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一　

は
じ
め
に

　

催
馬
楽
《
貫
河
》
の
詞
章
は
、
男
女
の
問
答
形
式
に
な
っ
て
い
る―
―

こ
う
い
う
説
明
が
、

多
く
の
注
釈
書
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
催
馬
楽
に
は
男
女
の
問
答
体
と
解
釈
で
き
る

曲
が
多
く
あ
り
、《
夏
引
》、《
東
屋
》、《
桜
人
》
な
ど
は
そ
の
典
型
的
な
例
と
言
え
る
。
例
え

ば
《
夏
引
》
の
詞
章
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
以
下
、
催
馬
楽
の
本
文
は
鍋
島
家
本（1
）に

よ
り
、

拍
子
記
号
、
異
説
等
を
省
き
、
私
に
漢
字
を
あ
て
る
）。

一
段　

夏
引
の　

白
糸　

七
量
り
あ
り　

さ
衣
に　

織
り
て
も
着
せ
む　

汝
妻
離
れ
よ

二
段　

 

頑
な
に　

も
の
い
ふ
女
か
な　

ナ　

汝　

麻
衣
も　

我
が
妻
の
ご
と
く　

袂
良

く　

着
良
く
肩か
あ
た良

く　

こ
く
び
安
ら
に　

汝
着
せ
め
か
も

　

一
段
は
、
妻
あ
る
男
に
離
縁
を
迫
る
女
の
歌
。
生
糸
を
織
っ
て
衣
を
作
っ
て
着
せ
る
か
ら
、

奥
さ
ん
と
は
別
れ
て
欲
し
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
二
段
は
、
そ
れ
を
は
ぐ
ら
か
す
男
の
歌
。

妻
は
麻
の
衣
で
す
ら
、
着
心
地
の
良
い
服
を
作
っ
て
く
れ
る
け
れ
ど
、
あ
な
た
に
そ
れ
が
で
き

ま
す
か
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
一
段
は
女
の
歌
、
二
段
は
男
の
歌
、
と
い
う
は
っ
き
り
し
た

歌
い
分
け
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。《
東
屋
》、《
桜
人
》も
ま
た
二
段
形
式
の
歌
で
あ
る
が
、

《
夏
引
》
と
は
逆
に
、
一
段
が
男
の
歌
、
二
段
が
女
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、《
貫
河
》
と
な
る
と
、
多
少
事
情
が
複
雑
に
な
る
。
便
宜
上
、
二
段
を
二
つ
に

分
け
、
①
〜
④
の
番
号
を
冠
す
る
。

　

一
段
①　

 

貫
河
の　

瀬
々
の　

や
は
ら
手
枕　

や
は
ら
か
に　

寝
る
夜
は
な
く
て　

親

さ
く
る
つ
ま

二
段
②　

親
さ
く
る　

つ
ま
は　

ま
し
て 

麗る

は
し　

　
　

③　

し
か
さ
ら
ば　

や
は
ぎ
の
市
に　

沓
買
ひ
に
か
む

三
段
④　

 

沓
買
は
ゞ 

線
鞋
の　

細
敷
を
買
へ　

さ
し
履
き
て　

上
裳
と
り
着
て　

宮
路

通
は
む

　

実
は
、
問
答
形
式
と
さ
れ
る
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
肝
心
な
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
。
す
な

わ
ち
、
ど
こ
が
男
の
歌
で
、
ど
こ
が
女
の
歌
な
の
か
、
定
説
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
既
に
中
田
幸
司
（
二
〇
〇
〇
）
が
簡
潔
に
整
理
し
て
い

る
が（2
）、

近
年
の
も
の
も
補
っ
て
一
覧
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る（3
）。

催
馬
楽
《
貫
河
》
考　

―
―

詞
章
解
釈
の
視
点
を
定
め
る―

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
文
科
学
研
究
科　

日
本
文
学
専
攻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

博
士
後
期
課
程
2
年　

本　

塚　
　
　

亘
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賀
茂
真
淵
『
催
馬
楽
考
』
以
下
の
古
注
釈
は
「
女↑

男↑

女
」
と
、
歌
の
主
体
が
変
化
す
る

説
を
唱
え
る
。
現
代
の
注
釈
で
も
、「
女↑

男↑

女
」
と
い
う
変
化
に
つ
い
て
は
概
ね
一
致
し

て
い
る
が
、
二
段
の
男
の
歌
を
、
冒
頭
「
親
さ
く
る
」
か
ら
と
す
る
か
、「
し
か
さ
ら
ば
」
か

ら
と
す
る
か
で
二
分
し
て
い
る
。
や
や
特
殊
な
解
釈
と
し
て
、
全
段
を
女
の
歌
と
す
る
、
池
田
、

木
村
の
両
説
が
あ
る
が
、
池
田
の
場
合
、「
無
理
を
承
知
で
、
全
部
女
と
し
て
通
し
て
み
た
訳

で
あ
る
」
と
、
自
ら
強
引
な
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
木
村
の
説
に
つ
い
て
は
後
に

触
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
解
釈
を
除
き
、「
女↑

男↑

女
」
の
問
答
形
式
が
、
一
般
的

と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
段
を
女
の
歌
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
概
ね
ど
の
注
釈
も
一
致
し
て
お
り
、

中
に
は
「
一
段
は
男
女
ど
ち
ら
と
も
定
め
が
た
い
」（
池
田
）
と
す
る
説
は
あ
る
も
の
の
、
詳

細
な
検
討
ま
で
は
行
っ
て
い
な
い
。
か
と
い
っ
て
一
段
が
女
の
歌
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
明

確
な
根
拠
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
条
兼
良
『
梁
塵
愚
案

抄
』
は
、
一
段
に
つ
い
て
男
女
を
明
言
し
て
い
な
い
。
続
く
『
催
馬
楽
考
』
以
降
の
古
注
釈
の

解
釈
は
、
初
め
か
ら
一
段
を
女
の
歌
と
決
め
て
か
か
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
に
続
く
注
釈
も
、
自

明
の
こ
と
と
し
て
問
題
と
し
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、「
つ
ま
」
の
語
は
男
女
を
問
わ
ず
、「
妻
」
と
も
「
夫
」
と
も
解
す
る
余
地
が
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
何
よ
り
、
一
条
兼
良
よ
り
も
も
っ
と
以
前
、
催
馬
楽
が
ま
だ
隆
盛
で
あ
っ
た
時

代
の
解
釈
は
、
お
そ
ら
く
逆
で
あ
っ
て
、
一
段
が
男
の
歌
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
事
例
し
か

確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
、
一
段
を
男
の
歌
と
は
解
釈
し
得
な
い
も
の
か
、

古
注
釈
以
前
の
解
釈
を
参
考
に
し
つ
つ
、
本
文
に
立
ち
返
っ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　

二　

古
注
釈
以
前
の
解
釈

　

例
え
ば
、
中
田
幸
司
（
二
〇
〇
〇
）
が
《
貫
河
》
の
「〈
原
歌
〉」
と
し
て
提
示
し
た
、『
万

葉
集
』
巻
第
十
一
の
、
次
の
歌
が
参
考
と
な
る
だ
ろ
う（4
）。

　
　

し
き
た
へ
の
枕
を
ま
き
て
妹
と
我
と
寝
る
夜
は
な
く
て
年
ぞ
経
に
け
る 

 
 

 
 

 
 

　
　
　
　
　
（
十
一
・
二
六
一
五
）

　
「
枕
」「
寝
る
夜
は
な
く
て
」
の
語
句
が
共
通
し
、
ま
た
共
寝
で
き
な
い
寂
し
さ
を
歌
っ
た
歌

と
し
て
、
歌
の
主
題
も
共
通
す
る
。
そ
し
て
、「
妹
と
我
」
と
歌
う
こ
の
歌
の
主
体
は
、
女
で

は
な
く
、
男
な
の
で
あ
る
。

　

藤
原
茂
樹
（
二
〇
〇
七
）
が
『
万
葉
集
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
整
理
を
行
っ
て
お
り
、
催

馬
楽
と
関
係
の
深
い
『
万
葉
集
』
の
歌
の
多
く
が
、
作
者
未
詳
歌
の
多
い
巻
に
集
中
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（5
）。

こ
の
歌
の
載
る
巻
第
十
一
に
も
、
や
は
り
作
者
未
詳
の
歌
が
多
く
、

ま
た
同
じ
歌
が
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
五
帖
「
と
し
へ
て
い
ふ
」（
五
・
二
九（6
））

に
も
掲
載
さ
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れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
中
田
幸
司
（
二
〇
〇
〇
）
の
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

当
該
歌
で
は
直
接
の
〈
原
歌
〉
と
は
い
わ
ず
と
も
参
考
と
な
る
歌
が
二
マ
マ
五
五
四
番
歌
、

五
三
五
番
歌
の
よ
う
に
存
在
し
、
そ
の
基
盤
の
上
に
当
該
歌
は
受
容
さ
れ
、
時
に
詞
章

を
発
展
さ
せ
た
創
作
の
営
為
が
あ
っ
た
と
考
え
る（7
）。

　

こ
の
言
説
に
従
う
な
ら
ば
、《
貫
河
》
が
歌
わ
れ
た
時
代
の
基
盤
と
し
て
、「
し
き
た
へ
の
」

の
歌
の
存
在
が
、民
間
、お
よ
び
宮
廷
内
部
に
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
「
し

き
た
へ
の
」
の
歌
が
直
接
に
《
貫
河
》
の
成
立
に
関
わ
っ
た
と
考
え
る
の
は
早
計
だ
が
、「
し

き
た
へ
の
」
の
歌
が
男
の
歌
と
し
て
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
た
基
盤
の
上
で
、
敢
え
て
《
貫
河
》

一
段
を
、
女
の
歌
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
合
点
が
行
か
な
い
。

　

少
し
時
代
を
下
る
。『
源
氏
物
語
』
に
は
、《
貫
河
》
が
歌
わ
れ
る
場
面
が
二
箇
所
あ
り
、
歌

わ
れ
る
詞
章
は
共
に
《
貫
河
》
一
段
の
一
部
、
歌
い
手
は
源
氏
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
花
宴
」
巻
。
源
氏
二
十
歳
の
春
、
二
月
。
南
殿
の
桜
の
宴
の
果
て
た
夜
、
源
氏
は
、

東
宮
へ
の
入
内
を
控
え
た
右
大
臣
の
娘
、
朧
月
夜
と
関
係
を
も
っ
て
し
ま
う
。
翌
日
、
正
妻
葵

の
上
と
の
冷
た
い
関
係
を
描
く
場
面
で
源
氏
が
《
貫
河
》
一
段
の
一
節
を
口
ず
さ
む
。

大
殿
（
葵
の
上
）
に
は
、
例
の
、
ふ
と
も
対
面
し
た
ま
は
ず
。
つ
れ
づ
れ
と
よ
ろ
づ
思

し
め
ぐ
ら
さ
れ
て
、
箏
の
御
琴
ま
さ
ぐ
り
て
、「
や
は
ら
か
に
寝
る
夜
は
な
く
て
」
と
う

た
ひ
た
ま
ふ（8
）。

 　
「
や
は
ら
か
に
寝
る
夜
は
な
く
て
」、
と
第
一
段
の
途
中
の
詞
章
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
文

字
通
り
、
気
心
の
通
じ
な
い
葵
の
上
へ
の
揶
揄
と
み
れ
ば
よ
い
。
続
く
詞
章
の
「
親
さ
く
る
つ

ま
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
意
識
し
な
く
て
も
よ
か
ろ
う
。
舅
で
あ
る
左
大
臣
に
は
、
源
氏

と
娘
と
の
関
係
を
「
さ
く
る
」
理
由
が
な
い
。
あ
る
い
は
右
大
臣
が
、
入
内
間
近
の
朧
月
夜
を

源
氏
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
、
と
い
う
構
図
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
が
、
物
語
の
場
面
は
す
で
に
、

左
大
臣
の
邸
に
移
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
「
つ
れ
づ
れ
と
よ
ろ
づ
思
し
め
ぐ
ら
さ
れ
て
」
歌
っ
た

歌
が
、
右
大
臣
へ
の
揶
揄
に
ま
で
及
ぶ
と
い
う
の
は
、
や
や
深
読
み
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
歌
っ

た
の
は
源
氏
、「
や
は
ら
か
に
寝
る
夜
」
が
な
か
っ
た
の
は
源
氏
、
こ
こ
で
も
《
貫
河
》
一
段

は
男
の
歌
で
あ
る
。

　

次
に
「
常
夏
」
巻
の
場
面
。
源
氏
三
十
六
歳
。
玉
蔓
は
、
保
護
者
で
あ
る
源
氏
と
、
実
父
で

あ
る
内
大
臣
と
の
不
仲
を
知
り
、い
つ
に
な
っ
た
ら
内
大
臣
に
会
え
る
の
か
思
い
悩
ん
で
い
る
。

源
氏
は
玉
蔓
に
和
琴
を
教
え
な
が
ら
、
ま
す
ま
す
玉
蔓
に
心
惹
か
れ
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
時

源
氏
が
和
琴
の
演
奏
と
と
も
に
、《
貫
河
》
の
詞
章
を
口
ず
さ
む
。

 

（
源
氏
）「
貫
河
の
瀬
々
の
や
は
ら
た
」
と
、
い
と
な
つ
か
し
く
う
た
ひ
た
ま
ふ
。「
親
さ

く
る
つ
ま
」
は
少
し
う
ち
笑
ひ
つ
つ
、わ
ざ
と
も
な
く
掻
き
な
し
た
ま
ひ
た
る
（
和
琴
の
）

す
が
掻
き
の
ほ
ど
、
い
ひ
知
ら
ず
お
も
し
ろ
く
聞
こ
ゆ（9
）。

　

源
氏
は
、「
貫
河
の
瀬
々
の
や
は
ら
た（10
）」

と
《
貫
河
》
の
一
段
を
歌
い
始
め
る
。
や
が
て
「「
親

避
く
る
つ
ま
」
は
少
し
う
ち
笑
ひ
つ
つ
」
と
続
き
、
本
文
の
意
識
は
「
親
避
く
る
つ
ま
」
の
方

に
重
き
を
置
か
れ
て
い
る
。「
親
さ
く
る
つ
ま
」
の
関
係
を
、
当
該
箇
所
の
人
物
関
係
に
あ
て

は
め
る
と
、
以
下
の
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

誰
が　
　
　
　
　

誰
（
つ
ま
）
を 

　

誰
か
ら

　
　

Ⅰ　
　

内
大
臣
が 

雲
井
雁
を　
　
　
　
　

夕
霧
か
ら

　
　

Ⅱ　
　

源
氏
が　
　
　
　

玉
蔓
を　
　
　
　
　
　

内
大
臣
か
ら

　

Ⅰ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
実
父
で
あ
る
内
大
臣
が
、
夕
霧
か
ら
雲
井
雁
を
遠
ざ
け
る
構
図
と
な
る
。
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直
前
に
も
源
氏
は
、
玉
蔓
と
の
や
り
取
り
の
中
で
、「
い
で
そ
の
御
肴
も
て
は
や
さ
れ
ん
さ
ま

は
願
は
し
か
ら
ず（11
）」

と
、
催
馬
楽
《
我
家
》
を
ふ
ま
え
て
、
夕
霧
を
迎
え
入
れ
よ
う
と
し
な
い

内
大
臣
を
揶
揄
し
て
い
た
。
こ
の
場
合
の
「
つ
ま
」
は
、
夕
霧
に
と
っ
て
の
「
つ
ま
」、
雲
井

雁
で
あ
る
。「
つ
ま
」
へ
の
恋
情
は
夕
霧
か
ら
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
場
合
も
、《
貫

河
》
一
段
は
男
の
歌
と
解
釈
さ
れ
る
。

　

一
方
、Ⅱ
の
ケ
ー
ス
は
や
や
特
殊
で
「
親
（
保
護
者
）
が
遠
ざ
け
る
」
関
係
と
、「
親
（
実
父
）

か
ら
遠
ざ
け
る
」
関
係
と
が
重
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
保
護
者
で
あ
る
源
氏
が
、
実
父
で
あ

る
内
大
臣
か
ら
玉
蔓
を
遠
ざ
け
る
構
図
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
つ
ま
」
は
、
源
氏
に

と
っ
て
の
「
つ
ま
」、
す
な
わ
ち
玉
蔓
で
あ
る
。「
つ
ま
」
を
想
う
の
も
、「
つ
ま
」
を
遠
ざ
け

る
の
も
源
氏
で
あ
り
、
こ
の
場
合
も
、《
貫
河
》
一
段
は
男
の
歌
と
し
か
解
釈
で
き
な
い
の
で

あ
る
。

　

以
上
の
『
源
氏
物
語
』
の
二
つ
の
場
面
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
《
貫
河
》
の
一
段
は
、

男
の
歌
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
《
貫
河
》
一
段
を
男
の
歌
と
解
釈
す
る
材
料
は
、
他
に
も
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
成
立
と
ほ

ぼ
同
じ
時
代
の
歌
人
、
藤
原
長
能
（
九
四
九
？―

一
〇
〇
九
？
）
の
次
の
歌
は
一
見
し
て
《
貫

河
》
か
ら
の
影
響
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　

や
は
ら
か
に
ぬ
る
夜
も
な
く
て
別
れ
ぬ
る
よ
ゝ
の
手
枕
い
つ
か
忘
れ
ん 

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 　（『
千
載
和
歌
集
』
巻
第
十
三 

恋
三
・
七
八
二（12
））

　

確
か
に
、
本
歌
取
り
の
歌
が
男
の
作
歌
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
本
歌
ま
で
も
が
男
の
歌

で
あ
る
と
は
限
る
ま
い
が
、
類
似
す
る
表
現
が
男
の
歌
と
し
て
歌
わ
れ
得
る
、
と
い
う
点
で
、

傍
証
に
は
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
時
代
は
下
る
が
、
正
徹
（
一
三
八
一―

一
四
五
九
）
も
《
貫
河
》
を
本
歌
と
す
る
歌

を
詠
ん
で
い
る
。

　
　

ぬ
き
川
や
よ
ど
む
せ
な
ら
ぬ
契
さ
へ
う
き
た
ら
ち
ね
の
親
さ
く
る
つ
ま

 
 

 
 

　
　
　
　
　
（『
草
根
集
』
七
五
七
五
「
非
心
離
恋（13
）」）

　

中
田
幸
司
（
二
〇
〇
〇
）
の
論
で
も
す
で
に
引
用
さ
れ
て
い
た
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
が
男

の
作
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

　

以
上
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
類
歌
の
理
解
、『
源
氏
物
語
』
の
解
釈
、《
貫
河
》
を
本
歌
と

す
る
後
代
の
和
歌
を
見
て
き
た
が
、
い
ず
れ
の
事
例
も
、《
貫
河
》
一
段
が
男
の
歌
と
し
て
解

釈
し
得
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
む
し
ろ
、
男
の
歌
と
す
る
解
釈
を
助
け
る
材
料
の
方
が
多
い

く
ら
い
で
あ
る
。
諸
注
・
諸
論
は
、
ど
う
し
て
《
貫
河
》
一
段
を
女
の
歌
と
解
釈
し
て
い
る
の

か
、
そ
の
根
拠
を
、
妥
当
性
を
、
も
っ
と
主
張
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
　

三　

一
段
「
手
枕
」
の
男
女

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
は
、《
貫
河
》
一
段
を
男
の
歌
と
解
釈

す
る
視
点
が
欠
落
し
て
い
た
。
こ
こ
で
改
め
て
詞
章
に
立
ち
返
り
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
が

成
り
立
ち
得
る
か
ど
う
か
、
検
証
し
て
い
く
。

　

ま
ず
は
問
題
の
一
段
の
詞
章
か
ら
検
討
し
て
い
く
。
一
段
を
男
の
歌
と
す
る
場
合
と
、
女
の

歌
と
す
る
場
合
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
主
語
・
主
体
が
変
化
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の
主

語
・
主
体
を
整
理
し
て
み
る
。

　

Ａ　

男
の
歌 

男　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
は
ら
か
に
寝
る
夜
は
な
く
て

女　

①
貫
河
の
瀬
々
の
や
は
ら
手
枕
や
は
ら
か
に　
　
　
　
　
　
　

親
さ
く
る
妻
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Ｂ　

女
の
歌

男　

①
貫
河
の
瀬
々
の
や
は
ら
手
枕
や
は
ら
か
に　
　
　
　
　
　
　

親
さ
く
る
夫

女　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
は
ら
か
に
寝
る
夜
は
な
く
て

　

一
段
を
男
の
歌
（
Ａ
）
だ
と
す
れ
ば
、
手
枕
は
女
の
腕
で
あ
る
。
そ
の
柔
ら
か
な
女
の
手
枕

で
、「
や
わ
ら
か
に
寝
る
夜
は
な
」
い
の
は
、
女
に
逢
え
な
い
男
で
あ
る
。
そ
し
て
、
親
が
男

か
ら
遠
ざ
け
る
「
つ
ま
」
は
女
（
＝
妻
）
を
指
す
も
の
と
判
断
で
き
る
。

　

一
方
、
女
の
歌
（
Ｂ
）
だ
と
す
れ
ば
、
主
語
・
主
体
は
一
転
す
る
。
手
枕
は
男
の
腕
、「
や

わ
ら
か
に
寝
る
夜
は
な
」
い
の
は
、
男
に
逢
え
な
い
女
、
親
が
娘
か
ら
遠
ざ
け
る
の
は
男
（
＝

夫
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
問
題
と
な
る
語
句
の
検
証
を
行
い
、
男
の
歌
と
す
る
解
釈
、

女
の
歌
と
す
る
解
釈
の
妥
当
性
を
評
価
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、「
瀬
々
の
や
は
ら
手
枕
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
こ
の
表
現
は
、
流

れ
の
速
い
「
瀬
」
と
、
手
枕
の
柔
ら
か
さ
と
が
直
結
し
な
い
た
め
、
諸
注
訳
出
に
難
儀
し
て
き

た
表
現
で
あ
る
。 

　
「
瀬
々
」
の
語
に
つ
い
て
、小
西
（
一
九
五
七（14
））

は
「「
瀬
」
と
同
音
の
「
兄
」
に
か
け
て
「
手

枕
」
の
序
に
し
た
も
の
と
み
た
い
」
と
し
た
。「
兄
」
の
手
枕
、
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
一
段
は

女
の
歌
（
Ｂ
）
で
、「
手
枕
」
の
主
は
「
男
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
瀬
」
と
「
兄
」

が
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
を
他
に
見
な
い
た
め
、
頷
き
が
た
い
。

　

こ
こ
で
、「
瀬
」
を
、
単
に
「
会
う
場
所
・
機
会
」、
も
し
く
は
「
逢
瀬
」
の
意
味
で
解
す
れ

ば
、「（
親
の
隙
を
つ
い
て
）
逢
う
た
び
の
柔
ら
か
な
腕
枕
で
、
で
も
ゆ
っ
く
り
と
穏
や
か
に
寝

て
い
ら
れ
る
夜
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
男
女
を
問
わ
ず
と
も
、
一
応
の
意
味
を
通
じ
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
橘
守
部
『
催
馬
楽
譜
入
文（15）』
は
「
瀬
々
の
小
菅
の
や
は
ら
手
枕
」
と
す
る
本
文
を
採
用

す
る
が
、
現
在
そ
の
典
拠
を
確
認
で
き
て
い
な
い
。
琵
琶
譜
『
三
五
要
録（16
）』

な
ど
に
よ
り
《
貫

河
》
三
段
が
同
音
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
て
、「
小
菅
の
」
を
挿
入
す
る
余
地
が
な
い
。
ち
な
み

に
《
貫
河
》
は
《
夏
引
》
一
段
と
も
同
音
関
係
に
あ
り
、『
三
五
要
録
』
に
よ
り
各
段
の
冒
頭

の
詞
章
を
、
拍
子
の
位
置
を
凡
そ
合
わ
せ
て
並
べ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る（17
）。

　
《
夏
引
》
一
段　

|

ナ百

ツ
ヒ
キ
ノ　

|　

シ　

ラ
イ
ト　

ナ|

ナ百 

ハ 

カ 

リ |　

ア
リ　

｜

　
《
貫
河
》
一
段　

|

ヌ
キ
カ
ハ
ノ　

|　

セ　
　

セ
ノ　

ヤ|

ハ 

ラ 

タ 

マ |　

ク
ラ　

｜

　
《
貫
河
》
二
段　

|

オ
ヤ
サ
ク
ル　

|　

ツ　

マ　

ハ　

マ|

シ 

テ 

ウ 

ル |　

ハ
シ　

｜

　
《
貫
河
》
三
段　

|

ク
ツ
カ
ハ
ハ　

|　

セ
ン
カ
イ
ノ　

ホ|

ソ 

シ 

キ 

ヲ |　

カ
ヘ　

｜

　

藤
井
貞
和
（
一
九
八
一（18
））

は
「
小
菅
の
」
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
旋
頭
歌
形
式
に
な
る
こ

と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
で
は
二
段
、
三
段
の
詞
章
と
の
整
合
性
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。

中
田
幸
司
（
二
〇
〇
〇
）
も
「「
小
菅
」
よ
り
も
「
玉
藻
」
の
方
が
、
詞
章
内
部
の
機
能
上
整

合
性
を
も
つ
」
な
ど
と
し
て
い
る
が
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
、「
手
枕
」
の
語
の
用
例
か
ら
、
歌
の
男
女
を
特
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
手

枕
」
と
い
う
語
は
、
男
女
の
い
ず
れ
か
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か

ら
言
う
と
、「
手
枕
」
は
、
男
の
も
の
と
し
て
も
、
女
の
も
の
と
し
て
も
、
共
に
用
い
得
る
言

葉
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
手
枕
」
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
手
枕
」
が
女
の
も
の
と
解
せ
る
も
の
は
一
三
首
あ
る
。
次

の
二
首
は
、
聖
武
天
皇
の
東
国
巡
幸
の
際
に
歌
わ
れ
た
大
伴
家
持
の
歌
で
あ
る
。

　
　

大
君
の
行
幸
の
ま
に
ま
我
妹
子
が
手
枕
ま
か
ず
月
そ
経
に
け
る

 
 

 
 

 
 

　
　
（
六
・
一
〇
三
二
）

　
　

関
な
く
は
帰
り
に
だ
に
も
う
ち
行
き
て
妹
が
手
枕
ま
き
て
寝
ま
し
を

 
 

 
 

 
 

　
　
（
六
・
一
〇
三
六
）

　

と
も
に
、「
我
妹
子
が
」「
妹
が
」
と
、
手
枕
の
主
が
女
性
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
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一
方
、
同
じ
大
伴
家
持
の
歌
で
、「
手
枕
」
を
自
分
の
も
の
と
し
て
歌
う
場
合
も
あ
っ
た
。

　
　

愛う
つ
くし

き
人
の
ま
き
て
し
し
き
た
へ
の
我
が
手
枕
を
ま
く
人
あ
ら
め
や

 
 

 
 

 
 

　
　
（
三
・
四
三
八
）

　

こ
の
歌
は
、
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
故
人
大
伴
郎
女
を
偲
ん
で
歌
っ
た
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
「
我
が
手
枕
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、「
手
枕
」
の
主
が
大
伴
家
持
で
、
す
な
わ
ち
「
手
枕
」

が
男
の
も
の
と
し
て
も
歌
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
に
も
、女
性
作
歌
と
思
わ
れ
る
歌
で「
君

が
手
枕
」
と
す
る
例
が
三
例
（
一
一
・
二
五
七
八
、
二
六
一
一
、
二
八
〇
七
）
あ
り
、
総
じ
て
、

男
の
「
手
枕
」
が
歌
わ
れ
る
用
例
は
、
合
わ
せ
て
五
首
で
あ
る
。

　

ま
た
、
や
や
特
殊
な
用
例
と
し
て
、
互
い
に
「
手
枕
」
を
交
わ
す
こ
と
を
歌
う
歌
が
、
人
麻

呂
歌
集
所
収
歌
に
あ
る
。

　
　

遠
妻
と
手
枕
交
え
て
寝
た
る
夜
は
鶏
が
ね
な
鳴
き
明
け
ば
明
け
ぬ
と
も

 
 

 
 

 
 

（
十
・
二
〇
二
一
）

　
「
手
枕
交
え
て
」
は
、互
い
に
「
手
枕
」
を
交
換
し
合
う
こ
と
を
指
し
、こ
の
場
合
の
「
手
枕
」

は
男
女
い
ず
れ
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
と
お
り
、『
万
葉
集
』
に
は
「
手
枕
」
を
ま
く
主
体
に
つ
い
て
も
、
ま
か
れ
る
主
体

に
つ
い
て
も
、
男
女
い
ず
れ
の
用
例
も
確
認
で
き
る
。
従
っ
て
「
手
枕
」
の
語
か
ら
歌
の
男
女

を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
一
段
の
詞
章
を
検
討
し
て
き
た
が
、
結
論
と
し
て
《
貫
河
》
一
段
は
、
男
女
い
ず
れ
の

歌
と
も
解
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
の
類

歌
や
、『
源
氏
物
語
』
等
の
後
代
の
理
解
を
援
用
す
れ
ば
、 

第
一
段
の
詞
章
は
男
の
歌
（
Ａ
）

で
あ
る
、
と
す
る
方
が
、
蓋
然
性
が
高
い
の
で
あ
る
。 

　
　

四　

二
段
「
し
か
さ
ら
ば
」
の
解
釈

 　

同
様
の
手
法
で
、
二
段
の
歌
の
主
体
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
っ
て
い
く
。
諸
論
の
主
な
争
点

は
、
二
段
の
男
の
歌
を
、
②
「
親
さ
く
る
」
か
ら
と
す
る
か
、
③
「
し
か
さ
ら
ば
」
か
ら
と
す

る
か
で
あ
っ
た
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
二
段
の
前
半
（
②
）
と
後
半
（
③
）
と
で
、
歌
の
主
体

が
変
化
す
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
に
帰
結
す
る
。
ま
ず
全
て
の
可
能
性
を
網
羅
し
て
み
る

と
、
主
体
の
交
代
の
な
い
「
②
男↑

③
男
」、「
②
女↑

③
女
」、
主
体
の
交
代
す
る
「
②
男↑

③
女
」、「
②
女↑

③
男
」
と
い
う
、
四
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
催
馬
楽
曲
の
う
ち
で
、
段
の
途
中
で
歌
の
主
体
が
変
化
す
る
と
い
う
例
は
他
に
見

受
け
ら
れ
な
い（19
）。「

段
」
は
単
に
詞
章
の
区
切
り
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
段
が
終
わ
れ
ば

旋
律
も
終
止
す
る
の
で
あ
る
。
歌
わ
れ
る
歌
謡
と
し
て
の
催
馬
楽
を
想
定
す
る
時
、
段
の
途
中

で
歌
の
主
体
が
変
わ
る
と
い
う
状
況
は
、
き
わ
め
て
考
え
に
く
い
現
象
で
あ
る
。
よ
っ
て
主
体

の
交
代
の
な
い
「
②
男↑

③
男
」（
Ｃ
）、「
②
女↑

③
女
」（
Ｄ
）
の
パ
タ
ー
ン
に
限
っ
て
、
語

句
の
主
語
・
主
体
を
整
理
し
て
み
る
。

　
　
　

Ｃ　

男
の
歌 ↑

男
の
歌 

　
　

男　

 
 

 

　
　

③
し
か
さ
ら
ば
や
は
ぎ
の
市
に
沓
買
ひ
に
か
む

　
　

女  

②
親
さ
く
る
妻
は
ま
し
て
麗
し 

③
し
か
さ
ら
ば
や
は
ぎ
の
市
に　
　

沓

　
　

　
　
　

Ｄ　

女
の
歌 ↑

 

女
の
歌 

　
　

男  

②
親
さ
く
る
夫
は
ま
し
て
麗
し

　
　

女　
 

 
 

　
　

③
し
か
さ
ら
ば
や
は
ぎ
の
市
に
沓
買
ひ
に
か
む

　
　

　

ま
ず
前
半
、
親
が
遠
ざ
け
る
つ
ま
（
妻
／
夫
）
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
美
し
く
、
愛
お
し
い
と
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い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
つ
ま
」
の
語
が
二
通
り
の
解
釈
を
許
す
こ
と
に
な
る
が
、
一
段

の
「
つ
ま
」
と
二
段
の
「
つ
ま
」
と
、
同
じ
意
味
を
あ
て
る
ほ
う
が
よ
り
自
然
で
あ
ろ
う
か
。

す
る
と
一
段
を
男
の
歌
（
Ａ
）
と
見
れ
ば
、二
段
も
男
の
歌
（
Ｃ
）、逆
に
一
段
を
女
の
歌
（
Ｂ
）

と
見
れ
ば
、
二
段
も
女
の
歌
（
Ｄ
）
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　

一
方
で
一
段
を
女
の
歌
（
Ｂ
）、二
段
を
男
の
歌
（
Ｃ
）
と
解
釈
す
る
説
も
多
く
、こ
の
場
合
、

一
段
と
二
段
と
で
「
つ
ま
」
に
あ
て
る
意
味
を
違
え
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、女
か
ら
夫
（
つ

ま
）
を
遠
ざ
け
る
親
は
、
同
時
に
男
か
ら
妻
（
つ
ま
）
を
遠
ざ
け
る
親
で
も
あ
る
か
ら
、
不
可

能
な
解
釈
で
は
な
い
。
中
田
幸
司
（
二
〇
〇
〇
）
は
「
当
該
歌
の
享
受
者
が
こ
の
こ
と
で
男
女

双
方
の
立
場
を
感
得
で
き
る
と
い
う
効
果
が
生
じ
る
」
と
説
明
し
、「
妻
」
か
ら
「
夫
」
へ
の
「
転

換
の
妙
」
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
逆
も
ま
た
然
り
で
、「
夫
」
か
ら
「
妻
」
へ
の
転

換
も
ま
た
、
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
前
半
（
②
）
は
沓
を
買
う
た
め
の
理
由
と
し
て
機
能
し
、
後
半
（
③
）
の
「
し
か
さ

ら
ば
」
に
続
い
て
い
く
。「
し
か
さ
ら
ば
」
は
「
し
か
」
＋
「
さ
」
＋
「
あ
ら
」
＋
「
ば
」
で
、

「
そ
れ
な
ら
ば
」
と
い
う
意
味
の
順
接
の
接
続
詞
で
あ
る
。

　

こ
の
「
そ
れ
な
ら
ば
」
は
、
沓
を
買
い
に
行
く
者
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
論
理
の
接
続
と

し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
は
、「
親
さ
く
る
妻
」
と
い

う
状
況
に
対
す
る
打
開
策
で
あ
る
。
女
の
親
の
妨
害
で
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
女
を

家
か
ら
連
れ
出
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
。
沓
は
女
を
外
に
連
れ
出
す
た
め
の
道
具
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
沓
は
女
の
沓
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

す
る
と
、
Ｃ
（
②
男↑

③
男
）
の
解
釈
、「
そ
れ
な
ら
ば
（
あ
な
た
を
連
れ
出
す
た
め
の
）

沓
を
買
い
に
行
こ
う
」
が
通
じ
や
す
い
。
Ｄ
（
②
女↑

③
女
）
で
は
、「
そ
れ
な
ら
ば
（
自
分

で
外
へ
出
て
い
く
た
め
に
）
沓
を
買
い
に
行
き
た
い
」
と
な
り
、
親
の
庇
護
下
に
あ
る
女
が
、

自
分
で
沓
を
買
い
に
行
く
と
い
う
、極
め
て
矛
盾
し
た
解
釈
と
な
っ
て
し
ま
う
。
木
村
紀
子（
二

〇
〇
六
）
は
一
段
、
二
段
、
三
段
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
女
の
歌
と
し
て
解
釈
し
、「
恋
愛
の
話
か

ら
お
洒
落
の
話
に
他
愛
も
な
く
展
開
す
る
、
年
頃
の
娘
た
ち
の
会
話
仕
立
て
の
尻
取
り
歌
で

あ
る（20
）」

と
し
た
が
、
お
洒
落
の
た
め
に
自
ら
沓
を
買
い
に
行
く
、
と
す
る
解
釈
は
、
親
の
庇

護
下
に
あ
る
女
の
行
動
と
し
て
は
、
や
は
り
納
得
し
が
た
い
。　

　

結
果
二
段
に
つ
い
て
は
、「
段
の
途
中
で
主
体
が
変
わ
る
」、「
親
の
庇
護
下
に
あ
る
女
が
自

ら
沓
を
買
い
に
行
く
」
と
い
う
、
不
自
然
な
解
釈
を
削
っ
て
い
く
と
、
Ｃ
（
②
男↑

③
男
）
の

解
釈
だ
け
が
残
る
。
そ
の
上
で
、
一
段
の
「
つ
ま
」
と
の
つ
な
が
り
を
一
貫
さ
せ
よ
う
と
す
れ

ば
、一
段
と
二
段
は
共
に
男
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
中
田
幸
司
（
二
〇
〇
〇
）
の
い
う
「
転

換
の
妙
」
を
認
め
る
な
ら
ば
、
一
段
は
女
の
歌
、
二
段
は
男
の
歌
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　

五　

三
段
「
線
鞋
の
細
敷
」

　

最
後
に
、
諸
説
に
大
き
な
揺
れ
の
な
い
、
三
段
の
検
討
を
行
う
。

　

Ｅ　

男
の
歌 

男　

④
沓
買
は
ゞ
線
鞋
の
細
敷
を 

 

女　

④
沓
買
は
ゞ
線
鞋
の
細
敷
を
買
へ
さ
し
履
き
て
上
裳
と
り
着
て
宮
路
通
は
む

　

Ｆ　

女
の
歌

男　

④
沓
買
は
ゞ
線
鞋
の
細
敷
を
買
へ

女　

④
沓
買
は
ゞ
線
鞋
の
細
敷
を　
　

さ
し
履
き
て
上
裳
と
り
着
て
宮
路
通
は
む

　

二
段
の
考
察
の
際
に
、
や
は
ぎ
の
市
に
買
い
に
行
く
沓
が
、
女
の
沓
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

三
段
に
お
け
る
「
線
鞋
の
細
敷
」
も
ま
た
、
女
の
沓
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

多
く
の
説
が
賛
同
し
て
お
り
、
続
く
「
上
裳
」
に
つ
い
て
も
、『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』

に
「
男
は
推
古
朝
ま
で
用
い
た
が
、
女
は
さ
ら
に
続
け
て
用
い
平
安
時
代
に
入
る
と
上
裳
、
下

裳
の
別
は
な
く
な
っ
た（21
）」

と
あ
る
の
で
、
女
性
の
も
の
と
判
断
で
き
る
。
た
だ
し
、
折
口
信
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夫
（
一
九
六
二
）
だ
け
が
男
の
沓
と
す
る
説
を
主
張
し
、「
旅
に
行
く
男
を
い
と
し
ん
で
わ
ら

じ
を
あ
げ
よ
う
と
い
う
の
は
、女
の
美
し
い
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
」
と
す
る（22
）。

論
拠
と
し
て
、

『
万
葉
集
』
巻
第
十
四
の
次
の
歌
を
類
想
歌
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

　
　

信
濃
道
は
今
の
墾
り
道
刈
ば
ね
に
足
踏
ま
し
む
な
沓
履
け
わ
が
背

 
 

 
 

 
 

（
十
四
・
三
三
九
九
）

　

と
こ
ろ
が
、
折
口
の
引
用
し
た
歌
の
本
文
は
、「
ふ
ま
し
む
な
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
従
う
な

ら
ば
、
刈
ば
ね
を
馬
に
「
踏
ま
せ
な
い
で
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
沓
は
「
わ
が

背
」
の
沓
で
は
な
く
、
馬
に
履
か
せ
る
沓
で
あ
る
。
ち
な
み
に
同
じ
歌
を
『
新
日
本
古
典
文
学

大
系
』
で
は

　
　

信
濃
道
は
今
の
墾
り
道
刈
り
ば
ね
に
足
踏
ま
し
な
む
沓
は
け
わ
が
背（23
）

　

と
す
る
。
諸
本
で
は
「
之
牟
奈
」
と
あ
り
、元
暦
校
本
万
葉
集
で
は
「
之
奈
牟
」
と
あ
り
、『
新

大
系
』
の
本
文
は
後
者
に
よ
る
校
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
本
文
で
あ
れ
ば
、
沓
を

「
わ
が
背
」
の
沓
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
単
に
「
沓
」
と
あ
る
の
み
で
、

直
ち
に
《
貫
河
》
三
段
の
「
線
鞋
の
細
敷
」
と
通
じ
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

　

以
上
の
検
討
よ
り
、
二
段
同
様
、
線
鞋
の
沓
は
女
の
沓
で
あ
り
、
そ
れ
を
履
き
、
上
裳
を
着

て
宮
路
を
通
う
の
は
女
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
上
で
三
段
を
男
の
歌
（
Ｅ
）
だ
と
す
る

と
、「
宮
路
通
は
む
」
は 「
宮
路
を
通
い
ま
せ
ん
か
」
と
女
に
誘
い
か
け
る
歌
と
な
り
、
女
の

歌
（
Ｆ
）
と
す
れ
ば
「
宮
路
を
通
い
た
い
」
と
い
う
女
自
身
の
意
志
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
三
段
を
男
の
歌
（
Ｅ
）
と
す
る
と
、
男
が
、
親
の
庇
護
下
に
あ
る
女
に
沓
を
買
い
に
行
か

せ
、
か
つ
そ
の
内
容
に
注
文
を
つ
け
る
と
い
う
趣
旨
の
歌
に
な
り
、
不
審
で
あ
る
。
結
果
と
し

て
、
三
段
は
女
の
歌
（
Ｆ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　

五　

地
名

　

最
後
に
付
け
た
り
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
《
貫
河
》
に
現
れ
る
地
名

に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
「
貫
河
」「
や
は
ぎ
の
市
」「
宮
路
」
の
三
地
名
で
あ

る
。

　
「
貫
河
」
に
つ
い
て
は
、
美
濃
国
の
「
い
つ
ぬ
き
川
」、
す
な
わ
ち
糸
貫
川
と
す
る
説
と
、
後

段
の
「
や
は
ぎ
の
市
」「
宮
路
」
と
の
関
連
か
ら
、
三
河
国
を
流
れ
る
川
と
す
る
説
と
が
あ
る
。

「
い
つ
ぬ
き
川
」
は
催
馬
楽
《
席
田（24
）》

に
も
登
場
す
る
川
だ
が
、「
貫
河
」
を
「
い
つ
ぬ
き
川
」

の
「
い
つ
」
を
省
略
し
た
も
の
、
と
結
論
づ
け
る
に
は
、
根
拠
が
不
足
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、

後
段
の
続
き
様
か
ら
、
川
の
所
在
を
三
河
国
に
求
め
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
三
河
国
の
代
表

的
な
川
と
い
え
ば
、「
矢
作
川
」
が
想
定
さ
れ
、
次
項
「
や
は
ぎ
の
市
」
と
の
関
係
が
見
出
し

や
す
い
。

　
「
や
は
ぎ
の
市
」
に
つ
い
て
は
、
諸
注
、
三
河
国
、
矢
作
川
周
辺
に
あ
っ
た
市
と
解
釈
し
て
、

揺
れ
が
な
い
。「
や
は
ぎ
」
は
「
矢
作
」
と
も
「
矢
矧
」
と
も
書
く
が
、本
稿
で
は
あ
え
て
「
や

は
ぎ
」
と
い
う
仮
名
表
記
を
残
し
た
。
一
段
の
「
や
は
ら
か
に
寝
る
夜
は
な
く
て
」
と
二
段
の

「
や
は
ぎ
の
市
に
」
と
は
、文
字
と
し
て
も
、音
と
し
て
も
通
じ
得
る
。
二
段
の
「
し
か
さ
ら
ば
」

の
解
釈
に
も
か
か
わ
る
こ
と
だ
が
、
つ
ま
り
は
、「
や
は
ら
か
に
」
寝
ら
れ
な
い
の
で
、「
や
は

ぎ
」
の
市
に
行
こ
う
と
い
う
言
葉
の
遊
び
が
、
詞
章
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
、

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

ハ
行
転
呼
の
現
象
が
起
こ
っ
た
の
を
一
〇
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
の
こ
と
と
す
る
な
ら
ば
、「
や

は
ら
か
に
」
は
「
や
わ
ら
か
に
」
と
は
発
音
さ
れ
ず
、
か
つ
て
「
や
ふ
ぁ
ら
か
に
」
と
発
音
さ

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。《
貫
河
》
の
詞
章
成
立
の
時
代
想
定
に
か
か
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ

る
が
、
本
稿
で
は
こ
こ
で
留
め
る
。

　
「
宮
路
」
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
「
や
は
ぎ
」
と
の
関
連
か
ら
、
三
河
国
の
宮
路
山
周
辺
を
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考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。「
宮
路
山
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
当
然
な
ん
ら
か
の
「
宮
路
」、
ひ

い
て
は
「
宮
」
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
宮
を
中
心
と
し
た
市
井
の
繁
栄
が
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
他
に
、「
朱
雀
大
路
」「
都
大
路
」
と
す
る
解
釈
も
あ
る（25
）が

、
地
理
上
の
問
題
を
無

視
す
れ
ば
、
不
可
能
な
解
釈
で
は
な
い
。《
貫
河
》
が
歌
わ
れ
る
場
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
度
そ

の
都
度
「
宮
路
」
は
様
々
な
場
所
に
比
定
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
解
釈
と
い
う
レ
ベ
ル
で
、
宮

路
山
周
辺
か
、
都
大
路
か
、
ど
ち
ら
か
に
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
こ

と
で
あ
る
。

　
　

五　

結
び

 　

以
上
の
考
察
か
ら
、《
貫
河
》
各
段
の
歌
の
主
体
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
二
通
り
の
解
釈
が

可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

 

一
段
（
①
） 

二
段
（
②
） 

二
段
（
③
） 
三
段
（
④
）

　
　

Ⅰ 

　

男 
 

　

男 
 

　

男 
 

　

女

　
　

Ⅱ　
　

女 
 

　

男 
 

　

男 
 

　

女

　

一
段
に
つ
い
て
は
、
男
の
歌
と
も
女
の
歌
と
も
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
二
段
は
前
半
も
後
半

も
男
の
歌
と
解
釈
し
、
段
の
途
中
で
歌
の
主
体
が
変
わ
る
と
い
う
不
自
然
さ
を
避
け
た
。
三
段

は
男
の
歌
に
答
え
る
女
の
歌
で
あ
る
。

　

結
果
と
し
て
Ⅱ
の
説
は
、
臼
田
（
一
九
七
六
）、
藤
井
（
一
九
八
一
）
ら
が
支
持
し
て
き
た

説
と
一
致
し
た
。
し
か
し
、『
万
葉
集
』
の
類
歌
や
『
源
氏
物
語
』
等
の
理
解
に
沿
う
な
ら
ば
、

Ⅰ
の
説
、
第
一
段
の
詞
章
は
男
の
歌
で
あ
る
、
と
す
る
方
が
、
催
馬
楽
が
歌
わ
れ
て
い
た
時
代

の
理
解
に
、
よ
り
近
付
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

催
馬
楽
は
、
歌
謡
で
あ
る
。
民
間
か
ら
宮
廷
へ
、
そ
の
成
立
の
過
程
は
未
だ
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
が
、
民
間
に
は
民
間
の
、
宮
廷
に
は
宮
廷
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に

な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
歌
わ
れ
る
場
が
違
う
の
な
ら
ば
、
歌
う
主
体
も
変
わ
る
。
本
来
《
貫

河
》
に
お
い
て
も
、
男
女
の
違
い
は
、
そ
の
都
度
そ
の
都
度
解
釈
し
直
さ
れ
て
き
た
は
ず
で
あ

る
。

　

例
え
ば
、
催
馬
楽
《
妹
之
門
》
の
詞
章
は
「
妹
が
門　

夫
が
門（26
）」

と
、
両
性
の
立
場
を
同

時
に
歌
う
歌
詞
と
な
っ
て
い
て
、
歌
う
主
体
の
性
別
を
問
わ
な
い
。
ま
た
『
万
葉
集
』
巻
第
十

二
、
三
一
五
四
番
歌（27
）と

類
歌
の
関
係
に
あ
る
《
我
駒
》
の
詞
章（28
）で

は
、『
万
葉
集
』
で
「
待
つ

ら
む
妹
を
」
と
な
っ
て
い
た
部
分
が
、「
待
つ
ら
む
人
を
」
と
な
っ
て
い
て
、
性
別
が
ぼ
か
さ

れ
て
い
る
。
催
馬
楽
の
詞
章
の
中
に
は
、
歌
の
場
や
歌
う
人
を
選
ば
ず
、
複
数
の
解
釈
を
許
す

よ
う
、
伝
承
の
過
程
で
歌
い
替
え
ら
れ
て
き
た
ら
し
い
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
、
催
馬
楽
の
詞
章
に
一
定
の
解
釈
を
下
す
、
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
解
釈
上
の

視
点
を
提
示
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
当
時
の
宮
廷
に
お
け
る
解
釈
な
の
か
、
後
代

の
解
釈
な
の
か
、
も
し
遡
り
得
る
も
の
な
ら
ば
成
立
当
時
の
解
釈
な
の
か
に
よ
っ
て
、
当
然
詞

章
の
捉
え
方
も
異
な
っ
て
く
る
は
ず
だ
。

　

本
稿
で
は
最
終
的
に
二
つ
の
解
釈
を
示
す
に
留
め
た
が
、
特
に
一
段
に
つ
い
て
は
、
男
の
歌

と
解
釈
す
る
方
（
Ⅰ
）
が
、
蓋
然
性
が
高
い
と
判
断
し
た
。
そ
れ
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け

る
用
例
、
後
代
の
本
歌
取
り
の
和
歌
の
理
解
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
宮
廷
歌
謡
と
し
て
催
馬
楽

が
盛
行
し
て
い
た
時
代
の
解
釈
に
近
づ
こ
う
と
い
う
意
図
に
よ
る
判
断
で
あ
る
。

　

歌
謡
の
詞
章
を
解
釈
す
る
際
、
解
釈
者
は
解
釈
上
の
視
点
を
明
示
し
、
そ
れ
が
唯
一
の
解
釈

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
常
に
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
催
馬
楽
に
つ
い
て
は
成
立

事
情
が
未
だ
不
明
確
で
あ
り
、
催
馬
楽
が
歌
わ
れ
た
場
、
歌
う
主
体
に
つ
い
て
も
、
よ
く
よ
く

検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
、
詞
章
に
よ
る
検
討
だ
け
で
は
限
界
が
あ

り
、
歴
史
的
、
音
楽
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
須
と
な
っ
て
く
る
が
、
本
稿
で
は
こ
こ
で
筆
を

お
き
、
次
稿
の
課
題
と
す
る
。
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注（
1
）
鍋
島
家
本
『
催
馬
楽
』
鍋
島
家
報
效
会
徴
古
館
蔵
。

（
2
） 

中
田
幸
司
「
催
馬
楽
「
貫
河
」
攷―

〈
知
的
な
遊
び
〉
が
生
む
〈
恋
歌
〉」『
新
典
社
研

究
叢
書
124 

古
代
文
学
の
思
想
と
表
現
』
新
典
社
、
二
〇
〇
〇
・
一
、
四
七
二
〜
八
五
頁
。

（
3
）
古
注
釈
は
以
下
の
四
つ
。

・
一
条
兼
良
『
梁
塵
愚
案
抄
』（『
日
本
歌
謡
集
成
巻
二
』
東
京
堂
出
版
部
、
一
九
六
〇
）

・
賀
茂
真
淵
『
催
馬
楽
考
』（『
賀
茂
真
淵
全
集
第
十
巻
』
六
合
館
、
一
九
三
〇
）

・
橘
守
部
『
催
馬
楽
譜
入
文
』（『
橘
守
部
全
集
７
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
二
一
）

・
熊
谷
直
好
『
梁
塵
後
抄
』（『
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
二
、
東
京
堂
出
版
部
、
一
九
六
〇
）

   

現
代
の
注
釈
、
論
文
は
以
下
の
九
つ
。

・
小
西
甚
一
『
古
代
歌
謡
集
』（『
日
本
古
典
文
学
大
系
3
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
・
七
、 

　

三
八
三
〜
八
四
頁
）

・ 

西
角
井
正
慶
『
日
本
の
歌
謡
』（『
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
14
』
角
川
書
店
、
一
九
五
九
・

八
、
八
五
〜
八
七
頁
）

・ 

折
口
信
夫
『
折
口
信
夫
全
集
ノ
ー
ト
編
18
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
二
・
一
、
八
四

〜
八
七
頁
）

・ 

池
田
弥
三
郎
『
歌
謡
Ⅰ
』（『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
4
』
角
川
書
店
、
一
九
七
五
・
五
、

二
九
一
〜
九
三
頁
）

・ 

臼
田
甚
五
郎
（『
神
楽
歌 

催
馬
楽 

梁
塵
秘
抄 

閑
吟
集
』（『
日
本
古
典
文
学
全
集
28
』

小
学
館
、
一
九
七
六
・
三
、
本
稿
で
は
再
掲
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
42
』（
小
学
館
、

二
〇
〇
〇
、
一
二
三
〜
二
四
頁
）
を
参
照
）

・ 

藤
井
貞
和
「
催
馬
楽
の
表
現―

『
源
氏
物
語
』
へ
」（『
古
代
文
学
』
24
、一
九
八
五
・
三
、

二
九
〜
三
六
頁
）

・ 

鈴
木
日
出
男
「
催
馬
楽
に
お
け
る
恋―

饗
宴
の
歌
の
本
性
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語
と
国

文
学
』
特
集
号
、
一
九
九
五
・
五
、
一
三
九
〜
五
四
頁
）

・
中
田
幸
司
（
二
〇
〇
〇
、
前
掲
）、

・
木
村
紀
子
『
催
馬
楽
』
東
洋
文
庫
750　

平
凡
社
、
二
〇
〇
六
・
六
、
四
三
〜
四
八
頁
）

（
4
） 

以
下
、『
万
葉
集
』
の
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
1
〜
4
』（
小
学
館
、
一
九

九
四
〜
九
六
）
に
よ
る
。
元
と
な
る
原
文
は
、
西
本
願
寺
本
を
底
本
と
し
、
あ
ら
た
に

校
訂
を
加
え
た
も
の
。
以
下
の
引
用
で
は
私
に
傍
線
、括
弧
注
を
加
え
る
こ
と
が
あ
る
。

（
5
） 

藤
原
茂
樹
「
歌
の
国
々―

万
葉
集
歌
と
催
馬
楽
と
」『
万
葉
古
代
研
究
所
年
報
』
五
、

二
〇
〇
七
・
三
、
一
〇
三
〜
二
〇
頁

（
6
） 『
古
今
和
歌
六
帖
』（
宮
内
庁
書
陵
部
『
図
書
寮
叢
刊 

古
今
和
歌
六
帖
上
巻 

本
文
編
』

養
徳
社
、
一
九
六
七
、
第
五
帖
・
二
九
、
国
歌
大
観
番
号
三
三
四
〇
〇
）
に
よ
る
。
桂

宮
本
「
し
き
た
へ
の
ま
く
ら
を
ま
き
て
い
も
と
あ
れ
は　

ぬ
る
よ
は
な
く
て
と
し
そ
へ

に
け
る
」。
御
所
本
「
い
も
と
あ
れ
と
」。

（
7
） 

中
田
幸
司
（
二
〇
〇
〇
、
前
掲
）、
二
五
五
四
番
歌
と
す
る
の
は
、
二
六
一
五
番
歌
の

誤
り
か
。
五
三
五
番
歌
は
「
し
き
た
へ
の
手
枕
ま
か
ず
間
置
き
て
年
そ
経
に
け
る
逢
は

な
く
思
へ
ば
」。

（
8
） 『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
20 

源
氏
物
語
①
』
小
学
館
、
一
九
九
四
、
三
六
一
頁

（
9
） 『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
22 

源
氏
物
語
③
』
小
学
館
、
一
九
九
六
、
二
三
二
頁

（
10
） 

同
（
9
）、
頭
注
で
は
、「「
た
」
ま
で
上
の
節
に
つ
づ
け
る
ら
し
い
」
と
あ
る
が
、
根

拠
が
な
い
。
鍋
島
家
本
（
前
掲
）、
琵
琶
譜
『
三
五
要
録
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
伏
見
宮

家
旧
蔵
）
共
に
、「
た
」
の
後
に
旋
律
の
区
切
り
を
表
す
「
一
」
の
記
号
が
な
く
、
そ

の
よ
う
な
歌
い
方
の
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。『
草
根
集
』（『
草
根
集
』
国
書
刊
行
会
、

一
九
一
二
）
に
「
か
く
ば
か
り
ぬ
る
夜
な
き
身
の
ぬ
き
川
の
せ
ぜ
の
や
は
ら
田
末
や
憑

ま
ん
（
七
三
二
四
、「
和
詞
花
」）」
が
あ
り
、「
や
は
ら
た
」
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
の

本
文
が
理
解
さ
れ
て
い
よ
う
で
あ
る
。

（
11
） 
同
（
9
）、
二
二
八
〜
二
九
頁
。

（
12
） 『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
6 

千
載
和
歌
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
。「
瀬
々
（
せ
ゝ
）」
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か
ら
「
世
々
（
よ
ゝ
）」
へ
の
変
化
は
意
識
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、

あ
る
い
は
「
瀬
々
」
を
「
せ
ゝ
」
と
仮
名
書
き
し
た
も
の
が
、
撰
集
の
過
程
で
漢
字

「（
世
々
）」
に
読
み
替
え
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
13
） 『
草
根
集
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
二
、「
妻
」
の
字
を
私
に
平
仮
名
に
改
め
る
。

（
14
）
小
西
甚
一
（
一
九
五
七
）。
前
掲
。

（
15
）
橘
守
部
『
催
馬
楽
譜
入
文
』。
前
掲
。

（
16
） 

藤
原
師
長
撰
『
三
五
要
録
』
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
伏
見
宮
家
旧
蔵
。
本
稿
で
は
上
野
学
園

大
学
日
本
音
楽
史
研
究
所
蔵
紙
焼
本
を
用
い
る
。

（
17
） 

催
馬
楽
の
拍
子
の
法
に
つ
い
て
は
、
既
に
林
謙
三
「
催
馬
楽
に
お
け
る
拍
子
と
歌
詞
の

リ
ズ
ム
に
つ
い
て
」『
奈
良
学
芸
大
学
紀
要
』
八―

一
、
一
九
五
九
・
二
、
一
〜
二
八

頁
（
奈
良
大
学
学
術
研
究
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
て
公
開
、http://near.nara-edu.ac.jp/

bitstream
/10105/4863/1

）
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
18
） 

藤
井
貞
和
「
歌
謡
解
説 

催
馬
楽
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
46　（
3
）、
一
九
八
一
、
三
、

一
六
〇
〜
六
一
頁
。

（
19
） 

問
答
体
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
は
、《
貫
河
》
の
他
、《
高
砂
》、《
夏
引
》、《
東
屋
》、《
我

門
》《
桜
人
》、《
葦
垣
》、《
紀
伊
国
》、《
石
川
》
が
あ
る
。

（
20
） 

木
村
紀
子
（
二
〇
〇
六
）。
前
掲
。

（
21
） 『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
。

（
22
） 

折
口
信
夫
（
一
九
六
二
）。
前
掲
。

（
23
） 『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
3　

萬
葉
集 

三
』
原
文
は
『
新
全
集
』
同
様
、
西
本
願
寺
本

を
底
本
と
し
、
あ
ら
た
に
校
訂
を
加
え
た
も
の
。
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
。

（
24
） 《
席
田
》「
席
田
の　

席
田
の　

い
つ
ぬ
き
川
に
ヤ　

棲
む
鶴
の
／
棲
む
鶴
の　

棲
む
鶴

の　

千
歳
を
か
ね
て
ぞ　

遊
び
あ
へ
る　

千
歳
を
か
ね
て
ぞ　

遊
び
あ
へ
る
」

（
25
） 

折
口
信
夫
（
一
九
六
二
）、
池
田
弥
三
郎
（
一
九
七
五
）
等
。
前
掲
。

（
26
） 《
妹
之
門
》「
妹
が
門　

夫
が
門　

行
き
過
ぎ
か
ね
て
ヤ　

我
が
行
か
ば
／
ひ
ぢ
か
さ
の

ひ
ぢ
か
さ
の　

雨
も
や
降
ら
な
む　

し
で
田
長
／
雨
宿
り　

笠
宿
り　

宿
り
て
ま
か
ら

む　

し
で
田
長
」

（
27
）
「
い
で
我
が
駒
早
く
行
き
こ
そ
真
土
山
待
つ
ら
む
妹
を
行
き
て
早
見
む
」

（
28
） 「
い
で
我
が
駒　

早
く
行
き
こ
せ　

真
土
山　

ア
ハ
レ　

真
土
山　

ハ
レ
／
真
土
山　

待
つ
ら
む
人
を　

行
き
て
早　

ア
ハ
レ　

行
き
て
早
見
む
」

付
記　

 

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
2
）
と
し
て
、
平
成
二
四
年
度
科
学

研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
を
受
け
て
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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