
と
あ
る
よ
う
に
、
娘
は
説
門
の
上
、
父
は
門
外
、
錦
、
持
女
は
高
欄
に
姿
絵
を
押
開

き
、
柄
付
き
の
鏡
を
さ
し
出
し
、
月
の
光
に
映
し
て
見
く
ら
べ
る
の
で
あ
る
o

し

か
し
月
夜
に
楼
下
の
人
の
顔
を
鏡
に
写
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
o

こ
れ
は
無

理
で
み
の
る
o

け
れ
ど
も
其
の
場
面
の
情
味
曙
か
な
描
写
と
、
絵
雨
的
録
台
函
に
、
人
々
は
理

窟
を
忘
れ
て
喜
び
、
そ
の
明
ら
か
に
嘘
と
分
る
「
段
」
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
そ

し
で
遂
に
こ
の
場
面
は
後
の
「
忠
臣
蔵
」
に
お
い
て
、
紀
国
の
場
に
使
用
さ
れ

「
お
か
る
が
二
階
の
延
べ
鏡
」
と
階
下
の
由
良
之
助
と
の
場
面
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

以
上
は
近
松
の
作
品
の
中
か
ら
二
例
を
引
用
し
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼

の
作
品
に
つ
い
て
吾
一

3ι
る
事
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ら
う
。
例
え
ば
近
松
の
悲

劇
曲
で
あ
る
心
中
物
を
味
わ
っ
て
み
る
と
、
悲
劇
的
内
容
に
も
か
L
わ
ら
ず
全
曲

の
間
に
一
一
俸
の
明
る
さ
が
流
れ
て
お
ザ
、
悲
一
痛
な
や
る
せ
な
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い

で
、
可
哀
想
と
い
う
同
情
心
の
内
に
も
一
種
の
柔
い
快
感
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
れ

は
桔
局
彼
の
創
作
目
的
、
即
ち
見
物
人
の
魂
を
解
放
し
、
心
を
慰
め
る
と
い
う
態

度
の
具
現
で
あ
る
o

彼
は
悲
痛
な
現
実
の
姿
、
、
主
人
公
が
死
ぬ
迄
の
悲
し
い
事
実

を
正
確
に
只
措
き
放
し
に
す
る
の
で
は
な
く
、
「
虚
実
皮
膜
論
」
に
従
っ
て
現
実

的
悲
劇
を
描
写
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
現
実
を
越
え
た
浪
漫
的
な
明
る
さ
を
加
え
て

民
衆
に
「
慰
み
」
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

具
こ
れ
は
彼
の
悲
劇
曲
の
み
で
な
く
全
作
品
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
阪
出
史
物
語

に
つ
い
て
み
て
も
、
古
い
時
代
に
材
料
を
取
っ
て
書
い
た
か
ら
と
言
っ
て
、
決
し

て
厳
密
な
歴
史
上
の
事
実
に
の
み
立
脚
し
て
書
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
衣
装

で
も
以
俗
で
も
主
活
で
も
皆
元
－
深
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
L
に
近
松
が
民

衆
に
「
慰
み
」
を
提
供
す
る
為
に
用
い
た
「
虚
実
皮
膜
論
」
の
具
現
さ
れ
た
姿
を

見
る
の
で
あ
る
o

（
湖
東
中
学
校
勤
務
）

一 一

け
る
西
行
の
投
MU

一一一一

在十点下山に
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子

西
行
に
私
淑
す
る
こ
と
が
深
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
百
廷
が
、
西
行
の
文
学
を
ど

の
よ
う
に
と
り
入
れ
た
か
。
そ
し
て
、
官
蕉
は
、
西
行
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態

度
を
も
っ
て
対
し
て
い
た
か
。

百
蒸
の
全
一
作
品
に
日
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
発
旬
、
連
旬
、
文
章
、
書

簡
な
ど
に
明
ら
か
に
西
行
の
影
響
あ
り
と
認
め
ら
れ
た
る
個
所
を
あ
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
考
窓
を
す
L

め
た
。

一一

芭
蕉
は
、
文
学
作
品
を
通
じ
て
息
づ
い
て
い
る
詩
人
た
ち
の
生
き
方
に
対
し
て

深
い
讃
仰
の
情
を
よ
ぜ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
古
詩
人
た
ち
の
中
で
も
特
に

西
行
の
「
人
格
」
「
生
一
泊
」
そ
し
て
そ
の
「
美
術
」
に
深
い
理
解
を
も
ち
、
尊
敬
の

念
を
も
っ
て
終
始
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
文
を
二
・
コ
一
あ
げ

て
み
る
と
、

「
俳
諮
一
一
葉
集
」
の
成
票
集
の
政
支
に
、
百
一
焦
が
、

「
佑
と
風
雅
の
そ
の
生
に
あ
ら
ぬ
は
、
西
行
の
山
家
を
尋
ね
て
、
人
の
ひ
ろ
は

ぬ
蝕
英
也
」

と
述
べ
て
い
る
。
「
危
栗
」
と
「
蝕
粟
」
と
が
異
る
と
の
部
刺
か
ら
出
た
も
の
で
あ

っ
て
、
西
行
の
山
家
生
活
を
慕
う
一
円
蒸
の
心
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
共
に
、

「
わ
び
」
と
「
風
雅
」
と
を
求
め
る
心
の
切
な
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

「
陪
峨
日
記
」
の
中
に
、
「
山
家
集
」
の
一
首
「
訪
ふ
人
も
思
ひ
た
え
た
る
山
里
の

訴
し
さ
な
く
ば
住
み
憂
か
ら
き
し
」
に
つ
い
て
、
「
一
間
上
人
の
一
苅
ふ
侍
る
は
、
淋
し

さ
を
、
玉
と
す
べ
し
」
と
評
し
て
い
る
の
も
、
「
さ
び
」
即
ち
「
出
阻
止
一
千
」
な
の
で
あ
ろ
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h
hノ

芭
蕉
の
第
一
の
紀
行
集
「
野
さ
ら
し
紀
行
」
を
見
る
と
、
貞
享
二
年
に
大
和
町
他

方
旅
行
中
、
士
口
野
山
の
中
に
籍
居
し
た
が
、
こ
れ
は
西
行
の
遺
跡
を
探
る
旅
の
一

環
L

で
あ
り
、
故
人
へ
の
随
一
怯
の
深
さ
を
も
想
像
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一

宮
川
ド
、

官
民

「
西
上
人
の
一
一
平
の
庵
の
跡
は
、
お
く
の
院
よ
り
、
右
の
万
二
町
ば
か
り
わ
け
入

ほ
ど
柴
人
の
か
よ
ふ
道
の
み
わ
ず
か
に
あ
り
て
、
さ
か
し
き
谷
を
隔
て
た
る
い

と
尊
し
。
か
の
と
く
と
く
の
清
水
は
む
か
し
に
か
は
ら
ず
と
見
え
て
、
今
も
と

く
と
く
と
雫
落
け
る
。

露
と
く
／
＼
こ
こ
ろ
み
に
浮
世
す
す
が
ば
や
」

と
あ
る
。
「
い
と
尊
し
」
に
お
い
て
、
芭
奈
が
西
行
を
畏
敬
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
西
行
は
山
家
の
後
三
年
の
問
、
吉
野
の
奥
に
隠
棲
し
て
、
年
々
の
花
を
楽
し

ん
で
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
跡
と
し
て
記
念
の
小
騒
が
め
っ
た
こ
と
が
、

定
文
十
一
年
苅
の
「
育
野
山
独
案
内
」
に
の
っ
て
い
る
o

「
奥
の
院
四
方
正
面
硲
仏
の
堂
あ
り
、
山
の
阻
を
三
町
制
収
行
苔
清
水
と
い
へ
る

名
水
あ
り
、
此
ほ
と
り
に
西
行
隠
向
日
一
一
を
む
す
ば
れ
し
、
そ
の
跡
に
小
笠
を
た
て
、

彼
の
法
的
の
御
影
有
υ
」

で
あ
っ
て
、
芭
廷
は
西
行
の
遺
跡
を
慕
っ
て
、
苔
清
水
を
尋
ね
て
い
る
。
故
に
、

文
中
「
か
の
と
く
と
く
の
清
水
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
苔
清
水
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
「
露
と
く

J
亡
の
句
は
、
西
行
の
詠
ん
だ
歌
と
し
て
伝
え
ら
れ

て
い
ると

く
と
く
と
落
つ
る
岩
間
の
苔
清
水

汲
み
ほ
す
ほ
ど
も
な
き
住
居
か
な

を
路
ん
だ
も
の
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
は
、
西
行
の
家
集
に
は
見

え
な
い
。
し
か
し
、
前
蒸
は
じ
め
、
一
索
堂
・
其
角
な
ど
は
、
西
行
作
と
信
じ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
o

ぞ
れ
は
、
こ
の
時
代
口
一
｝
踊
が
確
実
な
史
書
の
歌
と
同
様
に
社

会
か
ら
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
諮
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
百
若
い
は
、
西
行
の

歌
に
一
山
ま
れ
た
と
く
／
＼
の
清
水
は
、
実
に
品
川
潔
で
あ
っ
て
、
試
み
に
こ
の
水
を

飲
ん
で
、
浮
此
の
陸
一
円
に
汚
さ
れ
て
い
る
’
円
分
の
桁
闘
を
山
い
す
L
き
た
い
と
思

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
西
行
の
庭
跡
に
立
っ
て
、
西
行
の
起

NZ一
目
浄
な
心
境

に
深
く
思
い
を
寄
せ
て
い
た
と
祭
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
西
行
の
ふ
一
口
野
山
の
歌
に

は
、
そ
の
限
な
い
山
の
幽
寂
鋭
を
鼠
じ
た
句
が
相
当
あ
る
の
で
、
百
北
悼
ん
は
そ
れ
ら

の
歌
に
も
心
止
を
ひ
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
。

そ
の
翌
々
年
の
貞
一
手
四
年
に
再
び
近
議
旅
行
に
前
途
し
た
時
の
紀
行
は
、
「
吉
野

紀
行
」
の
名
も
あ
る
よ
う
、
か
さ
ね
て
こ
の
同
行
陪
附
近
を
訪
ね
て
い
る
。

「
苔
清
水

春
雨
の
木
下
に
っ
た
ふ
清
水
か
な

よ
し
野
の
花
に
一
一
一
日
と
ど
さ
り
て
、
明
ぼ
の
た
そ
が
れ
の
け
し
き
に
む
か
ひ
、

右
引
の
月
の
め
は
れ
な
る
さ
ぎ
な
ど
、
心
に
せ
ま
り
胸
に
み
ち
て
、
あ
る
は
限

政
公
の
な
が
め
に
う
ば
は
れ
、
河
行
の
枝
折
に
一

J

ご
よ
ひ
、
か
の
貞
己
中
一
が
こ
れ
は

／
＼
と
打
な
ぐ
り
た
る
に
、
設
い
は
ん
言
葉
も
な
く
て
、
い
た
づ
ら
に
口
を
閉
ぢ

た
る
い
と
口
を
し
」

と
あ
っ
て
、
新
」
山
ヘ
」

t

制
的
の
も
の
を
求
め
る
一
川
京
の
一
両
士
口
に
し
て
治
抱
一
な
趣
味
が

溢
る
斗
ば
か
り
に
尾
ら
れ
る
ο

文
中
、
コ
凶
行
の
一
枝
折
」
と
一
マ
一
口
っ
て
い
る
の
は
、
西

行
の
詠
ん
だ

よ
し
の
山
去
年
の
し
を
り
の
道
か
へ
て

ま
だ
見
ぬ
万
の
花
房
一
た
づ
ね
む

の
歌
の
こ
と
で
あ
る
。
芭
蒸
は
吉
野
に
三
日
滞
在
し
て
思
い
の
ま
L
に
一
春
色
の
情

趣
に
浸
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
西
行
一
万
況
の
地
で
あ
る
吉
野
が
如

何
に
放
く
日
系
の
心
を

P

一
戸
引
し
た
か
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

ま
た
、
「
お
く
の
細
道
」
に

寺
崎
の
入
一
れ
を
ね
に
間
さ
し
て
、
内
訟
の
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月
を
た
れ
た
る
、
汐
越
の
松
西
行

此
の
一
首
に
て
数
A
A
議
き
た
り
。
も
し
一
一
訴
を
加
ふ
る
も
の
は
、
無
用
の
指
を

立
つ
る
が
ご
と
し
o
」

と
あ
る
の
を
み
る
と
、
芭
廷
は
こ
の
「
よ
も
す
が
ら
」
の
歌
を
西
行
耐
と
’
伯
じ
て
、

そ
の
遺
跡
を
探
ね
、
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
よ

も
す
が
ら
」
の
歌
は
、
西
行
作
の
誌
は
な
く
て
遥
如
上
人
の
文
中
、
「
吉
崎
に
て
」

と
前
書
の
あ
る
回
首
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
百
奈
は
、
西
行
詠
と

い
え
ば
、
そ
の
真
偽
を
深
く
探
り
も
し
な
い
で
盲
目
的
に
そ
れ
を
信
じ
こ
み
、
設

喫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
芭
奈
は
こ
の
よ
う
に
、
盲
信
に
近
い
態
度
で
、
西
行
を

道
の
先
達
と
し
て
深
く
敬
愛
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
西
行
を
つ
ぐ
も
の

と
し
て
の
強
い
自
信
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

一
万
棟
六
年
、
許
六
が
帰
郷
を
送
る
銭
別
に
、
百
十
焦
は
「
柴
門
辞
」
と
い
う
文
を

書
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

「
予
が
風
雅
は
夏
燈
冬
扇
の
ご
と
し
。
衆
に
さ
か
ひ
て
用
る
所
な
し
。
た
H
A

釈

問
西
行
の
こ
と
ば
の
み
、
か
り
初
に
い
ひ
ち
ら
さ
れ
し
、
あ
だ
な
る
た
は
ぶ
れ

ご
と
も
、
あ
は
れ
な
る
処
お
ほ
し
o
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
俊
成
や
西
行
の
言
葉
は
、
た
ど
ち
ょ
っ
と
し
た
と
り

と
め
も
な
い
戯
れ
の
歌
で
も
、
し
み
じ
み
と
心
ひ
か
れ
る
も
の
が
多
い
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
が
、
如
何
に
芭
蕉
が
俊
成
の
幽
玄
や
、
西
行
の
長
高
の
風
趣
に
心
を

よ
せ
て
い
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
率
一
に
よ
っ
て
、
芭
t
鴨
川
が
西
行
に
対
し
て
、
深
く
政
慕
の
情
を
よ
せ

て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
芭
蕉
の
書
館
の
中
に
も
同
様
の
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
ご
通
が
あ
る
。
（
省
略
）

芭
蕉
の
俳
詰
と
い
う
と
、
そ
の
作
法
上
の
重
大
な
名
目
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

「
さ
び
」
、
「
し
を
り

H
Z細
み
」
、
「
に
ほ
ひ
」
、
「
ひ
伸
子
き
」
、
「
う
つ
り
」
、
「
お
も

か
げ
」
な
ど
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
大
部
分
が
前
世
の
歌
山
平
か
ら
伝
わ
っ
て
来
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
芭
蕉
は
そ
れ
を
そ
の
ま
L
と
り
入
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

整
恕
し
た
り
、
ぞ
れ
以
上
に
進
化
さ
せ
な
が
ら
、
句
作
休
験
の
上
に
は
た
ら
か
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
行
に
対
し
て
で
も
あ
っ
て
、
市
〕
奈
は
、
丙
行
の
生
活

と
そ
の
美
術
に
深
い
理
慢
を
も
ち
、
敬
愛
を
も
っ
て
終
始
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
創
作
活
動
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
模
倣
を
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
西
行
の
和
歌
に
匹
胎
し
た
り
、
或
は
換
号
し
た
り
、
西
行
の
和
歌

の
こ
と
ば
を
用
い
た
り
な
ど
、
西
行
の
字
句
を
そ
の
ま
L
と
り
入
れ
て
い
た
り
し

て
い
る
部
分
は
相
当
に
み
ら
れ
る
。
先
ず
句
に
つ
い
て
そ
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

O
命
な
り
わ
ず
か
の
笠
の
下
涼
み

こ
れ
は
、
竹
人
の
「
芭
蕉
品
川
全
伝
」
に
み
ら
れ
る
句
で
あ
っ
て
、
宗
一
房
が
江
戸
初

下
り
の
途
中
、
佐
夜
の
中
山
に
て
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
（
仲
間
夢
編
の
「
芭
蕉
翁
発
句

集
」
に
も
の
っ
て
い
る
。
）
こ
の
句
は
、
「
新
古
今
集
」
に
ゐ
る
西
行
法
師
の
詠
ん

だ

。ο

年
た
け
て
ま
た
越
ゆ
ぺ
し
と
お
も
ひ
き
や

命
な
り
け
り
さ
よ
の
中
山

の
和
歌
を
背
景
と
し
て
、
自
分
が
こ
う
し
て
旅
路
の
一
笠
に
暑
さ
を
し
の
ぎ
つ
L
、

佐
夜
の
中
山
を
越
え
る
と
い
う
こ
と
も
、
西
行
の
一
言
っ
た
よ
う
に
命
あ
れ
ば
こ
そ

だ
と
の
句
意
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
同
行
の
も
つ
宗
教
的
感
謝
の
念
と
も

い
ろ
べ
き
も
の
か
ら
、
軽
妙
に
さ
り
げ
な
く
伐
市
的
に
転
換
さ
れ
て
い
て
、
西
行

の
歌
の
横
倣
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
。
ぎ
た
、
こ
の
匂
は
特
に
芭
蕉
に
深

い
感
銘
を
あ
た
え
た
も
の
と
見
え
て
、
こ
の
匂
の
外
に

命
こ
そ
苧
種
よ
叉
今
日
の
月

忘
れ
ず
ば
佐
夜
の
中
山
に
て
涼
め

命
一
一
つ
中
に
生
き
た
る
桜
か
な

と
い
う
句
が
み
え
て
い
る
。



。
あ
す
は
綜
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や

こ
の
句
の
「
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」
の
部
分
は
、

津
の
国
の
難
波
の
春
は
一
歩
な
れ
や

授
の
枯
葉
に
瓜
わ
た
る
な
り

と
い
う
西
行
の
和
歌
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
綜
を
つ
L
む
誌
の
奨
か
ら
難
波

を
連
想
し
、
思
い
を
西
行
の
和
歌
に
よ
せ
て
「
難
波
の
枯
程
一
一
一
歩
な
れ
や
」
と
誌
ん

で
い
る
o

光
院
は
過
ぎ
易
い
も
の
で
あ
っ
て
、
難
波
の
訟
の
枯
葉
の
冬
は
夢
と
過

f
t
、
あ
す
は
麗
の
若
葉
で
巻
い
た
綜
を
そ
な
え
る
端
午
の
節
句
で
あ
る
と
い
う
の

が
句
意
で
あ
る
が
、
と
の
句
も
前
の
句
と
同
様
、
一
凶
行

ρ款
の
単
な
る
槙
似
で
は

な
く
て
、
同
行
の
も
つ
平
安
末
期
間
な
幽
玄
の
批
界
を
綜
と
い
う
こ
と
ば
で
現
実

化
し
、
卑
俗
化
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
近
世
的
世
界
に
転
換
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
新
し
い
世
界
へ
の
展
開
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

。
年
哀
れ
ぬ
笠
き
て
一
一
早
設
は
み
と
な
が
ら

こ
の
匂
は
、
「
山
家
集
」
に

一
回
よ
り
も
心
ぼ
そ
く
一
七
思
ほ
ゆ
る

旅
の
店
一
に
て
年
の
く
れ
ぬ
る

と
あ
る
一
凹
行
の
歌
を
踏
ん
で
い
て
、
百
行
が
「
心
制
く
ぞ
思
ほ
ゆ
る
」
と
主
観
的

な
気
持
、
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
芭
誌
は
、
「
丘
一
一
一
市
て
草
珪
は
き
な

が
ら
」
と
客
罰
的
に
、
即
物
的
に
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
o

こ
の
こ
と
は
、
俳
誌

的
に
な
さ
れ
た
と
み
て
も
よ
い
と
思
う
。

以
よ
の
こ
と
は
、
句
の
上
に
の
み
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
百
十
店
の
言
語
文
中
一
日
干

の
い
ず
っ
こ
に
も
そ
れ
ら
し
い
部
分
辛
口
叫
ん
凡
ら
れ
る
o

例
え
ば
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の

伊
勢
の
西
行
谷
に
お
い
て
、

「
暮
て
外
宮
に
山
一
日
待
り
け
る
に
一
ノ
詰
表
の
除
ほ
の
ぐ
ら
く
、
倒
底
的
川
一
々
に
見

え
て
、
民
ー
の
松
町
出
身
に
し
む
計
ふ
か
き
心
を
起
1
v
て、

み
そ
一
九
日
ら
及
、
な
抱
一
あ
ら
し
」

「
新
古
今
集
」
に
あ
る

の
記
事
が
あ
る
。
外
宮
を
参
拝
し
て
「
ぎ
た
上
も
な
き
峰
の
松
岡
州
」
の
身
に
し
む

と
こ
ろ
は
、
「
寸
鼓
菜
」
に
凶
行
の
歌
と
し
て

ふ
か
く
入
り
て
神
路
の
奥
を
尋
ぬ
れ
ば

ま
た
上
も
な
き
峯
の
松
風

と
あ
る
の
を
踏
ん
で
い
る
。
「
西
行
物
語
」
に
は
、

「
科
…
以
内
山
の
民
お
ろ
せ
ば
峰
の
紅
葉
御
袋
す
そ
川
の
流
に
護
き
錦
を
さ
ら
す
。

ふ
と
御
拐
の
松
を
凡
や
れ
ば
、
千
と
せ
の
み
ど
り
柏
に
顕
る
・
：
：
（
中
路
）
：
：
：

こ
と
に
月
の
光
も
澄
み
の
ぼ
り
け
れ
ば
、

神
路
山
月
さ
や
か
な
る
ち
か
ひ
に
て

天
が
下
を
ば
照
ら
す
な
り
け
り
」

、
と
あ
り
、
句
の
「
千
と
ぜ
の
松
」
と
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
由
民
の
細
道
」
は
そ
の
全
鰐
が
ほ
と
ん
ど
歌
枕
へ
の
探
一
宗
を
目
的
と
し
た
旅
行

記
で
あ
る
が
、
西
行
の
旅
の
あ
と
も
随
分
尋
ね
て
い
る
。
そ
の
一
節
に
、

「
弥
生
も
末
の
七
日
、
明
け
ぼ
の
L
空
雌

L

？
と
し
て
、
月
は
有
聞
に
て
光
を
さ

ま
れ
る
も
の
か
ら
、
不
一
一
の
決
幽
か
に
見
え
て
、
上
野
・
谷
中
の
花
の
柑
ぎ
た

い
つ
か
は
と
心
細
し
。
」

と
あ
る
o

こ
れ
は
、
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
き
か
ふ
年
も
ま
た
旅
人
な

り
・
：
：
と
矢
立
の
筆
を
起
こ
し
て
、
草
の
戸
の
出
「
一
J

の
模
様
で
あ
る
ο
「
主
た
い

つ
か
は
と
」
は
、
西
行
が
仁
和
二
年
十
月
十
日
、
四
国
へ
旅
す
る
時
、
加
茂
社
へ

夜
泊
り
し
た
折
の

「
仁
和
二
年
十
月
十
日
の
夜
ま
ゐ
り
て
、
幣
ま
ゐ
ら
せ
け
り
：
：
・
木
の
間
の
凡

ほ
の
ぼ
の
と
常
よ
り
も
！
川
押
さ
び
て
、
哀
れ
に
史
え
て
一
的
ふ
け
る
。

か
し
こ
ま
る
し
で
に
涙
の
か
L
る
か
な

ま
た
い
つ
か
は
と
思
ふ
心
に
」

た
踏
ん
で
い
る
。

以
し
ム
は
、
一
同
行
の
和
歌
が
ど
ん
な
叫
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
主
か
を
み
て
き
た

一（ 14）ー



の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
雪
守
え
る
こ
と
は
、
芭
蕉
は
西
行
を
敬
慕
す
る
の
あ
ま
り
、

西
行
の
和
歌
の
字
句
を
そ
の
ま
L
自
分
の
匂
に
と
り
入
れ
た
り
は
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
模
倣
で
は
な
く
、
そ
の
句
が
独
立
し
て
も
意
味
を
な
す
よ

う
に
そ
の
意
味
情
越
を
も
空
か
し
な
が
ら
と
り
入
れ
て
い
る
こ
主
で
あ
る
。
そ
し

て
、
他
方
で
は
、
西
行
の
心
を
心
と
し
て
新
し
い
展
開
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
棋
院
日
記
」
を
み
る
と
、

「
廿
一
一
日
、
朝
の
間
雨
降
。
今
日
は
人
も
な
く
さ
び
し
き
ま
L
に
む
だ
書
し
て

遊
ぶ
。

其
詞

喪
に
居
る
も
の
は
悲
し
み
を
あ
る
じ
と
し

酒
を
飲
む
も
の
は
た
の
し
み
を
主
と
し

愁
に
往
す
る
も
の
は
愁
を
あ
る
じ
と
し

徒
然
に
往
す
る
も
の
は
つ
れ
づ
れ
を
主
と
す

さ
び
し
さ
な
く
ば
う
か
ら
ま
し
と
、
西
上
人
の
よ
み
侍
る
は
、
さ
び
し
さ
を
主

な
る
べ

L
。

叉
よ
め
る

山
旦
に
こ
は
ま
た
誰
を
よ
ぶ
こ
烏

ひ
と
り
す
ぎ
ん
と
思
ひ
し
も
の
を

独
す
む
ほ
ど
お
も
し
ろ
き
は
な
し
。
長
路
隠
士
の
日
、
客
は
半
日
の
闘
を
得
れ

ば
、
主
は
半
日
の
関
を
失
う
。
素
堂
此
の
詞
を
一
崎
市
に
あ
は
れ
む
。
予
も
亦

う
き
我
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
か
ん
こ
烏

と
は
あ
る
寺
に
独
居
て
一
一
百
ひ
し
句
な
り
」

と
あ
っ
て
、
「
さ
び
し
さ
な
く
ば
う
か
ら
ま
し
」
は
、
「
山
家
集
」
の
西
行
歌

と
ふ
人
も
思
ひ
た
え
た
る
山
里
の

さ
び
し
さ
な
く
ば
住
み
う
か
ら
ま
し

を
指
し
、
「
山
呈
に
」
の
歌
に
、
同
じ
く
「
山
家
集
」
に
「
山
家
呼
子
鳥
」
と
題
し
て

山
さ
と
に
誰
を
叉
こ
は
よ
ぷ
こ
烏

ひ
と
り
の
み
こ
そ
牧
き
む
と
思
ふ
に

と
あ
る
の
を
指
し
て
い
る
。
蒸
臥
の
円
熱
を
示
す
「
猿
蓑
」
を
生
み
出
し
つ
L
、

rh峨
の
去
来
庖
に
お
い
て
消
閑
生
活
の
う
ち
に
も
、
西
行
を
ふ
亨
え
ワ
L
、
設
の

一
一
同
夜
円
で
あ
る
呼
子
鳥
を
か
ん
こ
烏
と
か
え
た
よ
う
に
、
閑
居
の
わ
び
し
さ
、
自
然

の
中
に
「
ひ
と
り
」
を
感
じ
た
西
行
の
あ
は
れ
が
、
蒸
風
の
い
わ
ゆ
る
「
さ
び
」

と
な
っ
て
ゐ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
る
。

ま
た
、
匂
に
つ
い
て
み
て
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、

O
原
中
や
物
に
も
つ
か
ず
附
く
ひ
ば
り

こ
の
句
は
、
「
山
家
集
」
の
西
行
の
歌

ひ
ば
り
鳴
く
荒
野
に
生
ふ
る
姫
百
合
の

な
に
L
つ
く
と
も
な
き
心
か
な

を
陪
ま
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
西
行
の
和
歌
か
ら
独
立
し
て
も
成
り
た
つ
が
、
そ

の
筋
は
西
行
の
和
歌
か
ら
ひ
い
て
来
て
い
る
。

O
脳
よ
り
は
海
苔
を
ば
老
の
売
り
も
せ
で

こ
の
句
は
、
西
行
の

お
な
じ
く
ば
蝋
を
ば
干
し
て
売
り
も
せ
め

蛤
よ
り
は
名
も
た
よ
り
あ
り

の
歌
の
俳
的
同
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
和
歌
的
世
界
か
ら
近
世
的
世
界
に

踏
み
入
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一一一

芭
蕉
の
作
品
を
通
し
て
、
西
行
の
影
響
の
あ
と
を
探
ね
て
来
た
が
、
芭
蕉
が
西

行
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
か
大
き
く
＝
一
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る

よ
う
で
あ
る
。

先
ず
第
一
に
、
芭
蕉
は
、
百
行
の
「
人
格
」
と
「
ι
一
「
活
」
そ
し
て
、
そ
の
「
官
民

術
」
に
深
い
理
解
を
も
ち
、
敬
愛
を
も
っ
て
終
始
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

一(15）ー



こ
と
は
、
芭
蕉
の
全
作
品
々
」
通
じ
て
、
同
行
の
影
響
が
あ
り
そ
う
だ
と
尽
わ
れ
る

個
所
が
他
の
「
古
人
」
或
は
「
古
文
円
f

干
し
の
影
響
を
う
け
て
い
る
と
忠
れ
れ
る
伺

所
よ
り
目
立
っ
て
多
い
と
い
う
こ
と
、
キ
一
一
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
何
で
も
西
行

と
名
の
つ
く
も
の
は
、
そ
の
豆
（
偽
も
た
し
か
め
ず
に
盲
目
的
に
信
じ
こ
み
、
そ
れ

に
随
う
と
い
う
よ
う
な
、
盲
信
随
順
の
態
度
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
も
う
な
づ
け
る
の
で
あ
る
o

第
二
に
、
芭
右
い
は
自
分
の
作
品
に
、
西
行
の
和
歌
の
言
葉
を
用
い
た
り
、
西
行

の
和
歌
に
座
胎
し
た
り
、
或
は
換
骨
し
た
り
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
例

は
非
憶
に
多
く
み
ら
れ
る
が
、
最
初
、
間
行
の
字
句
を
そ
の
ま
L
と
り
入
れ
て
い

た
事
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
発
展
し
、
西
行
の
歌
の
意
味
情
趣
を
生
か
し
な
が
ら
、
西

行
の
和
歌
か
ら
離
れ
て
も
完
全
に
匂
意
を
独
立
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
新
古
今
集
以
来
の
木
歌
取
り
の
歌
な
ど
と
は
異
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
て
、
芭
一
品
一
が
如
何
に
百
行
の
和
歌
に
対
し
て
、
そ
の
消
化
力
が
大
で
あ

っ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
o

つ
ぎ
り
、
芭
蕉
の
匂
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
西
行

の
和
歌
は
、
あ
る
時
は
連
句
に
お
け
る
前
句
の
役
目
を
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
お
も
か
げ
と
な
っ
て
動
い
た
り
、
に
ほ
ひ
と
な
っ

て
漂
っ
た
り
、
ひ
む
き
に
な
っ
て
力
を
ひ
立
か
せ
て
い
る
と
も

A

一
一
円
え
る
の
で
ゐ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
初
か
ら
こ
う
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
や
は
り
初
め
は
和
歌

の
と
り
方
が
、
縫
い
目
の
見
え
な
い
混
成
体
と
は
ち
が
っ
て
い
て
、
そ
の
と
っ
て

来
た
原
形
の
あ
と
が
見
え
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
o

そ
れ
は
、
古
歌
の
一
部

一
句
を
そ
の
ま
L
た
く
み
に
と
り
入
れ
て
は
い
る
の
で
あ
る
が
、
完
全
に
消
化
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

命
な
り
わ
ず
か
の
生
の
し
た
涼
み

露
と
く
／
＼
こ
L

ろ
み
に
浮
品
川
一
す
L
が
ば
や

雪
ち
る
や
穂
屋
の
す
L
ぎ
の
刈
り
残
し

落
ち
く
る
や
一
向
久
の
宿
の
ほ
と

L
Fす

し
ら
菊
の
自
に
た
て
L
み
る
啓
一
も
な
し

な
ど
の
句
で
あ
る
。

第
一
二
に
、
芭
ハ
ム
燃
は
同
行
の
心
を
心
と
し
て
新
し
い
展
開
を
一
不
す
想
茂
を
と
っ
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
百
行
の
和
歌
を
と
り
入
れ
る
に
つ
い
て
も
、
そ
の
和
歌
の

こ
L
ろ
（
和
歌
の
意
味
）
止
を
と
つ
で
い
る
。
そ
し
て
、
和
歌
的
な
も
の
か
ら
近
世

の
牝
諮
的
な
も
の
へ
と
変
え
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

原
中
や
物
に
も
つ
か
ず
附
く
ひ
ば
り

山
中
丹
、
し
心
の
底
や
水
の
月

鵬
よ
り
は
海
苔
を
ば
老
の
売
り
も
せ
で

な
ど
の
句
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
完
全
に
句
怠
も
独
立
し
て
い
て
、
芭
蕉
の
も
の

と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
芭
蕉
の
文
学
的
宗
術
と
し
て
後
批
に
伝
わ
る

と
こ
ろ
の
業
績
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
と
一
一
一
つ
に
わ
た
っ
て
、
芭
芯
一
一
の
文
学
に
お
け
る
占
間
行
の
投
影
を
み
る
の
で
あ

る
が
、
芭
誌
が
生
命
に
お
け
る
玄
大
な
剖
河
川
町
と
し
て
、
山
山
・
家
・
隠
棲
・
漂
泊
等
を

早
く
か
ら
内
得
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
出
t

太
る
し
、
西
行
敬
一
誌
の
契

機
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。（

水
俣
第
一

tp，
子
校
勤
務
）

一（ 16 ）ー

一

いち」

弓さユ
／にy

一一lも

み・
・
万
葉
集
と
八
代
集
を
資
料
と
し
て
・

原

)I買

子

国

万
葉
集
に
於
け
る
「
も
み
有
」
の
用
仰
を
調
査
す
る
に
、
「
紅
葉
」
あ
る
い
は
「
赤

曹
三
の
二
通
り
の
ぱ
別
が
あ
る
。
そ
こ
で
第
一
の
問
題
と
し
て
、
「
貸
契
と
紅
葉
」

の
日
別
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
免
ず
次
の
妄
は
、
万
荒
川
誌
に
於
け


