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は
じ
め
に

今
様
を
歌
っ
て
遊
女
が
僧
に
結
縁
す
る
、
或
い
は
往
生
す
る
と
い
う

話
が
説
話
集
や
絵
巻
の
絵
詞
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
説
話
群
の
中
で
、

遊
女
及
び
今
様
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

｢

推
参｣

と
い
う
言
葉
を
手
掛
か
り
に
遊
女
・
傀
儡
の
芸
能
を
分
析
す

る
阿
部
泰
郎
は
、
特
に
漢
詩
文
に
お
い
て
見
ら
れ
る
彼
女
ら
に
対
す
る

男
性
知
識
人
の
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
は
、
彼
女
た
ち
に
魅
了
さ
れ
誘
惑

さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
自
分
た
ち
の
姿
の
裏
返
し
で
あ
り
、
彼
ら
の

知
的
所
作
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
、
翻
っ
て
日
記
・
記
録
・
説
話

集
の
類
に
関
し
て
は
男
性
の
遊
女
観
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
氏
に

よ
れ
ば
巫
女
の
芸
能
も
ま
た
遊
女
と
同
様
に
機
能
し
て
い
る
ら
し
い

(

注
１)

。

氏
の
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
検
討
し
て
み
た
い
。
血

縁
・
往
生
譚
に
お
け
る
遊
女
の
今
様
の
役
割
や
意
味
を
、
巫
女
や
男
性

の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
き
、
や
や
異
な
っ
た
様
相
が
見
え
て
く
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

(

一)

知
恩
院
蔵

『

法
然
上
人
絵
伝』

に
は
、
四
国
に
配
流
さ
れ
る
途
中
、

室
の
泊
に
寄
港
し
た
上
人
の
船
に
、
遊
女
が
結
縁
を
求
め
て
近
づ
い
て

く
る
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る

(

巻
三
十
四
・
五
段)

。
水
辺
の
遊
女
の

姿
を
生
き
生
き
と
伝
え
る
絵
で
有
名
で
あ
る
。
舳
先
近
く
に
座
る
遊
女

は
小
脇
に
鼓
を
抱
え
る
。
後
ろ
か
ら
傘
を
差
し
か
け
る
遊
女
。
そ
し
て

櫓
を
操
る
の
も
遊
女
で
あ
る
。
こ
の
絵
は

『

梁
塵
秘
抄』

巻
二
・
四
句

― 12 ―

大

木

桃

子

������������



神
歌
雑
に
歌
わ
れ
る
遊
女
の
姿
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

遊
女
の
好
む
も
の

雑
芸
鼓
小
端
舟�
翳
艫
取
女

男
の
愛
祈

る
百
大
夫(

３
８
０)

絵
詞
は
女
人
血
縁
譚
と
し
て
名
高
い
。
直
前
の
四
段
に
、
漁
師
の
老

夫
婦
が
自
ら
の
罪
業
を
嘆
い
て
上
人
に
救
い
を
求
め
る
話
が
載
っ
て
お

り
、
遊
女
は
漁
師
と
共
に
、
罪
深
い
も
の
の
筆
頭
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
そ
の
遊
女
で
あ
っ
て
さ
え
も
、
念
仏
を
唱
え
れ
ば
極
楽
往
生
で
き

る
と
い
う
の
が
、
こ
の
話
の
主
題
で
あ
る
。
歌
を
歌
っ
た
と
は
書
か
れ

て
い
な
い
が
、
座
っ
て
い
る
遊
女
が
右
手
で
鼓
を
打
っ
て
い
る
の
が
わ

か
る
。
た
ぶ
ん
今
様
を
歌
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

�
空
に
よ
る
法
然
上
人
の
最
初
の
伝
記
絵
巻
『
伝
法
絵
流
通』

は
散

逸
し
て
い
る
が
、
善
導
寺
本

『

本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞』
、
高
田
本

『

法

然
上
人
伝
法
絵』

な
ど
に
伝
写
さ
れ
て
い
る

(

注
２)

。
そ
れ
ら
に
お
い
て
同
場

面
は

｢

君
た
ち
ま
い
り(

侍)

け
り｣

と
あ
る
だ
け
で
、
遊
女
の
懺
悔
も

上
人
の
教
化
も
な
い
の
だ
が
、
想
起
さ
れ
る
遊
女
の
血
縁
、
往
生
の
他

の
話
が
記
さ
れ
、
そ
の
際
に
歌
わ
れ
た
歌
も
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
影
響
下
に
成
っ
た

『

拾
遺
古
徳
伝』

で
は
、
上
人
の
説
法
が
加
わ

り
、
挿
話
が
さ
ら
に
詳
し
く
な
る

(

注
３)

。

む
ろ
の
と
ま
り
に
つ
き
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
遊
君
ど
も
ま
い
り
あ
つ

ま
り
て
、
往
生
極
楽
の
み
ち
わ
れ
も

く
と
た
つ
ね
ま
う
し
け
り
。

む
か
し
小
松
の
天
皇
光
孝
天
皇

こ
れ
な
り

八
人
の
ひ
め
み
や
を
七
道
に
つ
か
は

し
け
る
よ
り
、
遊
君
い
ま
に
た
え
ず
。
あ
る
と
き
天
王
寺
の
別
当

僧
正
行尊

拝
堂
の
た
め
に
く
だ
ら
れ
け
る
日
、
江
口
神
崎
の
遊
女
ふ

ね
を
ち
か
く
さ
し
よ
せ
け
れ
ば
、
僧
の
御
ふ
ね
に
み
ぐ
る
し
く
と

い
ひ
け
れ
ば
、
神
楽
を
ぞ
う
た
ひ
い
だ
し
は
ん
べ
り
け
る
。｢

有

漏
地
よ
り
无
漏
地
に
か
よ
ふ
釈
迦
だ
に
も
、
羅�
羅
の
は
ゝ
は
あ

り
と
こ
そ
き
け｣

と
、
僧
正
め
で
ゝ
さ
ま

ぐ
纏
頭
し
た
ま
ひ
け

り
。
な
か
ご
ろ
の
こ
と
に
や
、
少
将
の
上
人
な
か
の
か
は

の
本
願
實
範

と
き
こ
え
し

ひ
と
、
か
の
と
ま
り
を
こ
ぎ
す
ぎ
た
ま
ふ
こ
と
あ
り
け
る
に
、
遊

女
ふ
ね
を
さ
し
う
か
べ
て
、｢

く
ら
き
よ
り
く
ら
き
み
ち
に
ぞ
い

り
ぬ
べ
き
、
は
る
か
に
て
ら
せ
や
ま
の
は
の
つ
き｣

と
、
く
り
か

へ
し

く
三
遍
う
た
ひ
て
こ
ぎ
か
へ
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
に
お
ぼ

え
は
ん
べ
れ
。
ま
た
お
な
じ
き
と
ま
り
の
長
者
、
と
ね
く
ろ
や
ま

ひ
に
し
づ
み
け
る
と
き
、
最
後
の
い
ま
や
う
に
、｢

な
に
し
に
わ

が
身
の
お
ひ
に
け
ん
、
お
も
へ
ば
い
と
こ
そ
か
な
し
け
れ
、
い
ま

は
西
方
極
楽
の
弥
陀
の
ち
か
ひ
を
た
の
む
べ
し｣

と
う
た
ひ
け
れ

ば
、
紫
雲
う
み
に
そ
び
き
、
音
楽
ま
つ
に
こ
た
へ
て
往
生
を
と
げ
ゝ

り
。
い
に
し
へ
も
こ
の
と
ま
り
に
は
、
か
ゝ
る
た
め
し
ど
も
は
ん

べ
れ
ば
、
い
ま
も
こ
の
聖
人
に
み
ち
び
か
れ
た
て
ま
つ
ら
ん
こ
と

う
た
が
ひ
な
し
と
て
、
よ
ろ
こ
び
つ
ゝ
ま
い
り
け
る
な
か
に

(

以

下
、
説
法
略)

こ
こ
に
載
せ
ら
れ
た
三
つ
の
挿
話
の
う
ち
行
尊
の
話
は
法
然
の
伝
記
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以
外
に
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
歌
も
歌
集
や
歌
謡
集
の
中
に
全
く
見

出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。｢

お
釈
迦
様
に
だ
っ
て
出
家
前
に
は
耶
輸
陀

羅

(

羅�
羅
の
母)

と
い
う
后
が
い
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
よ
。
室
の

泊
に
い
る
私
た
ち
が
上
人
様
の
お
船
に
近
づ
い
た
っ
て
い
い
で
し
ょ
う｣

と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
か
。『

新
勅
撰
和
歌
集』

巻
十
釈

教
歌
の
、土

佐
国
室
戸
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て

弘
法
大
師

法
性
の
む
ろ
と
と
い
へ
ど
わ
が
す
め
ば
う
ゐ
の
浪
風
よ
せ
ぬ
日
ぞ

な
き

(

５
７
４)

や『

公
義
集』

の
、

う
ろ
ぢ
よ
り
入
り
に
し
む
ろ
の
と
ま
り
舟
法
に
も
と
ま
る
心
離
よ

(

２
７
４)

か
ら
類
推
で
き
る
よ
う
に
无
漏
に
は
地
名｢

室｣

が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

『

拾
遺
古
徳
伝』

及
び
善
導
寺
本
、
高
田
本
、
い
ず
れ
も
江
口
神
崎
の

遊
女
と
な
っ
て
い
る
が
、
掛
詞
の
点
か
ら
も
、
ま
た
室
の
泊
が
遊
女
の

血
縁
・
往
生
の

｢

名
所｣

で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て

い
る
と
い
う
本
文
の
文
脈
上
か
ら
も
、
播
磨
の
室
津
の
話
と
読
ま
ね
ば

な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

｢

釈
迦｣

に
は
、
坂

(

境
界)

の
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、｢

有
漏
地
よ
り
无
漏
地
に
か
よ
ふ｣

が
生
き
て
く
る
。

と
も
あ
れ
こ
れ
は
、
遊
女
が
、
罪
深
い
と
言
わ
れ
る
自
分
の
立
場
を
正

当
化
し
た
内
容
の
歌
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
阿
部
も
指
摘
す
る
よ

う
に
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、『

後
拾
遺
和
歌
集』

巻
二
十
雑
六
の
遊
女

宮
木
の
歌
で
あ
る
。

書
写
の
ひ
じ
り
結
縁
供
養
し
侍
け
る
に
人
人
あ
ま
た
ふ
せ
お
く

り
は
べ
り
け
る
な
か
に
お
も
ふ
心
や
あ
り
け
ん
し
ば
し
と
ら
ざ

り
け
れ
ば
よ
め
る

遊
女
宮
木

つ
の
く
に
の
な
に
は
の
こ
と
か
の
り
な
ら
ぬ
あ
そ
び
た
は
ぶ
れ
ま

で
と
こ
そ
き
け

(

１
１
９
７)

歌
謡
で
な
く
和
歌
で
あ
る
が
、
状
況
設
定
が

『

拾
遺
古
徳
伝』

と
似
て

い
る
。
歌
自
体
も
、｢

と
こ
そ
き
け｣

と
い
う
結
び
が
共
通
し
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
何
は
＝
難
波
と
い
う
掛
詞
を
用
い
な
が
ら
、｢

童
子
の

遊
戯
だ
っ
て
法
に
背
か
な
い
と
聞
い
て
お
り
ま
す
よ｣

と
他
を
引
き
合

い
に
出
し
て
、
自
分
の
立
場
を
主
張
す
る
点
も
同
工
異
曲
で
あ
る
。

滝
川
政
次
郎
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
遊
女
宮
城
の
墓
の
存
在
が

『

摂
津

名
所
図
会』

に
記
さ
れ
る

(

注
４)

。
滝
川
は
墓
の
存
在
を
確
認
で
き
な
か
っ
た

と
言
う
が
、『

図
会』

に
言
う
墓
の
由
来
が
興
味
深
い
。
建
永
二
年
讃

岐
に
向
か
う
法
然
上
人
の
船
に
宮
城
が
血
縁
を
願
っ
て
近
づ
き
、
上
人

が
確
約
し
て
念
仏
を
唱
え
た
と
こ
ろ
、
宮
城
を
含
む
五
人
の
遊
女
が
入

水
し
た
。
そ
の
亡
骸
を
葬
っ
て
遊
女
塚
な
る
も
の
を
築
い
た
と
い
う
の

で
あ
る
。『
新
猿
楽
記』

で
は
歌
の
う
ま
さ

(

文
脈
上
歌
謡
で
あ
ろ
う)
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を
讃
美
さ
れ
、『

遊
女
記』

に
蟹
島
の
中
心
と
な
る
人
物
と
書
か
れ
る

宮
城
は
、
ま
た

『

二
中
暦』

に
名
を
留
め
る
名
妓
で
も
あ
っ
た

(

注
５)

。
性
空

と
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
十
世
紀
に
活
躍
し
た
と
思
わ
れ
、

法
然
に
結
縁
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
考
え
ら
れ
な
い
。
し

か
し
江
戸
時
代
の
寛
政
年
間
に
こ
の
よ
う
な
逸
話
が
あ
っ
た
こ
と
は
注

目
に
値
す
る
。
伝
承
の
過
程
で
人
物
の
混
同
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

が
、
僧
と
遊
女
の
結
び
つ
き
の
深
さ
が
伺
え
る
か
ら
で
あ
る
。

少
将
の
上
人
の
話
に
は
類
話
が
あ
る
。『

発
心
集』

巻
六
・
十

｢

室

の
泊
の
遊
君
、
鄭
曲
を
吟
じ
て
上
人
に
結
縁
す
る
事｣

で
あ
る
。『

拾

遺
古
徳
伝』

は
少
将
の
上
人
に

｢

な
か
の
か
は
の
本
願
実
範｣

と
割
注

を
付
す
。
し
か
し

『

発
心
集』

の
少
将
の
聖
は
源
時
叙

(

寂
源)

と
さ

れ
る

(

注
６)

。
同
じ

｢

な
か
ご
ろ
の
こ
と｣

で
あ
る
が
、
実
範
は
天
養
元

(

一

一
四
四)

年
没
で
あ
り
、
時
叙
は
生
没
年
未
詳
な
が
ら
長
和
二

(

一
〇

一
三)

年
に
大
原
勝
林
院
を
開
い
て
お
り
、
活
躍
の
時
期
に
約
一
世
紀

の
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
こ
で

『

発
心
集』

の

｢

中
比｣

の
用
例
を
調
べ

る
と
、
ほ
ぼ
一
〇
〇
〇
年
代
に
限
定
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
範
と

同
時
代
の
保
延
六

(

一
一
四
〇)

年
没
の
鳥
羽
僧
正
は

｢

近
比｣

の
人

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『

発
心
集』

の
話
は
や
は
り
時
叙
に
ふ
さ

わ
し
い
。

因
み
に
勝
林
院
は
慈
覚
大
師
円
仁
が
広
め
た
と
さ
れ
る
善
導
系
の

｢

不
断
念
仏｣

が
院
政
期
以
降
定
着
し
た
寺
と
し
て
も
知
ら
れ
る

(

注
７)

。
周

知
の
よ
う
に
法
然
は
善
導
の
著
書
を
読
ん
で
開
眼
し
た
と
言
わ
れ
、
ま

た
文
治
二(

一
一
八
六)

年
に
は
同
寺
で
大
原
問
答
を
行
っ
た
と
さ
れ
、

同
寺
と
の
結
び
つ
き
が
伺
え
る
。
こ
の
話
は
伝
法
絵
系
の
本
に
は
な
く
、

『

拾
遺
古
徳
伝』

独
自
の
も
の
で
あ
る
。
法
然
配
流
の
時
代
の

｢

な
か

ご
ろ｣

に
は
実
範
が
ふ
さ
わ
し
い
と
も
言
え
る
が
、『

発
心
集』

が
典

拠
か
も
し
く
は
同
根
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
法
然
と
の
絡
み
か
ら
も

『

拾

遺
古
徳
伝』

の
話
も
時
叙
の
こ
と
と
読
み
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
こ

れ
も
時
代
が
下
っ
て
人
物
の
転
化
が
起
こ
っ
た
例
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。

｢

く
ら
き
よ
り｣

は

『

拾
遺
和
歌
集』

哀
傷
や

『

和
泉
式
部
集』

に
、

性
空
上
人
に
遣
わ
し
た
と
し
て
収
め
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。
と
同
時
に
、

『

古
本
説
話
集』

『

無
名
草
子』

な
ど
に
み
ら
れ
る
こ
の
歌
を
め
ぐ
る
話

が
想
起
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
返
歌
の
か
わ
り
に
性
空
上
人
が
贈
っ
て
き

た
袈
裟
を
、
和
泉
式
部
が
着
て
往
生
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
阿
部

が
指
摘
す
る
よ
う
に
遊
女
が

｢

く
ら
き
よ
り｣

の
歌
を
歌
っ
た
の
も
、

こ
う
い
っ
た
事
情
を
背
景
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
外
な
ら
ぬ
和
泉
式

部
の
、
霊
験
効
果
を
持
つ
こ
の
歌
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
に

相
違
な
い
。
多
情
で
あ
っ
た
ゆ
え
、｢

罪
深
か
り
ぬ｣

と
評
さ
れ
る
和

泉
式
部
と
遊
女
と
の
結
び
付
き
は
こ
の
よ
う
な
形
で
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
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(

二)
も
う
一
度
、『

拾
遺
古
徳
伝』

の｢

有
漏
地
よ
り｣

の
歌
に
立
ち
戻
っ

て
み
よ
う
。
遊
女
は

｢

神
楽｣

を
歌
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
善
導
寺
本
や
高
田
本
で
は
当
該
箇
所

が
神
歌
と
な
っ
て
い
る
。
神
楽
は
神
歌
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
て
差
し

支
え
な
い
。
神
事
歌
謡
の
、
い
わ
ゆ
る

｢

神
楽
歌｣

を
神
歌
と
記
し
た

例
が
あ
る
し

(

注
８)

、『

梁
塵
秘
抄』
は
二
句
神
歌
と
し
て
、｢

神
楽
歌｣

採
物

の
一
首
と
同
じ
も
の
を
収
録
す
る

(

注
９)
。『
梁
塵
秘
抄』

に
は
四
句
神
歌
も

収
め
ら
れ
て
い
る
が
、『

口
伝
集』

や
他
の
文
献
で
神
歌
と
呼
ば
れ
て

い
る
も
の
は
、
一
つ
の
例
外
を
除
い
て
す
べ
て
二
句
形
式
で
あ
り

(

注�)
、
そ

れ
が
神
歌
と
し
て
は
本
質
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

二
句
神
歌
が
時
と
し
て
霊
験
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
は
、『

古
今
著

聞
集』

巻
六
な
ど
の
成
通
が
物
の
怪
を
退
散
さ
せ
た
話
や
、『
今
物
語』

の
袈
裟
巫
女
の
神
歌
が
八
幡
大
菩
薩
の
気
持
ち
を
動
か
し
、
娘
の
眼
病

を
治
癒
に
導
い
た
と
い
う
話
か
ら
伺
え
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
必
ず
し

も
神
歌
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

普
通
の
和
歌
を

｢

神
歌
に｣

歌
っ
た
例
と
し
て
、
散
逸
物
語

『

を
た

え
の
ぬ
ま』

に
次
の
一
節
が
あ
っ
た
こ
と
が
、『

風
葉
和
歌
集』

(

巻
十

四
恋
四)

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る

(

注�)

。

た
れ
と
も
し
ら
て
物
申
け
る
女
の
い
と
た
く
ひ
な
く
お
ほ
え
侍
け

れ
は
か
な
ら
す
こ
ゝ
を
た
つ
ぬ
へ
き
さ
ま
に
か
た
ら
ひ
お
き
け
る

所
に
ゆ
き
て
も
む
な
し
う
た
ち
わ
つ
ら
ひ
て
ふ
え
ふ
き
う
た
な
と

う
た
ひ
け
る
末
つ
か
た

｢

恋
し
な
と
は
お
ろ
か
な
り｣

と
ふ
た
か

ヘ
り
は
か
り
の
の
ち
神
う
た
に
う
た
ひ
侍
け
る

を
た
え
の
ぬ
ま
の
春
宮
大
夫

あ
ふ
こ
と
は
ま
た
な
き
中
に
い
か
な
れ
は
涙
は
か
り
の
絶
ぬ
な

る
ら
む

(

１
０
１
５)

こ
れ
を
き
ゝ
い
た
る
も
い
と
た
へ
か
た
く
て
心
の
う
ち
に

な
い
し
の
か
み

人
は
か
く
涙
は
か
り
を
か
こ
ち
け
り
我
は
命
も
絶
ぬ
べ
き
身
そ

(

１
０
１
６)

松
尾
聡
は
、｢

神
う
た
に｣

の
と
こ
ろ
を

｢

神
歌
の
節
で｣

と
解
釈
し
、

｢

人
聞
き
を
は
ゞ
か
つ
て
、
女
に
よ
び
か
け
た
歌
で
は
な
い
や
う
に
装
っ

た
の
で
あ
る｣

と
す
る

(

注�)

。｢

恋
し
な
と
は
お
ろ
か
な
り｣

と
い
う
の
も
、

｢

恐
ら
く
神
楽
歌
か
何
か
で
あ
ら
う｣

と
す
る
が
全
容
は
わ
か
ら
な
い
。

ま
た

『

無
名
抄』

に
次
の
話
が
あ
る
。

富
家
の
入
道
殿
に
俊
頼
朝
臣
候
ひ
け
る
日
、
か
ゞ
み
の
傀
儡
共
参

り
て
哥
つ
か
ふ
ま
つ
り
け
る
に
、
神
哥
に
成
り
て
、

世
中
は
憂
き
身
に
添
へ
る
影
な
れ
や
思
ひ
捨
つ
れ
ど
離
れ
ざ
り

け
り

此
哥
を
歌
ひ
出
た
り
け
れ
ば
、｢

俊
頼
、
至
り
候
ひ
に
け
り
な｣
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と
て
居
た
り
け
る
な
ん
、
い
み
じ
か
り
け
る

(

注�)

。

俊
頼
の
歌
が
神
歌
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
傀
儡
が
即

興
で
神
歌
の
旋
律
に
乗
せ
て
歌
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
傀
儡
は
忠
実
邸

に
門
付
け
に
来
た
と
思
わ
れ
る
が
、｢

神
哥
に
成
り
て｣

は
、
他
の
歌

を
歌
っ
た
後
神
歌
を
歌
う
段
に
な
っ
て
、
と
解
さ
れ
る
。
を
た
え
の
ぬ

ま
の
春
宮
大
夫
も
さ
ま
ざ
ま
な
歌
を
歌
っ
た
後
、
最
後
に
神
歌
の
旋
律

で
自
作
の
歌
を
歌
っ
た
の
で
あ
る
。『

梁
塵
秘
抄
口
伝
集』

巻
十

(

以

下

『

口
伝
集』

と
略
す)

の
、
今
様
の
練
習
や
奉
納
な
ど
の
場
面
に
登

場
す
る
曲
名
を
検
討
す
る
と
、
神
歌
は
他
の
曲
を
歌
っ
た
後
、
大
曲
の

様
と
呼
ば
れ
る
秘
曲
の
直
前
に
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上

か
ら
も
、
神
歌
が
人
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
独
特
の
旋
律
を
持
ち
、
重
視
さ

れ
て
い
た
と
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
再
び
遊
女
の
歌
に
戻
る
。『

拾
遺
古
徳
伝』
の
神
楽

(

＝
神

歌)

も
、
こ
の
歌
が
ず
っ
と
神
歌
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
よ

り
、
神
歌
の
旋
律
に
乗
せ
て
、
遊
女
が
即
興
で
歌
っ
た
と
考
え
る
方
が

妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。『

発
心
集』

の

｢

く
ら
き
よ
り｣

の
歌
も
二

句
形
式
で
あ
る
。
こ
の
話
の
題
の
中
の

｢

鄭
曲｣

と
い
う
言
葉
は
用
例

を
見
な
い
が
、
郢
曲
の
誤
り

(

或
い
は
、
郢
曲
と
同
義
で
鄭
曲
と
い
う

言
葉
が
あ
っ
た
か)

と
す
る
と
こ
れ
は
広
義
の

｢

今
様｣

と
同
義
と
考

え
て
よ
く
、
神
歌
も
含
ま
れ
る
。｢

く
ら
き
よ
り｣

の
歌
を
神
歌
の
調

べ
に
乗
せ
て
歌
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
章
で
和
泉
式
部
の
和

歌
の
霊
験
譚
と
の
関
係
で
論
じ
た
が
、｢

歌
わ
れ
た
歌｣

と
言
う
側
面

か
ら
見
る
と
、
今
様(

神
歌)

の
旋
律
の
効
果
も
見
逃
せ
な
い
。『

後
拾

遺
和
歌
集』

の
宮
木
の
歌
も
、｢

无
漏
地
よ
り｣

の
歌
と
の
類
似
性
か

ら
考
え
て
、｢

神
歌
に｣

歌
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る

(

注�)

。

遊
女
が
血
縁
す
る
の
に
、
今
様
は
そ
の
歌
詞
と
旋
律
と
で
大
い
に
貢

献
し
た
。
逆
に
言
え
ば
、
今
様
と
い
う
媒
体
が
な
け
れ
ば
成
就
し
得
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
因
み
に
血
縁
譚
で
は
な
い

が
、『

住
吉
物
語』

で
、
男
君
と
共
に
京
に
向
か
う
姫
君
の
船
に
近
づ

く
遊
女
の
歌
う
歌
は
、

心
か
ら
う
き
た
る
船
に
の
り
そ
め
て
一
日
も
波
に
濡
れ
ぬ
日
ぞ
な

き

で
あ
る
。『

後
撰
和
歌
集』

巻
十
一
恋
三
の
小
野
小
町
の
歌
で
あ
り
、

や
は
り
二
句
形
式
で
あ
る
の
が
興
味
深
い
。

(

三)

同
じ
遊
女
の
今
様
で
も
往
生
の
際
に
歌
わ
れ
る
の
は
二
句
形
式
で
は

な
い
。
と
ね
く
ろ
の
話
は『

宝
物
集』

巻
七(

七
巻
本
系)

、『

口
伝
集』

、

『

十
訓
抄』

下
十
に
も
見
え
、
流
布
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。『

宝
物
集』

を
引
用
す
る
。

神
崎
の
遊
女
と
ね
ぐ
ろ
は
、
年
来
色
を
こ
の
み
て
、
仏
法
の
名
字
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を
し
ら
ず
、
舟
の
う
ち
、
波
の
上
に
て
世
を
わ
た
る
。
往
還
の
客

に
身
を
ま
か
せ
て
す
ご
す
。
お
と
こ
に
ぐ
し
て
西
国
へ
下
る
ほ
ど

に
、
海
賊
に
あ
ひ
て
、
数
多
所
き
ら
れ
て
、
ひ
き
い
ら
ん
と
し
け

る
時
、
西
方
に
か
き
む
け
ら
れ
て
、

我
等
は
な
に
し
に
老
に
け
ん
、
お
も
へ
ば
い
と
こ
そ
あ
は
れ
な

れ
。
今
は
西
方
極
楽
の
、
弥
陀
の
誓
を
念
ず
べ
し
。

と
い
ふ
歌
を
、
た
び

く
う
た
ひ
て
、
た
ゞ
よ
は
り
に
よ
は
く
な

り
て
、
絶
入
に
け
り
。
西
方
よ
り
ほ
の
か
に
楽
の
声
き
こ
え
て
、

海
上
に
紫
雲
た
な
び
く
と
い
へ
り
。

『

梁
塵
秘
抄』

巻
二
雑
法
文
歌(

２
３
５)
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
自
ら
の
罪

業
を
悔
い
る
歌
で
あ
る
。
と
ね
く
ろ
を

『

十
訓
抄』

は
神
崎
の
、『

拾

遺
古
徳
伝』

は
室
の
遊
女
の
長
者
と
す
る
。
ま
た

『
宝
物
集』

『

十
訓

抄』

の
男
に
連
れ
ら
れ
て
西
国
に
下
る
と
い
う
設
定
は
、『

千
載
和
歌

集』

に
そ
の
歌
が
入
集
す
る
遊
女
戸
々
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

藤
原
仲
実
朝
臣
備
中
守
に
ま
か
れ
り
け
る
時
、
ぐ
し
て
く
だ
り

け
る
を
、
お
も
ひ
う
す
く
な
り
て
の
ち
、
月
を
み
て
よ
み
侍
り

け
る

か
ず
な
ら
ぬ
み
に
も
心
の
あ
り
が
ほ
に
ひ
と
り
も
月
を
な
が
め
つ

る
か
な

(

８
１
９)

と
ね
く
ろ
を
西
国
へ
伴
っ
た
男
も
お
そ
ら
く
受
領
階
級
の
人
物
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

前
半
部
に
水
辺
の
遊
女
の
生
活
の
実
態
が
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
遊
女
の
研
究
に
欠
か
せ
な
い
資
料
で
も
あ
る

『

藤
の
衣
物
語
絵

巻』

で
あ
る
が
、
伊
藤
祐
子
に
よ
っ
て
現
存
部
分
の
全
貌
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る

(

注�)

。
氏
は
画
中
詞
が
制
作
当
時
の
口
語
を
反
映
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
絵
画
部
分
は
室
町
中
期
の
成
立
と
し
、
詞
書
部
分

は
平
安
時
代
の
語
彙
・
語
法
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
か
ら
元
に
な
っ

た
物
語
が
あ
り
、
そ
の
成
立
を
鎌
倉
時
代
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
見

る
。遊

女

｢

か
う
し
ゅ｣

は
、
物
詣
で
の
帰
り
に
立
ち
寄
っ
た
都
の
貴
紳

の
一
団
の
中
の｢

若
き
人｣

と
一
夜
の
契
り
を
結
ぶ
。
若
き
人
は
形
見
の

剣
を
残
し
て
去
る
が
、
そ
の
後
便
り
も
な
い
。
か
う
し
ゅ
は
若
き
人
の

子
ど
も
を
身
籠
っ
て
お
り
、
や
が
て
女
の
子
を
産
む
。
名
も
知
れ
ぬ
若

き
人
を
思
い
続
け
て
い
た
か
う
し
ゅ
は
、
三
年
後
体
調
を
崩
し
あ
っ
け

な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
以
下
は
か
う
し
ゅ
の
往
生
の
場
面
で
あ
る

(

注�)

。

心
細
き
に
添
へ
て
も
眺
め
ま
さ
る
涙
が
ち
さ
を
、
か
た
へ
の
者
ど

も
も
と
か
く
慰
む
と
て
、
端
近
く
眺
め
ゐ
た
る
夕
つ
方
、
入
日
を

洗
ふ
沖
つ
白
浪
は
る

く
と
凪
ぎ
渡
り
て
、
辺
り
の
浪
も
見
か
け

る
絵
の
心
地
す
る
程
、
歌
う
た
ひ
朗
詠
な
ど
し
て
、

沙
羅
や
林
樹
の
木
の
下
に

隠
る
と
人
に
見
え
し
か
ど

と
い
ふ
今
様
う
た
ひ
て
、
浪
に
沈
む
か
と
見
ゆ
る
入
日
に
向
か
ひ

て
眠
る
が
ご
と
く
に
て
絶
え
果
て
ぬ
。
海
の
面
に
紫
の
雲
か
す
か
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に
移
ろ
ひ
て
消
え
行
く
。
空
の
色
心
細
く
、
あ
は
れ
な
り
と
も
い

ふ
べ
き
言
の
葉
な
く
な
む
、
止
ま
る
か
た
へ
は
思
ひ
あ
へ
ぬ
。
悲

し
び
末
の
露
に
遅
る
る
長
者
が
嘆
き
、
言
へ
ば
な
の
め
な
ら
ん
や
。

｢

沙
羅
や
林
樹
の
木
の
も
と
に｣

の
歌
も

『

梁
塵
秘
抄』

巻
二
雑
法
文

歌

(

１
９
１)
で
、
下
二
句
は
、

霊
鷲
山
の
山
の
端
に

月
は
の
ど
け
く
照
ら
す
め
り

で
あ
る
。
往
生
に
際
し
て
今
様
を
歌
う
の
が
当
然
で
あ
る
よ
う
な
筆
致

に
注
目
し
た
い
。『

梁
塵
秘
抄』
の
原
本
で
は
二
句
目
が

｢

か
へ
る
と｣

と
な
っ
て
お
り
、
諸
注
釈

｢

帰
る
と｣
を
当
て
る
が
、｢

か
く
る
と｣

の
方
が
通
り
が
よ
い
。
こ
の
絵
巻
に
よ
り
、
誤
写
と
指
摘
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
話
に
見
え
る
往
生
の
時
の
音
楽
や
紫
雲
は
、
仏
の
来
迎
の
徴
と
理

解
さ
れ
、
類
型
的
な
表
現
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば

『

日
本
往

生
極
楽
記』

四
〇
坂
田
郡
の
女
人
の
話
に
は
、

毎
年
に
筑
摩
の
江
の
蓮
花
を
採
り
て
、
弥
陀
仏
に
供
養
し
た
て
ま

つ
り
、
偏
に
極
楽
を
期
せ
り
。
か
く
の
ご
と
く
す
る
こ
と
数
の
年
、

命
終
る
の
時
紫
雲
身
に
纏
り
ぬ
。

と
あ
る
。『

大
日
本
国
法
華
験
記』

巻
下
九
〇
に
も
、
加
賀
の
尋
寂
法

師
の
入
滅
時
に
故
郷
の
人
が
見
た
夢
と
し
て
、
次
の
記
述
が
あ
る
。

紫
雲
家
に
聳
き
て
音
楽
空
に
満
て
り
。
尋
寂
聖
人
蓮
華
の
台
に
坐

し
て
、
空
に
昇
り
て
去
り
ぬ
と
み
た
り
。

『

拾
遺
往
生
伝』

巻
中
五
の
名
前
不
詳
の
上
人
の
焼
身
の
と
き
に
は
、

遥
か
に
西
方
よ
り
、
音
楽
徐
く
に
来
れ
り
。(

中
略)

遠
く
か
の

峰
を
望
め
ば
、
翠
煙
上
に
騰
り
て
、
綵
雲
西
に
聳
け
り
。

と
あ
る
。
遊
女
の
往
生
譚
は
念
仏
が
今
様
に
替
わ
る
と
い
う
だ
け
で
法

華
験
記
や
往
生
伝
の
表
現
を
踏
襲
し
て
い
る
。

二
者
と
も
法
文
歌
で
あ
る
。『

口
伝
集』

に
は
と
ね
く
ろ
の
話
に
続

け
て
、
高
砂
の
君
が

｢

聖
徳
太
子｣

の
歌
を
歌
っ
て
往
生
の
願
い
を
遂

げ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。『

梁
塵
秘
抄』

巻
二
・
四
句
神
歌

(

４
２

２)

か
と
す
る
注
釈
書
が
多
い
が
、
法
文
歌

(

２
２
０)

で
あ
っ
た
可

能
性
も
捨
て
切
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
四
句
形
式
が
選
ば
れ
て
い

る
。
歌
の
種
類
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
往
生
に
も
今
様
は
不
可
欠
で
あ
っ

た
。

『

古
事
談』

第
三
、『

十
訓
抄』

上
三
、『

撰
集
抄』

巻
六
に
性
空
上

人
が
生
身
の
普
賢
菩
薩
を
見
た
い
と
願
い
、
神
崎
の
遊
女
の
長
者
を
見

る
べ
し
と
い
う
夢
想
を
得
る
話
が
あ
る
。
や
や
趣
を
異
に
す
る
が
往
生

譚
に
加
え
得
る
だ
ろ
う
。『

撰
集
抄』

は
性
空
の
出
家
前
の
逸
話
を
載

せ
る
が
、
後
半
部
は
前
二
者
と
ほ
ぼ
同
話
で
あ
る
。『

古
事
談』

で
、

性
空
は
、
鼓
を
打
ち
な
が
ら
乱
拍
子
を
歌
う
長
者
の
姿
を
見
る
。

周
防
ム
ロ
ヅ
ミ
ノ
中
ナ
ル
ミ
タ
ラ
ヰ
ニ
風
ハ
フ
カ
ネ
ド
モ
サ
サ
ラ

ナ
ミ
タ
ツ
云
云

｢

奇
異
の
思
ひ
を
成
し
て｣

目
を
つ
ぶ
る
と
、
長
者
は
普
賢
菩
薩
に
変
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身
し
、
歌
は
、

実
相
無
漏
之
大
海
ニ
五
塵
六
欲
之
風
ハ
不
レ

吹
ト
モ
、
随
縁
真
如

之
波
タ
タ
ヌ
ト
キ
ナ
シ
ト
云
云

と
聞
こ
え
る
。
感
激
し
て
上
人
が
帰
ろ
う
と
し
た
時
、
決
し
て
口
外
す

る
な
と
言
い
置
い
て
遊
女
は
頓
死
す
る
。
そ
の
時
も
極
楽
往
生
の
兆
候

が
あ
っ
た
。

『

撰
集
抄』

の
場
所
は
室
と
な
っ
て
い
る
。

周
防
み
た
ら
し
の
沢
辺
に
風
の
音
づ
れ
て

と
長
者
が
歌
う
と
居
並
ぶ
遊
女
た
ち
が
、

さ
ゝ
ら
波
た
つ
や
れ
こ
と
つ
と
う

と
囃
し
た
。
目
を
塞
い
だ
性
空
に
普
賢
菩
薩
の
姿
が
浮
か
び
、

法
性
無
漏
の
大
海
に
は
普
賢
恒
順
の
月
の
光
ほ
が
ら
か
也

と
聞
こ
え
る
。
こ
の
三
つ
の
説
話
と
今
様
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
馬
場

光
子
の
詳
し
い
考
察
が
あ
る

(

注�)
。
氏
は
、
説
話
と
地
名
の
不
一
致
に
目
を

向
け
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。『

古
事
談』

『

十
訓
抄』

の
室
積
は
駅
路
の

客
舎
の
意
で
あ
り
、
同
時
に
周
防
の
海
駅
の
地
名
で
も
あ
る
。
説
話
の

地
文
中
の
神
崎
と
は
結
び
つ
か
な
い
。『

撰
集
抄』

の
説
話
中
の
地
名

室
は
遊
女
の
地
と
す
れ
ば
播
磨
の
室
津
で
あ
ろ
う
が
、｢

周
防
み
た
ら

し
の
沢
辺｣

と
歌
う
ば
か
り
で
地
名
を
生
か
し
き
れ
て
い
な
い
。
性
空

上
人
説
話
か
ら
今
様
が
直
截
生
ま
れ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
説
話
と
今

様
は
切
り
離
し
て
考
え
た
方
が
よ
い
。
さ
ら
に
歌
の
背
景
に
仏
典
や

｢

浦
褒
め｣

の
発
想
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
上
で
、
遊
女
が
土
地
と

旅
人
に
対
し
て
予
祝
の
意
味
を
込
め
て
歌
っ
た
今
様
が
、
遊
女
普
賢
の

説
話
に
取
り
込
ま
れ
た
と
見
る
。
今
様
は
必
ず

｢

場｣

と
共
に
あ
り
、

そ
こ
に
は

｢

場｣

を
形
作
る
集
団
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
稿

一
章
で
見
た
時
代
と
共
に
変
化
し
た
説
話
の
登
場
人
物
同
様
、
地
名
も

ま
た
伝
承
の
過
程
で
、
移
り
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。

私
は
こ
れ
ら
の
説
話
に
遊
女
の
美
声
を
強
調
す
る
側
面
が
あ
る
こ
と

を
付
け
加
え
た
い
。
遊
女
が
歌
っ
て
い
る
の
は
五
節
の
歌
謡
で
あ
り

(

注�)

、

場
所
は
神
崎(

室)

で
あ
っ
て
も
、
宮
中
の
五
節
の
場
面
に
酷
似
す
る
。

遊
女
が
五
節
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
諸
資
料
か
ら
知
ら
れ
る
が

(

注�)

、
そ

れ
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
遊
女
と
宮
廷
の
関
わ
り
の
深
さ
を
物
語
る
も
の

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
彼
女
ら
の
プ
ロ
の
芸
能
者
と
し
て
の
力
を
示

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
美
声
が
尊
重
さ
れ
た
の
は
遊
女
に
限
ら

な
い
。『

口
伝
集』

で
後
白
河
院
も
歌
の
声
に
並
々
な
ら
ず
執
着
し
、

『

梁
塵
秘
抄』

巻
二
・
四
句
神
歌

(

僧
歌)

に
は
、

峰
の
花
折
る
小
大
徳

面
立
よ
け
れ
ば
裳
袈
裟
よ
し

ま
し
て
高
座
に
上
り
て
は

法
の
声
こ
そ
尊
け
れ

(

３
０
４)

と
、
美
男
で
声
の
き
れ
い
な
僧
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
を
歌
っ
た
歌
が
あ

る
。
読
経
の
声
に
よ
る
感
銘
と
い
う
よ
り
、
諸
注
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
説
経
の
場
の
芸
能
者
的
な
美
声
と
考
え
ら
れ
る
。
芸
能
者
、
つ

ま
り
歌
手
で
あ
る
遊
女
の
美
声
が
宗
教
的
感
銘
を
引
き
起
こ
す
作
用
を
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持
っ
て
い
た
ゆ
え
、
普
賢
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
神
秘
的
な
説
話

が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
四)

一
連
の
遊
女
の
血
縁
・
往
生
譚
に
今
様
が
欠
か
せ
な
い
の
は
見
て
き

た
と
お
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
今
様
の
徳
を
語
る
説
話
と
位
置
付
け
て

も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
単
純
に
遊
女
の
地
位
、

ひ
い
て
は
今
様
の
価
値
を
高
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
阿
部

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
貴
族
た
ち
と
遊
女
の
関
わ
り
に
は
否
定
的
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
見
ら
れ
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

後
白
河
院
が
、
今
様
に
一
方
な
ら
ぬ
思
い
入
れ
を
持
ち
、
遊
女
・
傀

儡
子
を
呼
び
集
め
て
歌
っ
た
り
、
引
退
し
た
傀
儡
子
の
乙
前
を
師
と
し

て
特
別
に
遇
し
、
そ
の
死
後
も
手
厚
く
供
養
し
た
り
し
た
こ
と
は

『

口

伝
集』

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
江
口
の
遊
女
出
身
の
女
房
丹
波
を

寵
愛
し
、
産
ま
せ
た
皇
子
を
天
台
座
主

(

承
仁
法
親
王)

に
据
え
た
こ

と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
院
は

『

口
伝
集』

に
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

我
が
身
、
五
十
余
年
を
過
ご
し
、
夢
の
ご
と
し
幻
の
ご
と
し
。
既

に
半
ば
は
過
ぎ
に
た
り
。
今
は
よ
ろ
づ
を
抛
げ
棄
て
て
、
往
生
極

楽
を
の
ぞ
ま
む
と
思
ふ
。
た
と
ひ
ま
た
、
今
様
を
う
た
ふ
と
も
、

な
ど
か
蓮
台
の
迎
へ
に
あ
づ
か
ら
ざ
ら
む
。
そ
の
故
は
、
遊
女
の

た
ぐ
ひ
、
舟
に
乗
り
て
波
の
上
に
浮
び
、
流
れ
に
棹
を
さ
し
、
着

物
を
か
ざ
り
、
色
を
こ
の
み
て
、
人
の
愛
念
を
こ
の
み
、
歌
を
う

た
ひ
て
も
、
よ
く
聞
か
れ
ん
と
思
ふ
に
よ
り
、
ほ
か
に
他
念
な
く

て
、
罪
に
し
づ
み
て
、
菩
提
の
岸
に
い
た
ら
む
こ
と
を
知
ら
ず
。

そ
れ
だ
に
、
一
念
の
心
お
こ
し
つ
れ
ば
、
往
生
し
に
け
り
。
ま
し

て
我
ら
は
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
法
文
の
歌
、
聖
教
の
文
に
離
れ
た

る
こ
と
な
し
。

往
生
の
前
提
の
中
に｢

卑
し
い
遊
女
で
あ
っ
て
さ
え｣

と
い
う
こ
と
と
、

｢

仏
道
修
行
と
相
反
す
る
今
様
を
歌
っ
て
さ
え｣

と
い
う
二
つ
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
今
様
へ
の
執
心
を

『

梁
塵
秘
抄』

の
編
集
に
結
実

さ
せ
た
院
も
、
そ
れ
が
狂
言
綺
語
で
あ
る
と
い
う
観
か
ら
自
由
で
な
か
っ

た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
、
や
は
り
、
遊
女
を
一
段
低
い
も
の

と
見
な
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
遊
女
へ
の
特
別
待

遇
は
ほ
と
ん
ど
狂
気
と
も
言
え
る
今
様
修
行
の
た
め
の
利
己
的
な
手
段

で
あ
り
、
必
ず
し
も
遊
女
一
般
に
及
ぼ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
丹
波
は

『

本
朝
皇
胤
紹
運
録』

の
承
仁
法
親
王
の
項
に

｢
仁
操
僧
都
女｣

と
あ
り
、
仁
操
僧
都
は
同
書
に
よ
れ
ば
、
後
三
条
天

皇
の
皇
子
輔
仁
親
王
の
子
で
あ
る
の
で
、
丹
波
は
皇
統
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
た
だ
し
同
書
に
は
丹
波
が
遊
女
で
あ
っ
た
と
は
書
か
れ
て
お
ら

ず
、
下
崎
結
は
、
仁
操
僧
都
女
と
い
う
の
は
別
人
と
の
混
同
で
、『

玉
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葉』
『

山
塊
記』

『

華
頂
要
略』

(｢

天
台
座
主
記｣)

に
よ
っ
て
、
内
膳

司
紀
孝
資
の
女
で
あ
る
こ
と
を
考
証
し
て
い
る

(

注�)

。
さ
て
十
二
世
紀
に
な
っ

て
遊
女
の
産
ん
だ
子
供
が
摂
関
家
の
嫡
子
と
な
り
父
親
の
地
位
を
継
い

だ
り
す
る
こ
と
を
以
て
、
当
時
の
遊
女
の
地
位
が
高
か
っ
た
と
見
な
す

論
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
母
の
出
自
が
問
題
に
な
ら
な
く
な
っ
た
た
め
で

あ
り
、
か
え
っ
て
女
性
の
地
位
が
低
く
な
っ
た
こ
と
の
あ
か
し
で
あ
る

と
い
う
理
由
で
、
服
藤
早
苗
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る

(

注�)
。
丹
波
も
お

そ
ら
く
い
わ
ゆ
る

｢

江
口
腹｣
で
あ
っ
て
、
院
の
彼
女
へ
の
処
遇
は
そ

の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
は
ず
だ
。
男
子
が
摂
関
家
の
嫡
子
と
な
っ

た
の
と
同
様
、
母
が
遊
女
で
あ
る
こ
と
が
負
の
要
因
に
働
か
な
く
な
っ

た
時
代
ゆ
え
起
こ
り
得
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

遊
女
と
宮
廷
の
関
わ
り
の
早
い
例
と
し
て『

大
和
物
語』

一
四
五
段
、

一
四
六
段
の
宇
多
法
王
と
し
ろ
及
び
大
江
玉
淵
の
娘
の
例
が
あ
る
。
後

者
を

｢

貴
族
出
身
の
遊
女｣

と
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
玉
淵
が
遊
女
に

産
ま
せ
た
子
供
が
女
系
の
世
界
で
そ
の
ま
ま
遊
女
に
な
っ
て
い
る
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
二
者
は
和
歌
に
秀
で
て
い
た
ゆ
え
法
皇
に

認
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
今
様
を
媒
体
に
僧
や
院
に
接
近
し
た
遊
女
と

同
列
で
あ
る
。
け
だ
し
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
遊

女
や
傀
儡
子
が
貴
族
と
交
渉
し
宮
廷
に
出
入
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と

す
る
加
藤
周
一
の
指
摘
は
卓
見
で
あ
る

(

注�)

。
後
白
河
院
が
今
様
を
通
じ
て

遊
女
の
地
位
を
高
め
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
院
の
み
な
ら
ず
、
他
の
説
話
集
の
編
者
、
そ
し
て
読
者

に
も
共
通
の
認
識
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
の
話
に
も

｢

卑

し
い
遊
女
で
あ
る
の
に｣

と
い
う
前
提
が
影
を
落
と
す
。
中
で

『

藤
の

衣
物
語
絵
巻』

の
か
う
し
ゅ
の
産
ん
だ
女
子
が
中
宮
ま
で
上
り
詰
め
る

と
い
う
展
開
は
、
父
親
で
あ
る

｢

若
き
人｣

が
太
政
大
臣
の
息
子
で
あ

る
た
め
で
あ
り
、
物
語
の
成
立
し
た
時
代
背
景
を
反
映
し
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
と
ね
く
ろ
と
普
賢
菩
薩
の
化
身
と
さ
れ
る
遊
女

は
長
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
か
う
し
ゅ
の
子
供
を
長
者
が

｢

む
ま
ご｣

と

呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
か
う
し
ゅ
は
長
者
の
娘
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
い
ず
れ
長
者
を
継
ぐ
べ
き
立
場
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
往
生
譚
が
い

ず
れ
も
長
者
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
も
、
一
般
の
遊
女
と
一
線
を
画
し

て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
作
者
、
編
者
の
遊
女
へ
の
視
線
を
考

え
る
上
で
見
逃
せ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『

新
猿
楽
記』

に
登

場
す
る
十
六
人
の
娘
の
う
ち
、
職
業
を
持
つ
の
は
四
女
の
巫
女
と
、
十

六
女
の
遊
女
だ
け
で
あ
る
が
、
彼
女
も
長
者
と
さ
れ
て
い
る
。
客
と
の

交
渉
、
接
客
料
の
分
配
な
ど
一
手
に
取
り
仕
切
っ
た
長
者
は
、
遊
女
の

中
で
も
特
別
の
存
在
で
あ
っ
た
。

(

五)

遊
女
へ
の
ま
な
ざ
し
の
冷
や
や
か
さ
は
巫
女
へ
の
そ
れ
と
比
較
す
る
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時
、
一
層
明
ら
か
に
さ
れ
得
よ
う
。

『

古
事
談』

第
三
に
は
次
の
話
が
載
る
。

恵
心
僧
都
金
峯
山
ニ
正
シ
キ
巫
女
ア
リ
ト
キ
キ
テ
、
タ
ダ
一
人

令
レ

向
タ
マ
ヒ
テ
、
心
中
ノ
シ
ョ
グ
ハ
ン
ウ
ラ
ナ
ヘ
ト
ア
リ
ケ
レ

バ
、
歌
占
ニ
、

十
万
億
ノ
国
々
ハ

海
山
隔
テ
遠
ケ
レ
ド

心
ノ
道
ダ
ニ
ナ
ヲ

ケ
レ
バ

ツ
ト
メ
テ
イ
タ
ル
ト
コ
ソ
キ
ケ

ト
占
タ
リ
ケ
レ
バ
、�
泣
シ
テ
帰
給
云
云
。

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
四
句
形
式
の
歌
は『

拾
遺
和
歌
集』

巻
二
十
哀
傷
の
、

極
楽
を
ね
が
ひ
て
よ
み
侍
り
け
る

仙
慶
法
師

極
楽
は
は
る
け
き
ほ
ど
と
き
き
し
か
ど
つ
と
め
て
い
た
る
と
こ
ろ

な
り
け
り

(

１
３
４
３)

を
今
様
化
し
た
も
の
で
あ
る
。『

和
漢
朗
詠
集』

『

袋
草
紙』

『
千
載
和

歌
集』

そ
の
他
に
収
録
さ
れ
、
作
者
が
空
也
や
千
観
と
揺
れ
を
呈
し
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
広
く
伝
承
さ
れ
た
歌
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
察
さ
れ

る
。
ま
た
こ
の
ま
ま
の
形
で

『

梁
塵
秘
抄』

二
句
神
歌
に
も
取
ら
れ
て

い
る
。
直
接
的
に
は
こ
の
二
句
神
歌
を
四
句
形
式
に
発
展
さ
せ
た
も
の

と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。

伊
藤
高
広
は
、
歌
占
は
短
歌
形
式
が
多
く
、
四
句
神
歌
形
式
は
珍
し

い
と
指
摘
し
た
上
で
、

四
句
神
歌
が
源
信
の
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
と
は
思
え
な
い

の
で
、
話
自
体
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
院
政
期

か
ら
鎌
倉
時
代
は
じ
め
に
か
け
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ

て
い
た
だ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
記
事
で
あ
る
。

と
述
べ
る

(

注�)

。
説
話
自
体
は
院
政
期
の
も
の
と
し
て
、
問
題
は
源
信
が
巫

女
の
噂
を
聞
い
て
何
の
疑
い
も
な
く
、
金
峰
山
に
向
か
い
、
歌
占
に
感

激
し
て
帰
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
同
じ『

古
事
談』

の
話
で
あ
っ
た
が
、

性
空
は
夢
告
げ
に
遊
女
に
生
身
の
普
賢
菩
薩
を
見
よ
と
聞
い
た
。
信
じ

る
に
足
る
べ
き

｢

夢｣

と
い
う
装
置
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
も

｢

周
防
ム
ロ
ヅ
ミ｣

の
歌
を
聴
い
て

｢

成
二

奇
異
之
思
一｣

と
あ

る
。
さ
ら
に

『

十
訓
抄』

に
な
る
と
夢
か
ら
覚
め
た
時
点
で

｢

奇
異
の

思
ひ
を
な
し
て｣

神
崎
に
向
か
っ
て
い
る
。
こ
の
差
は
小
さ
く
な
い
。

保
元
物
語
に
も
歌
占
の
記
事
が
載
る
。
久
寿
二
年
鳥
羽
法
皇
が
熊
野

の
証
誠
殿
で
夢
想
を
得
る
。

夜
半
バ
カ
リ
ニ
神
殿
ノ
御
戸
ヲ
排
テ
、
白
ク
ウ
ツ
ク
シ
ク
小
キ
左

ノ
御
手
ヲ
指
出
シ
テ
、
ウ
チ
カ
エ
シ

く
三
度
セ
サ
セ
給
テ
、

｢

是
ハ
イ
カ
ニ
、

く｣

ト
ヲ
ウ
セ
ラ
レ
ケ
ル
ガ
、
御
夢
想
ノ
告

ア
リ
。

そ
こ
で
巫
女
を
呼
ん
で
占
わ
せ
る
。
巫
女
は
権
現
を
降
ろ
そ
う
と
す
る
。

寅
の
時
か
ら
昼
ま
で
か
か
っ
て
や
っ
と
降
り
る
。

カ
ン
ナ
ギ
、
法
皇
ニ
向
奉
リ
テ
、
歌
占
ヲ
出
シ
タ
リ
ケ
リ
。
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手
ニ
結
ブ
水
ニ
ヤ
ド
レ
ル
月
影
ハ
ア
ル
ヤ
ナ
キ
カ
ノ
世
ニ
ハ
有

ケ
ル

ト
テ
、
左
ノ
手
ヲ
上
テ
、
三
度
、
打
返

く
、｢

是
ハ
如
何
、

く｣
ト
申
シ
ケ
レ
バ
、｢

真
実
権
現
ノ
御
託
宣
ナ
リ｣

ト
思
食
シ
テ
、

法
皇
イ
ソ
ギ
御
座
ヲ
ス
ベ
ラ
セ
給
ヒ
ケ
リ
。

歌
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
尋
ね
る
と

明
年
必
ズ
崩
御
ア
ル
ベ
シ
。
其
後
ハ
、
世
ノ
中
手
ノ
ウ
ラ
ヲ
カ
ヘ

ス
ガ
如
ク
ナ
ラ
ン
ズ
ル
ゾ
。

と
答
え
る
。
皆
驚
い
て
、
さ
ら
に
明
年
の
い
つ
か
尋
ね
る
と
、

夏
ハ
ツ
ル
扇
ト
秋
ノ
白
露
ト
イ
ヅ
レ
カ
サ
キ
ニ
置
キ
マ
サ
ル
ベ
キ

｢

夏
ノ
終
リ
、
秋
ノ
始｣

と
具
体
的
な
答
え
が
戻
っ
て
く
る
。
涙
を
流
し
、
畳
み
掛
け
る
よ
う
に

尋
ね
る
法
皇
や
公
卿
、
殿
上
人
は
巫
女
に
全
幅
の
信
頼
を
置
い
て
向
き

合
っ
て
い
る
。
果
た
し
て
法
皇
は
翌
年
七
月
二
日
に
崩
御
し
た
。

｢

手
ニ
結
ブ｣

は
源
公
忠
に
送
っ
た
貫
之
の
辞
世
の
歌
と
さ
れ
る
。

『

貫
之
集』

を
始
め
、『

古
今
和
歌
六
帖』

『

拾
遺
抄』

『

拾
遺
和
歌
集』

『

和
漢
朗
詠
集』
『

袋
草
紙』

『

宝
物
集』

な
ど
に
採
ら
れ
人
口
に
膾
炙

し
た
歌
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た

『

沙
石
集』

巻
五
に
は
次

の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

恵
心
僧
都
は
道
心
が
深
く
て
、
狂
言
綺
語
を
憎
ん
で
い
た
。
弟
子
の

稚
児
の
中
に
歌
を
好
む
も
の
が
あ
っ
て
他
の
稚
児
の
学
問
の
妨
げ
に
な

る
と
心
を
痛
め
た
恵
心
僧
都
が
、
里
に
帰
そ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

そ
の
稚
児
は
夜
更
け
に
縁
に
出
て
手
水
を
使
っ
て
、

手
ニ
結
ブ
水
ニ
ヤ
ド
レ
ル
月
カ
ゲ
ワ

ア
ル
カ
ナ
キ
カ
ノ
世
ニ
モ

ス
ム
カ
ナ

と
詠
じ
た
。
時
宜
に
か
な
っ
た
歌
に
心
を
打
た
れ
そ
の
稚
児
を
留
め
た
。

そ
れ
を
き
っ
か
け
に
考
え
が
変
わ
り
、
歌
を
好
ん
で
勅
撰
集
に
も
多
く

入
集
し
た
。｢

或
説｣

に
よ
れ
ば
、

世
ノ
中
ヲ
何
ニ
タ
ト
エ
ン
朝
ボ
ラ
ケ

コ
ギ
行
舟
ノ
ア
ト
ノ
白
浪

と
い
う
歌
を
聞
い
て
改
心
し
た
と
も
言
う
。
或
説
は
早
く

『

袋
草
紙』

に
見
え
る
話
で
あ
る
。

｢

世
ノ
中
ヲ｣

は
沙
弥
満
誓
作
で

『

万
葉
集』

に
原
歌
が
あ
る
が
、

公
任
撰
の

『

新
撰
髄
脳』

の

｢

昔
の
よ
き
歌｣

の
最
初
に
挙
げ
ら
れ
、

格
調
高
い
歌
と
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た

『

和
漢
朗
詠

集』

が
貫
之
歌
と
満
誓
歌
を｢

無
常｣

に
並
べ
て
収
録
し
て
い
る
こ
と
、

『

宝
物
集』

が
貫
之
歌
に
続
け
て
満
誓
歌
を
本
歌
と
す
る
、

世
の
中
を
何
に
た
と
へ
ん
秋
の
田
の
ほ
の
か
に
て
ら
す
宵
の
い
な

づ
ま

(

源
順)

を
載
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
二
首
を
一
対
の
も
の
と
見
な
す
意
識
が

働
い
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
恵
心
僧
都
を
改
心
さ
せ
た
歌
が
、
神
の
託

宣
と
し
て
歌
占
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
こ
の
歌
に
内
在

す
る
霊
力
を
見
る
思
い
が
す
る
。
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『
梁
塵
秘
抄』

の
歌
か
ら
は
、
歩
き
巫
女
や
売
春
業
を
兼
ね
た
巫
女

な
ど
、
堕
落
し
た
姿
も
伺
え
る
が
、
歌
占
に
視
点
を
当
て
る
限
り
、
そ

の
信
頼
性
は
遊
女
の
今
様
よ
り
一
段
勝
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

今
様
の
歌
い
手
が
男
性
で
あ
る
場
合
、
さ
ら
に
違
い
が
際
立
っ
て
こ

よ
う
。
二
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
当
代
切
っ
て
の
名
手
藤
原
成
通
が
今

様
で
病
気
を
治
し
た
話
が

『

古
今
著
聞
集』

巻
六
、『

十
訓
抄』

下
十
、

『

體
源
抄』

十
ノ
下
に
見
え
る
。『

體
源
抄』

は

『

古
今
著
聞
集』

の
継

承
で
あ
る
か
ら

『

古
今
著
聞
集』
を
見
る
。
雲
林
院
の
端
隠
の
間
の
階

段
で
蹴
鞠
の
間
の
雨
宿
り
に
何
気
な
く
口
ず
さ
ん
だ
神
歌
で
、
中
に
い

る
病
人
の
気
分
が
良
く
な
る
。
請
わ
れ
て
堂
に
上
が
っ
て
歌
っ
た
二
首

の
法
文
歌
が
、
物
の
気
を
退
散
さ
せ
て
病
気
を
完
全
に
治
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
う
ち
一
首
、

い
づ
れ
の
仏
の
願
よ
り
も

千
手
の
ち
か
ひ
ぞ
た
の
も
し
き

か
れ
た
る
草
木
も
た
ち
ま
ち
に

花
さ
き
み
な
る
と
と
き
た
れ
ば

は

『

口
伝
集』

、
及
び

『

源
平
盛
衰
記』

巻
九
で
も
霊
験
効
果
を
現
し

て
い
る
。
管
弦
歌
舞
に
収
め
ら
れ
、

か
な
ら
ず
法
験
な
ら
ね
ど
も
、
通
ぜ
る
人
の
芸
に
は
、
霊
病
も
恐

を
な
す
に
こ
そ
。

と
い
う
標
語
で
結
ば
れ
る
。
芸
道
の
極
み
を
賞
讃
し
た
話
と
読
ん
で
よ

い
。

『

十
訓
抄』

で
は
や
や
状
況
設
定
が
異
な
っ
て
お
り
、
乳
母
の

｢

お

こ
り｣

を
落
と
す
の
に
、
請
わ
れ
て
今
様
を
歌
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

｢

君
だ
に
も
今
様
遊
ば
さ
ば
、
お
ち
候
ひ
な
む｣

と
申
し
け
る
に
、

｢

や
す
き
こ
と
に
こ
そ
。
た
だ
し
、
お
ち
ず
は
、
人
を
こ
が
ま
し

か
り
な
む｣

と
い
う
や
り
と
り
が
あ
る
が
一
種
の
韜
晦
と
見
る
べ
き
で
、
験
者
も
落

と
せ
な
か
っ
た
お
こ
り
を
今
様
で
落
と
し
て
く
れ
と
頼
む
ほ
ど
の
乳
母

の
信
頼
の
厚
さ
が
重
要
で
あ
る
。『

今
鏡』

に
よ
れ
ば
成
通
は
端
正
に

装
束
を
付
け
碁
石
を
数
え
な
が
ら
、
一
つ
の
法
文
歌
を
一
晩
に
百
反
り
、

百
夜
練
習
し
た
と
い
う
。『

口
伝
集』

に
も
見
え
る
練
習
方
法
で
あ
る
。

『

十
訓
抄』

で
歌
徳
説
話
の
一
群
の
最
後
に
据
え
ら
れ
、

こ
れ
は
和
歌
に
あ
ら
ね
ど
も
、
こ
と
が
ら
同
じ
き
に
よ
り
て
、
書

き
加
ふ
る
な
り
。

と
締
め
く
く
ら
れ
る
の
も
、
彼
の
今
様
が
い
か
に
信
奉
さ
れ
た
か
を
物

語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
後
白
河
院
も
今
様
を
歌
っ
て
示
現
を
被
っ
た
こ

と
に
関
し
て

『

口
伝
集』

に
、

た
だ
、
と
し
ご
ろ
た
し
な
み
習
ひ
た
り
し
劫
の
い
た
す
と
こ
ろ
か
。

ま
た
こ
と
に
信
を
い
た
し
て
う
た
へ
る
信
力
の
ゆ
ゑ
か
。

と
記
す
。
修
練
を
積
み
、
一
芸
に
秀
で
た
人
た
ち
ゆ
え
に
起
こ
り
得
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
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お
わ
り
に

遊
女
の
今
様
は
、
場
に
適
合
し
た
歌
詞
で
、
独
特
の
旋
律
で
、
ま
た

歌
い
手
の
声
の
美
し
さ
で
、
人
の
心
を
動
か
し
、
時
に
は
霊
験
効
果
を

発
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、

｢

罪
深
い
遊
女
で
あ
っ
て
も｣

と
い
う
大
前
提
の
上
で
機
能
し
て
い
る
。

今
様
を
歌
う
こ
と
を
含
め
て
遊
女
の
存
在
そ
の
も
の
が
一
旦
否
定
的
に

捉
え
ら
れ
、
改
め
て
今
様
の
徳
を
讃
え
る
と
い
う
図
式
に
な
っ
て
い
る
。

今
様
の
役
割
は
、｢

今
様
を
歌
っ
て
も｣
と
、｢

今
様
を
歌
う
か
ら｣

と

い
う
二
つ
の
違
っ
た
方
向
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

注
１

｢

遊
女
・
傀
儡
子
・
巫
女
と
文
芸｣
(

岩
波
講
座

『
日
本
文
学
史』

第
四

巻

一
九
九
六
年)

注
２

井
川
定
慶

『

法
然
上
人
伝
の
研
究』

(

法
然
上
人
伝
全
集
刊
行
会

一
九

六
一
年)

善
導
寺
本
、
高
田
本
の
本
文
は
井
川
定
慶
編

｢

法
然
上
人
伝

全
集｣

(

同
全
集
刊
行
会

一
九
五
二
年)

を
参
照
し
た
。

注
３

｢

真
宗
聖
教
全
書｣

三

列
祖
部

(

真
宗
聖
教
全
書
編
纂
書
編

大
八
木

興
文
堂

一
九
六
四
年)

注
４

『

江
口
・
神
崎』

(

至
文
堂

一
九
六
五
年)

注
５

宮
木
、
宮
城
両
様
の
表
記
が
あ
る
。『

後
拾
遺
和
歌
集』

『

新
猿
楽
記』

は
宮
木
と
し
、『

遊
女
記』

『

二
中
暦』

『

名
所
図
会』

は
宮
城
で
あ
る
が
、

す
べ
て
同
一
人
物
と
見
ら
れ
て
い
る
。

注
６

新
潮
日
本
古
典
集
成

『

発
心
集』

頭
注

注
７

今
堀
太
逸

｢

法
然
の
念
仏
と
女
性
―
女
人
教
化
譚
の
成
立
―｣

(

西
口
順

子
編

『

仏
と
女』

吉
川
弘
文
館

一
九
九
七
年)

注
８

『

宇
津
保
物
語』

菊
の
宴
に

｢

神
歌
う
た
ふ｣

と
し
て
神
楽
歌
を
歌
っ
た

例
が
あ
る
。

注
９

神
垣
や
御
室
の
山
の
榊
葉
は

神
の
御
前
に
茂
り
合
ひ
に
け
り

(

４
４

８)

。
神
楽
歌
は
第
一
句

｢

神
垣
の｣

。

注
10

『

今
鏡』

下

｢

敷
島
の
打
聞｣

に
、｢

四
句
の
か
み
とマ
マ

う
た
う
た
ふ
と
て｣

と
し
て
四
句
形
式
の
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

注
11

中
野
荘
次

『

校
本
風
葉
和
歌
集』

(

賛
精
社

一
九
三
三
年)

注
12

『

平
安
時
代
物
語
の
研
究』(

改
定
増
補
版

武
蔵
野
書
院

一
九
六
三
年)

注
13

『

了
俊
一
子
伝』

(

歌
学
大
系
巻
五)

に
は

｢

俊
頼
の
歌
我
身
に
そ
へ
る

影
な
れ
や
と
云
名
歌
を
し
ら
び
や
う
し
の
和
歌
に
う
た
ひ
け
る
を｣

と

あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
岩
波
古
典
大
系

『

無
明
抄』

の
補
注
に
は

｢

白

拍
子
が
こ
の
歌
を
歌
っ
た
と
す
る｣

と
あ
る
が
、｢

し
ら
び
や
う
し
の
和

歌｣

は
歌
の
種
類
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

注
14

今
様
の
旋
律
の
霊
験
効
果
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢『

歌』

の
力
―
今
様
の

徳
を
語
る
逸
話
を
巡
っ
て
―｣

(『

語
文
研
究』

第
七
十
三
号

一
九
九

四
年)

に
述
べ
た
。

注
15

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻

(

遊
女
物
語
絵
巻)

影
印
・
翻
刻
・
研
究』

(

笠
間

書
院

一
九
九
六
年)

注
16

私
に
漢
字
を
当
て
句
読
点
を
施
し
た
。

注
17

｢

今
様
の
享
受
と
再
生
―
類
歌
発
生
―｣

(『

今
様
の
こ
こ
ろ
と
こ
と
ば』

三
弥
井
書
店

一
九
八
七
年)

初
出
は

『

国
語
と
国
文
学』

一
九
八
二

年
十
二
月

注
18

『
古
事
談』

の
歌
は
五
節
資
料
で
あ
る
京
大
菊
亭
文
庫
本

『

郢
曲』

の
乱

拍
子
に
含
ま
れ
る
。
ま
た

『

撰
集
抄』

の
居
並
ぶ
遊
女
た
ち
が

｢

さ
ゝ

ら
波
た
つ
や
れ
こ
と
つ
と
う｣

と
囃
し
た
と
い
う
記
述
は

『

郢
曲』

の
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助
音
の
注
記
を
生
か
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
謡
は
正
確

に
言
う
と
今
様
で
は
な
く
乱
拍
子
で
あ
る
。

注
19

『
玉
葉』

『

源
家
長
日
記』

ま
た

『

藤
の
衣
物
語
絵
巻』

に
も
同
様
の
場

面
が
あ
る
。

注
20

｢

後
白
河
院
の
周
辺
―
丹
波
局
―｣

(『

梁
塵』

研
究
と
資
料

第
十
三
号

一
九
九
五
年)
ま
た
角
田
文
衛
も

｢

天
台
座
主
記｣

の
丹
波
が
遊
女
で

紀
孝
資
の
女
で
あ
る
と
い
う
記
事
を
引
い
て

｢

遊
女
な
ど
に
産
ま
せ
し

娘
と
見
ゆ｣

と
指
摘
す
る

(『

日
本
の
後
宮』

学
燈
社

一
九
七
三
年)

。

注
21

｢

遊
行
女
婦
か
ら
遊
女
へ｣

(『

日
本
女
性
生
活
史』

第
一
巻
原
始
・
古
代

東
京
大
学
出
版
会

一
九
九
〇
年)

注
22

『

古
典
を
読
む

梁
塵
秘
抄』

(
岩
波
書
店

一
九
八
六
年)

注
23

｢

神
の
和
歌
、
神
の
今
様｣

(

日
本
歌
謡
研
究
大
系
下
巻

『

歌
謡
の
時
空』

和
泉
書
院

二
〇
〇
四
年)

(

お
お
き

も
も
こ
・
熊
本
学
園
大
学
非
常
勤
講
師)
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