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第
十
三
条　

祝
言
・
幽
玄
・
恋
慕
・
哀
傷
の
謡
ひ
分
け
の
事

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
な
し

【
翻
刻
】

　
　

第
十
三　

祝
言
幽
玄
恋
慕
哀
傷
の
謡
別
之
事

先
祝
言
の
う
た
ひ
や
う
と
い
ふ
ハ
、
呂
声
に
う
た
ふ
物
也
。
に
う
わ
な
る
声
な
り
。
ぶ
き
ん
ミ
に
て
云
時
ハ
、
祝
言
の
声
、
律
声
に
て

あ
り
さ
う
也
。
う
た
ひ
出
し
、
律
ハ
声
た
ち
て
し
つ
は
り
と
き
こ
ゆ
な
り
。
こ
れ
ひ
が
事
の
き
わ
ま
り
な
り
。
い
か
ん
と
な
れ
ハ
、
律

声
ハ
け
い
は
つ
の
声
と
て
か
な
し
き
声
也
。
入
い
き
な
り
。
呂
＊

声ヲ
ン

ハ
、
い
つ
る
い
き
の
声
に
て
目
出
度
声
也
。
惣
し
て
声
ハ
温
和
な

る
を
よ
ろ
こ
ひ
と
す
る
事
也
。
律
ハ
断
絶
の
声
に
て
陰
陽
不
相
応
也
。
扨
調
子
の
事
ハ
双
調
に
う
た
ひ
申
事
な
り
。
此
調
子
ハ
春
の
調

子
、
祝
言
相
応
な
り
。
大
て
い
祝
言
ハ
、
高
砂
、
難
波
、
金
札
、
其
外
い
つ
れ
に
て
も
目
出
度
た
め
し
を
う
た
ふ
へ
し
。
う
た
ひ
や
う

む
つ
か
し
く
も
無
御
座
候
。
只
う
れ
い
な
る
音
声
を
は
ら
ひ
、
文
字
正
敷
す
る
り
と
う
た
ふ
物
也
。
き
つ
と
う
た
ひ
申
と
云
て
ハ
、
右

に
こ
と
ハ
り
候
通
、
律
と（
マ
マ
カ
）

ま
い
り
、
か
へ
つ
て
う
れ
ひ
な
る
事
な
り
。
よ
ろ
し
く
御
せ
ん
ぎ
可
被
成
候
。
別
義
な
し
。
只
常
云
こ
と
は

に
、
扨
々
目
出
度
事
也
と
、
さ
ハ
り
な
く
一
礼
申
音
声
の
行
や
う
に
て
御
入
候
。
い
ら
さ
る
吟
味
に
て
御
座
候
へ
と
も
、
縁
辺
の
時
、

又
ハ
船
中
の
御
出
の
う
た
ひ
抔
に
ハ
、
た
と
へ
ハ
高
砂
小
う
た
ひ
「
所
ハ
高
砂
の
〳
〵
」
と
う
た
ひ
か
へ
さ
す
。
是
又
な
ら
ひ
な
り
。

只
「
所
は
高
砂
の
尾
上
の
松
も
年
ふ
り
て
」
と
う
た
ふ
へ
し
。
但
い
と
ま
こ
ひ
の
時
は
、
か
へ
す
物
に
て
候
。
書
進
す
る
に
を
よ
ハ
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す
。
常
々
申
談
し
候
通
に
て
候
。
惣
し
て
祝
言
の
座
敷
に
て
ハ
、長
座
の
後
は
心
を
付
す
と
も
く
る
し
か
る
ま
し
。
か
り
そ
め
の
所
に

て
も
、
初
座
の
時
ハ
、
そ
の
さ
し
あ
ひ
を
分
別
す
る
事
か
ん
よ
う
也
。
明
智
日
向
守
殿
信
長
公
を
う
ち
亡
ほ
さ
れ
て
、
先
ハ
明
智
天
下

を
し
ら
れ
け
る
と
き
、
さ
る
四
座
の
太
夫
ま
い
り
け
る
に
、
平
治
の
ミ
た
れ
の
は
な
し
の
次
手
に
、
朝
長
を
所
望
せ
ら
れ
け
る
に
、
か

し
こ
ま
つ
た
り
と
て
曲
舞
の
内
に
て
「
い
か
な
れ
ハ
お
さ
た
は
ゆ
ひ
か
ひ
な
く
て
主
君
を
ハ
討
奉
る
そ
や
」
と
う
た
ひ
け
れ
ハ
、
明

智
、
主
を
う
つ
と
い
ふ
事
を
い
や
か
り
て
、
こ
と
の
ほ
か
ぶ
け
う
に
て
其
座
さ
め
た
る
と
申
候
。
此
や
う
な
る
所
に
気
を
付
可
然
候
。

幽
玄
と
い
ふ
ハ
遊
玄
共
か
く
。
う
た
ひ
や
う
、
た
と
へ
ハ
文
字
を
つ
め
る
所
に
て
も
心
を
以
て
な
ま
つ
め
に
う
た
ひ
、
心
て
い
に
ゆ
う

を
そ
た
て
ゝ
、
花
山
、
海
原
、
遠
見
、
あ
る
ひ
は
閑
居
の
お
も
し
ろ
き
に
、
帰
る
事
を
打
わ
す
れ
た
る
て
い
、
ゆ
う
〳
〵
し
ん
〳
〵
た

る
う
ち
に
気
の
や
ハ
ら
ぎ
た
る
音
声
な
れ
ハ
、
祝
言
の
声
を
ふ
く
ミ
、
心
の
に
こ
り
す
ミ
ゆ
く
程
な
り
。
此
う
た
ひ
清
泉
に
足
を
あ
ら

ひ
、
閑
寂
を
つ
る
心
と
云
り
。
得
心
す
へ
し
。
幽
玄
の
謡
ハ
、
小
塩
、
西
行
桜
、
雲
林
院
の
類
也
。
井
筒
を
幽
玄
に
う
た
ふ
事
い
か
ゝ

有
へ
し
。
れ
ん
ほ
に
う
た
ひ
て
ハ
尤
也
。
但
又
「
さ
な
き
だ
に
物
の
さ
ひ
し
き
秋

慕
（
マ
マ
・
暮
カ
）て
、
人
目
ま
れ
な
る
古
寺
の
、
庭
の
松
風
ふ

け
過
て
」、
此
所
幽
玄
た
る
へ
き
か
。
幽
玄
の
う
た
ひ
や
う
、
む
つ
か
し
き
事
也
。
あ
ぢ
ハ
ひ
過
れ
ハ
、
其
ま
ゝ
の
恋
慕
に
な
る
も
の

也
。
よ
く
〳
〵
御
気
を
付
ら
れ
尤
に
存
候
。

恋
慕
、
此
曲
の
お
も
ひ
い
れ
ハ
、
秋
の
夜
の
千
夜
を
一
夜
と
お
も
ひ
す
こ
し
、
人
の
つ
ら
さ
を
う
ら
ミ
、
ふ
け
ゆ
く
か
ね
の
こ
ゑ
を
な

け
き
わ
ひ
、
又
お
も
ひ
内
に
あ
れ
ハ
い
ろ
外
に
あ
ら
わ
る
ゝ
心
得
な
る
へ
し
。
此
曲
の
う
た
ひ
や
う
、
大
て
い
は
す
る
り
と
行
や
う
な

れ
と
も
、
お
も
ひ
内
に
あ
る
也
。
尤
内
は
ま
こ
と
な
れ
ハ
、
外
へ
も
な
け
か
け
て
き
ん
す
る
も
の
也
。
し
か
り
と
い
へ
と
も
、
あ
し
く

合
点
い
た
し
う
た
ひ
候
へ
ハ
、
う
た
ひ
に
て
ハ
な
き
や
う
に
聞
ふ
る
な
り
。
惣
し
て
謡
の
一
曲
、
我
家
に
ハ
只
ま
つ
す
ぐ
と
を
し
へ
、

さ
は
り
な
く
、
音
声
、
字
性
あ
り
の
ま
ゝ
な
る
様
に
と
の
事
也
。
か
や
う
に
あ
し
く
合
点
ま
い
れ
ハ
、
ま
た
お
も
ひ
い
れ
過
る
よ
り

ハ
、
無
法
と
云
物
に
な
る
事
也
。
と
か
く
此
中
を
取
て
一
か
い
に
か
た
よ
る
へ
か
ら
す
。
我
等
存
候
処
ハ
、
文
字
正
敷
音
声
を
つ
よ
く

し
て
つ
よ
か
ら
ぬ
様
に
う
た
ひ
、
恋
慕
の
本
意
に
か
な
ひ
申
さ
ん
か
。
此
曲
の
事
、
余
の
音
曲
は
と
も
あ
れ
、
や
さ
し
く
あ
わ
れ
な
る

こ
ゝ
ろ
を
本
と
せ
す
し
て
ハ
、
い
か
ゝ
存
候
。
班
女
、
花
筐
の
類
を
以
て
、
恋
慕
の
謡
を
し
る
へ
し
。
古
哥
に
、「
玉
の
尾
よ
た
へ
な
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ハ
た
え
ね
な
か
ら
へ
ハ
し
の
ふ
る
こ
と
の
よ
ハ
り
も
そ
す
る
」、
此
哥
の
心
を
以
て
知
る
へ
し
。

哀
傷
の
こ
ゝ
ろ
持
ハ
、
飛
花
落
葉
し
て
、
虫
の
音
ま
て
か
れ
〳
〵
に
な
り
は
て
た
る
け
し
き
、
人
間
盛
衰
、
又
如
此
お
も
へ
ハ
一
生
ハ

あ
わ
き
も
の
な
る
に
、お
も
き
し
た
く
ハ
未
練
の
事
也
。
只
ね
か
ハ
し
く
ハ
寂
滅
也
。
無
常
の
心
を
本
と
し
て
吟
す
る
事
な
り
。
つ
ま

　

り
（
マ
マ
・
に
カ
）わ
か
れ
、
子
に
離
れ
た
る
類
の
吟
し
や
う
、
こ
れ
ミ
な
無
常
な
れ
ハ
、
同
し
謡
様
な
り
。
祝
言
、
幽
玄
、
恋
慕
、
此
三
曲
ハ
心

底
に
祝
言
を
離
れ
て
は
あ
し
く
御
座
候
。
哀
傷
の
吟
ハ
祝
言
を
離
切
ズ
し
て
い
か
ゝ
有
へ
し
。
此
曲
い
よ
〳
〵
御
心
を
つ
け
ら
れ
候
て

遊
し
た
ま
へ
。
哀
傷
の
諷
ハ
、
第
一
、
鍾
馗
大
臣
、
松
山
鏡
、
昭
君
、
角
田
川
の
類
を
以
て
し
る
へ
し
。

右
四
曲
そ
れ
〳
〵
に
う
た
ひ
得
す
し
て
ハ
、
音
曲
達
者
と
は
云
か
た
し
。
然
と
も
四
音
ハ
、
あ
ち
ハ
ひ
過
た
る
を
大
き
に
ち
し
よ
く
と

す
る
也
。

＊
声ヲ
ン

…
も
と
は
「
律
」
で
あ
っ
た
が
、「
声ヲ
ン

」
に
上
書
き
修
正
し
て
い
る
。

【
校
異
】

対
校
本
な
し
。

【
語
釈
】

〇
ぶ
き
ん
ミ
…
不
吟
味
。　
　

〇
け
い
は
つ
の
声
…
未
詳
。　

〇
春
の
調
子
…
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
音
の
調
子
を「
時
の
調

子
」
と
言
い
、春
は
双
調
と
さ
れ
る
。　
　

〇
と
ま
い
り
…
「
に
ま
は
り
」
の
誤
写
か
。　
　

〇
縁
辺
…
婚
姻
。　
　

〇
さ
し
あ
ひ
…

差
し
障
り
。　
　

〇
次
手
…
つ
い
で
。　
　

〇
ゆ
う
…
未
詳
だ
が
、
幽
・
遊
・
優
が
想
定
さ
れ
る
。　
　

〇
ゆ
う
〳
〵
し
ん
〳
〵
…
未
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詳
。　
　

〇
さ
な
き
だ
に
物
の
さ
ひ
し
き
秋
慕
て
、
人
目
ま
れ
な
る
古
寺
の
、
庭
の
松
風
ふ
け
過
て
…
《
井
筒
》
の
次
第
後
の
サ
シ
か

ら
の
引
用
。『
五
音
』
に
お
い
て
、《
井
筒
》
の
「
サ
ナ
キ
ダ
ニ
」
の
部
分
を
、
世
阿
弥
は
幽
曲
に
分
類
す
る
。
な
お
、『
う
た
ひ
鏡
』

の
引
用
部
分
に
あ
る
「
秋
慕
て
」
は
、正
し
く
は
「
秋
の
夜
の
」
で
あ
る
。　
　

〇
秋
の
夜
の
千
夜
を
一
夜
と
お
も
ひ
す
こ
し
…
『
伊

勢
物
語
』
二
十
二
段
の
和
歌
「
秋
の
夜
の
千
夜
を
一
夜
に
な
ず
ら
へ
て
八
千
夜
し
寝
ば
や
飽
く
時
の
あ
ら
む
」
に
拠
る
。　
　

〇
字
性

…
そ
の
文
字
に
適
し
た
正
し
い
発
音
。　
　

〇
一
か
い
…
「
一
戒
」
と
解
釈
し
た
。　
　

〇
玉
の
尾
よ
た
へ
な
ハ
た
え
ね
な
か
ら
へ
ハ
し

の
ふ
る
こ
と
の
よ
ハ
り
も
そ
す
る
…
『
新
古
今
和
歌
集
』
恋
一
・
式
子
内
親
王
。　
　

〇
四
音
…
祝
言
・
幽
玄
・
恋
慕
・
哀
傷
を
言
う
。

【
現
代
語
訳
】

第
十
三　

祝
言
・
幽
玄
・
恋
慕
・
哀
傷
の
謡
い
分
け
の
事

ま
ず
、
祝
言
の
謡
い
方
と
い
う
の
は
、
呂
声
で
謡
う
も
の
だ
。
そ
れ
は
柔
和
な
声
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
見
識
な
ま
ま
だ
と
、
祝
言

の
声
を
律
声
と
勘
違
い
す
る
ら
し
い
。
確
か
に
謡
い
出
し
は
、
律
声
は
声
が
立
っ
て
は
っ
き
り
と
聴
こ
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
認

の
極
み
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
律
声
は
「
け
い
は
つ
の
声
」
と
言
っ
て
、
悲
し
い
声
だ
か
ら
で
あ
る
。
律
声
は
「
入い

る
息
」
で

謡
う
声
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
呂
声
は
「
出
づ
る
息
」
で
謡
う
声
で
あ
り
、
目
出
度
い
声
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
人
は
温
和
な
声
を

喜
び
と
す
る
も
の
だ
。
律
は
断
絶
の
声
で
あ
り
、相
互
に
交
じ
り
合
い
な
が
ら
万
物
を
創
出
す
る
陰
陽
の
法
則
か
ら
外
れ
て
い
る
。
さ

て
、
調
子
の
こ
と
だ
が
、
祝
言
は
双
調
で
謡
う
も
の
だ
。
こ
の
調
子
は
春
の
調
子
で
あ
り
、
祝
言
に
ふ
わ
さ
し
い
。
大
抵
の
場
合
、
祝

言
は
、
高
砂
・
難
波
・
金
札
、
そ
の
外
い
ず
れ
の
曲
に
お
い
も
目
出
度
い
事
例
を
謡
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
謡
い
方
は
難
し
く
も
な

い
。
た
だ
憂
い
の
あ
る
音
声
を
取
り
除
い
て
、
文
字
通
り
に
正
し
く
す
る
り
と
謡
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
き
り
っ
と
謡
う
と
言
う

と
、
右
に
説
明
し
た
通
り
、
決
ま
っ
て
律
に
侵
さ
れ
、
か
え
っ
て
憂
い
の
あ
る
声
に
な
っ
て
し
ま
う
。
是
非
と
も
、
よ
く
吟
味
す
べ
き

だ
。
こ
れ
で
他
に
問
題
は
な
い
。
た
だ
普
段
の
会
話
中
に
「
さ
て
さ
て
目
出
度
い
事
だ
」
と
差
し
障
り
な
く
挨
拶
す
る
よ
う
な
声
の
調
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子
で
謡
に
入
る
と
よ
い
。
余
計
な
詮
索
だ
が
、
婚
姻
の
時
、
ま
た
は
船
中
へ
の
お
出
ま
し
の
謡
な
ど
に
は
、
例
え
ば
、
高
砂
の
小
謡
の

「
所
は
高
砂
の
、
所
は
高
砂
の
」
を
繰
り
返
し
て
謡
わ
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
や
は
り
習
い
と
な
る
。
た
だ
「
所
は
高
砂
の
、
尾
上
の
松

も
年
ふ
り
て
」
と
謡
う
の
が
よ
い
。
た
だ
し
、
暇
乞
い
の
時
は
、
繰
り
返
し
て
謡
う
も
の
だ
。
こ
れ
ら
は
、
わ
ざ
わ
ざ
書
く
程
の
こ
と

で
は
な
く
、
普
段
か
ら
説
明
し
て
い
る
通
り
の
こ
と
だ
。
一
般
的
に
祝
儀
の
宴
席
で
は
、
長
居
し
た
後
は
気
を
遣
わ
な
く
て
も
差
し
支

え
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
軽
い
祝
宴
の
席
で
も
初
め
て
出
席
す
る
時
は
、
そ
の
場
に
差
し
障
り
が
な
い
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
。
明
智
日
向
守
光
秀
殿
が
信
長
公
を
討
ち
滅
ぼ
し
、
最
初
に
天
下
統
一
を
果
た
さ
れ
た
時
、
あ
る
四
座
の
大
夫
が
参
上
す
る

と
、
平
治
の
乱
の
話
の
つ
い
で
に
、
朝
長
を
所
望
さ
れ
た
の
で
、「
畏
ま
っ
た
」
と
曲
舞
を
謡
い
、
そ
の
中
で
「
如
何
な
れ
ば
長
田
は

言
ひ
か
ひ
な
く
て
主
君
を
ば
討
ち
奉
る
ぞ
や
」
と
謡
っ
た
と
こ
ろ
、
明
智
は
主
君
を
討
つ
と
い
う
内
容
を
嫌
が
っ
て
、
思
い
の
ほ
か
不

興
を
買
い
、
そ
の
場
の
空
気
が
冷
え
切
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な
点
に
気
を
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。

幽
玄
と
い
う
言
葉
は
「
遊
玄
」
と
も
書
く
。
謡
い
方
は
、
例
え
ば
、
曲
節
に
対
し
文
字
が
詰
ま
る
部
分
で
も
、
心
を
大
事
に
し
て
、

や
や
詰
め
る
程
度
に
謡
い
、
心
の
底
に
「
ゆ
う
」
を
育
み
、
あ
た
か
も
花
山
や
海
原
な
ど
の
遠
景
、
あ
る
い
は
閑
居
の
趣
き
の
深
さ
に

感
じ
入
り
、
帰
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
状
態
、
す
な
わ
ち
「
ゆ
う
〳
〵
し
ん
〳
〵
」
と
し
た
状
態
の
中
で
気
持
ち
が
和
ら
ぐ
音
声

で
あ
る
た
め
、
祝
言
の
声
の
要
素
を
含
み
、
心
の
濁
り
が
澄
ん
で
い
く
ほ
ど
の
謡
な
の
で
あ
る
。
こ
の
謡
は
、
清
い
泉
で
足
を
洗
い
、

閑
寂
の
中
に
落
ち
入
る
心
を
表
わ
す
も
の
だ
と
言
え
る
。
そ
の
こ
と
を
充
分
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
幽
玄
の
謡
い
は
、
小
塩
・
西
行

桜
・
雲
林
院
の
類
で
あ
る
。
で
は
、
井
筒
を
幽
玄
で
謡
う
こ
と
を
、
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
井
筒
は
恋
慕
で
謡
う
こ
と
が
至
極

当
然
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
さ
な
き
だ
に
物
の
淋
し
き
秋
暮
れ
て
、
人
目
稀
な
る
古
寺
の
、
庭
の
松
風
更
け
過
ぎ
て
」
の
部
分
は
幽
玄

で
謡
う
べ
き
か
。
幽
玄
の
謡
い
方
は
難
し
い
。
味
わ
い
が
過
ぎ
れ
ば
、そ
の
ま
ま
恋
慕
に
な
っ
て
し
ま
う
。
よ
く
よ
く
注
意
し
て
謡
う

の
が
当
然
だ
と
思
う
。

恋
慕
、
こ
の
曲
で
心
に
留
め
て
お
く
こ
と
は
、
秋
の
夜
の
千
夜
を
一
夜
と
思
っ
て
過
ご
し
、
恋
人
の
冷
淡
さ
を
恨
み
、
夜
が
更
け
て

い
く
こ
と
を
知
ら
せ
る
鐘
の
音
を
嘆
き
悲
し
む
思
い
が
胸
の
内
に
あ
れ
ば
、そ
の
気
配
が
独
り
で
に
外
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
へ
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の
理
解
で
あ
ろ
う
。
こ
の
曲
の
謡
い
方
は
、
大
抵
は
す
る
り
と
謡
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
実
は
、
そ
う
し
た
思
い
を
心
の
内

に
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
心
の
中
の
思
い
が
本
物
で
あ
る
な
ら
ば
、自
ず
と
心
の
外
へ
も
思
い
を
投
げ
か
け
て
吟
じ
て
し

ま
う
も
の
だ
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、間
違
っ
た
理
解
の
ま
ま
謡
う
と
謡
で
は
な
い
よ
う
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
。
概
し
て
謡
を
一
曲
謡
う

時
は
、
私
の
家
で
は
、
た
だ
真
っ
直
ぐ
に
謡
う
事
を
教
え
、
差
し
障
り
が
な
い
よ
う
に
、
音
声
は
そ
の
文
字
に
適
し
た
発
音
で
、
あ
り

の
ま
ま
に
謡
う
よ
う
に
と
の
教
え
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
教
え
が
全
て
で
あ
る
か
の
よ
う
に
間
違
っ
て
理
解
す
る
と
、
思
い
入
れ

が
過
ぎ
る
謡
い
方
よ
り
も
、
無
法
な
謡
い
方
に
な
る
も
の
だ
。
と
に
か
く
、
自
分
の
思
い
入
れ
と
、
く
せ
の
な
い
素
直
な
謡
い
方
の
バ

ラ
ン
ス
を
取
っ
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
戒
め
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
私
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
謡
の
文
字
通
り
に
正
し

く
発
音
し
た
音
声
を
、
強
い
よ
う
で
強
く
な
ら
な
い
よ
う
に
謡
う
と
、
そ
の
こ
と
が
恋
慕
の
本
意
を
表
現
す
る
の
に
適
し
た
謡
い
方
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
恋
慕
の
曲
に
つ
い
て
は
、
他
の
曲
は
と
も
か
く
、
優
し
く
哀
れ
な
心
持
ち
を
根
本
に

据
え
て
謡
わ
な
い
の
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
班
女
・
花
筐
の
類
を
参
考
に
、
恋
慕
の
謡
に
つ
い
て
知
る
べ
き
だ
。
ま
た
、
古
歌
に

「
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
長
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
心
を
参
考
に
、
恋
慕
の
心
を
知
る

べ
き
で
あ
る
。

哀
傷
を
謡
う
時
の
心
掛
け
と
は
、
飛
花
落
葉
し
て
虫
の
音
ま
で
も
枯
れ
枯
れ
に
聴
こ
え
る
景
色
や
、
人
間
の
栄
枯
盛
衰
を
イ
メ
ー
ジ

す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
世
の
中
と
は
、
そ
の
よ
う
に
無
常
な
も
の
だ
と
思
え
ば
、
人
間
の
一
生
と
は
儚
い
も
の
な
の
で
、
重
々
し

い
死
に
仕
度
は
未
練
の
現
れ
で
あ
る
。
た
だ
望
ま
し
い
の
は
寂
滅
（
悟
り
を
伴
う
死
）
で
あ
る
。
哀
傷
と
は
、こ
の
よ
う
な
無
常
の
心

を
根
本
と
し
て
吟
ず
る
も
の
だ
。
夫
や
妻
と
別
れ
、
子
と
離
れ
離
れ
に
な
る
類
の
曲
の
吟
じ
方
は
、
す
べ
て
無
常
で
あ
る
た
め
、
同
じ

哀
傷
の
謡
い
方
と
な
る
。
祝
言
・
幽
玄
・
恋
慕
、
こ
れ
ら
三
種
類
の
曲
は
、
心
底
か
ら
祝
言
の
気
持
ち
を
除
い
て
し
ま
う
と
悪
い
謡
に

な
る
。
し
か
し
、
哀
傷
の
吟
詠
は
、
祝
言
の
要
素
を
切
り
離
さ
ず
に
、
ど
う
謡
え
と
い
う
の
か
。
そ
れ
故
、
哀
傷
の
曲
は
、
他
の
三
種

類
の
曲
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
気
を
つ
け
て
謡
い
な
さ
い
。
哀
傷
の
謡
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
鍾
馗
・
松
山
鏡
・
昭
君
・
角
田
川
の
類
を

参
考
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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以
上
の
四
音
（
祝
言
・
幽
玄
・
恋
慕
・
哀
傷
）
を
そ
れ
ぞ
れ
謡
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
音
曲
の
達
者
と
は
言
い
難
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
祝
言
・
幽
玄
・
恋
慕
・
哀
傷
の
四
音
と
い
う
の
は
、
味
わ
い
の
過
ぎ
る
謡
い
方
を
、
大
き
な
恥
辱
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

【
解
説
】

五
音（

1
）は

、
世
阿
弥
が
晩
年
に
能
の
音
曲
（
謡
）
を
分
類
し
た
、
祝
言
・
幽
曲
（
幽
玄
）・
恋
慕
・
哀
傷
・
闌
曲
の
五
種
類
を
い
う
。

世
阿
弥
伝
書
の
『
五
音
曲
条
々
』『
五
音
』
を
始
ま
り
と
す
る
五
音
説
は
、
金
春
禅
竹
・
禅
鳳
を
経
て
金
春
系
謡
伝
書
に
受
け
継
が
れ
、

後
代
に
至
る
ま
で
多
く
の
謡
伝
書
に
取
り
込
ま
れ
広
ま
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
基
本
的
構
成
は
、
五
種
類
別
に
曲
趣
の
説
明
を
行
い
、
そ

れ
ぞ
れ
に
曲
趣
に
合
う
例
曲
と
曲
趣
を
表
し
た
例
証
歌
が
付
く
形
と
な
る
が
、
曲
趣
の
説
明
だ
け
の
も
の
、
例
曲
と
例
証
歌
の
い
ず
れ

か
、
も
し
く
は
そ
の
両
方
を
欠
く
も
の
、
例
曲
は
曲
名
だ
け
を
記
す
も
の
な
ど
、
様
々
な
パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
。『
う
た
ひ
鏡
』
に

は
、
闌
曲
を
除
く
四
種
類
に
そ
れ
ぞ
れ
曲
趣
説
明
と
例
曲
の
曲
名
が
記
さ
れ
、
幽
玄
に
例
曲
の
詞
章
の
一
部
と
、
恋
慕
に
例
証
歌
一
首

が
付
く
。
室
町
末
期
以
降
の
五
音
説
は
、
先
行
す
る
謡
伝
書
の
内
容
を
再
編
し
、
似
た
よ
う
な
本
文
が
繰
り
返
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る

が
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
五
音
説
も
、
基
本
的
に
は
そ
れ
ま
で
の
五
音
説
の
主
旨
に
沿
っ
た
内
容
が
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
う
た
ひ

鏡
』
の
五
音
説
に
は
、
従
来
の
五
音
説
に
は
見
ら
れ
な
い
特
殊
な
内
容
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
以
下
に
主
要
な
も
の
を
上
げ
て
い

く
。

（
1
）
祝
言
を
律
声
で
謡
う
こ
と
を
批
判
し
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
う
た
ひ
鏡
』
は
祝
言
を
呂
声
で
謡
う
べ
き
と
す
る
世
阿
弥
以

来
の
呂
律
論
と
同
じ
主
旨
の
説
明
を
記
す
が
、
ま
と
ま
っ
た
五
音
説
の
説
明
に
呂
律
論
を
取
り
入
れ
た
謡
伝
書
は
、
管
見
で
は
室
町

末
期
写
の
『
音
曲
事（

2
）』

ぐ
ら
い
し
か
見
当
た
ら
な
い（

3
）。

（
2
）
船
旅
の
出
発
時
に
返
シ
を
謡
わ
な
い
な
ど
、
祝
言
の
謡
に
関
係
す
る
作
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
五
音
説
に
は
、『
う
た
ひ
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鏡
』
に
説
明
さ
れ
る
よ
う
な
実
用
的
な
作
法
に
関
す
る
内
容
は
含
ま
れ
な
い
。
な
お
、そ
の
場
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
謡
を
選
ぶ
よ

う
戒
め
る
逸
話
と
し
て
、明
智
光
秀
の
前
で
「
さ
る
四
座
の
太
夫
」
が
《
朝
長
》
を
謡
い
不
興
を
買
っ
た
例
が
『
う
た
ひ
鏡
』
に
記

さ
れ
る
が
、『
う
た
ひ
鏡
』
以
外
に
聞
か
な
い
話
で
あ
る
。

（
3
）《
井
筒
》
の
分
類
に
つ
い
て
、
幽
玄
よ
り
も
恋
慕
が
適
切
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。《
井
筒
》
の
サ
シ
を
幽
玄
に
分
類
す
る
の
は
、

世
阿
弥
伝
書
の
『
五
音
』
以
来
、
五
音
説
の
伝
統
で
あ
り
、『
う
た
ひ
鏡
』
も
そ
の
こ
と
自
体
は
否
定
し
て
い
な
い
が
、
従
来
の
慣

習
に
引
き
ず
ら
れ
、《
井
筒
》
の
曲
全
体
を
幽
玄
と
見
な
す
こ
と
に
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、『
う
た

ひ
鏡
』
に
記
さ
れ
た
例
曲
の
具
体
的
な
詞
章
は
、
幽
玄
の
項
に
記
さ
れ
た
《
井
筒
》
の
サ
シ
の
引
用
だ
け
で
あ
る
。

（
4
）
恋
慕
の
例
証
歌
と
し
て
「
玉
の
尾
よ
た
へ
な
ハ
た
え
ね
な
か
ら
へ
ハ
し
の
ふ
る
こ
と
の
よ
ハ
り
も
そ
す
る
」（『
新
古
今
和
歌
集
』

恋
一
・
式
子
内
親
王
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
管
見
で
は
、
先
行
す
る
五
音
説
に
は
見
ら
れ
な
い
例
証
歌
で
あ
り
、『
う
た
ひ
鏡
』
独

自
の
古
歌
の
引
用
と
考
え
ら
れ
る（

4
）。

な
お
、『
う
た
ひ
鏡
』
に
引
用
さ
れ
た
例
証
歌
は
、
恋
慕
の
項
の
こ
の
一
首
の
み
で
あ
る
。

（
5
）
五
音
説
の
う
ち
闌
曲
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
。
五
音
説
は
、
祝
言
・
幽
玄
・
恋
慕
・
哀
傷
・
闌
曲
の
五
種
類
を
セ
ッ
ト
で
論

じ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
が
、『
う
た
ひ
鏡
』
で
は
、
五
音
説
か
ら
闌
曲
だ
け
を
独
立
さ
せ
て
第
六
条
「
乱
曲
の
論
」
に
ま
と
め
て

記
し
て
い
る
。
祝
言
・
幽
玄
・
恋
慕
・
哀
傷
が
曲
趣
に
よ
る
分
類
な
の
に
対
し
、
闌
曲
は
そ
れ
ら
四
種
類
を
超
越
し
た
最
高
位
の
境

地
に
達
し
て
謡
う
も
の
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
闌
曲
は
謡
の
習
得
の
レ
ベ
ル
を
基
準
に
し
た
分
類
で
あ
り
、
他
の
四
種
類
と
は
異
な

る
性
質
を
持
つ
謡
と
な
る
。『
う
た
ひ
鏡
』
は
、
そ
う
し
た
違
い
を
意
識
し
て
、
本
条
に
闌
曲
を
含
め
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、『
う
た
ひ
鏡
』
の
五
音
説
の
う
ち
、
特
に
珍
し
い
内
容
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
ら
れ
の
特
殊
な
内
容
は
、
や
は
り

『
う
た
ひ
鏡
』
の
著
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
う
た
ひ
鏡
』
の
五
音
説
は
、大
枠
で
は
従
来
の
五
音

説
を
基
盤
に
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
世
阿
弥
以
来
展
開
し
て
き
た
五
音
説
の
末
流
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
謡

伝
書
に
は
見
ら
れ
な
い
独
自
の
内
容
を
多
く
盛
り
込
ん
で
い
る
。
形
骸
化
が
進
み
、先
行
す
る
謡
伝
書
の
内
容
を
再
編
す
る
に
留
ま
っ

て
い
た
室
町
末
期
以
降
の
謡
伝
書
の
中
で
、『
う
た
ひ
鏡
』
は
著
者
の
個
性
が
垣
間
見
れ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
五
音
説
を
世
に
出
し
た
と
評
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価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）  

以
下
の
五
音
説
に
関
す
る
概
要
を
含
め
、【
解
説
】
全
体
を
通
し
、
伊
藤
正
義
「
五
音
系
伝
書
に
つ
い
て
」「
室
町
時
代
の
謡
伝
書
―
特
に
五
音

を
中
心
と
し
て
―
」（『
伊
藤
正
義 

中
世
文
華
論
集
』
第
三
巻
・
二
〇
一
六
年
和
泉
書
院
）
お
よ
び
表
章
・
竹
本
幹
夫
著
『
岩
波
講
座
能
・
狂

言
Ⅱ
能
楽
の
伝
書
と
芸
論
』（
一
九
八
八
年
岩
波
書
店
）
を
参
照
し
た
。

（
2
）
表
章
・
伊
藤
正
義
校
注
『
金
春
古
伝
書
集
成
』（
一
九
六
九
年
わ
ん
や
書
店
）
所
収
。

（
3
）  『
う
た
ひ
鏡
』
に
お
い
て
祝
言
を
律
声
で
謡
う
こ
と
を
執
拗
に
批
判
し
て
い
る
の
は
、
律
を
祝
言
の
声
と
す
る
「
永
正
元
年
観
世
道
見
在
判
伝

書
」
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
か
。
高
橋
葉
子
「「
永
正
元
年
観
世
道
見
在
判
伝
書
」
の
音
曲
論
―
「
呂
の
声
」
を
中
心
に
―
」（『
日
本
伝
統

音
楽
研
究
』
第
二
十
号
・
二
〇
二
三
年
）
参
照
。

（
4
）  

五
音
説
の
う
ち
恋
慕
の
例
証
歌
は
、
お
お
む
ね
以
下
の
三
型
に
分
類
さ
れ
、
室
町
末
期
の
謡
伝
書
で
は
、
Ｂ
型
が
最
も
多
い
ら
し
い
。
伊
藤
正

義
前
掲
論
文
（
注
1
）
参
照
。

　
　

Ａ
型　

下
紅
葉
か
つ
散
る
山
の
夕
時
雨
ぬ
れ
て
や
鹿
の
ひ
と
り
鳴
く
ら
ん

　
　

Ｂ
型　

し
の
ぶ
れ
ど
色
に
出
に
け
る
我
が
恋
は
物
や
思
ふ
と
人
の
と
ふ
ま
で

　
　

Ｃ
型　

た
ち
出
て
妻
木
を
拾
ふ
片
岡
の
ふ
か
き
山
路
と
な
り
に
け
る
か
な

（
長
田 

あ
か
ね
）




