
謡
曲
《
耶
鄭
）
小
考

謡
曲
《
郡
部
》
小
考

　
　
　
遊
仙
枕
説
話
と
の
関
わ
り
を
中
心
に

一

は
じ
め
に

　
作
者
、
成
立
年
代
共
に
不
詳
の
謡
曲
《
郡
部
》
は
中
国
古
典
に
典
拠
を
も
つ

も
の
の
、
典
拠
と
の
い
く
つ
か
の
相
違
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

謡
曲
に
お
け
る
盧
生
の
夢
中
の
栄
華
描
写
の
背
景
と
な
る
説
話
を
分
析
し
、
謡

曲
《
郡
部
》
を
先
行
郁
部
譚
と
比
較
し
た
場
合
の
相
違
点
が
何
に
由
来
す
る
の

か
を
考
え
て
み
た
い
。

二
　
研
究
史
と
問
題
点
の
整
理

　
謡
曲
《
郡
部
》
は
金
春
禅
竹
の
『
歌
舞
髄
脳
記
』
（
康
正
二
年
・
一
四
五
六
）

に
妙
花
風
の
曲
と
し
て
掲
出
す
る
の
で
そ
れ
以
前
の
成
立
が
確
実
で
あ
る
。
礼

河
原
勧
進
猿
楽
に
お
け
る
音
阿
弥
初
演
が
記
録
上
の
初
見
。
以
下
に
梗
概
を
述

べ
る
。

一

一一

一

松
　
　
沢
　
　
佳
　
　
菜

　
仏
道
を
志
す
蜀
の
国
の
青
年
盧
生
か
、
楚
国
の
羊
飛
山
へ
向
か
う
途
中
、
郁

鄭
の
里
で
宿
を
と
る
。
そ
こ
で
宿
屋
の
女
主
人
の
勧
め
に
従
い
、
「
郡
鄭
の
枕
」

を
用
い
て
眠
る
。
夢
の
中
で
勅
使
が
現
れ
、
盧
生
は
楚
国
の
帝
位
に
即
き
、
五

十
年
の
栄
華
を
極
め
る
。
壮
大
な
宮
殿
や
不
老
不
死
の
酒
を
契
機
と
す
る
超
現

実
的
な
仙
界
の
描
写
が
展
開
さ
れ
る
が
、
や
が
て
夢
は
覚
め
、
宿
の
女
主
人
が

粟
飯
の
炊
け
た
こ
と
を
告
げ
る
。
盧
生
は
五
十
年
の
栄
華
も
一
炊
の
夢
の
間
の

こ
と
で
あ
っ
た
、
こ
の
枕
こ
そ
が
人
生
の
師
で
あ
る
と
悟
り
、
枕
に
感
謝
し
て

故
郷
へ
と
帰
る
。

　
伊
藤
正
義
氏
に
ょ
れ
㈲
、
《
郡
鄭
》
の
原
拠
で
あ
る
『
枕
中
記
』
（
唐
・
沈
既

済
）
に
は
、
『
太
平
広
記
』
（
八
二
）
所
収
の
も
の
と
『
文
苑
栄
華
』
（
八
三

三
・
記
三
七
）
所
収
の
も
の
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
大
差
は
な
く
、
盧
生
と
道

士
呂
翁
を
登
場
せ
し
め
る
。
内
容
は
盧
生
と
い
う
若
者
が
郁
部
の
客
舎
で
道
士

の
呂
翁
に
枕
を
借
り
て
眠
り
、
夢
中
栄
華
を
極
め
た
話
で
あ
っ
て
、
《
郡
鄭
》



が
こ
の
話
を
大
元
と
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
だ
が
二
作
品
を
比
較
し
た

時
、
『
枕
中
記
』
が
《
郡
部
》
の
直
接
の
本
説
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

《
郁
鄭
》
研
究
史
に
お
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
枕
中
記
』
の
盧
生

の
夢
の
栄
華
は
、
進
士
に
及
第
し
て
出
世
コ
ー
ス
に
乗
り
、
時
に
同
僚
に
ね
た

ま
れ
て
左
遷
を
経
験
し
た
り
す
る
中
で
や
が
て
宰
相
に
上
り
詰
め
る
、
と
い
う

よ
う
に
当
時
の
政
治
制
度
に
則
っ
た
現
実
的
な
栄
華
の
描
写
が
な
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
ま
た
一
方
で
本
邦
に
お
け
る
郁
即
譚
に
『
太
平
記
』
巻
二
十
五
「
自
伊
勢
進

宝
剣
事
、
付
黄
梁
夢
事
」
が
あ
る
。
ま
た
こ
れ
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
資
料
と

し
て
静
嘉
堂
文
庫
本
『
和
漢
朗
詠
集
和
談
抄
』
（
応
永
二
年
の
年
記
）
が
あ
り
、

仙
家
「
壷
中
天
地
乾
坤
外
　
夢
裏
身
名
旦
暮
問
」
に
施
さ
れ
た
注
が
『
太
平

記
』
と
ぼ
け
同
文
で
あ
る
。

　
伊
藤
氏
は
こ
れ
ら
の
系
統
の
資
料
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
盧
生
の
名
を
示
さ
ず
「
富
貴
を
願
う
客
」
が

　
　
「
楚
国
の
君
賢
才
の
臣
を
求
め
給
ふ
由
と
聞
き
て
、
恩
爵
を
貪
ら
ん
為
」

　
　
の
道
中
の
出
来
事
と
す
る
の
を
は
じ
め
、
『
枕
中
記
』
等
と
大
幅
に
異
な

　
　
る
話
と
な
っ
て
い
る
。
（
郡
鄭
》
が
そ
の
系
統
の
資
料
の
影
響
下
に
あ
る

　
　
こ
と
は
、
楚
の
国
名
を
用
い
た
こ
と
を
け
じ
め
、
頭
注
に
指
摘
し
た
と
お

　
　
り
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

　
　
と
は
、
シ
テ
を
盧
生
と
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
《
郡

　
　
　
　
　
謡
曲
《
耶
鄭
）
小
考

　
　
部
》
は
先
行
の
郡
部
譚
を
独
自
の
構
想
下
に
整
え
て
い
る
。

　
つ
ま
り
日
本
に
お
け
る
先
行
の
郡
部
譚
と
比
較
し
た
時
の
謡
曲
《
郁
部
》
の

特
異
性
は
、
『
太
平
記
』
「
白
伊
勢
進
宝
剣
事
、
付
黄
梁
夢
事
」
と
の
類
似
点
と

相
違
点
を
検
討
す
る
こ
と
で
指
摘
し
う
る
。

　
伊
藤
氏
は
先
行
の
郡
部
譚
犬
謡
曲
と
の
相
違
点
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
　
即
ち
盧
生
を
一
大
事
の
因
縁
（
仏
道
）
を
志
す
者
と
し
て
設
定
す
る
こ

　
　
と
、
道
士
呂
翁
を
除
き
、
宿
屋
の
主
人
（
ア
イ
）
に
置
き
換
え
た
こ
と
、

　
　
夢
中
の
栄
華
が
『
枕
中
記
』
や
『
太
平
記
』
な
ど
と
大
き
く
異
な
り
、
天

　
　
子
即
位
、
宮
殿
の
圭
麗
、
都
城
の
繁
栄
、
不
老
長
生
、
仙
家
の
歓
楽
、
登

　
　
仙
の
実
現
と
畳
み
上
げ
て
描
き
、
そ
の
絶
頂
で
の
覚
醒
と
な
る
こ
と
、
な

　
　
ど
が
そ
の
主
要
点
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
、
謡
曲
の
夢
中
描
写
の
特
異
性
は
一
体
何

に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
帝
王
遊
仙
及
び
四
方

四
季
な
ど
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

三
　
夢
中
で
の
即
位
と
遊
仙
に
つ
い
て

　
《
郁
鄭
》
に
お
け
る
夢
中
の
描
写
が
、
謡
曲
以
前
の
郁
部
譚
に
は
見
ら
れ
な

い
構
成
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
伊
藤
氏
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

謡
曲
独
自
の
設
定
と
さ
れ
る
、
盧
生
の
皇
帝
即
位
と
遊
仙
描
写
に
つ
い
て
分
析

を
行
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
謡
曲
《
耶
鄭
）
小
考

　
（
口
　
遊
仙
枕
と
帝
王
遊
仙

　
盧
生
を
栄
華
の
夢
へ
と
誘
う
枕
は
、
「
枕
中
記
」
の
よ
う
な
中
国
説
話
に
登

場
す
る
枕
と
基
本
的
に
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
伊
藤
氏
が
指
摘
す

る
よ
う
に
《
郁
鄭
》
の
夢
中
の
栄
華
は
「
枕
中
記
」
と
異
な
り
、
非
常
に
劇
的

な
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、
こ
の
ず
れ
、
す
な
わ
ち
原

拠
で
あ
る
「
枕
中
記
」
の
夢
中
描
写
と
比
較
し
た
時
の
謡
曲
の
特
異
性
は
背
景

と
な
る
説
話
の
相
違
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
と
指
摘
し
た
い
。

　
そ
も
そ
も
中
国
説
話
に
お
け
る
夢
の
枕
に
は
、
「
枕
中
記
」
系
の
夢
の
枕
と
、

「
遊
仙
枕
」
系
の
夢
の
枕
と
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
枕

中
記
」
系
の
枕
と
は
謡
曲
以
前
の
郡
鄭
譚
に
登
場
す
る
よ
う
な
、
現
実
的
な
栄

華
の
夢
を
見
せ
る
枕
で
あ
紐
。
「
枕
中
記
」
の
枕
は
謡
曲
の
よ
う
に
仙
界
の
夢

を
見
せ
た
り
は
せ
ず
、
た
だ
俗
世
で
の
立
身
出
世
の
夢
を
見
せ
る
。
対
し
て

「
遊
仙
枕
」
系
の
枕
は
主
に
唐
の
玄
宗
皇
帝
に
ま
つ
わ
る
説
話
に
登
場
す
る
。

玄
宗
皇
帝
は
遊
仙
関
係
の
説
話
を
多
く
も
つ
人
物
だ
が
、
特
に
「
遊
仙
枕
」
に

関
す
る
最
も
有
名
な
話
に
『
開
元
天
宝
遺
事
』
巻
上
の
記
事
が
挙
げ
ら
れ
恥
。

以
下
に
原
文
を
引
用
す
る
。

　
　
　
幽
茲
國
進
奉
枕
一
枚
其
色
如
瑞
瑠
温
々
如
玉
其
製
作
甚
撲
素
若
枕
之
則

十
例
三
嶋
四
海
五
湖
書
在
夢
中
所
見
帝
因
立
名
為
遊
仙
柘

　
亀
茲
（
き
ゅ
う
じ
）
国
一
都
城
は
現
在
の
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
サ
ヤ
県
」
が
枕

を
一
つ
献
上
し
て
き
た
。
瑞
瑠
（
め
の
う
）
の
よ
う
な
色
を
し
て
お
り
、
玉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

よ
う
に
柔
和
で
、
き
わ
め
て
素
朴
な
造
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
枕
に
し
て
眠
る
と
、

十
州
三
島
を
す
べ
て
夢
の
な
か
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
皇
帝
が
そ
れ
に
ち
な

ん
で
游
仙
枕
と
名
づ
け
た
、
と
す
い
。

　
つ
ま
り
「
遊
仙
枕
」
と
は
仙
界
の
夢
を
見
せ
る
枕
で
あ
っ
て
、
そ
の
出
自
か

ら
し
て
皇
帝
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
《
耶
鄭
》
の
枕
は
、

原
拠
で
あ
る
「
枕
中
記
」
系
の
夢
の
枕
よ
り
も
「
遊
仙
枕
」
系
の
枕
に
基
づ
い

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
謡
曲
で
は
入
眠
直
後
に
盧
生
の
即
位
が
起
こ
り

都
城
の
繁
栄
、
仙
家
の
歓
楽
の
描
写
が
続
く
。
中
で
も
盧
生
か
天
の
濃
漿
を
飲

む
こ
と
を
契
機
と
す
る
仙
家
の
歓
楽
描
写
は
、
「
各
曲
解
題
」
も
指
摘
す
る
よ

う
に
神
仙
思
想
に
お
け
る
楽
園
的
性
格
が
非
常
に
強
い
。
こ
の
よ
う
な
夢
は

「
枕
中
記
」
の
現
実
的
な
夢
よ
り
も
「
遊
仙
枕
」
が
見
せ
る
楽
園
の
夢
に
よ
り

近
い
と
言
え
る
。
さ
ら
に
「
遊
仙
枕
」
は
帝
王
遊
仙
を
背
景
に
も
つ
た
め
、
従

来
謡
曲
に
お
い
て
原
拠
と
の
ず
れ
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
、
即
位
後
に
登
仙
が
実

現
す
る
と
い
う
展
開
の
必
然
性
を
説
明
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
「
遊
仙
枕
」
は
日
本
に
お
い
て
ど
の
程
度
受
容
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
資
料
が
少
な
い
の
だ
が
、
受
容
の
一
応
の
証
左
と
し
て

五
山
僧
の
月
舟
寿
桂
（
一
四
六
〇
～
一
五
三
三
）
『
幻
雲
詩
稿
』
第
二
に
あ
る

「
遊
仙
枕
」
の
題
を
も
つ
漢
詩
文
を
挙
げ
て
お
く
。

　
　
一
枕
仙
遊
青
書
長
　
十
州
三
島
黒
甜
郷
　
明
皇
未
識
神
山
路
　
只
愛
春
風

睡
海
釘



　
ま
た
同
題
で
も
う
一
絶
が
あ
る
。

　
　
弱
流
萬
里
枕
頭
寛
　
従
是
三
郎
夢
不
酔
　
五
十
年
間
天
下
定
　
割
蓬
山
置

　
　
泰
山
安

　
芳
賀
幸
四
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
禅
僧
の
間
に
詩
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
の
仙

境
へ
の
あ
こ
が
れ
が
あ
り
・
、
こ
の
詩
も
そ
う
い
っ
た
背
景
の
中
で
詠
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
兄
。
こ
の
漢
詩
の
成
立
は
《
郁
鄭
》
の
成
立
よ
り
後
で
は
あ
る

が
、
中
世
に
お
け
る
「
遊
仙
枕
」
説
話
の
受
容
の
一
例
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た

ヽ
―
Ｏ

Ｌ
ｖ　

一
方
で
《
郁
鄭
》
に
は
「
遊
仙
枕
」
以
外
に
も
盧
生
に
玄
宗
皇
帝
の
説
話
を

重
ね
る
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
次
節
で
は
そ
れ
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

　
二
一
）
　
寛
裳
羽
衣
曲
起
源
説
話
に
つ
い
て

　
盧
生
か
菊
水
を
飲
ん
だ
後
、
登
仙
を
遂
げ
る
際
の
《
祁
耶
》
の
一
節
に
以
下

の
も
の
が
あ
る
。

　
　
月
人
男
の
舞
な
れ
ば
、
雲
の
羽
袖
を
重
ね
つ
つ
、
喜
び
の
歌
を
、
歌
ふ
夜

も
す
が
縦

　
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
「
雲
の
羽
袖
」
を

「
「
月
」
の
縁
語
。
成
語
「
雲
の
端
」
に
よ
り
、
「
雲
の
」
は
「
羽
袖
」
の
序
。
」

と
注
し
、
単
に
修
辞
上
の
問
題
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
羽
袖
」

の
表
現
は
他
の
謡
曲
中
に
も
頻
出
す
る
の
だ
が
、
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
謡
曲
《
耶
鄭
）
小
考

「
遊
仙
枕
」
説
話
を
背
景
と
し
て
《
郁
部
》
の
帝
王
遊
仙
を
考
え
る
と
き
、
盧

生
か
「
月
人
男
」
に
例
え
ら
れ
た
こ
と
は
も
う
少
し
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で

は
な
い
か
。

　
つ
ま
り
こ
の
一
節
の
背
景
に
は
玄
宗
皇
帝
遊
仙
説
話
の
ひ
と
つ
「
寛
裳
羽
衣

曲
起
源
説
話
」
が
存
在
し
て
お
り
、
盧
生
そ
の
人
に
玄
宗
皇
帝
像
が
重
ね
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
寛
裳
羽
衣
曲
起
源
説
話
」
の
国
文
に
お
け
る
初
出

は
『
十
訓
抄
』
第
十
篇
六
七
縦
で
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
は
月
を
愛
す
る
気
持
ち
が

深
か
っ
た
が
、
皇
帝
の
志
に
感
動
し
た
道
士
の
導
き
に
よ
っ
て
月
世
界
に
入
り
、

そ
こ
で
覚
え
た
曲
が
「
寛
裳
羽
衣
曲
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
の
月
世
界
の

表
現
は
以
下
の
よ
う
に
楽
園
の
ご
と
き
神
仙
世
界
の
描
写
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、

印
象
と
し
て
は
《
郁
鄭
》
に
近
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
　
　
玉
の
宮
殿
、
玉
の
楼
閣
、
数
知
ら
ず
。
舞
台
の
上
に
、
十
二
人
の
妓
女

　
　
舞
ふ
。
お
の
お
の
白
衣
を
着
た
り
。
楽
の
声
、
舞
ひ
の
す
が
た
、
の
ど
か

　
　
に
す
め
ば
、
玉
を
動
か
す
か
ん
ざ
し
、
雪
を
廻
ら
す
袖
、
み
な
ひ
か
り
か

　
　
か
や
け
り
。

　
　
　
二
階
の
宮
殿
あ
り
・
。
蔓
ご
と
に
玉
を
み
が
き
て
、
目
も
あ
て
ら
れ
ず
。

　
　
玉
の
簾
を
上
げ
て
、
一
人
の
あ
る
し
、
こ
れ
を
見
る
。
す
べ
て
、
も
の
の

　
　
音
、
舞
の
姿
、
と
こ
ろ
の
あ
り
さ
ま
ま
で
も
、
心
も
及
び
給
は
ず
。
斧
の

　
　
柄
も
朽
ち
ぬ
べ
く
お
ぼ
さ
れ
け
れ
ど
、
名
残
惜
し
な
が
ら
、
舞
だ
に
見
は

て
ず
し
て
、
帰
り
給
ひ
に
け
隔
。

二
五



　
　
　
　
　
謡
曲
《
耶
鄭
）
小
考

　
ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
「
寛
裳
羽
衣
曲
」
は
、
「
長
恨
歌
」
に
詠
ま
れ
た
こ

と
で
も
知
ら
れ
る
舞
曲
で
あ
り
、
玄
宗
皇
帝
と
の
関
連
が
容
易
に
想
起
さ
れ
る

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
謡
曲
（
郡
鄭
》
の
「
月
人

男
の
舞
」
を
「
寛
裳
羽
衣
曲
起
源
説
話
」
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
無

理
と
も
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の

主
要
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
夢
の
枕
」
も
ま
た
玄
宗
皇
帝
に
強
く
関
連
付
け
ら
れ

る
「
遊
仙
枕
」
を
背
景
と
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
月
で
舞
曲
を
覚
え
た

帝
王
」
で
あ
る
玄
宗
皇
帝
像
を
「
月
世
界
で
（
雲
の
羽
袖
を
か
さ
ね
て
）
舞
う

盧
生
（
帝
王
）
」
に
重
ね
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

　
以
上
の
よ
う
に
、
他
の
「
郡
部
譚
」
と
の
展
開
の
差
異
が
指
摘
さ
れ
て
い
た

《
郁
部
》
の
帝
王
遊
仙
モ
チ
ー
フ
は
、
玄
宗
皇
帝
が
盧
生
に
重
ね
ら
れ
て
い
る

と
見
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
点
な
く
説
明
が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。

四
　
《
郡
鄭
》
の
四
方
四
季
描
写

　
四
方
四
季
と
は
一
所
に
四
季
の
風
景
を
現
出
さ
せ
る
と
い
う
表
現
形
式
で
、

多
く
の
場
合
春
夏
秋
冬
が
東
西
南
北
に
対
応
さ
せ
ら
れ
る
。
特
に
御
伽
草
子
に

多
用
さ
れ
、
異
界
の
不
老
不
死
性
、
永
遠
性
を
示
す
サ
イ
ン
と
な
る
表
現
で
あ

《
郡
鄭
》
に
お
け
る
四
方
四
季
の
描
写
も
、
盧
生
か
天
の
濃
漿
を
飲
み
昇
仙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

を
果
た
し
た
月
世
界
、
つ
ま
り
異
界
の
描
写
と
し
て
現
れ
、
こ
の
描
写
の
直
後

に
盧
生
の
覚
醒
が
起
こ
る
。
以
下
に
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
。

　
　
月
人
男
の
舞
な
れ
ば
、
雲
の
羽
袖
を
重
ね
つ
つ
、
喜
び
の
歌
を
、
歌
ふ
夜

　
　
も
す
が
ら
　
歌
ふ
夜
も
す
が
ら
、
日
は
ま
た
出
で
て
、
明
ら
け
く
な
り
て
、

　
　
夜
か
と
思
へ
ば
、
昼
に
な
り
　
昼
か
と
思
へ
ば
、
月
ま
た
さ
や
け
し
、
春

　
　
の
花
咲
け
ば
　
紅
葉
も
色
濃
く
、
夏
か
と
思
へ
ば
、
雪
も
降
り
て
、
四
季

　
　
折
々
は
、
目
の
前
に
て
、
春
夏
秋
冬
、
万
木
千
草
も
、
一
日
に
花
咲
け
り
、

　
　
面
白
や
、
不
思
議
や
な
。
か
く
て
時
過
ぎ
、
頃
去
れ
ば
、
五
十
年
の
、
栄

　
　
華
も
尽
き
て
、
ま
こ
と
は
夢
の
、
中
な
れ
ば
、
皆
消
え
消
え
に
失
せ
果
て

　
　
て
、
あ
り
つ
る
郡
部
の
、
枕
の
上
に
、
眠
り
の
夢
は
、
覚
め
に
け
り
。
い

　
　
か
に
お
旅
人
、
粟
の
お
だ
い
が
出
来
て
候
。
疾
う
疾
う
お
ひ
る
な
れ
や
。

　
こ
の
よ
う
な
超
自
然
的
な
仙
界
描
写
か
ら
一
気
に
覚
醒
へ
と
至
る
流
れ
は
、

「
枕
中
記
」
に
は
な
い
《
郁
部
》
特
有
の
表
現
だ
と
伊
藤
氏
は
説
明
し
て
い
る
。

所
謂
郡
鄭
譚
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
先
行
作
品
中
で
、
《
郡
鄭
》
の
表
現
が
特
有

の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
以
下
に
述
べ
る
、
四
方
四
季
の

崩
壊
が
異
界
の
崩
壊
を
示
す
サ
イ
ン
と
な
る
と
い
う
中
世
の
御
伽
草
子
に
見
ら

れ
る
表
現
形
式
を
こ
こ
に
当
て
は
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
引
用
部
分
の
表
現
は

そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
四
方
四
季
の
崩
壊
と
異
界
の
崩
壊
に
つ
い
て
は
、
勝
俣
隆
氏
に
詳
し
い
論
考

が
あ
仙
。
勝
俣
氏
は
『
酒
呑
童
子
』
に
関
連
し
て
、
四
方
四
季
の
美
意
識
は
京



都
を
中
心
に
し
た
貴
族
的
な
「
雅
び
」
な
美
意
識
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
そ
し
て
、
現
実
の
世
界
で
は
な
か
な
か
実
現
で
き
な
い
美
し
く
不
思
議
な

　
　
世
界
観
を
実
現
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
人
間
世
界
で
は
な
い
「
異
郷
」

　
　
の
「
異
郷
」
た
る
所
以
な
の
で
あ
る
。
そ
の
異
郷
を
現
出
さ
せ
て
い
る
も

　
　
の
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
魔
術
的
な
も
の
で
、
鬼
の
も
つ
摩
詞
不
思
議
な

　
　
力
、
神
通
力
に
よ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
酒
呑
童
子
の
よ
う
に
、

　
　
鬼
が
退
治
さ
れ
る
話
で
は
、
鬼
の
退
治
と
同
時
に
、
そ
の
「
雅
び
」
な
世

　
　
界
も
崩
壊
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
氏
が
引
用
す
る
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
『
し
ゆ
て
ん
童
子
』
（
伊
吹
山

系
）
の
四
方
四
季
崩
壊
場
面
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
う
し
か
あ
り
し
時
、
き
ん
銀
を
ち
り
は
め
七
ち
ん
ま
ん
は
う
を
あ
ち

　
　
き
み
た
り
し
と
み
へ
し
も
、
み
な
Ｉ
と
き
に
き
へ
う
せ
ぬ
。
は
る
夏
秋
ふ

ゆ
の
お
も
し
ろ
か
り
し
所
も
、
た
？
か
ん
く
つ
の
そ
ひ
え
た
る
は
か
り
型
。

　
こ
の
よ
う
な
表
現
は
《
郡
鄭
》
の
覚
醒
へ
と
至
る
部
分
と
よ
く
似
通
っ
て
い

る
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
た
だ
し
、
「
酒
呑
童
子
」
は
（
郡
鄭
》
よ
り
も
百
年
ほ
ど
時
代
が
下
っ
た
も

の
で
あ
仙
。
で
は
《
郁
部
》
以
前
に
成
立
し
た
作
品
で
、
四
方
四
季
の
描
写
が

仙
界
を
表
す
サ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
表
現
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ

う
か
。

　
　
　
　
　
謡
曲
《
耶
鄭
）
小
考

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
が
指
摘
す
る
の
は
、
『
曽
我
物
語
』
巻
一

「
費
長
房
が
事
」
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
段
は
い
わ
ゆ
る
壷
公
の
故
炎
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
、
仙
術
を
極
め
た
費
長
房
が
未
だ
昇
仙
叶
わ
ぬ
ま
ま
で
い
た
と
こ

ろ
、
腰
に
壷
を
下
げ
た
老
人
に
出
会
い
、
そ
の
壷
の
中
に
入
れ
て
も
ら
う
。
壷

の
中
に
は
仙
界
が
広
が
っ
て
お
り
、
四
方
四
季
が
現
れ
る
の
は
こ
の
部
分
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
「
こ
の
壷
の
う
ち
に
め
で
た
き
世
界
有
、
月
日
の
光
は
空
に
や

は
ら
ぎ
、
四
方
に
四
季
の
色
を
あ
ら
は
し
、
百
二
十
丈
の
楼
閣
あ
り
、
天
に
て

聖
衆
ま
ひ
あ
そ
ぶ
。
亮
・
雁
・
鴛
賞
の
馨
や
は
ら
か
に
し
て
、
池
に
は
弘
誓
の

船
を
う
か
べ
悩
」
と
い
う
よ
う
に
壷
の
中
に
飛
び
こ
ん
だ
瞬
間
に
場
面
が
切
り

替
え
ら
れ
、
異
界
の
サ
イ
ン
と
し
て
の
四
方
四
季
が
描
写
さ
れ
緬
。

　
《
郁
鄭
》
の
夢
中
描
写
を
考
え
る
場
合
、
そ
も
そ
も
『
和
漢
朗
詠
集
』
で
同

じ
詩
に
詠
い
こ
ま
れ
、
郁
鄭
譚
と
近
接
性
を
持
つ
壷
公
の
故
事
の
遊
仙
描
写
に

は
や
は
り
若
干
の
注
意
を
払
っ
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
壷
に
飛
び
入
る
こ
と

で
遊
仙
に
導
入
す
る
壷
公
の
故
事
の
表
現
が
、
謡
曲
と
先
行
郡
鄭
譚
と
の
相
違

点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
入
眠
後
の
歓
楽
描
写
へ
の
劇
的
な
導
入
に
何
ら
か
の
影
響

を
与
え
た
可
能
性
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
一
方
《
郁
鄭
》
が
提
示
し
た
遊
仙
描
写
が
、
『
し
ゆ
て
ん
童
子
』
に
見
ら
れ

る
四
方
四
季
の
崩
壊
と
異
界
の
崩
壊
を
連
動
さ
せ
る
表
現
へ
繋
が
っ
て
い
く
と

も
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
《
郡
鄭
》
が
祝
儀
物

御
伽
草
子
に
影
響
を
与
え
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



謡
曲
《
耶
鄭
》
小
考

　
五
　
《
郡
鄭
》
《
鶴
亀
》
と
祝
儀
物
御
伽
草
子

　
第
三
節
に
お
い
て
謡
曲
《
郡
鄭
》
の
背
景
に
「
玄
宗
皇
帝
遊
仙
説
話
」
が
存

在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
を
視
野
に
入
れ
て
、
謡
曲
《
鶴

亀
》
の
冒
頭
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
か
や
う
に
候
ふ
者
は
、
唐
土
玄
宗
皇
帝
に
仕
へ
申
す
官
人
に
て
候
。
こ

　
　
の
君
賢
王
に
ま
し
ま
す
に
よ
り
・
、
吹
く
風
枝
を
鳴
ら
さ
ず
民
戸
ざ
し
せ
ず
、

　
　
ま
こ
と
に
め
で
た
き
御
代
に
て
候
。
さ
る
ほ
ど
に
四
季
の
節
会
の
御
政
怠

　
　
り
給
は
ず
、
お
び
た
だ
し
き
御
事
な
り
。
す
な
は
ち
当
春
も
舞
楽
を
奏
し
、

　
　
千
年
丹
頂
の
鶴
、
万
歳
緑
毛
の
亀
ま
で
も
、
舞
ひ
遊
び
、
ま
こ
と
に
め
で

　
　
た
き
御
政
に
て
候
。
そ
れ
に
つ
き
今
日
は
君
月
宮
伝
へ
行
幸
あ
る
べ
き
と

　
　
の
恩
事
に
て
候
ふ
間
、
皆
々
こ
の
殿
へ
参
内
申
さ
れ
候
へ
、
そ
の
分
心
得

　
　
候
へ
、
心
得
候
子

　
謡
曲
《
鶴
亀
）
は
下
掛
り
系
古
異
称
《
月
宮
殿
》
で
、
喜
多
流
は
こ
れ
を
正

式
名
と
す
る
脇
能
で
あ
る
。
『
い
ろ
は
作
者
註
文
』
に
曲
名
が
見
え
、
天
文
二

十
二
年
（
一
五
五
三
）
九
月
、
石
山
本
願
寺
で
春
日
大
夫
上
演
（
証
如
上
人
日

記
）
。
成
立
は
天
文
ご
ろ
を
あ
ま
り
さ
か
の
ぽ
り
・
え
ぬ
と
さ
れ
る
。
引
用
部
分

に
つ
い
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
こ
の
曲
の
帝
王
を
唐
の
玄
宗
と
定
め
て
い
る
の
は
ア
イ
の
せ
り
ふ
で
あ
り
、

　
　
謡
曲
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
極
言
す
れ
ば
、
こ
の
曲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

　
の
シ
テ
は
賢
王
で
あ
れ
ば
だ
れ
で
も
よ
く
、
ア
イ
の
せ
り
ふ
次
第
で
あ
る

　
（
和
泉
流
で
は
「
夏
の
兎
帝
ビ
。
た
だ
、
月
の
都
に
赴
き
「
寛
裳
羽
衣
ノ

　
曲
」
を
下
界
に
伝
え
た
と
い
う
伝
説
を
も
つ
玄
宗
は
、
他
の
帝
王
よ
り
は

　
本
曲
の
シ
テ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

ま
た
《
鶴
亀
》
の
「
月
宮
殿
」
の
描
写
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
月
宮
殿
の
、
白
衣
の
挟
、
月
宮
殿
の
、
白
衣
の
挟
も
、
い
ろ
い
ろ
妙
な

　
る
、
花
の
袖
、
秋
は
時
雨
の
、
紅
葉
の
葉
袖
、
冬
は
冴
え
行
く
、
雪
の
扶

　
を
、
翻
す
衣
も
、
薄
紫
の
、
雲
の
上
人
の
、
舞
楽
の
数
々
、
寛
裳
羽
衣
の
、

　
曲
を
な
せ
ば
、
山
河
草
木
、
国
土
豊
か
に
、
千
代
万
代
と
、
祝
ひ
給
へ
ば
、

　
官
人
駕
輿
丁
、
御
輿
を
早
め
、
君
の
齢
も
、
長
生
殿
に
、
君
の
齢
も
、
長

　
生
殿
に
、
還
御
な
る
こ
そ
、
め
で
た
け
れ
。

西
野
春
雄
心
に
よ
れ
ば
、
能
《
鶴
亀
》
の
成
立
時
期
は
不
明
で
、
能
と
し
て

の
成
形
を
見
だ
の
は
文
献
上
、
室
町
末
期
の
天
文
ご
ろ
ま
で
下
る
も
の
の
、
構

想
に
は
古
体
が
残
っ
て
も
い
る
。
し
た
が
っ
て
文
献
上
で
は
《
郡
鄭
》
よ
り
遅

れ
る
と
は
い
え
安
易
に
影
響
関
係
を
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
《
鶴
亀
》
に

玄
宗
皇
帝
が
祝
儀
性
を
ま
と
っ
て
登
場
す
る
と
い
う
点
に
は
注
目
し
て
お
く
べ

き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
《
郁
部
》
の
夢
中
栄
華
の
描
写
が
《
鶴
亀
》
と
共
に

祝
儀
物
御
伽
草
子
に
取
り
込
ま
れ
る
と
い
う
現
象
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
謡
曲
《
郁
部
》
に
以
下
の
よ
う
な
詞
章
が
あ
る
。

　
　
東
に
三
十
余
丈
に
　
銀
の
山
を
築
か
せ
て
は
、
金
の
日
輪
を
出
さ
れ
た
り
。



　
　
西
に
三
十
余
丈
に
　
金
の
山
を
築
か
せ
て
は
、
銀
の
月
輪
を
出
さ
れ
た
り
。

　
　
た
と
へ
ば
こ
れ
は
、
長
生
殿
の
裏
に
は
、
春
秋
を
と
ど
め
た
り
、
不
老
門

　
　
の
前
に
は
、
日
月
遅
し
と
、
い
ふ
心
を
ま
な
ば
れ
た
り

　
次
に
御
伽
草
子
『
不
老
不
死
』
『
つ
る
か
め
ま
つ
た
け
』
を
引
用
す
る
。
な

お
『
不
老
不
死
』
は
《
鶴
亀
》
と
の
影
響
関
係
は
な
く
、
『
つ
る
か
め
ま
つ
た

け
』
の
《
郡
部
》
《
鶴
亀
》
と
の
類
似
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
が
あ
拡
。

　
東
に
三
拾
よ
ち
や
う
に
は
、
白
か
ね
の
山
を
、
つ
か
せ
つ
つ
、
こ
か
ね

の
日
り
ん
の
い
た
し
、
西
に
三
十
よ
ち
や
う
に
は
、
こ
か
ね
の
山
を
つ
か

せ
、
白
か
ね
の
月
り
ん
の
、
い
た
し
た
ま
ふ

　
た
と
へ
は
、
こ
れ
は
長
生
殿
の
裏
に
は
、
し
ゆ
ん
し
う
を
と
と
め
、
ふ

ろ
う
も
ん
の
前
に
は
日
月
お
そ
し
と
い
ふ
と
も
、
か
く
や
と
、
お
も
ひ
し

ら
れ
た
り
・

　
東
に
は
こ
か
ね
の
日
輪
を
、
し
ろ
か
ね
の
山
の
う
へ
に
、
三
十
よ
丈
の
、
　
　
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
一
連
の
表
現
は
《
郁
部
》
が
初
出
で
は
な
く
、

は
た
ほ
こ
の
上
に
か
け
、
西
に
は
白
銀
の
月
り
ん
を
、
こ
か
ね
の
山
の
う
　
　
『
平
家
物
語
』
巻
五
の
「
咸
陽
宮
」
ほ
か
、
『
曽
我
物
語
』
巻
二
「
泰
山
府
君
の

へ
に
、
揖
よ
丈
の
、
は
た
ほ
こ
の
う
へ
に
、
か
け
た
り
、
門
に
は
不
老
門
、

殿
に
は
、
長
生
殿
と
、
か
き
た
る
額
を
そ
か
け
に
け
る
、
み
め
う
き
れ
い

の
、
し
ゃ
う
こ
ん
は
、
心
も
こ
と
は
も
、
を
よ
は
れ
ぬ
（
『
不
老
不
死
』
）

　
　
　
さ
る
ほ
と
に
、
ひ
か
し
に
三
十
よ
ち
や
う
の
、
こ
か
ね
の
山
を
つ
か
せ

　
　
て
、
こ
か
ね
の
日
り
ん
を
い
た
し
、
ま
た
に
し
に
、
三
十
よ
ち
や
う
に
、

　
　
し
ろ
か
ね
の
山
を
あ
ら
は
し
て
、
お
な
し
く
、
し
ら
か
ね
の
月
り
ん
を
、

　
　
い
た
し
た
り

　
　
　
た
と
へ
は
こ
れ
は
、
長
生
殿
の
う
ち
に
は
、
春
秋
を
と
と
め
て
、
不
老

　
　
門
の
ま
へ
に
は
、
日
月
を
そ
し
と
、
い
ひ
け
る
も
、
か
く
や
と
思
ひ
し
ら

　
　
れ
た
る
（
『
つ
る
か
め
ま
つ
た
け
』
）

　
ま
た
『
つ
る
か
め
ま
つ
た
け
』
と
ほ
ぽ
同
内
容
の
『
つ
る
か
め
の
さ
う
し
』

に
も
以
下
の
表
現
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
謡
曲
《
耶
鄭
）
小
考

孔
」
や
謡
曲
《
養
水
》
な
ど
に
も
類
似
の
表
現
が
み
え
る
。
な
お
「
長
生
殿
」

「
不
老
門
」
の
部
分
は
も
と
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
「
祝
」
の
慶
滋
保
胤
の

漢
詩
「
長
生
殿
裏
春
秋
富
　
不
老
門
前
日
月
心
」
の
引
用
表
現
で
あ
る
。
例
と

し
て
『
平
家
物
語
』
巻
五
「
咸
陽
宮
」
を
引
用
し
よ
う
。

　
　
内
裏
を
ば
地
よ
り
三
里
た
か
く
築
あ
げ
て
、
其
上
に
建
て
た
り
。
長
生

　
　
殿
・
不
老
門
あ
り
。
金
を
も
っ
て
日
を
作
り
、
銀
を
も
っ
て
月
を
作
れ
り
。

　
　
四
方
に
は
た
か
さ
四
十
丈
の
鉄
の
築
地
を
つ
き
、
殿
の
上
に
も
同
じ
く
鉄

の
網
を
ぞ
張
っ
た
り
け
緬
。

　
確
か
に
表
現
の
大
方
で
は
「
咸
陽
宮
」
も
（
郡
部
）
も
御
伽
草
子
も
大
差
は

な
い
の
だ
が
、
細
か
い
描
写
の
流
れ
を
み
て
み
る
と
、
後
者
二
つ
は
「
咸
陽

宮
」
に
比
べ
、
《
郡
鄭
》
に
よ
り
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
作
品

の
間
に
は
や
は
り
何
ら
か
の
影
響
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
謡
曲
《
耶
鄭
）
小
考

た
だ
し
《
鶴
亀
》
は
帝
王
遊
仙
を
単
純
な
祝
儀
モ
チ
ー
フ
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、

詞
章
を
取
り
込
ん
だ
御
伽
草
子
も
、
《
郡
部
》
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
栄
華
の
倭

さ
、
人
生
の
空
し
さ
を
表
現
す
る
と
い
う
意
図
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
「
め
で
た

さ
」
を
強
調
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
差
異
は
《
郡
鄭
》
の
祝
儀
性
の

み
が
強
調
さ
れ
て
御
伽
草
子
に
取
り
込
ま
れ
た
た
め
に
起
こ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
《
郡
鄭
》
は
祝
儀
的
な
モ
チ
ー
フ
を
夢
中
描
写
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

こ
そ
、
栄
華
の
惨
さ
を
演
出
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
後
者

だ
と
す
る
な
ら
ば
そ
こ
に
《
郡
部
》
の
工
夫
が
う
か
が
え
よ
う
が
、
こ
の
問
題

に
関
し
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

　ｉ．

ノペ

ま
と
め

　
以
上
の
論
か
ら
謡
曲
《
郁
鄭
》
に
は
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た

以
上
の
説
話
が
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
作
品
が
神
仙
思
想
的
な
楽
園

世
界
の
描
写
を
先
取
り
す
る
一
面
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
垣
間
見
え
た
か
と

思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
第
三
節
で
論
じ
た
盧
生
と
二
重
映
し
に
な
る
玄

宗
皇
帝
像
と
そ
れ
に
関
連
す
る
遊
仙
枕
で
あ
り
・
、
あ
る
い
は
第
四
節
で
論
じ
た

四
方
四
季
と
異
界
の
結
び
付
け
方
の
先
取
性
が
そ
れ
に
当
た
る
。

　
ま
た
《
郡
部
）
の
祝
儀
性
の
み
が
独
立
し
た
か
た
ち
で
後
続
作
品
に
影
響
を

与
え
て
い
る
可
能
性
も
見
受
け
ら
れ
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
本
曲
の
影
響
に
つ
い
て
の
分
析
は
未
だ
不
十
分
な
点
も
多
い
が
、
本
曲
は
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

行
す
る
説
話
や
表
現
を
重
層
的
に
と
り
こ
み
な
が
ら
、
先
行
の
郁
鄭
譚
と
は
違

っ
た
新
た
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
謡
曲
《
郁
即
》
は
日
本
に
お
け
る
耶
即
譚

の
史
的
展
開
の
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
、
重
要
な
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

注①
　
伊
藤
正
義
「
各
曲
解
題
」
（
伊
藤
正
義
校
注
『
謡
曲
集
　
上
』
新
潮
日
本
古
典
成

　
新
潮
社
　
▽
几
八
三
年
）
。
伊
藤
論
の
引
用
は
以
下
同
書
に
よ
る
。

②
「
枕
中
記
」
の
他
に
『
太
平
広
記
』
二
八
三
巻
「
楊
林
」
∴
一
ハ
ー
巻
「
桜
桃
青

　
衣
」
な
ど
。

③
　
他
に
『
開
天
伝
信
記
』
『
明
皇
雑
録
』
に
記
事
あ
り
（
汪
涌
豪
・
兪
瀬
敏
・
鈴
木

　
博
訳
『
中
国
遊
仙
文
化
』
青
土
社
　
二
〇
〇
〇
年
）
。

①
　
長
滓
規
矩
也
『
和
刻
本
漢
籍
随
筆
集
』
第
六
集
　
汲
古
書
院
　
▽
几
七
四
年
。

⑤
　
袁
珂
・
鈴
木
博
訳
『
中
国
神
話
・
伝
説
大
辞
典
』
大
修
館
書
店
　
▽
几
九
九
年
。

⑥
　
上
村
観
光
編
『
五
山
文
学
全
集
』
第
三
輯
　
帝
国
教
育
会
出
版
部
　
一
九
三
六
年
。

　
『
幻
雲
詩
稿
』
の
引
用
は
以
下
同
書
に
よ
る
。

⑦
　
芳
賀
幸
四
郎
『
中
世
禅
林
の
学
問
お
よ
び
文
学
に
関
す
る
研
究
』
芳
賀
幸
四
郎
歴

　
史
論
集
　
思
文
閣
出
版
　
▽
几
ハ
ー
年
。

⑧
　
小
山
弘
志
・
佐
藤
健
一
郎
校
注
『
謡
曲
集
②
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
小
学

　
館
　
▽
几
九
八
年
。
な
お
《
郁
鄭
》
の
引
用
は
以
下
、
同
書
に
よ
る
。

⑨
　
柳
瀬
喜
代
志
「
「
玄
宗
、
月
宮
に
遊
ぶ
」
考
　
　
伝
記
・
詩
話
所
載
「
寛
裳
羽
衣

　
曲
譚
」
と
『
十
訓
抄
』
第
十
篇
六
七
話
」
（
『
和
漢
比
較
文
学
』
九
号
　
和
漢
比
較
文

　
学
会
　
▽
几
九
二
年
七
月
）
。

⑩
　
浅
見
和
彦
校
注
・
訳
『
十
訓
抄
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
小
学
館
　
▽
几
九

　
七
年
。



⑨
　
徳
田
和
夫
『
お
伽
草
子
研
究
』
三
弥
井
書
店
　
▽
几
八
八
年
。

⑩
　
勝
俣
隆
「
四
季
の
描
写
と
楽
園
象
徴
　
　
宇
津
保
物
語
か
ら
御
伽
草
子
ま
で
」

　
（
『
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
人
文
科
学
』
六
〇
号
　
長
崎
大
学
教
育
学
部
　
二
〇

　
〇
〇
年
三
月
）
。

⑩
　
勝
俣
隆
氏
前
掲
論
文
の
翻
刻
に
よ
っ
た
。

⑩
　
文
献
上
で
の
《
郁
鄭
》
初
出
は
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
四
月
五
日
（
『
礼
河
原

　
勧
進
猿
楽
日
記
』
）
。

⑩
「
日
は
ま
た
出
で
て
」
以
下
の
四
方
四
季
の
仙
界
描
写
に
付
け
ら
れ
た
注
に
よ
る

　
（
注
８
書
）
。

⑩
　
『
後
漢
書
』
「
方
術
伝
」
・
『
神
仙
伝
』
五
に
原
拠
。

⑥
　
市
古
貞
次
・
大
島
建
彦
校
注
『
曽
我
物
語
』
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店

　
一
九
六
六
年
。

⑨
「
費
長
房
が
事
」
の
記
事
は
『
曽
我
物
語
』
真
名
本
に
は
見
ら
れ
な
い
の
だ
が
、

　
伊
藤
氏
が
同
系
統
の
資
料
が
（
郡
鄭
》
に
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
す
る
、
静
嘉
堂
文

　
庫
本
『
和
漢
朗
詠
集
和
談
抄
』
仙
家
「
壷
中
天
地
乾
坤
外
　
夢
裏
身
名
旦
暮
問
」
の

　
注
に
は
壷
公
の
故
事
に
つ
い
て
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
掲
、
帰
ル
匿
ヲ
尋
テ
之
ヲ
見
、
老
翁
一
ノ
壷
ノ
中
二
飛
入
ル
。
長
房
モ
連
入

　
　
　
二
、
其
ノ
壷
ノ
中
二
別
世
界
有
テ
人
間
ノ
世
界
二
非
（
伊
藤
正
義
・
黒
田
彰

　
　
　
『
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
』
第
三
巻
　
大
学
堂
書
店
　
▽
几
八
九
年
）
。

　
　
だ
が
『
和
談
抄
』
に
お
い
て
は
四
方
四
季
の
描
写
は
現
れ
な
い
。

⑩
　
小
山
弘
志
・
佐
藤
健
一
郎
校
注
『
謡
曲
集
①
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
小
学

　
館
　
▽
几
九
七
年
。
《
鶴
亀
》
の
引
用
は
以
下
同
書
に
よ
る
。

⑩
　
西
野
春
雄
「
作
品
研
究
「
鶴
亀
ヒ
（
『
観
世
』
四
七
巻
一
号
　
▽
几
八
〇
年
一
月
）
。

　
西
野
氏
は
寛
裳
羽
衣
曲
に
関
連
す
る
「
音
楽
説
話
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
立
体
化
を

　
図
る
か
た
ち
で
延
年
の
大
風
流
（
例
「
玄
宗
皇
帝
月
宮
事
」
）
が
生
ま
れ
、
や
が
て

　
猿
楽
の
能
に
変
貌
し
て
い
っ
た
も
の
」
と
推
定
し
て
い
る
。

謡
曲
《
耶
鄭
）
小
考

⑤
　
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
「
鶴
亀
物
語
」
の
項
を
参
照
。
ほ
か
注
2
2
書
の
解
題
な

　
ど
。

⑩
　
横
山
茂
編
『
室
町
時
代
物
語
集
　
第
五
』
井
上
書
房
　
▽
几
六
二
年
。

⑩
　
御
位
長
生
殿
に
さ
か
へ
、
春
秋
を
わ
す
れ
て
、
不
老
門
に
、
日
月
の
影
、
し
づ
か

　
に
め
ぐ
り
（
後
略
）
（
注
1
7
書
に
よ
る
）
。

⑩
　
長
生
の
家
に
こ
そ
、
老
い
せ
ぬ
門
は
あ
る
な
る
に
（
後
略
）
（
小
山
弘
志
・
佐
藤

　
健
一
郎
校
注
『
謡
曲
集
①
』
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
小
学
館
　
▽
几
九
七
年
）

　
「
養
老
」
お
よ
び
『
曽
我
物
語
』
の
該
当
箇
所
抽
出
は
注
2
5
書
四
〇
三
ベ
ー
ダ
を
参

　
照
し
た
。

⑤
　
菅
野
緩
行
校
注
『
和
漢
朗
詠
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
小
学
館
　
▽
几
九

　
九
年
。

⑩
　
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注
『
平
家
物
語
　
上
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波

　
書
店
　
▽
几
九
一
年
。
な
お
該
当
箇
所
の
抽
出
は
注
８
書
《
郁
鄭
》
の
頭
注
十
二
を

　
参
照
し
た
。

三
一
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