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一
、
は
じ
め
に

　
『
う
つ
ほ
物
語
』「
蔵
開
上
」
巻
に
は
、
正
頼
邸
の
北
の
対
に
訪
れ
た
仲
忠
を
見
た
童
た

ち
が
、
歌
謡
を
歌
う
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
歌
謡
は
、
風
俗

歌
「
名
取
川
」
に
関
連
す
る
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
風
俗
歌
は
、
平
安
期
の
貴
族

た
ち
に
愛
唱
さ
れ
た
宮
廷
歌
謡
の
一
種
で
あ
り
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
、
ほ
か
に
、「
大

鳥
」
と
い
う
風
俗
歌
の
引
用
も
み
ら
れ
る
。
既
に
、
拙
稿（（
（

で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
風

俗
歌
「
大
鳥
」
は
、「
内
侍
の
か
み
」
巻
に
お
け
る
和
歌
や
、「
蔵
開
上
」
巻
に
お
け
る
消

息
の
表
現
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
詞
章
の
内
容
が
恋
の
噂
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
に
活

か
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
詞
章
に
つ
い
て
は
、「
蔵
開
上
」
巻
だ
け
で
は
な
く
、「
蔵

開
中
」
巻
、「
蔵
開
下
」
巻
に
お
け
る
仲
忠
と
「
こ
れ
こ
そ
」
と
い
う
女
童
の
や
り
と
り

に
お
い
て
も
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
か
か
わ
り
が
注
目
さ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
表
現
に
つ
い
て
、
十
分
に
解
き
明

か
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、「
蔵
開
」
三
巻
に
お
け
る
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
用
い
ら
れ
方

に
つ
い
て
論
じ
る
。
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
詞
章
の
内
容
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
物

語
に
活
か
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、「
名
取
川
」
が
踏
ま
え
ら
れ
た
一
連

の
場
面
の
解
釈
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。

二
、
風
俗
歌
「
名
取
川
」

　

ま
ず
、「
名
取
川
」
と
呼
ば
れ
る
風
俗
歌（（
（

に
つ
い
て
確
認
す
る
。『
承
徳
本
古
謡
集
』
に

は
、「
名
取
川
」
か
ら
始
ま
る
次
の
よ
う
な
詞
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

名
取
川　

幾
瀬
か
渡
る
や　

七な

瀬せ

と
も　

八
瀬
と
も
知
ら
ず
う
や　

夜よ
る

し
来こ

し
か
ば　

あ
の 

（
風
俗
歌
「
名
取
川
」）

　

こ
の
詞
章
は
、『
承
徳
本
古
謡
集
』
に
の
み
現
存
す
る
。
た
だ
し
、「『
承
徳
本
古
謡
集
』

注
釈（（
（

」
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
は
、
こ
の
詞
章
に

類
似
し
た
も
の
が
和
歌
形
式
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。

名
と
り
が
は
い
く
せ
か
わ
た
る
な
な
せ
と
も
や
せ
と
も
し
ら
ず
よ
る
し
わ
た
れ
ば

 

（『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
三　

せ　

一
七
四
六
）

　

さ
て
、
名
取
川
は
陸
前
国
の
歌
枕
で
あ
り
、
和
歌
表
現
に
お
い
て
は
、
そ
の
名
称
か
ら

「
名
（
恋
の
噂
）
を
取
る
」
の
意
が
連
想
さ
れ
、
専
ら
恋
の
歌
に
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
名

取
川
」
の
詞
章
と
同
じ
く
、「
名
取
川
」
を
「
渡
る
」
と
い
う
こ
と
が
詠
み
込
ま
れ
た
平

安
中
期
の
歌
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

よ
の
う
き
に
こ
り
に
し
も
の
を
あ
さ
ま
し
く
な
き
な
と
り
が
は
わ
た
る
こ
ろ
か
な

 

（『
千
穎
集
』　

雑　

一
〇
三
）

さ
夜
中
に
憂
き
名
取
川
わ
た
る
と
て
濡
れ
に
し
袖
に
時
雨
さ
へ
降
る

 

（『
平
中
物
語
』
第
二
十
段　

四
九
〇
頁
）

な
と
り
が
は
わ
た
り
て
つ
く
る
を
し
ま
だ
を
も
る
に
つ
け
つ
つ
よ
が
れ
の
み
す
る

 

（『
重
之
集
』
下　

恋　

三
〇
九
）

『
う
つ
ほ
物
語
』「
蔵
開
」
巻
に
お
け
る
風
俗
歌
「
名
取
川
」

─
─ 

仲
忠
と
「
こ
れ
こ
そ
」
の
や
り
と
り
を
め
ぐ
っ
て 

─
─
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既
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に（（
（

、
風
俗
歌
「
名
取
川
」
で
歌
わ
れ
る
内
容
は
、
こ
う
し
た
和

歌
表
現
か
ら
、
色
恋
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
恋
人
の
も
と
へ

忍
ん
で
通
う
様
子
や
、
そ
れ
が
露
見
し
、
噂
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
様
子
を
想
起
さ
せ
る
。

な
お
、
詞
章
の
「
幾
瀬
か
渡
る
や
」
に
つ
い
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系（（
（

は
、「
恋
人
の
と

こ
ろ
へ
行
く
た
め
、
瀬
を
幾
つ
と
な
く
渡
る
こ
と
だ
」
と
解
し
て
い
る
が
、「
幾
瀬
か
」

の
「
か
」
は
疑
問
の
係
助
詞
で
あ
ろ
う
。「『
承
徳
本
古
謡
集
』
注
釈
」
の
よ
う
に
、「
い
っ

た
い
幾
つ
の
瀬
を
渡
っ
た
の
か
」
と
訳
し
、
問
答
体
の
歌
謡
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
考

え
る
。
次
に
試
訳
を
掲
げ
る
。

﹇
試
訳
﹈ 

名
取
川
の
、
い
っ
た
い
幾
つ
の
瀬
を
渡
っ
た
の
か
。
七
瀬
と
も
、
八
瀬
と
も
、

知
ら
な
い
。
夜
に
行
っ
た
か
ら
ね
（
暗
く
て
見
え
な
か
っ
た
か
ら
）。
あ
あ
。

　
「
い
っ
た
い
幾
つ
の
瀬
を
渡
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
は
、
夜
に
渡
っ

て
い
る
た
め
よ
く
見
え
ず
、「
知
ら
ず
う
や
」
と
し
て
は
ぐ
ら
か
さ
れ
て
い
る
が
、「
七
瀬

と
も　

八
瀬
と
も
」
と
い
う
表
現
や
「
夜
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、
恋
人
の
も
と
へ
遥
々
と

何
度
も
通
っ
て
、
浮
名
を
流
し
て
い
る
様
子
が
匂
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

三
、「
蔵
開
」
三
巻
と
風
俗
歌
「
名
取
川
」

　

次
に
、
風
俗
歌
「
名
取
川
」
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
「
蔵
開
上
」
巻
、「
蔵

開
中
」
巻
、「
蔵
開
下
」
巻
の
場
面
と
、
そ
れ
に
対
す
る
諸
注
釈
の
解
釈
に
つ
い
て
、
順

に
整
理
し
て
い
き
た
い
。

　

次
に
掲
げ
る
本
文
①
は
、「
蔵
開
上
」
巻
に
お
い
て
、
右
大
将
に
昇
進
し
た
仲
忠
が
、

涼
の
住
む
正
頼
邸
の
北
の
対
に
、
挨
拶
に
赴
い
た
場
面
で
あ
る
。

①
大
将
、
立
ち
と
ど
ま
り
て
、「
君
は
お
は
す
や
」。
童
べ
、「
今け

朝さ

、
内う

裏ち

へ
参
ら
せ

給
ぬ
」。
お
と
ど
、「
御
方
に
聞
こ
え
さ
せ
給
へ
。
よ
ろ
こ
び
に
な
ん
、
こ
た
び
は
、

か（
か
た
じ
け
な
き
カ
）

た
き
な
き
心
地
す
る
を
、
か
つ
は
聞
こ
え
さ
す
る
」
と
て
、
遣
水
の
ほ
ど
よ
り
お

は
し
す
ぐ
れ
ば
、
う
な
ゐ
ど
も
、
扇

あ
ふ
ぎ

を
叩
き
て
、「
名
取
川
に
鮎
つ
る
お
と
ど
の
」

と
歌
ひ
合
へ
り
。
大
将
見
や
り
て
、「
さ
の
た
ま
ふ
と
も
、
え
知
ら
ず
や
」
と
て
お

は
し
ぬ
。 

（
蔵
開
上　

五
七
五
頁
）

　

涼
は
不
在
で
あ
り
、
仲
忠
は
、
童
べ
を
通
じ
て
涼
の
妻
の
さ
ま
宮
に
挨
拶
を
す
る
。
帰

り
際
に
、
遣
水
の
傍
ら
を
通
り
過
ぎ
た
と
こ
ろ
、
童
た
ち
が
、
扇
を
叩
い
て
拍
子
を
取
り

な
が
ら
「
名
取
川
に
鮎
つ
る
お
と
ど
の
」
と
歌
い
合
う
の
で
、
仲
忠
は
「
さ
の
た
ま
ふ
と

も
、
え
知
ら
ず
や
」
と
返
す
。

　

童
た
ち
の
歌
う
「
名
取
川
に
鮎
つ
る
お
と
ど
の
」
と
い
う
詞
章
は
、
先
に
確
認
し
た
『
承

徳
本
古
謡
集
』
所
収
の
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
詞
章
と
は
異
な
る
。
そ
の
た
め
、『
う
つ

ほ
物
語
』
の
諸
注
釈
に
お
い
て
、「
名
取
川
」
と
の
関
係
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
、
や
や
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系（（
（

（
以
下
、
大
系
）
は
、「
名

取
川
」
の
詞
章
を
紹
介
し
な
が
ら
も
、「
こ
れ
と
は
別
の
謡
で
あ
ろ
う
」
と
注
し
て
い
る
。

一
方
で
、
校
注
古
典
叢
書（（
（

（
以
下
、
叢
書
）、
室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語 

全（（
（

』（
以
下
、

室
城
全
）、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集（（
（

（
以
下
、
新
全
集
）
は
、「
名
取
川
」
と
「
同
類
」、「
同

様
」
の
歌
謡
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
角
川
文
庫（（（
（

は
、「
即
興
に
詞
を
変
え
た
も
の
か
」
と
、

「
名
取
川
」
の
詞
章
を
歌
い
替
え
た
と
い
う
説
を
提
唱
し
、
仲
忠
の
返
し
た
「
知
ら
ず
や
」

と
い
う
こ
と
ば
が
、「
七
瀬
と
も　

八
瀬
と
も
知
ら
ず
う
や
」
の
「
知
ら
ず
う
や
」
と
い

う
詞
章
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、
本
文
②
は
、「
蔵
開
中
」
巻
に
お
い
て
、
さ
ま
宮
が
男
子
を
出
産
し
た
折
に
、

仲
忠
が
産
養
の
品
を
贈
り
、
涼
か
ら
そ
れ
に
対
す
る
消
息
が
届
く
場
面
で
あ
る
。

②
日
暮
れ
ぬ
れ
ば
、
か
の
源
中
納
言
殿
に
、
家け

い

司し

の
中
に
心
あ
る
を
め
し
て
た
て
ま
つ

れ
給
。
御
消せ

う

息そ
く

、「
あ
れ
は
、
か
の
暮
れ
に
と
の
給
ひ
し
人
に
と
て
、
な
ど
申
せ
よ
」

と
ぞ
あ
り
け
る
。
大
将
か
へ
り
給
ぬ
。
そ
の
夜
は
、
梳

け
づ
り

櫛ぐ
し

さ
せ
、
湯
殿
な
ど
せ
さ
せ

給
ほ
ど
に
、
中
納
言
殿
の
御
消せ

う

息そ
こ

聞
こ
ゆ
。「
く
ゐ
こ
そ
設
く
と
い
ふ
な
れ
、
か
ね

て
こ
そ
は
と
な
む
。
名
取
川
と
も
聞
こ
え
さ
す
め
り
」
と
あ
り
、
御
使
ひ
ど
も
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
の
禄ろ

く

あ
り
。 

（
蔵
開
中　

六
一
六
頁
）

　

こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
本
文
①
の
場
面
と
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
詞
章
と
の
関
連
を
指

摘
す
る
の
は
、
室
城
全
で
あ
る
。
室
城
全
は
、
仲
忠
の
消
息
の
中
の
「
か
の
暮
れ
に
と
の

給
ひ
し
人
」
が
、
本
文
①
の
場
面
で
「
名
取
川
」
を
歌
っ
た
女
童
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘

し
、
涼
の
消
息
の
「
名
取
川
と
も
聞
こ
え
さ
す
め
り
」
に
つ
い
て
、「
こ
の
産
養
の
品
を

い
た
だ
い
た
者
は
、
仲
忠
殿
に
、「
名
取
川（

マ
マ
）鮎
釣
る
お
と
ど
の
」
と
申
し
上
げ
た
よ
う
で

す
ね
の
意
か
」
と
注
し
て
い
る
。
ま
た
、
新
全
集
も
、
こ
れ
ら
の
室
城
全
の
説
を
紹
介
し

て
い
る
が
、「
か
の
暮
れ
に
と
の
給
ひ
し
人
」
を
「
年
の
暮
れ
に
出
産
し
た
人
」
と
し
て
、

さ
ま
宮
と
す
る
説
や
、「
名
取
川
と
も
聞
こ
え
さ
す
め
り
」
を
「
仲
忠
殿
が
贈
っ
て
く
だ
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さ
っ
た
品
々
は
、
も
う
評
判
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
す
よ
」
と
解
す
る
説
を
提
唱
し
て
い

る
。

　

ま
た
、
次
に
掲
げ
る
本
文
③
は
、「
蔵
開
下
」
巻
の
冒
頭
に
お
い
て
、
さ
ま
宮
の
男
子

出
産
に
対
す
る
産
養
の
七
日
目
の
宴
が
行
わ
れ
る
中
、
仲
忠
と
涼
が
語
り
合
う
場
面
で
あ

る
。
仲
忠
は
、
涼
の
も
と
に
見
覚
え
の
あ
る
女
童
が
い
る
の
に
気
づ
き
、
涼
に
素
性
を
尋

ね
る
。

③
「
ま
こ
と
に
、
こ
こ
に
見
し
や
う
な
る
童
の
あ
り
し
は
、
誰
ぞ
」。
中
納
言
、「
い
さ
、

あ
ま
た
あ
れ
ば
、
知
ら
ず
。
い
ず
れ
ぞ
。
中
に
、
承
香
殿
の
女
御
の
御
も
と
な
り
し

こ
そ
あ
れ
」。
大
将
、「
も
し
、
こ
の
我
ら
が
中
将
な
り
し
時
、
灌

く
わ
う

仏ぶ
つ

の
童
に
出
だ
さ

れ
た
り
し
か
は
」。
い
ら
へ
、「
そ
れ
ぞ
か
し
。
こ
れ
こ
そ
と
ぞ
い
ひ
し
」。
大
将
、「
そ

れ
ら
か
、
一
日
、
こ
れ
ら
ま
か
り
し
か
ば
、
扇

あ
ふ
ぎ

を
叩
き
て
、「
夕
さ
り
来こ

」
と
ひ

（
言
ひ
し
は
カ
）

し
は
。

い
と
馴
れ
た
り
し
と
見
し
は
、
さ
な
り
け
り
」。 

（
蔵
開
下　

六
三
〇
頁
）

　

こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
本
文
①
の
場
面
と
の
関
連
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
は
、
室
城
全
、

新
全
集
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
注
釈
で
は
、
仲
忠
の
言
う
、「
そ
れ
ら
か
、
一
日
、
こ
れ
ら

ま
か
り
し
か
ば
、
…
…
」
に
つ
い
て
、
本
文
①
の
出
来
事
を
指
し
て
い
る
と
注
し
て
お
り
、

「
こ
れ
こ
そ
」
と
い
う
女
童
は
、
本
文
①
で
「
名
取
川
」
を
歌
っ
た
童
た
ち
の
一
人
で
あ

る
と
捉
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
こ
れ
こ
そ
」
が
言
っ
た
「
夕
さ
り
来
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、

本
文
①
で
歌
わ
れ
て
い
た
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
詞
章
の
一
部
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て

い
る
。

　

本
文
③
で
話
題
に
上
っ
た
「
こ
れ
こ
そ
」
は
、
同
じ
く
産
養
の
七
日
目
の
宴
に
お
け
る

本
文
④
の
場
面
に
も
登
場
す
る
。
さ
ま
宮
ら
女
君
た
ち
の
い
る
母
屋
を
訪
れ
た
仲
忠
は
、

「
こ
れ
こ
そ
」
を
見
つ
け
、
歌
を
贈
る
。

④
式
部
卿
の
宮
の
御
方
、
世
に
名
立
た
る
琵
琶
、
源
中
納
言
の
も
た
ま
へ
る
を
、
い
さ

さ
か
掻
き
鳴
ら
し
て
、
さ
し
出
た
ま
ふ
。
大
将
、
と
も
か
く
も
言
は
で
、
か
き
鳴
ら

し
給
て
、「
こ
れ
は
こ
の
、
名
立
た
る
も
の
な
り
け
り
な
」
と
て
、
一
日
、
う
な
ゐ

ど
も
歌
ひ
し
歌
を
、い
と
面
白
き
音
に
か
い
弾
き
て
、「
い
づ
ら
や
。こ
の
折
に
こ
そ
、

か
の
扇

あ
ふ
ぎ

拍
び
ゃ
う

子し

は
」
と
て
、
少
し
か
い
弾
き
て
給
へ
ば
、
兵
衛
の
君
と
い
ふ
人
、
道

に
ふ
た
が
り
居
て
、「
か
か
る
所
に
入
り
お
は
し
ま
し
て
は
、
ま
さ
に
帰
ら
せ
給
な

ん
や
」
と
て
引
き
と
ど
む
れ
ば
、「
あ
な
わ
づ
ら
は
し
や
。
群む

ら

猿ざ
る

の
心
地
す
れ
」。

「
大

（
大
将
の
カ
）将
御
舎と

ね
り人
ど
も
ぞ
か
し
」。
大
将
、「
う
た
て
あ
る
随ず

い

身じ
ん

に
こ
そ
は
」
と
の
た
ま

ふ
ほ
ど
に
、
内う

裏ち

よ
り
、
綾あ

や

搔か
い

練ね
り

の
い
と
黒
ら
か
な
る
一ひ

と

襲か
さ
ね、
薄う

す

色い
ろ

の
織お

り

物も
の

の
細ほ

そ

長な
が

一ひ
と

襲か
さ
ね、

三み

重へ

襲が
さ
ねの

袴
ひ（

一
具
カ
）

と
へ
、
も（

え
も
い
は
ず
カ
）

い
は
ず
き
よ
ら
に
て
さ
し
出
で
給
へ
れ
ば
、
中
将

の
君
と
い
ふ
人
、
取
り
て
、
か
づ
け
た
て
ま
つ
り
つ
。
大
将
、
御ご

達た
ち

の
歌
書
き
つ
け

つ
る
硯
の
も
と
に
立
ち
寄
り
て
、
筆
を
取
り
て
、
懐

ふ
と
こ
ろ

紙が
み

に
か
く
書
き
て
、
腰
に
結

ひ
付
く
。
高か

う

欄ら
ん

の
も
と
に
、
こ（

こ
れ
こ
そ
カ
）

れ
か
れ
押
し
か
か
り
て
居
た
る
と
こ
ろ
に
、

「
み（

こ
こ
に
あ
り
け
る
カ
）

に
な
り
け
る
。
一
日
は
、
知
ら
ぬ
人
は
と
は
こ
そ
。
今
よ
り
だ
に
、
知
る
人

に（
に
て
を
カ
）

と
を
」
□

（
と
て
カ
）て
、
す
べ
し
取
ら
せ
て
、
…
… 

（
蔵
開
下　

六
三
五
〜
六
三
六
頁
）

　

本
文
④
に
お
い
て
、
仲
忠
は
、
琵
琶
で
「
一
日
、
う
な
ゐ
ど
も
歌
ひ
し
歌
」
を
歌
う
。

こ
の
歌
に
つ
い
て
も
、
本
文
①
と
の
関
連
か
ら
、
風
俗
歌
「
名
取
川
」
を
指
し
て
い
る
と

解
釈
す
る
の
は
、
室
城
全
、
新
全
集
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
室
城
全
は
、
仲
忠
が
「
こ
れ
こ

そ
」
に
言
っ
た
「
知
ら
ぬ
人
は
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、「
名
取
川
」
の
詞
章
の
こ
と
ば
で

あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
新
全
集
は
、
室
城
全
の
説
を
紹
介
し
な
が
ら
も
、「
知

ら
ぬ
人
に
な
れ
な
れ
し
く
し
て
は
、
の
意
」
と
注
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
仲
忠
が
「
こ
れ
こ
そ
」
に
贈
っ
た
歌
の
内
容
は
、
後
の
場
面
で
次
の
よ
う
に
明

か
さ
れ
る
。

⑤
こ
れ
こ
そ
、
か
づ
け
物
を
持
ち
て
思
ふ
や
う
、「
こ
れ
ば
か
り
給
は
む
と
に
や
あ
ら

む
」
と
て
、
ひ（

つ
く
づ
く
カ
）

く
ひ
く
見
る
。
腰
の
方か

た

に
、
文ふ

み

結
ひ
つ
け
ら
れ
た
り
。
見
れ
ば
、

「
人
知
れ
ず
渡
り
初
め
に
し
名
取
川
な
ほ
見
ま
ほ
し
や
告
げ
よ
い
づ
こ
と

内う

裏ち

わ
た
り
こ
そ
忘
れ
が
た
け
れ
。
こ
れ
は
、
寒
げ
な
る
居
住
ま
ひ
な
り
」

と
あ
る
を
見
て
、
こ
の
文
を
い
と
う
れ
し
と
思
ふ
。 

（
蔵
開
下　

六
三
八
〜
六
三
九
頁
）

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
大
系
は
「
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
そ
っ
と
あ
な
た
を
思
い
そ
め

て
浮
名
を
流
す
か
も
し
れ
な
い
（
名
取
川
を
渡
り
そ
め
た
）
の
で
す
が
、
や
は
り
会
い
た
い

と
思
い
ま
す
よ
。
ど
こ
に
い
る
か
私
に
お
教
え
な
さ
い
。」
と
訳
し
て
お
り
、
他
の
注
釈

に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
歌
に
は
、
名

取
川
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
ら
わ
れ
る
。
大
系
、
叢
書
は
「
名
と
り
河
せ
ぜ
の
む
も
れ
木
あ

ら
は
れ
ば
如
何
に
せ
む
と
か
あ
ひ
見
そ
め
け
む
」（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
三　

恋
歌
三　

六

五
〇　

読
み
人
知
ら
ず
）
を
参
考
に
挙
げ
、
室
城
全
、
新
全
集
は
こ
の
歌
に
加
え
て
「
み
ち

の
く
に
有
り
と
い
ふ
な
る
な
と
り
河
な
き
な
と
り
て
は
く
る
し
か
り
け
り
」（『
古
今
和
歌
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集
』
巻
第
十
三　

恋
歌
三　

六
二
八　

壬
生
忠
岑
）
を
挙
げ
る
が
、
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
詞

章
と
の
か
か
わ
り
を
捉
え
て
い
る
注
釈
書
は
な
い
。

　

以
上
、『
う
つ
ほ
物
語
』「
蔵
開
」
三
巻
に
お
い
て
、
風
俗
歌
「
名
取
川
」
が
踏
ま
え
ら

れ
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
場
面
と
、
諸
注
釈
に
お
け
る
解
釈
を
確
認
し
た
。「
蔵
開
上
」
巻

の
本
文
①
に
つ
い
て
は
、
風
俗
歌
「
名
取
川
」
と
の
関
連
が
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
童
た
ち
が
歌
う
「
名
取
川
に
鮎
つ
る
お
と
ど
の
」
は
、『
承
徳
本
古
謡
集
』
所
収
の
「
名

取
川
」
の
詞
章
と
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
角
川
文
庫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
仲
忠
の

「
え
知
ら
ず
や
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、「
七
瀬
と
も　

八
瀬
と
も
知
ら
ず
う
や
」
と
い
う
詞

章
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
ま
い
。
近
年
の
多
く
の
注
釈
の
解
釈
と
同
様
、
本

文
①
の
場
面
に
お
い
て
は
、
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
歌
わ
れ
て
い
る

と
想
定
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、「
蔵
開
中
」
巻
の
本
文
②
、「
蔵
開
下
」
巻
の
本
文

③
、
本
文
④
に
関
し
て
は
、
近
年
に
な
っ
て
室
城
全
が
、
は
じ
め
て
「
名
取
川
」
の
詞
章

の
引
用
の
可
能
性
を
捉
え
て
い
る
。「
う
な
ゐ
ど
も
」「
扇
を
叩
き
て
」「
名
取
川
」
な
ど

の
本
文
①
に
み
え
る
こ
と
ば
が
、
本
文
②
、
本
文
③
、
本
文
④
に
共
通
し
て
あ
ら
わ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
室
城
全
の
解
釈
通
り
、
こ
れ
ら
は
、
本
文
①
の
出
来
事
と
繋
が
り
が
あ

る
場
面
と
し
て
読
み
解
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

室
城
秀
之（（（
（

は
、
論
考
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
場
面
の
関
連
性
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討

し
て
い
る
。
室
城
は
、
本
文
②
の
「
暮
れ
に
」
と
い
う
こ
と
ば
と
、
本
文
③
の
「
夕
さ
り

来
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
い
ず
れ
も
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
「
夜
し
来
し
か
ば
」
と
い
う

詞
章
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
さ
ら
に
本
文
④
の
「
知
ら
ぬ
人
は
」
と
い
う
表
現
も
、

「
知
ら
ず
う
や
」
と
い
う
詞
章
と
対
応
し
て
い
る
と
論
じ
る
。
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
表
現
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、「
名
取
川
」
の
詞
章
の
内
容
と
ど
の
よ
う

に
か
か
わ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
ま
た
、
本
文
②
、
本
文
③
、
本
文
④
が
い
ず
れ
も
本
文
①
と
関
係
す
る
と
す
れ
ば
、

本
文
④
と
繋
が
り
の
あ
る
本
文
⑤
の
歌
も
、
本
文
①
の
場
面
や
「
名
取
川
」
の
詞
章
と
の

関
連
が
捉
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
や
は
り
『
古

今
和
歌
集
』
歌
の
引
用
し
か
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
次
節
か
ら
は
、
本
文
①
で
演
奏
さ
れ
た
歌
が
、『
承
徳
本
古
謡
集
』
所
収
の

風
俗
歌
「
名
取
川
」
と
同
種
の
詞
章
を
持
っ
た
歌
謡
で
あ
る
と
仮
定
し
、
本
文
②
、
本
文

③
、
本
文
④
、
本
文
⑤
に
、
共
通
し
て
、
女
童
「
こ
れ
こ
そ
」
を
め
ぐ
る
「
名
取
川
」
の

詞
章
を
踏
ま
え
た
表
現
が
あ
る
と
捉
え
た
上
で
、
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

四
、
仲
忠
と
「
こ
れ
こ
そ
」
の
や
り
と
り

　

本
文
①
に
お
い
て
は
、
仲
忠
を
見
た
童
た
ち
が
「
名
取
川
に
鮎
つ
る
お
と
ど
の
」
と
歌

い
合
う
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
遣
水
の
ほ
ど
よ
り
お
は
し
す
ぐ
れ
ば
」
と
あ
り
、
仲
忠
が
、

遣
水
の
傍
ら
を
通
り
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
童
た
ち
の
歌
唱
が
始
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
遣

水
は
名
取
川
に
、
仲
忠
は
名
取
川
を
渡
り
、
鮎
を
釣
る
人
物（（（
（

に
、
そ
れ
ぞ
れ
見
立
て
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
こ
こ
で
歌
わ
れ
て
い
る
の
が
、『
承
徳

本
古
謡
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
名
取
川
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
す
れ
ば
、
童
た

ち
は
、
名
取
川
を
頻
繁
に
渡
る
人
物
の
様
子
を
仲
忠
に
重
ね
て
歌
い
、
貴
公
子
仲
忠
の
好

色
ぶ
り
を
囃
し
立
て
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仲
忠
は
、
詞
章
の
「
七

瀬
と
も　

八
瀬
と
も
知
ら
ず
う
や
」
と
い
う
部
分
を
用
い
て
、「
さ
の
た
ま
ふ
と
も
、
え

知
ら
ず
や
」、
す
な
わ
ち
、「（
私
が
名
取
川
を
頻
繁
に
渡
る
好
色
な
男
だ
と
）
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ

て
も
、（
名
取
川
を
幾
瀬
渡
っ
た
の
か
）
知
る
は
ず
が
な
い
」
と
は
ぐ
ら
か
し
た
と
解
釈
さ
れ

よ
う
。

　

さ
て
、
現
存
の
「
名
取
川
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
七
瀬
と
も　

八
瀬
と
も
知
ら
ず
う

や
」
と
い
う
詞
章
の
後
に
は
、「
夜
し
来
し
か
ば
」
と
い
う
詞
章
が
続
き
、
な
ぜ
「
知
ら

な
い
」
の
か
、
そ
の
理
由
が
明
か
さ
れ
る
。
既
に
室
城
論
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

本
文
②
、
本
文
③
の
描
写
か
ら
、
本
文
①
に
は
、
直
接
語
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
女
童

の
「
こ
れ
こ
そ
」
が
、「
暮
れ
に
」（
本
文
②
）、「
夕
さ
り
来
」（
本
文
③
）
と
い
う
、
こ
の
「
夜

し
来
し
か
ば
」
に
か
か
わ
る
表
現
を
用
い
て
仲
忠
に
応
対
す
る
出
来
事
が
あ
っ
た
こ
と
が

読
み
取
れ
る
。「
う
な
ゐ
ど
も
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
文
①
で
「
名
取
川
」
を
歌
っ

て
い
た
童
は
複
数
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
本
文
②
、
本
文
③
、
本
文
④
、
本
文
⑤
で
は
、

仲
忠
の
目
は
、「
こ
れ
こ
そ
」
一
人
に
向
い
て
い
る
。
本
文
②
に
お
い
て
は
、
仲
忠
は
、「
こ

れ
こ
そ
」
の
素
性
を
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
産
養
の
品
物
を
、「
こ

れ
こ
そ
」
を
指
名
し
て
取
り
次
が
せ
よ
う
と
し
て
お
り
、「
名
取
川
」
を
歌
唱
し
た
「
う

な
ゐ
ど
も
」
の
中
で
も
、「
暮
れ
に
」、
あ
る
い
は
、「
夕
さ
り
来
」
と
応
対
し
た
「
こ
れ

こ
そ
」
が
、
と
り
わ
け
仲
忠
の
印
象
に
残
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
な
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ぜ
、「
こ
れ
こ
そ
」
の
こ
と
ば
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
仲
忠
の
関
心
を
ひ
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

本
文
②
に
み
え
る
「
暮
れ
に
」
と
、
本
文
③
に
み
え
る
「
夕
さ
り
来
」
と
い
う
こ
と
ば

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
暮
れ
に
（
い
ら
っ
し
ゃ
い
）」、「
夕
方
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と

訳
せ
る（（（
（

。
こ
こ
で
留
意
さ
れ
る
の
は
、「
暮
れ
」、「
夕
さ
り
」
と
い
う
時
間
帯
と
、
現
存

す
る
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
詞
章
に
み
え
る
「
夜
」
と
い
う
時
間
帯
と
の
間
に
ず
れ
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。「
夜
」
は
、「
瀬
」
が
数
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
真
夜
中
で
あ
る
が
、「
暮

れ
」、
あ
る
い
は
「
夕
さ
り
」
は
、
日
が
暮
れ
か
か
っ
た
、
薄
闇
の
頃
合
い
を
表
す
こ
と

ば
で
あ
る（（（
（

。
す
な
わ
ち
、
本
文
①
に
お
い
て
、
仲
忠
が
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
「
知
ら
ず

う
や
」
と
い
う
詞
章
を
用
い
て
、「（
私
が
名
取
川
を
頻
繁
に
渡
る
好
色
な
男
だ
と
）
そ
う
お
っ

し
ゃ
っ
て
も
、（
名
取
川
を
幾
瀬
渡
っ
た
の
か
）
知
る
は
ず
が
な
い
」
と
は
ぐ
ら
か
し
た
の
に

対
し
て
、「
こ
れ
こ
そ
」
も
、
す
か
さ
ず
、「
夜
し
来
し
か
ば
」
と
い
う
詞
章
を
踏
ま
え
て
、

「
な
ら
ば
、
暮
れ
方
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
（
暗
闇
の
中
で
は
無
理
で
も
、
薄
闇
の
中
な
ら
、
幾
瀬
渡
っ

た
の
か
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
）」
と
切
り
返
し
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

「
こ
れ
こ
そ
」
の
応
答
は
、
仲
忠
の
は
ぐ
ら
か
し
を
や
り
こ
め
る
、
機
知
に
富
ん
だ
も
の

で
あ
り
、
暮
れ
方
に
自
身
の
も
と
に
忍
ん
で
来
て
欲
し
い
と
い
う
、
仲
忠
へ
の
誘
い
掛
け

も
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
仲
忠
に
鮮
烈
な
印
象
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
本
文
③
に
お
い
て
は
、「
こ
れ
こ
そ
」
が
、
か
つ
て
承
香
殿
の
女
御
の
も
と

に
い
た
女
童
で
あ
り
、
仲
忠
と
面
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
、
仲
忠
の
興
味
を
よ
り

一
層
引
く
こ
と
と
な
る
。
後
の
場
面
の
本
文
④
に
お
い
て
、
仲
忠
は
、
再
び
本
文
①
の
出

来
事
を
想
起
し
て
い
る
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
涼
の
所
有
す
る
「
世
に

名
立
た
る

0

0

0

0

琵
琶
」
を
演
奏
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仲
忠
も
「
こ
れ
は
こ
の
、
名
立
た
る

0

0

0

0

も

の
な
り
け
り
な
」
と
発
言
し
て
お
り
、「
名
立
つ
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、「
名
取
る
」、「
名

取
川
」、
す
な
わ
ち
、「
一
日
、
う
な
ゐ
ど
も
歌
ひ
し
歌
」
が
、
こ
と
ば
遊
び
の
よ
う
に
連

想
さ
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

風
俗
歌
「
名
取
川
」
を
琵
琶
で
演
奏
し
、
童
た
ち
の
中
で
も
、
特
に
印
象
的
な
応
対
を

し
た
「
こ
れ
こ
そ
」
の
こ
と
を
思
い
返
し
た
仲
忠
は
、「
こ
れ
こ
そ
」
を
探
し
出
し
、
歌

を
贈
る
。
本
文
④
に
お
け
る
、「
一
日
は
、
知
ら
ぬ
人
は
と
は
こ
そ
。
今
よ
り
だ
に
、
知

る
人
に（

に
て
を
カ
）

と
を
」
と
い
う
仲
忠
の
こ
と
ば
も
、
室
城
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
や
は
り
「
名
取

川
」
の
、「
知
ら
ず
う
や
」
と
い
う
詞
章
を
踏
ま
え
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
本

文
①
に
お
け
る
「
さ
の
た
ま
ふ
と
も
、
え
知
ら
ず
や
」
と
い
う
仲
忠
の
こ
と
ば
と
の
か
か

わ
り
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、「
知
ら
ぬ
人
」
と
は
、
仲
忠
の
こ
と
を
指
す
と
解
釈
す
べ
き

で
は
な
い
か
。「
一
日
は
、
知
ら
ぬ
人
は
と
は
こ
そ
」
は
、「
先
日
は
、（
名
取
川
を
幾
瀬
渡
っ

た
の
か
）
知
ら
な
い
人

0

0

0

0

0

は
、（
暮
れ
方
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
）
と
は
（
あ
な
た
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
）

…
…
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
続
く
、「
今
よ
り
だ
に
、
知
る
人
に（

に
て
を
カ
）

と
を
」
に
つ
い
て
は
、
本
文
⑤
の
、
仲

忠
が
「
こ
れ
こ
そ
」
に
贈
っ
た
歌
の
内
容
が
解
釈
の
手
掛
か
り
と
な
る
と
考
え
る
。
歌
に

は
、「
人
知
れ
ず
渡
り
初
め
に
し
名
取
川
」
と
あ
り
、
仲
忠
が
「
名
取
川
を
渡
り
始
め
た
」

こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
こ
れ
こ
そ
」
へ
の
忍
ぶ
恋
が
、
ま
さ
に
始
ま
っ
た
こ
と
が
詠
ま
れ

て
い
る
。こ
れ
は
、「
え
知
ら
ず
や
」
と
は
ぐ
ら
か
し
た
本
文
①
と
は
異
な
り
、仲
忠
が
「
名

取
川
」
を
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
表
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、「
今
よ
り

だ
に
、
知
る
人
に（

に
て
を
カ
）

と
を
」
は
、「
今
か
ら
で
も
、（
名
取
川
を
幾
瀬
渡
っ
た
の
か
）
知
る
人

0

0

0

と

し
て
（
私
の
こ
と
を
思
っ
て
く
だ
さ
い
）」
と
、
自
身
が
忍
ぶ
恋
を
解
す
る
人
間
だ
と
い
う
こ

と
を
弁
解
し
た
発
言
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
そ
の
上
で
、
仲
忠
が
「
こ
れ
こ
そ
」
の
素
性
を
知
る
と
い
う
本
文
③
と
の
か
か

わ
り
か
ら
、「
知
ら
ぬ
人
」「
知
る
人
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
大
系
、
全
書
、
叢
書（（（
（

、
角

川
文
庫
、
新
全
集
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
面
識
が
な
い
人
」「
面
識
が
あ
る
人
」
の
意
味

も
掛
け
ら
れ
て
い
る
可
能
性
は
高
い
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
も
、
叢
書
や
新
全

集
の
よ
う
に
「
人
」
を
「
こ
れ
こ
そ
」
と
解
す
る
の
で
は
な
く
、
角
川
文
庫
の
よ
う
に
、

仲
忠
自
身
の
こ
と
を
指
す
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
先
日
は
、（
あ
な
た
の
こ
と
を
）
知0

ら
な
い
人

0

0

0

0

は
、（
暮
れ
方
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
）
と
は
（
あ
な
た
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
）、
今
か

ら
で
も
、（
あ
な
た
の
こ
と
を
）
知
る
人

0

0

0

と
し
て
（
私
の
こ
と
を
思
っ
て
く
だ
さ
い
）」
と
い
う
よ

う
に
、
や
は
り
本
文
①
に
お
い
て
、
仲
忠
が
「
え
知
ら
ず
や
」
と
い
う
発
言
を
し
た
点
を

踏
ま
え
て
解
釈
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　

以
上
、「
蔵
開
」
三
巻
に
み
ら
れ
る
、
仲
忠
と
「
こ
れ
こ
そ
」
の
や
り
と
り
に
つ
い
て

検
討
し
た
。
本
文
①
に
お
い
て
、
仲
忠
は
、
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
詞
章
に
お
け
る
、
名

取
川
を
渡
る
人
物
と
し
て
重
ね
ら
れ
、
そ
の
好
色
性
が
囃
し
立
て
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ

る
。
そ
れ
に
対
し
、
仲
忠
は
、「
名
取
川
」
の
詞
章
を
用
い
て
、「
さ
の
た
ま
ふ
と
も
、
え
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知
ら
ず
や
」
と
は
ぐ
ら
か
し
て
い
る
と
解
せ
よ
う
。

　

ま
た
、
本
文
①
に
は
直
接
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
本
文
②
及
び
本
文
③
の
描
写
か
ら
、

本
文
①
の
場
面
で
は
、「
こ
れ
こ
そ
」
が
、
仲
忠
に
「
暮
れ
に
」（
あ
る
い
は
、「
夕
さ
り
来
」）

と
言
い
掛
け
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
も
、「
名
取
川
」
の
詞
章
の
「
夜
し
来
し
か
ば
」

と
い
う
詞
章
が
踏
ま
え
ら
れ
た
発
言
で
あ
り
、「（
名
取
川
を
幾
瀬
渡
っ
た
の
か
）
知
る
は
ず

が
な
い
」
と
言
っ
た
仲
忠
に
対
し
、「
な
ら
ば
、
暮
れ
方
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
（
薄
闇
の
中
で

な
ら
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
）」
と
切
り
返
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
本
文
④
に
お
け
る
「
一
日
は
、
知
ら
ぬ
人
は
と
は
こ
そ
。
今
よ
り
だ
に
、
知

る
人
に（

に
て
を
カ
）

と
を
」
と
い
う
仲
忠
の
こ
と
ば
も
、
本
文
①
に
お
い
て
仲
忠
が
「
え
知
ら
ず
や
」

と
言
っ
た
こ
と
や
、
仲
忠
が
「
こ
れ
こ
そ
」
へ
贈
っ
た
和
歌
の
表
現
と
関
連
づ
け
て
解
釈

す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
本
文
④
、
本
文
⑤
に
お
い
て
、
仲
忠
は
、
本
文
①
の
「
名
取
川
」

の
歌
唱
に
対
し
て
「
知
ら
な
い
」
と
は
ぐ
ら
か
し
て
答
え
た
こ
と
を
弁
明
し
な
が
ら
、
今

は
、「
こ
れ
こ
そ
」
へ
の
思
慕
ゆ
え
に
、
忍
ぶ
恋
を
「
知
っ
て
い
る
」
の
だ
、
と
訴
え
て

い
る
と
解
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

五
、
風
俗
歌
「
名
取
川
」
が
ほ
の
め
か
す
も
の

　

続
い
て
、「
蔵
開
」
三
巻
を
通
し
て
み
ら
れ
る
、
こ
れ
ら
の
風
俗
歌
「
名
取
川
」
を
用

い
た
場
面
が
、
物
語
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考

察
し
て
み
た
い
。
室
城（（（
（

は
、
仲
忠
と
「
こ
れ
こ
そ
」
の
一
連
の
場
面
に
つ
い
て
、「
物
語

の
主
題
か
ら
は
そ
れ
る
話
題
」
の
一
つ
と
捉
え
て
お
り
、「
物
語
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
話
題
を
提
供
し
て
、
物
語
の
進
行
を
助
け
て
い
る
」
と
読
み
取
っ
て
い
る
。

ま
た
、
新
全
集
は
、
本
文
⑤
の
場
面
の
頭
注
に
お
い
て
、「
仲
忠
が
こ
れ
こ
そ
に
贈
っ
た

歌
は
、
艶
め
い
た
恋
歌
の
趣
で
あ
る
。
し
か
し
、
仲
忠
の
歌
に
対
し
て
、
こ
れ
こ
そ
は
「
い

と
う
れ
し
」
と
喜
ぶ
が
、
返
歌
を
し
て
い
な
い
。
仲
忠
の
行
為
は
、
優
美
な
ふ
る
ま
い
と

し
て
と
ど
め
ら
れ
る
。
こ
の
挿
話
は
、「
ま
め
人
」
仲
忠
の
好
色
性
を
印
象
づ
け
な
が
ら

も
、
こ
れ
こ
そ
の
少
女
ら
し
い
清
純
さ
が
全
体
の
色
調
と
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い

る
。

　

確
か
に
、「
こ
れ
こ
そ
」
は
本
文
⑤
の
場
面
以
降
は
登
場
せ
ず
、
仲
忠
と
の
関
係
の
深

ま
り
も
描
か
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
仲
忠
と
「
こ
れ
こ
そ
」
の
場
面
に
お

い
て
留
意
さ
れ
る
の
は
、「
こ
れ
こ
そ
」
が
涼
の
も
と
に
仕
え
る
女
童
で
あ
る
た
め
、
涼

や
涼
の
妻
さ
ま
宮
と
の
か
か
わ
り
が
付
近
に
描
か
れ
る
点
で
あ
る
。
特
に
、
本
文
④
の
直

前
の
場
面
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
、
仲
忠
が
さ
ま
宮
に
、
非
常
に
接
近
し
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。

⑥
大
将
の
君
、
に（

に
は
か
に
カ
）

る
か
に
さ
し
出
で
給
へ
り
。
人
々
驚
け
ば
、「
我
と
君
と
は
、
い
み

じ
く
契
り
た
る
仲
ぞ
。
か
た
み
に
、
う
ち
許
さ
む
と
ぞ
い
ひ
た
る
」
と
て
入
り
給
へ

ば
、
母も

屋や

の
す

（
み
す
カ
）み
の
前
に
、
方
々
の
御
産う

ぶ

養
や
し
な
ひの
物
ど
も
参
り
据
ゑ
た
り
。
大
殿
、

左
大
臣
、
種た

ね

松ま
つ

な
ど
た
て
ま
つ
り
た
る
物
ど
も
也
。
中
に
、
種た

ね

松ま
つ

が
二
な
し
。
母
屋

の
御
簾
の
う
ち
に
ぞ
、
産う

ぶ

屋
装
束
し
た
る
し（

宿

徳

カ

）

う
と
と
ど
も
い
と
多
く
居
た
る
。
大
将
、

「
今
は
、
か
く
、
大
人
し
く
な
り
給
て
、
子
か
き
抱
き
給
ら
む
こ
そ
、
あ
な
恥
づ
か

し
や
」
…
… 

（
蔵
開
下　

六
三
四
頁
）

　

こ
の
本
文
⑥
の
場
面
に
つ
い
て
、
大
系
は
、「
兼
雅
の
示
唆
に
従
っ
て
仲
忠
は
今
宮
（
※

稿
者
注 

さ
ま
宮（
（（
（

）
に
近
づ
こ
う
と
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
振
舞
を
仲
忠
は
女

一
宮
に
は
決
し
て
許
さ
な
い
し
涼
を
近
づ
け
な
い
に
違
い
な
い
」
と
、
密
通
に
繋
が
り
か

ね
な
い
場
面
で
あ
る
こ
と
を
、
頭
注
に
お
い
て
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、「
兼
雅
の
示
唆
」

と
は
、
次
に
掲
げ
る
「
蔵
開
中
」
巻
の
場
面
の
兼
雅
の
こ
と
ば
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

⑦
「
…
…
今
様
の
人
は
、
あ
や
し
う
よ（

ま
め
に
カ
）

め
る
こ
そ
あ
れ
。
ま
づ
は
、
か
し
こ
き
天
下
の

帝み
か
どの

御
娘
を
持
た
り
と
も
、
そ
の
妹

お
と
う
とみ

こ
た
ち
、
そ
の
あ
た
り
の
人
の
妻め

は
、
女
御

ま
で
残
し
て
ま
し
や
。
罪
の
浅
き
に
や
あ
ら
む
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
大
将
、「
い
と

う
た
て
あ
る
こ
と
。
一ひ

と
り人

侍
り
し
時
、
い
か
で
と
思
ひ
給
へ
し
人
を
だ
に
、
よ
き
折

侍
り
し
か
ど
、
さ
も
あ
ら
ず
な
り
に
し
も
の
を
」。
お
と
ど
、「
そ
れ
こ
そ
、
い
と
我わ

が

ご
と
く
な
け
れ
。
今
も
、
な
ど
か
、
さ
せ
ざ
ら
む
。
ま
か
で
て
も
の
せ
ら
れ
む
時
、

空そ
ら

酔ゑ

ひ
を
し
て
、
た
だ
入い

り
に
入い

る
べ
き
ぞ
か
し
。
人
も
騒
が
ば
、
い
た
く
酔ゑ

ひ
に

け
り
や
。
こ（

こ
こ
は
カ
）

こ
に
、
い
づ
く
ぞ
。
中
の
お
と
ど
に
は
あ
ら
ず
や
、
と
、
た
だ
酔ゑ

ひ
に

酔ゑ

ふ
ば
か
り
ぞ
か
し
」。
北
の
方
、「
い
と
あ（

あ
し
き
カ
）

と
し
き
こ
と
多
く
し
給
け
る
か
な
。
若

き
人
は
、
親
、
か
く
の
た
ま
ふ
と
も
、
こ

（
そ
こ
カ
）そ
は
、
早
う
立
ち
給
ね
。
な
聞
き
給
そ
」。

お
と
ど
、「
男

を
の
こ

は
身
を
か
へ
り
見
、
人
の
思
は
む
こ
と
を
知
り
な
ば
、
よ
き
妻め

は
得

て
む
や
。
文ふ

み

通
は
し
て
許
さ
れ
む
時
、
と
言
は
む
に
は
、
何
わ
ざ
を
か
せ
む
。
隙ひ

ま

を
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み
て
、
ふ
と
入い

り
ぬ
れ
ば
こ
そ
。
ま
し
て
、
あ
し
こ
の
乱
れ
て
歩
か
む
は
、
追
ふ
女

し
あ
ら
じ
か
し
。
こ（

二
の
宮
カ
）

の
宮
と
、
源
中
納
言
の
妻め

と
は
、
早
う
こ
そ
」。
な
ど
の
た
ま
ふ
。

…
… 

（
蔵
開
中　

六
二
三
〜
六
二
四
頁
）

　

本
文
⑦
に
お
い
て
、
兼
雅
は
仲
忠
に
、
さ
ま
宮
ら
と
の
密
通
を
唆
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
仲
忠
は
そ
れ
に
応
じ
な
い
で
話
題
を
変
え
る
が
、
大
系
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
文

⑥
の
場
面
で
は
、
あ
た
か
も
こ
の
兼
雅
の
唆
し
を
意
識
し
た
よ
う
な
行
動
を
取
っ
て
い
る

と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
、
二
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
詞
章
は
、
忍
び
通
い
が
露

見
し
、
噂
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
様
子
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
併

せ
れ
ば
、
童
た
ち
が
仲
忠
に
「
名
取
川
」
を
歌
い
掛
け
る
「
蔵
開
上
」
巻
の
本
文
①
も
ま

た
、
仲
忠
と
さ
ま
宮
の
道
な
ら
ぬ
恋
を
ほ
の
め
か
す
場
面
と
な
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
本
文
①
で
は
、
涼
の
住
む
北
の
対
に
訪
れ
た
仲
忠
が
、
さ
ま
宮
に
挨
拶

を
伝
え
た
後
、
遣
水
の
傍
ら
を
通
り
過
ぎ
た
時
に
歌
唱
が
始
ま
る
。
四
節
で
論
じ
た
よ
う

に
、
こ
の
場
面
で
は
、
遣
水
が
名
取
川
に
、
仲
忠
が
名
取
川
を
頻
繁
に
渡
る
人
物
に
、
そ

れ
ぞ
れ
見
立
て
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
童
た
ち
の
「
名
取
川
」
の
歌

唱
は
、
そ
の
場
の
状
況
か
ら
、「
涼
不
在
の
西
の
対
に
、
た
び
た
び
仲
忠
が
忍
ん
で
渡
っ

て
来
て
い
る
よ
」
と
か
ら
か
っ
た
も
の
と
解
せ
、
仲
忠
の
忍
び
通
い
の
相
手
と
し
て
、
さ

ま
宮
が
匂
わ
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

無
論
、
物
語
に
お
い
て
、
仲
忠
と
さ
ま
宮
の
密
通
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
本
文
①

に
お
け
る
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
歌
唱
も
、
本
文
②
、
本
文
③
を
経
て
、
さ
ま
宮
で
は
な

く
、「
こ
れ
こ
そ
」
と
い
う
女
童
と
仲
忠
の
色
恋
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
ず
ら
さ
れ

て
語
ら
れ
て
い
く
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
「
こ
れ
こ
そ
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
仲
忠
は

涼
に
す
べ
て
明
か
し
て
お
り
、
先
述
の
よ
う
に
、
仲
忠
と
「
こ
れ
こ
そ
」
の
関
係
が
深
ま

る
こ
と
も
な
い
。

　

既
に
指
摘
も
あ
る
が（（（
（

、
仲
忠
は
、
兼
雅
の
よ
う
な
「
色
好
み
」
と
は
対
照
的
に
理
想
化

さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。「
蔵
開
中
」
巻
、「
蔵
開
下
」
巻
に
お
い
て
は
、

仲
忠
が
、
兼
雅
の
好
色
性
の
犠
牲
と
な
っ
て
い
た
妻
妾
た
ち
を
三
条
邸
に
迎
え
る
こ
と
を

企
図
し
、
実
行
す
る
様
子
が
語
ら
れ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
確

か
に
、
仲
忠
と
「
こ
れ
こ
そ
」
の
一
連
の
場
面
は
、
そ
の
よ
う
な
物
語
の
主
題
に
は
影
響

を
与
え
る
こ
と
の
な
い
挿
話
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
場
面
に
お
い
て
は
、

仲
忠
の
好
色
性
が
取
り
沙
汰
さ
れ
、
仲
忠
と
さ
ま
宮
の
道
な
ら
ぬ
恋
が
ほ
の
め
か
さ
れ
る

点
は
注
目
さ
れ
る
。
仲
忠
と
「
こ
れ
こ
そ
」
の
挿
話
は
、
本
筋
の
描
写
と
は
矛
盾
し
な
い

よ
う
に
整
合
性
を
持
た
せ
ら
れ
な
が
ら
も
、「
物
語
の
進
行
を
助
け
て
い
る（（（
（

」
と
い
う
だ

け
で
は
な
く
、
本
筋
に
は
み
え
な
い
人
物
の
隠
さ
れ
た
一
面
や
、
起
こ
り
う
る
展
開
の
可

能
性
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

六
、
結
び

　

本
稿
で
は
、「
蔵
開
」
三
巻
に
お
け
る
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て

論
じ
た
。「
蔵
開
上
」
巻
の
本
文
①
に
お
い
て
は
、
現
存
す
る
詞
章
と
は
完
全
に
は
一
致

し
な
い
も
の
の
、
童
た
ち
に
よ
っ
て
「
名
取
川
」
に
類
す
る
歌
謡
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
名
取
川
を
頻
繁
に
渡
る
人
物
と
し
て
、
仲
忠
が
重
ね
ら
れ
て
い

る
と
み
ら
れ
、
そ
の
好
色
性
が
囃
し
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仲
忠
は
、「
名

取
川
」
の
詞
章
を
用
い
、
は
ぐ
ら
か
す
よ
う
に
応
答
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
従
来
の
注
釈
に
お
い
て
は
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
が
、「
蔵
開
中
」
巻
、「
蔵

開
下
」
巻
に
み
ら
れ
る
仲
忠
と
「
こ
れ
こ
そ
」
の
一
連
の
場
面
は
、
本
文
①
と
の
繋
が
り

が
指
摘
で
き
、
そ
の
や
り
と
り
に
は
、
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
詞
章
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い

る
と
み
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。「
蔵
開
中
」
巻
の
本
文
②
、「
蔵
開
下
」
巻
の
本
文
③
、
本

文
④
、
本
文
⑤
に
お
い
て
は
、
本
文
①
の
仲
忠
の
応
答
に
対
し
、「
こ
れ
こ
そ
」
と
い
う

女
童
が
、「
名
取
川
」
の
詞
章
を
踏
ま
え
た
機
知
に
富
む
切
り
返
し
を
行
い
、
仲
忠
の
関

心
を
ひ
い
た
こ
と
に
関
す
る
話
題
が
語
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

　

仲
忠
と
「
こ
れ
こ
そ
」
の
関
係
の
深
ま
り
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
挿
話
は
、

直
接
物
語
の
主
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
場

面
の
中
で
、
た
び
た
び
仲
忠
の
好
色
性
や
、
仲
忠
と
さ
ま
宮
の
か
か
わ
り
が
描
か
れ
る
こ

と
は
注
目
さ
れ
る
。
本
文
①
の
風
俗
歌
「
名
取
川
」
は
、
仲
忠
が
涼
不
在
の
西
の
対
に
渡
っ

て
い
る
時
に
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
名
取
川
」
が
、
忍
び
通
い
の
噂
が
立
つ
こ
と
を

想
起
さ
せ
る
詞
章
を
持
つ
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
こ
の
歌
唱
は
、
仲
忠
と
さ
ま
宮
の
道

な
ら
ぬ
恋
を
ほ
の
め
か
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
は
、
本
筋
に
お

い
て
は
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
人
物
の
一
面
や
、
物
語
の
展
開
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
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る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

看
過
で
き
な
い
の
は
、
風
俗
歌
「
名
取
川
」
が
、「
内
侍
の
か
み
」
巻
で
用
い
ら
れ
て

い
る
風
俗
歌
「
大
鳥
」
と
同
様
、
恋
の
噂
に
つ
い
て
問
答
す
る
詞
章
を
持
ち
、
そ
の
要
素

が
物
語
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。「
大
鳥
」
は
、
現
存
す
る
詞
章
に
よ
っ

て
問
答
の
結
末
が
異
な
っ
て
お
り
、
噂
と
い
う
も
の
の
不
確
定
性
を
想
起
さ
せ
る
。
拙
稿（（（
（

で
論
じ
た
よ
う
に
、「
内
侍
の
か
み
」
巻
に
お
け
る
唱
和
に
お
い
て
は
、「
大
鳥
」
の
詞
章

を
踏
ま
え
た
表
現
に
よ
っ
て
、
兵
部
卿
の
宮
と
承
香
殿
の
女
御
の
関
係
を
め
ぐ
る
噂
が
あ

れ
こ
れ
と
取
り
沙
汰
さ
れ
、
話
題
が
兼
雅
と
仁
寿
殿
の
女
御
の
噂
に
ま
で
及
び
、
し
か
し
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
う
や
む
や
に
な
っ
て
い
く
様
子
が
描
き
出
さ
れ
て
い
く
。

　

対
し
て
、「
名
取
川
」
の
詞
章
は
、『
承
徳
本
古
謡
集
』
に
収
め
ら
れ
た
も
の
し
か
現
存

し
な
い
が
、
問
い
掛
け
の
詞
章
に
対
す
る
答
え
が
「
知
ら
ず
う
や
」
と
な
っ
て
お
り
、
や

は
り
明
確
な
回
答
が
示
さ
れ
な
い
歌
謡
で
あ
る
と
言
え
る
。「
蔵
開
」
三
巻
に
お
け
る
風

俗
歌
「
名
取
川
」
は
、
仲
忠
の
好
色
性
や
、
仲
忠
と
さ
ま
宮
の
密
通
の
可
能
性
と
い
っ
た

事
柄
を
、
あ
く
ま
で
「
そ
の
よ
う
な
噂
が
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
形
で
朧
化
し
な
が
ら
、

物
語
に
表
面
化
さ
せ
て
い
く
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
。

※
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
は
、
尊
経
閣
文
庫
蔵
前
田
家
本
の
影
印
（
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
蔵
紙

焼
き
写
真
本
を
参
照
）
に
拠
り
、
適
宜
漢
字
を
宛
て
、
濁
点
、
句
読
点
を
付
し
、
歴
史
的
仮
名
遣
い

に
改
め
た
。ま
た
明
ら
か
に
誤
脱
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、想
定
さ
れ
る
本
文
を
（ 

）

内
に
傍
記
し
た
。
参
考
と
し
て
、『
う
つ
ほ
物
語
の
総
合
研
究
1 

本
文
編 

上
・
下
』（
室
城
秀
之
ほ

か 

共
編　

勉
誠
出
版 

一
九
九
九
）
の
頁
数
を
記
し
た
。

※
風
俗
歌
の
詞
章
は
、「『
承
徳
本
古
謡
集
』
注
釈
（
前
編
）」（『
歌
謡 

研
究
と
資
料
』
六　

一
九
九
三
・

一
〇
）
に
拠
っ
た
。

※
和
歌
に
つ
い
て
は
、「
日
本
文
学W

EB

図
書
館
」（http://w

w
w.kotenlibrary.com

/

）「
和
歌
＆
俳

諧
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
内
の
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
り
、
適
宜
、
表
記
を
改
め
た
。
た
だ
し
、
私
家

集
歌
に
つ
い
て
は
、
同
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
内
の
『
私
家
集
大
成
』
に
拠
り
、
適
宜
、
表
記
を
改
め
た
。

な
お
、
引
用
元
の
底
本
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（『
千
穎
集
』﹇
穂
久
邇
文
庫
蔵
「
千
穎
集
」﹈、『
重

之
集
』﹇
西
本
願
寺
蔵
三
十
六
人
集
「
し
け
ゆ
き
」﹈）。
ま
た
、『
平
中
物
語
』
の
和
歌
は
、
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
12
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』（
清
水
好
子 

ほ
か 

校

注
・
訳　

小
学
館　

一
九
九
四
）
に
拠
っ
た
。

注（1
）　

拙
稿
「
平
安
中
期
に
お
け
る
風
俗
歌
「
大
鳥
」
の
受
容
│
『
う
つ
ほ
物
語
』「
内
侍
の
か
み
」

巻
の
唱
和
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
国
文
学
研
究
』
一
七
七　

二
〇
一
五
・
一
〇
）。

（
2
）　
『
承
徳
本
古
謡
集
』
所
収
の
当
該
の
風
俗
歌
に
、
曲
名
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
日
本
古
典
文

学
大
系
11
『
宇
津
保
物
語 

二
』（
河
野
多
麻 

校
注　

岩
波
書
店　

一
九
六
一
）
以
降
、『
う
つ
ほ

物
語
』
の
注
釈
で
は
当
該
歌
謡
に
「
名
取
川
」
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
便
宜
上
、
本
稿
に

お
い
て
も
、
こ
の
呼
称
を
用
い
る
。

（
3
）　

歌
謡
研
究
会
編
「『
承
徳
本
古
謡
集
』
注
釈
（
前
編
）」（『
歌
謡 

研
究
と
資
料
』
六　

一
九
九

三
）、
小
野
恭
靖
に
よ
る
「
名
取
川
」
の
項
。

（
4
）　

注（
3
）の
前
掲
注
釈
。

（
5
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
3
『
古
代
歌
謡
集
』（
土
橋
寛
・
小
西
甚
一 

校
注　

岩
波
書
店　

一
九
五

七
）。

（
6
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
11
『
宇
津
保
物
語 

二
』（
河
野
多
麻 

校
注　

岩
波
書
店　

一
九
六
一
）。

（
7
）　

校
注
古
典
叢
書
『
う
つ
ほ
物
語 

㈢
』（
野
口
元
大 

校
注　

明
治
書
院　

一
九
八
六
）。

（
8
）　
『
う
つ
ほ
物
語 

全 

改
訂
版
』（
室
城
秀
之 

校
注　

お
う
ふ
う　

二
〇
〇
一
）。

（
9
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
15
『
う
つ
ほ
物
語 

②
』（
中
野
幸
一 

校
注
・
訳　

小
学
館　

二
〇

〇
一
）。

（
10
）　

角
川
文
庫
『
宇
津
保
物
語 

中
巻
』（
原
田
芳
起 

校
注　

角
川
書
店　

一
九
六
九
）。

（
11
）　

室
城
秀
之
「
う
つ
ほ
物
語
の
後
半
の
会
話
文
」（『
う
つ
ほ
物
語
の
表
現
と
論
理
』
若
草
書

房 

一
九
九
六
）。

（
12
）　
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、「
鮎
つ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
巻
五
の
大
伴
家
持
の
「
遊w

松
浦
河q

」

で
、
松
浦
河
で
若
鮎
を
釣
る
乙
女
と
の
や
り
と
り
に
か
か
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ

る
の
は
、「
娘
等
更
報
歌
三
首
」
の
八
六
〇
番
歌
に
お
い
て
、
鮎
が
男
性
の
訪
れ
を
待
つ
、
溌
溂

と
し
た
若
い
女
性
の
姿
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　

蓬
客
等
更
贈
歌
三
首

ま
つ
ら
が
は　

か
は
の
せ
ひ
か
り　

あ
ゆ
つ
る
と　

た
た
せ
る
い
も
が　

も
の
す
そ
ぬ
れ
ぬ

ま
つ
ら
な
る　

た
ま
し
ま
が
は
に　

あ
ゆ
つ
る
と　

た
た
せ
る
こ
ら
が　

い
へ
ぢ
し
ら
ず
も

と
ほ
つ
ひ
と　

ま
つ
ら
の
か
は
に　

わ
か
ゆ
つ
る　

い
も
が
た
も
と
を　

わ
れ
こ
そ
ま
か
め

 

（『
万
葉
集
』
巻
第
五　

雑　

八
五
六
〜
八
五
八
）

　
　

娘
等
更
報
歌
三
首

わ
か
ゆ
つ
る　

ま
つ
ら
の
か
は
の　

か
は
な
み
の　

な
み
に
し
も
は
ば　

わ
れ
こ
ひ
め
や
も

は
る
さ
れ
ば　

わ
ぎ
へ
の
さ
と
の　

か
は
と
に
は　

あ
ゆ
こ
さ
ば
し
る　

き
み
ま
ち
が
て
に

ま
つ
ら
が
は　

な
な
せ
の
よ
ど
は　

よ
ど
む
と
も　

わ
れ
は
よ
ど
ま
ず　

き
み
を
し
ま
た
む

 

（『
万
葉
集
』
巻
第
五　

雑　

八
五
九
〜
八
六
一
）

　
　

後
人
追
和
之
歌
三
首
帥
老

ま
つ
ら
が
は　

か
は
の
せ
は
や
み　

く
れ
な
ゐ
の　

も
の
す
そ
ぬ
れ
て　

あ
ゆ
か
つ
る
ら
む

ひ
と
み
な
の　

み
ら
む
ま
つ
ら
の　

た
ま
し
ま
を　

み
ず
て
や
わ
れ
は　

こ
ひ
つ
つ
を
ら
む



『
う
つ
ほ
物
語
』「
蔵
開
」
巻
に
お
け
る
風
俗
歌
「
名
取
川
」

（43）610

ま
つ
ら
が
は　

た
ま
し
ま
の
う
ら
に　

わ
か
ゆ
つ
る　

い
も
ら
を
み
ら
む　

ひ
と
の
と
も
し
さ

 

（『
万
葉
集
』
巻
第
五　

雑　

八
六
二
〜
八
六
四
）

こ
の
よ
う
な
鮎
の
比
喩
が
、
本
文
①
の
「
名
取
川
に
鮎
つ
る
お
と
ど
の
」
と
い
う
童
た
ち
の
歌
唱

に
も
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、「
名
取
川
で
、
お
と
ど
（
仲
忠
）
が
鮎
（
女
性
）
を
手
に

入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
、
や
は
り
仲
忠
の
好
色
性
を
囃
し
立
て
る
内
容
と
し
て
捉
え
う

る
が
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。

（
13
）　

注（
11
）前
掲
論
文
に
お
い
て
も
、
同
様
の
訳
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館　
「
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジLib

」http://japanknow
ledge.

com

）
の
「
暮
れ
」、「
夕
さ
り
」
の
項
。
ま
た
、『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（「
日
本
文
学W

EB

図
書
館
」http://w

w
w.kotenlibrary.com

/　
「
辞
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
内
）
の
佐
々
木
孝
浩
に
よ

る
「
暮
れ
」
の
項
、
檜
垣
孝
に
よ
る
「
夕
さ
れ
ば
」
の
項
。

（
15
）　

校
注
古
典
叢
書
『
う
つ
ほ
物
語 
㈣
』（
野
口
元
大 

校
注　

明
治
書
院　

一
九
九
五
）。

（
16
）　

注（
11
）前
掲
論
文
。

（
17
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
は
、
延
宝
五
年
版
本
を
底
本
と
し
て
お
り
、「
内
侍
の
か
み
」
巻
や
「
沖

つ
白
波
」
巻
（
延
宝
五
年
版
本
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
初
秋
」
巻
、「
田
鶴
の
群
鳥
」
巻
）
に
み
え

る
涼
の
妻
の
呼
称
を
、「
今
こ
そ
」「
今
こ
そ
君
」「
今
宮
」
と
校
訂
し
て
、
頭
注
で
も
「
今
宮
」

と
呼
ん
で
い
る
。本
稿
で
は
、最
善
本
と
さ
れ
る
尊
経
閣
文
庫
蔵
前
田
家
本
の
表
記
（「
さ
ま
こ
そ
」

「
さ
ま
こ
そ
君
」「
さ
ま
宮
」）
に
従
い
、
涼
の
妻
を
「
さ
ま
宮
」
と
称
す
る
。

（
18
）　

た
と
え
ば
、
新
全
集
は
、
本
文
⑥
の
場
面
に
つ
い
て
、
頭
注
で
「
兼
雅
の
色
好
み
論
は
、
酒
に

酔
っ
た
戯
れ
言
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。
ま
め
人
仲
忠
を
主
人
公
と
し
た
た
め
、
色
好
み
の
要
素
は
、

笑
い
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
、
矮
小
化
さ
れ
る
」
と
読
み
取
り
、「
仲
忠
を
理
想
化
す
る
た
め
に
は
、

兼
雅
の
過
去
の
色
好
み
は
、
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
、
無
力
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ

て
い
る
。

（
19
）　

注（
11
）前
掲
論
文
。

（
20
）　

注（
1
）前
掲
論
文
。

・
本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
二
月
二
十
五
日
に
早
稲
田
大
学
に
よ
り
学
位
を
授
与
さ
れ
た
博
士
論
文
の
第

一
部
第
四
章
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
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The Fuzoku Song Natorigawa in the Three “Kurabiraki” Chapters 
of Utsuho Monogatari: On the Scenes between Nakatada and Korekoso

Kaoru YAMASAKI

　In the three “Kurabiraki” chapters of Utsuho Monogatari, there is several scenes from which the lyrics of the 
fuzoku song (a kind of ancient court songs which was popular in Heian period) Natorigawa are quoted. The pur-
pose of this paper is to interpret those as a series of story and clarify the relation between those and the meaning 
of the lyrics of the fuzoku song Natorigawa. The lyrics are dialogic, consist of the question (“How many shallows 
of the Natori River did you ford?”) and the answer (“I forded 7 or 8 shallows, but it’s very uncertain because I did 
at dark midnight”).
　In the first volume of the “Kurabiraki” chapters, children serving Suzushi sing the fuzoku song Natorigawa 
when Nakatada visits him. In this scene, they compare Nakatada to the person who forded the Natori River in the 
lyrics. It can be interpreted that they banter him about his lechery, because fording it implies getting a reputation 
as a philanderer. Nakatada is embarrassed, quotes the lyrics and says to children “E shira zu ya” (“I don’t know 
how many shallows of the Natori River I forded”). Then, in both the middle and last volume of the “Kurabiraki” 
chapters, it is told that Korekoso (a girl in those children who sing Natorigawa in the first volume of the “Kurabi-
raki” chapter) also quotes the lyrics and says to Nakatada “Kure ni”, “Yūsari ko” (“Come on before it gets dark, 
and you will know how many shallows you would ford”). It’s a witty riposte to Nakatada’s word “E shira zu ya”. 
Therefore, he is attracted by her, and sends her his waka poem from which the lyrics are quoted.
　On the scenes between Nakatada and Korekoso from which the lyrics of the fuzoku song Natorigawa are 
quoted, his lechery which isn’t told clearly in main stories is revealed.


