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私
は
ま
づ
、
縁
遠
さ
う
な
舞
踊
の
方
面
か
ら
は
じ
め
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　
　 
遊  
部 
ア
ソ
ブ
ベ

　
　 

遊  

部 

ア
ソ
ブ
ベ

は
、
終
身
事
ふ
る
こ
と
勿
し
。
故
に
遊
部
と
云
ふ
。

　
　
（
以
上
、
義
解
の
本
文
）
釈
に
云
は
く
、
…
…
遊
部
は
、
幽
顕
の
境
を

　
　
隔
て
、
凶
癘
の
魂
を
鎮
む
る
氏
な
り
。
終
身
事
ふ
る
こ
と
勿
し
、
故
に

　
　
遊
部
と
云
ふ
。
古
記
に
云
は
く
、
遊
部
は
、
大
倭
国
高
市
郡
に
在
り
。

　
　
生
目
天
皇
の
苗
裔
な
り
。
遊
部
と
負
ふ
所
以
は
、
生
目
イ
ク
メ
天
皇
の
孽 

円  

ツ
ブ
ラ

　
　
目 メ
王
オ
ホ
キ
ミ、
伊
賀
比
自
支
和
気

イ
ガ
ノ
ヒ
ジ
キ
ワ
ケ

の
女
と
娶ア
ひ
て
、
妻
と
為
す
。
凡
、
天
皇

　
　
の
崩
ず
る
時
、
比﹅
自﹅
支﹅
和﹅
気﹅
等
殯
所
に
到
り
て
、
其
事
に
供
奉
す
。
仍

　
　
り
て
、
其
氏
二
人
を
取
る
。
名
を
禰ネ
義ギ
・
余ヨ
此シ
と
称
す
。
禰
義
は
刀
を

　
　
負
ひ
、
並
び
に
戈ホコ
を
持
つ
。
余
此
は
酒
食
を
持
ち
、
並
び
に
刀
を
負
ふ
。
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並
び
に
、
内
に
入
り
て
供
奉
す
。
唯
、
禰
義
等
の
申﹅
す﹅
辞﹅
は
、
輙
タ
ヤ
スく
人

　
　
に
知
ら
し
め
ず
。
後
、 

長  

谷 

ハ
ツ
セ
ノ

天
皇
の
崩
ず
る
時
に
及
び
て
、
比
自
支

　
　
和
気
の
※
と
娶ア
ひ
て
、
妻
と
為
す
。
是
王
に
問
ふ
可
し
と
云
ふ
。
仍ヨ
り

　
　
て
召
し
て
問
ふ
。
答
へ
て
云
は
く
、
然
せ
む
。
其
妻
を
召
し
て
問
ふ
。

　
　
答
へ
て
云
ふ
、
我
氏
死
絶
し
、
妾
一
人
在
る
の
み
。
即
指
し
て
其
事
を

　
　
負
は
し
む
。
女
申
し
て
云
は
く
、
女
は
、
兵
ツ
ハ
モ
ノを
負
ひ
て
供
奉
す
る
に
便
カ
ナ

　
　
は
ず
と
。
仍ヨ
り
て
、
其
事
を
以
て
、
其
夫
円
目
王
に
移
す
。
即
、
其
夫

　
　
其
妻
に
代
り
て
、
其
事
に
供
奉
す
。
此
に
依
り
て
、 

和  

平 

ヤ
ハ
ラ
ギ

給
ふ
。
爾コ

　
　   

時 

ノ
ト
キ
に
詔
ら
く
、
今
日
よ
り
以
後
、
「
手
足
ノ
毛 

成   

八   

束   

毛  

ヤ
ツ
カ
ケ
ニ
ナ
ル
マ
デ
ニ

遊
」

　
　
と
詔
り
き
。
故
に 

遊 

部 

君 

ア
ソ
ブ
ベ
キ
ミ
と
名
く
。
是
な
り
。
但
、
此
条
の
遊
部
は
、

　
　
野
中
ノ
ナ
カ
・ 

古  

市 

フ
ル
イ
チ

の
人
の
歌
垣
の
類
を
謂
ふ
こ
と
是
な
り
。
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（
令
集
解
　
　
喪
葬
令
）

 
遊  
部 
ア
ソ
ブ
ベ

、
後
代
多
く
、
あ﹅
そ﹅
ぶ﹅
と
ば
か
り
謂
つ
て
ゐ
る
や
う
だ
。
あ
そ
ぶ
べ

の
音
脱
で
あ
る
。
部
の
音
を
略
す
る
こ
と
は
、
普
通
の
事
で
、
部ベ
の
語
尾
を

持
つ
た
も
の
が
、
凡 

部  

曲 

ブ
キ
ヨ
ク

の
民
で
あ
つ
た
か
ら
、
多
い
の
に
馴
れ
て
語
尾

に
当
る
部
分
は
省
く
の
で
も
あ
つ
た
。
服
部
ハ
ト
リ
・
土
師
部

ハ

ジ

・
私
部
キ
サ
イ
の
類
、
非
常

に
例
が
多
い
。
此
氏
人
が
「
君
」
姓
を
名
告
つ
て
ゐ
た
の
は
、
可
な
り
古
い

時
代
か
ら
存
続
し
、
而
も
其
が
信
仰
的
な
意
味
を
濃
厚
に
持
つ
て
居
り
、
其

上
、
其
姓
の
「
き
み
」
が
、
女
戸
主
で
あ
つ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
戸
主

は
そ
の
家
の
正
業
を
相
承
す
る
の
が
古
の
風
で
あ
る
。
だ
か
ら
遊
部
の
遊
部

た
る
為
に
は
、
女
戸
主
が
預
つ
て
居
た
こ
と
が
思
は
れ
る
。
其
は
、 

円  

目 

ツ
ブ
ラ
メ

王オホ
キ
ミ
の
妻
の
言
つ
た
所
で
も
知
れ
る
。
而
も
其
時
か
ら
、
其
家
筋
の
男
子
が
此
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聖
職
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
つ
た
こ
と
を
伝
へ
て
ゐ
る
の
だ
。
但
、
其
を
雄

略
天
皇
の
殯
宮
に
奉
仕
し
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
と
し
て
ゐ
る
の
は
、
意
義

の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

史
実
を
伝
へ
る
も
の
よ
り
も
、
も
つ
と
根
柢
の
深
い
も
の
は
、
習
慣
で
あ
つ

た
。
習
慣
の
起
原
を
説
明
す
る
に
は
、
必
何
か
深
い
拠
り
所
か
ら
し
て
ゐ
る
。

此
が
古
代
人
の
歴
史
観
で
あ
る
。
雄
略
帝
を
説
い
た
根
拠
は
、
此
遊
部
の
職

が
、
「
釈
」
に
も
鎮○

凶
癘
魂○

と
あ
る
と
ほ
り
、
鎮
魂
を
、
本
業
と
し
て
居
た

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
に
お
け
る
鎮
魂
説
話
が
大
体
此
帝
に

起
原
す
る
や
う
に
説
か
れ
て
居
る
事
か
ら
見
て
も
訣
る
。
此
事
は
後
に
説
く

で
あ
ら
う
が
、
今
は
言
ふ
暇
が
な
い
。
記
紀
の
大
歌
を
見
て
も
、
雄
略
天
皇

に
歌
の
多
い
の
も
、
又
そ
の
歌
が
、
こ
の
鎮
魂
の
用
途
に
関
聯
し
て
ゐ
た
こ
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と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。

同
様
に
、
垂
仁
（
生
目
天
皇
）
朝
と
、
此
氏
人
男
系
の
祖
（
円
目
王
）
と
を

結
び
つ
け
て
居
る
の
も
、
亦
理
由
が
あ
る
の
だ
。
此
朝
に
は
、
名
高
い
殉
死

の
風
習
及
び
出
雲 

土  

人 

ハ
ジ
ビ
ト

の
埴
輪
創
製
の
物
語
な
ど
が
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

即
喪
葬
旧
儀
を
説
く
に
、
必
ま
づ
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
宮
廷
関
係
の

古
詞
章
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

円
目
王
以
前
も
、
比
自
支
和
気
の
男
が
代
々
鎮
魂
を
奉
仕
し
て
居
た
や
う
に

見
え
る
が
、
此
は
こ
の
説
話
に
誤
解
が
あ
る
の
で
、
女
職
か
ら
男
職
に
推
移

す
る
所
以
を
、
女
力
役
に
堪
へ
ず
と
謂
つ
た
解
釈
を
お
し
拡
げ
て
来
た
ま
で
ゞ

あ
る
。
鈿
女
命
が
行
つ
た
天
崛
戸
の
鎮
魂
と
ほ
ゞ
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
思
へ

ば
、
伊
賀
氏
の
方
術
も
亦
、
「
比
自
支
別
の
女
」
の
資
格
を
以
て
出
仕
す
る
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女
巫
の
相
承
し
た
伝
来
の
こ
と
で
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
其
が
男
性
の
手
に

移
つ
た
こ
と
の
説
明
が
、
か
う
し
た
形
を
採
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ

る
。

遊
部
の
職
と
す
る
「
あ
そ
ぶ
」
と
言
ふ
語
は
、
決
し
て
令
義
解
そ
の
他
の
言

ふ
様
に
、
終
身
「
勿
事
」
だ
か
ら
遊
ぶ
の
だ
と
言
ふ
や
う
な
こ
と
で
は
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
義
解
の
文
の
出
来
た
時
代
に
、
既
に
近
代
の
遊
楽

・
逸
楽
な
ど
言
ふ
用
語
例
が
、
「
あ
そ
び
」
に
あ
つ
た
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

謂
は
ゞ
遊
ん
で
暮
し
て
居
る
か
ら 
遊  

部 
ア
ソ
ブ
ベ

だ
な
ど
は
、
落
し
咄
に
も
な
ら
な

い
。
が
、
さ
う
し
た
「
諺
」
が
行
は
れ
て
居
つ
た
の
だ
と
見
ら
れ
る
痕
跡
す

ら
あ
る
。
序
に
言
ふ
が
、
此
部
曲
の
名
を
「
あ
そ
び
べ
」
と
訓
む
説
も
あ
る

が
、
此
で
は
、
遊
部
の
略
称
あ
そ
ぶ
と
な
る
理
由
が
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
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あ
そ
ぶ
は  

神    

遊  

カ
ム
ア
ソ
ビ

・  

東    

遊  

ア
ヅ
マ
ア
ソ
ビ
な
ど
で
も
知
れ
る
や
う
に
、
舞
踊
を
意
味

し
て
ゐ
る
。
唯
、
単
に
舞
踊
と
言
ふ
よ
り
も
、
舞
踊
そ
の
物
の
原
義
な
る
鎮

魂
舞
踊
を
内
容
に
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
方
が
正
し
い
。
だ
か
ら
一
方
亦
、
舞
踊

的
表
出
を
採
ら
な
い
あ
そ
び
も
あ
つ
た
。
射
鳥
遨
遊

ト
リ
ノ
ア
ソ
ビ
（
紀
）
　
　
記
に
は
鳥ト

     

遊   

リ
ノ
ア
ソ
ビ
　
　
、  
遊    

猟  
ア
ソ
ビ
ガ
リ

、
琴
笛
の 

御  

遊 

ミ
ア
ソ
ビ

な
ど
言
ふ
例
で
あ
る
。
鎮
魂
を

行
ふ
方
便
と
し
て
、
禽
獣
を
狩
猟
し
て
そ
の
保
管
す
る
魂
を
遨ムカ
へ
る
か
ら
の

名
で
あ
り
又
、
楽
器
を
奏
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
完
全
に 

鎮  

魂 

タ
マ
フ
リ

の
効
果
を

あ
げ
よ
う
と
す
る
か
ら
の
名
で
あ
る
。
中
世
に
も
、
魂
箱
を
揺
る
風
を
有
し

た
が
、
此
な
ど
も
楽
器
の
奏アソ
び
に
近
い
も
の
と
思
は
れ
る
。
又
、
魂タマ
の
内
在

す
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
た
玉タマ
（
　
石
・
　
貝
・
　
金
・
　
骨
な
ど
）
の
相
触

る
ゝ
音
も
、
や
は
り
此
意
味
か
ら
い
み
じ
き
音
色
の
や
う
に
讃
美
せ
ら
れ
て
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来
た
の
で
あ
る
。
あ
そ
び
に
つ
い
て
は
尚
言
ふ
機
会
は
あ
る
。

唯
こ
の
遊
部
の
鎮
魂
法
は
、
中
世
ま
で
伝
つ
た
が
為
に
、
古
代
的
な
意
義
を

あ
る
点
失
つ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
貴
人
の
崩
薨
に
当
つ
て
、
殯

所
に
仕
へ
る
も
の
が
、
死
者
の
為
に
す
る
儀
を
掌
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
事

で
あ
る
。
元
来
、
遊
部
の
み
な
ら
ず
、
鎮
魂
に
関
係
あ
る
部
曲
は
沢
山
あ
つ

た
。
唯
、
日
本
人
の
死
に
対
す
る
観
念
が
大
い
に
変
化
し
た
為
に
、
遊
部
と

言
へ
ば
死
者
に
ば
か
り
関
係
す
る
も
の
と
言
ふ
風
に
考
へ
ら
れ
た
の
だ
。

古
代
人
は
、
死
以
外
に
第
一
に
霊
魂
の
游
離
状
態
を
考
へ
た
。
而
も
游
離
し

た
霊
魂
が
あ
る
期
間
を
経
て
も
還
ら
な
い
時
に
、
は
じ
め
て
「
死
」
に
這
入

つ
た
も
の
と
見
た
の
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
、
わ
れ
〳
〵
の
考
へ
る
「
死
」
よ

り
も
、
遥
か
に
遅
れ
て
死
の
来
る
も
の
と
考
へ
た
訣
な
の
で
あ
る
。
此
死
に

10和歌の発生と諸芸術との関係



先
だ
つ
て
、
仮
死
の
状
態
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
を
考
へ
た
が
為
に
、
其
間
は

殯
所
に
死
者
を
置
い
て
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
之
に
対
し
て
行
ふ
術
が
、
殯
宮

に
お
け
る
儀
礼
と
せ
ら
れ
た
。
其
後
、
息
の
絶
え
た
瞬
間
直
に
仮
死
を
考
へ

ず
、
死
が
は
じ
ま
る
と
見
る
や
う
に
な
つ
た
。
す
る
と
殯
宮
の
儀
式
は
、
死

者
の
復
活
を
促
す
呪
術
と
言
ふ
事
に
な
る
。
こ
の
側
の
為
事
に
与
る
の
が
、

令
制
に
見
え
た
遊
部
で
あ
つ
た
訣
だ
。
だ
か
ら
、
遊
部
の
あ
そ
ぶ
は
、
非
常

に
分
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
一
方
か
ら
見
れ
ば
、
遊
部
の
所
作
に
も
、

舞
踊
的
要
素
が
、
十
分
に
あ
つ
た
ら
う
。
た
と
ひ
、
其
方
面
か
ら
つ
い
た
名

称
で
な
い
と
し
て
も
。

舞
踊
の
義
に
用
ゐ
ら
れ
る
あ
そ
ぶ
は
、
だ
か
ら
広
意
義
に
用
ゐ
ら
れ
て
居
る

と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
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而
も
此
あ
そ
び
は
、
神
事
に
携
は
る
者
に
聖
な
る
霊
を
附
与
す
る
方
便
に
用

ゐ
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
神
事
の
前
提
と
し
て
行
は
れ
た
事
も
察
し
て
よ
い
。

長
谷
天
皇
の
殯
所
を
奉
仕
し
た
事
件
か
ら
、
当
今
の
姿
は
起
つ
た
と
説
く
の

も
、
又
、
右
の
伝
へ
が
、
万
葉
仮
字
書
き
し
た
部
分
を
含
ん
で
ゐ
る
の
も
、

皆
此
部
曲
民
の
間
に
伝
承
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
事
を
示
す
の
で
あ
る
。

普
通
の
習
慣
に
従
へ
ば
、
神
語
を
伝
へ
る
時
に
は
、
か
う
し
た
形
式
を
採
る

の
が
常
で
あ
る
。
特
に
形
式
的
な
さ
う
し
た
部
分
の
あ
る
の
は
、
其
一
条
が

古
伝
で
あ
る
と
言
ふ
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
此
故
事
に
よ
つ
て
、
遊
部
君
と

言
ふ
の
は
、
遊
び
暮
す
も
の
だ
か
ら
と
言
ふ
説
な
ど
ゝ
は
、
意
味
の
違
ひ
が

あ
る
訣
で
あ
る
。

末
段
の
「
但
此
条
の
遊
部
云
々
」
は
、
不
思
議
な
書
き
方
で
あ
る
が
、
訣
ら
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な
く
は
な
い
。
野
中
・
古
市
と
言
ふ
の
は
、
河
内
国
南
河
内
郡
で
あ
る
。
野

中
寺
が
あ
り
、
野
中
史
等
の
本
貫
で
あ
る
。
又
、
古
市
は
、
船
史
・
武
生
連

等
の
居
る
所
で
あ
る
。
此
隣
接
し
た
地
は
、
帰
化
人
の
根
拠
地
で
あ
る
。
さ

う
し
て
其
土
の
民
の
歌
垣
と
言
ふ
の
は
、
其
等
の
人
々
が
、
故
国
よ
り
将
来

し
て
ゐ
た
踏
歌
の
事
を
言
ふ
ら
し
い
。
宝
亀
元
年
河
内
由ユ
義ゲ
宮
の
行
幸
に

「
博
多
ハ
カ
タ
川
に
臨
み
て
、
以
て
宴
遊
す
。
…
…
葛
井
フ
ヂ
ヰ
・
船フネ
・
津ツ
・
文フミ
・
武
生
タ
ケ
フ
・

蔵クラ
、
六
氏
の
男
女
二
百
三
十
人
歌
垣
に
供
奉
す
。
…
…
処
女
ら
に
、
壮
夫
ヲ
ト
コ
立

ち
添
ひ
踏
み
な
ら
す
…
…
。
淵
も
瀬
も
清
く
さ
や
け
し
。
伯
太
ハ
カ
タ
川
…
…
」
と

あ
る
の
も
、
実
に
踏
歌
を
旧
来
の
名
称
に
よ
つ
て
、
歌
垣
と
称
し
た
ま
で
ゞ

あ
る
。

遊
部
の
舞
踊
の
事
を
言
ふ
も
の
で
、
其
等
の
帰
化
有
識
階
級
の
人
た
ち
の
な
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し
た
踏
歌
を
ひ
ま
あ
ひ
に
出
し
た
本
意
が
受
け
と
り
に
く
い
。
が
多
分
は
、

「
遊
」
な
る
語
の
解
釈
で
、
あ
そ
ぶ
と
此
条
に
言
つ
て
ゐ
る
の
は
、
半
島
帰

化
人
の
将
来
し
た
所
謂
歌
垣
の
や
う
な
も
の
だ
と
書
い
た
の
だ
ら
う
と
思
ふ
。

何
に
し
て
も
、
「
遊
部
」
も
亦
舞
踊
を
持
つ
て
居
た
ら
し
く
考
へ
ら
れ
る
訣

で
あ
る
。

遊
部
の
民
は
、
終
身
事
無
く
、
課
役
を
免
じ
、
意
に
任
せ
て
遊
行
す
。
故
に

遊
部
と
云
ふ
と
も
あ
る
。
此
も
又
行
き
あ
た
り
ば
つ
た
り
の
語
原
説
だ
が
、

同
時
に
、
漂
浪
の
旅
を
自
由
に
し
て
居
た
生
活
法
を
持
つ
て
ゐ
た
事
だ
け
は

訣
る
。

こ
の
部
曲
に
つ
い
て
、
今
一
つ
説
き
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
の
は
、
比
自

支
和
気
の
名
が
含
む
所
の
意
義
で
あ
る
。
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私
の
計
画
は
、
必
し
も
遊
部
を
説
く
事
に
終
始
す
る
積
り
で
は
な
い
。
も
つ

と
広
く
、
古
代
の
文
学
及
び
芸
術
の
相
関
を
語
り
た
い
の
で
あ
る
。
唯
、
遊

部
に
関
し
た
令
集
解
の
解
説
が
、
か
う
し
た
目
的
に
近
い
色
々
な
点
を
包
含

し
て
ゐ
る
の
で
、
説
明
の
便
宜
の
為
に
と
り
あ
げ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

殊
に
、
此
部
曲
が
、
凶
事
関
係
に
偏
し
た
職
務
で
あ
る
為
に
、
多
少
の
誤
解

を
招
き
易
い
と
思
ふ
か
ら
断
つ
て
置
く
。
だ
が
、
凶
事
・
吉
事
元
来
一
つ
由

来
を
持
つ
も
の
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

ひ
じ
き
わ
け
の
女
と
言
ふ
の
は
、
歴
代
ひ
じ
き
別ワケ
な
る
称
号
に
よ
つ
て
聖
職

に
事
へ
る
名
族
が
、
伊
勢
に
あ
つ
た
事
を
意
味
す
る
。
さ
う
し
て
、
宮
廷
に

出
て
来
る
巫
女
が
、
其
当
主
の
娘
と
い
ふ
資
格
で
見
参
し
た
の
で
あ
る
。
円

目
王
の
妻
と
な
つ
た
唯
一
人
の
女
子
に
限
つ
て
の
歴
史
の
や
う
に
伝
へ
て
ゐ
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る
が
、
さ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
恰
度
、 

丹  

波  

道  

主 

タ
ニ
ハ
ノ
ミ
チ
ヌ
シ

の
女
と
言
ふ
資
格
で
、

丹
波
八
処
女

ヤ
ヲ
ト
メ

が
、
出
で
ゝ
事
へ
た
事
が
、
適
切
に
こ
の
事
実
を
解
説
し
て
ゐ

る
。
だ
か
ら
女
職
久
し
く
続
い
て
後
、
男
職
に
移
つ
た
の
で
、
と
も
か
く
一

氏
人
に
と
つ
て
は
、
大
事
件
だ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。

天
武
天
皇
崩
御
の
条
に
は
、
「
青
飯
」
の
字
を
ひ
じ
き
お
も
の
と
日
本
紀
に

訓
註
を
施
し
て
ゐ
る
。
鹿ヒ
尾ジ
菜キ
藻モ
を
交
へ
た
飯
が
、
凶
事
に
用
ゐ
ら
れ
た
の

で
、
必
し
も
此
時
に
な
く
と
も
、
訓
註
を
施
し
た
時
代
に
は
あ
つ
た
事
が
訣

る
。
鹿
尾
菜
と
喪
葬
と
の
関
係
は
、
更
に
深
い
も
の
が
あ
る
。

伊
勢
物
語
に
伝
へ
る
「
お
も
ひ
あ
ら
ば
、
葎
の
宿
に
、
寝
も
し
な
む
。
ひ
し

き
も
の
に
は
、
袖
を
し
つ
ゝ
も
」
ひ
し
き
も
の
は
、
引
き
敷
き
物
だ
と
言
ふ

が
、
其
は
と
も
か
く
も
、
簡
素
な
生
活
を
示
す
語
な
の
に
は
違
ひ
な
い
。
わ
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ざ
〳
〵
其
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
常
に
著
て
ゐ
る
著
物
の
袖
を
、
ひ
し
き
も

の
に
代
用
し
て
、
そ
の
質
素
な
生
活
に
堪
へ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
言
ふ
。

此
歌
、
恋
人
同
士
の
間
で
、
鹿
尾
菜
を
贈
る
に
添
へ
た
の
だ
と
言
ふ
こ
と
に

な
つ
て
ゐ
る
。
が
、
其
は
単
な
る
洒
落
と
此
歌
を
見
た
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま

り
歌
の
方
が
、
古
く
伝
つ
て
居
て
、
時
代
に
よ
つ
て
さ
う
し
た
解
釈
を
加
へ

て
又
生
き
て
来
た
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
一
見
此
は
「
思
ひ

な
く
ば
」
の
方
が
よ
い
様
に
も
見
え
る
。
「
あ
ら
ば
」
の
場
合
は
、
あ﹅
ひ﹅
て﹅

の
人
の
相
思
を
予
期
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
の

で
苦
し
い
。
お﹅
も﹅
ひ﹅
の
外
に
、
古
く
か
ら
近
代
に
到
る
ま
で
、
物
忌
み
・
謹

慎
生
活
・
服
忌
を
意
味
す
る
用
語
例
が
あ
る
の
で
あ
る
。
諒
闇
を
「
み
も
の

お
も
ひ
」
、
忌
月
を
「
お
も
ひ
づ
き
」
と
言
ふ
の
は
、
其
一
例
に
過
ぎ
な
い
。
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葎
の
宿
は
一
種
の
文
学
語
の
や
う
に
な
つ
て
了
つ
て
、
却
て
古
い
意
義
は
辿

れ
な
く
な
つ
た
。
或
は
此
部
分
に
多
少
、
古
歌
謡
伝
承
の
間
の
改
竄
が
加
つ

て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
と
へ
ば
、
貴
人
に
於
け
る
直
廬
ヂ
キ
ロ
と
謂
つ
た
も

の
で
、
喪
屋
の
や
う
な
物
を
示
し
た
の
で
は
な
い
か
。
其
が
茅
屋
と
謂
つ
た

感
じ
に
近
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
事
実
だ
。
「
寝
も
し
な
む
」
は
、
さ
う
し

た
生
活
に
甘
ん
じ
て
居
よ
う
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

「
ひ
し
き
も
の
」
は
、
寝
屋
具
な
る
引
き
敷
き
物
す
ら
な
い
か
ら
、
我
が
著

物
を
そ
の
ま
ゝ
、
引
き
敷
き
物
に
し
て
寝
る
と
も
悔
い
ま
い
と
言
ふ
風
に
と

ら
れ
て
ゐ
る
が
、
な
る
程
其
で
あ
る
部
分
ま
で
は
訣
る
。
さ
う
し
て
其
上
に

少
し
腑
に
落
ち
き
ら
な
い
と
こ
ろ
を
残
す
。

喪
屋
に
お
け
る
生
活
を
示
し
た
古
代
民
謡
が
、
意
義
を
替
へ
て
新
に
鑑
賞
に
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上
つ
て
来
た
訣
で
あ
る
。
ひ
し
き
も
或
は
ひ
し
き
が
、
伊
賀
比
自
支
別
の
名

称
と
の
間
の
関
聯
を
見
せ
て
ゐ
る
も
の
と
思
ふ
の
が
、
ほ
ん
た
う
ら
し
い
。

お
も
ひ
と
言
ひ
、
ひ
じ
き
と
言
ひ
、
此
だ
け
条
件
を
備
へ
て
居
て
、
其
処
に

久
し
い
年
月
の
文
学
に
与
へ
る
所
の
※
爛
作
用
を
考
へ
れ
ば
、
さ
う
し
た
変

化
と
、
原
形
に
対
す
る
推
測
は
許
さ
れ
る
も
の
と
思
ふ
。

さ
て
、
私
の
咄
は
、
糸
口
を
作
つ
た
遊
部
か
ら
離
れ
る
時
に
な
つ
た
。
さ
う

し
て
再
、
あ
そ
ぶ
と
言
ふ
語
に
立
ち
戻
つ
て
語
り
初
め
る
で
あ
ら
う
。

あ
そ
ぶ
は
鎮
魂
を
目
的
に
し
た
呪
術
的
動
作
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
其
が
一

つ
の
偏
向
を
持
つ
て
、
鎮
魂
舞
踊
を
行
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
や
う
に
用
ゐ
ら

れ
た
。
後
世
に
な
る
ほ
ど
、
あ
そ
ぶ
と
言
ふ
語
の
内
容
も
、
極
め
て
緩
や
か
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に
な
つ
て
、
を
ど
り
を
も
ま
ひ
を
も
同
時
に
、
容
れ
る
こ
と
が
出
来
る
や
う

に
な
つ
た
語
だ
が
、
舞
踊
の
性
質
か
ら
言
へ
ば
、
を
ど
り
に
属
す
る
も
の
で

あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。

を
ど
り
と
言
ふ
語
は
、
久
し
く
芸
能
的
内
容
を
持
た
ぬ
語
と
し
て
、
単
な
る

踴
躍
の
意
義
に
し
か
用
ゐ
ら
れ
て
居
な
か
つ
た
。
其
が
、
非
芸
術
的
な
も
の

が
風
靡
的
威
力
を
逞
し
う
す
る
時
期
に
、
一
躍
し
て
位
置
を
高
め
、
其
が
其

後
其
芸
能
的
地
盤
を
固
め
る
や
う
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
此
語

に
は
群
集
舞
踊
な
る
意
義
が
、
久
し
く
離
れ
な
い
で
居
た
や
う
で
あ
る
。

今
我
々
の
考
へ
る
を﹅
ど﹅
り﹅
真
の
神
示
現
し
て
、
神
意
を
表
出
す
る
こ
と
は
あ

り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
人
間
が
之
を
行
ふ
に
違
ひ
は
な
い
。
で
も
、
神
の
資

格
に
お
い
て
す
る
の
と
、
全
然
さ
う
し
た
意
志
な
し
に
行
ふ
の
と
で
は
、
大
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き
な
相
違
が
あ
る
訣
で
あ
る
。

記
紀
に
伝
へ
ら
れ
、
又
記
紀
自
身
の
成
立
の
一
つ
の
要
素
に
も
な
つ
た
大
歌

　
　
宮
廷
詩
　
　
は
、
名
目
は
う
た
と
言
ひ
、
ふ
り
と
言
ふ
区
画
を
示
し
て

ゐ
る
。
け
れ
ど
も
其
は
唯
、
宮
廷
に
這
入
る
こ
と
の
新
古
に
よ
る
の
で
あ
る
。

又
古
く
這
入
つ
て
も
、
内
容
が
明
ら
か
に
宮
廷
外
の
も
の
だ
と
言
ふ
事
を
示

し
て
ゐ
る
や
う
な
場
合
に
は
、
尚
新
し
く
這
入
つ
た
も
の
ゝ
様
に
ふ
り
と
呼

ば
れ
て
ゐ
る
。
う
た
は
宮
廷
固
有
の
謡
ひ
物
の
様
に
見
做
さ
れ
る
も
の
ゝ
名

称
な
の
で
あ
つ
た
。
宮
廷
に
も
元
々
相
応
の
分
量
の
う
た
は
あ
つ
た
の
だ
ら

う
が
、
其
を
現
在
の
記
紀
の
類
の
物
か
ら
摘
出
す
る
事
は
出
来
な
い
。
明
ら

か
に
見
え
る
こ
と
は
、
ふ
り
が
う
た
に
昇
格
し
た
事
実
で
あ
る
。
さ
う
し
て

此
歌
に
相
伴
つ
て
ゐ
る
の
が
舞
ひ
で
あ
る
。
だ
が
歌
の
性
質
か
ら
見
て
、
ふ
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り
に
も
舞
ひ
が
伴
ふ
事
は
当
然
の
事
で
あ
る
。
而
も
元
来
相
伴
つ
て
居
た
が
、

又
は
後
に
出
て
来
た
為
に
、
歌
舞
揃
は
ぬ
も
の
が
あ
る
の
か
、
そ
の
点
も
、

今
日
存
す
る
書
き
物
に
は
、
忠
実
に
上
代
歌
舞
の
種
目
を
伝
へ
て
ゐ
る
の
で

な
く
、
伝
へ
た
の
は
ほ
ん
の
気
ま
ぐ
れ
と
謂
つ
た
様
な
記
録
に
過
ぎ
な
い
か

ら
、
は
つ
き
り
し
た
事
は
言
へ
ぬ
。
が
唯
、
あ
る
時
代
に
相
伴
う
て
ゐ
た
歌

舞
が
離
れ
／
″
＼
に
な
つ
て
舞
ひ
ば
か
り
に
な
り
、
歌
だ
け
に
な
つ
た
も
の

が
多
い
様
で
あ
る
。
さ
う
言
ふ
点
で
は
、
歌
の
方
が
有
利
で
あ
る
。
雑
多
な

変
化
も
之
を
保
存
し
、
継
承
す
る
こ
と
は
性
質
上
、
わ
り
に
容
易
だ
つ
た
か

ら
無
理
に
殖
え
て
行
つ
た
が
、
舞
ひ
の
方
は
、
ど
う
し
て
も
早
く
固
定
す
る

傾
き
が
著
し
い
。
だ
か
ら
、
舞
ひ
は
亡
び
な
い
ま
で
も
、
縮
小
し
た
も
の
が

多
く
、
歌
は
舞
ひ
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
益
栄
え
て
行
つ
た
と
言
ふ
べ
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き
例
が
多
い
様
だ
。
一
つ
は
替
へ
歌
が
無
限
に
　
　
と
言
へ
る
ほ
ど
出
来
る

か
ら
で
も
あ
る
。

舞
ひ
が
先
に
来
る
か
、
歌
が
前
に
起
る
か
は
、
二
つ
乍
ら
別
途
の
目
的
を
持

つ
も
の
だ
か
ら
、
恐
ら
く
あ
る
点
ま
で
伸
び
て
後
、
随
伴
す
る
こ
と
に
な
つ

た
と
見
る
の
が
ほ
ん
た
う
だ
と
思
ふ
。
が
、
範
囲
を
狭
め
て
、
相
伴
つ
て
ゐ

る
歌
舞
に
お
い
て
は
、
ど
ち
ら
が
先
、
ど
ち
ら
が
後
と
言
ふ
こ
と
は
考
へ
ら

れ
る
筈
で
あ
る
。
第
二
次
的
に
は
、
歌
が
後
、
又
舞
ひ
が
後
と
言
ふ
風
に
も

自
由
に
起
つ
て
来
る
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
初
め
の
形
に
お
い
て
は
、
今

の
と
こ
ろ
舞
ひ
の
方
が
先
行
し
、
歌
を
引
き
出
す
こ
と
に
な
つ
た
と
思
は
れ

る
。

此
事
を
あ
そ
び
の
例
か
ら
考
へ
て
見
る
方
が
、
都
合
よ
く
は
な
い
か
と
思
ふ
。
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唯
今
存
す
る
「  

東    

遊  

ア
ヅ
マ
ア
ソ
ビ
」
は
、
勿
論
後
世
的
な
要
素
が
多
く
這
入
つ
て
居

る
だ
ら
う
が
、
其
本
来
の
も
の
す
ら
、
平
安
朝
中
期
前
に
上
る
も
の
で
は
な

い
。
東
遊
び
を
考
へ
る
に
は
、
東
遊
び
の
舞
ひ
自
身
と
、
極
め
て
尠
い
其
歌

詞
と
、
此
に
比
べ
る
に
非
常
に
豊
富
な
内
容
を
持
つ
風
俗
フ
ゾ
ク
　
　
東
風
俗
と
言

ふ
べ
き
も
の
が
、
慣
用
で
さ
う
な
つ
た
こ
と
を
併
せ
て
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。

風
俗
は
曾
て
、
東
遊
び
の
為
の
歌
詞
で
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
又
若
干
さ
う

で
な
い
も
の
が
あ
つ
て
も
、
東
遊
び
の
為
に
用
意
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
る
こ

と
が
出
来
る
。
だ
が
舞
ひ
と
そ
の
東
遊
び
が
固
定
す
る
と
共
に
、
歌
詞
は
、

唯
謡
ひ
物
と
し
て
の
み
行
は
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
か
う
し
た
形
が
、
日
本

芸
能
普
通
の
姿
だ
つ
た
と
見
え
て
、
同
じ
事
は
、
神
楽
と
催
馬
楽

サ
イ
バ
ラ

と
の
上
に

も
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
神
楽
は
、
今
も
見
る
や
う
に
、
神
楽
歌
と
言
ふ
も
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の
を
、
相
当
に
持
ち
、
又
舞
ひ
を
失
う
て
も
、
歌
の
譜
は
存
し
て
ゐ
る
も
の

も
あ
る
。
だ
が
、
神
楽
は
何
と
し
て
も
、
舞
ひ
が
先
で
、
歌
は
後
の
も
の
で

あ
る
。
其
は
後
世
の
姿
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
元
来
さ
う
で
あ
る
ら
し
い
。

神
楽
の
中
か
ら
純
然
た
る
謡
ひ
物
と
し
て
独
立
し
た
の
が
、
催
馬
楽
で
あ
る
。

此
は
異
説
も
多
い
が
、
当
然
お
ち
つ
く
所
は
、
此
処
に
あ
る
筈
だ
。
神
楽
の

中
に
含
ま
れ
た
風
俗
的
分
子
が
、
次
第
に
異
常
に
発
達
し
、
包
容
が
豊
か
に

な
つ
て
遂
に
分
離
し
た
の
で
あ
る
。
採
り
物
・
韓
神
に
つ
い
で
あ
つ
た 

大  

オ
ホ
ム

嘗 ベ
歌
即
、
大
嘗
会
に
召
さ
れ
た
短
歌
形
式
以
外
の
物
の
多
か
つ
た
一
類
が
、

大
小
前
張
と
し
て
、
神
楽
自
体
の
中
に
も
、
既
に
大
き
な
区
画
を
作
つ
て
居

た
の
で
あ
る
。
此
が
、
と
り
出
さ
れ
て
能
楽
の
拍
子
や
声
色
で
謡
は
れ
、
次

第
に
別
殊
な
詞
章
を
蓄
積
す
る
様
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
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神
楽
で
見
る
と
、
此
亦
神
遊
び
と
の
名
義
上
の
問
題
は
あ
る
が
、
大
し
た
障

碍
と
は
思
へ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
神
楽
の
字
面
は
宛
て
字
で
、
之
を
「
か
み
あ

そ
び
」
と
訓
む
の
が
正
し
い
の
で
あ
ら
う
。
所
謂
神
楽
を
「
神
遊
」
と
書
い

た
本
も
あ
る
。
勿
論
早
く
は
さ
う
だ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
か
ぐ
ら
と
言
ふ
の

は
、
あ
る
地
方
又
は
あ
る
動
機
か
ら
発
し
た
方
言
的
称
呼
に
過
ぎ
な
い
ら
し

い
。

神
遊
び
と
い
ふ
の
は
、
あ
そ
び
に
神
を
修
飾
的
に
据
ゑ
て
神
秘
神
聖
味
を
帯

び
さ
せ
た
と
言
ふ
風
に
も
と
れ
る
が
、
さ
う
で
は
な
い
。
神
自
身
の
呪
的
行

動
と
言
つ
た
意
義
と
思
ふ
。
な
ぜ
な
ら
、
神
遊
び
・
神
楽
に
出
て
来
る
も
の

は
人
間
で
は
な
く
、
神
　
　
又
は
之
に
相
手
す
る
所
の
精
霊
　
　
で
あ
る
。

唯
其
が
、
高
い
意
味
の
神
と
言
ふ
や
う
に
、
貴
人
の
生
命
・
家
屋
無
難
を
呪
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す
る
為
に
、
其
人
よ
り
は
下
位
に
在
る
神
が
出
て
祝
福
を
行
ふ
と
い
ふ
義
を

持
つ
も
の
と
思
は
れ
る
。

神
楽
・
神
遊
び
に
神
を
讃
美
す
る
内
容
の
も
の
は
、
殆
な
い
。
少
数
あ
る
の

は
、
却
て
誤
解
と
見
え
る
も
の
で
、
本
筋
の
も
の
と
は
思
は
れ
ぬ
。
な
い
筈

で
あ
る
。
神
が
示
現
し
乍
ら
、
自
ら
讃
へ
る
訣
は
な
い
。
な
い
ば
か
り
か
、

此
は
人
を
呪
す
る
為
に
来
た
の
で
あ
る
。
人
を
こ
そ
讃
め
る
傾
向
は
あ
れ
、

神
を
頌
へ
る
理
由
は
な
い
訣
で
あ
る
。
「
神
遊
」
の
根
本
義
を
知
つ
て
、
溯

つ
て
古
代
の
舞
踊
・
歌
謡
を
見
る
こ
と
は
、
方
法
と
し
て
誤
り
で
は
あ
り
え

な
い
。
あ
そ
び
は
、
古
代
に
お
い
て
も
、
神
来
つ
て
人
を
賀
す
る
動
作
で
あ

り
、
舞
踊
的
な
も
の
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
、
其
に
歌
詞
が
伴
ふ
事
を
、
多

く
は
条
件
と
し
て
ゐ
た
。
こ
ゝ
に
、
私
は
ま
づ
神
功
皇
后
の
誉
田
別
尊
を
寿
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せ
ら
れ
た
歌
　
　
古
事
記
に
「  

酒    

楽  

サ
カ
ホ
カ
ヒ

の
歌
」
と
し
て
伝
へ
る
も
の
で
あ

る
　
　
か
ら
解
説
を
は
じ
め
よ
う
。

　
　
こ
の
み
酒キ
は
　
わ
が
み
酒
な
ら
ず
。

　
　
く
し
の
か
み
　
常
世
ト
コ
ヨ
に
い
ま
す

　
　
い
は
た
ゝ
す
　 
少 

御 

神 
ス
ク
ナ
ミ
カ
ミ
の

　
　
と
よ
ほ
き
　
ほ
き
も
と
ほ
し

　
　
か
む
ほ
き
　
ほ
き
く
る
ほ
し

　
　
ま
つ
り
こ
し
　
み
酒
ぞ
。

　
　
あ
さ
ず
　
食ヲ
せ
。
さ
ゝ

誉
田
別
尊
に
代
つ
て
答
へ
申
し
た
武
内
宿
禰
の
詞
、

　
　
こ
の
み
酒
を
　
醸カ
み
け
む
人
は
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そ
の
つ
ゞ
み
　
臼
に
立
て
ゝ

　
　
謡
ひ
つ
ゝ
　
醸
み
け
め
か
も

　
　
こ
の
み
酒
の
　
あ
や
に

　
　
う
た
楽
し
。
さ
ゝ

此
二
つ
の
歌
、
酒
の
造
り
は
じ
め
の
行
事
を
述
べ
て
現
状
を
言
つ
て
居
な
い
。

造
つ
た
様
子
を
言
ふ
こ
と
は
、
そ
の
酒
を
讃
美
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
古
代
の
信
仰
か
ら
言
へ
ば
、
事
始
め
に
行
つ
た
事
は
、
其
事
の
終
末

に
も
又
必
復
演
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
さ
う
せ
ね
ば
効
果
は
完
う
せ
ぬ
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
酒
ほ
か
ひ
の
時
は
、
酒
を
造
り
は
じ
め
た
時
と
、
同
じ
動

作
を
く
り
返
し
て
、
其
に
よ
つ
て
呪
せ
ら
れ
た
も
の
と
、
心
寛
か
に
な
つ
て

其
上
で
勧
め
ら
れ
た
薬
液
を
呑
む
の
で
あ
る
。
太
子
の
為
に
御
祖
ミ
オ
ヤ
の
尊
の
造
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ら
れ
た 

待  

酒 

マ
チ
ザ
ケ

は
、
造
り
は
じ
め
に
、
常
世
の
少
彦
名
神
の
資
格
を
以
て
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
酒
の
遠
い
由
来
を
説
く
の
で
な
く
、
目
前
に
あ
る
酒
の

出
来
を
説
く
の
で
あ
る
。
少
彦
名
神
に
な
つ
て
、
皷
を
う
ち
、
歌
を
う
た
ひ
、

舞
ひ
の
動
作
を
く
り
返
し
、
臼
を
廻
り
乍
ら
、
米
を
噛
ん
で
は
、
醸カ
み
臼
に

吐
き
入
れ
〳
〵
し
て
、
人
柄
の
転
換
し
て
了
ふ
ほ
ど
に
廻マ
ひ
祝
福
し
て
造
ら

れ
た
の
で
あ
つ
た
。
其
時
の
動
作
は
、
此
歌
を
謡
ひ
乍
ら
、
再
く
り
返
さ
れ

た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

か
う
し
た
事
が
、
又
演
劇
の
古
い
姿
を
も
暗
示
し
て
ゐ
る
訣
で
あ
る
。
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