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『
謡
曲
秘
要
抄
』
の
紹
介
と
翻
刻

樹　
　

下　
　

文　
　

隆

　

こ
こ
に
紹
介
す
る
『
謡
曲
秘
要
抄
』（
架
蔵
）
は
、
縦
二
十
四
・
一
糎
、
横

十
七
・
一
糎
、雲
中
に
鶴
の
艶
出
し
文
様
を
施
し
た
紺
色
表
紙
の
右
肩
に
「
謡

曲
秘
要
抄
」
と
墨
書
し
た
題
簽
を
貼
り
、
冊
末
に
「
嘉
永
四
辛
亥
年
林
鐘
古

梅
軒
満
寿
／
再
写
之
」
と
の
書
写
識
語
が
あ
る
袋
綴
一
冊
の
謡
伝
書
で
あ
る
。

墨
付
三
十
一
丁
、
片
面
十
行
で
、
一
部
に
朱
の
書
込
が
あ
り
、
扉
（
遊
紙
）

と
冊
末
書
写
識
語
の
右
に
「
梅
若
／
蔵
書
」
の
方
朱
印
が
あ
る
。

　

書
写
者
の
「
古
梅
軒
満
寿
」
は
、
幕
末
の
観
世
座
地
謡
方
で
あ
っ
た
梅
若

孝
次
郎
満
寿
の
こ
と
で
、
そ
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
竹
本
幹
夫
氏
「
梅
若
徳

太
郎
家
の
伝
書
」（『
能
楽
タ
イ
ム
ズ
』
五
七
〇
号
、一
九
九
九
年
九
月
）
及
び
、

中
尾
薫
氏「
幕
末
の
地
謡
役
者
―
梅
若
満
寿
の
謡
書
付
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
演

劇
映
像
学
』
二
〇
〇
九　

第
四
集
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
に
詳
し
く
紹
介
さ

れ
て
い
る
。そ
れ
ら
に
拠
る
と
、早
稲
田
大
学
図
書
館
に『
梅
若
家
能
楽
資
料
』

と
し
て
一
括
さ
れ
た
三
百
点
余
り
の
資
料
群
の
大
半
が
満
寿
の
手
に
な
る
も

の
の
よ
う
で
、
本
書
も
、
筆
跡
は
他
の
満
寿
自
筆
本
と
等
し
く
、
ま
た
蔵
書

印
も
一
致
す
る
の
で
、
も
と
も
と
は
梅
若
家
の
蔵
書
で
、
た
ま
た
ま
市
場
に

出
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
二
〇
二
〇
年
六
月
刊
行

の
『
神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
十
四
号
に
翻
刻
紹
介

し
た
金
如
鉄
旧
蔵
『
謳
書
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
「
能
・
謡
・
囃
子
秘

伝
書
」
の
内
。
樹
下
文
隆
・
長
田
あ
か
ね
・
大
山
範
子
「
近
世
謡
伝
書
の
総

合
的
研
究
（
一
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
『
謳
書
』
の
解
題
と
翻
刻
」。
以
下
、

翻
刻『
謳
書
』と
称
す
。）と
、一
部
を
欠
く
も
の
の
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。『
謳

書
』
と
比
較
す
れ
ば
、
意
味
を
取
り
違
え
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
多
く
、
脱

落
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
謳
書
』
を
写
し
た
も

の
で
な
い
こ
と
は
用
字
や
誤
謬
箇
所
の
不
一
致
か
ら
明
ら
か
で
、
稀
に
『
謳

書
』
の
誤
謬
を
訂
正
し
う
る
箇
所
も
見
ら
れ
、『
謳
書
』
の
ご
と
き
体
裁
の

近
世
初
期
謡
伝
書
に
基
づ
く
写
本
の
一
つ
と
目
さ
れ
る
。『
謳
書
』
の
如
き

体
裁
の
謡
伝
書
が
江
戸
時
代
を
通
し
て
需
要
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と

し
て
、
崩
れ
た
形
の
伝
書
な
が
ら
、
こ
こ
に
翻
刻
し
て
お
き
た
い
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
第
二
丁
表
「
一
調
二
機
三
声
」
記
事
の
末
尾
に
記
さ
れ

た
「
右
是
、
道
入
記
置
也
」
の
「
道
入
」
に
「
人
ノ
名
カ
」
と
墨
書
書
き
込

み
の
あ
る
点
で
あ
る
。
す
で
に
満
寿
の
時
代
に
は
、
そ
れ
が
大
蔵
大
夫
道
入

を
差
す
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
く
は
、
こ
の

箇
所
は
『
節
章
句
秘
伝
之
抄
』
で
は
「
右
是
は
入
道
記
置
な
り
」
と
な
っ
て

お
り
、「
道
入
」
と
「
入
道
」
が
満
寿
の
見
た
伝
書
で
混
同
し
て
い
た
こ
と

を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
に
も
、
世
阿
弥
の
『
音
曲
声
出
口
伝
』

に
登
場
す
る
「
祝
言
」
と
対
に
な
る
用
語
「
ば
う
を
く
」
の
「
は
う
」
に
、
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満
寿
は
再
三
「
わ
う
か
」
と
朱
で
記
し
て
お
り
、
こ
れ
も
意
味
が
わ
か
ら
な

く
な
っ
て
い
て
、「
横
竪
」
の
「
横
」
に
取
り
違
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

翻
刻
に
際
し
て
は
、
対
照
の
利
便
を
考
慮
し
て
、
翻
刻
『
謳
書
』
と
同
様
、

お
お
む
ね
以
下
の
処
置
を
施
し
た
。

・ 

漢
字
と
仮
名
の
別
、
仮
名
遣
い
、
送
り
仮
名
は
底
本
通
り
と
し
、
漢
字
の

異
体
字
や
旧
字
体
は
通
行
の
字
体
、新
字
体
に
改
め
た
。
但
し
、「
哥
」「
躰
」

な
ど
若
干
の
異
体
字
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。
変
体
仮
名
は
現
行
の
平
仮

名
に
改
め
、
可
能
な
限
り
、
句
読
点
・
濁
点
を
施
し
た
。

・ 

朱
や
墨
に
よ
る
行
間
注
記
は
（　

）
内
に
そ
の
旨
を
記
し
た
。
ま
た
、
ご

く
一
部
の
略
字
に
つ
い
て
は
（　

）
内
に
正
字
を
記
し
た
。
な
お
、
送
り

仮
名
や
助
詞
が
朱
で
補
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
い
ち
い
ち
朱
で
あ
る
こ
と

を
断
ら
な
か
っ
た
。

・ 『
謳
書
』
に
あ
り
、本
書
に
な
い
記
事
に
つ
い
て
は
、※
印
を
付
し
て
［　

］

内
に
そ
の
旨
を
記
し
た
。

一
調
二
機
三
声
之
事

調
子
を
機
に
持
な
り
。
吹
物
の
調
子
を
ね
と
り
て
、
機
に
合
せ
す
ま
し
て
、

目
を
ふ
さ
ぎ
、
息
を
内
へ
引
て
、
扨
声
を
出
せ
ば
、
こ
は
さ
き
調
子
の
う
ち

よ
り
出
る
也
。
調
子
斗
ね
と
り
て
、
機
に
も
合
せ
ず
し
て
、
声
を
出
せ
ば
、

こ
は
さ
き
調
子
に
さ
う
な
く
な
り
て
、
調
子
を
ば
機
に
こ
め
て
、
扨
声
を
出

す
故
、
一
調
二
機
三
声
と
定
る
也
。
又
云
、
調
子
を
ば
機
に
持
、
声
を
ば
調

子
に
て
出
す
。
文
字
を
ば
唇
に
て
分
つ
べ
し
。
文
字
に
も
か
ゝ
は
ら
ぬ
ほ
ど

の
曲
を
ば
、
顔
の
ふ
り
や
う
に
て
あ
ひ
し
ら
ふ
べ
し
。

毛
詩
曰
、情
発
於
声
、声
成
文
、謂
之
音
。』（
１
オ
）  

※
［「
右
観
世
世
阿
弥
作
」

有
。］

又
曰
、
一
調
者
先
一
番
に
調
子
を
本
と
す
。
何
事
に
付
て
も
、
調
子
を
専
と

せ
り
。
殊
更
謡
に
は
第
一
調
子
の
ち
が
ひ
て
は
聞
れ
ざ
る
物
な
れ
ば
、
一
調

子
と
か
ゝ
れ
た
り
。
二
機
と
云
は
、
文
字
移
り
を
肝
要
と
云
こ
ゝ
ろ
也
。
さ

れ
ば
、
謡
を
ば
は
た
物
と
謡
ふ
也
。
は
た
物
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
は
、
た
て
よ
こ

ほ
そ
く
せ
い
し
て
織オ
ル

布ヌ
ノ

は
美ウ

ツ
クし
く
、
糸
ふ
と
け
れ
ば
織
布
う
つ
く
し
か
ら
ず
。

染
色
も
ま
た
う
つ
く
し
か
ら
ね
ば
、
い
か
に
も
〳
〵
糸
を
細ホ
ソ

く
し
て
織
た
る

は
染
色
も
う
つ
く
し
ゝ
。
さ
れ
ば
文
字
移
り
は
糸
也
。
染
た
る
紋
は
ふ
し
也
。

い
か
に
能
ふ
し
を
覚
て
も
、
文
字
移
り
荒
け
れ
ば
、
あ
ら
き
布
に
美
し
き
』

（
１
ウ
）
紋
を
染
る
が
ご
と
し
。
こ
ゝ
を
も
つ
て
二
機
と
は
書
れ
た
り
。
三
声

と
い
ふ
は
声
也
。
是
は
五
音
の
心
得
也
。
声
の
色
ち
が
へ
ば
、
一
円
に
其
謡

相
当
せ
ず
。
謡
が
孝
（
マ
ヽ
）（
教
）
る
物
也
。
祝
言
の
謡
な
ら
ば
祝
言
の
声
を
以
て

う
た
ふ
べ
し
。
幽
玄
な
ら
ば
幽
玄
の
声
を
出
す
べ
し
。
五
音
何
れ
も
同
事
也

共
、
謡
が
孝
（
マ
ヽ
）（

教
）
る
物
な
れ
ば
、
謡
の
文
字
に
あ
ひ
た
る
や
う
に
謡
ふ
べ

し
。〈
右
是
、
道
入
記
置
也
〉（「
道
入
」
に
「
人
ノ
名
カ
」
と
傍
記
）

一 

、
声
あ
や
を
な
す
と
い
ふ
事
有
。
是
も
声
を
分
つ
こ
ゝ
ろ
也
。
あ
や
の
紋

と
い
ふ
も
の
也
。
お
な
じ
色
に
て
紋
を
付
る
物
也
。
其
如
く
、
謡
は
い
づ

れ
も
同
じ
様
也
と
謡
ふ
な
れ
ど
も
、
色
々
の
曲
又
節
』（
２
オ
）
を
お
も
し

ろ
く
云
が
則
紋
也
。
猶
口
伝
在
之

一 

、
三
曲
と
い
ふ
事
は
、
曲
を
三
ツ
に
定
る
事
也
。
何
と
て
三
ツ
に
定
る
な
れ

ば
、
天
地
人
の
三
才
也
。
上
中
下
、
此
三
ツ
よ
り
外
は
な
き
物
也
。
故
に
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五
音
三
曲
と
名
付
る
也
。
三
曲
の
口
伝
は
、
一
大
事
の
義
な
れ
ば
、
書
記

し
が
た
し
。
是
は
口
伝
に
可
申
間
、
書
付
不
申
也
。

一 
、
横
竪
の
二
字
の
事
。
是
も
大
事
の
こ
と
な
れ
ば
書
付
不
申
。
口
伝
を
御

忘
間
敷
候
。
此
横
竪
は
、
五
音
の
謡
に
何
も
は
づ
る
ゝ
事
有
べ
か
ら
ず
。

横
竪
の
二
字
斗
に
て
謡
ふ
物
に
て
候
。
横
竪
を
知
ら
ざ
ら
ん
謡
ひ
手
は
、

謡
に
て
は
有
べ
か
ら
ず
。
能
々
常
に
此
二
字
を
御
心
懸
候
て
、
御
謡
ひ
有

べ
く
候
。
右
、
道
入
如
斯
記
置
と
』（
２
ウ
）
い
へ
ど
も
、
横
竪
の
心
持
あ

ら
〳
〵
し
る
し
申
候
。か
様
に
し
て
必
秘
事
う
し
な
ひ
申
物
に
て
候
。努
々

他
見
有
べ
か
ら
ず
候
。

　

 

横
竪
の
二
字
、
た
と
へ
ば
竪
横
也
。
き
ぬ
な
ど
織
る
竪
横
と
心
得
べ
し
。

ふ
と
く
ほ
そ
く
取
ま
ぜ
候
。
此
謡
ひ
様
、
横
の
声
は
横
也
。
声
を
ふ
と
く

つ
よ
く
出
し
て
、
竪
の
声
を
ば
声
を
か
ゝ
え
、
ほ
そ
く
出
し
て
、
息
を
も

よ
わ
く
謡
ふ
也
。
如
斯
い
た
し
候
へ
ば
、
声
を
も
息
を
も
抱
ゆ
る
に
よ
り
、

謡
ふ
に
声
を
や
す
め
候
。
五
音
の
謳ウ
タ
ヒと

も
に
、
此
二
字
を
肝
要
と
心
得
ら

る
べ
し
。
凡
五
音
と
い
ふ
事
は
、
鹿
園
院
殿
、
世
阿
弥
に
謡
と
云
物
に
も

秘
事
の
有
か
と
御
尋
の
処
に
、中
々
御
座
候
と
申
上
る
。
然
ら
ば
其
』（
３

オ
）
謡
ひ
様
を
書
付
て
差
上
可
申
よ
し
被
仰
出
候
時
、
五
音
を
作
し
け
る

と
承
及
候
也
。

一 

、
謡
を
五
ツ
に
分
し
事
は
、
五
字
、
五

、
旺
相
死
同
老
（
朱
で
「
満
寿

考
曰
、
王
相
死
困
老
黒
煙
ノ
六
之
内
之
五
歟
、
八
門
頓
甲
ニ
ア
リ
」
と
注

記
）、
青
黄
赤
白
黒
、
池
水
火
風
空
、
何
れ
も
五
ツ
に
分
て
り
。
謡
も
其

如
く
と
て
五
音
と
付
た
り
。
さ
れ
ば
、
如
斯
五
音
と
云
事
を
、
世
上
に
人

不
知
。
其
子
細
は
、
謡
を
五
ツ
に
分
ち
た
る
と
斗
心
得
て
、
声
を
分
つ
と

云
事
を
知
ら
ず
。
是
は
常
に
謡
ひ
分
て
、
功
者
に
能
々
聞
せ
て
な
ほ
す
べ

し
。
吾
と
は
更
に
知
ら
れ
ざ
る
物
に
て
候
。
さ
れ
ば
書
物
に
も
、
一
調
二

機
三
声
と
か
ゝ
れ
た
り
。』（
３
ウ
）

一 

、
祝
言
の
謡
ひ
様
の
事
。
是
は
春
の
始
の
御
悦
と
云
が
ご
と
し
。
更
に
別

な
る
義
有
べ
か
ら
ず
。
字
性
た
ゞ
し
く
、
心
の
内
に
祝
言
の
心
を
含
て
、

す
る
〳
〵
と
曲
が
ま
し
き
事
な
き
様
に
、
直
に
謡
ふ
べ
し
。
声
も
祝
言
の

こ
ゑ
た
る
べ
く
候
。

　

祝
言
の
引
哥

  　

万
代
を
松
に
ぞ
君
を
祝
ひ
つ
る
千
と
せ
の
陰
に
す
ま
ん
と
お
も
へ
ば

   

そ
れ
久
堅
の
神
代
よ
り　

天
地
開
け
し
国
の
起
り　

天
の
二
鉾
の
直
な
る

や　

名
も
二
は
し
ら
の
神
こ
ゝ
に　

八
島
の
国
を
つ
く
り
お
き　

す
べ
ら

世
な
れ
や
大
君
の　

御
影
の
ど
け
き
』（
４
オ
）
時
と
か
や　
　

あ
を
に
よ

し　

な
ら
の
葉
守
の
神
心　

〳
　〵

す
ゑ
く
ら
か
ら
ぬ
都
路
の　

す
ぐ
な

る
べ
き
か
菅
原
や　

伏
見
の
里
の
宮
作
り　

大
内
山
の
陰
た
か
き　

雲
の

上
な
る
玉
殿
の　

月
も
光
り
や
み
が
く
ら
ん　

〳
〵
（
伏
見
・
金
札
）

一
、
幽
玄

　

 

右
、
此
意
得
は
、
謡
を
な
が
び
か
し
て
謡
ふ
に
は
あ
ら
ず
。
此
謡
は
、
い

か
に
も
〳
〵
心
の
内
に
幽
玄
を
思
ひ
含
て
謡
ひ
、
た
ゞ
祝
言
の
様
に
や
は

ら
か
な
る
べ
し
。
花
山
に
入
て
日
を
送
り
し
が
ご
と
し
と
か
ゝ
れ
た
り
。

此
謡
の
心
持
は
、
ち
と
耳
ど
ほ
に
思
召
候
は
ん
づ
れ
共
、
此
道
長
く
候
て

心
の
修
行
候
へ
ば
、
此
位
を
』（
４
ウ
）
覚
る
也
。
能
々
常
に
御
心
懸
肝
要

に
候
。

　

幽
玄
の
引
哥
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又
や
見
む
か
た
野
の
み
の
ゝ
桜
狩
は
な
の
雪
ち
る
春
の
あ
け
ぼ
の

　
 

さ
な
き
だ
に
物
の
さ
び
し
き
秋
の
夜
の　

人
目
ま
れ
な
る
古
寺
の　

庭
の

松
風
ふ
け
す
ぎ
て　

月
も
か
た
ぶ
く
軒
端
の
草　

わ
す
れ
て
過
し
い
に
し

へ
を　

し
の
ぶ
顔
に
て
い
つ
ま
で
か　

待
事
な
く
て
な
が
ら
へ
む　

実
何

事
も
思
ひ
出
の　

人
に
は
残
る
世
中
か
な　
　

唯
い
つ
と
な
く
一
筋
に

　

頼
む
仏
の
御
手
の
糸　

道
び
き
給
へ
法
の
声　
　

迷
ひ
を
も　

照
さ

せ
た
ま
ふ
御
誓
ひ
』（
５
オ
）　

〳
　〵

実
も
と
見
え
て
在
明
の　

ゆ
く
へ

は
西
の
山
な
れ
ど　

眺
望
は
四
方
の
秋
の
空　

松
の
声
の
み
聞
ゆ
れ
共　

あ
ら
し
は
い
づ
く
共　

定
め
な
き
世
の
夢
心　

何
の
音
に
か
さ
め
て
ま

し　

〳
〵
（
井
筒
）

一
、
恋
慕

　

 

右
、
此
心
得
は
大
事
也
。
ふ
か
く
思
ひ
入
候
は
ね
ば
、
恋
慕
の
声
に
成
候

は
ず
。
思
ひ
入
す
ご
し
候
へ
ば
、
又
無
常
に
成
て
き
か
れ
ず
候
。
さ
れ
ば
、

連
歌
な
ど
に
も
恋
の
句
は
し
よ
き
物
の
、
ま
た
一
大
事
な
る
物
と
承
及
候
。

其
如
く
、
此
曲
は
謡
ひ
よ
き
物
の
、
謡
は
れ
ぬ
物
と
申
候
。
能
々
分
別
し

て
、
常
に
御
心
懸
候
は
』（
５
ウ
）
で
は
成
間
敷
候
。

　

恋
慕
の
引
哥

　
　

忍
ぶ
れ
ど
色
に
出
に
け
り
我
恋
は
物
や
お
も
ふ
と
人
の
と
ふ
ま
で

※ 

［「
夕
の
嵐
～
つ
ま
な
ら
ん
」
有
。］
さ
び
し
き
夜
は
の
鐘
の
音　

鷄
籠
の

山
に
響
き
つ
　ゝ

明
な
む
と
し
て
別
れ
を
も
よ
ふ
し　

せ
め
て
閨
も
る
月

だ
に
も　

し
ば
し
枕
に
残
ら
ず
し
て　

又
ひ
と
り
寝
に
な
り
ぬ
る
ぞ
や　

翠
帳
紅
閨
に　

枕
な
ら
ぶ
る
床
の
上　

馴
し
ふ
す
ま
の
夜
す
が
ら
も
同
穴

の
あ
と
夢
も
な
し　

よ
し
そ
れ
も
同
じ
世
の　

命
の
み
を
さ
り
と
も
と　

い
つ
ま
で
草
の
露
』（
６
オ
）
の
ま
も　

比
翼
連
理
の
か
た
ら
ひ　

其
驪
山

宮
の
さ
ゝ
め
ご
と
も　

誰
か
き
ゝ
つ
た
へ
て　

今
の
世
ま
で
も
ら
す
ら
む

さ
る
に
て
も
我
つ
ま
の　

秋
よ
り
さ
き
に
か
な
ら
ず
と　

夕
の
数
は
重
な

れ
ど　

あ
だ
し
言
葉
の
人
心　

頼
め
て
こ
ぬ
夜
は
つ
も
れ
共　

檻
（
マ
ヽ
）干

に
立

つ
く
し
て　

そ
な
た
の
空
よ
と
詠
れ
ば　

夕
暮
の
秋
風　

あ
ら
し
山
お
ろ

し
野
分
も　

あ
の
松
を
こ
そ
は
お
と
づ
る
れ　

我
ま
つ
人
よ
り
の　

音
信

を
い
つ
き
か
ま
し　
　

せ
め
て
も
の　

か
た
み
の
扇
手
に
ふ
れ
て　

風
の

た
よ
り
と
お
も
へ
共　

夏
も
は
や
す
ぎ
の
窓
の　

秋
風
ひ
や
ゝ
か
に
吹
お

ち
て　

団
雪
の
扇
も
雪
な
れ
ば　

名
を
き
く
も
す
さ
ま
じ
く
て　

秋
風
恨

あ
り　

よ
し
や
』（
６
ウ
）
お
も
へ
ば
是
も
実　

あ
ふ
は
別
れ
な
る
べ
し　

其
報
ひ
な
れ
ば
今
さ
ら　

世
を
も
人
を
も
恨
む
ま
じ　

た
ゞ
お
も
は
れ
ぬ

身
の
程
を　

思
ひ
つ
ゞ
け
て
独
居
の　

班
女
が
閨
ぞ
さ
び
し
き
（
班
女
）

一
、
哀
傷

　

 

右
、
此
曲
一
大
事
也
。
呂
律
口
伝
あ
り
。
謡
よ
り
謡
の
出
た
る
事
、
一
の

秘
事
也
。
大
方
の
心
得
に
て
は
成
が
た
し
。
此
曲
は
春
夏
の
面
白
き
事
共

を
栄
じ
は
て
ゝ
、
茅
屋
に
む
し
の
こ
ゑ
幽
か
な
る
が
ご
と
し
。
さ
れ
共
、

是
は
哀
傷
を
思
ひ
過
し
候
へ
ば
、
謡
よ
わ
く
成
て
き
か
れ
ず
。
譬
へ
ば
枯

野
に
霜
の
芦
を
見
る
が
如
し
。
謡
は
し
を
れ
ず
し
て
、
心
の
内
に
は
哀
傷

を
お
も
ひ
含
み
』（
７
オ
）
た
る
を
、
哀
傷
の
謡
の
本
と
す
。
此
心
得
を
も

知
ず
し
て
、
人
毎
に
あ
は
れ
が
ら
せ
て
謡
ふ
こ
と
、
此
曲
の
本
味
を
し
ら

ざ
る
也
。
口
伝
条
々
在
之
。

　

哀
傷
の
引
哥

　
　

浅
茅
生
や
袖
に
朽
に
し
秋
の
霜
わ
す
れ
ぬ
夢
を
と
ふ
あ
ら
し
か
な
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残
り
て
も　

か
ひ
あ
る
べ
き
は
む
な
し
く
て　

〳
　〵

あ
る
は
か
ひ
な
き

は
ゝ
き
ゞ
の　

見
え
つ
か
く
れ
つ
面
影
の　

定
め
な
き
世
の
な
ら
ひ　

人

間
う
れ
ひ
の
花
ざ
か
り　

無
常
の
嵐
音
そ
ひ　

生
死
長
夜
の
月
の
影　

不

定
の
雲
お
ほ
へ
り　

実
目
の
前
』（
７
ウ
）
の
う
き
世
か
な　

〳
〵
（
隅
田

川
）

一
、
闌
曲

　

 

右
、
此
曲
は
位
た
け
た
る
曲
な
れ
ば
、
謡
も
至
ら
ず
し
て
は
き
か
れ
ず
。

但
此
曲
は
前
の
四
音
を
能
謡
ひ
覚
候
へ
ば
、
又
此
曲
も
心
得
ゆ
く
也
。
前

の
謡
の
習
ひ
の
ご
と
く
し
候
て
謡
ひ
く
だ
し
候
へ
ば
、
此
曲
も
前
の
四
音

の
ゆ
う
を
も
つ
て
謡
ひ
候
也
。
譬
へ
ば
、
庭
の
松
を
見
事
に
面
白
く
か
さ

を
ゆ
ひ
枝
を
ふ
る
ま
は
せ
候
へ
ば
、
人
こ
と
に
面
白
し
と
見
候
。
但
能
々

見
候
へ
ば
作
物
な
れ
ば
、
更
に
面
白
く
も
な
き
物
也
。
た
ゞ
自
然
に
年
ふ

り
て
こ
び
た
る
松
の
枝
を
面
白
く
振
廻
し
候
が
面
白
く
候
。
た
ゞ
作
物
に

候
て
は
更
に
聞
れ
ず
、』（
８
オ
）
謡
の
位
ゆ
き
候
へ
ば
、
お
の
づ
か
ら
年

ふ
り
た
る
松
の
ご
と
く
有
べ
く
候
。
能
々
心
懸
肝
要
也
。

　

闌
曲
引
哥

　
　

い
つ
し
か
と
神
さ
び
に
け
り
か
ぐ
山
の
む
杉
が
も
と
に
苔
の
む
す
ま
で

　

 

そ
れ
哥
は
天
地
開
け
し
始
よ
り　

陰
陽
の
二
神
あ
ま
の
ち
ま
た
に
行
あ
ひ

の　

さ
よ
の
手
枕
む
す
び
定
め
し　

よ
を
ま
な
び
国
を
治
め
て　

今
も
道

あ
る
妙
文
た
り　
　

う
ら
と
は
せ
給
へ
や　

哥
占
と
は
せ
給
へ
や　
　

神

風
や　

伊
勢
の
浜
荻
名
を
か
へ
て　

〳
　〵

よ
し
と
い
ふ
も
あ
し
と
い
ふ

も　

お
な
じ
草
な
り
と
聞
も
の
を　

』（
８
ウ
）
所
は
伊
勢
の
神
子
な
り
と

難
波
の
事
も
問
給
へ　

人
心　

ひ
け
ば
ひ
か
る
ゝ
梓
弓　

い
せ
や
日
向
の

こ
と
も
問
給
へ　

ひ
う
か
の
事
も
と
ひ
給
へ
（
歌
占
）

　

 

闌
曲
は
、
恋
慕
の
謡
に
ま
じ
り
て
苦
し
か
ら
ず
候
。
是
は
子
細
あ
り
。
口

伝
に
申
候
歟
。
さ
の
み
の
謡
に
努
々
有
べ
か
ら
ず
。
但
、
祝
言
の
謡
の
中

に
闌
曲
に
う
た
ふ
謡
あ
り
。
是
又
第
一
の
秘
事
。

一 

、
此
五
音
の
外
に
、
か
ん
曲
と
云
曲
あ
り
。
五
音
と
定
め
て
又
余
の
事
は

有
間
布シ
キ

か
な
れ
ど
も
、
是
は
哥
の
六
義
也
。
右
此
曲
味
は
、
心
に
閑
な
る

心
持
を
思
ひ
含
て
、
謡
を
も
い
か
に
も
閑
に
謡
ふ
也
。
曲
が
ま
し
く
候

へ
ば
謡
ふ
べ
か
ら
ず
候
。
さ
れ
ど
も
、
此
曲
は
』（
９
オ
）
五
の
謡
を
よ

く
〳
〵
心
得
候
へ
ば
、
必
此
曲
も
こ
び
て
面
白
く
な
る
也
。
此
外
に
謡
の

上
に
別
の
秘
事
有
べ
か
ら
ず
。
私
存
候
分
は
残
さ
ず
書
記
し
進
上
之
。
此

書
物
返
々
斟シ
ン
シ
ヤ
ク酌な

が
ら
、
長
々
在
奈
良
さ
せ
ら
れ
候
て
、
御
稽
古
候
御
心

指
切
に
候
へ
ば
不
浅
伝
候
所
也

　
　
　

天
文
廿
年
霜
月
廿
一
日　
　
矢
満
彙 

道
入 

在
判

　

毛
詩
曰
、
情
発
於
声
、
声
成
文
、
謂
之
音
。

一 

、
音
曲
の
習
ひ
様
、
二
色
に
有
べ
し
。
謡
の
本
を
書
人
の
、
曲
を
心
得
て
、

文
字
移
り
を
美
し
く
つ
く
る
べ
き
事
、
一
。
又
謡
ふ
人
』（
９
ウ
）
の
、
ふ

し
を
付
て
、文
字
を
わ
か
つ
べ
き
ほ
ど
、一
な
り
。
文
字
に
よ
り
て
、か
ゝ

り
は
に
成
て
、五
音
た
ゞ
し
く
、句
移
り
・
文
字
く
さ
り
、す
べ
や
か
に
き
ゝ

能
て
、
な
び
〳
〵
と
あ
る
様
に
ふ
し
を
ば
付
る
也
。
扨
謡
を
ば
、
其
曲
を

能
心
得
分
て
謡
へ
ば
、
曲
の
付
様
、
謡
ひ
様
、
相
応
す
る
所
ニ
面
白
き
か

ん
有
べ
し
。
し
か
れ
ば
、
ふ
し
の
付
様
を
以
て
謡
の
羽
風
と
す
。
文
字
移

り
う
つ
し
て
、
す
み
に
ご
り
の
曲
似
相
た
る
、
か
ゝ
り
に
は
な
る
也
。
ふ
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し
は
行
、
文
字
移
・
曲
は
真
也
。
凡
、
息
も
機
も
同
物
、
ふ
し
・
曲
と
云

も
同
じ
文
字
な
れ
ど
も
、
謡
ふ
時
に
習
様
別
也
。
稽
古
云
、
声
を
忘
れ
て 

曲
を
知
れ
、
調
子
を
忘
れ
て
拍
子
を
し
れ
と
い
へ
り
。
又
音
曲
を
習
条
々
、

先
』（
10
オ
）
文
字
を
覚
る
事
、
其
後
ふ
し
を
き
は
む
る
事
、
其
後
曲
を

色
取
事
、
其
後
声
の
位
を
し
る
事
、
其
後
ね
を
持
事
。
拍
子
は
初
中
後
へ

渡
る
べ
し
。

一 

、
曲
に
な
ま
る
事
。
節
な
ま
り
は
不
苦
、
文
字
な
ま
り
は
わ
ろ
し
。
文
字

な
ま
り
と
申
は
、
一
切
の
文
字
、
性
が
違
へ
ば
な
ま
る
也
。
節
な
ま
り
と

は
、て
に
は
の
字
の
性
は
※
［「
い
ひ
な
が
す
詞
の
吟
の
な
び
き
に
よ
り
て
、

性
は
」
有
。］
違
へ
ど
も
、
節
だ
に
よ
け
れ
ば
不
苦
候
。
能
々
心
得
分
て

口
伝
す
べ
し
。
手
尓
葉
の
文
字
の
事
、
て
・
に
・
の
・
せ
・
え
・
て
・
も
・
し
、

か
様
の
ほ
く
り
が
な
の
性
は
違
へ
ど
も
、
か
ゝ
り
よ
け
れ
ば
不
苦
。
節
と

申
は
、
大
略
て
に
を
は
の
文
字
の
声
也
。
※
［「
惣
而
音
曲
を
ば
い
ろ
は

よ
み
に
は
う
た
は
ぬ
な
り
」
有
。］
か
な
の
う
ち
を
ひ
ろ
ひ
て
、つ
め
ひ
ら
』

（
10
ウ
）
き
を
、
て
に
を
は
の
字
に
て
色
ど
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　

平　

上　

去　

入　

四
声

　
　
　
　
　
　
　
　

五　

音　

合　

習　

有

一 

、
声
を
つ
か
ふ
事
、
声
の
む
き
た
る
時
を
う
し
な
は
じ
と
つ
か
ふ
べ
し
。

声
の
薬
共
も
、
つ
か
ひ
た
る
後
に
呑
べ
し
。
声
の
能
な
る
相
な
り
。
声
を

つ
か
ふ
事
、
其
声
の
様
に
よ
る
べ
し
。
声
に
つ
か
は
れ
て
よ
き
も
あ
り
、

声
を
つ
か
ひ
て
よ
き
も
あ
る
也
。
横
竪
共
に
あ
る
声
を
相
音
と
申
也
。
宵

暁
の
事
。
宵
に
は
物
数
を
つ
か
ひ
て
、暁
ち
と
す
く
な
く
つ
か
ふ
』（
11
オ
）

べ
し
。
殊
更
、
わ
う
の
声
な
ど
を
ば
、
暁
に
は
声
に
つ
か
は
れ
て
、
声
を

い
た
は
り
て
、
を
さ
め
声
を
本
に
つ
か
ふ
べ
し
。
返
々
、
声
の
む
き
た
る

時
を
う
し
な
は
じ
と
嗜
む
べ
し
。

一 

、
音
曲
に
祝
言
は
う
お
く
（
朱
で
「
わ
う
お
く
歟
」
と
傍
記
）
の
声
の
わ

け
を
し
る
事
。
是
は
呂
律
の
二
よ
り
出
た
り
。
呂
と
云
は
悦
ぶ
声
、
出
る

息
の
声
也
。
律
と
云
は
か
な
し
む
声
、
入
息
と
云
也
。
先
、
根
本
を
心
得

べ
き
様
、
如
此
。
祝
言
の
声
は
、
機
を
躰
に
し
て
、
機
に
声
を
付
て
出
す

事
也
。（
貼
紙
し
て
「
花
ニ
曰
是
つ
よ
き
言
声
也
。
是
は
呂
ノ
し
や
う
ね

也
。
つ
よ
き
声
は
い
き
を
い
た
す
儀
に
あ
た
る
べ
し
」
と
朱
書
）
是
音
声

也
。
律
（
朱
で
「
呂
」
と
訂
正
）
の
声
し
や
う
ね
也
。
機
を
入
て
つ
よ
き

声
は
、
息
を
出
す
機
に
あ
た
る
也
。
是
、
呂
の
声
也
。
悦
声
也
。
然
ば
祝

言
也
。
は
う
お
く
（「
は
う
」
に
朱
で
「
わ
う
な
る
べ
し
」
と
傍
記
）
の

声
と
云
は
、
声
を
躰
に
』（
11
ウ
）
し
て
、
機
を
ゆ
る
く
も
つ
。
是
や
す

ら
か
に
よ
わ
き
心
也
。
機
を
ゆ
る
く
も
つ
は
、
入
息
の
こ
ゝ
ろ
也
。
是
律

の
機
也
。
あ
は
れ
な
る
し
や
う
ね
也
。
然
ば
は
う
お
く
（「
は
う
」
に
朱

で
「
わ
う
な
る
べ
し
」
と
傍
記
）
と
名
付
。
去
程
に
、
祝
言
の
声
に
は
機

は
る
故
に
、
調
子
の
は
る
く
せ
有
。
茅
屋
（「
茅
」
に
朱
で
「
億
な
る
べ

し
」
と
傍
記
）
は
機
を
ゆ
る
く
も
つ
ゆ
ゑ
に
、
調
子
の
さ
が
る
く
せ
有
と

心
得
べ
し
。（「
茅バ
ウ

屋オ
ク

」
と
頭
書
。「
茅
」
の
左
に
「
ア
シ
／
チ
カ
ヤ
」、「
屋
」

の
左
に「
イ
ヘ
／
ト
ヾ
マ
ル
」と
朱
書
。「
オ
ト
ロ
ヘ
淋
し
き
心
」と
朱
書
。）

一 

、
音
曲
に
曲
舞
た
ゞ
音
曲
と
の
分
め
を
知
る
事
。
曲
舞
と
申
は
、
一
だ
う

よ
り
出
た
る
故
に
、
只
音
曲
と
は
黒
白
の
か
は
り
め
有
。
し
か
れ
ば
、
又

文
字
に
も
曲
に
舞
を
添
た
り
。
惣
名
曲
舞
と
云
に
、
曲
舞
と
書
た
る
を
以
、
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各
別
有
と
は
し
る
べ
し
。
此
け
ぢ
め
と
云
は
、
曲
舞
は
拍
子
が
躰
を
持
也
。

只
謡
は
声
が
躰
を
も
つ
て
、』（
12
オ
）拍
子
を
ば
曲
に
添
た
り
。
し
か
れ
ば
、

曲
舞
は
拍
子
が
躰
を
持
故
に
、
曲
舞
と
云
文
字
を
曲
に
添
た
り
。
去
程
に

曲
舞
と
い
へ
り
。
立
て
謡
ふ
懸
り
也
。
ふ
う
た
い
（
朱
で
「
風
躰
歟
」
と

傍
記
）
よ
り
出
る
音
声
也
。
然
ば
、
各
別
の
事
に
て
、
曲
舞
は
く
せ
ま
ひ

の
だ
う
に
て
、
あ
ま
ね
く
謡
ふ
事
は
な
か
り
し
を
、
近
代
曲
舞
を
や
わ
ら

げ
て
、
き
く
ふ
し
を
ま
じ
へ
て
謡
へ
ば
、
言
葉
こ
と
に
面
白
き
也
。
面
白

く
聞
ゆ
る
故
に
、
当
時
は
殊
更
曲
舞
の
か
ゝ
り
、
第
一
翫
と
な
れ
り
。
是

は
、
亡
父
猿
楽
の
わ
ざ
に
曲
舞
を
謡
ひ
出
し
た
り
。
去
に
よ
つ
て
、
此
曲

普
く
賞
し
也
。
白
髭
の
曲
舞
の
曲
、
最
初
也
。
去
程
に
、
曲
舞
懸
り
の
曲

を
ば
大
和
音
曲
と
申
た
り
。
か
ゝ
る
程
に
、
曲
舞
の
節
の
こ
は
さ
』（
12

ウ
）
き
を
や
は
ら
げ
て
、
小
謡
の
節
に
成
行
処
に
、
曲
の
道
少
づ
ゝ
違
ふ

所
を
人
知
ず
。
曲
舞
に
も
小
謡
曲
ま
じ
り
、謡
に
も
曲
舞
の
懸
り
有
。
然
共
、

面
白
き
事
是
肝
要
な
れ
ば
、
ひ
が
こ
と
ゝ
は
申
さ
ぬ
也
。
た
ゞ
、
此
分
め

を
し
ら
ざ
れ
ば
、
道
を
と
は
る
べ
き
導
師
は
絶
た
る
な
る
べ
き
事
、
本
意

を
背
也
。
抑
、
曲
舞
と
只
音
曲
の
か
は
り
と
云
は
、
曲
舞
は
拍
子
を
躰
と

謡
ふ
曲
な
れ
ば
、
文
字
を
拍
子
が
持
に
よ
り
て
、
文
字
も
句
移
り
も
か
ろ

く
、
又
拍
子
に
ひ
か
る
ゝ
に
よ
り
て
、
所
々
な
ま
る
性
有
。
な
ま
れ
共
、

一
通
り
に
聞
え
て
お
も
し
ろ
き
ふ
し
あ
り
。
拍
子
の
面
白
き
し
や
う
ね
ま

じ
る
に
よ
り
て
、
少
な
ま
る
所
も
一
躰
の
か
ゝ
り
に
聞
ゆ
る
也
。』（
13
オ
）

是
を
曲
舞
懸
り
の
不
審
と
す
。
只
謡
と
申
は
、
拍
子
に
て
か
ざ
る
事
も
な

く
、
只
有
の
ま
ゝ
に
謡
ふ
故
に
、
文
字
の
性
ま
ぎ
れ
ず
。
音
曲
の
髄
の
あ

ら
は
れ
、
さ
し
ご
と
は
只
詞
よ
り
し
て
、
一
句
一
曲
に
至
る
迄
、
身
（
朱

で
「
耳
歟
」
と
傍
記
）
を
す
ま
し
心
を
し
づ
め
て
、
謡
ふ
人
も
聞
人
も
、

同
心
一
曲
の
感
に
応
ず
る
。
則
是
し
き
か
ん
あ
り
。

　
　

毛
詩
云
、
正
得
告
動
天
地
、
感
鬼
神
謂
之
感
。

　

 

か
く
い
へ
る
も
、
此
感
有
故
に
あ
ら
は
す
と
い
ふ
。
身
心
お
ど
ろ
か
す
か

ん
を
、
天
地
を
う
ご
か
す
と
云
。
形
を
や
は
ら
ぐ
る
処
を
、
鬼
神
を
感
ぜ

し
む
る
と
い
へ
り
。
然
者
、
真
の
正
風
を
あ
ら
は
す
故
に
、
文
字
も
句
移

も
性
な
り
。
其
中
に
上
手
の
わ
ざ
と
云
は
此
性
を
色
』（
13
ウ
）
ど
る
也
。

性
は
無
文
也
。
然
ど
も
上
手
と
申
は
此
無
文
の
躰
よ
り
む
だ
う
の
も
ん
お

の
づ
か
ら
曲
を
い
た
す
、
是
を
声
あ
や
を
な
す
と
い
へ
り
。
曲
は
あ
ら
は

れ
た
る
文
な
れ
ば
有
文
の
あ
や
也
。
声
は
無
色
な
る
に
あ
や
を
な
せ
る
所
、

是
上
手
の
妙
音
な
る
べ
し
。
無
文
の
あ
や
也
。
此
躰
を
妙
所
と
は
申
也
。

　
　
　
　

享
徳
三
年
六
月
五
日

　

此
本
世
阿
弥
よ
り
相
伝
秘
蜜
更
以
不
可
有
他
見
者
也
可
秘
々
々
』（
14
オ
）

※
［
く
ら
い
の
大
事
86
条
有
。］

 

心
の
大
事

一
、
心
の
置
所
、
へ
そ
の
下
に
置
て
、
と
び
く
る
は
ぬ
様
に
心
持
也
。

 

声

一 
、
声
の
出
所
、
へ
そ
も
と
よ
り
出
し
、
口
の
真
中
に
て
謡
ひ
、
お
と
が
ひ

を
は
り
出
し
謡
ふ
べ
し
。
い
き
の
切
所
、
鼻
の
さ
き
に
て
き
り
、
文
字
お

と
が
ひ
に
て
つ
か
ひ
、
は
よ
り
そ
と
へ
声
を
出
し
謡
ふ
也
。

一
、
こ
う
ぢ
謡
の
大
事
。
調
子
双
調
に
て
謡
ひ
出
す
。

一 

、
声
つ
か
ふ
大
事
。
宵
に
は
黄
鐘
、
暁
平
調
に
て
謡
ふ
也
。
是
は
声
の
平
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調
に
出
る
時
の
口
伝
有
。』（
14
ウ
）

一 
、
謡
を
人
に
を
し
へ
申
事
。
ど
う
よ
り
声
を
出
し
、
口
の
真
中
に
て
う
た

は
せ
候
也
。

一
、
さ
し
、
お
と
が
ひ
を
は
り
て
謡
ふ
べ
し
。

一
、
曲
舞
、
前
の
さ
し
は
、
ど
う
よ
り
声
を
出
し
謡
ふ
也
。

一
、
よ
み
物
は
、
謡
の
如
く
、
ど
う
に
お
と
が
ひ
に
情
を
入
て
謡
ふ
も
の
也
。

一 

、
曲
舞
の
出
し
は
、
の
ど
よ
り
声
を
出
す
也
。
上
は
ほ
ん
の
拍
子
は
臆

（「
お
と
が
ひ
」
を
ミ
セ
ケ
チ
て
傍
記
）
よ
り
謡
ひ
出
す
也
。
又
一
拍
子

は
お
と
が
ひ
よ
り
謡
ひ
出
す
也
。

一
、
く
ど
き
は
の
ど
よ
り
謡
ひ
出
し
、
お
と
が
ひ
に
て
、
は
り
て
謡
ふ
也
。

一
、
次
第
の
出
し
は
、
臆
よ
り
声
を
出
す
也
。

一 

、
出
は
、
野
宮
の
類
な
る
は
、
お
と
が
ひ
よ
り
謡
ひ
出
し
、「
抑
是
は
」
と
』

（
15
オ
）
云
は
、
胸
よ
り
是
を
謡
ひ
出
す
也
。

一
、
き
り
へ
成
て
、
曲
舞
の
は
て
は
の
移
、
お
と
が
ひ
に
て
謡
ふ
也
。

一
、
舞
の
和
哥
、
胸
の
少
下
、
水
落
よ
り
是
を
出
し
候
也
。

一
、
和
哥
は
い
き
を
き
り
て
の
る
べ
し
。

一
、
言
葉
の
出
し
、
お
と
が
ひ
よ
り
出
す
べ
し
。

一 

、
詞
よ
り
色
に
か
ゝ
る
所
、
是
は
お
と
が
ひ
※
［「
よ
り
出
す
べ
し
。
詞
よ

り
色
え
か
ゝ
る
所
、
是
は
」
有
。］
よ
く
は
り
、
臆
よ
り
謡
ふ
也
。

一
、
祈
は
へ
そ
の
下
よ
り
謡
ひ
出
す
べ
し
。

一
、
小
謡
の
出
は
、
ど
う
よ
り
声
を
出
し
候
也
。

一 

、
出
は
、「
あ
ら
有
難
や
」
と
云
出
は
の
心
は
、
何
も
胸
よ
り
声
を
出
し

候
也
。

一 

、
唄
の
く
せ
と
申
は
、
な
へ
声
、
の
ど
に
て
謡
ひ
、
声
の
ひ
ゞ
く
つ
く
、』

（
15
ウ
）
大
口
成
謡
、
是
等
く
せ
也
。

一
、
さ
し
の
後
の
さ
し
は
、
お
と
が
ひ
よ
り
謡
ひ
出
す
も
の
也
。

一 

、
謡
に
あ
ひ
だ
を
あ
ら
し
謡
ふ
事
、
有
べ
か
ら
ず
。
ま
た
謡
に
こ
す
る
事

有
べ
か
ら
ず
。

一 

、
謡
に
こ
ゑ
い
ら
ぬ
も
の
也
。
声
あ
り
て
も
謡
の
く
せ
あ
れ
ば
い
ら
ぬ
物

也
。

一
、
大
事
千
万
お
ぼ
え
て
も
稽
古
な
く
候
へ
ば
、
い
ら
ざ
る
事
也
。

　

 

右
の
書
物
、
観
世
弥
次
郎
大
事
慥
ニ
写
、
小
次
郎
に
渡
す
者
也
。
小
次
郎

ま
た
永
田
源
十
郎
へ
写
渡
す
者
也
。

 

元
亀
元　
　

観
世
小
次
郎
／
元
頼
在
判
』（
16
オ
）

一 

、
論
義
請
取
渡
し
の
事
。
初
一
段
は
い
か
に
も
ゆ
る
〳
〵
と
出
し
、
次
第

に
つ
め
よ
せ
て
請
取
渡
す
べ
し
。
後
は
字
の
内
よ
り
い
ひ
か
く
べ
し
。
言

葉
論
義
も
つ
た
い
（「
問
答
ト
言
コ
ト
カ
」
と
傍
記
）
等
、此
心
持
有
べ
し
。

一 

、
女
の
方
へ
い
ひ
か
け
、
い
か
に
も
謡
や
は
ら
か
に
、
う
つ
く
し
く
い
ひ

か
け
べ
し
。
男
の
方
へ
は
、
い
か
に
も
つ
よ
く
、
修
羅
な
ど
は
け
な
げ
に
、

其
能
に
応
じ
て
そ
れ
〳
〵
の
心
持
肝
要
也
。
女
能
に
も
、
真
女
・
そ
う
女

（「
そ
う
」
に
朱
で
「
さ
う
歟
」
と
傍
記
。「
草
女
カ
」
と
頭
書
）・
遊
女
と
て
有
。

其
差
別
、
心
持
肝
要
也
。
真
女
と
云
は
、
野
宮
・
楊
貴
妃
・
定
家
、
此
等

の
類
也
。
そ
う
女
と
云
は
、
采
女
・
百
万
・
葛
城
・
松
風
、
此
等
の
類
な

る
べ
し
。
遊
女
と
は
、
遊
屋
・
静
・
祇
王
、
此
等
の
類
な
る
べ
し
。
謡
ひ

や
う
多
し
。
何
れ
も
其
心
か
は
る
べ
き
也
。』（
16
ウ
）

一 

、
と
む
る
は
や
し
、
と
め
ぬ
は
や
し
と
て
有
。
是
第
一
肝
要
也
。
太
鼓
の
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有
に
も
な
き
に
も
、
と
む
る
・
と
め
ぬ
有
べ
く
候
。
秘
事
也
。
口
伝
有
べ

き
也
。

一 
、
謡
に
、
し
ら
め
を
う
た
ふ
謡
を
う
た
ふ
と
云
事
有
。
鼓
に
も
、
し
ら
め

を
う
つ
、
鼓
を
う
つ
と
云
事
有
。
し
ら
め
を
う
た
ふ
と
云
事
は
、
謡
に
よ

り
て
有
。
よ
く
相
伝
可
有
候
。
清
経
の
曲
舞
に
「
し
ん
こ
ん
に
残
る
」
と

云
、
当
麻
に
は
「
か
ん
る
い
き
も
に
」
と
云
所
也
。
何
れ
も
〳
〵
か
様
の

心
持
肝
要
也
。
謡
の
内
に
段
々
有
べ
し
。
謡
の
上
に
て
稽
古
肝
要
也
。

一
、
し
ま
ひ
に
寄
て
の
謡
ひ
様
有
べ
く
候
。』（
17
オ
）

一
、
舞
ま
ふ
曲
舞
、
ま
は
ぬ
曲
舞
の
謡
ひ
様
、
口
伝
有
。

一
、
中
入
の
謡
様
、
い
か
に
も
引
立
て
謡
ふ
也
。

一 

、
順
の
謡
、
思
ひ
ざ
し
の
謡
、
何
れ
も
謡
ひ
様
有
。
順
の
謡
は
さ
う
成
べ

し
。
お
も
ひ
ざ
し
の
は
嗜
む
べ
き
也
。

一 

、
貴
人
の
御
謡
ひ
候
に
は
早
く
付
る
也
。
人
の
謡
に
付
候
、
謡
ひ
出
し
て

句
を
き
る
所
に
て
付
る
也
。
何
も
謡
の
内
同
前
也
。

一 

、
上
は
に
も
ろ
あ
げ
、
か
た
上
と
て
有
。
真
女
は
い
づ
れ
も
か
た
上
也
。

男
脇
は
何
も
も
ろ
上
也
。
も
ろ
上
・
か
た
上
、
口
伝
有
也
。

一
、
謡
の
内
、
詰
開
肝
要
也
。

一
、
さ
か
も
り
の
と
き
、
切
な
ど
早
く
謡
ふ
事
不
可
有
候
。』（
17
ウ
）

一
、
か
ら
み
と
云
事
、
大
事
也
。
秘
事
也
。
口
伝
在
也
。

一
、
あ
ら
は
る
ゝ
は
や
し
、
あ
ら
は
れ
ぬ
は
や
し
と
云
事
有
。

一
、
曲
舞
の
内
、
詰
開
肝
要
也
。
謡
ひ
様
口
伝
有
。

一
、
元
服
の
謡
ひ
様
、
謡
ひ
切
る
事
を
い
む
。
鼓
も
打
切
ら
ず
。

一
、
舟
の
中
に
て
の
謡
、
う
た
ひ
返
さ
ぬ
也
。
鼓
も
打
返
さ
ぬ
も
の
也
。

一 

、
聟
取
よ
め
取
の
調
子
、
塵
芥
抄
に
有
分
是
に
の
せ
ず
。
是
も
謡
ひ
返
さ

ず
鼓
も
打
返
さ
ぬ
也
。

一 

、曲
舞
の
う
ち
、さ
し
ご
と
ゝ
云
事
有
。
是
秘
事
也
。
人
普
く
是
を
し
ら
ず
。

譬
ば
「
む
か
し
此
国
に
す
む
人
の
有
け
る
が　

宿
を
な
ら
べ
て
門
の
ま
へ

　

井
筒
に
よ
り
て
う
な
ひ
子
の　

友
だ
ち
（「
是
よ
り
か
ゝ
る
」
と
傍
記
）

か
た
ら
ひ
て　

互
』（
18
オ
）
に
影
を
」（
井
筒
）
と
云
よ
り
謡
ふ
也
。
他

は
準
之
。

一 

、
三
字
は
ね
の
事
、
同
じ
心
に
は
ね
候
は
あ
し
き
也
。
始
を
少
し
お
も
く
、

中
を
大
に
、
末
を
か
ろ
く
候
て
能
候
。
譬
ば
「
甘
泉
殿
」
と
云
所
の
類
な

る
べ
し
。

一 

、
二
字
は
ね
も
二
つ
な
ら
ば
ぬ
様
に
は
ね
候
。
惣
じ
て
、
一
字
は
ね
を
も

は
ね
や
う
有
べ
し
。
末
を
引
ず
り
て
は
、
ぬ
る
く
悪
し
。
前
を
少
引
、
は

ね
所
を
舌
を
あ
げ
て
付
て
、
き
つ
ち
り
と
は
ぬ
る
也
。

一 

、
重
点
の
所
、
是
も
跡
先
な
ら
ば
ぬ
様
に
謡
ふ
べ
し
。
譬
ば
、「
出
入
人
跡

か
ず
〳
〵
の
」（
東
北
）、
後
を
軽
く
謡
ふ
べ
し
。
又
一
字
の
内
の
重
な
る

も
同
じ
。「
硯
を
な
ら
し
つ
ゝ
」（
関
寺
）
と
云
所
の
類
、是
も
前
に
同
じ
。』

（
18
ウ
）

一 

、字
と
か
な
と
の
謡
ひ
分
有
べ
し
。
譬
ば
「
は
る
け
き
野
の
宮
に
」（
野
宮
）、

「
所
は
三
芳
野
の
」（
二
人
静
）、「
身
は
古
寺
の
軒
の
草
」（
芭
蕉
）の
類
、「
野
」

の
字
は
お
も
く
、か
な
の
「
の
」
は
軽
く
、「
古
寺
の
」「
の
」
は
軽
く
、「
軒
」

の
「
の
」
は
重
く
候
べ
し
。
此
類
多
か
る
べ
し
。

一 

、
拍
子
に
ま
た
ぐ
る
ふ
し
、
き
ら
ふ
事
也
。
さ
れ
共
世
に
そ
の
さ
た
な
し
。

但
妙
人
共
面
白
く
こ
ゝ
を
よ
せ
て
謡
ひ
、
或
は
捨
て
軽
く
謡
ふ
所
を
案
ず
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れ
ば
、
皆
ま
た
ぐ
る
所
の
用
捨
と
覚
候
。
口
伝
有
。

一
、
引
お
と
す
ふ
し
、
引
廻
す
節
と
云
事
有
。
是
秘
事
也
。
口
伝
有
。

一 
、
ふ
し
も
、
同
字
を
な
ら
べ
て
謡
ふ
事
悪
敷
候
。
譬
ば
は
る
所
の
な
ら
ぬ
、

「
松
の
声
の
み
聞
ゆ
れ
共　

嵐
は
い
づ
く
と
も
」（
井
筒
）、「
松
」
も
は
り

上
、』（
19
オ
）「
声
」
も
は
り
上
、「
嵐
」
も
、
世
に
は
り
上
候
。
此
「
嵐
」、

直
に
ふ
し
を
付
候
。
又
宗
節
は
直
に
謡
は
れ
候
。
是
に
て
可
心
得
候
。
又

「
藤
さ
き
て　

松
に
も
花
を
か
す
が
山
」（
采
女
）、
此
「
松
」
も
は
り
上
、

「
は
な
」
も
は
り
上
る
。
是
も
「
松
」
を
直
に
、「
花
」
を
斗
上
る
し
や
う

也
。「
青
か
り
し
葉
の
秋　

又
」（
熊
野
）、
こ
の
「
又
」、
す
ぐ
な
る
声
也
。

此
類
数
を
し
ら
ず
。
又
は
り
上
る
斗
に
も
不
限
。
此
分
別
、
惣
躰
へ
わ
た

る
べ
し
。

一 

、
謡
へ
か
ゝ
り
ば
の
事
。
早
く
懸
り
候
へ
ば
延
過
候
。
俄
に
懸
り
候
へ
ば
、

字
あ
た
り
行
あ
た
り
候
て
き
つ
く
候
。
其
間
口
伝
に
有
。

一 

、
ふ
し
も
な
き
所
に
面
白
が
ら
せ
て
節
を
付
る
事
、
大
に
嫌
ふ
事
也
。』

（
19
ウ
）

一 

、
は
る
字
は
へ
る
字
、
へ
る
字
は
は
る
字
と
云
事
有
。
是
は
、
大
な
る
は

大
か
ら
ず
、
ち
い
さ
き
は
ち
い
さ
か
ら
ず
と
云
心
也
。
過
た
る
は
な
ほ
し

及
ば
ざ
る
が
の
心
な
る
べ
し
。

一 

、
謡
も
同
じ
心
持
な
る
べ
し
。
う
つ
く
し
過
候
へ
ば
よ
わ
く
な
り
、
つ
よ

く
と
申
せ
ば
あ
ら
く
な
り
候
。
所
詮
、
つ
よ
か
ら
ず
よ
わ
か
ら
ず
、
面
白

く
し
て
お
も
し
ろ
か
ら
ず
。
只
何
の
聞
所
も
な
く
、
わ
る
き
所
も
な
き
を
、

上
手
の
わ
ざ
と
は
申
べ
し
。
此
分
別
専
要
の
心
持
也
。
さ
り
な
が
ら
、
よ

き
声
、
そ
の
身
の
か
う
を
も
つ
て
、
謡
ひ
所
を
ぬ
か
さ
ず
、
な
に
と
な
く

す
ら
り
と
謡
ひ
候
へ
ば
、
い
た
ら
ぬ
耳
に
も
、
い
づ
れ
と
は
弁
ず
し
て
、

面
白
き
事
か
ぎ
り
な
く
、
い
き
が
つ
ま
り
候
也
。』（
20
オ
）
是
を
妙
人
と

は
申
べ
き
也
。

一 

、
五
音
、
呂
律
、
宮
商
角
徵
羽
の
位
を
は
な
れ
て
、
ふ
し
は
な
き
物
に
て
候
。

其
位
、
其
あ
て
所
を
相
違
な
き
様
に
覚
ゆ
べ
き
事
、
肝
要
な
る
べ
し
。

一 

、
さ
し
声
と
さ
し
ご
と
ゝ
は
ち
が
ひ
候
。
又
さ
し
声
も
色
々
有
事
に
て
候
。

鼓
も
な
く
て
云
さ
し
声
と
、
鼓
の
有
て
云
さ
し
声
、
一
せ
い
の
さ
し
声
、

何
れ
も
か
は
り
候
。
一
声
の
ま
へ
の
さ
し
声
は
、
か
る
〳
〵
と
は
や
し
て

云
声
也
。鼓
も
な
く
て
云
さ
し
声
、弥
大
事
ニ
候
。さ
し
声
な
ど
の
分
、能
々

稽
古
有
べ
く
候
。
山
姥
に
、「
実
や
常
に
承
る　

西
方
の
浄
土
は
十
万
億

土
と
か
や
」
な
ど
云
様
な
る
所
を
、
さ
し
ご
と
ゝ
申
候
。』（
20
ウ
）

一 

、
惣
じ
て
、
謡
は
下
曲
舞
の
所
を
能
々
心
に
入
て
謡
ひ
、
あ
げ
て
よ
り
ち

と
や
す
ら
か
に
謡
ひ
候
。
何
れ
お
ろ
か
に
は
な
き
も
の
に
て
候
へ
共
、
上ア
ゲ

て
よ
り
は
力
入
も
の
に
て
候
間
、
ち
と
安
ら
か
に
謡
ひ
、
さ
ぐ
る
所
に
は
、

必
調
子
も
さ
が
る
も
の
に
て
候
間
、
能
心
を
入
て
謡
ふ
べ
し
。

一 

、
せ
ば
き
座
敷
に
て
、
高
調
子
は
更
に
似
合
候
は
ず
。
ひ
き
ゝ
調
子
に
て
、

謡
を
い
き
〳
〵
と
、声
を
も
ぬ
か
り
候
は
ぬ
様
に
謡
ひ
て
よ
く
候
。ひ
き
ゝ

調
子
は
ぬ
か
る
も
の
に
候
。
謡
を
い
か
に
も
ぬ
る
げ
に
、
し
か
も
声
を
お

け
や
か
に
謡
ふ
べ
し
。

一 
、或
は
貴
人
の
御
前
、或
は
祝
言
の
座
敷
、又
は
人
の
方
に
て
は
、』（
21
オ
）

心
を
し
づ
め
謡
ふ
。
御
所
望
の
時
な
ど
の
心
持
、
其
所
の
禁
句
、
受
領
・

官
名
・
名
乗
、
其
外
何
事
を
も
か
ね
て
よ
り
尋
、
心
が
け
専
要
也
。

一
、一
番
能
の
内
、
後
を
前
に
謡
ひ
て
、
前
を
後
に
謡
ふ
べ
か
ら
ず
。
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一 

、
謡
は
、
あ
た
る
文
字
に
、
い
か
に
も
つ
よ
く
あ
た
り
候
へ
ば
能
候
。
あ

た
る
字
に
は
た
と
あ
た
り
候
は
ね
ば
、
謡
す
く
む
も
の
に
候
。

一 
、
し
を
る
所
、
大
事
の
も
の
に
候
。
調
子
の
位
違
ふ
事
有
も
の
也
。
又
聞

に
く
き
様
に
し
を
る
人
も
有
。
口
伝
可
有
候
。

一 

、さ
し
声
、大
事
の
も
の
に
て
候
。
は
た
〳
〵
と
云
出
す
事
、成
が
た
く
候
。

殊
に
脇
の
能
は
、
曲
舞
・
さ
し
こ
ゑ
の
く
だ
り
を
』（
21
ウ
）
い
き
〳
〵

と
云
く
だ
し
候
は
ね
ば
、
曲
舞
し
づ
み
候
。
曲
舞
し
づ
み
候
へ
ば
、
能
も

う
き
〳
〵
と
な
き
も
の
に
候
。

一 

、
く
ど
き
、
大
事
の
も
の
に
候
。
文
字
を
人
の
耳
に
入
や
う
に
、
さ
は

〳
〵
と
、
さ
す
が
哀
な
る
様
に
く
ど
く
べ
し
。
此
筋
め
、
心
得
ら
れ
ぬ
事

也
。
哀
な
る
次
第
を
も
、人
の
聞
分
候
は
で
は
、何
事
ぞ
と
お
も
ふ
も
の
也
。

一 

、
名
所
、
或
は
海
上
、
或
は
合
戦
場
な
と
の
様
を
謡
は
ん
に
は
、
今
眼
前

に
見
る
や
う
に
、
そ
れ
〳
〵
を
心
に
思
ひ
ふ
く
み
て
謡
ふ
べ
し
。
か
様
に

申
と
て
、お
も
ひ
入
を
過
し
、ふ
し
か
ら
せ
候
へ
ば
、大
に
嫌
ふ
事
に
候
。』

（
22
オ
）

一
、
さ
し
あ
た
り
て
の
嫌
ふ
事

　

 

文
字
な
ま
り
、
文
字
の
性
ち
が
ひ
、
ま
た
ぐ
る
事
、
ひ
づ
み
、
落
ざ
る
所

を
呂
へ
お
と
す
事
、
字
が
か
な
へ
つ
き
、
か
な
が
字
へ
付
事
、
水
く
ら
ひ
、

い
き
の
事
。
凡
此
等
は
、
い
づ
れ
の
流
と
て
も
よ
ろ
し
か
ら
ず
。

一
、五
音
の
口
あ
ひ
の
次
第

　
　
上
音　

 

中
音　

中
音
ノ
上  

下
音
ノ
中  

中
（
朱
で
「
下
歟
」
と
傍
記
）

　
　

 

あ　

 

い　
　

う　
　

 

え　
　

を　
　

口
す
こ
し
舌

　
　

 

－   

－    

－     

－    

－　
（
各
段
を
朱
線
で
繋
ぐ
）

　
　

 

か
ア　

き
イ　

 

く
ウ　

  

け
エ　

 

こ
ヲ   

口
少　

舌
』（
22
ウ
）

　
　

 

さ
ア　

し
イ　

 

す
ウ　

  

せ
エ　

 

そ
ヲ   

口
少　

舌

　
　

 

た
ア　

ち
イ　

 

つ
ウ　

  

て
エ　

 

と
ヲ   

し
た
の
字
は
下
音
ノ
下
也

　
　

 

な
ア　

に
イ　

 

ぬ
ウ　

  

ね
エ　

 

の
ヲ   

し
た
の
字
上
音
ニ
用
也

　
　

 

は
ア　

ひ
イ　

 

ふ
ウ　

  

へ
エ　

 

ほ
ヲ   

く
ち
び
る

　
　

 

ま
ア　

み
イ　

 

む
ウ　

  

め
エ　

 

も
ヲ   

く
ち
び
る

　
　

 

や
ア　

い
イ　

 

ゆ
ウ　

  

え
エ　

 

よ
ヲ   

の
ん
ど

　
　

 

ら
ア　

り
イ　

 

る
ウ　

  

れ
エ　

 

ろ
ヲ   

舌

　
　

 

わ
ア　

ゐ
イ　

 

う
ウ　

  

ゑ
エ　

 

お
ヲ   

の
ん
ど
（
細
字
片
仮
名
は
朱
）

     

春     

夏     　

土
用　

秋     

冬

     

角     

徴    　

 

宮      

商     

羽

     

双
調   

黄
鐘   

一
越    

平
調   

盤
渉
』（
23
オ
）

　
　
（
五
行
・
五
音
・
五
調
子
を
線
引
き
し
て
繋
ぐ
。）

　
　

あ
か
さ
た
な　

は
ま
や
ら
わ　
　

此
字
は
何
れ
も
上
音
也
。

　
　

い
き
し
ち
に　

ひ
み
い
り
ゐ　
　

此
字
は
上
音
の
中
音
也
。

　
　

う
く
す
つ
ぬ　

ふ
む
ゆ
る
う　
　

同
前
也
。

　
　

え
け
せ
て
ね　

へ
め
え
れ
ゑ　
　

此
字
は
下
音
の
中
音
也
。

　
　

を
こ
そ
と
の　

ほ
も
よ
ろ
お　
　

此
字
は
下
音
也
。

　
　

但
、
此
内
の
み
の
字
は
上
音
也
。
と
の
字
は
下
音
也
。

　

 　

 
右
、
是
は
四
十
五
字
な
ら
ひ
也
。
一
大
事
の
秘
事
也
。
慥
き
事
事
な
れ

共
、
知
ず
し
て
は
文
字
に
違
ふ
也
。
音
曲
の
大
事
、
四
十
五
字
の
習
と

云
事
、
是
也
。
常
に
心
が
け
、
千
度
百
度
稽
古
可
有
也
。』（
23
ウ
）
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一
、五
音
之
内
六
之
次
第

　
　
　
　

第
一
、
口
内
と
云
事

　

 
や
い
ゆ
え
よ
、
わ
ゐ
う
ゑ
お
。
是
は
、
の
ん
ど
・
口
に
て
云
字
也
。
余
の

所
に
て
い
へ
ば
、
字
わ
ろ
く
か
た
事
也
。

　
　
　
　

第
二
、
ぜ
つ
の
文
字
と
云
事

　

 

あ
い
う
え
を
、
か
き
く
け
こ
、
さ
し
す
せ
そ
。
此
字
は
、
舌
半
分
は
た
ら

か
し
、
口
に
て
云
字
也
。

　
　
　
　

第
三
、
き
な
い
と
云
事

　

 

は
ひ
ふ
へ
ほ
、
ま
み
む
め
も
。
此
字
は
、
色
々
口
伝
有
と
い
へ
共
、
是
を
、

は
・
く
ち
び
る
に
あ
て
ゝ
、
き
ば
で
云
字
也
。』（
24
オ
）

　
　
　
　

第
四

　

 

た
ち
つ
て
と
、
な
に
ぬ
ね
の
、
ら
り
る
れ
ろ
。
此
字
は
、
舌
に
あ
た
り
て

云
を
よ
し
と
云
也
。
舌
に
宛
ね
ば
い
ひ
が
た
し
。
一
字
宛
舌
に
宛
る
べ
し
。

　
　
　
　

第
五
、
鼻
内
と
云
事

　

 

い
き
し
ち
に
ひ
み
い
り
ゐ
、
う
く
す
つ
ぬ
ふ
む
ゆ
る
う
。
此
文
字
は
、
は

な
に
か
け
て
字
を
つ
め
て
云
也
。
鼻
へ
い
ら
ね
ば
、
文
字
筋
な
き
事
也
。

　
　
　
　

第
六

　

 

た
ん
、
ち
ん
、
つ
ん
、
て
ん
、
と
ん
、
な
ん
、
に
ん
、
ぬ
ん
、
ね
ん
、
の

ん
、
ら
ん
、
り
ん
、』（
24
ウ
）
る
ん
、
れ
ん
、
ろ
ん
。
此
文
字
は
、
舌
の

さ
き
に
か
け
て
、
字
を
か
く
す
べ
し
。
舌
の
さ
き
に
か
け
ね
ば
、
き
こ
え

ず
し
て
、
口
の
内
わ
ろ
し
。

　

 

右
、
此
一
帖
は
、
常
々
友
な
ひ
申
一
両
輩
、
謡
に
心
を
よ
せ
給
ひ
、
つ

れ
〳
〵
の
を
り
〳
〵
は
、
一
ふ
し
一
曲
を
催
し
給
ひ
て
、
古
人
の
申
伝

へ
、
聞
及
ぶ
所
の
吉
悪
を
、
有
け
る
座
に
在
あ
ひ
ぬ
れ
ば
、
耳
の
ふ
せ
う

な
が
ら
も
、
聞
を
り
し
時
の
序
に
、
家
々
の
古
き
書
物
共
、
反
古
の
中
よ

り
、
し
み
の
つ
ゞ
り
残
し
ど
も
の
有
し
を
、
取
出
し
ぬ
れ
ば
、
右
の
人
々

よ
み
て
見
て
、
或
は
能
の
事
、
或
は
わ
き
の
作
法
、
或
は
鼓
・
太
鼓
の
事
共
、

書
交
あ
り
け
れ
ば
、
見
分
が
た
く
て
、
能
せ
ぬ
人
の
為
に
は
、
謡
の
邪
魔

に
も
』（
25
オ
）
成
べ
き
や
。
所
詮
、
謡
の
方
斗
を
書
出
し
候
へ
か
し
と

有
し
か
ば
、
誠
い
ら
ざ
る
事
と
思
ひ
な
が
ら
、
狂
人
は
し
れ
ば
不
狂
人
も

走
る
と
や
ら
ん
、
彼
是
の
中
に
て
、
書
集
一
冊
と
な
せ
り
。
猶
又
、
精
き

事
共
は
、
大
略
塵
芥
抄
に
見
え
た
る
を
、
是
に
の
せ
ず
。
又
、
古
人
の
語

伝
へ
し
事
共
の
、
耳
に
残
り
し
を
も
、
片
端
書
の
せ
ぬ
る
も
有
。
此
等
は
、

定
て
言
葉
の
つ
ゞ
き
、
ふ
つ
ゝ
か
成
べ
し
。
塵
芥
と
両
冊
の
う
ち
、
常
々

御
覧
有
て
、
心
に
か
け
給
ひ
、
又
は
、
一
音
は
無
音
の
師
と
も
思
召
取
て
、

此
み
ち
知
人
あ
ら
ば
、
一
言
御
相
伝
有
、
御
稽
古
有
べ
し
。
稽
古
も
な
く
、

人
に
も
尋
給
は
ず
し
て
は
、
い
か
で
能
道
を
し
ろ
し
め
す
べ
け
ん
や
。
如

何
様
の
抄
物
を
持
給
ひ
て
、』（
25
ウ
）
自
見
候
て
も
、
人
に
聞
せ
て
直
さ

れ
給
は
ず
は
、
ひ
が
事
た
る
べ
き
か
。
世
に
広
く
、
音
曲
又
は
音
曲
の
大

事
と
て
、
抄
物
共
所
持
の
人
々
は
見
及
候
へ
共
、
音
曲
の
上
手
と
は
承
及

ば
ず
候
。
然
る
時
は
、
一
大
事
の
わ
ざ
、
深
き
や
み
に
入
る
が
ご
と
し
と

覚
侍
り
ぬ
。
五
音
と
云
は
、
謡
に
よ
ら
ず
、
ふ
し
に
よ
ら
ず
、
只
心
の
か

は
り
め
と
聞
え
候
歟
。
然
ど
も
、
五
つ
に
謡
ひ
分
候
。
此
心
の
ご
と
く
、

謡
ひ
覚
え
給
は
ゞ
、上
手
と
い
ひ
つ
べ
き
歟
。
譬
ば
、哀
な
る
謡
に
候
と
て
、

文
字
も
聞
え
ぬ
様
に
、
あ
は
れ
が
ら
せ
て
は
き
か
れ
ず
。
謡
と
申
事
、
一

様
に
心
得
給
ひ
な
ば
、
御
不
覚
た
る
べ
き
歟
。
誠
に
思
へ
ば
、
禁
中
の
御
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噂
、
神
祇
・
仏
法
・
経
説
・
歌
道
・
田
夫
・
野
人
・
賎
山
賎
の
事
、』（
26

オ
）
魔
界
の
事
共
に
至
る
ま
で
、
作
り
入
候
へ
ば
、
謡
を
し
ら
ぬ
人
と
て

も
、
道
々
の
事
共
聞
あ
ら
は
す
べ
き
も
の
な
れ
ば
、
恥
し
き
し
わ
ざ
な
る

べ
し
。
此
道
を
す
き
給
ひ
て
、
人
中
に
て
謡
ひ
給
は
む
に
は
、
一
番
な
り

共
よ
く
遊
ば
さ
る
べ
き
か
。
只
物
数
の
み
に
わ
た
り
、
善
悪
の
穿
鑿
も
な

く
、
大
般
若
よ
み
の
ご
と
く
に
て
は
、
其
身
に
す
き
の
心
に
は
相
違
せ
り
。

そ
れ
〳
〵
の
謡
、
五
六
番
能
極
め
、
常
に
工
夫
あ
ら
ば
、
お
の
づ
か
ら
心

得
給
ふ
べ
き
物
歟
。
闌
曲
と
云
は
、
四
音
を
極
め
て
後
、
た
け
た
る
位
に

や
す
〳
〵
と
謡
ふ
と
也
。
誠
は
ひ
と
り
音
曲
と
申
伝
へ
候
也
。
先
々
、
四

音
を
よ
く
究
給
は
ゞ
、
音
曲
は
人
の
前
に
て
も
、
時
の
調
』（
26
ウ
）
子

を
心
に
か
け
、
機
に
引
入
て
、
謡
ひ
出
す
べ
き
事
肝
要
也
。
下サ
ゲ

て
謡
ふ
所

も
な
く
、
上
て
謡
ふ
所
も
な
く
、
む
ら
の
な
き
様
に
あ
ら
ま
ほ
し
く
候
。

あ
が
り
さ
が
り
の
む
ら
あ
る
は
、
ひ
ゑ
鳥
の
飛
ぶ
様
に
候
と
て
、
古
人
も

嫌
ひ
候
よ
し
聞
及
び
ぬ
。
又
、
声
を
ほ
そ
め
、
ふ
と
む
る
、
大
に
嫌
ひ
候
。

音
曲
を
す
ぐ
し
、
面
白
が
ら
す
る
事
、
下
手
の
わ
ざ
歟
。
我
耳
に
入
様
成

を
、
声
き
く
音
曲
と
て
嫌
ひ
候
。
我
謡
ひ
て
、
人
に
き
か
す
る
様
に
謡
ふ

も
の
と
申
伝
へ
候
。
文
字
こ
と
に
心
を
付
て
、
し
か
も
文
字
に
心
を
と
め

ぬ
や
う
に
謡
ひ
候
。
ふ
し
も
な
き
所
に
ふ
し
を
付
、
声
を
な
や
し
謡
ひ
候

と
て
、
面
白
く
は
な
く
候
。
只
、
ふ
し
も
な
く
、』（
27
オ
）
字
か
な
、
て

に
は
を
ば
、
あ
ざ
や
か
に
謡
ひ
分
、
字
ご
と
に
心
を
付
、
心
の
う
ち
に
は

そ
れ
〳
〵
の
思
ひ
入
あ
れ
ば
、
其
道
々
の
感
情
を
聞
出
し
、
面
白
き
と
は

申
也
。
月
夜
と
も
闇
と
も
し
ら
ぬ
人
の
上
か
ら
は
、
何
の
穿
鑿
も
有
ま
じ

く
候
。
ふ
し
と
申
は
十
ば
か
り
な
ら
で
は
な
き
も
の
に
候
間
、
安
き
心
が

け
に
て
候
。
惣
の
謡
の
ふ
し
付
と
成
べ
く
候
。
の
べ
し
ゞ
め
、
お
も
き
か

る
き
、
し
づ
め
は
や
め
ゆ
き
、
い
き
つ
ぎ
字
移
り
、
拍
子
の
行
様
、
肝
要

の
大
事
と
申
候
は
、能
こ
と
に
、「
な
づ
と
も
つ
き
ぬ
岩
ほ
な
ら
な
む
」（
采

女
）
と
云
様
な
る
所
、
有
も
の
に
て
候
。
か
様
の
所
を
、
さ
の
み
拍
子
に

も
か
け
し
ろ
は
ず
し
て
、
か
る
〳
〵
と
云
な
が
し
て
、「
松
の
葉
』（
27
ウ
）

の
」
と
、
や
す
〳
〵
と
い
ひ
出
す
事
、
古
人
も
多
く
は
聞
ざ
る
旨
申
伝
候

也
。
か
様
の
所
に
起
臥
心
を
懸
給
は
む
事
、
此
道
の
命
た
る
べ
く
候
。
引

文
字
も
拍
子
は
定
ま
り
た
る
も
の
に
候
。
大
方
謡
は
直
に
美
し
く
、
静
に

軽
く
、
お
も
て
に
ふ
し
の
な
き
様
に
て
、
又
よ
く
き
ゝ
て
、
付
て
う
た
へ

ば
、
ふ
し
こ
も
る
様
に
て
、
静
な
る
か
と
思
へ
ば
さ
き
へ
行
、
し
か
も
ゆ

る
〳
〵
と
し
て
、
こ
は
か
ら
ず
、
よ
わ
か
ら
ず
、
う
は
ば
し
ら
ず
、
し
だ

る
か
ら
ず
、
さ
す
が
優
に
や
さ
し
き
様
に
謡
ふ
を
、
よ
き
謡
と
申
べ
き
歟
。

又
、
悪
し
き
謡
と
申
は
、
う
ち
聞
た
る
所
や
か
ま
し
く
、
ふ
し
多
く
、
浮

沈
み
、
声
を
ふ
と
め
、
ほ
そ
め
、
の
べ
過
、
ま
た
蓼
ち
ゞ
み
な
ど
し
て
、』

（
28
オ
）
上
ば
し
り
し
て
、
さ
す
が
し
だ
る
く
、
文
字
聞
え
ず
。
か
な
は

字
に
付
、
字
は
か
な
に
付
、
ふ
し
多
き
故
に
、
文
字
な
ま
り
、
文
字
ひ
づ

み
、字
を
あ
ら
し
付
て
見
れ
ば
、拍
子
は
づ
れ
、是
ら
あ
し
き
謡
と
は
申
也
。

文
字
さ
は
〳
〵
と
口
の
内
さ
や
か
に
、
し
か
も
ほ
け
や
か
な
る
を
、
よ
き

と
申
伝
へ
候
歟
。能
も
謡
を
は
か
せ
と
す
る
物
な
れ
ば
、地
の
謡
の
べ
し
ゞ

め
、
軽
々
と
し
て
仕
よ
く
、
謡
の
ふ
し
は
か
せ
の
べ
し
ゞ
め
の
様
に
働
く

よ
し
也
。
能
と
謡
と
別
々
に
て
は
、
あ
し
だ
と
あ
し
な
か
と
は
き
た
る
が

ご
と
し
と
も
い
ひ
お
け
り
。
謡
も
、
一
ツ
橋
な
ど
ふ
み
は
づ
さ
じ
と
わ
た

る
様
に
、あ
ぶ
な
〳
〵
謡
ひ
候
て
は
、更
に
面
白
か
る
ま
じ
く
候
。拍
子
も
』
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（
28
ウ
）
声
も
、
た
ぶ
〳
〵
と
行
処
へ
ゆ
き
と
ゞ
き
て
、
謡
は
軽
々
と
候

を
本
と
す
。
但
か
る
き
と
申
せ
ば
、
し
る
き
道
に
く
だ
り
坂
を
は
し
る
様

な
る
は
、
お
ち
つ
か
ず
し
て
悪
し
く
候
。
行
と
ゞ
か
ぬ
様
に
謡
ふ
事
、
返

す
〳
〵
然
る
べ
か
ら
ず
候
。
又
貴
人
の
御
前
に
て
長
き
謡
は
無
仕
付
の
第

一
と
申
候
。
又
調
子
を
ば
能
し
れ
る
人
に
御
習
ひ
有
て
、
吹
物
の
傍
に
て

常
に
し
ら
べ
給
は
ゞ
、
お
の
づ
か
ら
覚
ゆ
る
も
の
に
候
。
拍
子
は
わ
が
心

の
ま
ゝ
に
ま
か
せ
、
跡
に
も
つ
き
、
先
に
も
た
て
、
ふ
と
こ
ろ
へ
も
入
る

様
に
候
は
で
は
、
あ
し
か
る
べ
し
。
拍
子
の
違
は
ぬ
ほ
ど
の
心
が
け
に
て

は
、
役
に
は
立
が
た
か
る
べ
く
候
。
御
嗜
み
専
要
也
。
か
様
の
申
事
、
我

な
が
ら
か
た
』（
29
オ
）
は
ら
い
た
く
候
。
穴
賢
、
〳
〵
。

 

稽
古
十
三
首

　

わ
ら
は
べ
に
謡
す
ゝ
め
て
つ
ら
ぬ
る
を
お
か
し
と
も
み
よ
狂
哥
誹
諧

　

謡
数
覚
え
て
よ
き
は
一
調
子
二
機
三
声
の
符
も
法
も
い
れ

　

五
音
と
は
謡
の
奥
の
習
と
は
最
初
に
し
ら
で
叶
は
ぬ
と
い
ふ

　

あ
ら
謡
習
ふ
始
の
一
二
返
耳
に
と
む
る
を
肝
要
と
き
く

　

覚
え
た
る
謡
を
人
の
稽
古
あ
ら
ば
今
を
始
て
聞
く
㒵
に
せ
よ

　

師
の
謡
お
も
き
軽
き
の
心
え
は
つ
け
て
謡
ふ
に
し
ら
れ
こ
そ
す
れ

　

教
る
は
習
ふ
よ
り
猶
音
曲
の
稽
古
と
し
り
て
友
を
か
た
ら
へ
』（
29
ウ
）

　

音
曲
に
文
字
を
覚
え
て
曲
を
覚
え
曲
を
色
ど
る
三
ツ
を
し
れ
と
か

　

稽
古
せ
ず
座
功
も
い
ら
ず
心
が
け
ぬ
謡
は
い
か
で
晴
に
た
ゝ
ま
し

　

稽
古
せ
ず
辛シ
ン

身ジ
ン

も
せ
ず
謡
を
ば
上
手
に
な
る
と
い
ふ
秘
事
も
が
な

　

音
曲
は
上
手
に
な
り
て
心
を
ば
初
心
に
も
て
と
云
を
し
へ
け
り

　

種
々
の
習
ひ
あ
り
と
い
へ
ど
も
口
馴
て
謡
ふ
人
こ
そ
上
手
と
は
な
れ

　

教
る
と
習
ふ
と
に
こ
そ
其
人
の
謡
の
く
ら
ゐ
あ
ら
は
れ
に
け
れ

 

心
持
十
五
首

　

音
曲
の
二
字
の
心
も
し
ら
き
ぬ
の
う
ら
声
に
な
る
事
ぞ
か
な
し
き

　

師
の
道
を
軽
く
思
ふ
に
音
曲
の
文
字
も
拍
子
も
お
も
く
な
り
け
り

　

 

師
の
道
を
つ
よ
く
謡
は
ゞ
梓
弓
い
か
で
か
本
の
ふ
し
に
か
へ
ら
む
』（
30

オ
）

　

甘
草
を
口
に
含
る
心
あ
ら
ば
謡
の
ふ
し
は
お
の
づ
か
ら
な
る

　

心
が
け
ば
謡
の
身
持
㒵
く
せ
は
鏡
見
る
に
も
及
ば
ざ
り
け
り

　

寄
合
て
初
心
〳
〵
の
謡
に
も
ま
た
其
う
ち
の
巧
者
に
は
つ
け

　

稽
古
す
る
時
に
も
は
れ
の
謡
に
も
上
手
の
あ
た
り
見
つ
ゝ
覚
え
む

　

謡
を
も
拍
子
も
ち
が
へ
い
ひ
か
け
ば
心
み
だ
れ
ず
本
筋
に
や
れ
』（
30
ウ
）

※ 

［
他
に
六
首
有
。
声
二
十
首（
実
は
19
首
）、調
子
十
首
、口
伝
二
十
首
（
実

は
19
首
）
と
続
く
。］

 

雑

　

目
を
ふ
さ
ぎ
心
を
遠
く
や
る
謡
見
ひ
ら
き
て
又
き
ろ
め
く
も
う
し

　

乱
酒
に
は
長
き
謡
や
よ
き
ふ
し
の
こ
も
る
謡
は
う
た
は
ざ
り
け
り

　

神
鬼
や
執
心
の
鬼
女
鬼
謡
も
能
も
か
は
る
と
ぞ
き
く

　

四
季
に
土
用
五
性
に
は
位
音
曲
の
五
音
に
軽
き
心
は
な
れ
ず

　

立
役
に
道
を
つ
く
る
と
云
事
は
初
わ
き
に
限
る
口
伝
有
け
り

　

脇
は
た
ゞ
物
の
き
や
う
と
立
所
せ
り
ふ
を
云
に
口
伝
有
け
り

　

 

心
こ
ゑ
に
は
つ
す
と
い
へ
ば
謡
ふ
時
異
な
る
事
を
お
も
は
ぬ
ぞ
よ
き
』
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（
31
オ
）

　

謡
ふ
時
目
の
付
所
一
畳
の
た
ゝ
み
を
見
こ
す
ほ
ど
や
よ
か
ら
む

　

音
曲
に
三
重
あ
が
り
と
云
事
は
平
家
に
さ
の
み
か
は
ら
ざ
り
け
り

　

詞
に
も
く
ど
き
に
も
似
ず
呂
の
声
は
平
家
の
や
う
に
い
ふ
習
ひ
あ
り

　

音
曲
は
ゆ
う
に
や
さ
し
く
よ
わ
か
ら
で
静
に
軽
く
ゆ
る
〳
〵
と
あ
れ

※
［
他
に
25
首
有
。］

     　

  

天
正
二
夜
も
長
月
に
此
哥
を
よ
む
※
［「
は
徳
丸
肥
前
高
長
」
有
。

こ
れ
も
元
は
和
歌
仕
立
。］

　
　

嘉
永
四
辛
亥
年
林
鐘
古
梅
軒
満
寿
／
再
写
之
』（
31
ウ
）

　
　
　

（ 

本
書
の
書
写
者
「
古
梅
軒
満
寿
」
が
梅
若
満
寿
で
あ
る
こ
と
、

謡
伝
書
研
究
会
の
席
上
、
高
橋
葉
子
氏
よ
り
御
教
示
い
た
だ
い

た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
）


