
は
じ
め
に

謡
曲
《
高
安
》
は
、
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
成
立
の
作
者
付
け
で
あ
る

『
自
家
傳
抄
』、
永
正
期
の
内
容
を
伝
え
る
と
さ
れ
る
最
古
の
装
束
付
『
舞
芸
六

輪
』
の
記
事
、『
春
日
拝
殿
方
諸
日
記
』
宝
徳
四
年
（
一
四
五
二
）
の
上
演
記

録
か
ら
、
室
町
期
に
成
立
し
上
演
さ
れ
て
い
た
事
が
わ
か
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
丸
岡
桂
氏
の
『
古
今
謡
曲
解
題
』（
大
正
八
年
）、
田
中
允
氏
の

『
未
刊
謡
曲
集

続
八
』
各
曲
解
題
（
平
成
三
年
）、『
能
・
狂
言
必
携
』
能
作

品
全
覧
（
平
成
八
年
二
月
）
に
僅
か
に
言
及
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
先
行
研
究
と

言
え
る
も
の
は
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。

本
稿
で
は
、
こ
の
《
高
安
》
を
取
り
上
げ
、
作
品
成
立
の
背
景
に
あ
る
、
伊

勢
物
語
注
釈
を
中
心
と
し
た
当
時
の
伊
勢
物
語
理
解
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
た
、
伊
勢
物
語
理
解
の
変
遷
と
《
高
安
》
の
上
演
状
況
の
関
わ
り
を
考
え
よ

謡
曲
《
高
安
》
の
背
景
と
そ
の
行
方

一
三

う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

猶
、
以
下
に
引
用
す
る
《
高
安
》
の
本
文
は
、
書
写
年
代
が
は
っ
き
り
し
て

お
り
比
較
的
誤
写
の
少
な
い
と
思
わ
れ
る
貞
享
三
年
九
月
林
和
泉
掾
本
を
底
本

と
し
、
明
ら
か
に
誤
写
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
他
の
諸
本
に
よ
っ
て
補
足

し
た
も
の
で
あ
る
。

一

梗
概
と
趣
向

《
高
安
》
は
現
在
通
常
で
は
上
演
さ
れ
る
事
の
な
い
曲
で
あ
る
た
め
、
そ
の

内
容
は
多
く
の
人
に
と
っ
て
馴
染
み
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
論
を
進
め
て
い

く
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
校
訂
本
文
に
よ
っ
て
そ
の
構
成
と
梗
概
を
簡
単
に
紹
介

し
て
お
く
事
に
す
る
。

◇
構
成
と
梗
概

謡
曲
《
高
安
》
の
背
景
と
そ
の
行
方

｜
｜
伊
勢
物
語
注
釈
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
｜
｜

橋

場

夕

佳



ワ
キ
の
登
場

旅
僧
（
ワ
キ
）
は
、
河
内
路
を
経
て
都
へ
と
帰
る

前
に
、
高
安
の
里
に
立
ち
寄
る
。

シ
テ
・
ワ
キ
の
応
対

里
の
女
（
シ
テ
）
が
僧
に
呼
び
か
け
て
現
れ
る
。

僧
が
、
以
前
よ
り
聞
き
及
ん
だ
名
木
「
笛
吹
の

松
」
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
女
は
、
か
つ
て
在
原

業
平
が
高
安
に
通
っ
た
時
、
あ
の
松
の
下
で
笛
を

吹
い
た
故
に
、
笛
吹
の
松
と
言
う
の
だ
と
教
え
る
。

シ
テ
の
語
り

女
は
、『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
の
有
常
の
娘
の

「
風
吹
け
ば
興
津
白
浪
立
田
山
」
の
歌
と
そ
の
歌

意
に
つ
い
て
も
教
え
る
。

シ
テ
の
中
入
り

僧
が
再
び
笛
吹
の
松
の
事
に
触
れ
る
と
、
女
は

「
今
夜
は
此
の
松
の
下
に
逗
留
し
て
笛
の
音
の
聞

こ
え
る
の
を
お
待
ち
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

昔
を
語
っ
て
差
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。」
と
言
う
。

訝
る
僧
の
問
い
に
、
女
は
「
高
安
の
女
」
で
あ
る

事
を
仄
め
か
し
て
、
人
の
波
に
紛
れ
消
え
去
る
。

ア
イ
の
物
語
り

業
平
の
高
安
通
い
と
笛
吹
の
松
の
事
を
語
る
。

ワ
キ
の
待
受
け

僧
は
笛
吹
の
松
の
下
で
又
寝
の
夢
を
待
つ
。

後
ジ
テ
の
登
場

弔
い
を
感
謝
し
つ
つ
、
尽
き
せ
ぬ
妄
執
を
嘆
い
て

現
れ
る
。

シ
テ
・
ワ
キ
の
応
対

僧
の
問
い
に
、
女
は
猶
こ
こ
に
執
心
の
残
る
高
安

の
女
の
幽
霊
で
あ
る
と
名
乗
り
、「
君
が
あ
た
り

見
つ
ゝ
を
居
ら
ん
伊
駒
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
ふ

る
と
も
」
の
歌
を
詠
じ
、
今
宵
の
縁
を
尊
ぶ
。

シ
テ
の
物
語
り

業
平
の
高
安
通
い
の
物
語
を
語
る
。

シ
テ
の
舞
事

笛
の
音
を
機
に
業
平
へ
の
想
い
は
一
層
高
ま
り
、

恋
慕
の
舞
を
舞
う
。

シ
テ
の
立
働
き
・
結
末

女
の
舞
姿
を
見
る
内
に
夜
は
明
け
て
僧
の
夢
は
覚

め
、
跡
に
は
山
風
が
吹
き
す
さ
ぶ
ば
か
り
で
あ
っ

た
。

こ
の
よ
う
に
、《
高
安
》
は
『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
の
「
高
安
の
女
」
を
主

人
公
に
、
業
平
の
高
安
通
い
を
題
材
と
し
た
、
前
後
二
場
構
成
、
夢
幻
能
形
式

の
能
で
あ
る
。
前
述
の
『
舞
芸
六
輪
』
で
は
、「
公
家
女
房

女
能

天
女

遊
」
の
項
に
《
高
安
》
に
関
す
る
最
古
の
演
出
記
事
が
あ
る
。「
一
、
た
か
や

す
。
前
は
常
の
女
。
後
、（
後
ハ
）
長
け
ん
。
脇
、
そ
う
也
。」
と
い
う
内
容
か

ら
、
少
な
く
と
も
室
町
後
期
の
時
点
で
、《
高
安
》
の
構
成
は
現
存
の
本
文
が

伝
え
る
も
の
と
大
差
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

《
高
安
》
は
、
業
平
が
高
安
へ
通
う
時
に
笛
を
吹
い
た
と
言
う
高
安
の
名
所
、

「
笛
吹
の
松
」
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
。
中
入
り
前
、
女
（
シ
テ
）
は
僧
に

「
今
夜
は
此
松
の
下
伏
し
て
、
若
笛
の
音
の
聞
ゆ
る
折
か
ら
を
待
て
御
覧
候
へ

謡
曲
《
高
安
》
の
背
景
と
そ
の
行
方

一
四



（
今
夜
は
こ
の
笛
吹
の
松
の
下
に
寝
て
笛
の
音
の
聞
こ
え
る
時
を
お
待
ち
下
さ

い
。）」
と
言
う
。
そ
し
て
、
後
場
の
舞
は
、
次
の
よ
う
に
前
場
で
女
が
予
告
し

た
通
り
の
笛
の
音
を
契
機
と
し
て
舞
わ
れ
る
。

﹇
□
﹈
地

去
程
に
夜
更
人
し
つ
ま
つ
て
、
松
風
す
め
る
折
か
ら
に
、
す

は
笛
の
音
の
聞
ゆ
る
そ
や
、
夜
半
楽
に
や
成
り
ぬ
ら
む

﹇
詠
﹈
地

笛
竹
の
、
夜
声
も
す
め
る
月
影
に
、
雲
の
袖
を
や
、
返
す
ら

ん
【
序
の
舞
】

室
町
後
期
の
笛
伝
書
『
遊
舞
集
』（
鴻
山
文
庫
蔵
）
で
は
、「
一
た
か
や
す
は
、

す
は
笛
の
音
の
き
こ
ゆ
る
と
い
ふ
所
に
吹
き
様
有
。
口
傳
こ
れ
あ
り
。
す
は
と

い
ふ
よ
り
さ
き
に
吹
手
あ
り
。」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
際
に
笛
の
音
が
響
き
、

詞
章
と
連
動
す
る
趣
向
で
あ
る
。
勿
論
こ
こ
で
の
笛
の
音
は
、
単
に
舞
の
始
ま

り
に
伴
う
笛
の
音
で
は
な
く
、
か
つ
て
業
平
が
高
安
へ
通
う
際
に
松
の
下
で
吹

い
た
笛
の
音
で
あ
る
。
恋
し
い
業
平
の
訪
れ
を
告
げ
る
笛
の
音
に
よ
っ
て
、
高

安
の
女
に
と
っ
て
の
業
平
の
高
安
通
い
が
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
な
き
世
語
り
は
は
つ
か
し
や
」（﹇
サ
シ
﹈）
と
言
い
な
が
ら
語
り
始
め
た
、

業
平
を
め
ぐ
っ
て
の
有
常
の
娘
と
自
身
の
物
語
は
、
語
ら
れ
る
内
に
「
よ
し
な

や
思
ひ
忘
れ
ん
」（﹇
ク
セ
﹈
の
終
結
部
）
と
言
う
ま
で
に
、
高
安
の
女
を
完
全

に
語
り
の
中
の
時
間
へ
と
引
き
戻
し
て
い
る
。
そ
こ
へ
業
平
の
笛
の
音
を
響
か

せ
る
事
で
、
高
安
の
女
の
業
平
へ
の
恋
慕
は
一
層
高
ま
り
、
舞
へ
と
つ
な
が
る
。

舞
人
で
も
芸
能
者
で
も
な
い
高
安
の
女
に
舞
を
舞
わ
せ
る
た
め
の
工
夫
で
も
あ

謡
曲
《
高
安
》
の
背
景
と
そ
の
行
方

一
五

る
。

二
《
高
安
》
典
拠
考

本
曲
の
「
本
説
」
と
い
う
べ
き
も
の
は
何
で
あ
る
の
か
。
田
中
氏
は
前
述
の

『
未
刊
謡
曲
集
』
解
題
に
お
い
て
、《
高
安
》
の
典
拠
を
「『
伊
勢
物
語
』
第
二

十
三
段
に
取
材
し
て
い
る
が
、
更
に
そ
の
古
註
や
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
俗
伝
な

ど
に
よ
っ
て
脚
色
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
推
定
し
て
い
る
。『
能
・
狂
言
必

携
』
能
作
品
全
覧
も
こ
の
見
解
に
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
（「『
伊
勢
物
語
』
二
三
段

お
よ
び
中
世
古
註
釈
の
理
解
」）。
大
筋
で
は
こ
れ
ら
の
見
解
に
異
論
は
な
い
が
、

解
題
や
全
覧
に
お
け
る
簡
略
化
さ
れ
た
記
述
だ
け
に
、
余
り
に
も
漠
然
と
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
明
確
に
示
さ
れ
る
事
の
な
か
っ
た
「
古
註
や
そ

れ
か
ら
派
生
し
た
俗
伝
」
に
関
し
て
、《
高
安
》
本
文
を
示
し
つ
つ
、
よ
り
具

体
的
に
考
察
を
す
す
め
た
い
。

《
高
安
》
本
文
の
検
討
に
入
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
の
『
伊
勢
物
語
』
を
素
材

と
し
た
謡
曲
の
研
究
史
に
、
簡
単
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
多
く
の
謡

曲
が
作
ら
れ
た
中
世
に
お
い
て
、『
伊
勢
物
語
』
は
注
釈
を
通
し
て
読
ま
れ
て

い
た
。
そ
の
注
釈
史
は
鎌
倉
期
の
古
注
の
時
代
、
室
町
中
期
の
『
愚
見
抄
』
以

後
の
旧
注
の
時
代
、
契
沖
の
『
勢
語
臆
断
』
以
後
の
新
注
の
時
代
に
区
分
さ
れ

て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
を
素
材
と
し
た
作
品
の
基
盤
に
あ
る
の
は
、
伊
勢
物

語
古
注
釈
の
理
解
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
古
注
釈
の
理
解
と
は
、『
伊
勢
物
語
』



を
業
平
の
一
代
記
と
し
て
捉
え
、
各
段
の
物
語
に
具
体
的
な
時
や
場
所
、
人
物

を
想
定
す
る
読
み
方
で
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
『
伊
勢
物
語
』
を
素
材
と
し

た
作
品
を
見
る
事
は
、
今
日
で
は
定
石
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
挙
げ
る
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
後
半
の
高
安
通
い
が
《
高
安
》
の
主

要
な
素
材
の
ひ
と
つ
で
あ
る
事
は
疑
い
な
い
。
猶
、『
伊
勢
物
語
』
本
文
の
引

用
は
、
古
典
文
学
大
系
本
（
天
福
本
系
統
三
条
西
家
旧
蔵
本
）
に
拠
る
。

さ
て
、
年
ご
ろ
経
る
ほ
ど
に
、
女
、
親
な
く
た
よ
り
な
く
な
る
ま
ゝ

に
、
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
ん
や
は
と
て
、
河
内
の
国
、

高
安
の
郡
に
、
い
き
か
よ
ふ
所
出
で
き
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ど
、
こ
の

も
と
の
女
、
悪
し
と
思
へ
る
け
し
き
も
な
く
て
、
出
し
や
り
け
れ
ば
、

お
と
こ
、
異
心
あ
り
て
か
ゝ
る
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
う
た
が
ひ
て
、
前

栽
の
中
に
か
く
れ
ゐ
て
、
河
内
へ
い
ぬ
る
顔
に
て
見
れ
ば
、
こ
の
女
、

い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
、

風
吹
け
ば
沖
つ
白
浪
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
ん

と
よ
み
け
る
を
聞
き
て
、
限
り
な
く
か
な
し
と
思
ひ
て
、
河
内
へ
も
い

か
ず
な
り
に
け
り
。
ま
れ

か
の
高
安
に
来
て
見
れ
ば
、
は
じ
め
こ

そ
心
に
く
も
つ
く
り
け
れ
、
今
は
う
ち
と
け
て
、
手
づ
か
ら
い
ゐ
か
ひ

と
り
て
、
筍
子
の
う
つ
わ
物
に
盛
り
け
る
を
見
て
、
心
う
が
り
て
い
か

ず
な
り
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ば
、
か
の
女
、
大
和
の
方
を
見
や
り
て
、

君
が
あ
た
り
見
つ
ゝ
を
居
ら
ん
生
駒
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
降
る
と
も

と
い
ひ
て
見
い
だ
す
に
、
か
ら
う
じ
て
、
大
和
人
来
む
と
い
へ
り
。
よ

ろ
こ
び
て
待
つ
に
、
た
び

過
ぎ
ぬ
れ
ば
、

君
来
む
と
い
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
頼
ま
ぬ
物
の
恋
ひ
つ
ゝ
ぞ
ふ
る

と
い
ひ
け
れ
ど
、
お
と
こ
住
ま
ず
な
り
に
け
り
。（『
伊
勢
物
語
』
二
三

段
）

こ
れ
を
業
平
と
紀
有
常
の
娘
の
物
語
と
す
る
の
が
、
中
世
の
伊
勢
物
語
注
釈

の
理
解
で
あ
っ
た
。《
高
安
》
に
お
い
て
も
、
他
の
『
伊
勢
物
語
』
を
素
材
と

し
た
能
作
品
と
同
様
、『
伊
勢
物
語
』
本
文
に
は
な
い
、
古
注
釈
に
拠
る
理
解

が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
前
場
で
は
、
里
の
女
（
シ
テ
）
が
僧
に
有
常
の
娘
の
詠
歌

に
つ
い
て
教
え
る
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

﹇
掛
ケ
合
﹈
シ
テ

さ
れ
は
こ
そ
忍
ひ

の
道
な
れ
共
、
有
常
か
娘
の

歌
故
に
、
余
所
に
も
人
や
白
波
の

ワ
キ

盗
人
の
ゐ
る
山
路
な
れ
は
、

覚
束
な
さ
に
よ
み
し
哥
の

シ
テ

興
津
白
浪
立
田
山

ワ
キ

夜
半
に

や
君
か
独
行
く
ら
ん
と

シ
テ

其
こ
と
の
葉
の

ワ
キ

か
く
れ
な
け

れ
は

﹇
上
ゲ
歌
﹈
同

高
安
の
女
も
名
に
や
た
つ
た
山
、

、
夜
半
に
ま
き

れ
て
ぬ
す
人
の
、
お
そ
い
や
せ
ん
と
思
ふ
ゆ
へ
、
そ
れ
を
な
に
た
て
ゝ
、

興
津
波
と
よ
み
し
な
り
、
を
よ
そ
白
波
と
申
は
海
賊
の
事
と
い
へ
共
、
か

い
そ
く
も
山
賊
も
、
只
同
し
名
そ
と
白
浪
の
心
を
寄
て
よ
み
し
な
り

有
常
の
娘
が
高
安
へ
と
通
う
業
平
を
想
い
詠
ん
だ
「
風
吹
け
ば

」
の
歌
と

謡
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そ
の
歌
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、「
立
田
山
」
の
序
詞
で
あ
る
「
沖
津
白

浪
」
の
「
白
浪
」
を
、《
高
安
》
で
は
海
賊
の
事
と
す
る
。
海
賊
も
山
賊
も
皆

同
じ
名
に
「
白
浪
」
と
詠
ん
だ
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
白

浪
」
の
解
釈
は
、『
顕
注
密
勘
抄
』
以
来
の
も
の
で
あ
る
が
、
定
家
自
身
が
否

定
す
る
こ
の
理
解
は
、
次
の
よ
う
な
伊
勢
物
語
古
注
釈
に
よ
っ
て
、
当
時
の

人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。

哥
ノ
心
ハ
風
フ
ケ
ハ
ト
ハ
、
男
ノ
イ
ケ
ハ
ト
云
義
也
。
ヲ
キ
ツ
白
波
タ
ツ

タ
山
ト
ハ
、
盗
人
立
山
ヲ
ヨ
ハ
ニ
独
リ
行
ラ
ン
ト
ヨ
メ
リ
。
盗
人
ヲ
白
波

ト
云
事
本
文
ア
リ
。

（
鉄
心
斎
文
庫
蔵
『
十
巻
本
伊
勢
物
語
註
』）

後
場
で
は
、
有
常
の
娘
と
高
安
の
女
の
業
平
を
め
ぐ
る
物
語
が
次
の
よ
う
に

語
ら
れ
る
。

﹇
ク
セ
﹈
シ
テ

凡
か
ゝ
る
身
に

地

有
明
月
の
よ
に
ふ
る
ゝ
、
た
と

へ
も
さ
そ
な
有
原
の
、
業
平
の
い
も
と
せ
に
、
紀
の
あ
り
つ
ね
か
娘
の
、

ね
た
む
け
し
き
も
な
か
り
し
を
、
男
あ
や
し
め
思
ひ
ね
の
、
む
ね
の
烟
の

立
や
た
ゝ
す
や
し
ら
ぬ
ひ
の
、
ひ
さ
け
の
水
の
わ
き
か
へ
り
、
思
ひ
そ
く

ゆ
る
う
つ
み
火
の
、
こ
か
れ
け
る
夜
の
恨
を
は
た
れ
か
し
る
へ
き
、
去
程

に
心
さ
し
、
ふ
か
き
情
の
色
見
え
て
、
よ
所
の
二
道
ひ
と
方
に
、
う
つ
ろ

ふ
色
も
な
か
り
し
を

シ
テ

稀
ゝ
通
ひ
て
た
か
や
す
の

同

有
し
栖

を
今
見
れ
は
、
女
は
い
つ
し
か
賤
く
も
、
飯
貝
取
て
様
ゝ
の
世
の
わ
さ
を
、

賤
の
女
か
ぬ
ふ
て
ふ
糸
の
麻
衣
の
、
面
に
も
似
ぬ
人
心
、
う
し
と
て
思
ひ

謡
曲
《
高
安
》
の
背
景
と
そ
の
行
方
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捨
し
身
の
、
ね
た
む
心
の
た
め
し
也
、
よ
し
な
や
思
ひ
忘
れ
ん

業
平
を
送
り
出
す
有
常
の
娘
の
心
情
を
「
ひ
さ
け
の
水
の
わ
き
か
へ
り
」
と

表
現
す
る
の
は
、『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
の
高
安
通
い
と
同
話
の
、『
大
和
物

語
』
一
四
九
段
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
大
和
物
語
』
一
四
九
段
に
お
い

て
も
、
女
の
た
だ
な
ら
ぬ
胸
の
内
を
、
金
椀
の
水
が
わ
き
か
え
る
と
言
う
事
象

で
表
す
。
以
下
に
、『
大
和
物
語
』
本
文
を
引
用
す
る
。
猶
、『
大
和
物
語
』
本

文
は
、
古
典
大
系
本
（
尊
経
閣
旧
蔵
伝
藤
原
為
家
筆
本
）
を
用
い
た
。

さ
て
い
で
て
い
く
と
み
え
て
、
前
栽
の
中
に
隠
れ
て
男
や
来
る
と
み
れ

ば
、
端
に
い
で
ゐ
て
、
月
の
い
と
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
き
に
、
頭
か
い
梳

り
な
ど
し
て
を
り
。
夜
更
く
る
ま
で
寝
ず
、
い
と
い
た
う
う
ち
な
げ
き
て

な
が
め
け
れ
ば
、
人
待
つ
な
め
り
と
み
る
に
、
使
ふ
人
の
ま
へ
な
り
け
る

に
い
ひ
け
る
、

風
吹
け
ば
お
き
つ
し
ら
な
み
た
つ
た
山
よ
は
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む

と
よ
み
け
れ
ば
、
わ
が
う
へ
を
お
も
ふ
な
り
け
り
と
お
も
ふ
に
、
い
と
か

な
し
う
な
り
ぬ
。
こ
の
今
の
め
の
家
は
立
田
山
こ
え
て
行
く
み
ち
に
な
む

あ
り
け
る
。
か
く
て
を
見
を
り
け
れ
ば
、
こ
の
女
う
ち
泣
き
て
臥
し
て
、

金
椀
に
水
い
れ
て
胸
に
な
む
据
へ
た
り
け
る
。「
あ
や
し
、
い
か
に
す
る

に
か
あ
ら
む
」
と
て
な
を
み
る
。
さ
れ
ば
こ
の
水
熱
湯
に
た
ぎ
り
ぬ
れ
ば
、

湯
ふ
て
つ
。
又
水
を
入
る
。
み
る
に
い
と
か
な
し
く
て
走
り
い
で
て
、

「
い
か
な
る
心
ち
し
給
へ
ば
、
か
く
は
し
た
ま
ふ
ぞ
」
と
い
ひ
て
か
き
抱



き
て
な
む
寝
に
け
る
。
か
く
て
ほ
か
へ
も
さ
ら
に
行
か
で
つ
と
ゐ
に
け
り
。

か
く
て
月
日
お
ほ
く
経
て
お
も
ひ
け
る
や
う
、「
つ
れ
な
き
顔
な
れ
ど
、

女
の
お
も
ふ
こ
と
い
み
じ
き
こ
と
な
り
け
る
を
、
か
く
行
か
ぬ
を
、
い
か

に
思
ふ
ら
む
」
と
思
ひ
い
で
て
、
あ
り
し
女
の
が
り
い
き
た
り
け
り
。
久

し
く
行
か
ざ
り
け
れ
ば
、
つ
つ
ま
し
く
て
た
て
り
け
り
。
さ
て
か
い
ま
め

ば
、
我
に
は
よ
く
て
み
え
し
か
ど
、
い
と
あ
や
し
き
様
な
る
衣
を
き
て
、

大
櫛
を
面
櫛
に
さ
し
か
け
を
り
て
、
手
づ
か
ら
飯
盛
る
お
り
に
け
り
。
い

と
い
み
じ
と
お
も
ひ
て
、
来
に
け
る
ま
ゝ
に
、
い
か
ず
な
り
に
け
り
。
こ

の
男
は
王
な
り
け
り
。（『
大
和
物
語
』
一
四
九
段
）

﹇
ク
セ
﹈
に
お
い
て
、「
む
ね
」「
烟
」「
立
つ
」「
し
ら
ぬ
ひ
」「
く
ゆ
る
」

「
う
つ
み
火
」「
こ
か
れ
る
」
と
言
っ
た
縁
語
や
連
歌
の
付
け
合
に
よ
っ
て
綴
ら

れ
て
い
く
、
穏
や
か
な
顔
と
は
裏
腹
の
有
常
の
娘
の
烈
し
い
心
の
内
を
示
す
表

現
は
、
こ
の
『
大
和
物
語
』
一
四
九
段
の
金
椀
の
水
を
熱
湯
に
た
ぎ
ら
せ
る
と

言
う
逸
話
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
る
。《
高
安
》
で
は
、『
大
和
物
語
』
一
四

九
段
を
も
業
平
と
有
常
の
娘
の
物
語
と
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
有
常
の
娘
の
内

に
秘
め
た
烈
し
い
恋
情
こ
そ
が
、
業
平
の
高
安
通
い
を
留
ま
ら
せ
た
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
は
《
高
安
》
と
同
じ
く
『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
を
素
材
と
し

て
作
ら
れ
た
世
阿
弥
作
の
《
井
筒
》
に
は
見
ら
れ
な
い
。《
井
筒
》
で
は
、
有

常
の
娘
が
業
平
を
想
う
「
風
吹
け
ば

」
の
歌
を
詠
じ
た
事
で
、
業
平
は
高
安

へ
通
わ
な
く
な
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、『
大
和
物
語
』
で
は
有
常
の
娘
が
胸
に

据
え
た
も
の
を
「
金
椀
」
と
す
る
が
、《
高
安
》
本
文
で
は
「
ひ
さ
け
」
と
す

る
点
も
注
意
を
有
す
る
。
室
町
時
代
物
語
に
お
い
て
も
、
物
語
中
に
『
伊
勢
物

語
』
二
三
段
を
組
み
込
む
『
雀
さ
う
し
』『
小
式
部
』『
か
わ
ち
か
よ
ひ
』『
浄

瑠
璃
十
二
段
草
子
』
等
に
、「
ひ
さ
げ
の
水
の
わ
き
か
え
る
」
と
言
う
逸
話
が

見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、『
大
和
物
語
』
に
見
ら
れ
る
同
話
を
業
平
と
有
常
の
娘

の
物
語
と
し
て
読
む
事
が
、
当
時
と
し
て
は
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
事
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
伊
勢
物
語
古
注
釈
の
影
響
を
受
け

る
室
町
時
代
物
語
と
同
じ
く
「
ひ
さ
け
」
の
語
を
用
い
る
《
高
安
》
本
文
が
、

『
大
和
物
語
』
を
直
接
引
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
同
話
を
『
伊
勢
物
語
』
二

三
段
に
組
み
込
む
事
を
説
く
伊
勢
物
語
古
注
釈
の
理
解
に
拠
っ
て
い
る
事
を
も

示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
高
安
通
い
に
関
し
て
《
井
筒
》
に
は
な
い
事
が
《
高
安
》
に

見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
他
で
も
な
い
本
曲
の
核
と
も
な
っ
て
い
る
、
業
平
が
高

安
に
通
う
途
次
に
笛
を
吹
い
た
と
い
う
「
笛
吹
の
松
」
で
あ
る
。

笛
を
吹
く
業
平
像
は
、
中
世
に
お
け
る
業
平
の
イ
メ
ー
ジ
の
ひ
と
つ
と
し
て

定
着
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
抑
も
、『
伊
勢
物
語
』
六
五
段
に

「
こ
の
お
と
こ
、
人
の
國
よ
り
夜
ご
と
に
来
つ
ゝ
、
笛
を
い
と
お
も
し
ろ
く
吹

き
て
、
声
は
あ
は
れ
に
歌
ひ
け
る
」
と
あ
る
。「
お
と
こ
」
は
当
然
の
如
く
業

平
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
萌
芽
は
既
に
『
伊

勢
物
語
』
本
文
中
に
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。『
続
教
訓
抄
』『
神
道
集
』
で
は
、
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業
平
を
笛
の
上
手
と
す
る
青
葉
の
笛
の
話
が
見
え
、
こ
れ
ら
の
説
話
を
背
景
に

し
て
、
室
町
時
代
物
語
に
は
業
平
を
主
人
公
と
し
た
『
青
葉
の
笛
』
が
あ
る
。

他
に
、
大
永
六
（
一
五
二
六
）
年
奥
書
の
『
赤
松
五
郎
物
語
』
で
も
業
平
は
笛

を
吹
く
。

し
か
し
、『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
に
お
い
て
、
業
平
が
笛
を
吹
い
て
高
安
に

通
う
事
は
、『
伊
勢
物
語
』
本
文
は
勿
論
、
多
く
の
伊
勢
物
語
古
注
釈
に
も
見

ら
れ
な
い
。
管
見
で
は
、
次
に
示
す
『
伊
勢
物
語
聞
書
』
に
の
み
見
え
る
も
の

で
あ
る
。

「
ま
れ

彼
た
か
や
す
に
き
て
み
れ
ば
」
と
は
、
お
と
こ
、
こ
い
た
や

の
女
の
所
へ
い
ぬ
る
に
は
、
い
つ
も
笛
を
ふ
き
、
か
よ
ふ
と
ぞ
。
女
、
笛

を
聞
、
こ
い
た
や
の
里
よ
り
、
夜
る
か
よ
ひ
ぢ
の
里
を
、
た
つ
田
の
麓
へ

出
あ
ひ
て
、
夜
す
が
ら
契
る
と
ぞ
あ
る
。（『
伊
勢
物
語
聞
書
』）

こ
の
『
伊
勢
物
語
聞
書
』
と
《
高
安
》
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
石
川
透
氏
が

「
室
町
物
語
と
幸
若
舞
曲
｜
｜
『
か
わ
ち
か
よ
ひ
』
と
『
伏
見
常
磐
』
｜
｜
」

（『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
４
年
５
月
）
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、

石
川
氏
は
「（《
高
安
》
の
）
成
立
に
は
や
は
り
注
釈
の
影
響
が
あ
る
」
と
し
、

そ
の
指
摘
に
『
伊
勢
物
語
聞
書
』
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
具
体
的
な
検
証
は
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
以
下
に
《
高
安
》
と
の
関
連

を
検
討
す
る
。

山
本
登
朗
氏
の
解
説
に
拠
っ
て
、
こ
の
『
伊
勢
物
語
聞
書
』
の
性
格
を
確
認

謡
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し
て
お
く
。『
伊
勢
物
語
聞
書
』
は
、
大
永
三
（
一
五
二
三
）
年
、
宗
印
な
る

講
釈
者
の
語
っ
た
伊
勢
物
語
講
釈
の
聞
書
で
あ
る
事
が
、
巻
頭
の
文
字
か
ら
わ

か
る
。
本
聞
書
に
お
い
て
、
地
下
連
歌
師
と
目
さ
れ
る
講
釈
者
は
宗
祇
流
に
属

す
る
事
を
主
張
す
る
が
、
宗
祇
の
名
に
よ
っ
て
自
説
を
権
威
付
け
よ
う
と
す
る

そ
の
姿
勢
は
、
本
聞
書
が
「
正
当
な
系
譜
か
ら
外
れ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
、
宗
祇

流
の
中
で
も
非
主
流
的
な
位
置
に
あ
る
」
事
を
意
味
す
る
。
但
し
、
古
注
説
を

否
定
す
る
態
度
は
宗
祇
流
を
受
け
継
ぎ
、
宗
祇
流
の
流
れ
を
組
む
内
容
が
部
分

的
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
本
聞
書
の
大
半
を
占
め
る
の
は
、
先
に
引
用
し
た
よ

う
な
注
説
で
あ
る
。

『
伊
勢
物
語
聞
書
』
は
《
高
安
》
の
上
演
記
録
か
ら
七
十
年
以
上
後
の
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
謡
曲
か
ら
の
影
響
は
考
え
難
い
。
ま
ず
、
業
平
が
高

安
通
い
の
際
に
笛
を
吹
く
と
す
る
も
の
の
、《
高
安
》
に
あ
る
「
笛
吹
の
松
」

の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
引
用
文
中
に
あ
る
よ
う
に
、
高
安
の
女
を

「
こ
い
た
や
の
女
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、「「
河
内
国
た
か
や
す
の
郡
に

い
き
通
ふ
所
い
で
き
に
け
り
」
と
は
、
河
内
に
た
か
や
す
に
、
か
よ
ひ
路
の
里

の
し
も
に
、
こ
い
た
や
の
里
の
女
に
、
み
そ
か
に
か
よ
ふ
と
ぞ
」
と
い
う
理
解

か
ら
で
あ
る
。
後
述
の
地
誌
資
料
『
河
内
國
名
所
鑑
』
に
も
見
ら
れ
る
内
容
で

あ
る
が
、
こ
の
注
説
の
出
所
が
謡
曲
《
高
安
》
に
は
な
い
事
の
傍
証
に
な
る
か

と
思
う
。

一
方
、
本
曲
の
展
開
の
中
心
に
あ
る
と
言
え
る
名
所
「
笛
吹
の
松
」
に
然
る



べ
き
典
拠
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
田
中
氏
は
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
七
月

刊
の
『
河
内
國
名
所
鑑
』
巻
五
の
次
の
記
事
を
、《
高
安
》
以
外
の
「
笛
吹
の

松
」
の
文
献
上
の
初
出
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

な
り
ひ
ら
夜
半
に
通
ひ
給
ひ
て
、
か
の
女
と
あ
ひ
づ
の
笛
を
松
の
根
も
と

に
て
吹
給
ふ
故
に
笛
吹
松
と
申
つ
た
へ
侍
る
。
笛
吹
松
の
事
謡
に
も
う
た

へ
り
。

（『
河
内
國
名
所
鑑
』）

『
河
内
國
名
所
鑑
』
は
、
著
者
で
あ
る
三
田
淨
久
の
実
地
調
査
に
よ
っ
て
成

っ
た
河
内
國
最
古
の
名
所
記
で
あ
る
。
右
に
引
用
し
た
如
く
、
そ
の
謂
わ
れ
は

謡
曲
《
高
安
》
の
「
笛
吹
の
松
」
と
共
通
し
て
い
る
が
、
業
平
の
高
安
通
い
や

高
安
の
女
に
関
し
て
、
よ
り
詳
細
な
謂
わ
れ
が
集
め
ら
れ
て
お
り
、
高
安
通
い

に
関
連
す
る
多
く
の
名
所
を
紹
介
し
て
い
る
。「
笛
吹
松
の
事
謡
に
も
う
た
へ

り
。」
と
あ
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
、『
河
内
國
名
所
鑑
』
の
「
笛
吹
の
松
」
が

単
純
に
謡
曲
《
高
安
》
に
拠
っ
た
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
本
曲
中
の
「
笛
吹
の
松
」
は
作
者
の
作
り
出
し
た
名
所
で
あ
る
の
か

と
言
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。《
高
安
》
の
本
文
中
に
お
い
て
、
笛
吹

の
松
は
高
安
の
里
の
名
所
と
し
て
既
に
知
ら
れ
て
い
る
事
を
前
提
に
一
曲
が
す

す
ん
で
い
く
。
例
え
ば
、
高
安
の
里
に
到
着
し
た
僧
は
、「
此
処
に
笛
吹
の
松

と
申
名
木
の
有
よ
し
承
及
て
候
、
暫
休
ら
ひ
尋
ね
は
や
と
思
ひ
候
」
と
、
ま
ず

笛
吹
の
松
を
尋
ね
る
の
で
あ
る
。

恐
ら
く
伊
勢
物
語
注
釈
か
ら
派
生
し
た
で
あ
ろ
う
こ
の
よ
う
な
注
説
が
、
名

所
「
笛
吹
の
松
」
と
共
に
、
高
安
の
里
に
根
付
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
は
、
舞

後
の
次
の
詞
章
に
も
表
れ
て
い
る
。

﹇
□
﹈
シ
テ

折
か
ら
松
も
名
に
お
ふ
、
高
安
の

地

花
岡
山
の

雪

を
廻
ら
す
袖
の
よ
そ
ほ
ひ

地

手
の
舞
あ
し
の
ふ
む
所

「
花
岡
山
」
は
高
安
の
里
近
く
に
あ
る
山
で
あ
る
。
歌
枕
で
も
な
い
こ
の
地

名
を
、「
雪
を
廻
ら
す
袖
」
に
つ
な
げ
る
詞
章
に
織
り
込
ん
だ
事
は
、
こ
の
能

が
高
安
の
名
所
と
そ
れ
に
纏
わ
る
俗
伝
に
拠
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、《
高
安
》
成
立
時
に
、
既
に
業
平
が
高
安
に
笛

を
吹
い
て
通
っ
た
と
言
う
注
釈
も
し
く
は
講
釈
と
共
に
、
笛
吹
の
松
は
高
安
の

名
所
と
し
て
あ
り
、
本
曲
は
そ
の
理
解
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。三

《
高
安
》
上
演
状
況
と
伊
勢
物
語
注
釈
の
関
わ
り

『
春
日
拝
殿
方
諸
日
記
』
の
次
の
記
事
か
ら
、
宝
徳
四
（
一
四
五
二
）
年
二

月
一
二
日
、
薪
猿
楽
の
御
社
上
り
の
能
と
し
て
、
金
剛
太
夫
が
《
高
安
》
を
演

じ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。（
括
弧
内
は
私
注
）

二
月
十
日
よ
り
タ
キ
ゞ
ノ
サ
ル
ガ
ク
ア
リ
。

一

十
二
日
。
コ
ン
ガ
ウ

太
夫
一
コ
ン
送
事
。
料
足
一
貫
文
。
酒
二
桶
一
斗
五
升
。
大
魚
一
喉
。
慈

仙
二
箱
。
味
噌
。
塩
下
行
。
一

ノ
ウ
ノ
次
第
。
ワ
キ
ニ
ハ
ウ
シ
ヤ
ウ
カ

ウ
（
放
生
川
）。
次
サ
ダ
ト
ウ
（
貞
任
）、
次
タ
カ
ヤ
ス
ノ
女
（
高
安
）。

謡
曲
《
高
安
》
の
背
景
と
そ
の
行
方

二
〇



次
ス
ル
ス
ミ
イ
ケ
ズ
キ
（
磨
墨
生
食

佐
々
木
）。
次
ナ
ガ
ラ
ノ
ハ
シ

（
長
柄
の
橋
）。
次
ワ
ウ
シ
ウ
ウ
チ
キ
ヨ
（
奥
州
氏
清

小
林
）。」

以
後
、
文
献
上
の
演
能
記
録
と
し
て
は
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
八
月
廿

一
日
、
同
十
一
月
十
五
日
、
正
徳
四
年
三
月
廿
七
日
、
二
月
十
三
日
の
鳥
取
池

田
藩
に
お
け
る
上
演
記
録
（『
鳥
取
池
田
藩
演
能
記
録
』）、
家
宣
の
将
軍
時
代

の
上
演
記
録
（『
御
内
証
御
能
組
』）
が
あ
る
。
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
の
書

上
に
は
観
世
流
の
「
今
は
能
・
謡
共
に
絶
て
仕
ら
ず
候
」
謡
に
《
高
安
》
の
曲

名
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
、
い
づ
れ
も
、
稀
曲
ブ
ー
ム
に
よ
る
一
時
的
な
復

曲
と
考
え
ら
れ
る
。

《
高
安
》
が
演
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
要
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
一
曲
が
番

外
曲
と
な
っ
て
い
く
に
は
、
一
つ
に
絞
り
き
れ
な
い
様
々
な
要
因
が
あ
ろ
う
が
、

そ
の
ひ
と
つ
を
、
抑
も
《
高
安
》
成
立
の
背
景
に
あ
る
伊
勢
物
語
注
釈
の
中
に

見
い
だ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。

《
高
安
》
本
文
中
（﹇
ク
セ
﹈）
に
も
あ
る
よ
う
に
、
業
平
が
高
安
を
訪
れ
、

垣
間
見
る
と
「
飯
貝
取
て
様
ゝ
の
世
の
わ
さ
を
」
す
る
女
の
姿
が
あ
っ
た
。
こ

の
「
飯
貝
取
て
」
は
古
注
釈
に
拠
る
と
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
。

ハ
シ
メ
コ
ソ
心
ニ
ク
モ
ツ
ク
リ
ケ
レ
ト
ハ
、
始
ハ
業
平
ノ
ヤ
サ
シ
キ
人
ナ

レ
ハ
見
ヲ
ト
サ
レ
シ
ト
テ
、
世
ノ
態
モ
知
ヌ
由
ニ
有
ケ
ル
カ
、
業
平
今
ハ

カ
シ
コ
ニ
ス
マ
ン
ト
云
ケ
レ
ハ
、
自
ラ
世
間
ノ
事
共
取
サ
ハ
ク
ル
ヲ
云
也
。

飯
貝
ト
リ
モ
チ
テ
ケ
ゴ
ノ
器
ニ
盛
ル
ト
ハ
、
必
ワ
ガ
モ
ル
ニ
ハ
非
ズ
。
懸

謡
曲
《
高
安
》
の
背
景
と
そ
の
行
方

二
一

養
ノ
物
共
ニ
ソ
ノ
宛
物
相
節
ヲ
計
宛
義
也
。
サ
レ
バ
必
我
ト
飯
ヲ
モ
ル
義

ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。

（
鉄
心
斎
文
庫
蔵
『
十
巻
本
伊
勢
物
語
注
』）

こ
こ
に
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
登
場
人
物
が
、
実
際
に
自
ら
飯
を
盛
る
な
ど

有
り
得
な
い
と
言
う
注
釈
者
の
姿
勢
が
あ
り
、
こ
れ
は
《
高
安
》
成
立
当
時
の

一
般
的
な
理
解
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
旧
注
の
始
と
さ
れ
る
『
伊
勢
物
語
愚

見
抄
』
に
な
る
と
、
高
安
の
女
の
行
為
に
対
す
る
解
釈
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

飯
が
ひ
は
、
い
ひ
を
も
る
匙
也
。
け
こ
は
家
子
也
。
家
の
中
に
め
し
つ
か

ふ
物
の
う
つ
は
物
に
、
て
づ
か
ら
も
り
け
る
也
。
さ
ま
で
の
事
は
あ
る
ま

じ
け
れ
ど
、
た
ゞ
賤
き
わ
ざ
を
す
る
と
い
へ
る
に
や
。
但
、
昔
は
事
を
か

ざ
ら
ず
す
な
お
な
る
道
を
さ
き
と
す
れ
ば
、
さ
る
事
も
や
し
た
り
け
む
。

更
に
、
宗
祇
の
伊
勢
物
語
講
釈
を
弟
子
の
肖
柏
が
聞
き
書
き
し
た
『
伊
勢
物

語
肖
聞
抄
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
古
注
の
説
を
否
定
し
、「
只
其

ま
ゝ
心
得
べ
し
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

て
づ
か
ら
い
ひ
が
ひ
と
り
て
、
古
注
に
は
、
実
に
と
る
に
あ
ら
ず
。
成
敗

す
る
心
也
と
云
々
。
当
流
に
は
此
事
誹
諧
也
と
。
成
敗
す
る
に
て
も
幽
玄

な
ら
ず
。
只
其
ま
ゝ
心
得
べ
し
。

宗
祇
に
お
け
る
「
誹
諧
」
と
は
、「
幽
玄
」「
優
」「
あ
は
れ
」
と
形
容
さ
れ

る
『
伊
勢
物
語
』
の
中
に
あ
っ
て
、
幽
玄
な
ら
ざ
る
卑
俗
的
な
事
柄
を
「
此
物

語
の
俳
諧
体
」
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
深
い
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
宗
祇
の
「
誹
諧
」
の
意
味
は
正
確
に
は
伝
わ
る
事
な



く
、
よ
り
否
定
的
な
意
味
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
高
安
の
女
と
、
そ
の
「
飯
貝
取
る
」
行
為
に
対
す
る
解
釈
は
、

妙
な
る
舞
を
舞
う
能
の
主
人
公
と
し
て
い
よ
い
よ
相
応
し
か
ら
ぬ
高
安
の
女
像

を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
事
が
、《
高
安
》
を
上
演
さ
れ
る
事
の
な
い
曲
と
し

た
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

広
義
に
は
『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
を
素
材
と
し
た
と
言
え
る
謡
曲
《
高
安
》

に
は
、
本
曲
成
立
当
時
の
伊
勢
物
語
享
受
の
ひ
と
つ
の
在
り
方
が
反
映
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
伊
勢
物
語
理
解
は
、
同
じ
く
『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
を
素
材
と
し

た
《
井
筒
》
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
当
時
に
あ
っ

て
決
し
て
特
異
な
も
の
で
は
な
い
事
が
、《
高
安
》
の
典
拠
と
関
連
の
深
い

『
伊
勢
物
語
聞
書
』
や
、
或
い
は
室
町
時
代
物
語
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。

ま
た
、
伊
勢
物
語
理
解
の
変
遷
に
、《
高
安
》
が
能
と
し
て
上
演
さ
れ
な
く
な

っ
た
要
因
の
ひ
と
つ
を
考
え
た
。《
高
安
》
は
、
現
在
で
は
上
演
さ
れ
る
事
の

な
い
番
外
曲
で
は
あ
る
が
、
室
町
期
に
お
い
て
は
確
実
に
上
演
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
事
は
、
当
時
の
能
を
取
り
巻
く
背
景
を
探
る

一
助
と
な
り
得
る
。

注

金
春
系
の
作
者
付
で
あ
る
『
自
家
傳
抄
』
に
は
世
阿
弥
作
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い

る
。
田
中
氏
は
こ
れ
だ
け
で
は
世
阿
弥
作
と
決
定
で
き
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
世
阿

弥
作
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
佳
作
と
評
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、《
高
安
》
作

者
の
考
察
に
は
及
ん
で
い
な
い
が
、
同
じ
く
『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
を
素
材
と
し
た

《
井
筒
》
の
存
在
か
ら
、
世
阿
弥
が
作
者
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
と
考
え
て
い
る
。

『
自
家
傳
抄
』
本
文
の
確
認
は
、『
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
８

謡
曲
・
狂
言
』

（
西
尾
実
・
田
中
允
・
金
井
清
光
・
池
田
広
司
編
著
。
三
省
堂
。
昭
和

年
）
に
拠

っ
た
。

西
尾
実
・
田
中
允
・
金
井
清
光
・
池
田
広
司
編
著
『
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
８

謡
曲
・
狂
言
』
三
省
堂
。
昭
和

年
。

塙
保
己
一
・
太
田
藤
四
郎
編
『
続
群
書
類
従
・
第
二
輯
下

神
祗
部
』
平
文
社
。

大
正

年
。（
昭
和

年
訂
正
第
三
版
第
六
刷
）

対
校
本
と
し
て
、
上
掛
り
番
外
謡
本
（
柳
洞
本
）、
福
王
系
番
外
謡
本
（
観
世
流

五
百
番
謡
本
）、
上
杉
家
旧
蔵
下
掛
り
番
外
謡
本
、
福
王
系
番
外
謡
本
（
盛
親
本
番

外
謡
）、
上
掛
り
番
外
謡
本
（
大
阪
本
番
外
謡
）、
角
淵
家
旧
蔵
上
掛
り
番
外
謡
本

（
角
淵
本
番
外
謡
）、
朝
日
本
第
二
種
を
用
い
た
。

注

に
同
じ
。

大
津
有
一
『
伊
勢
物
語
古
註
釈
の
研
究
﹇
増
訂
版
﹈』
八
木
書
店
。
昭
和

年
。

謡
曲
と
『
伊
勢
物
語
』
の
関
係
は
、
表
章
氏
が
『
謡
曲
集

上

日
本
古
典
文
学

大
系
』（
岩
波
書
店
。
昭
和

年
）《
井
筒
》
補
注
に
お
い
て
触
れ
、
伊
藤
正
義
氏
を

始
め
諸
氏
に
拠
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

片
桐
洋
一
「
伊
勢
物
語
古
注
の
世
界
構
造
」（『
論
集
日
本
文
学
・
日
本
語

２

中
古
』
角
川
書
店
。
昭
和

年
）

『
日
本
古
典
文
学
大
系
９

竹
取
物
語

伊
勢
物
語

大
和
物
語
』
大
津
有
一
・

築
島
裕
校
注
。
岩
波
書
店
。
昭
和

年
。

謡
曲
《
高
安
》
の
背
景
と
そ
の
行
方

二
二



『
十
巻
本
伊
勢
物
語
註
』
は
、
佐
藤
裕
子
氏
に
よ
っ
て
、
謡
曲
《
濡
衣
》
の
典
拠

と
し
て
（「「
濡
衣
」
の
本
説
｜
｜
「
十
巻
本
伊
勢
物
語
註
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
古
典

資
料
研
究
』
平
成
十
二
年
六
月
号
）、
大
谷
節
子
氏
に
よ
っ
て
世
阿
弥
自
筆
本
《
雲

林
院
》
の
典
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。（「
世
阿
弥
自
筆
本
「
雲
林
院
」
と
中
世

伊
勢
物
語
秘
説
｜
｜
又
寝
の
夢
が
語
る
も
の
｜
｜
」
図
録
『
伊
勢
物
語
と
芦
屋
』
平

成
十
二
年
十
月
）
引
用
本
文
は
『
鉄
心
斎
文
庫

伊
勢
物
語
古
注
釈
叢
刊

第
一

巻
』（
片
桐
洋
一
編
。
八
木
書
店
。
昭
和

年
）
に
拠
っ
た
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
９

竹
取
物
語

伊
勢
物
語

大
和
物
語
』
大
津
有
一
・

築
島
裕
校
注
。
岩
波
書
店
。
昭
和

年
。

石
川
透
氏
の
「
室
町
時
代
物
語
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
享
受
」（『
室
町
文
学
纂
集

第
一
輯

伊
勢
物
語
註
』
三
弥
井
書
店
。
昭
和

年
。）
を
参
照
し
、
本
文
の
確
認

は
、『
室
町
時
代
物
語
大
成
』（
横
山
重
・
松
本
隆
信
編
。
角
川
書
店
。
昭
和

年

昭
和

年
）
に
拠
っ
た
。

注

に
同
じ
。

『
鉄
心
斎
文
庫

伊
勢
物
語
古
注
釈
叢
刊

第
四
巻
』
片
桐
洋
一
編
。
八
木
書
店
。

平
成
元
年
。

『
上
方

文
叢
刊

３

河
内
鑑
名
所
記
』
三
田
章
・
編
輯
。
上
方

文
叢
刊
刊

行
会
。
昭
和

年
。

田
中
貢
・
永
井
猛
「〈
翻
刻

鳥
取
池
田
藩
演
能
記
録
｜
｜
正
徳
四
・
五
年
分
」

『
芸
能
史
研
究
』

号
。
平
成
８
年

月
号
。

伊
達
文
庫
蔵
。

『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成

第
三
巻

能
』
芸
能
史
研
究
會
編
。
三
一
書
房
。

昭
和

年
。

片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
の
研
究
﹇
資
料
篇
﹈』（
明
治
書
院
。
昭
和

年
）
に
拠
っ

た
。注

に
同
じ
。

謡
曲
《
高
安
》
の
背
景
と
そ
の
行
方

二
三

山
本
登
朗
「
伊
勢
物
語
の
『
誹
諧
』
｜
｜
宗
祇
の
注
記
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」『
論

集
・
日
本
文
学
・
日
本
語
』
角
川
書
店
。
昭
和

年

月
。


