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ふ
き
の
た
う
秋
田
音
頭
は
祖
母
の
歌�

水
谷　
光
子

　
（
ヤ
ー
ト
ー
セ
ー
）
コ
ラ
、
秋
田
音
頭
で
す
。（
ハ
イ
、
キ
タ
カ

サ
ッ
サ
ー
、
コ
イ
サ
ッ
サ
ー
、 

コ
イ
ナ
）。
秋
田
県
の
民
謡
で
あ

る
秋
田
音
頭
は
、
七
・
七
・
九
を
基
本
と
し
た
リ
ズ
ム
に
乗
せ
て

面
白
可
笑
し
く
、
時
に
猥
雑
に
歌
い
上
げ
る
。
歌
詞
は
い
ろ
い
ろ

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
そ
の
コ
ミ
カ
ル
な
リ
ズ
ム
は
も
は

や
ラ
ッ
プ
。
掲
出
句
の
「
秋
田
音
頭
は
祖
母
の
歌
」
か
ら
は
、
作

者
の
祖
母
も
即
興
で
元
気
よ
く
ラ
ッ
プ
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。
季
語
の
「
ふ
き
の
た
う
」
か
ら
は
秋
田
蕗
が
連
想
さ
れ
、
一

句
全
体
が
秋
田
愛
に
満
ち
て
い
る
。
も
し
俳
句
が
七
・
七
・
九
の

形
で
誕
生
し
て
い
た
な
ら
、
句
会
も
ラ
ッ
プ
で
行
わ
れ
、
も
っ
と

愉
し
い
笑
い
に
満
ち
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

い
ぬ
ふ
ぐ
り
ピ
カ
ソ
の
青
に
遠
け
れ
ど�

持
田
き
よ
え

　

犬
ふ
ぐ
り
の
花
の
色
は
仄
々
と
し
て
い
て
好
き
で
あ
る
。
日
向

で
見
る
犬
ふ
ぐ
り
と
日
陰
に
咲
い
て
い
る
犬
ふ
ぐ
り
と
で
は
色
調

が
異
な
る
が
、
そ
の
淡
い
青
は
と
て
も
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
。

　

さ
て
、
こ
の
句
。
犬
ふ
ぐ
り
の
青
は
ピ
カ
ソ
の
「
青
の
時
代
」

に
使
わ
れ
た
青
と
比
べ
薄
い
け
れ
ど
素
敵
だ
わ
と
言
っ
て
い
る
。

「
遠
け
れ
ど
」
は
犬
ふ
ぐ
り
の
青
を
卑
下
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

ピ
カ
ソ
の
使
っ
た
プ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー
も
素
敵
だ
け
ど
、
犬
ふ
ぐ

り
の
色
も
そ
れ
以
上
に
好
き
だ
わ
と
。「
遠
け
れ
ど
」
の
独
白
に

作
者
の
心
が
全
て
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

薪
ス
ト
ー
ブ
分
厚
き
忍
野
村
々
誌�

森
尻　
礼
子

　

忍
野
村
は
「
忍
野
八
海
」
の
あ
る
村
と
い
え
ば
解
か
っ
て
も
ら

え
る
か
。
ぼ
く
に
す
れ
ば
、
東
京
都
に
檜
原
村
あ
り
、
山
梨
県
に

忍
野
村
あ
り
と
い
え
る
ほ
ど
好
き
な
村
だ
。
そ
の
忍
野
村
を
訪
ね

た
作
者
。
た
ま
た
ま
忍
野
村
の
歴
史
を
記
し
た
村
誌
を
手
に
し
、

そ
の
分
厚
い
本
に
感
銘
し
て
い
る
。
分
厚
い
と
い
う
こ
と
は
そ
れ

だ
け
の
長
い
歴
史
や
、
民
俗
、
地
理
、
産
業
な
ど
が
事
細
か
に
、

丁
寧
に
記
載
さ
れ
て
い
る
証
。
ス
ト
ー
ブ
で
暖
を
と
り
な
が
ら
頁

を
繰
っ
て
い
る
作
者
の
顔
が
見
え
る
よ
う
。
こ
の
句
は
「
薪
ス

ト
ー
ブ
」
の
薪
が
忍
野
村
の
歴
史
の
一
端
を
物
語
っ
て
お
り
、
薪

の
発
見
が
こ
の
句
を
豊
か
に
し
て
い
る
。

根
の
う
ね
り
長
き
樹
齢
の
桜
咲
く�

八
尋　
信
子

　

老
木
ら
し
い
桜
大
樹
。
ご
つ
ご
つ
と
根
が
う
ね
り
、
樹
齢
如
何

ば
か
り
か
と
見
惚
れ
る
ほ
ど
の
桜
だ
。
作
者
は
勿
論
そ
の
樹
齢
に

遥
か
に
及
ば
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
こ
れ
か
ら
の
人
生
、
こ
の
老
桜

に
あ
や
か
り
、
長
く
生
き
て
み
た
い
と
思
っ
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。
桜
大
樹
の
魂
に
触
れ
た
一
句
。

「
閏
」
一
句
鑑
賞

守
屋
　
明
俊

（
五
十
音
順
）
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花
曇
り
都
電
ゆ
ら
ゆ
ら
鳩
翔
た
す�

山
田　
雅
子

　

都
電
荒
川
線
。
桜
の
見
所
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
一
日
券
を

買
っ
て
何
度
も
乗
り
降
り
し
て
み
る
。
飛
鳥
山
、
面
影
橋
。
桜
は

そ
う
で
も
な
い
が
鬼
子
母
神
も
素
敵
で
途
中
下
車
。
梶
原
と
い
う

駅
で
下
車
す
る
と
「
都
電
も
な
か
」
を
売
る
店
も
あ
る
。
都
電

は
肩
を
ゆ
す
り
な
が
ら
進
み
、
こ
の
句
の
よ
う
に
鳩
を
追
い
立
て

る
。
花
曇
り
の
一
日
。「
ゆ
ら
ゆ
ら
」
に
の
ん
び
り
と
寛
ぐ
様
子

が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。

入
学
の
朝
も
Ｔ
Ｋ
Ｇ
を
搔
き
込
み
て�

横
須
賀
智
子

　

Ｔ
Ｋ
Ｇ
っ
て
？　

正
解
は
「
卵
掛
け
ご
飯
」
の
頭
文
字
。
俳
句

も
こ
う
し
た
符
号
が
入
る
と
面
白
く
な
っ
て
く
る
。
Ｄ
Ｓ
が
「
ど

う
か
し
て
る
」
の
略
で
、
こ
う
い
う
ノ
リ
の
遊
び
。
こ
の
省
略
語

は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
や
Ｊ
Ａ
Ｌ
等
と
は
違
う
。
日
本
語
の
頭
文
字
を
取
っ
て

の
英
字
化
で
あ
る
。
例
え
ば
昔
の
松
竹
歌
劇
団
が
Ｓ
Ｋ
Ｄ
だ
っ
た
。

日
本
放
送
協
会
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
。
な
ん
だ
、
昔
か
ら
在
っ
た
じ
ゃ
な
い
。

そ
の
方
式
で
い
く
と
、
未
確
認
飛
行
物
体
は
Ｍ
Ｈ
Ｂ
と
な
る
が
、

解
か
る
だ
ろ
う
か
。
Ｔ
Ｋ
Ｇ
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
よ
う
に
定
着
す
る
か
は

こ
の
句
の
命
運
と
「
卵
掛
け
ご
飯
」
の
一
層
の
普
及
に
掛
か
っ
て

い
る
。
作
者
の
好
奇
心
に
敬
意
を
表
し
こ
の
句
を
採
り
上
げ
た
。

心
平
と
一
茶
の
蛙
と
び
跳
ね
る�

東　
　
祥
子

　

蛙
の
詩
人
と
い
わ
れ
た
草
野
心
平
と
「
や
せ
蛙
負
け
る
な
」
の

小
林
一
茶
。
そ
の
両
人
を
偲
び
讃
え
た
一
句
。
二
人
も
入
れ
て
全

く
違
和
感
が
無
い
の
は
作
者
の
巧
み
な
技
、
芸
に
由
る
。「
と
び

跳
ね
る
」
に
、
迸
る
新
鮮
な
生
命
を
感
ず
る
。

触
れ
て
み
て
し
ん
と
冷
た
き
椿
か
な�

伊
澤
や
す
ゑ

　

椿
と
他
の
言
葉
と
の
取
合
せ
で
は
な
く
、
椿
そ
の
も
の
の
感
触

だ
け
を
一
句
に
仕
立
て
た
句
。
椿
の
花
の
根
源
、
本
意
を
作
者
は

感
触
を
頼
り
に
詠
む
。
季
語
そ
の
も
の
を
詠
む
の
は
案
外
難
し
く

往
々
に
し
て
類
想
に
陥
る
も
の
だ
が
、
こ
の
「
し
ん
と
冷
た
き
」

は
言
い
得
て
い
て
納
得
す
る
。
読
者
の
手
に
も
そ
の
冷
た
さ
が
伝

わ
っ
て
来
る
こ
と
だ
ろ
う
。

鞦
韆
や
生
き
る
を
も
つ
と
面
白
く�

市
村　
啓
子

　

前
向
き
な
句
で
、
晩
年
は
も
っ
と
面
白
く
生
き
な
け
れ
ば
と
謳

う
。
鞦
韆
と
「
生
き
る
」
か
ら
黒
澤
明
監
督
の
『
生
き
る
』
を
誰

し
も
が
連
想
し
、
余
命
幾
ば
く
も
無
い
主
人
公
役
の
俳
優
志
村
喬

を
思
う
。
命
短
し
恋
せ
よ
乙
女
。
こ
の
句
の
「
生
き
る
を
も
つ
と

面
白
く
」
は
な
か
な
か
の
コ
ピ
ー
、
元
気
一
杯
で
結
構
。

か
げ
ろ
ふ
や
我
が
身
焼
か
る
る
音
に
似
る�

岩
根　
　
甲

　
「
生
き
る
を
も
つ
と
面
白
く
」
の
一
方
で
、
毎
日
「
生
き
る
」

を
更
新
し
て
い
る
方
が
居
る
。
陽
炎
の
揺
れ
よ
う
か
ら
音
を
ゆ
ら

ゆ
ら
感
じ
、
そ
れ
が
「
我
が
身
焼
か
る
る
音
」
に
似
て
い
る
と
、
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作
者
は
詠
む
。
こ
の
明
日
の
命
さ
え
分
か
ら
な
い
作
者
に
対
し
、

「
面
白
く
生
き
よ
」
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。「
我
が
身
焼
か
る
る

音
」
を
想
像
だ
に
し
な
い
私
た
ち
で
あ
る
。
心
よ
り
お
見
舞
い
を

申
し
上
げ
た
い
。
お
身
体
お
大
切
に
。

芽
柳
の
タ
ク
ト
よ
わ
れ
も
歌
は
ね
ば�

牛
込
は
る
子

　

柳
の
芽
吹
き
の
美
し
い
こ
と
。
そ
の
芽
が
風
に
揺
れ
て
、
そ
れ

は
ま
る
で
指
揮
者
の
振
る
タ
ク
ト
の
よ
う
。
そ
う
感
じ
た
作
者
は

「
わ
れ
も
歌
は
ね
ば
」
と
、
柳
か
ら
の
誘
い
に
乗
る
。
柳
も
歌
い

作
者
も
歌
う
。
こ
の
自
然
と
の
一
体
感
に
仄
々
と
し
た
も
の
を
感

じ
た
。
人
間
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
魂
の
共
振
。

白
髪
に
止
ま
る
花
び
ら
若
返
る�
内
海　
範
子

　

木
の
葉
髪
に
白
い
も
の
が
混
じ
る
。
来
し
方
を
振
り
返
り
晩
年

に
近
い
こ
と
を
何
と
な
く
悟
る
。
そ
ん
な
気
で
い
た
ら
、
そ
の
白

髪
に
桜
の
花
び
ら
が
舞
っ
て
来
て
止
ま
っ
た
。
梅
で
な
く
、
辛
夷

の
花
び
ら
で
も
な
く
、
桜
で
あ
る
。
花
吹
雪
だ
ろ
う
か
ら
そ
れ
は

見
事
に
白
髪
を
埋
め
、
美
し
い
御
髪
と
な
り
、
ま
る
で
若
返
っ
た

よ
う
。
こ
の
句
、「
若
返
る
」
の
喜
び
よ
う
に
実
感
が
あ
る
。

紅
白
の
斑む

ら
ご濃
を
誇
る
源
平
桃�

大
下　
壽
櫻

　

花
桃
の
一
品
種
で
、
一
本
の
木
に
紅
白
の
花
が
咲
く
源
平
桃
。

源
氏
が
白
で
、
平
氏
が
紅
。
確
か
東
京
の
向
島
百
花
園
で
見
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
こ
の
句
で
は
、
そ
の
紅
白
の
花
が
斑
濃
を
誇
っ
て

い
る
と
詠
む
。
光
輝
く
そ
の
花
々
は
作
者
の
目
に
神
々
し
く
映
っ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
斑
濃
を
誇
る
」
は
的
確
な
表
現
。

手
抜
き
せ
し
五
体
い
と
し
む
た
ん
ぽ
ぽ
野�

太
田　
裕
子

　
〈
声
挙
ぐ
る
庭
の
桜
よ
退
院
す
〉〈
病
み
上
が
り
の
六
腑
潤
す
蜆

汁
〉
に
続
き
退
院
後
の
感
慨
を
記
す
。「
手
抜
き
せ
し
五
体
」
と

は
無
我
夢
中
で
生
き
て
き
た
が
健
康
へ
の
過
信
が
あ
っ
た
、
自
分

の
身
体
の
手
入
れ
を
怠
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
。
退
院
後
は
養

生
に
つ
と
め
、
我
が
身
を
い
と
お
し
む
作
者
。
野
の
た
ん
ぽ
ぽ
達

が
そ
の
作
者
を
明
る
く
迎
え
て
い
る
。

春
休
み
土
手
に
自
転
車
集
ま
り
ぬ�

小
河
原
政
子

　

子
ど
も
達
が
一
斉
に
自
転
車
に
乗
り
、
集
ま
っ
て
来
る
。
さ
あ

今
日
か
ら
春
休
み
だ
！　

三
学
期
ま
で
が
終
り
、
こ
こ
で
春
休
み
。

春
休
み
が
終
る
と
、
一
年
進
級
し
新
た
な
学
年
が
始
ま
る
。
新
し

い
教
科
書
も
春
休
み
の
う
ち
に
届
く
。
ク
ラ
ス
替
え
も
あ
る
し
、

子
ど
も
達
も
何
か
と
忙
し
い
。
そ
ん
な
合
間
を
縫
っ
て
仲
間
同
士

土
手
ま
で
自
転
車
を
飛
ば
す
。
こ
の
土
手
に
寝
転
ん
で
お
弁
当
を

食
べ
た
い
な
と
、
春
が
呼
び
掛
け
る
。
懐
か
し
い
風
景
で
あ
る
。

鳥
の
巣
よ
今
年
も
校
舎
借
り
た
の
ね�

金
子
か
ほ
る

　

毎
年
、
校
舎
の
ど
こ
か
に
巣
を
作
る
鳥
。
何
の
鳥
だ
ろ
う
。
燕
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か
も
知
れ
ぬ
。
今
年
も
早
々
と
や
っ
て
来
て
巣
作
り
に
余
念
が
な

い
、
こ
の
鳥
。
親
し
み
の
湧
く
鳥
ら
し
く
作
者
は
「
借
り
た
の

ね
」
な
ど
と
、
科
を
作
っ
て
呼
び
掛
け
て
い
る
。
そ
の
優
し
さ
。

観
音
は
日
露
の
遺
骨
八
重
桜�

金
田　
知
子

　

こ
の
観
音
様
の
謂
れ
を
作
者
か
ら
伺
っ
た
。
日
露
戦
争
で
亡
く

な
ら
れ
た
日
本
兵
の
遺
骨
な
ど
で
作
っ
た
観
音
様
と
い
う
。
思
え

ば
日
露
戦
争
は
最
後
は
勝
っ
た
も
の
の
、
際
ど
い
戦
い
で
死
者
も

約
８
万
４
千
人
と
多
く
の
若
い
命
が
失
わ
れ
た
。
追
善
の
石
碑
は

至
る
所
に
あ
り
、
国
分
寺
市
内
で
は
満
福
寺
の
境
内
に
幾
つ
か
の

立
派
な
碑
が
立
っ
て
い
る
。
二
百
三
高
地
で
死
ん
だ
人
、
戦
場
の

川
で
溺
れ
て
死
ん
だ
人
。
掲
出
の
句
の
八
重
桜
は
、
彼
等
の
命
の

輝
き
そ
の
も
の
で
、
そ
の
美
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
。

行
人
の
き
の
ふ
と
違
ふ
春
帽
子�
金
田　
喜
子

　

顔
見
知
り
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
昨
日
も
道
で
出
会
っ
た
そ

の
方
の
帽
子
に
注
目
し
た
作
者
。
あ
れ
、
ど
こ
か
昨
日
と
違
う
な

と
。
昨
日
と
今
日
と
で
は
何
か
雰
囲
気
が
お
か
し
い
。
そ
う
だ
昨

日
と
は
違
う
帽
子
を
被
っ
て
い
る
！　

そ
の
よ
う
な
発
見
が
こ
の

句
を
作
ら
し
め
た
。
春
帽
子
が
季
語
と
し
て
と
て
も
効
い
て
い

て
、
帽
子
を
取
っ
換
え
引
っ
換
え
被
っ
て
み
る
春
の
心
の
華
や
ぎ

が
感
じ
ら
れ
る
。

馬
跳
び
を
か
は
る
が
は
る
に
遠
霞�

菊
地　
孝
枝

　

今
は
お
し
と
や
か
だ
が
、
少
女
の
頃
は
平
気
で
馬
跳
び
を
し
て

い
た
と
い
う
。
そ
う
い
う
方
が
句
会
で
何
人
も
居
た
の
で
驚
い

た
。
馬
跳
び
は
男
子
の
遊
び
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
ぼ
く
の
偏
見

を
、
こ
の
句
は
正
し
て
く
れ
た
。「
か
は
る
が
は
る
に
」
の
躍
動

感
、
重
量
感
。
遠
霞
は
実
景
な
の
だ
ろ
う
が
、
作
者
の
遠
い
思
い

出
と
も
読
め
、
懐
か
し
く
思
わ
れ
た
。

丹
沢
の
嶺
嶺
を
ひ
と
つ
に
春
霞�

北　
　
好
夫

　

多
摩
地
方
か
ら
見
え
る
丹
沢
山
地
。
モ
ノ
レ
ー
ル
の
車
窓
に
も

晴
れ
た
日
に
は
富
士
山
の
横
に
そ
の
山
々
が
見
え
る
。
最
高
峰
の

蛭
ヶ
岳
を
は
じ
め
一
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
山
が
九
座
も
。

こ
の
句
は
、
棚
引
く
霞
が
嶺
嶺
を
一
つ
に
し
て
い
る
と
い
う
雄
大

な
景
を
提
示
し
て
い
る
。「
嶺
嶺
を
ひ
と
つ
に
」
が
巧
み
。

笛
吹
け
ど
海
よ
む
か
し
の
春
な
ら
ず�

久
保
田
勝
一

　

極
私
的
な
句
だ
。
作
者
の
感
慨
が
「
海
よ
む
か
し
の
春
な
ら

ず
」。
海
と
の
思
い
出
。
誰
で
も
然
う
だ
が
、
作
者
の
来
し
方
は

順
風
満
帆
で
も
な
く
、
苦
悩
に
苛
ま
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
こ
と
だ

ろ
う
。
思
い
出
は
美
し
い
。
記
憶
に
は
美
し
い
こ
と
だ
け
が
最
後

は
残
る
。
感
傷
と
い
え
ば
感
傷
。
出
だ
し
の
「
笛
吹
け
ど
」
は
唐

突
な
感
じ
が
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
そ
の
下
の
フ
レ
ー
ズ
と
の

乖
離
が
何
と
も
言
え
な
い
味
わ
い
を
見
せ
て
い
る
。
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ダ
ム
底
へ
沈
み
し
村
や
遠
蛙�

栗
原　
季
星

　

東
京
で
は
例
え
ば
奥
多
摩
湖
の
小
河
内
ダ
ム
。
ダ
ム
建
設
時
に

旧
小
河
内
村
や
丹
波
山
村
の
鴨
沢
の
集
落
が
湖
底
に
沈
ん
だ
。
掲

出
句
は
蛙
の
声
か
ら
、
か
つ
て
ダ
ム
の
底
へ
沈
ん
だ
村
を
追
想
す

る
。
そ
の
遠
く
よ
り
聞
こ
え
る
声
は
、
村
が
ま
だ
存
在
し
た
時
に

鳴
い
て
い
た
蛙
の
声
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
♪
夕
陽
は
赤
し
身

は
悲
し
／
涙
は
熱
く
頰
濡
ら
す
／
さ
ら
ば
湖
底
の
わ
が
村
よ
／
幼

き
夢
の
揺
籠
よ
（
東
海
林
太
郎
『
湖
底
の
故
郷
』
昭
和
12
年
）
の

唄
を
思
い
出
し
た
。
全
国
至
る
所
に
在
る
ダ
ム
の
村
。
殉
難
碑
が

必
ず
建
ち
、
こ
れ
も
哀
し
い
。

春
雷
や
坂
本
龍
一
力
尽
き�

小
圷
あ
ゆ
み

　

今
年
の
三
月
二
十
八
日
に
逝
去
し
た
現
代
音
楽
家
の
坂
本
龍

一
。
ま
だ
七
十
一
歳
だ
っ
た
。
彼
の
音
楽
の
歩
み
や
、
病
気
の
こ

と
、
後
年
の
社
会
的
活
動
な
ど
も
僕
は
殆
ど
知
ら
な
い
が
、
そ
の

早
い
死
を
悼
む
。
龍
一
の
音
楽
で
知
っ
て
い
る
こ
と
と
言
え
ば
浅

川
マ
キ
の
八
枚
目
の
ア
ル
バ
ム
『
流
れ
を
渡
る
』（
昭
和
52
年
）

の
中
の
「
あ
の
人
は
行
っ
た
」
の
曲
に
彼
が
オ
ル
ガ
ン
で
参
加
し

て
い
た
こ
と
く
ら
い
。
二
十
代
後
半
の
演
奏
。
素
晴
ら
し
か
っ
た

の
で
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
追
悼
句
。「
力
尽
き
」

が
一
切
を
語
っ
て
い
る
。
あ
の
体
で
よ
く
最
期
ま
で
頑
張
っ
た
な

あ
と
。「
春
雷
」
の
「
春
」
が
救
い
で
も
あ
る
。

菜
の
花
や
平
凡
を
何
よ
り
も
愛
す�

小
泉
ま
り
子

　
〈
菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に　

蕪
村
〉〈
菜
の
花
の
黄
の
ひ

ろ
ご
る
に
ま
か
せ
け
り　

万
太
郎
〉〈
べ
た
べ
た
に
田
も
菜
の
花

も
照
り
み
だ
る　

秋
櫻
子
〉
と
、
菜
の
花
は
特
別
な
花
と
い
う
よ

り
身
近
な
花
で
あ
る
。
花
期
が
長
く
、
何
時
も
咲
い
て
い
る
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
「
平
凡
」
と
目
に
映
っ
て
も
可
笑
し
く

な
い
。
こ
の
句
の
「
平
凡
を
何
よ
り
も
愛
す
」
は
菜
の
花
の
こ
と

で
も
あ
る
が
、
作
者
の
生
き
る
姿
勢
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

二
丁
目
の
交
番
春
は
い
つ
も
留
守�

幸
喜
美
恵
子

　
「
春
は
い
つ
も
留
守
」
と
言
わ
れ
て
み
る
と
、
そ
う
だ
な
と
思

う
一
句
。
交
番
に
は
よ
く
「
巡
回
中
」
の
札
が
下
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
人
間
の
活
動
が
活
発
と
な
る
春
と
も
な
れ
ば
そ
の
回
数
も
多

く
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
別
に
二
丁
目
の
交
番
で
な
く
て
も
、

三
丁
目
で
も
四
丁
目
で
も
い
い
け
れ
ど
、
二
丁
目
は
面
白
い
。

青
空
や
よ
い
し
よ
と
揺
る
る
八
重
桜�

小
濱
け
え
子

　

こ
の
「
よ
い
し
よ
」
が
八
重
桜
の
重
た
さ
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

大
づ
か
み
だ
が
そ
の
把
握
は
鋭
い
。
青
空
と
色
の
濃
い
八
重
桜
の

対
比
も
美
し
く
見
事
。「
よ
い
し
よ
」
と
い
う
と
大
相
撲
の
弓
取
り

式
の
時
の
観
衆
の
掛
け
声
を
思
い
出
す
。
こ
の
句
を
読
む
際
に
も

是
非
「
よ
い
し
ょ
！
」
と
腹
か
ら
声
を
出
し
読
ん
で
頂
き
た
い
。
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遠
足
や
刻
み
ど
ほ
し
の
数
取
り
器�

小
林
ゆ
き
お

　
「
刻
み
ど
ほ
し
の
数
取
り
器
」
は
カ
ウ
ン
タ
ー
だ
ろ
う
。
遠
足

児
は
ち
ょ
こ
ま
か
動
い
て
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
も

の
だ
か
ら
先
生
は
気
が
気
で
な
い
。
出
発
時
の
人
数
を
保
っ
て
い

る
か
集
合
さ
せ
て
頭
数
を
い
ち
い
ち
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
さ
に
「
刻
み
ど
ほ
し
」
で
あ
る
。
こ
の
句
は
焦
点
を
「
数

取
り
器
」
に
絞
り
成
功
し
て
い
る
。「
刻
み
ど
ほ
し
」
が
大
発
見
。

墨
堤
の
翁
と
贅
沢
花
見
か
な�

小
林　
　
玲

　

贅
沢
花
見
が
魅
力
的
。
ど
ん
な
贅
沢
だ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
が
、
隠
さ
れ
て
い
る
分
、
読
者
に
は
想
像
が
許
さ
れ

よ
う
。
幕
末
か
ら
明
治
初
頭
に
か
け
て
の
江
戸
町
人
の
日
常
を
事

細
か
に
記
録
し
た
鹿
島
萬
兵
衛
の
『
江
戸
の
夕
栄
』
に
花
見
の

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。「
飛
鳥
山
、
向
島
の
無
礼
講
的
の
方
興

味
多
き
ゆ
ゑ
、
こ
の
方
に
人
出
多
し
」。
か
な
り
賑
や
か
だ
っ
た

様
子
。
こ
の
句
の
墨
堤
の
翁
は
勿
論
明
治
以
降
の
人
だ
ろ
う
が
、

花
見
の
醍
醐
味
を
十
分
知
り
尽
く
し
て
い
る
御
仁
と
思
わ
れ
る
。

「
花
見
か
な
」
の
「
か
な
」
は
、
一
緒
に
花
見
し
た
作
者
の
悦
び
。

「
哀
愁
の
第
二
句
集
」
を
読
む
春
思�

斉
藤
久
美
子

　

こ
の
句
に
ハ
ッ
と
し
た
。
私
の
第
二
句
集
『
蓬
生
』
の
帯
に
あ

る
文
言
だ
か
ら
だ
。
こ
れ
は
私
が
直
接
付
け
た
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

で
敢
え
て
「
哀
愁
」
と
謳
っ
た
。
そ
れ
を
ご
覧
に
な
っ
た
私
の
前

の
編
集
長
の
禰
寝
雅
子
さ
ん
が
「
哀
愁
だ
な
ん
て
嘘
っ
ぱ
ち
ね
ぇ
、

笑
い
こ
け
た
わ
」
と
仰
っ
た
。
実
は
と
て
も
明
る
い
句
集
で
、
こ

の
句
集
な
ら
今
で
も
人
に
お
薦
め
で
き
る
。
そ
れ
を
斉
藤
さ
ん
は

再
読
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
感
謝
。「
春
思
」
が
解
け
ま
す
よ
う
に
。

名
古
屋
発
近
鉄
線
や
風
光
る�

佐
藤　
和
子

　

名
古
屋
と
近
鉄
線
と
固
有
名
詞
が
二
つ
並
ぶ
。
歌
謡
曲
に
も
、

「
上
野
発
の
夜
行
列
車
」「
京
都
か
ら
博
多
ま
で
」「
長
崎
か
ら
船

に
乗
っ
て
神
戸
」
な
ど
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
物
珍
し
い
こ
と
で
は

な
い
。
た
だ
、「
風
光
る
」
が
い
い
。
風
光
る
は
「
風
に
ゆ
ら
ぐ

風
景
の
ま
ば
ゆ
い
よ
う
な
明
る
さ
」
と
歳
時
記
に
あ
る
。

雛
納
め
互
ひ
の
老
を
肯
へ
り�

島　
　
昌
子

　
「
互
ひ
の
老
」
は
夫
婦
の
こ
と
で
は
な
く
、
作
者
と
そ
の
雛
人

形
の
こ
と
を
指
す
。
納
め
る
時
に
双
方
顔
を
見
合
わ
せ
「
貴
女
も

年
を
取
っ
た
わ
ね
ぇ
」
と
。
こ
れ
は
嘆
き
で
は
な
く
、
長
く
付
き

合
っ
て
き
た
こ
と
へ
の
阿
吽
の
賛
辞
。
老
を
肯
う
と
い
う
の
は
な

か
な
か
出
来
な
い
も
の
だ
。
年
を
重
ね
て
到
達
し
た
心
映
え
。

し
ば
ら
く
は
三
月
の
掌
を
握
り
を
り�

嶋
谷　
宗
泰

　

三
月
は
何
か
と
別
れ
の
多
い
月
。
学
校
で
は
卒
業
、
勤
め
で
は

転
勤
・
退
職
な
ど
。
こ
の
句
の
「
三
月
の
掌
」
も
作
者
か
ら
去
っ

て
新
た
な
人
生
を
歩
ん
で
い
く
人
と
思
わ
れ
る
。
或
い
は
、
東
日
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本
大
震
災
の
起
き
た
三
月
と
い
う
大
き
な
魔
物
を
思
い
描
い
て
も

い
い
だ
ろ
う
。
何
万
も
の
人
々
が
手
さ
え
握
れ
ず
に
、
こ
の
世
と
、

親
し
い
人
た
ち
と
別
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
鎮
魂
の
心
を
こ
の
句
か

ら
受
け
取
っ
て
も
よ
い
。「
し
ば
ら
く
は
」
に
惜
し
む
心
が
あ
る
。

読
者
は
こ
の
二
つ
の
掌
か
ら
温
も
り
を
感
じ
れ
ば
い
い
の
だ
。

啓
蟄
や
声
よ
く
通
る
草
野
球�

清
水　
悠
太

　
「
声
よ
く
通
る
」
と
「
啓
蟄
」
の
言
葉
が
う
ま
く
響
い
て
い
る
。

選
手
の
き
び
き
び
し
た
動
き
が
こ
の
一
句
か
ら
窺
え
る
。
そ
れ
か

ら
今
は
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
野
次
。
少
年
野
球
で
も
「
バ
ッ

タ
ー
打
て
な
い
よ
！
」
な
ど
の
声
が
上
が
る
。
草
野
球
で
は
味
方

選
手
を
野
次
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
う
い
う
チ
ー
ム
は
勝
て
な
い
。

天
涯
の
夫
よ
り
さ
く
ら
さ
く
ら
か
な�
首
藤　
久
枝

　

夫
恋
の
句
。
今
年
の
桜
も
花
期
が
長
く
、
大
い
に
目
を
楽
し
ま

せ
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
桜
を
作
者
は
亡
き
夫
の
恩
恵
と
受
け
止
め

「
さ
く
ら
さ
く
ら
か
な
」
と
詠
む
。
枝
も
撓
む
ほ
ど
に
こ
ん
も
り

と
咲
く
桜
。
来
し
方
を
振
り
返
り
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
も
夫
の
見
守

り
の
中
で
強
く
生
き
て
い
こ
う
と
の
思
い
も
感
じ
ら
れ
る
。

辛
夷
咲
き
三
年
会
は
ぬ
は
嘘
の
や
う�

正
田　
和
子

　

会
え
な
く
な
っ
て
ど
れ
く
ら
い
経
つ
の
だ
ろ
う
。
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
禍
で
の
三
年
間
。
外
出
も
ま
ま
な
ら
ぬ
日
が
続
き
、
親

し
い
友
と
会
う
こ
と
も
憚
ら
れ
た
。
ひ
た
す
ら
そ
の
終
焉
を
待
つ

三
年
だ
っ
た
。
そ
の
間
も
辛
夷
の
花
は
い
つ
も
通
り
に
咲
き
今
年

も
春
の
先
駆
け
と
し
て
白
い
花
を
ほ
こ
ろ
ば
す
。
そ
れ
な
の
に
、

ま
だ
会
え
な
い
。「
三
年
会
は
ぬ
は
嘘
の
や
う
」
の
実
感
は
真
実
。

い
つ
会
え
る
の
か
と
、
作
者
の
嘆
き
は
尽
き
な
い
。

ス
ト
ー
ブ
を
消
し
て
日
差
し
の
中
で
書
き�

菅
原　
淑
子

　

春
の
日
が
差
し
込
ん
で
暖
か
い
窓
辺
。
ず
っ
と
点
け
て
い
た
ス

ト
ー
ブ
は
、
今
日
は
要
ら
な
い
。
そ
れ
を
消
し
て
そ
の
日
差
し
の

中
で
何
か
書
き
物
を
す
る
。
北
国
の
春
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら

始
ま
る
の
か
と
、
作
者
の
暮
し
を
思
う
。
さ
さ
や
か
な
日
常
か
ら

詩
情
が
滲
み
出
て
い
て
好
感
を
持
っ
た
一
句
。
大
上
段
に
構
え
て

句
作
し
な
く
て
も
、
詩
は
自
分
の
回
り
に
在
る
。

ぽ
ぽ
と
は
抜
け
ぬ
た
ん
ぽ
ぽ
の
根
の
や
く
か
い
な�

新
海
あ
ぐ
り

　

坪
内
稔
典
氏
の
代
表
句
〈
た
ん
ぽ
ぽ
の
ぽ
ぽ
の
あ
た
り
が
火
事

で
す
よ
〉
を
踏
ま
え
て
の
労
農
俳
人
の
一
句
。
耕
し
の
時
期
に
畑

の
蒲
公
英
を
抜
こ
う
と
し
て
ず
い
ぶ
ん
手
こ
ず
っ
て
い
る
様
子
が

目
に
見
え
る
。
根
の
張
り
が
強
く
、
簡
単
に
「
ぽ
ぽ
」
と
は
抜
け

な
い
の
で
あ
る
。「
や
く
か
い
な
」
は
「
厄
介
な
」。
自
然
と
一
体

に
な
っ
て
生
き
て
い
る
作
者
な
ら
で
は
の
句
で
納
得
し
た
。

入
学
児
光
の
門
へ
駆
け
出
し
ぬ�

杉
渕
真
喜
子
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小
学
校
入
学
お
め
で
と
う
と
祝
わ
れ
、
入
学
児
が
初
め
て
学
校

の
門
を
く
ぐ
る
。
父
母
の
手
か
ら
離
れ
て
心
細
い
こ
と
こ
の
上
な

い
が
、
直
ぐ
に
仲
の
い
い
友
だ
ち
も
出
来
て
、
親
が
思
う
ほ
ど
の

心
配
は
要
ら
な
い
よ
う
だ
。
何
よ
り
父
母
よ
り
未
来
が
あ
る
。
羽

搏
く
時
間
が
あ
る
。
こ
の
句
の
「
光
の
門
」
は
そ
の
輝
か
し
い
未

来
へ
の
門
。
門
も
入
学
児
も
眩
し
い
ば
か
り
。

啓
蟄
や
部
活
始
め
の
新
ボ
ー
ル�

鈴
木　
藤
子

　

こ
の
句
も
「
啓
蟄
」
と
「
新
ボ
ー
ル
」
の
取
合
せ
で
、
春
動
く

情
景
を
映
し
出
す
。
新
学
期
が
始
ま
り
、
ク
ラ
ブ
活
動
も
新
入
生

を
迎
え
て
練
習
を
開
始
す
る
。
ま
だ
汚
れ
を
知
ら
な
い
新
し
い

ボ
ー
ル
を
手
に
し
、
生
徒
た
ち
も
一
か
ら
土
に
ま
み
れ
汗
に
ま
み

れ
て
栄
光
へ
の
道
を
進
む
。
彼
等
に
幸
多
か
ら
ん
こ
と
を
。

星
め
ざ
す
糞
こ
ろ
が
し
の
心
意
気�
高
橋　
章
子

　

糞
こ
ろ
が
し
と
い
う
生
き
物
は
、
動
物
の
糞
を
食
べ
る
コ
ガ
ネ

ム
シ
「
糞
虫
」
の
仲
間
。
地
中
の
巣
穴
に
糞
を
運
び
、
玉
状
に
し

そ
の
中
に
卵
を
産
む
。
そ
れ
を
転
が
し
な
が
ら
運
ぶ
の
で
、
糞
こ

ろ
が
し
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
そ
の
玉
状
の
糞

を
太
陽
に
見
立
て
太
陽
神
と
し
て
崇
め
た
と
か
。
掲
出
句
の
作
者

は
、
そ
の
糞
こ
ろ
が
し
が
よ
い
し
ょ
よ
い
し
ょ
と
一
生
懸
命
転
が

し
て
い
る
心
意
気
に
感
嘆
。
上
五
に
「
星
め
ざ
す
」
を
置
き
、
こ

の
虫
の
奮
闘
ぶ
り
を
美
し
く
映
像
化
し
た
。
ロ
マ
ン
あ
る
一
句
。

〈
わ
れ
ら
餅
食
ふ
糞
こ
ろ
が
し
は
糞
こ
ろ
が
す　

加
藤
楸
邨
〉

買
ひ
過
ぎ
て
自
戒
の
念
に
春
の
風�

髙
橋
満
利
子

　

豊
か
な
人
で
も
貧
し
い
人
で
も
、
程
度
の
違
い
は
あ
れ
「
買
ひ

過
ぎ
た
」
と
い
う
気
持
ち
を
抱
く
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
衝
動
に
駆

ら
れ
、
買
わ
な
く
て
も
い
い
よ
う
な
物
ま
で
買
っ
た
り
買
わ
さ
れ

た
り
。
帰
宅
し
て
、
そ
れ
こ
そ
自
戒
の
念
に
囚
わ
れ
る
。
こ
う
い

う
些
細
な
人
間
の
心
の
動
き
を
こ
の
句
は
詠
ん
で
い
て
面
白
い
。

い
よ
い
よ
春
。
外
出
の
機
会
は
沢
山
あ
る
。
ご
用
心
ご
用
心
。

防
犯
ブ
ザ
ー
揺
ら
し
走
る
子
風
光
る�

高
橋
美
智
子

　

首
か
ら
ぶ
ら
下
げ
る
防
犯
ブ
ザ
ー
な
の
だ
ろ
う
か
。
危
険
な
社

会
で
暮
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
子
ど
も
た
ち
。
昔
は
こ
ん
な
こ
と
ま

で
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
代
わ
り
戦
争
の
御
蔭
で
大
勢
の
子
ど
も

が
死
ん
だ
。
現
代
は
現
代
の
危
機
が
あ
り
、
そ
の
中
で
元
気
よ
く

健
気
に
走
っ
て
い
く
子
ど
も
。
こ
の
句
は
「
風
光
る
」
を
下
五
に

据
え
、
子
の
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
成
長
を
優
し
く
見
守
る
。

春
の
水
草
田
男
句
碑
の
ゆ
る
ぎ
な
く�

竹
森　
美
喜

　

立
川
か
ら
モ
ノ
レ
ー
ル
を
使
っ
て
行
け
る
根
川
緑
道
。
そ
こ
に

中
村
草
田
男
の
〈
冬
の
水
一
枝
の
影
も
欺
か
ず
〉
の
句
碑
が
立
っ

て
い
る
。
水
辺
に
独
り
身
を
お
い
て
い
る
う
ち
に
完
成
し
た
一
句

と
い
わ
れ
て
い
る
。「
い
っ
し
の
／
か
げ
も
／
あ
ざ
む
か
ず
」
の
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気
迫
あ
る
韻
が
、
透
徹
し
た
冬
の
厳
し
い
自
然
、
殊
に
冬
の
水

面
と
響
き
合
い
、
格
調
高
い
句
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
竹
森
さ
ん

の
こ
の
句
は
そ
の
草
田
男
の
句
に
和
し
、
堂
々
た
る
句
碑
を
「
ゆ

る
ぎ
な
く
」
と
表
現
。
か
つ
て
の
「
冬
の
水
」
は
温
か
な
「
春
の

水
」
と
な
り
、
時
は
流
れ
た
。
草
田
男
追
慕
の
一
句
。

け
も
の
み
ち
多
き
世
田
谷
名
草
の
芽�

田
中　
　
京

　

こ
の
冬
は
狸
出
没
が
報
じ
ら
れ
た
世
田
谷
。
荏
原
郡
世
田
谷
村

は
大
正
十
二
年
に
世
田
谷
町
と
な
り
、
昭
和
七
年
十
月
に
市
郡
合

併
に
よ
り
世
田
谷
区
（
世
田
谷
町
、
松
沢
村
、
駒
沢
村
、
玉
川

村
）
と
し
て
東
京
市
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
村
だ
っ
た
か
ら
当
然

狸
も
出
よ
う
。
い
ろ
い
ろ
の
草
が
萌
え
出
て
く
る
の
も
村
の
名
残

か
。
こ
の
歴
史
あ
る
世
田
谷
に
作
者
は
住
み
、
温
故
知
新
、
新
し

い
も
の
か
ら
も
力
を
戴
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

遠
き
祖
は
魚
類
か
水
か
目
借
時�

寺
田　
幸
子

　

蛙
の
目
借
時
。
人
間
は
眠
く
な
る
。
そ
ん
な
時
に
自
分
の
生
物

と
し
て
の
出
自
が
脳
裡
を
か
す
め
た
の
だ
ろ
う
。「
遠
き
祖
は
魚
類

か
水
か
」。
水
よ
り
魚
類
を
先
に
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

作
者
は
自
分
の
性
格
や
容
姿
か
ら
魚
類
を
遠
い
祖
先
と
想
像
し
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
或
い
は
泳
ぎ
が
上
手
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
「
水
を
得
た
魚
の
よ
う
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
俳
句
と
い

う
文
芸
に
日
々
勤
し
む
作
者
は
正
に
、
水
を
得
た
魚
だ
。

散
る
な
か
れ
風
な
き
昼
の
匂
草�

長
井　
敦
子

　

匂
草
は
梅
の
異
名
。
梅
の
香
り
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

風
に
散
り
や
す
い
こ
の
匂
草
に
「
散
る
な
か
れ
」
と
作
者
は
い
う
。

注
目
す
る
の
は
「
風
あ
る
昼
」
で
は
な
く
「
風
な
き
昼
」。「
風
あ

る
昼
」
で
は
当
た
り
前
過
ぎ
て
興
覚
め
す
る
が
、
こ
の
句
は
「
風

な
き
昼
」
と
逆
の
こ
と
を
言
っ
て
、
読
者
を
立
ち
止
ま
ら
せ
る
。

風
が
吹
か
な
く
て
も
梅
は
い
ず
れ
散
る
。
梅
が
香
を
楽
し
み
な
が

ら
、
ふ
と
そ
の
散
り
様
が
脳
裡
を
掠
め
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

雉
鳩
の
胸
ふ
く
ら
ま
せ
尾
根
の
春�

中
嶋
き
よ
し

　

尾
根
で
見
掛
け
た
雉
鳩
。
雉
の
雌
に
体
色
が
似
て
い
る
こ
と
か

ら
そ
う
呼
ば
れ
た
由
。
山
鳩
と
も
い
い
「
デ
ー
デ
ー
ポ
ッ
ポ
ー
」

或
い
は
「
ホ
ー
ホ
ホ
ッ
ホ
ホ
ー
」
と
囀
る
。
早
朝
に
鳴
く
こ
と
が

多
い
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
句
は
何
と
言
っ
て
も
「
胸
ふ
く
ら
ま

せ
」
が
清
々
し
い
。
尾
根
の
春
に
相
応
し
い
一
句
だ
。

清
明
や
天
然
水
で
飲
む
薬�

中
村　
敬
子

　

清
明
は
清
明
節
で
、
陽
暦
四
月
五
日
頃
。
天
地
万
物
の
気
が
満

ち
、
清
く
明
ら
か
に
な
る
時
節
と
い
う
か
ら
目
出
度
い
。
そ
の
日

に
飲
む
薬
も
、
い
つ
も
な
ら
水
道
の
水
で
あ
る
と
こ
ろ
を
今
日
に

限
っ
て
は
天
然
水
で
作
者
は
飲
む
。
き
っ
と
御
利
益
が
あ
り
健
康

に
も
良
い
の
だ
ろ
う
。
自
動
販
売
機
で
も
天
然
水
と
銘
打
っ
た
も

の
は
売
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
阿
蘇
の
名
水
と
理
解
し
た
い
。
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昇
天
の
友
か
ら
電
話
万
愚
節�

中
村　
東
子

　

エ
イ
プ
リ
ル
フ
ー
ル
の
和
訳
は
四
月
馬
鹿
、
或
い
は
万
愚
節
。

人
を
か
つ
い
だ
り
驚
か
し
た
り
し
て
も
許
さ
れ
る
日
で
、
俳
句
で

は
少
し
切
な
い
〈
万
愚
節
恋
う
ち
あ
け
し
あ
は
れ
さ
よ　

安
住

敦
〉
が
夙
に
有
名
。
掲
出
句
は
句
会
に
出
さ
れ
た
句
で
、「
昇
天

の
友
」
は
百
歳
近
く
ま
で
生
き
て
亡
く
な
っ
た
作
者
の
知
人
だ
と

い
う
。
実
際
に
天
国
か
ら
電
話
が
掛
か
っ
て
く
る
こ
と
は
無
い

が
、
そ
こ
は
万
愚
節
。
作
者
の
耳
に
は
声
が
聞
こ
え
た
と
い
う
。

こ
れ
も
何
か
切
な
い
が
。

尼
様
の
さ
ま
に
な
り
た
る
花
談
義�

中
村　
幹
子

　

桜
の
話
で
盛
り
上
が
る
そ
の
中
心
に
尼
様
が
居
る
。
惚
れ
惚
れ

す
る
よ
う
な
肌
の
艶
、
顔
の
艶
を
お
持
ち
で
、
参
詣
の
者
た
ち
に

説
話
を
し
て
い
る
。
そ
の
場
面
を
作
者
は
「
尼
様
の
さ
ま
に
な
り

た
る
」
と
詠
ん
だ
。
尼
様
ら
し
い
豊
か
な
表
情
で
、
時
に
は
ユ
ー

モ
ア
も
交
え
た
花
談
義
を
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
尼
様
の
さ

ま
」
の
言
葉
の
斡
旋
に
作
者
の
個
性
が
光
る
。

せ
つ
か
ち
と
の
ん
び
り
と
ゐ
て
木
の
芽
吹
く�

野
沢　
慶
子

　

ま
あ
可
愛
ら
し
い
句
。
木
の
芽
に
も
人
間
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ

性
格
が
あ
る
。
せ
っ
か
ち
組
と
の
ん
び
り
組
。
芽
吹
く
に
も
ず
ん

ず
ん
吹
く
芽
と
、
急
が
ず
に
ゆ
っ
く
り
吹
く
芽
と
。
何
か
童
話
を

読
ん
で
い
る
気
分
に
な
っ
て
き
た
。

初
蝶
の
辺
り
を
は
ら
ふ
黄
な
り
け
り�

橋
本　
恭
子

　

今
年
初
め
て
見
た
蝶
の
色
は
黄
色
。
そ
の
黄
の
色
が
こ
れ
ま
で

と
は
異
な
り
少
し
濃
か
っ
た
の
か
、
辺
り
を
は
ら
う
よ
う
に
感
じ

ら
れ
た
。「
は
ら
ふ
」
は
「
祓
ふ
」。
初
々
し
く
世
の
穢
れ
を
除
い

て
飛
び
、
水
戸
黄
門
の
よ
う
に
周
囲
を
平
伏
さ
せ
る
。「
な
り
け

り
」
の
断
定
が
重
々
し
い
。
こ
の
句
、「
初
蝶
」
に
納
得
。

足
場
組
む
メ
ッ
ト
の
綺
羅
や
春
兆
す�

長
谷
川
菊
男

　

建
築
現
場
。
プ
ロ
中
の
プ
ロ
が
き
び
き
び
と
足
場
を
組
ん
で
い

く
。
被
っ
て
い
る
メ
ッ
ト
（
ヘ
ル
メ
ッ
ト
）
が
動
く
た
び
に
光
を

放
つ
。
そ
の
光
の
綺
羅
に
作
者
は
春
の
兆
し
を
感
じ
た
。「
春
兆

す
」
は
「
春
め
く
」。
ま
だ
寒
い
中
で
春
が
動
く
。
こ
の
句
は
、

ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
光
に
春
の
到
来
を
把
握
し
た
点
が
秀
抜
。
作
者
の

暮
し
に
も
明
る
い
日
差
し
が
見
え
て
き
た
。

外
出
の
つ
い
で
花
見
に
紛
れ
込
み�

浜
田　
優
子

　
「
花
見
に
紛
れ
込
み
」
に
抒
情
が
あ
る
。
い
つ
も
ど
お
り
暮
し

の
延
長
で
外
出
し
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
桜
並
木
で
花
見
の
人
混

み
に
出
く
わ
し
た
。
花
見
を
目
的
に
出
か
け
た
わ
け
で
は
な
い
の

に
、
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
花
見
客
の
中
に
入
り
桜
の
美
し
さ

に
魅
了
さ
れ
る
。
桜
や
花
見
そ
の
も
の
を
直
接
詠
ん
で
は
い
な
い

が
、
花
見
の
雰
囲
気
が
十
分
に
伝
わ
っ
て
来
て
味
わ
い
が
あ
る
。
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難
聴
の
耳
朶
こ
そ
ば
ゆ
き
初
音
か
な�

原
田
ミ
チ
子

　

こ
そ
ば
ゆ
い
は
、
く
す
ぐ
っ
た
い
と
い
う
意
。「
背
中
が
こ
そ
ば

ゆ
い
」
と
言
う
が
、
こ
の
句
で
は
耳
た
ぶ
が
こ
そ
ば
ゆ
い
そ
う
で

そ
れ
が
鶯
の
初
音
に
因
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
私
も
数
年

前
に
耳
鼻
科
で
診
察
を
受
け
た
と
き
或
る
音
域
が
聞
こ
え
に
く
い

こ
と
が
判
っ
た
。
ゆ
く
ゆ
く
は
こ
そ
ば
ゆ
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

年
重
ね
秘
密
が
い
つ
ぱ
い
花
ミ
モ
ザ�

春
田　
千
歳

　

天
地
一
杯
に
ミ
モ
ザ
の
花
が
咲
く
そ
の
輝
か
し
い
こ
と
。
人
生

そ
の
も
の
だ
。
で
も
、
こ
う
し
て
輝
い
て
い
る
が
、
実
は
人
に
言

え
な
い
秘
密
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
こ
の
句
の
「
秘
密
が
い
つ
ぱ
い
」

の
「
秘
密
」
は
読
者
そ
れ
ぞ
れ
が
我
が
身
を
振
り
返
っ
て
読
み
解

け
ば
よ
い
。「
秘
密
が
い
つ
ぱ
い
」
は
思
わ
せ
振
り
の
表
現
だ
が
、

こ
の
「
秘
密
」
は
決
し
て
陰
湿
な
も
の
で
は
な
く
、
隠
す
ほ
ど
で

も
な
い
楽
し
く
明
る
い
秘
密
で
あ
る
。
年
を
重
ね
る
こ
と
の
苦
し

み
な
ど
お
く
び
に
も
出
さ
ず
一
句
全
体
が
陽
気
に
満
ち
て
い
て
、

こ
う
い
う
句
の
作
り
方
も
長
年
の
経
験
の
力
に
よ
る
も
の
と
思

う
。

春
炬
燵
あ
る
日
え
い
や
と
仕
舞
ひ
け
り�

平
野　
豊
雄

　

春
と
は
言
え
炬
燵
が
ま
だ
取
れ
な
い
。
炬
燵
寝
を
す
る
習
慣
が

つ
い
て
い
て
、
い
つ
ま
で
も
だ
ら
だ
ら
と
炬
燵
に
入
っ
て
い
る
。

そ
の
炬
燵
を
或
る
日
「
え
い
や
」
と
仕
舞
っ
た
作
者
は
偉
い
。
え

い
や
の
気
合
は
人
生
に
け
じ
め
を
付
け
た
証
。
過
去
を
清
算
し
て

為
す
べ
き
こ
と
を
為
す
た
め
に
作
者
は
立
ち
上
が
る
の
だ
。

獺
祭
や
数
多
の
本
を
縦た

て

横よ
こ

に�

福
井　
芳
野

　

獺
祭
は
「
獺
魚
を
祭
る
」
の
傍
題
で
七
十
二
候
の
一
つ
。
二
月

十
九
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
。
獺
は
取
っ
た
魚
を
先
祖
を
祭
る
よ

う
に
岸
に
並
べ
て
か
ら
食
べ
る
と
い
う
中
国
の
伝
承
か
ら
来
て
い

る
。
掲
出
句
で
は
、
魚
よ
ろ
し
く
、
沢
山
の
本
を
作
者
が
並
べ
て

い
る
。「
縦
横
に
」
と
詠
ん
で
い
る
の
で
書
棚
に
並
べ
た
の
だ
ろ

う
。
そ
の
賑
や
か
な
光
景
が
「
獺
魚
を
祭
る
」
そ
の
も
の
。
と
に

か
く
祭
で
あ
る
。
読
者
は
そ
の
景
を
明
る
く
感
じ
れ
ば
よ
い
。

の
ど
か
さ
や
見
本
と
ち
が
ふ
お
か
め
そ
ば�

本
多　
遊
子

　

お
か
め
蕎
麦
は
、
蒲
鉾
や
椎
茸
、
三
つ
葉
な
ど
の
具
で
作
ら
れ

る
。
具
の
並
べ
方
が
福
を
呼
ぶ
お
多
福
「
お
か
め
」
さ
ん
の
面
を

連
想
さ
せ
る
の
で
こ
の
名
が
付
い
た
。
店
に
よ
っ
て
は
具
に
筍
や

鳴
門
、
出
汁
巻
き
卵
を
加
え
る
。
室
町
の
老
舗
「
砂
場
」
で
は
真

ん
中
に
海
老
が
載
り
豪
華
。
掲
出
の
句
で
は
そ
の
お
か
め
蕎
麦
が

店
の
「
見
本
」
と
違
う
と
詠
む
。
決
し
て
不
平
不
満
を
詠
ん
で
い

る
の
で
は
な
く
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
些
細
な
こ
と
が
春
の
長
閑
さ

で
あ
る
こ
と
よ
と
、
洒
落
て
い
る
の
で
あ
る
。


