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
無
常
で
色
づ
げ
ら
れ
た
放
浪
零
落
の
小
町
こ
そ
、
漂
泊
、
貴
種
流
離
好

き
の
目
本
人
の
好
み
に
合
致
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
漂
泊
は
た
え
ず
死
と
隣

り
合
わ
せ
で
、
　
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
誘
う
だ
げ
に
無
常
と
結
び
っ
き
や
す
い
。

ま
し
て
、
か
っ
て
の
美
女
小
町
だ
げ
に
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
小
町
伝
説
の
伝
播

者
は
、
多
く
の
漂
泊
者
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
遊
行
の
聖
で
あ
っ
た
り
、

遊
行
女
婦
（
巫
女
・
比
丘
尼
等
）
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
い
ず
れ
も
杜
会
の
底

辺
に
生
き
た
卑
し
い
人
々
が
多
い
。

　
逆
に
言
え
ぱ
、
小
町
伝
説
は
小
町
が
乞
食
の
よ
う
に
１
零
落
放
浪
す
る
話
と
な

っ
て
、
主
と
し
て
遊
行
女
掃
に
受
げ
入
れ
ら
れ
、
全
国
に
流
布
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
巫
女
や
比
丘
尼
た
ち
は
、
零
落
放
浪
す
る
小
町
に
同
情
と
親
し
み

を
覚
え
、
自
ら
の
人
生
を
小
町
に
託
し
て
新
た
次
小
町
伝
説
を
各
地
に
伝
播
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
語
り
は
、
男
の
側
で
な
く
、
女
の
側
と
し
て
の
罪

障
消
減
の
遊
行
に
と
っ
て
変
わ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　
注

　
◎
　
片
桐
洋
一
氏
『
小
町
追
跡
』
二
一
七
頁
。

　
　
　
『
尊
卑
分
脈
』
四
巻
『
群
書
類
従
』
巻
六
士
二
。

　
＠
　
妥
女
説
は
、
黒
岩
涙
香
氏
『
小
野
小
町
論
』
折
口
信
夫
氏
「
宮
廷
儀
礼
の
民
俗
学

　
　
的
考
察
」
『
全
集
』
ニ
ハ
。
更
衣
説
は
、
角
田
文
衛
氏
『
古
代
文
化
』
一
八
の
四
。

　
＠
　
前
田
善
子
氏
「
小
野
小
町
」
。
横
田
幸
哉
氏
『
小
野
小
町
伝
説
研
究
」
七
六
頁
。



＠
　
角
田
文
衛
氏
前
掲
書
。

＠
　
『
在
原
業
平
・
小
野
小
町
』
ニ
ハ
八
頁
。

¢
　
例
え
ば
、
衣
通
姫
と
小
町
は
境
遇
の
類
似
が
あ
る
と
い
う
推
定
。
　
円
地
文
子
氏

　
「
小
野
小
町
」
『
人
物
日
本
の
女
性
史
』
一
、
参
照
。

＠
　
生
徒
は
、
こ
の
歌
を
小
町
の
う
ぬ
ぽ
れ
と
中
年
女
性
の
ひ
が
み
と
把
え
た
。
美
人

　
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
。

＠
　
片
桐
洋
一
氏
は
前
掲
書
で
、
恋
二
と
恋
三
の
二
箇
所
に
わ
か
れ
て
い
る
が
、
も
と

　
は
一
ま
と
め
の
連
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
九
六
頁
参
照
。

＠
　
秋
山
塵
氏
『
王
朝
女
流
文
学
の
形
成
』
四
二
頁
。

＠
　
身
分
か
高
い
女
性
説
は
、
小
沢
正
夫
氏
『
古
今
集
』
小
学
館
。
奥
村
恒
哉
氏
『
古

　
今
集
』
新
潮
古
典
集
成
。
あ
は
れ
に
あ
た
る
説
は
、
窪
田
章
一
郎
『
古
今
集
』
角
川

　
文
庫
。
美
女
と
す
る
説
は
、
佐
伯
梅
友
『
古
今
集
』
若
波
古
典
大
系
。

＠
　
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
』
七
巻
。

＠
　
窪
田
空
穂
氏
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』
。

＠
　
藤
岡
忠
実
、
片
桐
洋
一
、
増
田
繁
夫
、
小
町
谷
照
彦
、
藤
平
春
男
の
各
氏
に
よ
る

　
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
『
古
今
集
』
一
四
六
頁
。

＠
　
も
ろ
さ
わ
よ
う
こ
『
お
ん
た
の
歴
史
』
上
一
八
三
～
一
八
四
。

＠
　
『
和
泉
式
部
・
小
野
小
町
』
日
本
古
典
全
書
の
解
説
。

◎
　
中
世
の
伊
勢
物
語
の
注
釈
書
の
『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』
『
和
歌
知
顕
集
』
『
愚

　
見
抄
』
な
ど
。
伊
勢
物
語
の
色
好
み
の
女
に
小
町
を
あ
て
て
考
え
て
い
る
。
こ
の
こ

　
と
の
指
摘
は
、
片
桐
洋
一
氏
『
小
町
追
跡
』
に
く
わ
し
い
。

＠
　
「
小
町
革
子
」
『
お
伽
草
子
』

＠
　
目
崎
徳
衛
氏
前
掲
書
。

ゆ
藤
本
一
恵
氏
「
う
つ
ろ
ひ
の
芙
」
『
国
文
学
』
昭
四
六
・
一
二
。

ゆ
　
飾
掲
書
。

小
町
伝
説
の
母
胎
－
古
今
集

ゆ＠

関
谷
真
可
爾
氏
『
小
野
小
町
秘
考
』
所
載
に
よ
る
。

『
平
安
朝
漢
文
学
史
の
研
究
』
四
四
三
頁
。

一
〇
一


	一
	二
	三
	四
	五



