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江戸文芸に登場する眼鏡について（吉田慎一朗）

江
戸
文
芸
に
登
場
す
る
眼
鏡
に
つ
い
て

　
　
　
　

吉
　
田
　
慎
一
朗

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
:
①
眼
鏡
　
②
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
　
③
漢
詩
　
④
俳
諧
・
川
柳
　
⑤
狂
詩
・
狂
歌
﹈

は
じ
め
に

　
日
本
に
眼
鏡
が
伝
来
し
た
の
は
︑
十
六
世
紀
頃
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル

が
天
文
二
十
年
︵
一
五
五
一
︶
に
周
防
国
の
大
内
義
隆
に
献
上
し
た
も
の
を
最
古
と
す
る
説︶1
︵

と
︑
京
都
大
徳
寺
大
仙
院
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
︑
室
町
幕
府
十
二
代
将
軍
の
足
利
義
晴
︵
一
五
一
一
~
五
〇
︶
が
所
持
し
て
い
た
と
さ
れ
る
も
の
を
最
古
と
す
る
説︶2
︵

の

二
説
が
有
力
で
あ
る
︒
江
戸
時
代
最
初
期
ま
で
の
日
本
に
は
︑
眼
鏡
は
望
遠
鏡
な
ど
と
共
に
︑
珍
し
い
舶
来
品
と
し
て
大
名
や
領

主
に
献
上
・
贈
答
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
や
が
て
製
作
技
術
が
伝
来
し
︑
お
そ
ら
く
貞
享
・
元
禄
期
︵
一
六
八
四
~
一
七
〇

四
︶
頃
に
は
︑
京
・
大
坂
・
江
戸
の
三
都
を
中
心
に
眼
鏡
の
国
内
生
産
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
販
売
形
態
と
し
て
は

大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
︑
店
舗
を
構
え
硝
子
細
工
や
磁
石
と
い
っ
た
他
の
舶
来
品
と
共
に
販
売
す
る
場
合
と
︑
眼
鏡
を
入
れ
た
箱
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を
背
負
っ
て
行
商
す
る
場
合
と
が
あ
っ
た
︒
江
戸
時
代
の
職
人
尽
絵
に
は
︑
筆
師
や
面
打
師
︑
轆
轤
師
な
ど
が
眼
鏡
を
掛
け
て
作

業
を
す
る
様
子
が
度
々
描
か
れ
て
い
る
が
︑
必
ず
し
も
使
用
の
実
態
を
写
し
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
︒
一
方
︑
曲
亭
馬
琴
︵
一
七

六
七
~
一
八
四
八
︶
は
そ
の
晩
年
の
日
記
に
︑
自
身
が
失
明
し
て
い
く
過
程
を
克
明
に
記
し
て
お
り
︑
高
額
の
眼
鏡
を
い
く
つ
も

買
い
求
め
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る︶3
︵

︒

　
そ
の
眼
鏡
は
︑
江
戸
文
芸
に
も
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
る
︒

　
本
稿
で
は
︑
江
戸
時
代
の
様
々
な
文
芸
分
野
に
お
い
て
︑
眼
鏡
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
︒
ま
ず
第
一

節
で
は
︑
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
に
眼
鏡
が
登
場
す
る
事
例
を
見
る
︒
第
二
節
で
は
︑
漢
詩
の
題
材
と
し
て
の
眼
鏡
が
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
か
を
考
察
す
る
︒
更
に
︑
第
三
節
で
は
俳
諧
︑
第
四
節
で
は
川
柳
︑
第
五
節
で
は
狂
詩
・
狂
歌
の
そ
れ
ぞ
れ
に
詠
ま
れ

た
眼
鏡
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒

　
な
お
︑
本
稿
で
紹
介
す
る
事
例
に
は
︑
あ
く
ま
で
も
鼻
眼
鏡
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
み
を
採
用
し
︑
遠
眼
鏡
や
虫

眼
鏡
な
ど
を
指
す
と
思
わ
れ
る
も
の
は
基
本
的
に
除
外
し
た
︵
一
部
例
外
あ
り
︶︒

第
一
節
　
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
に
登
場
す
る
眼
鏡

　
本
節
で
は
︑
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
の
中
に
眼
鏡
が
登
場
す
る
事
例
を
︑
成
立
年
代
順
に
六
作
品
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒

　
最
初
に
︑
近
松
門
左
衛
門
作
﹃
傾け

い

城せ
い

反は
ん

魂ご
ん

香こ
う

﹄︵
宝
永
五
年
︿
一
七
〇
八
﹀
八
月
︑
大
坂
竹
本
座
初
演
︶﹁
土
佐
将
監
閑
居
の

場
﹂
を
挙
げ
る︶4
︵

︒

皆
々
　
あ
れ
〳
〵
︑
あ
そ
こ
へ
出
て
来
た
〳
〵
︒
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将
監
　
な
ん
じ
ゃ
︑
虎
が
出
た
︑
ド
レ
〳
〵
︒
身
共
が
見
届
け
て
つ
か
わ
そ
う
︒

〽
目
鏡
取
り
出
し
将
監
は
︑
庭
に
下
り
立
ち
︑
た
め
つ
す
が
め
つ
打
ち
眺
め
︑

　
ト
二
重
よ
り
下
り
て
庭
下
駄
を
は
き
︑
目
鏡
を
か
け
︑

ハ
テ
不
思
議
や
︒
顔
輝
の
筆
の
竹
に
虎
の
筆
勢
︑
少
し
も
ま
ご
う
方
な
し
︒
し
か
も
新
筆
︑
今
こ
れ
ほ
ど
に
書
か
ん

ず
も
の
︑
狩
野
の
祐
勢
が
忰
四
郎
二
郎
元
信
よ
り
ほ
か
に
な
し
︒
頭
の
筆
勢
眼
の
す
る
ど
さ
︑
書
き
も
書
い
た
り
︑

見
事
々
々
︒

〽
し
ば
し
見
と
れ
て
︑

イ
ヤ
ナ
ニ
百
姓
衆
︑
こ
れ
は
誠
の
虎
に
あ
ら
ず
︒
名
筆
の
画
に
魂
入
っ
て
抜
け
た
る
に
相
違
な
し
︒
そ
の
証
拠
に
は
︑

あ
の
虎
が
駈
け
て
来
た
跡
に
︑
足
形
が
あ
る
ま
い
︒
サ
ア
︑
尋
ね
て
見
や
れ
︒

　
土
佐
派
の
総
帥
︑
土
佐
将
監
光
信
の
邸
付
近
で
虎
の
出
没
騒
ぎ
が
あ
り
︑
あ
る
日
︑
百
姓
た
ち
が
近
く
の
藪
に
虎
を
追
い
込
ん

だ
と
将
監
の
も
と
へ
訴
え
に
く
る
︒
捜
索
し
て
み
る
と
確
か
に
虎
が
見
つ
か
る
︒
人
々
が
恐
れ
る
中
︑
将
監
は
眼
鏡
を
掛
け
て
こ

の
虎
を
見
︑
こ
れ
が
本
物
の
虎
で
は
な
く
︑
狩
野
元
信
が
描
い
た
絵
の
中
か
ら
飛
び
出
し
た
虎
で
あ
ろ
う
と
看
破
す
る
の
で
あ
る
︒

　
将
監
の
年
齢
に
つ
い
て
は
︑
門
弟
修
理
之
介
の
台
詞
に
﹁
将
監
年
は
寄
つ
た
れ
ど
も
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
老
人
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
︒
老
人
が
眼
鏡
を
掛
け
て
い
る
の
は
珍
し
く
な
い
が
︑
こ
こ
で
は
眼
鏡
は
単
に
老
い
の
象
徴
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑
絵

師
と
し
て
の
地
位
と
鑑
識
眼
を
象
徴
し
︑
強
調
す
る
小
道
具
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　
次
に
︑
竹
田
出
雲
ほ
か
作
﹃
菅す

が
わ
ら
で
ん
じ
ゆ
て
な
ら
い
か
が
み

原
伝
授
手
習
鑑
﹄︵
延
享
三
年
︿
一
七
四
六
﹀
八
月
︑
大
坂
竹
本
座
初
演
︶
六
幕
目
﹁
佐
太
村

賀
の
祝
い
の
場
﹂
を
挙
げ
る︶5
︵

︒

白
太
　
心
安
い
は
親
子
兄
弟
夫
婦
︑
こ
う
並
ん
だ
仲
で
願
い
が
あ
ら
ば
︑
口
で
言
わ
い
で
キ
ッ
と
し
た
こ
の
書
附
︑
さ
ら
ば
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我
ら
も
キ
ッ
と
し
て
︑
代
官
所
の
格
で
裁
こ
う
か
︒

〽
願
書
に
取
り
上
げ
て
︑
つ
ぶ
〳
〵
読
む
も
口
の
中
︑
後
先
知
ら
ね
ば
案
じ
る
八
重
︒

ト
白
太
夫
︑
眼
鏡
を
出
し
︑
二
通
の
願
書
を
読
む
︒

　
白
太
夫
は
菅
原
道
真
の
老
僕
と
し
て
浄
瑠
璃
﹃
天
神
記
﹄
な
ど
に
も
登
場
す
る
人
物
で
︑
好
々
爺
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
︒
こ
の

場
面
の
舞
台
と
な
る
佐
太
村
で
は
︑
白
太
夫
七
十
歳
の
祝
賀
が
開
か
れ
︑
そ
の
三
人
の
息
子
た
ち
で
あ
る
松
王
︑
梅
王
︑
桜
丸
が

集
ま
る
︒
菅
丞
相
に
仕
え
る
梅
王
が
九
州
へ
の
旅
立
ち
の
許
し
を
︑
藤
原
時
平
に
仕
え
る
松
王
が
勘
当
の
許
し
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
父

に
請
い
︑
願
書
を
差
し
出
す
時
︑
白
太
夫
は
こ
れ
を
手
に
取
っ
て
眼
鏡
で
内
容
を
読
む
の
で
あ
る
︒

　
三
つ
目
に
挙
げ
る
の
は
︑
竹
田
出
雲
ほ
か
作
﹃
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
﹄︵
寛
延
元
年
︿
一
七
四
八
﹀
月
︑
大
坂
竹
本
座
初
演
︶
七

段
目
﹁
祇
園
一
力
茶
屋
の
場
﹂
で
あ
る
︒

　
祇
園
一
力
茶
屋
に
て
︑
酩
酊
し
た
ふ
り
を
す
る
大
星
由
良
助
の
も
と
に
︑
力
弥
か
ら
顔
世
御
前
の
密
書
が
届
け
ら
れ
る
︒
こ
の

密
書
を
︑
縁
の
下
に
も
ぐ
り
こ
ん
だ
斧
九
太
夫
が
盗
み
読
む
と
い
う
場
面
に
つ
い
て
︑
十
九
世
紀
の
芝
居
絵
を
参
照
す
る
と
︑
九

太
夫
が
眼
鏡
を
所
持
し
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
場
合
︵
図
1
・
2
︶
と
︑
そ
う
で
な
い
場
合
と
が
あ
る
︒
歌
舞
伎
台
帳
に
は
特
に

そ
の
よ
う
な
指
示
が
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
︑
こ
の
場
面
に
お
け
る
眼
鏡
の
有
無
は
︑
芝
居
ご
と
の
演
出
の
違
い
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
ち
な
み
に
︑
七
段
目
に
お
け
る
こ
の
密
書
盗
み
読
み
の
場
面
は
︑
江
戸
中
期
の
戯
作
文
芸
で
あ
る
黄
表
紙
に
お
い
て
︑
そ
の
構

図
や
人
物
の
配
置
︑
台
詞
な
ど
が
︑
実
に
様
々
な
形
で
パ
ロ
デ
ィ
さ
れ
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
に
は
︑﹃
忠ち

ゆ
う

臣し
ん

蔵ぐ
ら

即そ
く

席せ
き

料り
よ
う
り理
﹄︵
山
東
京
伝
作
／
北
尾
重
政
画
か
︑
寛
政
六
年
︿
一
七
九
四
﹀
刊
︑
図
3
︶
と
﹃
中か

 
ら華
手で

本ほ
ん

唐と
う

人じ
ん

蔵ぐ
ら

﹄︵
築
地
善
交
作
／
北

尾
重
政
画
︑
寛
政
八
年
刊
︑
図
4
︶
の
よ
う
に
︑
九
太
夫
が
眼
鏡
を
掛
け
て
縁
の
下
で
密
書
を
読
む
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
︒
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ま
た
変
わ
り
種
と
し
て
︑﹃
化ば
け

物も
の

和や
ま
と

本ほ
ん

草ぞ
う

﹄︵
山
東
京
伝
作
／
可
候
画
︑
寛
政
十
年
刊
︑
図
5
︶
は
︑
様
々
な
見
立
て
に
よ
る

化
物
を
李
時
珍
の
﹃
本
草
綱
目
﹄
に
な
ぞ
ら
え
て
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
最
初
の
見
開
き
を
飾
る
﹁
獅
子
身
中
蟲
﹂
は
︑

眼
鏡
を
目
と
し
︑
由
良
之
助
の
密
書
を
胴
部
と
す
る
奇
妙
奇
態
な
虫
が
︑
縁
の
下
か
ら
這
い
出
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒

そ
の
名
前
の
由
来
は
︑
お
か
る
︑
平
右
衛
門
︑
由
良
之
助
ら
に
よ
っ
て
縁
の
下
に
潜
ん
で
い
た
九
太
夫
が
見
あ
ら
わ
さ
れ
る
場
面

で
︑
由
良
之
助
が
九
太
夫
に
対
し
︑﹁
獅
子
身
中
の
蟲
と
は
︑
お
の
れ
が
事
﹂
と
𠮟
責
す
る
こ
と
に
ち
な
ん
で
い
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
パ
ロ
デ
ィ
が
成
立
す
る
の
は
︑
斧
九
太
夫
と
眼
鏡
の
取
り
合
わ
せ
が
人
々
に
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
︒
黄
表
紙
が
制
作
さ
れ
て
い
た
の
は
芝
居
絵
が
描
か
れ
る
よ
り
以
前
の
時
期
に
な
る
の
で
︑
そ
の
頃
か
ら
既
に
こ
う
し
た
演
出

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
四
つ
目
と
し
て
︑
吉
田
冠
子
・
三
好
松
洛
合
作
﹃
恋こ

い

女に
よ
う

房ぼ
う

染そ
め

分わ
け

手た

綱づ
な

﹄︵
寛
延
四
年
二
月
︑
大
坂
竹
本
座
初
演
︶
十
段
目
﹁
水

口
駅
旅
館
の
場
︵
重
の
井
子
別
れ
︶﹂
で
は
︑
眼
鏡
本
体
こ
そ
登
場
し
な
い
も
の
の
︑﹁
眼
鏡
の
鞘
﹂︑
即
ち
眼
鏡
入
れ︶6
︵

を
双
六
を

す
る
際
の
目
印
と
し
て
使
用
す
る
例
が
見
え
る︶7
︵

︒

若
菜
　
サ
ア
〳
〵
︑
持
っ
て
い
や
る
双
六
を
早
う
こ
ゝ
へ
︒

皆
々
　
出
し
ゃ
い
の
う
︒

三
吉
　
オ
ゝ
︑
合
点
だ
︒

〽
う
な
ず
く
三
吉
懐
よ
り
︑
取
り
出
す
賽
と
双
六
を
︑
姫
君
は
じ
め
一
同
は
︑
肩
つ
け
合
う
て
さ
し
覗
き
︑

若
菜
　
モ
シ
弥
惣
左
衛
門
さ
ま
︑
あ
な
た
も
な
ん
ぞ
印
を
お
出
し
な
さ
れ
ま
せ
︒

弥
惣
　
し
か
ら
ば
拙
者
は
眼
鏡
の
鞘
を
印
に
致
そ
う
︒

ト
弥
惣
左
衛
門
︑
懐
中
よ
り
赤
き
眼
鏡
の
鞘
を
出
し
て
置
く
︒
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若
菜
　
さ
よ
う
な
れ
ば
︑
弥
惣
左
衛
門
さ
ま
に
は
︑
こ
の
お
眼
鏡
の
鞘
で
ご
ざ
り
ま
す
か
︒

ト
双
六
の
上
に
お
く
︒
皆
々
よ
ろ
し
く
あ
っ
て
︑

　
由
留
木
家
の
家
老
本
田
弥
惣
左
衛
門
は
︑
登
場
場
面
に
お
い
て
竹
本
が
﹁
〽
早
や
御
立
ち
は
巳
の
上
刻
︑
御
供
揃
ひ
の
刻
限
と
︑

お
迎
ひ
の
重
家
老
本
田
弥
惣
左
衛
門
︑
数
献
の
盃
︑
足
元
は
よ
ろ
〳
〵
〳
〵
と
︑
猩
々
緋
の
道
中
羽
織
︑
白
い
所
は
髪
ば
か
り
︑

一
間
の
内
よ
り
立
出
て
﹂
と
謡
っ
て
い
る
通
り
の
老
人
で
あ
り
︑
そ
の
衣
装
や
酔
っ
た
姿
に
ち
な
ん
だ
﹁
赤
じ
じ
い
﹂
の
通
称
も

あ
る
ほ
ど︶8
︵

︑
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
た
人
物
で
あ
る
︒

　
五
つ
目
に
︑
近
松
半
二
ほ
か
作
﹃
太た

い
へ
い
き
ち
ゆ
う

平
記
忠
臣し
ん

講こ
う

釈し
や
く﹄︵

明
和
三
年
︿
一
七
六
六
﹀
十
月
︑
大
坂
竹
本
座
初
演
︶
大
序
﹁
鶴
ヶ

岡
仮
御
殿
の
場
﹂
を
挙
げ
る︶9
︵

︒

師
直
　
こ
の
一
通
は
顔
世
よ
り
の
返
事
︑
高
野
の
君
様
参
る
︑
渡
り
を
待
つ
八
ツ
橋
よ
り
⋮
⋮
唐
衣
の
古
歌
を
思
へ
ば
︑
八

ツ
橋
は
︑
杜
若
の
名
所
︒
取
り
も
直
さ
ず
か
ほ
よ
花
︒
ハ
テ
︑
憎
か
ら
ぬ
筆
の
す
さ
み
︒

ト
封
を
切
り
︑
ち
よ
つ
と
見
て
︑
こ
な
し
あ
つ
て
︑
側
な
る
手
箱
よ
り
︑
眼
鏡
を
出
し
て
掛
け

　
師
直
が
顔
世
御
前
か
ら
の
返
事
を
見
る
場
面
で
あ
る
︒﹃
太
平
記
忠
臣
講
釈
﹄
は
﹃
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
﹄
な
ど
の
先
行
作
を
換

骨
奪
胎
し
た
作
品
で
︑
顔
世
に
横
恋
慕
し
︑
塩
冶
判
官
を
辱
め
る
敵
役
と
い
う
役
柄
は
本
作
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
︒
九
太
夫

ほ
ど
年
老
い
て
い
る
印
象
は
な
い
が
︑﹃
恋
女
房
染
分
手
綱
﹄
の
弥
惣
左
衛
門
の
よ
う
に
︑
携
帯
す
る
の
に
適
し
た
眼
鏡
入
れ
で

は
な
く
︑
傍
ら
に
据
え
置
か
れ
た
手
箱
か
ら
眼
鏡
を
出
し
て
い
る
点
で
︑
師
直
の
権
力
を
象
徴
す
る
演
出
と
な
っ
て
い
る
︒

　
こ
こ
ま
で
挙
げ
た
﹃
傾
城
反
魂
香
﹄
の
土
佐
将
監
光
信
︑﹃
菅
原
伝
授
手
習
鑑
﹄
の
白
太
夫
︑﹃
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
﹄
の
斧
九
太

夫
︑﹃
恋
女
房
染
分
手
綱
﹄
の
本
田
弥
惣
左
衛
門
︑﹃
太
平
記
忠
臣
講
釈
﹄
の
高
師
直
の
五
例
に
共
通
す
る
の
は
︑
地
位
の
あ
る
年

配
男
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
眼
鏡
は
高
価
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
所
持
者
が
あ
る
程
度
の
富
と
権
力
を
手
に
し
た
人
物
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で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
小
道
具
と
し
て
適
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
時
に
は
︑
光
信
の
よ
う
な
他
人
に
は
な
い
鑑
識
眼

や
︑
九
太
夫
の
よ
う
な
老
獪
さ
を
強
調
す
る
小
道
具
と
し
て
︑
眼
鏡
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
最
後
に
︑
注
目
す
べ
き
事
例
と
し
て
︑
眼
鏡
屋
を
舞
台
と
す
る
作
品
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
こ
う
︒
二
世
瀬
川
如
皐
作

﹃
艶は

で
く
ら
べ
さ
と
の
い
さ
お
し

色
競
廓
操
﹄︵
文
化
五
年
︿
一
八
〇
八
﹀
三
月
︑
江
戸
中
村
座
初
演
︶
二
幕
目
﹁
門
跡
前
眼
鏡
屋
の
場
﹂
の
幕
開
き
は
次
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る︶10
︵

︒

本
舞
台
︑
三
間
の
間
︑
正
面
︑
二
重
舞
台
︒
上
の
方
︑
二
枚
障
子
︒
そ
の
次
に
押
入
れ
︑
戸
棚
︑
真
中
に
暖
簾
口
︒
下
の
方
︑

店
戸
棚
の
模
様
に
て
︑
遠
眼
鏡
︑
磁
石
︑
そ
の
外
い
ろ
い
ろ
の
眼
鏡
︑
細
工
︑
大
分
に
飾
り
つ
け
︑
よ
き
所
に
門
口
す
べ
て

浅
草
門
跡
前
︑
玉
屋
の
か
ゝ
り
よ
ろ
し
く
︑
幕
の
内
よ
り
舞
台
先
︑
上
の
方
に
︑
新
兵
衛
姉
幾
野
︑
屋
敷
女
中
︑
宿
下
が
り

の
形
に
て
︑
鏡
台
に
向
ひ
︑
お
ゑ
ん
︑
世
話
女
房
の
形
に
て
︑
風
呂
敷
を
前
垂
れ
に
し
て
︑
襷
を
掛
け
︑
幾
野
が
髪
を
撫
で

つ
け
て
居
る
︒
新
七
︑
木
綿
や
つ
し
︑
股
引
︑
襷
が
け
に
て
︑
二
重
舞
台
︑
下
の
方
に
研
盥
を
か
け
︑
眼
鏡
を
磨
い
て
居
る
︒

テ
ン
ツ
ゝ
に
て
幕
明
く
︒

　
実
は
こ
の
﹃
艶
色
競
廓
操
﹄
は
︑
初
世
並
木
五
瓶
﹃
富と

み
が
お
か岡

恋こ
い
の

山や
ま

開び
ら
き﹄︵

寛
政
十
年
正
月
︑
江
戸
桐
座
初
演
︶︑
通
称
﹁
二
人
新

兵
衛
﹂
を
原
作
と
し
て
︑
二
世
瀬
川
如
皐
が
手
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
富
岡
恋
山
開
﹄
に
は
多
く
の
書
替
狂
言
が
存
在
す
る

が
︑
中
で
も
﹃
艶
色
競
廓
操
﹄
は
内
容
ま
で
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
﹃
富
岡
恋
山
開
﹄
の
大
切
り
﹁
玉
屋
見
世
の
場
﹂
の
次
の
よ
う
な
ト
書
き
が
︑
前
掲
の
﹃
艶
色
競
廓
操
﹄﹁
門
跡
前
眼
鏡

屋
の
場
﹂
に
対
応
す
る
場
面
と
な
っ
て
い
る︶11
︵

︒

本
舞
台
︑
三
間
の
間
︑
二
重
舞
台
︑
見
附
け
ま
い
ら
戸
︑
押
入
れ
︑
納
戸
口
︒
上
の
方
障
子
家
体
︒
い
つ
も
の
所
に
門
口
︒

橋
が
か
り
に
︑
是
に
藍
玉
吉
野
灰
と
い
ふ
書
附
け
を
張
附
け
て
あ
り
︑
同
じ
門
口
に
用
水
桶
︑
三
十
間
堀
二
丁
目
と
い
ふ
書
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付
け
︒
す
べ
て
世
話
切
れ
の
模
様
に
て
︑
幕
の
内
よ
り
右
二
重
舞
台
に
︑
お
ゑ
ん
振
袖
娘
の
拵
へ
に
て
︑
銘
々
に
毬
を
つ
い

て
ゐ
る
見
得
︑
て
ん
ツ
ヽ
通
り
神
楽
に
て
幕
明
く
︒

　﹃
富
岡
恋
山
開
﹄
で
は
﹁
玉
屋
﹂
を
藍
玉
問
屋
と
し
て
い
る
の
に
対
し
︑﹃
艶
色
競
廓
操
﹄
で
は
こ
れ
を
眼
鏡
屋
に
改
変
し
て
い

る
︒
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
改
変
が
行
わ
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
︑
二
作
を
比
較
し
た
う
え
で
も
う
一
度
﹃
艶
色
競
廓
操
﹄
の
ト
書

き
を
見
る
と
︑
店
戸
棚
に
様
々
な
光
学
機
器
の
商
品
が
陳
列
さ
れ
て
い
る
さ
ま
や
︑
新
七
が
眼
鏡
を
磨
い
て
い
る
様
子
な
ど
︑

﹃
富
岡
恋
山
開
﹄
よ
り
も
詳
細
か
つ
動
的
な
演
技
の
指
示
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
観
客
の
目
を
引
く
工
夫
で
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
︒

第
二
節
　
漢
詩
人
と
眼
鏡

　
日
本
に
お
け
る
漢
詩
の
詩
材
と
し
て
の
眼
鏡
に
つ
い
て
は
︑
江
戸
中
期
の
漢
詩
人
で
あ
り
そ
の
後
の
詩
風
革
新
の
先
駆
者
と
も

な
っ
た
六り

く

如に
よ

︵
一
七
二
四
~
一
八
〇
一
︶
が
︑
漢
詩
の
詩
材
と
な
る
語
句
に
つ
い
て
中
国
の
文
献
を
参
照
し
つ
つ
仮
名
交
じ
り
で

考
証
を
加
え
た
漢
詩
論
書
﹃
葛
原
詩
話
﹄︵
前
編
天
明
七
年
︑
後
編
文
化
元
年
刊
︶
の
巻
一
の
中
で
︑
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

　
　
　
靉
靆
鏡

目メ
カ
ネ鏡
ヲ
カ
ケ
テ
書
ヲ
読
ム
事
︑
平
生
ノ
事
ナ
レ
共
︑
古
人
詩
中
ニ
コ
レ
ヲ
言
事
未
二

見
及
ハ一

︑
清
朝
ノ
田
霢
ガ
生
日
後
ノ
雑
咏

ノ
中
ニ
ア
リ
︑﹁
花
飛
テ
両
日
苦
二ム

昏
濛
ヲ
一︑
把
レテ

巻
ヲ
惟
宜
レシ
ク

坐
二ス

日
中
ニ一

︑
靉
靆
一
双
新
上
レ

額
ニ
︑
挑
レテ

燈
ヲ

猶
作
二ル

蠹
書
蟲
一ト

﹂︑

又
田
霢
李
冠
石
自
二

陽
山
一

以
二

眼
鏡
一

寄
恵
ス
賦
シ
テ
謝
ス
ノ
詩
ニ
︑﹁
靉
靆
将
来
ル
万
里
程
︑
昏
昏
老
眼
得
二

重
明
ヲ一

︑
故
人
知
三

我

カ
添
二ヲ

新
恙
ヲ一

︑
不
二

是
レ
心
盲
一ス
ル
ニ
是
レ

目
盲
ス
﹂︑
自
注
ニ
︑﹁
靉
靆
ハ
鏡
ノ
名
﹂
ト
山
左
詩
鈔
ニ
戴
ス
︑
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六
如
が
言
う
に
は
︑
眼
鏡
は
書
に
親
し
む
者
に
と
っ
て
卑
近
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
従
来
詩
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
い
う
︒
し
か
し
こ
こ
で
六
如
は
︑
清
の
田で

ん

霢ば
く

が
﹁
靉あ
い

靆た
い

﹂
即
ち
眼
鏡
を
詩
材
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
の
発

想
の
幅
広
さ
を
日
本
の
漢
詩
人
も
見
習
う
べ
き
だ
と
し
て
い
る
︒

　
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
田
霢
の
二
作
の
詩
の
内
容
を
見
る
と
︑
ま
ず
前
者
は
︑﹁
老
眼
の
た
め
に
眼
花
が
ち
ら
ち
ら
し
て

こ
こ
二
日
間
見
え
づ
ら
さ
に
苦
し
ん
で
い
る
︒
日
中
は
座
っ
て
書
巻
を
読
み
︑
夜
は
眼
鏡
を
額
上
に
の
せ
て
読
ん
で
い
る
︒
灯
り

の
下
で
眼
鏡
を
掛
け
て
読
書
に
耽
る
私
は
ま
さ
に
本
に
巣
食
う
虫
だ
﹂
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒
一
方
後
者
は
︑﹁
は
る
ば
る
遠
く

か
ら
眼
鏡
が
贈
ら
れ
て
き
た
︒
お
か
げ
で
何
も
か
も
が
暗
く
見
え
て
い
た
老
眼
は
明
か
り
を
取
り
戻
し
て
見
え
や
す
く
な
っ
た
︒

わ
が
友
は
近
頃
の
私
の
眼
病
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
心
が
見
え
な
い
の
で
は
な
く
︑
目
が
見
え
な
い
の
で
あ
る
﹂
と
い

う
内
容
で
あ
る
︒

　
実
際
に
六
如
は
︑﹃
六
如
庵
詩
鈔
﹄
初
編
︵
天
明
三
年
︿
一
七
八
三
﹀
刊
︶
巻
五
に
お
い
て
︑
眼
鏡
を
詩
材
に
次
の
よ
う
な
漢

詩
を
作
っ
て
い
る
︒

　
　
冬
朝

偃
曝
寒
栄
神
気
舒
　
　
　
　
寒
栄
に
偃え

ん

曝ば
く

し
て
　
神
気
舒の

ぶ

油
窓
換
紙
更
明
虚
　
　
　
　
油
窓
　
紙
を
換
へ
て
　
更
に
明
虚

不
労
靉
靆
故
加
額
　
　
　
　
労
せ
ず
　
靉
靆
を
故こ

と
さら
に
額
に
加
ふ
る
こ
と
を

老
眼
能
鈔
細
字
書
　
　
　
　
老
眼
能
く
鈔
す
　
細
字
の
書

　
冬
の
朝
に
は
眼
鏡
を
掛
け
な
く
と
も
老
眼
が
冴
え
わ
た
り
︑
書
物
の
細
字
も
難
な
く
読
め
る
と
い
う
詩
で
あ
る
︒

　
相
国
寺
住
職
第
一
一
三
世
を
務
め
︑
漢
詩
人
で
も
あ
っ
た
淡
海
笠
常
︵
大
典
顕
常
の
名
で
有
名
︶
が
記
し
た
﹃
葛
原
詩
話
﹄
序
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文
の
一
節
に
は
︑﹁
蓋
上
人
︵
六
如
︶
ノ
於
ケ
ル
詩
ニ
綴
レリ

奇
ヲ
抜
レキ

新
ヲ
︑
不
レ

必
二ト
セ

調
協
ヲ
一︑
亦
各
従
二フ

其
所
ニ

好
ム

也
﹂
と
あ
り
︑
六

如
が
詩
作
に
お
い
て
新
奇
性
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
ま
た
︑
揖
斐
高
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る︶12
︵

︒

こ
う
し
た
六
如
の
新
・
奇
へ
の
嗜
好
は
当
時
の
詩
壇
の
常
識
か
ら
は
は
る
か
に
外
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
た
め
に
六
如
に
対

す
る
非
難
も
少
な
く
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
六
如
に
す
れ
ば
こ
う
し
た
試
み
は
︑
単
に
奇
を
衒
い
鬼
面
人
を
嚇
す
と
い
っ
た

態
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
六
如
自
身
︑﹃
葛
原
詩
話
﹄
に
﹁
詩
人
︑
筆
頭
に
口
あ
り
︒
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
し
﹂
と

提
言
す
る
よ
う
に
︑
漢
詩
の
詩
材
・
表
現
の
拡
大
自
由
化
と
い
う
詩
作
上
の
信
念
に
よ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︒

　
眼
鏡
を
詠
ん
だ
漢
詩
は
︑
幕
末
に
な
る
と
増
え
る
よ
う
で
あ
る
︒

　
江
戸
後
期
の
医
師
で
あ
っ
た
花
野
井
有
年
︵
一
七
九
九
~
一
八
六
六
︶
も
ま
た
︑
そ
の
著
作
﹃
辛
丑
雑
記︶13
︵

﹄
の
中
で
︑
田
霢
の

﹁
靉
靆
一
雙
新
上
額
﹂
の
詩
を
引
用
し
︑
自
身
も
次
の
よ
う
な
詩
を
記
し
て
い
る
︵
書
き
下
し
は
稿
者
に
よ
る
︶︒

霜
髪
侵
来
非
病
身
　
　
　
　
霜
髪
　
侵
来
す
れ
ど
も
病
身
に
非
ず

眼
光
稍
暗
散
華
新
　
　
　
　
眼
光
　
稍や

や

暗
く
　
散
華
新
た
な
り

今
年
四
十
餘
過
五
　
　
　
　
今
年
　
四
十
餘
五
を
過
ぐ

靉
靆
一
双
早
晩
親
　
　
　
　
靉
靆
一
双
　
早
晩
親
し
む

　
病
は
な
い
が
年
老
い
て
白
髪
と
な
り
︑
老
眼
の
た
め
に
視
界
は
暗
く
眼
花
が
ち
ら
つ
く
︒
今
年
で
四
十
五
に
な
っ
て
︑
朝
か
ら

晩
ま
で
眼
鏡
が
手
放
せ
な
い
︑
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
老
眼
に
よ
っ
て
眼
花
が
散
る
と
い
う
点
な
ど
︑
田
霢
の
詩
を
意
識
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
江
戸
末
期
の
漢
詩
人
で
あ
り
神
田
に
玉
池
吟
社
を
開
い
て
江
戸
詩
壇
の
指
導
者
的
地
位
を
占
め
た
梁
川
星
巌
︵
一
七
八
九
~
一
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八
五
八
︶
は
︑﹃
自
警
録︶14
︵

﹄
に
次
の
よ
う
な
漢
詩
を
詠
ん
で
い
る
︒

老
学
先
生
老
益
頑
　
　
　
　
老
学
先
生
老
い
て
益
頑
な
り

終
年
落
在
蠹
魚
間
　
　
　
　
終
年
落
ち
て
　
蠹と

魚ぎ
よ

の
間
に
在
り

昏
眸
不
患
蚕
眠
字
　
　
　
　
昏こ

ん

眸ぼ
う

患
へ
ず
　
蚕
眠
の
字
を

靉
靆
成
双
拄
額
山
　
　
　
　
靉
靆
　
双
を
成
し
て
　
額
山
を
拄
ふ

　﹁
老
学
先
生
﹂
と
は
星
巌
自
身
の
こ
と
を
指
す
︒
老
い
て
ま
す
ま
す
頑
健
に
な
り
︑﹁
蠹と

 
ぎ
よ魚

﹂
即
ち
書
物
や
衣
服
を
食
害
す
る
紙

魚
の
よ
う
に
始
終
書
物
の
前
に
座
っ
て
い
る
が
︑
老
眼
が
か
す
ん
で
い
て
も
︑
文
字
が
眠
っ
た
蚕
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
は
な
い
︒

な
ぜ
な
ら
︑
眼
鏡
を
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︑
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
こ
の
詩
も
ま
た
︑
田
霢
が
自
身
を
﹁
蠹
書
蟲
﹂
と
喩
え

た
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
︒

　
最
後
に
︑
村
上
仏
山
﹃
仏
山
堂
詩
鈔
﹄
二
編
・
下
巻
︵
初
編
嘉
永
二
年
︿
一
八
四
九
﹀
刊
︶
に
収
録
さ
れ
た
次
の
詩
を
挙
げ
て

お
く
︒　

買
眼
鏡
　
　
　
　
　
　
　
　
眼
鏡
を
買
ふ

衰
眼
濛
濛
煙
霧
浮
　
　
　
　
衰
眼
濛
濛
と
し
て
　
煙
霧
浮
か
び

抛
銭
買
鏡
是
良
謀
　
　
　
　
銭
を
抛な

げ
うち
て
鏡
を
買
ふ
は
　
是
れ
良
き
謀

青
蚨
飛
出
錦
囊
底
　
　
　
　
青せ

い

蚨ふ

　
飛
び
出
づ
　
錦
囊
の
底

皎
月
来
懸
銀
海
秋
　
　
　
　
皎
月
　
来
り
て
懸
く
　
銀
海
の
秋

形
状
宛
然
張
蝶
翅
　
　
　
　
形
状
　
宛
然
と
し
て
　
蝶ち

よ
う
し翅
を
張
り

光
明
容
易
弁
蠅
頭
　
　
　
　
光
明
　
容
易
に
　
蠅よ

う

頭と
う

を
弁
ず
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謝
君
能
助
読
書
業
　
　
　
　
謝
す
　
君
の
能
く
読
書
の
業
を
助
く
る
を

業
大
於
山
老
豈
休
　
　
　
　
業
は
山
よ
り
も
大
に
し
て
　
老
い
て
豈
に
休
せ
ん
や

　﹁
衰
眼
濛
濛
と
し
て
煙
霧
浮
か
び
﹂
と
い
う
の
は
︑
老
化
に
よ
り
視
力
が
衰
え
︑
視
界
が
か
す
ん
で
見
え
る
こ
と
を
言
っ
て
い

る
︒
眼
鏡
を
買
っ
た
の
は
﹁
読
書
の
業
を
助
く
る
﹂
た
め
で
あ
り
︑﹁
山
よ
り
も
大
﹂
な
書
籍
に
囲
ま
れ
て
︑
老
い
て
も
休
ま
ら

な
い
と
い
う
︒
揖
斐
氏
に
よ
れ
ば
︑﹁
青
蚨
﹂
は
本
来
虫
だ
が
こ
こ
で
は
銭
の
別
名
で
あ
り
︑﹁
銀
海
﹂
は
目
の
こ
と
︑﹁
蝶
翅
﹂

は
眼
鏡
の
形
状
を
蝶
が
羽
を
広
げ
た
さ
ま
に
喩
え
た
表
現
で
︑﹁
蠅
頭
﹂
は
極
小
の
文
字
を
そ
れ
ぞ
れ
表
し
て
い
る
︒
こ
れ
を
踏

ま
え
る
と
︑
こ
の
詩
は
次
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
︒

　
視
界
が
か
す
み
︑
銭
を
な
げ
う
っ
て
眼
鏡
を
買
っ
た
の
は
良
い
思
い
つ
き
だ
っ
た
︒
懐
は
痛
い
が
︑
明
る
く
照
り
輝
く
月
の
よ

う
に
目
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
眼
鏡
の
形
は
羽
を
広
げ
た
蝶
の
姿
に
そ
っ
く
り
で
︑
極
小
の
文
字
も
容
易
く
読

む
こ
と
が
で
き
る
︒
読
書
の
助
け
と
な
っ
て
く
れ
る
こ
の
眼
鏡
に
は
感
謝
し
て
い
る
︒
読
む
べ
き
も
の
は
ま
だ
ま
だ
多
く
︑
老
い

て
な
お
休
ん
で
い
る
暇
は
な
い
︒

　
仏
山
は
︑
田
霢
や
︑
そ
の
詩
に
影
響
を
受
け
た
星
巌
以
上
に
︑
虫
の
比
喩
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
知
的
か

つ
想
像
力
豊
か
な
表
現
に
よ
っ
て
︑
眼
鏡
を
買
っ
た
こ
と
で
老
い
て
も
学
び
続
け
ら
れ
る
こ
と
へ
の
純
粋
な
喜
び
が
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
︒

　
日
々
学
問
に
励
む
漢
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
︑
老
化
に
よ
る
視
力
の
低
下
で
文
字
が
読
め
な
く
な
る
こ
と
は
︑
死
活
問
題
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
眼
鏡
を
詠
ん
だ
漢
詩
の
中
に
は
︑
文
字
を
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
の
喜
び
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
川
柳
や
狂
歌
と
い
っ
た
大
衆
文
芸
に
対
し
て
漢
詩
独
特
の
感
覚
で
あ
る
と

言
え
る
︒
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第
三
節
　
俳
諧
に
詠
ま
れ
る
眼
鏡

　
次
に
︑
俳
諧
に
眼
鏡
が
詠
ま
れ
た
句
を
十
例
︑
年
代
順
に
見
て
い
く
︒

①
山
眉
に
か
ゝ
れ
る
月
は
め
が
ね
か
な
　
氏
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
重
頼
編
﹃
犬
子
集
﹄
寛
永
十
年
︿
一
六
三
三
﹀
刊
︶

　﹁
山
眉
﹂
は
山
の
美
し
い
稜
線
の
こ
と
を
言
い
︑
ま
た
美
し
い
眉
を
山
の
稜
線
に
見
立
て
る
表
現
で
あ
る
︒
更
に
満
月
を
そ
の

形
状
か
ら
眼
鏡
の
レ
ン
ズ
に
見
立
て
て
い
る
︒
普
通
眼
鏡
を
掛
け
た
場
合
︑
眉
は
眼
鏡
よ
り
も
上
に
く
る
は
ず
だ
が
︑
山
の
端
に

月
が
少
し
沈
み
か
け
て
い
る
様
子
を
そ
の
よ
う
に
見
立
て
た
場
合
︑
眉
が
眼
鏡
よ
り
も
下
に
来
る
こ
と
に
な
り
︑
位
置
関
係
が
釈

然
と
し
な
い
の
が
気
に
な
る
︒
と
は
い
え
︑
同
様
に
月
を
眼
鏡
に
見
立
て
る
趣
向
は
︑
第
五
節
で
扱
う
狂
歌
で
も
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
︒

②
蟲
の
髭
人
も
か
く
こ
そ
有
べ
け
れ
　
一
朝

　
　
目
が
ね
に
う
つ
る
夕
月
の
影
　
一
鏡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
松
意
編
﹃
談
林
十
百
韻
﹄
延
宝
三
年
︿
一
六
七
五
﹀
刊
︶

　
こ
れ
も
ま
た
月
と
眼
鏡
の
関
係
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
前
句
に
お
い
て
﹁
人
も
か
く
こ
そ
有
べ
け
れ
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑

眼
鏡
を
掛
け
た
人
を
目
の
大
き
な
﹁
蟲
﹂
に
見
立
て
る
連
想
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

③
光
る
燈
心
三
筋
四
つ
辻

小
ま
も
の
や
出
見
せ
の
め
が
ね
め
さ
る
べ
し

cc21_人文科学33_責了.indb   45cc21_人文科学33_責了.indb   45 2024/10/07   13:122024/10/07   13:12



46

学習院大学人文科学論集 XXXIII（2024）

長
崎
よ
り
も
の
ぼ
る
ま
た
う
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
宗
因
編
﹃
大
坂
独
吟
集
﹄
延
宝
三
年
刊
︶

　﹃
俳
諧
類
船
集
﹄︵
延
宝
五
年
刊
︶
に
よ
れ
ば
︑
燈
心
と
眼
鏡
は
付
合
語
と
さ
れ
る
︒
ま
た
眼
鏡
の
レ
ン
ズ
が
精
製
さ
れ
る
場
所

と
し
て
長
崎
が
連
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
ま
た
う
人
﹂
は
﹁
真
唐
人
﹂
で
︑
当
時
唐
人
の
ふ
り
を
し
た
日
本
人
に
よ
る
商

売
が
横
行
し
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
︒

④
一
念
の
窓
に
目
鏡
を
頼
む
也
　
山
︵
幽
山
編
﹃
江
戸
八
百
韻
﹄
延
宝
六
年
刊
︶

　﹁
一
念
の
窓
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
灌
頂
巻
﹁
六
道
之
沙
汰
﹂
に
﹁
一
念
の
窓
の
前
に
は
︑
摂
取
の
光
明
を
期
し

⋮
⋮
﹂
と
い
う
一
節
が
見
ら
れ
︑
こ
れ
は
謡
曲
﹁
大
原
御
幸
﹂
な
ど
に
も
引
用
さ
れ
る
︒﹁
一
念
﹂
と
は
阿
弥
陀
仏
に
浄
土
を
願

う
た
め
に
衆
生
が
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
即
ち
極
楽
浄
土
を
願
う
老
人
が
経
を
読
む
の
に
眼
鏡
を
必
要
と
し
て
い
る
さ
ま

を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
と
わ
か
る
︒

　
西
鶴
も
俳
諧
に
お
い
て
眼
鏡
を
詠
ん
で
い
る
︒﹃
西
鶴
大
矢
数
﹄︵
延
宝
九
年
刊
︶
か
ら
︑
眼
鏡
を
詠
ん
だ
句
を
二
箇
所
︑
次
に

抜
き
出
し
た
︒

⑤
眼
鏡
で
も
恋
し
き
都
見
え
ば
こ
そ

　
　
い
つ
そ
思
ひ
は
燃
え
て
燈
心
︵
巻
第
三
十
三
︶

⑥
目
に
は
眼
鏡
耳
に
は
何
を
時
鳥

　
　
花
に
虚
橘
口
早
口
　
　︵
巻
第
三
十
八
︶

　
⑤
は
︑
③
と
同
様
︑
眼
鏡
と
燈
心
の
付
合
を
活
か
し
た
連
句
で
あ
る
︒
⑥
は
︑﹁
目
﹂
に
対
す
る
﹁
耳
﹂
と
︑﹁
眼
鏡
﹂
と
い
う

卑
俗
な
題
材
に
対
す
る
﹁
時
鳥
﹂
と
い
う
和
歌
的
伝
統
に
沿
っ
た
題
材
と
を
対
応
さ
せ
て
い
る
︒
時
鳥
は
和
歌
に
お
い
て
は
︑
そ
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の
鳴
き
声
が
詠
ま
れ
た
︒
山
口
素
堂
の
句
﹁
目
に
は
青
葉
山
時
鳥
初
松
魚
﹂
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

⑦
す
さ
ま
じ
や
女
の
め
が
ね
と
し
の
く
れ
　
信
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵﹃
元
禄
四
年
歳
旦
集
﹄
元
禄
四
年
︿
一
六
九
一
﹀
刊
︶

　
年
の
暮
れ
に
女
性
が
眼
鏡
を
掛
け
て
い
る
さ
ま
は
興
ざ
め
で
あ
る
︑
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
元
禄
年
間
に
は
眼
鏡
は
老
人
や
職

人
が
必
要
に
応
じ
て
使
う
も
の
で
あ
り
︑
若
い
女
性
が
掛
け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒﹃
新
全
集︶15
︵

﹄
注
釈
に

よ
れ
ば
︑
本
句
は
﹃
枕
草
子
﹄
の
﹁
す
さ
ま
じ
き
も
の
﹂
を
意
識
し
た
句
で
あ
り
︑
信
徳
は
﹁
稲
妻
に
浴
し
て
ゐ
る
女
か
な
﹂

﹁
は
な
帋
を
扇
に
つ
か
ふ
女
か
な
﹂
な
ど
︑
ほ
か
に
も
女
性
の
興
ざ
め
な
様
子
を
詠
ん
で
い
る
︒

⑧
読
す
れ
ば
よ
い
に
眼
鏡
で
御
觸
状
　
止
敬

　
　
酔
つ
ぶ
れ
て
も
物
の
律
儀
さ
　
三
突

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
越
入
編
﹃
三
つ
の
顔
﹄
享
保
十
一
年
︿
一
七
二
六
﹀
跋
︶

　
宵
に
眼
鏡
を
掛
け
て
御
触
状
を
読
む
と
い
う
前
句
か
ら
︑
そ
の
よ
う
な
真
面
目
な
人
物
は
き
っ
と
︑
夜
が
更
け
て
酒
に
酔
い
つ

ぶ
れ
て
も
律
儀
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
だ
ろ
う
︑
と
句
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
現
代
で
も
眼
鏡
を
掛
け
て
い
る
と
生
真
面
目
そ
う
に

見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
当
時
も
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒

⑨
目
鏡
踏
む
距あ

ご
えの
心
さ
び
し
く
て
　
阿
誰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
田
鶴
樹
編
﹃
西
海
春
秋
﹄
寛
延
元
年
︿
一
七
四
六
﹀
刊
︶

　﹁
距
﹂
と
は
鶏
の
蹴
爪
の
こ
と
だ
が
︑
こ
こ
で
は
老
人
の
足
の
比
喩
と
捉
え
て
み
た
い
︒
家
の
中
で
外
し
た
眼
鏡
を
床
に
置
き

っ
ぱ
な
し
に
し
て
い
た
の
を
︑
老
眼
故
に
気
が
付
か
ず
何
か
の
拍
子
に
踏
ん
づ
け
て
し
ま
う
︑
そ
ん
な
自
身
の
老
い
に
対
す
る
寂

し
さ
を
詠
ん
だ
句
と
解
釈
で
き
る
︒
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⑩
梟
に
あ
は
ぬ
目
鏡
や
お
ぼ
ろ
月
︵﹃
其
角
発
句
集
﹄
文
化
十
一
年
刊
︶

　
①
と
同
様
︑
月
を
眼
鏡
に
見
立
て
た
句
で
あ
る
︒
た
だ
し
本
句
の
場
合
︑
ほ
の
か
に
か
す
ん
で
見
え
る
﹁
お
ぼ
ろ
月
﹂
で
あ
り
︑

レ
ン
ズ
の
曇
っ
た
眼
鏡
の
よ
う
な
の
で
︑﹁
あ
は
ぬ
﹂
な
の
で
あ
る
︒
眼
鏡
を
掛
け
る
の
が
人
間
で
は
な
く
梟
で
あ
る
と
こ
ろ
が

ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
る
︒

　
以
上
︑
眼
鏡
を
詠
ん
だ
俳
諧
十
句
を
見
て
き
た
︒

　
①
②
⑩
の
三
句
は
︑
月
を
眼
鏡
に
見
立
て
て
い
る
点
で
共
通
す
る
︒
③
④
⑥
⑦
⑧
は
実
体
と
し
て
の
眼
鏡
を
詠
ん
だ
も
の
だ
が
︑

前
節
で
見
た
漢
詩
の
よ
う
に
︑
老
化
に
よ
る
視
力
の
低
下
か
ら
眼
鏡
を
要
し
て
い
る
句
は
④
の
み
で
あ
る
︒

第
四
節
　
川
柳
に
詠
ま
れ
る
眼
鏡

　
川
柳
に
詠
ま
れ
る
眼
鏡
は
︑
自
然
物
の
見
立
て
な
ど
が
目
立
つ
俳
諧
に
対
し
︑
人
間
の
日
常
生
活
に
お
け
る
実
際
の
眼
鏡
の
使

用
状
況
が
詠
ま
れ
て
い
る
事
例
が
多
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
必
然
的
に
老
人
が
眼
鏡
を
掛
け
て
い
る
様
子
を
詠
ん
だ
も
の
が
圧
倒
的

多
数
を
占
め
て
い
る
︒

　﹃
誹
風
柳
多
留
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
川
柳
か
ら
︑
ま
ず
は
次
の
六
句
を
見
て
み
よ
う
︒

①
目
は
め
が
ね
歯
は
入
歯
に
て
ま
に
あ
へ
ど

②
賀
の
祝
ゆ
づ
り
は
目
が
ね
か
け
て
見
る

③
目
が
ね
売
年
を
し
ら
べ
て
荷
を
お
ろ
し

④
年
寄
り
の
鼻
は
目
が
ね
の
鏡
立
て
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⑤
御
眼
鏡
を
鼻
へ
掛
け
置
奥
家
老

⑥
伊
達
眼
鏡
額
越
し
に
達
観
し

　
①
②
④
は
︑﹁
入
歯
﹂﹁
賀
の
祝
﹂﹁
年
寄
り
﹂
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
︑
老
人
に
つ
い
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
︒

　
③
は
︑
行
商
人
の
眼
鏡
売
に
つ
い
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
年
を
し
ら
べ
て
﹂
と
い
う
の
は
︑
客
の
年
齢
を
推
し
量
り
儲

け
が
あ
り
そ
う
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
︑
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

　
⑤
で
は
︑﹁
鼻
へ
掛
け
置
﹂
に
は
眼
鏡
を
鼻
に
掛
け
る
と
い
う
そ
の
ま
ま
の
意
味
と
︑
敬
称
と
し
て
の
﹁
御
眼
鏡
﹂
を
自
慢
す

る
︑
と
い
う
意
味
と
が
掛
か
っ
て
い
る
︒

　
⑥
は
例
外
的
に
︑
伊
達
眼
鏡
と
あ
る
の
で
︑
必
ず
し
も
老
人
が
眼
鏡
を
使
用
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
︑
眼
鏡
を
掛
け
る
こ

と
で
﹁
達
観
し
﹂
て
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
︑
前
提
と
し
て
や
は
り
そ
れ
な
り
に
経
験
豊
富
で
利
口
な
老
人
が
眼
鏡
を
す
る
も
の

だ
︑
と
い
っ
た
先
入
観
が
当
時
か
ら
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

　
老
人
は
老
人
で
も
︑
次
に
挙
げ
る
⑦
~
⑪
よ
う
に
︑
姑
が
老
眼
鏡
を
か
け
て
嫁
の
欠
点
を
探
す
と
い
う
趣
向
の
川
柳
は
よ
く
詠

ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒

⑦
よ
め
の
顔
目
が
ね
の
そ
と
で
じ
ろ
り
と
見

⑧
び
い
ど
ろ
の
中
か
ら
嫁
の
あ
ら
探
し

⑨
嫁
の
あ
ら
大
き
く
見
え
る
眼
鏡
な
り

⑩
眼
鏡
か
ら
大
き
く
見
え
る
嫁
の
あ
ら

⑪
本
玉
の
眼
で
に
ら
む
嫁
の
顔
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姑
に
よ
る
嫁
い
び
り
の
句
は
﹁
し
う
と
め
の
日
向
ぼ
つ
こ
は
内
を
向
き
﹂
な
ど
非
常
に
多
い
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
じ
ろ
り
と
見
﹂

﹁
あ
ら
探
し
﹂﹁
に
ら
む
﹂
な
ど
︑
意
地
悪
な
姑
の
イ
メ
ー
ジ
が
︑
眼
鏡
を
使
っ
て
見
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
眼
鏡
を
掛
け
る
人
物
の
消
極
的
と
も
滑
稽
と
も
と
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
︑
俳
諧
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
︒

⑫
ね
め
つ
け
る
や
う
に
眼
鏡
で
よ
そ
見
す
る

⑬
目
つ
か
ち
の
伊
勢
や
眼
鏡
を
片
身
買
い

　
⑫
は
︑
眼
鏡
を
掛
け
て
余
所
見
を
し
た
結
果
︑
睨
み
つ
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
目
つ
き
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︑
と
い
う
意

味
だ
ろ
う
︒
⑬
は
︑
片
目
し
か
見
え
な
い
﹁
目
つ
か
ち
﹂
の
人
物
が
眼
鏡
の
片
側
だ
け
を
買
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒﹁
伊
勢

屋
﹂
は
伊
勢
商
人
に
勤
倹
な
者
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
し
ば
し
ば
吝
嗇
家
の
こ
と
を
指
し
た
︒
こ
れ
ら
も
ま
た
︑
眼
鏡
を
掛
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
を
消
極
的
に
と
ら
え
た
句
で
あ
る
と
言
え
る
︒

⑭
本
玉
と
見
た
は
卞べ

ん

和か

が
目
が
ね
也

　
⑭
は
故
事
を
踏
ま
え
た
川
柳
で
あ
る
︒﹁
本
玉
﹂
と
は
水
晶
の
こ
と
で
︑﹁
卞
和
﹂
は
荊
山
に
遊
び
璞
玉
を
得
た
楚
人
で
あ
る
︒

卞
和
に
つ
い
て
は
︑﹃
韓
非
子
﹄
和
氏
篇
十
三
及
び
﹃
史
記
﹄
に
次
の
よ
う
な
伝
説
が
あ
る
︒

　
卞
和
が
玉
を
厲れ

い

王お
う

に
献
上
し
た
と
こ
ろ
︑
王
は
そ
れ
を
玉
人
に
見
せ
た
︒
と
こ
ろ
が
こ
の
石
が
た
だ
の
石
と
鑑
定
さ
れ
た
た
め
︑

王
は
激
怒
し
︑
卞
和
の
左
足
を
射
た
︒
厲
王
が
没
し
︑
代
わ
り
に
即
位
し
た
武
王
に
︑
卞
和
は
再
度
璞
玉
を
献
上
し
た
が
︑
や
は

り
た
だ
の
石
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
︑
武
王
は
卞
和
の
右
足
を
射
た
︒
次
に
即
位
し
た
文
王
は
︑
卞
和
が
楚
山
の
下
で
三
日
三
晩
泣

き
通
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
︑
卞
和
の
玉
が
天
下
の
宝
玉
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
︑
こ
れ
を
﹁
和
氏
の
璧
﹂
と
名
付
け
た︶16
︵

︒

　
こ
の
故
事
を
踏
ま
え
る
と
︑
こ
の
場
合
の
﹁
目
が
ね
﹂
は
︑
物
事
の
良
し
悪
し
を
見
分
け
る
鑑
識
眼
と
い
う
意
味
で
解
釈
す
べ

き
だ
ろ
う
︒
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川
柳
に
お
け
る
眼
鏡
は
︑
⑭
を
覗
け
ば
︑
老
人
が
使
用
す
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
も
︑
漢
詩
人
た

ち
の
よ
う
に
学
者
気
質
な
老
人
で
は
な
く
︑
普
遍
的
存
在
と
し
て
の
老
人
や
︑
高
慢
な
奥
家
老
や
意
地
悪
な
姑
と
い
っ
た
悪
質
な

老
人
が
眼
鏡
を
掛
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒
眼
鏡
を
掛
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
間
の
消
極
的
な
一
面
が
面
白
お
か

し
く
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
る
の
は
︑
他
の
文
芸
分
野
と
比
較
し
て
川
柳
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
︒

第
五
節
　
狂
詩
・
狂
歌
に
詠
ま
れ
る
眼
鏡

　
狂
詩
・
狂
歌
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒

　
ま
ず
は
狂
詩
か
ら
見
て
み
よ
う
︒

　
大
田
南
畝
が
編
者
を
務
め
︑
朱
楽
菅
江
が
注
を
施
し
た
﹃
通
詩
選
笑
知
﹄︵
天
明
三
年
︿
一
七
八
三
﹀
刊
︶
に
は
次
の
よ
う
な

狂
詩
が
載
っ
て
い
る
︒

　
照
眼
鏡
見
虱
　
　
　
　
　
眼
鏡
を
照
ら
し
て
虱
を
見
る

昨
夕
疝
気
志
　
　
　
　
昨
夕
　
疝
気
の
志

寒
冷
格
別
年
　
　
　
　
寒
冷
　
格
別
の
年

誰
知
眼
鏡
裏
　
　
　
　
誰
か
知
ら
ん
　
眼
鏡
の
裏

取
虱
自
相
憐
　
　
　
　
虱
を
取
つ
て
自
ら
相
憐
れ
ま
ん
と
は

　﹁
照
ら
し
て
﹂
は
﹁
光
ら
せ
て
﹂
の
意
︑﹁
疝
気
﹂
は
陰
囊
が
痛
む
病
で
︑
寒
い
と
出
る
︒﹁
虱
﹂
は
こ
の
場
合
陰
毛
に
付
着
す

る
毛
虱
の
こ
と
を
指
す
︒
格
別
に
寒
い
冬
の
日
︑
疝
気
に
悩
ま
さ
れ
︑
人
知
れ
ず
眼
鏡
を
掛
け
て
自
分
に
つ
い
た
毛
虱
と
互
い
に
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憐
れ
み
あ
っ
て
い
る
︑
と
い
う
︑
寂
し
げ
だ
が
滑
稽
な
詩
で
あ
る
︒

　
こ
の
詩
は
︑﹃
唐
詩
選
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
次
の
詩
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
︒

　
照
鏡
見
白
髪
　
　
　
　
　
鏡
に
照
ら
し
て
白
髪
を
見
る

宿
昔
青
雲
志
　
　
　
　
宿
昔
　
青
雲
の
志

蹉
跎
白
髪
年
　
　
　
　
蹉さ

跎だ

た
り
　
白
髪
の
年

誰
知
明
鏡
裏
　
　
　
　
誰
か
知
ら
ん
　
明
鏡
の
裏

形
影
自
相
憐
　
　
　
　
形
影
自
ら
相
憐
れ
ま
ん
と
は

　
昔
は
理
想
を
抱
い
て
い
た
が
︑
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
ま
ま
︑
気
づ
け
ば
髪
は
白
く
な
り
︑
曇
り
の
な
い
鏡
に
映
る
我
が
肉
体

の
実
像
と
虚
像
が
互
い
に
憐
れ
み
あ
う
と
は
︑
誰
が
予
期
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
︑
と
い
う
詩
意
で
あ
る
︒

　
こ
の
詩
の
作
者
は
張ち

よ
う

九き
ゆ
う

齢れ
い

︵
六
七
三
~
七
四
〇
︶
だ
が
︑﹃
通
詩
選
笑
知
﹄
で
は
こ
れ
を
も
じ
っ
て
作
者
名
の
と
こ
ろ
を

﹁
朝ち

よ
う
か
ん
れ
い

寒
冷
﹂
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
宿
昔
﹂
を
﹁
昨
夕
﹂
に
︑﹁
青
雲
﹂
を
﹁
疝
気
﹂
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
︑
張
九
齢
の
詩
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
長
年
立
身
出
世
を
夢
見
る
大
き
な
﹁
志
﹂
が
︑
一
介
の
老
人
の
日
常
的
な
一
場
面
へ
と
卑
俗
化
さ
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑﹁
明
鏡
﹂
を
介
し
て
実
像
と
虚
像
が
互
い
に
老
い
を
憐
れ
み
あ
う
様
子
を
︑﹁
眼
鏡
﹂
で
自
分
の
陰
囊
か
ら
取
っ
た
毛
虱

と
寂
し
く
見
つ
め
合
う
老
人
の
姿
へ
と
置
き
換
え
る
こ
と
で
︑
も
と
の
詩
の
深
刻
な
孤
独
感
や
寂
寥
感
が
い
く
ら
か
客
観
化
さ
れ
︑

寂
し
さ
の
中
に
も
自
虐
的
な
滑
稽
さ
を
含
ん
だ
情
景
へ
と
転
換
さ
れ
て
い
る
︒
眼
鏡
を
掛
け
た
自
身
の
姿
を
虫
に
投
影
す
る
趣
向

は
︑
第
二
節
で
み
た
漢
詩
的
感
覚
と
も
通
じ
て
い
る
︒

　
但
し
︑
こ
こ
で
言
う
﹁
眼
鏡
﹂
は
虫
眼
鏡
を
指
し
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
︒
虫
眼
鏡
は
︑
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
当
初
は
オ
ラ

ン
ダ
人
に
よ
っ
て
﹁luijs glas

︵
虱
の
め
が
ね
︶﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
︑
そ
れ
を
日
本
人
が
虫
眼
鏡
と
訳
し
︑
読
書
に
も
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用
い
る
よ
う
に
な
っ
た︶17
︵

︒
こ
う
し
た
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
る
と
︑
虱
を
見
る
た
め
に
﹁
虱
の
め
が
ね
﹂
を
覗
く
自
身
も
ま
た
こ

の
憐
れ
な
虱
の
よ
う
だ
︑
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
︑
表
現
に
一
貫
性
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
︒
鼻
眼
鏡
か
︑
虫
眼

鏡
か
︑
ど
ち
ら
と
も
判
別
し
難
い
︒

　
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
よ
う
に
狂
詩
で
は
︑﹁
眼
鏡
﹂
と
い
う
新
し
い
題
材
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
︑
唐
詩
を
踏
ま
え
な
が
ら

こ
れ
を
老
人
の
日
常
の
一
コ
マ
へ
と
転
換
し
た
作
品
が
見
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
に
挙
げ
た
﹁
照
眼
鏡
見
虱
﹂
以
外
に
︑
狂
詩

に
眼
鏡
が
詠
ま
れ
て
い
る
事
例
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒

　
次
に
︑
眼
鏡
を
詠
ん
だ
狂
歌
を
紹
介
す
る
︒

①
　
　
櫻

　
と
し
ふ
れ
は
こ
し
も
か
ゝ
み
の
山
桜
み
る
に
目
鏡
の
は
な
く
も
り
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
瀬
の
勝
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
唐
衣
橘
洲
編
﹃
狂
歌
若
葉
集
﹄
天
明
二
年
序
︑
同
三
年
刊
︶

②
　
　
老
人
目
鏡
か
け
て
月
見
る
画
に

　
出
る
月
を
外
山
の
は
な
に
か
け
て
見
る
老
は
目
鏡
の
蘆
も
く
も
ら
す
︵﹃
狂
歌
若
葉
集
﹄︶

③
　
　
月
前
眼
鏡

　
月
か
げ
を
う
つ
す
め
が
ね
の
玉
う
さ
ぎ
ひ
た
ひ
の
波
に
か
け
て
こ
そ
み
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
来
秋
萬
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
四
方
赤
良
編
﹃
万
載
狂
歌
集
﹄
天
明
三
年
刊
︶

④
青
柳
の
め
が
ね
も
見
へ
て
老
ら
く
の
耳
に
し
た
が
ふ
鶯
の
声
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仙
宮
庵
月
清
丸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
朝
倉
庵
三
笑
編
﹃
狂
歌
百
人
一
首
﹄
文
化
二
年
︿
一
八
〇
五
﹀
刊
︶

⑤
　
　
短
冊
三
折

　
石
を
持
し
力
を
今
の
眼
鏡
よ
り
は
な
に
か
け
た
る
昔
恋
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
石
川
雅
望
﹃
狂
歌
百
人
一
首
﹄
文
化
六
年
刊
︶

⑥
　
　
眼
鏡
を
か
け
そ
め
て
よ
め
る

　
今
よ
り
は
目
が
ね
た
の
ま
ん
い
き
ほ
ひ
を
鼻
に
か
け
た
る
事
も
あ
り
し
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
橙
果
亭
天
地
根
詠
﹃
狂
歌
一
橙
集
﹄
文
政
四
年
︿
一
八
二
一
﹀
刊
︶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
州
仙
台
　
壺
荘
樓
副
嫁

⑦
我
ひ
さ
ぐ
め
が
ね
の
ひ
も
の
い
た
づ
ら
に
耳
順
へ
る
年
と
な
り
に
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
銕
廼
屋
大
門
・
五
柳
園
一
人
編
﹃
今
様
職
人
尽
歌
合
﹄
文
政
八
年
刊
︶

⑧
硝び

い
ど
ろ子

の
玉
の
柳
の
若
め
が
ね
つ
や
に
青
み
の
見
ゆ
る
春
の
日
　
朝
倉
庵
三
笑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
浅
草
庵
市
人
編
﹃
東
遊
﹄
寛
政
十
一
年
刊
︶

⑨
　
　
眼
鏡
買
ふ
と
て

　
目
か
ね
な
ら
か
け
ね
い
は
す
と
ま
け
さ
し
や
れ
見
よ
け
れ
は
よ
し
見
に
く
け
れ
や
い
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　︵
岫
雲
亭
華
産
編
﹃
狂
歌
栗
下
草
﹄
寛
政
四
年
刊
︶

　
こ
れ
に
加
え
て
︑
出
典
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
︑
文
政
年
間
以
前
の
狂
歌
を
収
録
し
た
高
橋
七
郎
編
﹃
類
題
狂
歌
大
全
﹄︵
内

外
出
版
協
会
︑
一
九
〇
五
年
︶
や
芳
賀
矢
一
編
﹃
詞
藻
類
纂
﹄︵
啓
成
社
︑
一
九
〇
七
年
︶
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
︑
次
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の
二
首
も
紹
介
し
て
お
こ
う
︒

⑩
銭
金
の
と
り
や
り
き
か
ぬ
し
は
す
に
は
め
が
ね
ば
か
り
ぞ
耳
に
か
ゝ
れ
る
　
也
有

⑪
郭
公
目
鏡
の
た
ま
に
音
づ
れ
て
鳴
音
は
両
の
耳
に
か
け
た
り
　
紐
長

　
①
~
⑦
ま
で
は
︑
眼
鏡
を
老
い
の
象
徴
と
し
て
詠
ん
だ
狂
歌
群
で
あ
る
︒

　
①
で
は
︑﹁
こ
し
も
か
ゝ
み
の
山
櫻
﹂
と
い
う
表
現
に
︑
年
を
取
り
腰
が
﹁
か
が
む
﹂
の
意
と
︑
近
江
の
歌
枕
﹁
鏡
山
﹂
と
を

掛
け
て
い
る
︒
更
に
鏡
山
は
そ
の
名
称
か
ら
和
歌
に
お
い
て
﹁
鏡
﹂
そ
の
も
の
に
見
立
て
ら
れ
︑
た
と
え
ば
﹁
鏡
山
い
ざ
た
ち
よ

り
て
み
て
ゆ
か
ん
年
へ
ぬ
る
身
は
お
い
や
し
ぬ
る
と
﹂︵
古
今
集
・
雑
上
・
詠
み
人
知
ら
ず
・
八
九
九
︶
の
よ
う
に
︑
自
身
の
老
い

を
対
象
化
す
る
装
置
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
︒
こ
の
狂
歌
で
も
こ
の
和
歌
的
伝
統
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
︒﹁
は
な
く
も
り
﹂
は
︑
桜
が
咲
く
時
期
の
ぼ
ん
や
り
と
曇
っ
た
空
模
様
を
意
味
す
る
語
だ
が
︑
こ
こ
で
は
同
時
に

眼
鏡
の
レ
ン
ズ
が
曇
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
︒
眼
鏡
を
老
い
の
象
徴
と
す
る
和
歌
に
は
な
い
趣
向
に
よ
っ
て
︑
鏤
め
た
雅
語

に
二
重
の
意
味
を
与
え
︑
老
い
そ
の
も
の
も
単
に
嘆
か
わ
し
い
現
象
と
し
て
の
み
な
ら
ず
︑
ど
こ
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
感
じ
さ
せ
る
︒

　
②
は
︑
老
人
が
眼
鏡
を
か
け
て
月
を
見
て
い
る
絵
画
へ
の
賛
と
い
う
体
で
詠
ま
れ
て
い
る
が
︑
連
山
の
端
に
位
置
す
る
山
で
あ

る
﹁
外
山
の
端
﹂
と
老
人
の
﹁
鼻
﹂
と
を
掛
詞
と
し
︑
月
を
眼
鏡
の
レ
ン
ズ
に
見
立
て
て
い
る
︒﹁
老
は
目
鏡
の
蘆
も
く
も
ら
す
﹂

と
は
ど
う
い
う
意
味
か
わ
か
ら
な
い
が
︑
①
と
同
様
︑
眼
鏡
の
レ
ン
ズ
が
曇
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
眼
鏡
は
﹁
靉

靆
﹂
と
も
呼
ば
れ
︑
こ
の
語
は
本
来
︑
雲
や
霞
が
た
な
び
く
状
態
を
指
す
︒
こ
う
し
た
漢
語
的
素
養
も
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
︒

　
③
で
は
︑
レ
ン
ズ
を
意
味
す
る
﹁
め
が
ね
の
玉
﹂
と
月
に
住
む
と
い
う
兎
﹁
玉
う
さ
ぎ
﹂
を
掛
け
合
わ
せ
て
い
る
︒
額
の
皺
を

﹁
ひ
た
ひ
の
波
﹂
と
表
現
す
る
の
は
︑
謡
曲
﹁
竹
生
島
﹂
の
﹁
月
海
上
に
浮
か
む
で
は
︑
兎
も
波
を
走
る
か
﹂
と
い
う
詞
章
を
踏
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ま
え
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
か
け
て
﹂
は
兎
が
波
の
上
を
﹁
駆
け
る
﹂
と
眼
鏡
を
﹁
掛
け
る
﹂
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
︒
眼
鏡
で
月

を
見
る
老
人
と
い
う
設
定
と
︑
人
間
の
顔
を
自
然
の
風
景
に
見
立
て
る
と
い
う
発
想
に
お
い
て
︑
②
と
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
︒

　
④
は
︑﹁
青
柳
の
花
田
の
糸
を
よ
り
あ
は
せ
絶
え
ず
も
鳴
く
か
鶯
の
声
﹂︵
拾
遺
集
・
春
・
凡
河
内
躬
恒
・
三
四
︶
を
踏
ま
え
て

い
る
と
思
わ
れ
る
︒﹁
鶯
﹂
と
共
に
春
の
季
語
で
あ
る
﹁
青
柳
の
﹂
は
﹁
い
と
﹂
や
﹁
か
ず
ら
﹂
に
か
か
る
枕
詞
だ
が
︑
こ
こ
で

は
﹁
青
柳
の
芽
﹂
と
﹁
め
が
ね
﹂
と
が
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
耳
に
し
た
が
ふ
﹂
は
﹃
論
語
﹄
為
政
の
﹁
六
十
而
耳
順
﹂︑

す
な
わ
ち
六
十
歳
の
こ
と
を
示
す
︒

　
⑤
は
︑﹁
は
な
に
か
け
た
る
﹂
と
い
う
表
現
に
︑
重
い
石
で
も
持
ち
上
げ
る
こ
と
の
で
き
た
若
い
頃
の
こ
と
を
自
慢
す
る
と
い

う
意
味
と
︑
年
老
い
た
現
在
に
な
っ
て
眼
鏡
を
鼻
の
上
に
の
せ
て
い
る
と
い
う
意
味
と
の
両
方
を
重
ね
て
い
る
︒
書
名
に
も
﹁
百

人
一
首
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
本
書
で
は
一
首
ご
と
に
狂
歌
と
詠
み
手
の
肖
像
が
描
か
れ
て
い
る
︒
短
冊
三
折
な
る
狂
歌
名
を
持
つ

人
物
の
肖
像
を
見
る
と
︑
武
家
装
束
姿
で
︑
眼
鏡
を
手
に
持
っ
て
目
の
前
に
差
し
当
て
て
い
る
︵
図
6
︶︒

　
⑥
も
⑤
と
同
様
︑﹁
鼻
に
か
け
た
る
﹂
に
二
つ
の
意
味
を
持
た
せ
︑
過
去
と
現
在
と
を
対
照
的
に
扱
っ
た
一
首
で
あ
る
︒
こ
こ

で
は
更
に
︑﹁
め
が
ね
﹂
に
も
二
つ
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
︒
即
ち
︑
い
わ
ゆ
る
眼
鏡
の
ほ
か
に
︑
物
事
の
善
悪
や
可
否
を
見

抜
く
鑑
識
眼
と
い
う
意
味
で
の
﹁
め
が
ね
﹂
を
重
ね
る
こ
と
で
︑
そ
う
し
た
能
力
が
今
は
衰
え
た
︑
と
し
て
い
る
︒

　
⑦
は
︑
④
と
同
様
︑﹃
論
語
﹄
の
﹁
耳
順
﹂
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
老
い
を
詠
ん
だ
も
の
と
わ
か
る
︒﹃
今
様
職
人
尽
歌

合
﹄
は
︑
そ
の
書
名
の
通
り
︑
様
々
な
職
人
に
つ
い
て
詠
ま
れ
た
狂
歌
が
鍬
形
蕙
斎
に
よ
る
挿
絵
付
き
で
収
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ

こ
で
は
︑
年
老
い
て
背
中
の
曲
が
っ
た
眼
鏡
売
が
︑
手
持
ち
の
眼
鏡
箱
を
持
っ
て
い
る
挿
絵
が
描
か
れ
て
お
り
︑
そ
の
左
側
に
は

﹁
目
鏡
も
と
め
さ
せ
給
へ
︒
し
ら
虫
の
目
を
ね
ぶ
り
た
る
も
蚕
の
あ
く
び
し
た
る
も
あ
ざ
や
か
に
見
へ
わ
た
り
て
候
ぞ
﹂
と
い
う

判
詞
も
記
さ
れ
て
い
る
︵
図
7
︶︒
つ
ま
り
本
歌
は
︑
こ
の
挿
絵
の
眼
鏡
売
の
胸
中
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
読
め
る
︒﹁
耳
順
へ
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る
﹂
は
先
述
し
た
よ
う
に
﹃
論
語
﹄
に
基
づ
い
た
老
い
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
︑
眼
鏡
の
紐
を
耳
に
掛
け
て
い
る
様
子
を
重
ね

た
表
現
と
な
っ
て
い
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
芝
居
・
俳
諧
・
川
柳
と
同
様
︑
狂
歌
で
も
老
い
の
象
徴
と
し
て
眼
鏡
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
⑧
以
降
は
︑

そ
れ
以
外
の
角
度
か
ら
眼
鏡
を
詠
ん
だ
狂
歌
を
紹
介
す
る
︒

　
⑧
で
は
︑﹁
若
め
が
ね
﹂﹁
つ
や
﹂
の
よ
う
に
老
い
と
は
正
反
対
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
一
方
︑﹁
柳
﹂﹁
青
み
﹂
と
い
う

言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
④
の
﹁
青
柳
の
﹂
と
類
似
し
て
い
る
が
︑
こ
こ
は
﹁
硝
子
の
玉
﹂
と
︑
美
し
い
柳
を
意
味
す
る
春

の
季
語
﹁
玉
柳
﹂
と
を
重
ね
て
お
り
︑
④
の
よ
う
に
本
歌
取
り
し
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒

　
⑨
と
⑩
は
一
転
し
て
︑
月
や
山
︑
柳
と
い
っ
た
自
然
物
で
は
な
く
︑
金
銭
を
絡
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
都
市
部
の
生
活
感
を
感
じ

さ
せ
る
二
首
と
な
っ
て
い
る
︒

　
⑨
は
︑
眼
鏡
売
り
と
客
と
の
間
の
駆
け
引
き
が
映
像
と
し
て
浮
か
ん
で
く
る
一
首
で
あ
る
︒
眼
鏡
は
︑
当
時
極
め
て
高
価
で
あ

っ
た
︒
レ
ン
ズ
の
具
合
が
自
分
の
視
力
に
あ
っ
て
い
れ
ば
客
は
そ
れ
な
り
の
値
段
で
買
い
︑
あ
っ
て
い
な
け
れ
ば
買
わ
な
い
︑
と

こ
の
狂
歌
に
も
あ
る
通
り
︑
当
時
の
眼
鏡
売
り
は
ま
た
︑
実
際
に
客
の
視
力
に
合
わ
せ
た
レ
ン
ズ
の
誂
え
も
請
け
負
っ
て
い
た
︒

　
⑩
で
は
︑
歳
末
に
諸
々
の
決
算
で
多
忙
を
極
め
︑
眼
鏡
を
掛
け
て
帳
簿
と
睨
み
合
う
町
人
の
姿
が
活
き
活
き
と
想
像
さ
れ
る
︒

　
最
後
に
⑪
だ
が
︑﹁
音
づ
れ
﹂
は
郭
公
が
声
を
立
て
る
の
意
と
﹁
訪
れ
﹂
と
を
掛
け
︑
眼
鏡
で
見
て
い
る
光
景
の
中
に
突
然
郭

公
が
飛
び
込
ん
で
き
て
鳴
き
始
め
る
さ
ま
を
詠
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
︒﹁
耳
に
か
け
た
り
﹂
は
︑
眼
鏡
を
耳
に
か
け
る
行
為
と
︑

鳴
き
声
を
聴
く
意
味
の
両
方
を
含
ん
で
い
る
︒
第
三
節
で
扱
っ
た
俳
諧
の
⑥
﹁
目
に
は
眼
鏡
耳
に
は
何
を
時
鳥
﹂
は
︑
目
と
耳
の

組
み
合
わ
せ
と
︑
ほ
と
と
ぎ
す
が
題
材
で
あ
る
と
い
う
二
点
に
お
い
て
こ
の
狂
歌
と
よ
く
似
て
い
る
︒

　
ち
な
み
に
︑
⑩
と
⑪
で
は
眼
鏡
を
﹁
耳
﹂
に
か
け
る
の
に
対
し
︑
②
・
⑤
・
⑥
で
は
﹁
鼻
﹂
に
か
け
る
︒
後
者
の
場
合
︑
自
慢
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す
る
意
の
﹁
鼻
に
か
け
る
﹂
と
の
洒
落
に
な
っ
て
お
り
︑
こ
れ
は
川
柳
や
︑
噺
本
に
も
見
ら
れ
る
︒
第
二
節
で
見
た
漢
詩
で
は
︑

﹁
靉
靆
一
双
新
上
額
﹂︵
田
霢
詩
︶
や
﹁
靉
靆
故
加
額
﹂︵
六
如
﹁
冬
朝
﹂︶︑﹁
靉
靆
成
双
拄
額
山
﹂︵
梁
川
星
巌
詩
︶
な
ど
︑
眼
鏡

を
﹁
額
﹂
に
載
せ
る
と
い
う
表
現
が
目
立
つ
︒
こ
こ
に
︑
和
漢
の
身
体
感
覚
の
差
異
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
︒

　
こ
こ
ま
で
︑
狂
歌
に
詠
ま
れ
る
眼
鏡
を
十
一
首
見
て
き
た
︒

　
大
き
な
特
徴
と
し
て
は
︑
川
柳
同
様
に
老
人
が
使
用
し
て
い
る
事
例
が
多
い
こ
と
︑
更
に
月
︑
山
︑
青
柳
︑
鶯
︑
郭
公
と
い
っ

た
雅
の
要
素
を
持
つ
自
然
物
と
︑
俗
の
要
素
で
あ
る
眼
鏡
と
の
対
照
性
を
意
識
し
た
も
の
が
多
い
こ
と
や
︑﹁
鼻
に
か
け
る
﹂
と

い
う
言
い
回
し
と
の
洒
落
を
踏
ま
え
た
も
の
が
多
い
こ
と
と
い
う
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
と
め

　
本
稿
で
は
︑
様
々
な
文
芸
分
野
で
扱
わ
れ
て
い
る
眼
鏡
に
つ
い
て
見
て
き
た
︒

　
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
で
は
︑
地
位
の
あ
る
老
人
が
眼
鏡
を
使
用
し
︑
中
に
は
土
佐
光
信
の
鑑
識
眼
や
斧
九
太
夫
の
ず
る
賢
さ
な
ど

を
強
調
す
る
小
道
具
と
し
て
眼
鏡
が
用
い
ら
れ
た
︒
既
存
の
演
目
の
舞
台
を
眼
鏡
屋
に
改
作
し
た
も
の
も
存
在
す
る
が
︑
こ
れ
は

目
新
し
さ
を
狙
っ
た
演
出
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
漢
詩
文
で
は
︑
清
の
田
霢
の
詩
を
引
い
て
︑
日
本
漢
詩
に
も
眼
鏡
を
詩
材
と
し
て
取
り
込
も
う
と
述
べ
た
六
如
を
筆
頭
に
︑
花

野
井
有
年
︑
梁
川
星
巌
︑
村
上
仏
山
な
ど
︑
江
戸
後
期
の
漢
詩
人
た
ち
が
︑
眼
鏡
を
漢
詩
に
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
ら
に
共

通
す
る
の
は
︑︵
六
如
の
詩
は
除
く
が
︶
読
書
の
妨
げ
と
な
る
老
眼
が
眼
鏡
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
喜
び
を
詠
ん
だ
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
り
︑
こ
れ
は
勉
強
熱
心
な
漢
詩
人
た
ち
な
ら
で
は
の
主
題
と
い
え
る
︒
ま
た
眼
鏡
を
掛
け
て
勉
学
に
勤
し
む
自
身
の
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姿
な
ど
を
虫
に
喩
え
る
の
も
特
徴
で
あ
る
︒

　
俳
諧
で
は
︑
眼
鏡
の
レ
ン
ズ
を
月
に
見
立
て
た
句
な
ど
が
あ
る
一
方
︑
老
人
が
眼
鏡
を
掛
け
た
姿
を
詠
ん
だ
も
の
は
少
な
い
︒

　
川
柳
で
は
︑
老
人
が
眼
鏡
を
掛
け
て
い
る
姿
を
詠
ん
だ
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
︒
漢
詩
人
の
よ
う
な
勉
強
家
で
は
な
く
︑
ご
く

普
遍
的
な
存
在
と
し
て
の
老
人
︑
あ
る
い
は
高
慢
な
奥
家
老
や
意
地
悪
な
姑
と
い
っ
た
悪
質
な
老
人
が
︑
眼
鏡
を
掛
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
︑
そ
の
消
極
的
な
側
面
が
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
る
︒

　
狂
詩
・
狂
歌
で
は
︑
老
人
が
眼
鏡
を
掛
け
て
い
る
事
例
が
多
い
も
の
の
︑
川
柳
の
よ
う
に
揶
揄
的
で
は
な
い
︒
月
や
鶯
な
ど
の

﹁
雅
﹂
の
要
素
に
対
す
る
﹁
俗
﹂
の
要
素
と
し
て
の
眼
鏡
︑
と
い
う
落
差
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
で
あ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
ま
で
諸
文
芸
に
登
場
す
る
眼
鏡
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
︑
何
か
物
足
り
な
く
思
わ
れ
る
の
は
︑
近
世
和
歌
に

お
い
て
眼
鏡
を
詠
ん
だ
用
例
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
た
め
だ
ろ
う
︒

　
鈴
木
健
一
氏
は
﹃
江
戸
詩
歌
の
空
間︶18
︵

﹄
に
お
い
て
︑
江
戸
時
代
に
は
虫
籠
や
蛍
籠
︑
花
瓶
と
い
っ
た
人
工
物
が
詩
材
と
し
て
積

極
的
に
取
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
都
市
生
活
の
中
で
自
然
を
捉
え
な
お
す
動
き
が
あ
っ
た
と
す
る
一
方
で
︑
和
歌
に
お
け
る

花
瓶
詠
等
の
用
例
が
少
な
い
理
由
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
い
っ
た
い
︑
和
歌
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
は
︑
造
形
と
い
う
か
非
生
物
の
﹁
物
﹂
へ
の
関
心
は
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
お

そ
ら
く
︑
和
歌
で
は
美
意
識
を
か
た
ど
る
情
緒
・
抒
情
こ
そ
が
大
事
な
の
で
あ
り
︑
そ
う
い
う
﹁
雰
囲
気
﹂
の
レ
ベ
ル
で
成

り
立
っ
て
い
る
︒
逆
に
言
え
ば
︑﹁
物
﹂
を
客
観
的
に
描
写
し
て
︑
そ
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
っ
た
類
の
発
想
は
さ

れ
に
く
い
の
だ
ろ
う
︒︵
略
︶
対
象
認
識
の
仕
方
が
主
情
的
だ
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
︒

　
眼
鏡
を
詠
ん
だ
和
歌
の
用
例
が
発
見
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
︑
鈴
木
氏
の
こ
の
説
明
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
︒
し
か
も
︑
虫
籠

や
花
瓶
の
場
合
︑
虫
や
花
を
野
山
の
自
然
か
ら
一
旦
切
り
離
し
︑
日
常
生
活
の
中
に
置
く
と
い
う
用
途
が
あ
る
が
︑
眼
鏡
の
用
途
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に
は
そ
う
し
た
自
然
と
の
関
わ
り
は
そ
も
そ
も
含
ま
れ
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
自
然
物
が
及
ぼ
す
情
緒
的
・
抒
情
的
感
情
と

眼
鏡
は
結
び
つ
き
づ
ら
く
︑
和
歌
に
詠
ま
れ
づ
ら
い
の
も
ま
た
当
然
と
言
え
よ
う
︒

　
更
に
言
え
ば
︑
江
戸
文
芸
全
体
を
見
回
し
て
も
︑
眼
鏡
と
い
う
題
材
は
決
し
て
主
流
で
は
な
い
︒
江
戸
文
芸
の
魅
力
が
雅
俗
の

落
差
と
い
う
文
脈
の
中
で
語
ら
れ
る
限
り
︑
中
世
ま
で
の
和
歌
や
物
語
文
学
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
伝
統
的
美
意
識
︑
即
ち

雅
へ
の
意
識
は
強
烈
に
作
用
し
て
い
る
と
言
え
る
︒
同
時
代
に
普
及
し
た
ば
か
り
の
ま
だ
歴
史
の
浅
い
眼
鏡
は
︑
そ
こ
か
ら
あ
ま

り
に
も
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒

　
し
か
し
︑
こ
こ
ま
で
挙
げ
て
き
た
事
例
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
そ
の
よ
う
な
文
学
的
蓄
積
の
な
い
事
物
で
あ
っ
て
も
︑
漢

詩
の
題
材
や
自
然
の
景
観
の
見
立
て
︑
唐
詩
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
文
芸
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
力
強
さ
︑
好
奇
心
の
旺
盛
さ
は
︑

近
世
な
ら
で
は
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
今
回
︑
紙
幅
の
都
合
上
紹
介
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
噺
本
文
芸
や
黄
表
紙
で
は
︑
眼
鏡
が
小
道
具
と
し
て
よ
り
効
果
的
に

機
能
す
る
︒
殊
に
後
者
で
は
︑
絵
画
文
芸
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
眼
鏡
が
視
覚
的
な
面
白
さ
と
結
び
つ
き
︑
特
定
の
構
図
の
中
で
特

定
の
人
物
や
非
─
人
間
が
眼
鏡
を
使
用
す
る
様
子
が
複
数
の
作
品
に
共
通
し
て
見
ら
れ
た
り
︑
作
品
数
は
少
な
い
も
の
の
︑
眼
鏡

を
主
題
と
す
る
黄
表
紙
ま
で
現
れ
る
の
だ
が
︑
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
︑
稿
を
改
め
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
と
す
る
︒

【
参
考
文
献
一
覧
】

︵
1
︶　
大
西
克
知
﹁
眼
科
雑
記
﹂︵﹃
日
本
眼
科
学
会
雑
誌
﹄
二
十
三
巻
二
号
︑
一
九
一
九
年
︶

︵
2
︶　
白
山
晰
也
﹃
眼
鏡
の
社
会
史
﹄︵
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
︑
一
九
九
〇
年
︑
三
三
~
三
五
頁
︶

︵
3
︶　
曲
亭
馬
琴
﹃
著
作
堂
雑
記
﹄︵
国
書
刊
行
会
︑
一
九
一
一
年
︶
に
﹁
天
保
九
年
の
頃
よ
り
眼
気
弥
衰
へ
て
︑
書
を
見
る
こ
と
を
得
ず
︑

是
れ
眼
鏡
の
宜
し
か
ら
ぬ
故
な
ら
ん
と
思
ひ
て
︑
種
々
高
料
の
眼
鏡
を
買
求
て
︑
か
く
て
天
保
十
年
丁
亥
冬
十
二
月
中
旬
よ
り
︑
左
眼
甚
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し
く
曇
り
て
︑
奈
と
な
く
意
事
得
な
ら
ず
﹂︑﹃
曲
亭
馬
琴
日
記
﹄︵
第
四
巻
︑
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
〇
九
年
︶
天
保
十
一
年
二
月
十
五

日
の
項
に
﹁
林
荘
蔵
約
束
の
厚
眼
鏡
持
参
︒
代
金
一
両
二
分
の
由
也
︒
し
ば
ら
く
か
け
見
可
申
旨
申
聞
け
則
ち
預
か
り
お
く
︒
然
れ
ど
も

思
ふ
に
似
ず
し
て
宜
し
か
ら
ず
衰
眼
実
に
せ
ん
か
た
な
し
﹂
と
あ
る
︒

︵
4
︶　﹃
名
作
歌
舞
伎
全
集
﹄︵
第
一
巻
︑
東
京
創
元
社
︑
一
九
六
九
年
︑
一
三
~
一
四
頁
︶

︵
5
︶　﹃
名
作
歌
舞
伎
全
集
﹄︵
第
二
巻
︑
東
京
創
元
社
︑
一
九
六
八
年
︑
二
〇
一
頁
︶

︵
6
︶　
眼
鏡
入
れ
に
つ
い
て
は
︑
三
宅
也
来
﹃
万
金
産
業
袋
﹄
巻
之
三
﹁
丸
眼
鏡
﹂
の
項
目
に
材
質
や
仕
立
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
が
あ
る
︒

﹁
家
は
箱
入
︒
薄
皮
ま
が
ひ
︒
せ
い
し
つ
︒
朱
ぬ
り
︹
割
註
︺
是
て
う
せ
ん
ざ
い
く
に
︒
う
す
皮
に
花
形
な
ど
を
極
印
の
ご
と
く
に
打
︒

上
と
下
と
横
ま
き
に
︒
金
に
て
雲
龍
か
ら
草
な
ど
を
す
り
付
し
有
︒
そ
れ
を
似
せ
て
製
す
︒
／
な
ん
と
み
な
唐
紛
也
︒
草
な
る
は
︒
経
木

板
に
紙
ば
り
︒
墨
ぬ
り
の
上
を
す
り
漆
し
て
用
ゆ
︒
い
か
に
も
安
物
の
仕
立
也
﹂︒

︵
7
︶　﹃
名
作
歌
舞
伎
全
集
﹄︵
第
四
巻
︑
東
京
創
元
社
︑
一
九
七
〇
年
︑
四
五
頁
︶

︵
8
︶　﹃
名
作
歌
舞
伎
全
集
﹄︵
第
四
巻
︑﹁
恋
女
房
染
分
手
綱
﹂
戸
坂
康
二
解
説
よ
り
︑
東
京
創
元
社
︑
一
九
七
〇
年
︑
三
九
頁
︶

︵
9
︶　﹃
日
本
戯
曲
全
集
﹄︵
第
十
五
巻
︑
春
陽
堂
︑
一
九
二
八
年
︑
一
〇
頁
︶

︵
10
︶　﹃
日
本
戯
曲
全
集
﹇
歌
舞
伎
篇
﹈﹄︵
第
十
八
巻
︑
春
陽
堂
︑
一
九
七
九
年
︑
二
〇
一
~
二
〇
二
頁
︶

︵
11
︶　﹃
歌
舞
伎
名
作
選
﹄︵
第
十
二
巻
︑
東
京
創
元
社
︑
一
九
五
七
年
︑
一
七
一
頁
︶

︵
12
︶　
揖
斐
高
﹁
江
戸
の
漢
詩
文
﹂︵
日
野
龍
夫
・
諏
訪
春
雄
﹃
江
戸
文
学
と
中
国
﹄
所
収
︑
毎
日
新
聞
社
︑
一
九
七
七
年
︑
八
三
頁
︶

︵
13
︶　﹃
辛
丑
雑
記
　
第
2
﹄︵
東
海
文
庫
第
14
︑
静
岡
郷
土
研
究
会
︑
一
九
二
九
年
︑
一
八
頁
︶

︵
14
︶　﹃
註
解
梁
川
星
巌
全
集
　
第
三
巻
﹄︵
梁
川
星
巌
全
集
刊
行
会
︑
一
九
五
七
年
︑
一
二
九
~
一
三
〇
頁
︶

︵
15
︶　
校
注
・
訳
:
雲
英
末
雄
・
山
下
一
海
・
丸
山
一
彦
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
72
　
近
世
俳
句
俳
文
集
﹄︵
小
学
館
︑
二
〇
〇
一
年
︑

八
四
頁
︶

︵
16
︶　
粕
谷
宏
紀
編
﹃
新
編
川
柳
大
辞
典
﹄︵
東
京
堂
出
版
︑
一
九
九
五
年
︑
七
一
六
頁
︶

︵
17
︶　
山
脇
悌
二
郎
﹃
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
:
世
界
の
な
か
の
鎖
国
日
本
﹄︵
中
公
新
書
︑
一
九
八
〇
年
︑
一
七
一
頁
︶

︵
18
︶　
鈴
木
健
一
﹃
江
戸
詩
歌
の
空
間
﹄︵
森
話
社
︑
一
九
九
八
年
︑
九
〇
~
九
一
頁
︶
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【図 2】五渡亭国貞［1］画／佐野屋喜兵衛版、
文政 10 年（1827）7 月 26 日市村座上演

斧九太夫＝片岡仁左衛門［7］
（早稲田浮世絵データベース）

（部分）

【図 1】一魁斎芳年画、文久 2年（1862）
3 月中村座上演

斧九太夫＝浅尾与六［2］
（早稲田浮世絵データベース）

（部分）
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【図 6】『狂歌百人一首』文化 6年（部分）
国文学研究資料館蔵、ナ 2─41

【図 7】『今様職人尽歌合』、文政八年（部分）
国文学研究資料館蔵、ナ 2─532─1～2

【図 5】『化物和本草』1丁ウ・2丁オ
国立国会図書館蔵、207─431

【図 4】『中華手本唐人蔵』9丁ウ・10 丁オ
国立国会図書館蔵、207─376

【図 3】『忠臣蔵即席料理』9丁ウ
東京都立中央図書館加賀文庫蔵 49─15

（部分）
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G

lasses in the literature of the Edo period

Y
O

SH
ID

A
, Shin-ichiro

　It is said that glasses w
ere introduced into Japan from

 Europe in the 16th century. A
nd they had spread through 

m
etropolises, K

yoto, O
saka, and Edo, by the Jokyo and G

enroku era

︵1684

│1704

︶. I have found that glasses appear in 
various genres of the literature of Edo period such as theatrical arts

︵Joruri and K
abuki

︶, kanshi

︵C
hinese poetry

︶, 
H

aikai, Senryu, K
yoshi and K

yoka. In this paper, I’ ll briefly introduce those w
orks by genre.

　First, in theatrical arts, high-ranking and old m
en characters use glasses because of not only a syim

bol of w
ealth but 

also exaggeration of their characteristics, observant eye or foxy.

　Second, let’ s see in the case of kanshi. R
iku-nyo

︵1724

│1801

︶, a poet in m
id-Edo period, w

rote an essay on poetry 
“ K

atsugen-Shiw
a” . In the essay, he asserted that Japanese poets should adopt fam

iliar subjects like glasses in their w
orks. 

A
fter that, som

e glasses them
es poets w

ere w
ritten by som

e poets. Their com
m

on point is that they are them
ed their 

intelleclture happiness for getting easier to read books by using glasses.

　Third, in H
aikai, there are w

orks glasses as an artifact is contrasted w
ith natural landscape. For exam

ple, a lens of 
glasses is expressed as a m

etaphor of the m
oon. A

nd there are few
 old age them

ed haikai.

　Forth, in Senryu, there are som
e old age them

ed w
orks, for exam

ple, a conceited old sam
urai and a nasty old w

om
an. 

The glasses that they w
ear indicate their character.

　Finaly, in K
yoshi and K

yoka, these genres tend to m
ake a parody of C

hinese books, Japanese poem
s and idiom

s. So do 
glasses them

ed w
orks.

　“ G
lasses”  didn’ t becom

e m
ain subject in the literature of the Edo period. M

ost of Edo literature is com
posed of contrast 
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betw

een “ G
a

︵
雅
︶”  m

eans elegancy of earlier w
orks, traditional beauty sense, and “ Zoku

︵
俗
︶”  m

eans fam
iliar sense. 

G
lasses didn’ t have “ G

a”  fraction because it hadn’ t settle dow
n as subject of Japanese literature at that tim

e. H
ow

ever, it 
is a charm

 of Edo literature such the flexibility and curiosity that even new
 things like glasses w

ere accepted easily as 
subject of literary w

orks.

︵
日
本
語
日
本
文
学
専
攻
　
博
士
後
期
課
程
一
年
︶
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