
と
の
遊
女
の
長
者
と
な
っ
て
、
箏
を
弾
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。

能
〈
江
口
〉
の
最
後
の
場
面
で
シ
テ
の
遊
女
は
旅
僧
に
、
私
も
か
つ
て
仮
の
世

に
す
ぎ
な
い
こ
の
世
に

｢

心
と
む
な｣

(

前
掲

『

新
古
今
和
歌
集』

遊
女
妙
の
歌)

と
他
人
を
諫
め
も
し
た
身
だ
と
語
る
や
、
た
ち
ま
ち
普
賢
菩
薩
の
姿
と
な
り
、
西

の
空
へ
向
う
の
で
あ
る
。
遊
女
即
菩
薩
の
悟
り
を
示
す
こ
の
能
の
主
題
は
、[

序

ノ
舞]

後
の
シ
テ
の
変
身
に
よ
っ
て
鮮
や
か
に
浮
か
び
あ
が
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

こ
の
世
で
の
罪
障
の
重
さ
を
歎
く
遊
女
の
菩
薩
へ
の
転
生
劇
と
い
う
に
と
ど
ま
ら

ず
、
濁
世
に
汚
れ
輪
廻
に
迷
う
す
べ
て
の
衆
生
に
と
っ
て
の
悟
り
の
救
済
譚
と
し

て
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に

『

古

事
談』

を
中
心
に
し
た
性
空
上
人
の
遊
女
普
賢
説
話
と
、『

新
古
今
和
歌
集』

な

ど
に
み
え
る
西
行
と
江
口
遊
女
の
歌
問
答
が
ひ
と
つ
に
合
わ
さ
れ
て
、
崇
高
な
仏

教
的
主
題
を
含
み
な
が
ら
も
、
人
の
世
の
諦
観
を
説
き
つ
つ
一
抹
の
哀
感
を
漂
わ

せ
る
、
夢
幻
能
の
名
曲
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

註

(

1)

新
潮
日
本
古
典
集
成

『

謡
曲
集
・
上』

解
題

(

2)
｢

一
休
題
頌｣

(

吉
田
東
伍
校
注

『

禅
竹
集』

所
収)

見
色
聞
声
吟
興
長
、
明
心
悟
道
没
商
量
、

愁
人
不
識
普
賢
境
、
歌
吹
樽
前
総
断
腸
。

(

3)

佐
成
謙
太
郎

『

謡
曲
大
観』

(

昭
和
五
年
十
月)

な
ど
。

(

4)

禅
竹
六
十
三
歳
頃
か
。
す
で
に
子
の
氏
信
に
家
督
を
譲
り
、
山
城
薪
の
多
福
庵
に

隠
遁
し
て
い
た

(『

申
楽
縁
起』)

が
、
三
年
後
の
文
明
三
年
に
は
故
人
で
あ
っ
た
ら

し
い

(『

桃
華
老
人
申
楽
後
証
記』

桃
華
老
人
は
一
条
兼
良
の
隠
居
号)

。

(

5)

滝
川
政
次
郎

『

遊
行
女
婦
・
遊
女
・
傀
儡
女

江
口
・
神
崎
の
遊
里

』

(

昭
和
四
十
年
十
一
月

至
文
堂)

(

6)

日
本
思
想
大
系

『

古
代
政
治
社
会
思
想』

(

7)

大
蔵
彌
太
郎
編

『

大
蔵
家
伝
之
書

古
本
能
狂
言
集』

所
収

(

昭
和
五
十
一
年
三

月

臨
川
書
店)

(

8)

田
中
充
翻
刻

｢

古
版
本
間
狂
言｣

(
『

青
山
語
文』

五
号

昭
和
五
十
年
三
月)

(

9)
『

法
華
経』

の
最
終
章

｢

観
発
品｣

の
後
を
受
け
て
書
か
れ
た

｢

結
経｣

(
『

法
華

経』

を
分
り
や
す
く
整
理
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
経
典)

で
、
普
賢
菩
薩
を
主
人
公
と

し
た
懺さ
ん

悔げ

の
法
を
説
く
経
。

(

10)
｢

舟
行
け
ば｣

以
下
は
、
禅
宗
に
重
ん
じ
ら
れ
る

『

円
覚
経』

の
詞
句

｢

雲
駛
月

運
、
舟
行
岸
移｣

に
拠
っ
て
い
る
。

(

11)
『

明
月
記』

建
仁
元
年
三
月
二
十
一
日
の
条
に

｢

未
時
許
出
御
釣
殿
、
江
口
神
崎

五
人
被
召
立
…
被
合
今
様
各
一
首｣

と
あ
る
。

(

12)

滝
川
政
次
郎

『

同
前
書』

(

13)
｢

夫そ

れ
無
始
輪
転
の
以こ
の

降か
た

、
此こ
こ

に
死
し
て
彼
か
し
こ

に
生
ず
る
の
間
、
或あ

る
時
は

鎮
と
こ
し
な

へ

に
三さ
ん

途ず

八は
ち

難な
ん

の
悪あ
く

趣し
ゆ

に
堕だ

し
て
、
苦く

患げ
ん

に
礙さ

へ
ら
れ
て
、
既す
で

に
発
心
の

謀
は
か
り
ご
と

を
失

ひ
、
或
る
時
は
た
ま
た
ま
人
中
天
上
の
善
果
を
感
ず
れ
ど
も
、
顛て
ん

倒ど
う

迷め
い

謬
び
ゆ
う

し
て
、

未い
ま

だ
解げ

脱だ
つ

の
種
を
殖う

ゑ
ず
。
先せ
ん

生
し
よ
う

ま
た
先
生
、
都す
べ

て
先
生
の
前
を
知
ら
ず
、
来ら
い

世せ

な
ほ
来
世
、
全
く
世
世
の
終
り
を
弁
わ
き
ま

ふ
る
こ
と
な
し
。｣

(

日
本
思
想
大
系
15

『

鎌

倉
旧
仏
教』)

(

14)

新
潮
日
本
古
典
集
成

『

謡
曲
集
・
上』

解
題

川
俣
優
先
生
を
偲
ん
で

二
〇
一
一
年
十
月

遊女と菩薩
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は
、
解
脱
上
人
貞
慶
の

『

愚
迷
発
心
集』

の
句
を
巧
み
に
前
後
入
替
え
て
用
い
て

い
る

(

�)

。
わ
た
し
た
ち
の
生
涯
は
こ
の
現
世
だ
け
で
は
な
く
、
前
生
ま
た
前
生
と
限

り
な
く
続
く
前
の
世
が
あ
っ
て
そ
の
最
初
を
知
り
難
く
、
現
世
の
後
に
は
来
世
ま

た
来
世
が
あ
っ
て
、
そ
の
終
り
を
知
る
こ
と
も
な
い
。
た
ま
た
ま
人
間
界
に
生
ま

れ
て
み
て
も
、
罪
深
い
女
の
身
と
し
て
解
脱
す
る
こ
と
も
な
く
、
三
途
八
難
の
悪

所
に
堕
ち
て
そ
の
苦
患
に
悩
ま
さ
れ
る
だ
け
で
、
発
心
し
よ
う
と
も
し
な
い
の
だ
。

貞
慶
の
特
色
と
も
い
え
る
世
の
無
常
と
人
の
劣
機
を
嘆
い
て
、
抒
情
性
の
優
っ
た

詞
章
で
あ
る
。[

サ
シ]

の
後
半
で
は
後
ジ
テ
の
江
口
の
君
は
、
罪
深
い

｢

川
竹

の
流
れ
の
女｣

つ
ま
り
遊
女
と
生
れ
た
わ
が
身
を
痛
嘆
し
、
前
世
の
果
報
の
つ
た

な
さ
を
悲
し
む
。
そ
し
て

[

ク
セ]

に
お
い
て
シ
テ
は
仕
草
と
舞
を
と
も
な
い
つ

つ
、
人
と
人
と
の
別
れ
の
定
め
を
嘆
き
、
妄
染
の
縁
と
な
る
べ
き
愛
執
の
心
の
迷

い
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
松
吹
く
風
や
、
蔦
か
づ
ら
を
照
ら
す
月
に
誘
わ
れ
て
訪

れ
た
風
雅
の
客
も
、
世
を
去
っ
て
は
再
び
や
っ
て
来
な
い
。
美
し
く
飾
っ
た
閨
中

に
契
り
を
結
ん
だ
妹
背
の
仲
も
、
い
つ
か
は
死
に
隔
て
ら
れ
て
し
ま
う
。
お
よ
そ

心
な
い
草
木
も
情
あ
る
人
間
も
、
等
し
く
無
常
を
免
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
ま

こ
と
に
人
び
と
は
よ
く
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
、
い
つ
ま
で
深
い
愛
着
の
思
い
に
迷

い
続
け
、
こ
の
濁
世
に
罪
を
作
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
シ
テ
の
遊
女
の

｢

面
白
や
、
実じ
ツ

相そ
お

無む

漏ろ

の
大ダ
い

海か
い

に
、
五ご

塵じ
ん

六ろ
く

欲よ
く

の
風
は

吹
か
ね
ど
も
、
随ず
い

縁え
ん

真し
ん

如に
ょ

の
波
の
、
立
た
ぬ
日
も
な
し｣

の

[

ワ
カ]

の
謡
と
と

も
に
、
静
か
に

[

序
ノ
舞]

が
舞
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

[

ワ
カ]

の
句
は
、

『

古
事
談』

巻
第
三

｢

性
空
見
�生
身
菩
薩
�事｣

に
あ
る

｢

実
相
無
漏
之
大
海
に

五
塵
六
欲
之
風
は
不
�吹
と
も
、
随
縁
真
如
之
波
た
た
ぬ
時
な
し｣

に
近
く
、
こ

れ
を
典
拠
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
性
空
上
人
の
遊
女
普
賢
説
話
で
も
、

『

撰
集
抄』

に
は

｢

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

と
あ
り
、
能
〈
江
口
〉
の
本
説
と
し
て
は
別
系
統
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

(

�)

。
ま
た

性
空
上
人
が
出
会
う
こ
と
に
な
る
遊
女
の
長
者
も
、『

古
事
談』

で
は
摂
州

｢

神

崎
ノ
遊
女
之
長
者｣

で
あ
る
の
に
対
し
て
、『

撰
集
抄』

で
は
播
州

｢

室
の
遊
女

が
長
者｣

と
す
る
な
ど
の
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
説
話
に
お
い
て
も
、

目
を
ふ
さ
ぎ
合
掌
し
観
念
す
る
性
空
の
心
に
、
そ
れ
ま
で
の
遊
女
の
長
者
が
六
牙

の
白
象
に
乗
り
普
賢
菩
薩
の
姿
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
微
妙
の
音
声
で

｢

実
相

(

法

性)

無
漏
の
大
海
に｣

と
歌
い
聞
か
せ
る
場
面
は
感
動
的
で
あ
る
。
煩
悩
の
迷
い

に
汚
れ
た
遊
女
の
身
に
す
ら
、
普
賢
菩
薩
は
そ
の
姿
に
成
り
代
わ
っ
て
現
わ
れ
に

な
る
。
そ
し
て
衆
生
の
縁
に
し
た
が
い
種
々
の
形
を
と
っ
て
、
い
か
な
る
者
を
も

常
に
救
お
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
性
空
上
人
は
生
身
の
普
賢
に
出
会
い

｢

信し
ん

仰こ
う

恭く

敬
ぎ
ょ
う｣

し
て
感
涙
に
む
せ
ぶ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
目
を
開
け
る
と
女
は
ま
た
も

遊女と菩薩
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重
ヅ
レ

こ
こ
と
て
も
、
室む
ろ

山や
ま

陰か
げ

の
神か
み

垣が
き

の

地

神
の
宮み
や

居ゐ

は
、
あ
り
が
た
や

と
謡
い
舞
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
本
来
は
舟
上
の
遊
女
が
水
に
棹
さ
し
て
歌
う

風
物
誌
的
な
流
行
歌
謡
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
今
で
も
播
州
室
津
賀
茂
神
社
の
祭

礼

(

小
五
月
祭

こ
さ
つ
き
ま
つ
り)
に
お
い
て

｢

棹
の
歌｣

と
称
し
て
歌
い
つ
が
れ
て
い
る
。

平
安
朝
後
期
に
記
さ
れ
た
大
江
匡
房
の

『

傀く

儡ぐ

子つ

記き』

に
は
、
傀
儡
芸
の
一
と

し
て

｢

棹さ
を

歌う
た｣

を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
足
利
将
軍
侍
僧
役
の
公
用
日
記

『

蔭
涼
軒

日
録』

の
長
享
二

(

一
四
八
八)
年
五
月
九
日
の
記
事
に
は
、
金
閣
に
お
い
て
宴

が
あ
り
五
山
の
僧
横
川
景
三
が
漕
ぎ
手
と
な
っ
て
、
棹
歌
を
歌
っ
た

(｢

発
�棹

歌
�｣)

と
あ
る
。
そ
の
他

『

閑
吟
集』
に
は
、
謡
曲
〈
現
在
江
口

(

廃
曲)

〉
や

狂
言
〈
水
汲
〉
に
謡
わ
れ
る
小
歌

舟
行
け
ば
岸
移
る

涙
川
の
瀬
枕

雲
駛は
や

け
れ
ば
月
運
ぶ

上う
は

の
空そ
ら

の
心
や

上
の
空
か
や
、
何
と
も
な

の
よ
う
に
、
禅
宗
の
詞
句

(

�)

を
巧
み
に
綴
り
合
せ
た
歌
も
多
く
引
か
れ
、
そ
れ
ら
が

た
だ
通
俗
的
な
だ
け
で
は
な
い
、
貴
族
や
武
家
そ
し
て
僧
侶
な
ど
幅
広
い
層
に
ま

で
浸
透
し
て
い
た
流
行
歌
謡
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

平
安
朝
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
摂
津
の
江
口
や
神
崎
そ
し
て
播
州
室
津
な
ど
港

津
の
遊
里
の
風
物
と
し
て
、
棹
歌
の
芸
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
広
く
喧

伝
さ
れ
、
ま
た
多
く
の
説
話
や
芸
能
を
彩
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
の
遊
女
の
芸
の
質
の
高
さ
を
示
す
例
と
し
て
、
藤
原
定
家

『

明
月
記』

に
は
建

仁
元

(

一
二
〇
一)

年
三
月
廿
日
石
清
水
臨
時
祭
に
遊
女
が
招
か
れ
白
拍
子
を
舞
っ

た
と
あ
り
、
ま
た
翌
廿
一
日
に
は
江
口
神
崎
各
々
五
人
の
遊
女
が
今
様
を
唱
和
し

た
記
事
が
残
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
院
政
期
ま
で
は
隆
盛
を
き
わ

め
て
い
た
江
口
・
神
崎
も
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
衰
微
の
一
途
を
辿
り
、

南
北
朝
時
代
に
は
遊
里
と
し
て
の
影
を
没
す
る
に
至
っ
た
と
い
う

(

�)

。
従
っ
て
、
観

阿
弥
や
世
阿
弥
に
よ
っ
て
能
〈
江
口
〉
が
作
ら
れ
た
頃
に
は
、
江
口
の
里
に
は
一

人
の
遊
女
も
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
夢
幻
能
に
お
い
て
江
口
の
君
の
亡
霊

を
登
場
さ
せ
る
に
は
、
そ
の
方
が
都
合
よ
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

五

普
賢
菩
薩
と
遊
女

棹
の
歌
に
続
く

[

ク
リ]

[

サ
シ]

[

ク
セ]

は
、
能
の
作
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
経

典
の
詞
句
を
駆
使
し
て
綴
っ
た
仏
教
詩
と
も
い
う
べ
き
詞
章
で
あ
る
。[

ク
リ]

の
前
半地

そ
れ
十ジ
ウ

二に

因い
ん

縁ね
ん

の
流
転
は
車
の
庭
に
廻
る
が
ご
と
く
、

シ
テ

鳥
の
林
に
遊
ぶ
に
似
た
り

は
、
源
信
作
と
伝
え
ら
れ
る

｢

六
道
講
式｣

の

｢

流
転
無
窮
ニ
シ
テ

如
シ二

車
ノ

廻
ル�

庭
ニ

昇
沈
不
定
ニ
シ
テ

似
タ
リ
二

鳥
ノ

遊
ブ
ニ

�

林
ニ

矣｣

に
基
づ
き
な
が
ら
、
人
間
が
種
々
様
々
な

因
縁
に
よ
っ
て
六
道
世
界
を
輪
廻
流
転
し
つ
つ
、
そ
の
浮
沈
の
定
め
な
き
こ
と
を

嘆
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

[

ク
リ]

の
後
半
か
ら

[

サ
シ]

に
か
け
て
の

[

ク
リ]

地

前ぜ
ん

生
ジ
ョ
お

ま
た
前ぜ
ん

生
ジ
ョ
お

、
シ
テ

か
つ
て
生

々

し
よ
お
じ
よ
お

の
前さ
き

を
知
ら
ず
、
地

来ら
い

世せ

な
ほ
来ら
い

世せ

、
さ
ら
に
世せ

々ぜ

の
終
り
を

弁
わ
き
モ
オ

ふ
る
こ
と
な
し
。

[

サ
シ]
シ
テ

或あ
る

ひ
は
人に
ん

中ジ
ウ

天て
ん

上
じ
ょ
お

の
善ぜ
ん

果か

を
受う

く
と
い
へ
ど
も
、
地

顛て
ん

倒ド
お

迷め
い

妄も
お

し
て
未い
ま

だ
解げ

脱だ
つ

の
種た
ね

を
植う

ゑ
ず
、
シ
テ

或あ
る

ひ
は
三さ
ん

途ず

八は
つ

難な
ん

の
悪あ
く

趣し
ゆ

に
堕だ

し
て
、

地

患か
ん

に
障さ

へ
ら
れ
て
既す
で

に
発ほ
ツ

心し
ん

の

媒
な
か
だ
ち

を
失
う
し
ノ

ふオ

、

遊女と菩薩
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あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

歌
謡
の
一
節
は
す
で

に
能

�江
口
〉
の
成

立
以
前
に
、｢

棹
の

歌｣

と
し
て
巷
間
に

親
し
ま
れ
て
い
た
こ

と
も
充
分
に
考
え
ら

れ
る
。

と
こ
ろ
で

｢

棹
の

歌｣

を
伝
え
る
も
う

ひ
と
つ
の
能
が
〈
室

君
〉
で
あ
る
。
世
阿

弥
が
金
春
禅
竹
に
相

伝
し
た

『

能
本
三
十

五
番
目
録』

に
記
さ

れ
る｢

竿
ノ
哥
ノ
能｣

が
そ
れ
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
�室
君
〉
の
作
者
や
そ
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は

ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
同
目
録
に
は
三
十
三
番
の
作
品
名
が
列
記
さ
れ
る
そ
の

下
段
に
、｢

此
外
ヨ
ロ
ホ
シ

竿
ノ
哥
ノ
能
ア
リ

不
審
也｣

と
書
か
れ
て
あ
る

が
、
そ
れ
が
世
阿
弥
の
手
跡
で
あ
る
か
ど
う
か
も
あ
や
し
い
。
む
し
ろ
禅
竹
の
加

筆
か
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
世
阿
弥
が
禅
竹
に
贈
っ
た
能
本
に
〈
室
君
�
が
含

ま
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
そ
の
時
点
ま
で
に
同
曲
が
成
立
し
て
い

た
こ
と
に
な
り
、
�江
口
〉
の
作
者
に
と
っ
て
は
当
然
意
識
さ
れ
る
曲
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
�室
君
〉
は
、
播
磨
国
室
の
明
神
の
神
事
で
、
遊
女
た
ち
が
囃
子

物
を
し
て
棹
の
歌
を
謡
い

[

神
楽]

を
奉
じ
る
と
、
室
明
神
の
本
地
で
あ
る
韋
提

希
夫
人
が
姿
を
現
し
歌
舞
を
奏
す
る
と
い
う
、
複
式
夢
幻
能
の
定
型
か
ら
は
外
れ

た
一
段
物
の
能
で
あ
る
。
同
曲
で
は
、
ワ
キ
の
神
職
の
命
に
よ
っ
て
ツ
レ
の
三
人

の
室
君
が
水
馴
棹
を
持
っ
て
出
、
橋
懸
に
立
並
ん
で
、

ツ
レ

棹
の
歌
、
謡う
と

ふ
浮
世
の
一
節

ひ
と
ふ
し

を

地

謡
ふ
浮
世
の
一
節
を
、
夕
汐
千
鳥
声
添
へ
て
、
友
呼
び
か
は
す
海あ

士ま

少
女

を

と

め

、
恨
み
ぞ
ま
さ
る
室
君
の
、
行
く
舟
や
慕し
と

ふ
ら
ん
、
朝あ
さ

妻づ
ま

舟ぶ
ね

と
や
ら

ん
は

そ
れ
は
近
江

あ

ふ

み

の
湖う
み

な
れ
や
、
わ
れ
も
尋
ね
尋
ね
て
、
恋
し
き
人
に

近
江
の
、
海
山
も
隔
た
る
や
、
あ
ぢ
き
な
や
浮
舟
の

棹さ
を

の
歌
を
謡
は
ん

水み

馴な
れ

棹ざ
を

の
歌
謡
は
ん

と
唱
和
す
る
の
で
あ
る
。『

閑
吟
集』

は
こ
の
箇
所
を
大
和
猿
楽
の
歌
謡
と
し
て

そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
収
載
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
本
は
室
津
の
遊
女
た
ち
に
よ
っ

て
歌
わ
れ
て
い
た
舟
歌
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
右
の
謡
に
続
い
て

[

ク
セ]

に
、

地

裁た

ち
縫ぬ

は
ぬ
、
衣
着
し
人
も
な
き
も
の
を
、
な
に
山
姫
の
、
布
晒さ
ら

す
ら

ん

佐
保
の
山
風
の
ど
か
に
て

日
影
も
匂
ふ
天あ
め

地つ
ち

の

開ひ
ら

け
し
も
さ
し

お
ろ
す
、
棹
の
し
た
だ
り
な
る
と
か
や

重
ヅ
レ

然し
か

れ
ば
春
過
ぎ
夏
闌た

け
て

地

秋
既す
で

に
暮
れ
行
く
や
、
時し

雨ぐ
れ

の
雲
の
重
な
り
て
、
嶺み
ね

白し
ろ

妙た
へ

に
降
り
積つ
も

る
、

越こ
し

路ぢ

の
雪
の
深
さ
を
も

知
る
や
し
る
し
の
棹さ
を

立
て
て
、
豊と
よ

年と
し

月つ
き

の
行
く

末
を
、
は
か
る
も
棹
の
歌
謡う
た

ひ
て
、
い
ざ
や
遊
ば
ん

中
略

遊女と菩薩
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ジ
ケ
レ
バ
、
江
口
ノ
長
ノ
人
間
ニ
テ
御
座
有
タ
ル
間
、
偖サ
テ

ハ
江
口
ノ
長
ハ
疑

モ
ナ
キ
普
賢
菩
薩
ノ
斎サ
イ

端タ
ン

(

再
誕)

ニ
テ
有
ヨ
ト
テ
、
上
人
モ
日
比日

ノ
念
願

叶
ヒ
、
生
身
ノ
普
賢
菩
薩
ヲ
拝
タ
ル
事
ノ
難ア
リ

�有ガ
タ

サ
ヨ
ト
、
御
悦
ビ
有
リ
タ

ル
ニ
依
テ
、
自ソ
レ

夫ヨ

リ
モ
是
ノ
如
ク
申
習
ハ
シ
候
。

そ
し
て
こ
の
あ
と
ア
イ
は
、
西
行
法
師
が
江
口
を
訪
れ
、
宿
の
長
と
歌
を
交
し

合
っ
た
話
を
伝
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

『

古
事
談』

や

『

十
訓
抄』

に
お
い

て
は
、
性
空
上
人
は
霊
夢
に
、
生
身
の
普
賢
を
見
た
く
ば
神
崎
の
遊
女
に
会
う
よ

う
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

『
撰
集
抄』

で
は

｢

室む
ろ

の
遊
女
が
長
者
を
拝
め｣

と

の
天
童
の
託
言
を
受
け
、
い
そ
ぎ
室
に
お
も
む
い
た
と
あ
る
。

こ
こ
で
性
空
上
人
と
室
の
遊
女
の
説
話
を
、
西
行
法
師
と
江
口
の
遊
女
の
そ
れ

に
近
づ
け
た
の
は
、
能
の
作
者
の
作
意
に
よ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
二
つ
の
説
話
を

整
合
さ
せ
る
に
お
い
て
、
後
世
の
間
語
リ
に
微
妙
な
異
同
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、
右
の
虎
時
筆
本
で
江
口
の
長
が
舟
遊
び
に

詠
じ
た

｢

げ
に
や
沢
、
沢
辺
の
水
に
音お
と

信づ

れ
て
さ
ざ
ら
波
立
つ
や
あ
れ
こ
と
ん
だ

う｣

は
、『

撰
集
抄』

で
室
の
長
者
が

｢

周
防
み
た
ら
し
の
沢
辺
に
風
の
音
づ
れ

て｣

と
歌
い
、
遊
女
た
ち
が

｢

さ
ゞ
ら
波
た
つ
や
れ
こ
と
つ
う｣

と
受
け
て
囃
し

た
和
歌
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
寛
永
・
正
保
頃
の
古
版
本

(

８)

で
は
、

『

古
事
談』

な
ど
の

｢

周
防
室む
ろ

積づ
み

の
中
な
る
御
手
洗

み

た

ら

い

に
風
は
吹
か
ね
ど
も
さ
ざ
ら

波
た
つ｣

を
変
形
し
た
歌
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
普
賢
菩
薩
と

な
っ
て
現
れ
る
江
口
の
長
に
従
う
女
性
た
ち
に
つ
い
て
は
、
虎
時
筆
本
で
は

｢

十

羅
刹
女｣

に
成
っ
た
と
あ
る
も
の
が
、
寛
永
・
正
保
古
版
本
で
は
弥
陀
来
迎
の
時

に
隨
従
の

｢

二
十
五
の
菩
薩｣

で
あ
る
な
ど
の
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
虎

時
筆
本
で

｢

閉
目
即
疾｣

｢

開
目
即
見｣

と
あ
る
の
は
間
違
い
で
、
正
し
く
は

『

観
普
賢
経

(

９)』

に
見
え
る

｢

閉
目
即
見
開
目
即
失｣

(

目
を
閉
ず
れ
ば
則
ち
見
、
目

を
開
け
ば
則
ち
失
う)

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
間
語
リ

に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
や
経
典
を
典
拠
に
し
な
が
ら
、
時
代
と
と

も
に
よ
り
整
っ
た
も
の
へ
と
変
遷
を
と
げ
て
い
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

棹
の
歌

能
〈
江
口
〉
の
後
場
で
は
、｢

川
舟
を
留
め
て
逢
ふ
瀬
の
波
枕｣

の
上
ゲ
哥
に

乗
せ
て
い
に
し
え
の
遊
女
た
ち
が
現
れ
、
秋
の
川
水
に
浮
ぶ
舟
の
上
で
月
光
を
浴

び
な
が
ら

｢

棹
の
歌｣

を
謡
い
、
遊
び
興
じ
る
の
で
あ
る
。

[

上
ノ
詠]

シ
テ
ツ
レ

秋
の
水
、
漲
み
な
ぎ

り
落
ち
て

去
る
舟
の
。
月
も
影
さ
す
、
棹

の
歌

[

哥]

地

歌
へ
や
歌
へ
泡う
た

沫か
た

の
、
あ
は
れ
昔
の
恋
し
さ
を
、
今
も
遊
女
の
舟

遊
び
、
世
を
渡
る
ひ
と
節
を
、
歌
ひ
て
い
ざ
や
遊
ば
ん
。

こ
の

[

上
ノ
詠]

は

『

和
漢
朗
詠
集』

の

｢

秋
水
漲
来
船
去
速

夜
雲
収
尽
月

行
遅

(

秋
の
水
漲
み
な
ぎ

り
来き
た

っ
て
船
の
去
る
こ
と
速す
み

や
か
な
り

夜
の
雲
収
ま
り
尽

き
て
月
の
行
く
こ
と
遅
し)｣

(

郢え
い

展て
ん

｢

月｣)

に
拠
っ
て
い
る
が
、
世
阿
弥
自
筆

本
に
お
い
て
は
そ
の

｢

秋
の
水｣

の
右
側
に

｢

サ
ウ
カ
フ
シ

早

歌

節

｣

と
傍
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
謡
が
も
と
も
と
早
歌
で
あ
る
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
を
そ
れ
と
見
る
か
や

や
不
確
か
で
は
あ
る
も
の
の
、
一
応
こ
こ
に
あ
げ
た

[

上
ノ
詠]

か
ら

[

哥]

に

か
け
て
を
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
歌
謡
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『

閑
吟
集』

は

｢
歌
へ
や
歌
へ｣

以
下
を
、
大
和
猿
楽
の
歌
詞
と
し
て
独
立
さ
せ

て
載
せ
て
い
る
が
、
あ
え
て
そ
れ
を
謡
曲
作
者
の
作
詞
と
考
え
る
必
要
も
な
い
で

遊女と菩薩
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の
能
で
は
前
ジ
テ
の
中
入
後
、
後
ジ
テ
の
登
場
ま
で
に
、
ワ
キ
の
問
い
か
け
に
答

え
て
ア
イ
狂
言
の
役
者
が
シ
テ
に
ま
つ
わ
る
物
語
を

[

語
リ]

の
演
技
に
よ
っ
て
、

語
っ
て
聞
せ
る
こ
と
が
多
い
。
も
っ
と
も
間ア
イ

語
リ
の
詞
章
そ
の
も
の
は
流
動
的
で

固
定
化
さ
れ
に
く
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
能
の
成
立
時
に
お
い
て
そ
れ
が
ど
の
よ

う
に
語
ら
れ
た
か
を
見
定
め
る
の
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
そ
の
点
、
世
阿
弥
自
筆

本
の
〈
江
口
〉
に
は
随
所
に

[

ヲ
カ
シ]

と
い
う
役
名
の
も
と
に
、
ア
イ
狂
言
の

里
人
の
詞
が
残
さ
れ
て
お
り
、
世
阿
弥
時
代
す
で
に
間
の
詞
章
に
つ
い
て
も
謡
曲

作
者
が
か
か
わ
っ
て
い
た
証
と
し
て
興
味
深
い
。
世
阿
弥
自
筆
本
は
基
本
的
に
片

仮
名
表
記
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
適
宜
漢
字
に
改
め
て
示
し
て
み
た
い
。
中
入
後
、

ワ
キ
の
法
師
に
江
口
の
長
の
謂
れ
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
里
人
の
ア
イ
は
、
答
え
て

次
の
よ
う
に
語
る
。

ヲ
カ
シ

サ
レ
バ
コ
ソ
コ
レ
ワ
コ
ノ
ホ
ド
モ
尊
タ
ウ
ト

イ
人
ノ
夢
ニ
モ
、
昔
ノ
江
口
ノ
長
チ
ャ
ウ

川
舟
ニ
テ
、
鼓
ツ
ゞ
ミ

唱
歌
ニ
テ
遊
ビ
給タ
マ

ウ
ガ
、
後
ニ
ワ
普
賢
菩
薩
ト
ナ
テ
、
天

ニ
上ア
ガ

リ
給
ウ
ト
夢
ニ
モ
見
、
マ
タ
ワ
幻
ニ
モ
月
夜
ナ
ン
ド
ニ
ハ
見
上
給
ウ
ト

仰ヲ
セ

ラ
レ
候
ゾ
、
コ
ノ
川カ
ワ

端バ
タ

ニ
テ
心
ヲ
澄
マ
イ
テ
御
覧
ゼ
ラ
レ
候
ヘ
、
マ
コ
ト

ニ
尊
タ
ツ
ト

キ
御
事
デ
ワ
タ
リ
候
ワ
バ
、
昔
ノ
江
口
ノ
長
舟
遊
ビ
ニ
テ
御
見
エ
候

ベ
キ
ゾ
、
待
チ
テ
御
覧
候
へ
、
マ
コ
ト
ワ
昔
ノ
江
口
ノ
長
ワ

普
賢
菩
薩
ノ

顕
現
ト
コ
ソ
申
伝
エ
テ
候
ヘ

以
上
を
現
行
の
間
語
リ
と
較
べ
る
と
い
か
に
も
短
い
も
の
で
、
昔
の
江
口
の
長

が
や
が
て
普
賢
菩
薩
と
な
っ
て
昇
天
し
た
こ
と
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

こ
れ
は
間
語
リ
と
い
う
よ
り
は
ワ
キ
と
の
問
答
の
詞
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
こ
の
世
阿
弥
自
筆
本
に
お
い
て
江
口
の
長
が
普
賢
菩
薩
の
再
誕
だ
と
告
げ

る
ア
イ
の
詞
は
、
そ
の
後
の
〈
江
口
〉
の
間
に
語
ら
れ
る
の
と
同
じ

『

古
事
談』

も
し
く
は

『

撰
集
抄』

な
ど
の
説
話
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
播
磨
の
書
写
の
開
山
性
空
上
人
が
、
室
の
遊
女
の
長
者
を
生
身
の
普
賢
菩

薩
と
見
る
奇
跡
譚
で
あ
る
。
こ
こ
で
ア
イ
狂
言
の
ま
と
ま
っ
た
本
文
と
し
て
は
も
っ

と
も
古
い
と
さ
れ
る
、
寛
永
十
二
・
三
年
頃
の
大
蔵
虎
時

(

後
の
虎
明)

執
筆
の

詞
章

(

７)

を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

去サ
ル

程ホ
ド

ニ
江
口
ノ
長
ト
申
タ
ル
御
方
ハ
、
本
国
ハ
周ス

訪オ
オ

ノ
国
ム
ロ
ズ
ミ
ノ
床

中
ノ
ミ
タ
ラ
ヒ

御

手

洗

江
ノ
里
ト
申
所
ノ
御
方
ニ
テ
御
座
有
タ
ル
ト
申
ス
。
初
ハ
幡

磨
ノ
国
室
ノ
津
迄
御
出

マ
デ
オ
ン
イ
デ

有
タ
ル
ガ
、
都
近
ク
此
処
ニ
御
座
有
可
シ
ト
テ
、
是

ニ
テ
ナ
ガ
レ
ヲ
立
給
ヒ
タ
ル
ト
申
ガ
、
去サ
リ

乍ナ
ガ

ラ
正
身
ノ
普
賢
菩
薩
ニ
テ
御
座

有
タ
ル
ト
申
ス
。

其
故
ハ
幡
磨
ノ
国
書
写
ノ
開
山
性
空
上
人
ト
申
ス
御
方
、
普
賢
菩
薩
ト

拝ヲ
ガ
ミ

度タ

ク
思

召

オ
ボ
シ
メ
シ

、
観
音
ニ
此
事
祈
請
成
被

ナ
サ
ル
ル

所
ニ
、
有
ル
夜
ノ
御
霊
夢
ニ
正
身

ノ
普
賢
菩
薩
ヲ
拝
度
ク
思
召
サ
バ
摂
津
国
江
口
ノ
長
ヲ
御
覧
ゼ
ヨ
ト
、
新
ア
ラ
タ

ニ
霊
夢
ヲ
蒙
カ
ウ
ム

リ
給
フ
程
ニ
、
上
人
此
所
ヘ
御
出
有
テ
、
江
口
ノ
長
ニ
御
対

面
有ア
ル

可ベ

キ
ト
思
召
候
ヘ
バ
、
折ヲ
リ

節フ
シ

長
ハ
十
人
ノ
女
房
達
ヲ
誘
サ
ソ
ハ

レ
、
舟
遊
ビ

ヲ
被
成

ナ

サ

レ

テ
御
座
有
ル
ヲ
、
上
人
ツ
ク
�
�
ト
御
覧
ジ
ケ
レ
バ
、
何ナ

ン
方ボ
ウ

奇キ

特ド
ク

成
ル
事
ニ
テ
御
座
有
ル
ゾ
、
水
ガ
文ア
ヤ

ヲ
唱
ト
ナ
ヘ

タ
ル
ト
申
ス
。
一イ
チ

分ブ
ン

奉ブ

釈シ
ヤ

迦カ

牟ム

尼ニ

仏ブ
ツ

、
一イ
チ

分ブ
ン

奉ブ

多タ

宝ホ
オ

仏ブ
ツ

ト
唱
ヘ
申
処
ニ
、
遊
女
ハ
其
時
歌
ニ
、
ゲ
ニ
ヤ
沢
、

沢
辺
ノ
水
ニ
音オ
ト

信ヅ

レ
テ
、
サ
ゞ
ラ
浪
立
ツ
ヤ
ア
レ
コ
、
ト
ン
ダ
ウ
ト
謡
ヒ
給

フ
。
上
人
奇
特
ニ
思
召
、
閉
目
即
失
有
ツ
テ
、
目
ヲ
閉
ヂ
テ
暫
ク
得
心
被
召

メ

サ

レ

ケ
レ
バ
、
長
ハ
普
賢
菩
薩
ト
顕
レ
、
十
人
ノ
女
房
達
ハ
、
十
羅
刹
女
ト
成
リ

給
フ
。
上
人
扨サ
テ

モ
奇
特
成
ル
事
ト
思
召
レ
、
開
目
即
見
有
テ
目
ヲ
開
キ
御
覧

遊女と菩薩
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出
家
し
た
お
方
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
ん
な
仮
の
宿

(

世)

に
執
着
な
さ

い
ま
す
な
と
思
っ
た
だ
け
で
す
。
宿
を
お
借
し
す
る
こ
と
を
惜
し
ん
だ
わ
け
で
は

な
い
の
で
す
。
遊
女
の
切
り
返
し
の
鮮
や
か
さ
に
恥
じ
入
る
こ
と
に
な
る
の
は
、

伝
説
や
物
語
の
世
界
に
お
い
て
西
行
と
い
う
歌
人
の
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
役
割

で
も
あ
っ
た
。
高
橋
英
夫

『

西
行』

(

岩
波
新
書

一
九
九
三
年)

が
、
柳
田
国

男
の
民
間
伝
承
研
究
に
よ
り
な
が
ら
語
る

｢

笑
わ
れ
る
西
行｣

｢

恥
じ
入
る
西
行｣

の
姿
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
諸
国
を
漂
泊
回
遊
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
霊
か
ら
の

｢

働
き
か
け
、
呼
び
か
け
を
う
け
と
め
、
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
的

に
土
地
と
対
決
し
、
自
分
が
笑
わ
れ
る
こ
と
で
融
和
を
実
現
し
て｣

ゆ
く
と
い
う
、

あ
ま
り
格
好
の
よ
く
な
い
西
行
像
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
能
に
お
い
て
も
伝
説
に

お
い
て
も
、
西
行
は
あ
く
ま
で
ワ
キ
役
に
徹
す
る
。
そ
こ
で
の
主
役
は
、
怨
念
の

鬼
と
な
っ
て
讃
岐
の
地
に
果
て
る
崇
徳
院
の
側
に
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
生
の
終

り
に
無
限
の
花
や
ぎ
を
見
せ
る
老
桜
の
精
や
、
ま
た
罪
業
深
き
身
を
嘆
く
は
か
な

い
遊
女
の
側
に
あ
っ
た
。
江
口
の
君
と
の
歌
問
答
に
お
い
て
も
、
遊
女
の
巧
み
な

応
酬
に
合
い
逆
に
い
さ
め
ら
れ
る
西
行
は
、
い
か
に
も
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
の
役
柄

な
の
で
あ
る
。

能
〈
江
口
〉
の
ワ
キ
は
西
行
で
は
な
く
後
世
の
旅
僧
で
は
あ
る
が
、
前
場
の
シ

テ
の
里
女
と
の
応
対
に
お
い
て
同
じ
出
家
者
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
昔
の
西
行

の
立
場
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
遊
女
の
化
身
で
あ
る
里
女
の

｢

惜
し
む
こ
そ
、
惜

し
ま
ぬ
仮
の
宿
な
る
を
、
な
ど
や
惜
し
む
と
夕
波
の

(

宿
を
惜
し
ん
だ
の
は
、
こ

の
仮
の
世
を
惜
し
ま
ぬ
か
ら
な
の
に
、
ど
う
し
て
惜
し
ん
だ
な
ど
と
仰
し
ゃ
っ
た

の
で
す)｣

と
い
う
申
し
立
て
を
受
け
て
、
こ
の
ワ
キ
僧
も
ま
た

｢

げ
に
や
憂
き

世
の
物
語

(

な
る
ほ
ど
心
を
留
め
る
べ
き
で
は
な
い
浮
世
の
物
語
で
し
た)｣

と

納
得
し
、
自
省
す
る
の
で
あ
っ
た
。
�江
口
〉
に
お
け
る
旅
僧
と
遊
女
の
や
り
と

り
に
は
、
他
の
観
阿
弥
曲
、
例
え
ば
〈
卒
都
婆
小
町
〉
の
仏
教
論
義
の
よ
う
な
執

拗
さ
は
な
く
、
む
し
ろ
す
っ
き
り
片
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
曲
が
宗
教
問
答
そ

の
も
の
の
興
味
を
主
眼
に
お
い
た
作
品
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
あ
る
い
は
前

場
の

[

問
答]

か
ら

[

上
ゲ
哥]

[

ロ
ン
ギ]

へ
と
続
く
シ
テ
と
ワ
キ
と
の
応
対

の
場
面
は
、
世
阿
弥
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
簡
単
化
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

『

撰
集
抄』

な
ど
で
は
、
こ
の
あ
と
遊
女
は
わ
が
身
を
懺
悔
し
道
心
を
吐
露
し

て
泣
く
。
そ
れ
に
つ
れ
て
西
行
も
感
涙
を
も
よ
お
す
が
、
二
人
は
や
が
て
再
会
を

期
し
て
別
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
日
の
遊
女
か
ら
の
消
息
文
に
、
西
行

は
こ
の
遊
女
が
出
家
を
し
て
江
口
を
去
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後

の
様
子
は
分
ら
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。

能
の

[

ロ
ン
ギ]

で
前
ジ
テ
が
中
入
に
際
し
て
自
分
の
正
体
を
明
か
す
の
は
、

夢
幻
能
の
常
套
で
あ
る
。
前
場
の
終
り
の
旅
僧
の
問
い
か
け
に
、
女
は
黄
昏
の
川

隈
の
光
の
中
に
姿
を
見
え
隠
れ
さ
せ
な
が
ら
、
自
ら
が

｢

江
口
の
流
れ
の
君｣

つ

ま
り
昔
の
江
口
の
遊
女
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
、
浮
世
に
あ
っ
た
頃
住
ん
で
い
た

こ
の
宿
を
御
僧
が
尋
ね
て
下
さ
っ
た
の
を
縁
に
、
こ
う
し
て
現
れ
た
の
だ
と
答
え

る
。
そ
し
て
自
分
こ
そ
が

｢

江
口
の
君
の
幽
霊｣

だ
と
告
げ
る
や
、
そ
の
場
か
ら

姿
を
隠
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
江
口
の
君
は
や
は
り
、
こ
の

世
で
は
浄
仏
し
切
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

江
口
君
と
室
君

と
こ
ろ
で
、
江
口
の
君
と
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
女
性
で
あ
ろ
う
か
。
二
場
物

遊女と菩薩
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ま
た
そ
の
遊
女
の
美
し
い
歌
声
は
空
を
ゆ
く
雲
を
も
お
し
と
ど
め
、
韻
し
ら
べ

は
水
風

に
飄
た
だ
よ

っ
た
と
い
う
。
客
と
な
る
者
も
、
上
は
卿
相
か
ら
下
は
庶
民
に
及
ぶ
と
し
、

例
え
ば
東
三
条
院
の
住
吉
社
・
天
王
寺
参
詣
に
従
っ
た
藤
原
道
長
は
小
観
音
を
寵あ
い

し
、
ま
た
上
東
門
院
の
御み

行ゆ
き

の
折
に
関
白
藤
原
頼
通
は
遊
女
中

君

な
か
の
き
み

を

賞
も
て
あ
そ

ん
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て

｢

遊
女
記｣

で
も
っ
と
も
興
味
深
い
の
は
、
観
音
と

名
告
る
女
性
が
江
口
の
遊
女
の
祖
は
じ
め

で
あ
っ
た
と
記
す
こ
と
で
あ
る
。
江
口
以
外

に
も
、
蟹
島
の
遊
女
に
は
如に
よ

意い

・
香か
う

炉ろ

・
孔く

雀
じ
ゃ
く

の
名
が
見
え
、
彼
女
た
ち
が
い

か
に
仏
に
縁
の
あ
る
呼
び
名
を
好
ん
で
つ
け
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ

ら
の
遊
女
は
ま
た
歌
舞
音
曲
に
す
ぐ
れ
、
な
か
に
は
和
歌
を
よ
く
す
る
者
も
あ
っ

た
。
さ
ら
に

｢

遊
女
記｣

は
、
江
口
・
蟹
島
・
神
崎
の
名
高
い
娼
妓
を
あ
げ
、
彼

女
ら
は

｢

皆
こ
れ
惧く

尸し

羅ら

の
再
誕
に
し
て
、
衣
通
姫

そ
と
ほ
り
ひ
め

の
後
身
な
り｣

と
述
べ
る
の

で
あ
る
。｢

惧
尸
羅｣

と
は
好
声
鳥
と
も
訳
さ
れ
、
声
は
よ
い
が
形
の
醜
い
イ
ン

ド
ほ
と
と
ぎ
す
の
こ
と
だ
と
い
う
。
衣
通
姫
は
、
そ
の
艶
色
が
衣
を
通
し
て
光
り

輝
い
た
と
い
う
記
紀
に
登
場
す
る
名
高
い
美
女
で
、
和
歌
三
神
の
一
と
し
て
玉
津

島
神
社
に
ま
つ
ら
れ
る
伝
説
上
の
歌
人
で
あ
る
。
歌
問
答
で
遊
女
を
見
下
す
か
の

よ
う
に
詠
ま
れ
た
西
行
の
和
歌
に
対
し
て
、
当
意
即
妙
の
応
答
歌
で
返
し
た
遊
女

妙
な
ど
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
衣
通
姫
に
も
譬
え
る
こ
と
の
で
き
る
才
媛
の
ひ
と

り
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

能
の
ワ
キ
僧
は
江
口
の
君
の
旧
跡
を
訪
れ
、
む
か
し
西
行
法
師
が
一
夜
の
宿
を

借
り
よ
う
と
し
た
が
、
宿
の
主
人

(

江
口
の
君)

に
断
ら
れ
て
詠
ん
だ

｢

世
の
中

を
厭
ふ
ま
で
こ
そ
難
か
ら
め｣

の
歌
を
口
に
す
る
。
こ
の
世
を
厭
離
し
て
捨
て
去

る
こ
と
こ
そ
難
し
い
に
し
て
も
、
浮
世
の
宿
を
借
す
こ
と
さ
え
惜
し
ま
れ
る
の
で

す
ね
。
遊
女
の
生
業
に
現
世
へ
の
執
着
を
見
て
、
痛
烈
な
皮
肉
を
浴
び
せ
る
内
容

で
あ
り
、
即
詠
と
し
て
巧
み
な
歌
で
あ
る
が
、
僧
の
立
場
か
ら
相
手
の
女
に
対
し

て
軽
蔑
的
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
能
〈
江
口
〉
で
西
行
の
こ
の
歌
を
詠
じ

る
の
は
後
世
の
旅
僧
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
機
に
前
ジ
テ
の
里
女
が
登
場
し
て
そ
の

歌
に
異
議
を
唱
え
る
の
は
、
西
行
を
ワ
キ
と
す
る
能
〈
西
行
桜
〉
な
ど
と
同
様
で

あ
る
。
里
女
は
、
昔
の
遊
女
が
西
行
法
師
か
ら
の
一
夜
の
宿
の
所
望
を
物
惜
し
み

し
て
借
さ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
へ
の
無
念
さ
に
、
そ
の
理
由
を
述
べ
に
現

れ
た
と
語
る
。｢

仮
の
宿
り
を
惜
し
む｣

と
い
う
西
行
詠
の
こ
と
ば
は
、
自
ら
が

仮
の
宿
で
あ
る
こ
の
世
に
執
着
を
残
さ
ざ
る
を
得
な
い
身
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、

い
つ
ま
で
も
遊
女
を
苦
し
ま
せ
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
テ
と
ワ
キ

と
の

[

問
答]

に
お
い
て
も
、
こ
の
詞
句
は
何
度
も
反
芻
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ

で
の
西
行
詠
が
巧
み
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
応
酬
し
て
み
せ
る
遊
女
の
歌

も
冴
え
わ
た
る
。
そ
の
返
歌
は
こ
う
で
あ
る
。
あ
な
た
様
こ
そ
、
浮
世
を
厭
う
て

遊女と菩薩
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野
小
町

(

卒
都
婆
小
町
で
あ
ろ
う)

〉
を

｢

妙
華
風｣

の
位
と
し
て
そ
こ
に

｢

古

を
写
す
心｣

を
読
み
と
り
、
�通
小
町
〉
も
や
は
り

｢

妙
花
風｣

、
�松
風
村
雨

(

松
風)
〉
は

｢

寵
深
花
風｣

と
、
い
ず
れ
も
高
い
位
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
。

そ
れ
ら
に
較
べ
る
と
、
禅
竹
が
幽
玄
の
能
の
な
か
で
も
さ
ほ
ど
上
位
で
は
な
い
と

す
る
〈
江
口
女
〉
は
、
こ
れ
も
や
は
り

｢

閑
花
風｣

に
位
置
づ
け
ら
れ

｢

姿
、

事
可
然

こ
と
し
か
る
べ
き

体
な
り｣
と
評
さ
れ
た
世
阿
弥
の
〈
井
筒
女

(

井
筒)

〉
同
様
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
今
風
で
素
直
に
や
さ
し
い
風
体
の
能
と
考
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
一
方
で
〈
卒
都
婆
小
町
〉
な
ど
は
、
シ
テ
の
老
小
町
と
ワ
キ
僧
と
の
宗
教
問

答
が
秀
句
芸
と
と
し
て
巧
み
に
展
開
さ
れ
る
、
古
風
な
が
ら
も
観
阿
弥
的
な
特
色

の
強
く
打
出
さ
れ
た
能
で
あ
る
。
�江
口
〉
に
お
い
て
も
、
過
去
の
西
行
法
師
と

遊
女
と
の
憂
世
へ
の
執
着
を
め
ぐ
る
和
歌
問
答
が
こ
の
曲
を
生
む
重
要
な
契
機
と

な
っ
て
は
い
る
が
、
作
品
の
上
で
シ
テ
と
ワ
キ
両
者
の
論
争
そ
の
も
の
が
執
拗
に

繰
返
さ
れ
て
そ
こ
に
劇
的
な
興
味
を
引
き
出
す
と
い
う
風
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

ワ
キ
の
旅
僧
は
、
江
口
の
君
の
化
身
で
あ
る
里
女
の
、
西
行
法
師
と
の
和
歌
問
答

を
め
ぐ
る
昔
語
り
を
、
一
方
的
に
聞
き
入
る
側
に
廻
っ
て
い
る
。

と
も
か
く
こ
の
曲
の
作
者
や
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
依
然
不
明
な
点
が
多
い
と

せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
少
く
と
も
現
行
の
〈
江
口
〉
は
観
阿
弥
風
の
劇
的
な
能
の

特
質
か
ら
は
む
し
ろ
離
れ
て
、
歌
舞
中
心
の
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
世
阿
弥
風
の
夢

幻
能
様
式
に
近
づ
い
た
作
品
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二

西
行
と
遊
女
の
歌
問
答

西
行
法
師
と
江
口
遊
女
と
の
歌
の
贈
答
に
つ
い
て
は
、
そ
の
説
話
的
伝
承
と
と

も
に
、
多
く
の
和
歌
集
や
物
語
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

『

新
古
今
和
歌
集』

巻
十
・
羇
旅
歌
に
は
、

天
王
寺
へ
詣
で
侍
り
け
る
に
、
に
は
か
に
雨
の
降
り
け
れ
ば
、

江
口
に
宿
を
借
り
け
る
に
、
貸
し
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
よ
み

侍
り
け
る

西
行
法
師

世
の
中
を
い
と
ふ
ま
で
こ
そ
か
た
か
ら
め
仮
の
宿
り
を
惜
し
む
君
か
な

返
し

遊
女
妙

世
を
い
と
ふ
人
と
し
聞
け
ば
仮
の
宿
に
心
と
む
な
と
思
ふ
ば
か
り
ぞ

と
し
て
載
る
が
、
遊
女
の
返
歌
の
初
句

｢

世
を
い
と
ふ｣

に
つ
い
て
は
、『

山
家

集』
『

撰
集
抄』

に
は

｢

家
を
い
づ
る｣

と
あ
っ
て
、
諸
本
に
よ
り
異
同
の
あ
る

と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
歌
の
作
者
を
遊
女
妙
と
す
る
の
は

『

新
古
今

和
歌
集』

の
み
で
あ
り
、
そ
の
女
性
に
つ
い
て
も
摂
津
江
口
の
遊
女
で
あ
る
と
い

う
以
外
は
よ
く
分
っ
て
い
な
い
。

能
で
は
ま
ず
ワ
キ
・
ワ
キ
ヅ
レ
役
の

｢

北ほ
く

陸ろ
く

道ど
お

よ
り
出
で
た
る
沙
門｣

(

世
阿

弥
自
筆
本
に
拠
る
。
観
世
流
現
行
本
で
は

｢

諸
国
一
見
の
僧｣)

が
、
都
見
物
を

す
ま
せ
た
あ
と

｢

幾
内
の
霊
仏
霊
社｣

(

同
。
現
行
本
で
は

｢

津
の
国
天
王
寺｣)

参
詣
を
志
し
て
、
淀
川
を
下
り
江
口
の
里
に
着
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
平
安
中

期
以
降
、
高
野
山
や
四
天
王
寺
・
住
吉
社
詣
で
が
盛
行
を
見
、
江
口
の
宿
に
は
そ

の
往
来
の
宿
泊
客
を
目
当
て
に
多
く
の
遊
女
が
集
ま
る
こ
と
に
な
っ
た

(

５)

。
大お
お

江え
の

匡ま
さ

房ふ
さ

(
長
久
二
・
一
〇
四
一
年
〜
天
永
二
・
一
一
一
一
年)

の

｢

遊
女
記

(

６)｣

に
は
、

山
陽
・
西
海
・
南
海
の
三
道
を
往
返
す
る
者
は
必
ず
江
口
を
通
り
、
神
崎
や
蟹か

島じ
ま

と
と
も
に
遊
里
と
し
て
殷
賑
を
き
わ
め
た
と
い
い
、
倡う
た

女め

(

遊
女)

が
群
を
な
し

て
扁へ
ん

舟し
う(

小
舟)

に
棹
さ
し
て
旅
舶
に
近
づ
き
、
客
の
枕し
む

席せ
き

に
は
べ
っ
た
と
あ
る
。

遊女と菩薩
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一

成
立
を
め
ぐ
っ
て

能
〈
江
口
〉
の
前
場
は

『

山
家
集』

『

新
古
今
和
歌
集』

『

撰
集
抄』

な
ど
に
み

え
る
西
行
と
江
口
遊
女
と
の
和
歌
問
答
を
も
と
に
、
ま
た
後
場
は

『

古
事
談』

『

十
訓
抄』

な
ど
の
書
写
山
性
空
上
人
の
前
に
現
れ
た
遊
女
が
生
身
の
普
賢
菩
薩

で
あ
っ
た
と
す
る
話
を
典
拠
に
作
ら
れ
て
い
る
。
ワ
キ
を
旅
の
僧
と
し
、
前
ジ
テ

を
里
の
女
・
後
ジ
テ
を
江
口
の
君
の
霊
と
す
る
、
構
成
的
に
も
き
わ
め
て
す
っ
き

り
整
っ
た
複
式
夢
幻
能
な
の
で
あ
る
。

作
者
に
つ
い
て
は
、
世
阿
弥
の

『

五
音』

に

｢

江
口
遊
女

亡
父
曲｣

と
あ
る

こ
と
か
ら
、
作
曲
な
ら
び
に
作
詞
を
観
阿
弥
と
す
る
見
方
が
有
力
で
あ
る
一
方
、

観
阿
弥
作
は
あ
く
ま
で
同
書
に
掲
げ
ら
れ
る

｢

ソ
レ
十
二
因
縁
ノ｣

以
下
の

[

ク

リ]
[

サ
シ]

[

ク
セ]

の
箇
所
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
、
現
行
形
態
の
そ
れ
は
む
し

ろ
世
阿
弥
の
作
だ
と
見
る
考
え
方
も
無
視
で
き
な
い

(

１)

。
以
前
に
は
、
一
休
宗
純
が

こ
の
曲
の

[

ク
セ]

の
ひ
と
く
さ
り

｢

有
時
染
色
、
貪
着
思
不
浅
、
又
有
時
聞
聲
、

愛
執
心
彌
深
、
心
思
口
云
、
妄
染
縁
成
者
現
世
、
皆
人
六
塵
境
迷
、
作
六
根
罪
、

見
事
聞
事
、
迷
心
可
有
有
之｣

(

以
下
、
謡
曲
該
当
部
分
。｢

あ
る
時
は
色
に
染そ

み
、

貪と
ん

著
じ
ゃ
く

の
思
ひ
浅
か
ら
ず
、
ま
た
あ
る
時
は
、
声
を
聞
き
、
愛あ
い

執し
う

の
心
い
と
深

し
、
心
に
思
ひ
口
に
言
ふ
、
妄も
お

ぜ
つ
の
縁
と
な
る
も
の
を
、
げ
に
や
皆み
な

人ひ
と

は
、
六ろ
く

塵じ
ん

の
境
き
ょ
お

に
迷
ひ
、
六ろ
ツ

根こ
ん

の
罪
を
作
る
こ
と
も
、
見
る
事
聞
く
事
に
、
迷
ふ
心
な

る
べ
し｣)

を
取
り
あ
げ
、｢

右
金
春
遊
客
、
江
口
歌｣

つ
ま
り
こ
れ
を
金
春
禅
竹

に
成
る
歌
詞
だ
と
し
て
、
そ
の
句
を
題
に
頌

(

２)

を
捧
げ
た
り
し
た
こ
と
か
ら
、
曲
そ

の
も
の
が
禅
竹
の
作
と
誤
解
さ
れ
た
り
も
し
た

(

３)

。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一

休
が
山
城
薪
庄
の
酬
恩
庵
で
こ
の
頌
を
書
し
た
の
が
応
仁
二

(

一
四
六
六)

年
二

月
禅
竹
最
晩
年
の
春
の
こ
と
で
あ
り

(

４)

、
お
そ
ら
く
一
休
の
側
に
、
こ
の
曲
の
作
者

に
関
す
る
何
か
し
ら
の
思
い
違
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
禅
竹
は

『

歌
舞
髄
脳
記』

に
お
い
て
〈
江
口
女

(

江
口)

〉
を

｢

閑
華
風｣
に
位
置
づ
け
、｢

幽
玄
の
う
ち
に
と
り
て
も
、
さ
の
み
上の
ぼ

ら
ざ
る
位｣

と
評
し
て
い
る
。
観
阿
弥
作
も
し
く
は
世
阿
弥
改
作
の
曲
と
し
て
は
、
他
に
〈
卒

都
婆
小
町
〉
�通
小
町
〉
�松
風
〉
な
ど
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
禅
竹
は
〈
小

1

池

上

康

夫

遊

女

と

菩

薩

能

｢

江
口｣

に
つ
い
て
の
覚
書




