
本
書
は
「
田
植
草
紙
」
の
全
歌
章
（
「
田
植
草
紙
」
に
欠
け
る
朝
歌
一
番
は
「
高

松
屋
古
本
」
に
よ
る
。
）
に
詳
細
な
注
と
考
説
を
施
し
た
う
え
に
「
田
植
草
紙
」

の
性
質
を
種
交
の
面
か
ら
解
説
し
た
序
章
な
ら
び
に
研
究
文
献
目
録
、
歌
謡

初
句
索
引
を
附
し
た
Ａ
５
版
一
千
頁
を
こ
え
る
大
著
で
あ
る
。
本
書
成
立
の

経
緯
は
巻
頭
に
置
か
れ
た
吾
郷
寅
之
進
氏
の
序
文
に
く
わ
し
い
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
氏
が
著
者
に
「
田
植
草
紙
」
の
研
究
を
す
す
め
ら
れ
た
の
は
昭
和
三
十
二

年
秋
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
筆
者
も
又
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
「
日
本
古
典

文
学
大
系
中
世
近
世
歌
謡
集
」
に
入
っ
た
志
旧
延
義
氏
校
注
の
本
文
に
よ
っ

て
こ
の
歌
謡
に
接
し
、
新
鋭
詩
人
の
登
場
に
際
し
た
よ
う
な
興
奮
を
味
わ
っ

た
記
憶
が
あ
る
。
ま
も
な
く
筆
者
は
田
唄
研
究
会
や
歌
謡
学
会
を
通
じ
て
著

者
と
面
識
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
「
田
植
草
紙
」
全
考
注
の
計
画
を
漏
ら

さ
れ
た
時
に
は
こ
の
難
解
な
歌
章
に
注
解
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う

か
と
一
抹
の
不
安
を
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。
や
が
て
全
考
注
は
本
誌
第
三
十

二
号
（
昭
和
四
十
三
年
二
月
号
）
か
ら
掲
載
さ
れ
は
じ
め
、
筆
者
は
以
前
不
安
な

／

ど
を
感
じ
た
こ
と
を
深
く
恥
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
綿
密
な
校
合
と
豊
か
な

類
歌
・
関
係
資
料
の
援
用
を
基
礎
と
し
た
国
文
学
的
に
正
統
な
研
究
方
法
、
な

『
田
植
草
紙
歌
謡
全
考
注
↑
」

真
鍋
昌
弘
著

『
田
植
草
紙
歌
謡
全
考
注
」

0

伊
守

、

中

螢

ゆ

ら
び
に
独
自
な
研
究
上
の
着
眼
点
が
相
呼
応
し
て
「
田
植
草
紙
」
は
現
代
に

生
き
か
え
っ
た
と
思
わ
れ
た
。
以
来
、
各
誌
に
発
表
さ
れ
る
月
ご
と
の
続
稿

を
鶴
首
し
て
待
っ
た
の
は
け
っ
し
て
筆
者
一
人
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

今
回
そ
れ
ら
旧
稿
を
補
訂
し
、
未
発
表
の
晩
歌
以
下
の
部
分
を
加
え
て
『
川

植
草
紙
歌
謡
全
考
注
』
は
全
容
を
あ
ら
わ
し
た
。
（
旧
稿
に
『
田
植
草
紙
全
考

注
』
と
あ
っ
た
も
の
を
今
川
『
川
植
草
紙
歌
謡
全
考
注
』
と
改
め
た
の
は
「
田
植
草
紙
」

を
読
む
こ
と
が
必
然
的
に
周
辺
歌
謡
全
体
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
と
考

え
ら
れ
る
。
）
吾
郷
氏
の
序
文
に
言
う
。
「
田
植
草
紙
の
全
歌
章
に
つ
い
て
の

注
釈
は
本
書
に
お
い
て
始
め
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
田

植
草
紙
の
旙
読
、
研
究
に
与
え
る
便
益
は
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、
今
後
す
く
な
く
と
も
当
分
の
間
、
本
書
の
注
釈
に
大
き
な
改
変

・
訂
正
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
」
筆
者
も
同
感
で

あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
仕
事
は
「
成
し
遂
げ
ら
れ
た
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ

し
い
。本

書
に
は
大
正
末
年
「
田
植
草
紙
」
発
見
以
来
の
こ
の
歌
謡
に
関
す
る
諸

学
者
の
研
究
成
果
が
著
者
の
評
価
を
加
え
て
ほ
と
ん
ど
余
す
と
こ
ろ
な
く
汲

み
入
れ
ら
れ
、
著
者
自
身
の
研
究
的
立
場
に
も
と
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
．
著
者
の
立
場
は
序
章
の
一
「
田
植
草
紙
歌
謡
の
文
芸
」
に

具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
歌
謡
は
様
灸
な
要
素
を
未
分
化

な
ま
ま
内
在
さ
せ
て
い
る
の
で
「
和
歌
の
如
き
純
粋
な
古
典
文
芸
と
し
て
の

文
芸
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
所
も
あ
る
」
と
し
、
諸
要
素
の
立
体
的
把
握

を
わ
す
れ
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
。
立
体
的
把
握
の
観
点
と
し
て
こ
の
章
で

は
成
立
地
盤
、
機
能
、
文
芸
的
特
性
の
三
点
を
あ
げ
る
。
成
立
地
盤
と
し
て

一
ハ
ー

色
↑
寺
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I

は
特
に
中
世
末
期
の
く
し
の
田
植
儀
礼
、
村
人
の
生
活
、
そ
の
背
景
に
あ
る

自
然
な
ど
に
注
目
す
ぺ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
。
機
能
と
し
て
は
、
呪
術
的
機

能
、
神
事
的
機
能
、
社
交
的
政
治
的
機
能
、
娯
楽
的
機
能
、
労
働
促
進
機
能
、

啓
蒙
教
訓
的
機
能
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
文
芸
的
特
性
と
し
て
は
呪
術
的
機

能
と
密
着
し
た
象
徴
や
幻
想
、
物
語
的
連
鎖
や
連
想
、
周
辺
歌
謡
を
田
植
歌

と
し
て
と
り
込
む
際
の
詩
法
上
の
魅
力
な
ど
に
注
目
し
て
い
る
。
本
書
の
考

注
は
右
の
よ
う
な
総
合
的
観
点
を
持
し
っ
っ
「
諸
本
と
の
歌
詞
の
異
同
、
語

釈
、
意
味
、
継
承
関
係
、
出
典
」
（
は
し
が
き
－
頁
）
等
に
関
す
る
考
証
の
論

理
を
透
徹
さ
せ
よ
う
と
し
た
実
践
で
あ
る
。

「
田
植
草
紙
」
二
番
を
例
に
そ
の
実
践
の
一
端
を
紹
介
す
れ
ば
次
の
通
り

で
あ
る
。

″
一
け
さ
う
の
と
き
に
や
ま
の
は
を
み
た
れ
ば

き
り
や
ろ
か
す
み
や
ろ
山
の
は
を
み
た
れ
ば

き
り
が
ふ
か
ふ
て
み
せ
ん
の
こ
し
を
た
ち
ま
ふ

あ
さ
の
く
も
り
〈
て
ろ
う
か
た
め
の
く
も
り
か
ロ

あ
め
が
ふ
ろ
う
と
て
み
せ
ん
の
こ
し
の
朝
闇
一
回

み
の
か
さ
は
お
い
て
を
た
ち
あ
れ
あ
れ
く
も
か
く
ば
れ
て
ゆ
く

〔
注
〕
で
は
記
号
〃
や
欠
字
術
字
な
ど
を
も
含
め
た
表
記
の
実
態
解
説
、
間

係
諸
本
と
の
校
合
を
も
と
に
し
た
句
意
の
決
定
、
「
や
ろ
」
と
い
う
語
法
を

手
が
か
り
と
し
た
成
立
期
の
推
測
な
ど
が
な
さ
れ
、
「
卯
の
刻
」
「
弥
山
」
の

語
に
こ
め
ら
れ
た
農
民
の
心
情
を
考
証
し
て
そ
こ
に
こ
の
歌
の
呪
的
機
能
を

と
ら
え
て
い
る
。
〔
考
説
〕
で
は
弥
山
を
歌
う
類
歌
を
博
捜
し
諸
家
の
研
究

を
実
例
で
補
強
し
な
が
ら
紹
介
し
て
〔
注
」
の
不
足
を
補
っ
た
あ
と
、
こ
の

亀

ｖ
』

●

１

一
ハ
ー
ー

歌
が
一
‐
田
植
草
紙
」
全
体
の
構
成
の
中
で
前
後
の
歌
と
ど
う
連
鎖
し
て
い
る

か
を
論
ず
る
。
「
弥
山
の
腰
を
舞
う
朝
霧
が
う
た
わ
れ
、
前
歌
の
朝
日
の
歌

と
連
続
し
て
い
る
「
と
し
、
又
、
「
後
朝
の
別
れ
を
し
て
帰
っ
て
ゆ
く
若
者
の

道
行
の
一
場
面
と
し
て
、
物
語
的
に
設
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
ｃ
」

と
述
べ
、
「
水
川
古
本
」
の
へ
霧
が
深
い
で
思
い
の
殿
御
が
隠
た
れ
＆
と
い

う
オ
ロ
シ
を
ひ
い
て
い
る
。
朝
歌
一
番
の
忍
び
歌
か
ら
、
朝
、
戸
を
あ
け
て

男
を
送
り
出
し
（
一
番
）
、
男
が
霧
の
中
へ
歩
み
去
り
（
二
番
）
、
や
が
て
草
刈

り
の
野
に
あ
ら
わ
れ
る
（
三
番
）
と
い
っ
た
よ
う
に
つ
な
い
で
読
も
う
と
い

う
の
で
あ
る
。
物
語
的
連
鎖
の
お
も
し
ろ
さ
と
い
う
の
は
こ
れ
で
あ
り
、
又
、

一
見
間
然
寸
拙
と
し
か
見
え
な
い
こ
れ
ら
一
連
の
歌
章
の
あ
い
ま
に
恋
の
男

女
の
イ
メ
ー
ジ
が
う
か
び
あ
が
る
と
こ
ろ
に
象
徴
、
幻
想
の
お
も
し
ろ
さ
が

あ
る
と
す
る
。
（
著
者
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
「
閑
吟
集
」
の
小
歌
に
は
「
お
も
し
ろ

し
」
の
語
が
見
当
ら
な
い
の
に
「
田
植
草
紙
」
に
は
十
四
例
も
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を

も
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
「
川
植
草
紙
」
を
「
お
も
し
ろ
し
の
文
学
」
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
’
二
九
三
頁
）
一
方
こ
の
歌
の
背
後
に
は
「
朝

務
深
き
は
日
和
」
な
ど
天
気
占
い
の
俗
信
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
生
活
の
知
恵

が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
幅
広
い
文
献
に
よ
っ
て
考
証
し
、
こ
の
歌
の
教
訓

的
機
能
と
そ
の
内
に
込
め
ら
れ
て
い
る
村
人
の
生
活
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
歌
の
表
現
に
見
ら
れ
る
自
然
讃
美
を
右
の
よ
う
な
背
景
を
含
ん

だ
総
合
的
な
も
の
と
し
て
鑑
賞
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
「
田
植
草
紙
」
歌
謡
を
で
き
る
だ
け
そ
の
生
き
て
い
た
時
代
そ
の

ま
ま
の
姿
で
、
そ
の
ま
ま
の
心
情
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
良
心
的
な
方
法
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
、
思
わ
ず
膝
を
打
つ
あ
ざ
や

寺
◆
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か
な
成
功
例
は
、
右
の
他
、
一
四
番
、
一
五
番
、
五
九
番
そ
の
他
枚
挙
に
い
み
方
で
あ
っ
て
、
一
方
が
成
立
す
れ
ば
他
方
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
て

と
ま
が
な
い
。
し
か
し
一
方
に
お
い
て
右
の
方
法
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
常
は
な
い
・
そ
れ
ぞ
れ
が
相
呼
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
著
者
の
言
う
総
合
的
理

に
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
幾
多
の
障
害
を
克
服
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
解
が
果
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
．
そ
の
際
本
書
の
方
法
が
い
わ
ば
原
点

又
明
ら
か
で
あ
る
。
本
書
の
考
証
が
今
日
望
み
得
る
最
高
の
し
、
ヘ
ル
に
達
し
に
な
り
、
こ
れ
か
ら
も
多
様
に
試
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
「
田
植
草
紙
」
歌
謡

た
と
は
言
っ
て
も
、
得
ら
れ
た
文
献
に
は
様
交
な
質
の
も
の
が
あ
っ
て
一
率
の
新
し
い
読
み
方
は
一
度
は
こ
こ
へ
帰
っ
て
か
ら
踏
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら

に
評
価
す
る
こ
と
に
ち
ゅ
う
ち
ょ
を
感
ず
る
場
合
が
あ
る
し
、
そ
れ
ら
を
援
な
く
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．

用
し
て
も
な
お
、
か
な
り
の
部
分
を
著
者
な
ら
び
に
読
者
の
主
観
Ｉ
直
観
に
限
ら
れ
た
誌
面
で
紹
介
す
る
に
は
本
書
は
あ
ま
り
に
豊
か
で
あ
る
が
、
以

頼
ら
な
け
れ
ば
「
佃
植
草
紙
」
の
姿
は
見
え
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
下
、
「
田
植
草
紙
」
歌
謡
の
研
究
に
本
書
が
新
し
く
附
け
加
え
た
も
の
を
、

を
と
ら
え
て
本
書
の
方
法
上
の
限
界
を
指
抽
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
目
に
つ
く
ま
ま
若
干
例
示
す
る
。
ま
ず
、
詩
句
の
解
釈
に
つ
い
て
吹
の
よ
う

は
な
い
ｃ
た
と
え
ば
、
本
書
と
相
前
後
し
て
王
梓
さ
れ
た
渡
辺
昭
五
氏
著
「
田
な
新
見
が
あ
る
。
①
三
九
番
へ
鴛
鴦
の
思
ひ
羽
一
す
げ
得
た
や
頼
み
に
。
鴛

植
歌
謡
と
儀
礼
・
の
研
究
」
は
本
書
の
方
法
に
対
す
る
一
つ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
思
ひ
羽
は
剣
羽
と
も
言
い
、
「
曾
我
物
語
」
巻
五
に
王
に
殺
さ
れ
た
夫
婦

の
書
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
氏
は
そ
の
研
究
意
図
を
「
（
田
植
歌
が
ｌ
ｌ
田
中
が
鴛
鴦
と
な
っ
て
そ
の
思
ひ
羽
で
王
の
首
を
落
す
と
い
う
説
話
が
あ
る
こ
と
、

注
）
謡
わ
れ
る
よ
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
現
象
を
現
象
た
ら
し
め
今
「
歴
世
女
装
考
」
に
鴛
嬬
の
恩
ひ
羽
を
恋
の
成
就
、
夫
婦
和
合
の
誰
符
と
し

日
ま
で
存
続
さ
せ
て
き
た
も
の
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
培
い
養
っ
て
き
た
背
景
て
鏡
台
や
鏡
筥
に
入
れ
る
俗
信
が
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
証

の
供
給
源
を
凝
視
し
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
（
同
響
九
三
七
頁
）
と
説
明
し
て
し
、
こ
の
オ
ロ
シ
の
背
景
に
庶
民
生
活
の
息
づ
き
を
通
わ
せ
る
こ
と
に
成
功

い
る
。
い
わ
ば
Ⅲ
植
歌
を
、
そ
れ
を
生
ん
だ
農
民
の
心
情
の
一
番
奥
の
と
こ
し
た
こ
と
。
②
七
五
番
親
歌
で
へ
衣
の
嬢
に
何
や
ろ
、
と
問
い
か
け
、
』
子
歌

ろ
に
投
射
し
て
そ
の
投
影
図
と
し
て
読
も
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
一
方
又
、
で
へ
墨
、
硯
、
筆
、
・
・
…
・
と
答
え
る
の
は
、
「
肩
、
袖
、
袖
、
腰
…
…
」
と
帷

渡
辺
氏
の
方
法
と
は
ち
ょ
う
ど
対
照
的
な
位
置
に
、
時
代
的
な
背
景
に
は
あ
子
な
ど
の
部
分
を
あ
げ
次
食
と
そ
こ
の
絵
模
様
を
う
た
い
あ
げ
る
踊
歌
の
一

ま
り
拘
泥
せ
ず
、
そ
れ
を
現
代
読
者
の
精
神
に
投
影
さ
せ
現
代
の
詩
精
神
に
種
の
図
柄
尽
し
の
歌
章
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
例
証
し
、
こ
の
歌
の
京
憧

ど
の
よ
う
な
衝
撃
を
与
え
る
か
と
い
う
関
心
に
支
え
ら
れ
て
読
も
う
と
す
る
慣
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
。
③
一
三
一
番
へ
空
色
の
檜
扇
に
月
の
輪

立
場
が
あ
る
。
塚
本
邦
雄
氏
や
新
間
進
一
氏
ら
の
こ
れ
ま
で
の
発
言
は
こ
の
を
画
い
た
と
。
空
色
の
地
に
月
の
意
匠
が
戦
国
武
者
の
扇
に
好
ま
れ
た
も
の

立
場
の
も
の
で
あ
り
、
筆
者
も
か
っ
て
こ
の
立
場
か
ら
発
言
を
し
た
こ
と
が
で
あ
っ
た
こ
と
を
「
平
家
物
語
‐
｜
「
源
平
盛
衰
記
」
「
出
陣
聞
書
」
「
軍
陣

あ
っ
た
。
今
か
り
に
三
様
に
分
け
た
が
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
の
眈
聞
書
」
「
随
兵
次
第
」
な
ど
に
よ
っ
て
考
証
し
、
さ
ん
ぱ
い
や
田
主
に
武
将

『
田
植
草
紙
歌
謡
全
考
注
』
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の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
う
た
う
と
こ
ろ
な
ど
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
田
植

草
紙
」
歌
謡
全
般
の
武
者
好
み
の
美
意
識
の
表
わ
れ
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
。

な
ど
。
次
に
、
詩
型
や
構
成
、
組
織
の
認
識
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
新
見
が

あ
る
。
④
親
歌
、
子
歌
か
け
あ
い
の
原
型
を
呪
的
、
儀
礼
的
な
問
答
唱
和
に

あ
る
と
見
（
こ
れ
は
土
橋
寛
氏
『
古
代
歌
謡
の
世
界
』
の
所
説
を
敷
術
し
た
も
の
と
い

う
）
、
親
歌
の
問
に
答
え
る
歌
は
祝
い
の
精
神
で
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
状
態

を
歌
う
の
が
基
本
で
あ
る
と
し
た
。
そ
う
し
て
こ
の
二
つ
の
も
の
が
か
も
し

出
す
も
の
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
唱
揺
形
式
が
オ
ロ
シ
で
あ
る
と
見
た

こ
と
。
（
渡
辺
氏
前
掲
吾
も
ほ
ぼ
何
意
見
。
）
⑤
二
○
番
の
よ
う
に
オ
ロ
シ
の
数
が

多
い
こ
と
は
田
植
の
実
際
か
ら
考
え
て
そ
の
能
率
を
下
げ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
ハ
レ
の
儀
式
の
中
の
文
芸
と
し
て
は
必
ず
し
も
不
向
然
で
な
か
っ
た
し
、

田
植
の
場
か
ら
離
れ
て
双
紙
の
上
で
読
ま
れ
る
た
め
の
（
い
わ
ば
机
上
の
）
文

芸
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
と
し
た
こ
と
。
⑤
朝
、
昼
、
晩
歌
各
冒
頭
の

一
つ
歌
の
連
鎖
に
つ
い
て
、
単
な
る
時
間
調
節
用
の
「
端
歌
」
と
は
ち
が
い
、

一
定
の
主
題
に
統
一
さ
れ
た
、
田
植
歌
の
組
織
の
中
で
重
要
な
ポ
ス
ト
を
占

め
る
役
歌
で
あ
る
と
し
て
重
視
し
た
こ
と
。
⑦
「
田
植
草
紙
」
は
冒
頭
に
朝

日
長
者
の
歌
を
置
き
、
末
尾
に
し
ゅ
つ
も
り
長
者
の
歌
を
置
い
て
い
る
が
、

ハ
レ
の
儀
礼
に
お
け
る
田
人
の
意
識
で
は
長
者
伝
説
は
現
実
の
田
主
（
豪
農
）

に
重
な
り
あ
っ
た
筈
だ
と
考
え
て
、
「
田
植
草
紙
」
に
全
篇
を
田
主
讃
歌
集

と
し
て
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
こ
と
。
な
ど
。

第
三
に
、
詩
句
の
伝
承
関
係
に
お
け
る
「
田
植
草
紙
」
の
独
自
性
の
指
摘
に
次

の
よ
う
な
新
見
が
見
ら
れ
る
。
③
和
歌
、
物
語
の
表
現
を
一
段
ひ
ね
っ
て
独

自
性
を
出
し
て
い
る
と
見
た
こ
と
。
二
六
番
へ
た
ち
く
せ
に
迷
ふ
は
鴫
の

6，
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羽
風
に
。
和
歌
、
連
歌
で
は
「
鴫
の
羽
掻
」
が
常
套
。
三
一
番
関
連
歌
「
金

井
坐
本
」
の
べ
細
子
あ
ゆ
め
や
蔦
の
細
道
。
「
蔦
の
細
道
」
は
伊
勢
物
語
に

さ
か
の
ぼ
る
が
、
業
平
の
分
け
入
っ
た
宇
津
の
山
の
蔦
の
細
道
に
「
田
植
労

働
者
の
一
員
で
あ
り
、
し
か
も
呪
的
人
物
で
あ
り
、
ま
た
美
し
く
田
人
の
心

を
と
ら
え
る
幻
想
の
人
で
も
あ
っ
た
」
お
な
り
人
を
配
し
た
。
な
ど
。
⑨
中

古
以
来
の
伝
統
的
農
耕
神
事
歌
謡
の
表
現
を
中
世
小
歌
的
に
歌
い
変
え
て
い

る
と
見
た
こ
と
。
三
六
番
へ
手
に
盛
り
入
れ
て
御
所
へ
参
ら
う
や
れ
。
「
風

俗
歌
、
荒
佃
」
以
下
先
行
歌
す
顎
へ
て
「
宮
へ
参
ら
う
」
で
あ
る
。
「
御
所
へ

参
ら
う
は
中
仙
小
歌
の
表
現
で
、
「
鷺
保
教
狂
言
伝
害
小
舞
〃
兎
角
子
供
達

は
〃
」
に
見
ら
れ
る
。
な
ど
。
⑩
中
世
小
歌
の
と
り
入
れ
に
際
し
て
も
又
田

植
歌
ら
し
い
歌
い
変
え
が
あ
る
と
見
た
こ
と
。
九
四
番
は
「
閑
吟
集
」
二
六

番
（
同
類
歌
は
狂
言
歌
謡
、
踊
歌
等
に
も
）
と
類
似
し
て
い
る
が
、
花
を
慈
し
む

心
は
共
通
で
も
「
田
植
草
紙
」
は
「
閑
吟
集
」
の
よ
う
に
「
烏
を
追
う
」
と

は
歌
わ
な
い
。
「
へ
花
漏
ら
す
な
や
。
と
呼
び
か
け
な
が
ら
、
梅
の
花
に
遊

ぶ
鴬
を
美
的
な
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
呪
的
な
，
も
の
と
し
て
見
聞
す
る
村
人

の
心
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
」
と
見
る
。
一
二
一
番
は
「
閑
吟
集
」
二
一

七
番
の
類
歌
だ
が
弓
閑
吟
集
』
の
小
歌
が
、
結
果
と
し
て
は
ヘ
ー
つ
の
点

を
深
く
ほ
り
さ
げ
、
そ
の
底
に
あ
る
も
の
を
突
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
「
田

植
草
紙
』
の
歌
謡
は
そ
の
精
神
的
な
深
さ
が
少
な
い
か
わ
り
に
、
周
囲
に
、

即
興
的
に
、
ぴ
ち
ぴ
ち
と
は
じ
け
て
飛
ん
で
ゆ
く
連
想
の
波
紋
を
つ
く
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
」
と
そ
の
相
違
を
説
明
す
る
。
な
ど
。

終
り
に
、
本
書
を
通
読
し
て
筆
者
が
感
じ
た
疑
問
を
一
つ
だ
け
附
記
す
る
。

そ
れ
は
校
異
の
た
め
の
「
田
植
草
紙
」
関
連
諸
本
の
引
用
が
無
秩
序
の
よ
う
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に
見
え
る
場
合
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
伝
承
地
域
や
歌
章
組
織
な
ど
か
ら
見

た
「
田
植
草
紙
」
と
の
親
疎
、
書
写
の
新
旧
、
伝
来
の
経
緯
、
あ
る
い
は
類

句
本
文
の
「
田
植
草
紙
」
該
当
本
文
と
の
文
脈
の
類
似
度
な
ど
、
校
合
諸

本
の
間
に
比
較
能
力
の
差
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
考
注
の
目
的
に
応
じ
て
そ
れ

ぞ
れ
引
用
の
論
理
が
通
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
五
九
番
の
子
歌

へ
斗
の
枡
に
斗
概
に
俵
持
ち
来
た
り
。
の
類
歌
に
は
「
と
か
き
に
」
と
歌
う
も

の
と
「
と
か
け
て
」
一
と
歌
う
も
の
と
あ
る
。
本
書
は
「
と
か
け
て
」
の
「
金

井
坐
本
‐
｜
を
ま
ず
ひ
き
、
以
下
「
ぞ
う
こ
ぐ
や
本
」
「
上
佐
屋
本
」
「
植
歌
」

「
雑
誌
」
「
大
奇
双
紙
」
の
順
で
類
句
を
ひ
く
が
こ
の
内
「
植
歌
」
以
外
は

す
。
へ
て
「
と
か
き
に
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
本
を
こ
の
順
に
ひ
く
理
由
が
筆

者
に
は
分
ら
な
い
。
他
の
歌
の
考
注
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
「
上
大

江
子
本
」
は
「
と
う
の
枡
と
う
か
け
に
」
と
、
一
、
二
句
の
間
に
「
に
」
の

入
ら
な
い
類
句
を
持
ち
、
リ
ズ
ム
の
上
か
ら
注
目
す
べ
き
一
本
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
こ
で
黙
殺
さ
れ
て
い
る
の
も
不
審
で
あ
る
。
本
書
に
は
「
田
植
草
紙
」

歌
謡
一
般
を
大
き
く
ひ
と
ま
と
ま
り
に
と
ら
え
る
態
度
が
感
じ
ら
れ
る
が
、

『
田
植
草
紙
歌
謡
全
考
注
』

毎
審
、
、
雷
》
‐
善

！
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関
連
諸
本
の
「
田
植
草
紙
」
《
と
の
親
疎
の
問
題
に
つ
い
て
は
友
久
武
文
氏
を

は
じ
め
諸
家
の
研
究
業
績
が
積
ま
れ
て
い
る
し
、
本
書
で
も
七
○
番
そ
の
他

の
考
説
で
論
じ
ら
れ
て
い
ふ
の
だ
か
ら
そ
の
観
点
が
引
用
類
歌
の
評
価
に
も

一
貫
し
て
及
ぶ
零
へ
き
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
四
九
番
の
親
歌

へ
鳶
灸
舞
い
上
が
れ
鼠
焼
い
て
突
き
上
げ
て
。
に
校
異
を
示
さ
な
か
っ
た
の

も
不
審
で
あ
る
。
こ
こ
は
諸
本
す
べ
て
「
つ
き
あ
け
う
」
で
あ
り
、
「
田
植
草

紙
」
の
表
現
は
孤
例
で
あ
る
。
本
書
が
こ
れ
と
同
じ
発
想
の
も
の
と
し
て
示

す
童
歌
も
又
す
べ
て
「
・
・
・
…
よ
う
」
の
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、

こ
こ
は
ぜ
ひ
解
説
の
ほ
し
い
と
こ
ろ
。
山
内
洋
一
郎
氏
編
「
田
植
草
紙
総
索

引
」
の
校
訂
本
文
は
諸
本
に
よ
り
「
上
げ
う
」
と
し
て
い
る
。
本
書
は
類
歌

の
引
用
多
く
、
一
種
の
関
連
歌
謡
資
料
集
と
し
て
の
用
途
を
も
果
す
と
考
え

ら
れ
る
だ
け
に
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
整
備
を
も
希
望
す
る
も
の
で
あ

る
。
（
昭
和
四
九
・
九
・
二
○
）

（
た
な
か
・
え
い
い
ち
島
根
大
学
助
教
授
）
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