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要
旨

式
亭
三
馬
著
『
嬲

な
ぶ
る
も
よ
み
と
う
た
じ
ず
く
し

訓
歌
字
盡
』（
文
化
二
年
）
冒
頭
の
「
一
部
の
大

意
」
に
は
、
梅
塢
散
人
著
の
女
訓
書
『
婦
人
養
草
』
の
書
名
が
見
ら
れ

る
。
こ
の
『
婦
人
養
草
』
巻
之
五
に
は
「
女
中
の
つ
か
ふ
詞こ

と
ば

を
部
を
わ

か
ち
こ
ゝ
に
の
べ
侍
る
」「
着き

類る
い

并
諸し

ょ

道ど
う

具ぐ

の
和や

ま
と
こ
と
ば言

の
事
」
の
題
の

後
に
一
二
一
項
目
一
二
四
語
の
大
和
詞
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
三
馬
は

こ
れ
を
『
浮
世
風
呂
』
に
使
用
さ
れ
る
大
和
詞
の
参
考
と
し
た
可
能
性

が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
『
婦
人
養
草
』
の
「
和
言
」
と
『
浮
世

風
呂
』
の
「
大
和
詞
」
の
比
較
を
行
い
、『
婦
人
養
草
』
に
掲
出
さ
れ

た
「
和
言
」
が
『
浮
世
風
呂
』
の
中
で
、
二
十
二
語
見
ら
れ
る
と
い
う

結
果
を
得
た
。『
浮
世
風
呂
』
に
は
『
婦
人
養
草
』
に
掲
出
さ
れ
て
い

な
い
大
和
詞
も
見
ら
れ
る
た
め
、『
日
葡
辞
書
』
の
女
性
語
と
の
比
較

も
行
い
、
さ
ら
に
九
語
の
使
用
を
確
認
し
た
。

ま
た
『
浮
世
風
呂
』
に
は
小
笠
原
流
の
諸
礼
書
に
関
す
る
記
載
も
あ

る
。
諸
礼
書
の
中
に
は
女
訓
書
が
含
ま
れ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
点
か

ら
も
、
三
馬
の
大
和
詞
の
描
写
に
女
訓
書
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。

一　

は
じ
め
に

式
亭
三
馬
の
著
作
『
浮
世
風
呂
』
に
は
、
大
和
詞

1

が
使
用
さ
れ
る
場

面
が
あ
る
。
三
馬
は
大
和
詞
の
知
識
を
ど
の
よ
う
に
し
て
得
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
本
稿
で
は
三
馬
著
作
に
み
る
大
和
詞
に
影
響
し
た
可
能
性
と

し
て
、
女
訓
書
『
婦
人
養
草
』
の
「
和や

ま
と
こ
と
ば言

」
を
観
察
す
る
。

二　

武
家
屋
敷
へ
の
奉
公

『
浮
世
風
呂
』
の
中
で
は
、
様
々
な
場
面
に
大
和
詞
が
使
用
さ
れ
て

い
る
が
、
特
に
知
ら
れ
る
の
は
、
お
屋
敷
奉
公
に
あ
こ
が
れ
る
お
む
す
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『
浮
世
風
呂
』
に
見
る
「
大
和
詞
」
に
つ
い
て
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が
、
宿
下
が
り
を
し
た
お
さ
め
と
そ
の
お
付
き
の
女
中
お
初
に
お
屋
敷

の
暮
ら
し
を
尋
ね
る
場
面
で
あ
る
。

江
戸
時
代
、
上
層
町
人
の
娘
が
武
家
屋
敷
へ
奉
公
す
る
こ
と
は
、

よ
り
良
い
嫁
ぎ
先
を
見
つ
け
る
付
加
価
値
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
富
裕
な
町
人
は
娘
た
ち
に
踊
り
や
三
味
線
、
琴
、
太
鼓
、
書
道

等
の
芸
事
を
学
ば
せ
た
。
氏
家
幹
人
の
「
日
常
性
の
中
の
武
士
文
化
」

（
一
九
八
五
）
で
は
、
当
時
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
刊
の
『
風ふ

う
ぞ
く
し
ち
ゆ
う
だ
ん

俗
七
遊
談
』
は
、
最
近
の
風

潮
と
し
て
、「
浪
人
町
人
又
は
裏
や
住
居
の
者
、
目
鼻
立
ち
よ
く

渋
抜
け
た
る
娘
あ
れ
ば
、
幼
少
よ
り
摺す

り
み
が
き磨

て
掌
上
の
玉
の
こ
と

く
育
て
、
何な

に
い
ち
ぼ
う

都
坊
が
弟
子
と
な
し
て
三
味
線
歌
浄
瑠
璃
を
習
は
せ

…
…
十
四
五
歳
に
も
な
れ
ば
、
肝き

も
い
り入

の
手
に
か
け
て
…
…
」
と
述

べ
て
い
る
し
、
戯
作
調
の
筆
で
当
世
を
う
が
っ
た
平
賀
源
内
の

『
風ふ

う
り
ゆ
う
し
ど
う
け
ん
で
ん

流
志
道
軒
伝
』（
宝
暦
一
三
年
〈
一
七
六
三
〉
刊
）
に
も
、「
其

時
代
に
流は

や行
る
も
の
は
、
坊
主
、
金
持
ち
、
女
の
子

0

0

0

、
三
弦
、
じ

や
う
る
り
、
た
い
こ
も
ち
の
類
」
の
言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
著
さ
れ
た
正
確
な
年
次
が
詳
ら
か
で
な
い
が
、『
寛
保

延
享
江
戸

風
俗
志
』（
寛
保
・
延
享
年
間
は
一
七
四
一
〜
四
八
）
が
、
延
享

の
頃
ま
で
は
踊
を
稽
古
す
る
の
は
鳶と

び

職
や
芝
居
関
係
者
の
娘
に
限

ら
れ
て
い
た
の
に
、「
今
は
お
ど
り
お
ど
ら
ぬ
者
は
武
家
町
共
」

な
く
、
富
裕
な
町
人
で
も
娘
を
大
名
屋
敷
に
奉
公
さ
せ
る
た
め
に

三
味
線
、
踊
を
習
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
も
、

同
様
の
現
象
に
注
目
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
娘―

踊
・
三

味
線
（
芸
事
）―

武
家
屋
敷
奉
公
と
い
う
連
鎖
は
、
植
崎
九く

は
ち
ろ
う

八
郎

が
田
沼
政
治
を
批
判
す
る
上
書
を
提
出
し
た
天
明
七
年

（
一
七
八
七
）
に
は
、「
当
時
之
上
に
立
候
程
、
尚な

お

女
奉
公
人
を
召

抱
候
ニ
者は

、
三
味
線
・
小
唄
、
踊
り
な
ど
心
懸
ヶ
不
申
候
者
ハ
召

抱
不
申
候
様
に
な
ら
は
せ
に
成
候
故
、
娘
さ
え
持
候
へ
者
、
大
か

た
小
唄
、
三
味
線
習
ハ
せ
候
事
ニ
相
成
候
（『
植
崎
九
八
郎
上
書
』）

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
風
潮
と
な
っ
て
い
る
。

三
五
九―

三
六
〇
頁

『
浮
世
風
呂
』
で
も
幼
い
こ
ろ
か
ら
様
々
な
稽
古
に
励
む
お
角
と
お
丸

と
い
う
少
女
の
会
話
が
描
写
さ
れ
る
。

角　

 

ま
ア
お
聴き

ゝ

な
。
朝あ

さ

む
つ
く
り
起お

き

る
と
手て

な
れ
へ習

の
お
師し

さ
ん
へ
行い

つ

て

お
座ざ

を
出だ

し
て
來き

て
、
夫そ

れ

か
ら
三し

や
み
せ
ん

味
線
の
お
師し

さ
ん
の
所と

こ

へ

朝あ
さ
げ
い
こ

稽
古
に
ま
ゐ
つ
て
ね
。
内
へ
歸か

へ

つ
て
朝あ

さ
ま
ん
ま飯

を
た
べ
て
踊を

ど
り

の

稽
古
か
ら
お
手
習
へ
廻ま

は

つ
て
、
お
八や

ツ
に
下さ

が

ツ
て
か
ら
湯ゆ

へ
行い

つ

て
參ま

ゐ

る
と
、
直す

ぐ

に
お
琴こ

と

の
御お

つ
し
や
う

師
匠
さ
ん
へ
行い

つ

て
、
夫そ

れ

か
ら
歸か

へ

つ

て
三し

や
む
せ
ん

味
線
や
踊を

ど
りの

お
さ
ら
ひ
さ

　
　
（
中
略
）

其そ
の
う
ち内

に
、
ち
イ
ツ
と
ば
か
り
あ
す
ん
で
ね
。
日し

が
暮く

れ

る
と
又ま

た

琴こ
と

の
お
さ
ら
ひ
さ
。
夫そ

れ

だ
か
ら
さ
つ
ぱ
り
遊あ

す

ぶ
隙ひ

ま

が
な
い
か
ら
、

否い
や

で
〳
〵
な
ら
な
い
は
な
。（
角
↓
丸
）

三
編
巻
之
上

（155）
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『浮世風呂』に見る「大和詞」について

ま
た
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
娘
を
武
家
屋
敷
に
奉
公
に
出
し
て
い
る
上
層

町
人
の
女
性
の
会
話
も
見
ら
れ
る
。

い
ぬ　

 （
略
）
お
い
く
つ
か
ら
お
上あ

げ

な
さ
い
ま
し
た
へ
（
い
ぬ
↓
き

ぢ
）

き
ぢ　

ハ
イ
、
六
ツ
の
秋
御ご

奉ほ
う
こ
う公

に
上あ

げ

ま
し
た
（
き
ぢ
↓
い
ぬ
）

い
ぬ　

ヘ
ヱ
。
よ
く
思
ひ
切き

つ

て
ネ
ヱ
（
い
ぬ
↓
き
ぢ
）

き
ぢ　

 

ハ
イ
サ
。
乳う

ば母
を
付つ

け

て
出だ

し
ま
し
た
か
ら
、
只た

だ
い
ま今

ま
で
も
御ご

奉ほ
う
こ
う公

が
勤つ

と

り
ま
す
が
、
最も

う
早は

や

、
わ
が
儘ま

ゝ

も
の
で
こ
ま
り
ま

す
。（
き
ぢ
↓
い
ぬ
）

二
編
巻
之
上

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
の
上
層
町
人
の
間
で
は
、
良
い
縁
談
を
得
る
た

め
に
娘
を
武
家
屋
敷
に
奉
公
さ
せ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

三　
『
浮
世
風
呂
』
に
見
る
大
和
詞

こ
の
武
家
屋
敷
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
た
の
が
、
大
和
詞
（
注
１
参

照
）
で
あ
る
。『
浮
世
風
呂
』
の
中
で
は
、
先
に
あ
げ
た
お
さ
め
、
お
初
、

お
む
す
の
会
話
に
そ
の
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
中
に
は
、
お
む
す
が

も
じ
言
葉
を
間
違
っ
て
使
用
し
、
こ
れ
を
お
さ
め
が
た
し
な
め
る
描
写

が
見
ら
れ
る
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
波
線
は
間
違
っ
た
用
法
）。

お
む
す　

 

私
わ
た
く
しは

名な
だ
い代

の
お
て
ん
ば
だ
物も

の

を
。
ハ
イ
お
ち
や
つ
ぴ
い
と

お
て
ん
ば
を
ネ
。 

一ひ
と
り人

で
脊し

よ
つ負

て
を
り
ま
す
。
夫そ

れ

だ
か
ら

ネ
、
感か

ん
し
ん心

な
お
し
や
も
じ
だ
よ
。（
む
す
↓
さ
め
、
は
つ
）

お
さ
め　

 

ヲ
ヤ
〳
〵
お
し
や
も
じ
と
は
杓し

や
く
し子

の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
よ

ヲ
ホ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
（
さ
め
↓
む
す
）

お
む
す　

 

お
さ
め
さ
ん
、
ほ
ん
に
か
へ
。
私

わ
た
く
しは

又
お
し
や
べ
り
の
事こ

と

か
と
思
ひ
ま
し
た
。
鮓す

し

を
す
も
じ
、
肴さ

か
な

を
さ
も
じ
と
お
云い

ひ
だ
か
ら
、
お
し
や
べ
り
も
お
し
や
も
じ
で
よ
い
が
ネ
ヱ

（
む
す
↓
さ
め
、
は
つ
）

お
は
つ　

い
か
な
事こ

つ

て
も
お
ま
へ
さ
ん
ヲ
ホ
ヽ
ヽ
ヽ
（
は
つ
↓
む
す
）

お
さ
め　

 

や
が
て
お
屋や

し
き敷

へ
お
上あ

が

だ
と
わ
か
り
ま
す
の
さ
（
さ
め
↓

む
す
）

お
は
つ　

 

さ
や
う
さ
ネ
ヱ
。
お
し
つ
け
御ご

奉ほ
う
こ
う公

に
お
上あ

が

り
遊あ

そ

ば
す
と
、

夫そ
れ

こ
そ
最も

う
大や

ま
と
こ
と
ば

和
詞
で
お
人
柄が

ら

に
お
な
り
遊あ

そ

ば
す
だ
（
は

つ
↓
む
す
）

三
編
巻
之
下

二
重
傍
線
の
「
大
和
詞
」
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
は
「
上
品
な

言
葉
の
意
で
あ
ろ
う
」、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
は
「
女
房
詞
の

異
称
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
松
井
利
彦
（
二
〇
一
四
）
の
「
第
二
部

第
二
章　

女
中
こ
と
ば
の
名
称
」
で
は
こ
の
『
浮
世
風
呂
』
の
場
面
と

共
に
、『
四
十
八
癖
』
の
描
写

2

を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

お
屋
敷
の
な
か
で
女
性
が
世
間
一
般
と
違
う
、
物
の
「
あ
だ
名
」

を
使
い
、「
あ
だ
名
の
ね
へ
物
へ
は
、
や
つ
た
ら
む
し
や
う
に
お

の
字
」
と
「
も
じ
」
を
付
け
る
の
が
習
わ
し
で
、
そ
の
よ
う
な
制

（154）
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度
の
下
で
武
家
屋
敷
の
女
性
が
生
活
し
て
い
る
と
、
三
馬
が
理
解

し
て
い
て
も
、
女
中
こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
る
、
そ
の
場
に
居
合
わ

せ
て
直
接
に
聞
く
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。『
四
十
八

癖
』
や
『
浮
世
風
呂
』
で
の
女
中
こ
と
ば
の
描
写
は
、
女
性
書
に

記
載
さ
れ
て
い
る
女
中
こ
と
ば
集
に
三
馬
が
刺
激
さ
れ
て
創
作
意

欲
を
燃
や
し
た
結
果
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
一
五
五
頁
）

松
井
は
こ
こ
で
、
武
家
屋
敷
で
女
性
が
使
用
す
る
特
別
な
言
葉
が
あ
る

こ
と
を
三
馬
が
知
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
三
馬
が
、
そ
の
言
葉
（
大

和
詞　

松
井
〈
二
〇
一
四
〉
で
は
「
女
中
こ
と
ば
」）
の
知
識
を
女
訓

書
か
ら
得
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

三
馬
が
実
際
に
日
常
の
言
葉
遣
い
を
観
察
し
、
そ
こ
か
ら
大
和
詞
を

採
取
し
た
か
ど
う
か
の
是
非
は
ま
た
別
稿
に
て
検
証
す
る
と
し
て
、
確

か
に
三
馬
は
女
性
向
け
の
教
養
書
を
著
作
に
反
映
し
た
節
が
あ
る
。『
浮

世
風
呂
』
二
編
巻
之
下
に
は
、
お
し
つ
と
お
か
さ
が
笄
の
話
を
す
る
会

話
が
見
ら
れ
、
挿
図
に
笄
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
図
に
関
し
、
三
馬

は
奥
田
松
柏
軒
の
『
女
用
訓
蒙
図
彙
』（
貞
享
四
年
）
か
ら
引
い
た
こ

と
を
注
記
し
て
い
る

3

。
他
に
、
三
馬
が
女
訓
書
の
大
和
詞
を
参
考
に
し

た
可
能
性
を
示
す
証
と
し
て
、
三
馬
著
の
『
嬲

な
ぶ
る
も
よ
み
と
う
た
じ
ず
く
し

訓
歌
字
盡
』（
文
化
二

年
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。『
嬲
訓
歌
字
盡
』
冒
頭
の
「
一
部
の
大
意
」
に
は
、

「
明
の
李
卓
吾
が
山
中
一
夕
話
を
見
る
に
桐
城
女
の
條
に
至
り
。
ひ
と

つ
の
趣
向
を
た
く
む
に
我
邦
梅
塢
散
人
が
婦
人
や
し
な
ひ
艸
に
見
え

し
。
伊
勢
谷
日
向
の
物
語
に
彷
彿
た
り
。（
傍
線
筆
者
）」
と
い
う
記
述

が
あ
る
。
梅
塢
散
人

4

著
の
『
婦
人
養
草
』（
自
序
貞
享
三
年　

元
禄
二
年

刊
）
巻
之
四
の
十
五
に
は
「
伊
勢
や
日
向
の
物
語
と
い
ふ
事
」
の
話
が

あ
り
、
三
馬
は
こ
の
内
容
を
種
に
『
嬲
訓
歌
字
盡
』
を
書
い
た
と
す
る
。

『
婦
人
養
草
』
は
い
わ
ゆ
る
女
性
の
教
育
書
で
あ
る
。
田
中
ち
た

子
・
田
中
初
夫
編
の
『
家
政
学
文
献
集
成
続
編　

江
戸
Ⅳ
』（
渡
辺
書

店　

一
九
七
一
）
の
解
説
で
は
、
序
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て

い
る
。本

書
は
女
子
が
幼
時
よ
り
や
が
て
婚
期
に
達
し
、
家
庭
を
持
ち
、

老
い
ゆ
く
ま
で
の
間
の
生
活
の
万
般
に
対
し
て
教
え
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
為
に
和
漢
の
貞
女
義
婦
の
説
話
を
書
い
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
解
説　

三
頁
）

こ
の
『
婦
人
養
草
』
巻
之
五
に
は
「
女
中
の
つ
か
ふ
詞こ

と
ば

を
部ふ

を
わ
か
ち

こ
ゝ
に
の
べ
侍
る
」
と
記
さ
れ
、「
着き

る
い類

并
諸し

よ
ど
う
ぐ

道
具
の
和や

ま
と
こ
と
ば言

の
事
」

の
題
の
後
に
一
二
一
項
目
一
二
四
語
の
大
和
詞
が
掲
出
さ
れ
て
い
る

5

。

も
ち
ろ
ん
、『
婦
人
養
草
』
の
書
名
が
三
馬
の
著
作
に
見
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
だ
け
で
、
即
三
馬
が
『
婦
人
養
草
』
の
「
和
言
」
を
著
作
の
大

和
詞
に
利
用
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
三

馬
が
『
浮
世
風
呂
』
の
中
で
『
女
用
訓
蒙
図
彙
』
を
利
用
し
て
い
た
と

こ
ろ
か
ら
察
す
る
に
、『
婦
人
養
草
』
の
「
和
言
」
が
著
作
に
利
用
さ

れ
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
三
馬
が
お
初
に
お
屋
敷
で

（153）
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『浮世風呂』に見る「大和詞」について

使
用
す
る
言
葉
を
「
大
和
詞
（
や
ま
と
こ
と
ば
）」
と
言
わ
せ
て
い
る

と
こ
ろ
に
も
、「
和
言
（
や
ま
と
こ
と
ば
）」
と
の
接
点
が
窺
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
『
浮
世
風
呂
』
の
大
和
詞
が
『
婦
人
養
草
』

に
掲
出
さ
れ
た
「
和
言
」
と
、
ど
の
程
度
の
重
な
り
が
見
ら
れ
る

か
、
大
和
詞
を
使
用
す
る
人
物
が
ど
の
よ
う
な
階
層
か
も
含
め
観
察

す
る
。
大
和
詞
を
使
用
す
る
人
物
の
階
層
に
つ
い
て
は
、
小
松
寿
雄

（
一
九
八
七
、一
九
九
九
）
を
参
考
に
す
る

6

。

四　
『
浮
世
風
呂
』
と
『
婦
人
養
草
』
の
大
和
詞

『
浮
世
風
呂
』
の
中
で
最
も
大
和
詞
が
使
用
さ
れ
る
場
面
と
し
て
よ

く
知
ら
れ
る
の
は
、
先
に
あ
げ
た
三
編
巻
之
下
の
お
さ
め
、
お
初
、
お

む
す
の
会
話
の
中
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
会
話
場
面
の
中
に
見
る
大
和

詞
を
抽
出
し
、『
婦
人
養
草
』
の
「
和
言
」
と
比
較
す
る
。『
婦
人
養
草
』

の
記
述
は
後
に
〈
養
〉
と
表
記
す
る
（
用
例
の
傍
線
は
筆
者
が
記
し
た
）。

•
か
み
あ
ら
ふ
は　

お
ぐ
し
す
ま
す
と
〈
養
〉

01
初　

 

あ
の
ネ
、
お
む
す
さ
ん
の
お
髮ぐ

し

は
、
今
日
の
は
ま
こ
と
に
恰か

つ
か
う好

が
よ
い
ぢ
や
ア
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ね
へ
（
は
つ
↓
さ
め
）

02
お
さ
め　

 

さ
う
さ
、
ホ
ン
ニ
お
む
す
さ
ん
の
お
髮ぐ

し

は
ど
な
た
が
お
結い

ひ

だ
ヱ
（
さ
め
↓
は
つ
）

•
銭
百
は　

を
あ
し
一
す
じ
と
〈
養
〉

•
米こ

め

は　

う
ち
ま
き
と
〈
養
〉

03
、
04
初　

 

ホ
ン
ニ
ま
こ
と
に
感か

ん
し
ん心

だ
ネ
ヱ
。
私

わ
た
く
しど

も
は
百

ひ
と
す
ぢ

で
調

と
ゝ
の
へた

米う
ち
ま
きを

一い
ち
ど度

に
い
た
ゞ
い
て
も
此こ

の
ま
ね

眞
似
は
出で

き來
ま
せ
ん
（
は

つ
↓
む
す
）

•
し
や
く
し
は　

し
や
も
じ
と
〈
養
〉

05
お
さ
め　

 

ヲ
ヤ
〳
〵
、
お
し
や
も
じ
と
は
杓し

や
く
し子

の
事
で
ご
ざ
い
ま
す

よ
。
ヲ
ホ
丶
丶
丶
丶
（
さ
め
↓
む
す
）

•
す
し
は　

す
も
じ
と
〈
養
〉

06
む
す　

 

鮓す
し

を
す
も
じ
。
肴さ

か
な

を
さ
も
じ
と
お
云い

ひ
だ
か
ら
、
お
し
や
べ

り
も
お
し
や
も
じ
で
よ
い
が
ネ
ヱ
（
む
す
↓
さ
め
）

•
味
噌
は
む
し
と
〈
養
〉

07
初　

中ち
う
じ
ろ白

と
は
四よ

も方
の
味お

む
し噌

で
ご
ざ
い
ま
す
よ
（
は
つ
↓
む
す
）

•
ゆ
ぐ
は　

ゆ
も
じ
と
〈
養
〉

08
む
す　

 

此
湯ゆ

も
じ
が
あ
ん
ま
り
熱あ

つ

も
じ
だ
か
ら
、
つ
い
燒や

け
ど痕

も
じ

（
む
す
↓
さ
め
、
は
つ
）

•
水
は　

お
ひ
や
と

09
初　

チ
ツ
ト
水お

ひ
やを

う
め
ま
せ
う
か
（
は
つ
↓
む
す
）
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三
編
巻
之
下

以
上
、
こ
の
場
面
に
は
『
婦
人
養
草
』
の
「
和
言
」
に
掲
出
さ
れ
る

八
語
の
大
和
詞
が
見
ら
れ
る
（
08
の
「
湯
も
じ
」
の
用
例
は
「
湯
」
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
例
と
し
て
数
え
た
）。
三
人
の
階
層
は
、
お
さ

め
、
お
む
す
が
上
層
と
さ
れ
る
。
お
初
は
下
女
で
下
層
と
さ
れ
る
が
、

小
松
（
一
九
八
七
）
で
は
、
お
さ
め
の
お
付
き
で
武
家
屋
敷
に
つ
と
め

て
い
る
の
で
「
お
屋
敷
言
葉
を
使
う
」
と
す
る
。

こ
の
場
面
に
見
ら
れ
る
大
和
詞
の
う
ち
、「
お
ぐ
し
」「
お
む
し
」「
ゆ

も
じ
」「
お
ひ
や
」
は
別
の
場
面
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

•「
お
ぐ
し
」

10
●　

コ
ウ
、
お
め
ヘ
ン
所と

こ

の
お
か
み
さ
ん
も
お
髮ぐ

し

は
お
上じ

や
う
ず手

だ
の

11
●
（
■
）　

な
ん
の
、
し
や
ら
ツ
く
せ
へ
。
お
髮く

し

だ
の
、
へ
つ
た
く

れ
の
と
、
遊あ

そ
ば

せ
詞こ

と
ば

は
見
ツ
と
む
ね
へ
。
ひ
ら
つ
た
く
髮が

み

と
云い

ひ

な

ナ
。（
●
↓
■
）

二
編
巻
之
下

　
　
　

※ 

●
は
お
丸
と
い
う
下
女
、
■
は
そ
の
と
も
だ
ち
の
「
ふ
と
つ

て
う
」
の
下
女
。

10
、
11
は
、
商
家
で
働
く
下
女
同
士
の
会
話
で
、
下
女
の
一
人
が
「
お

髪ぐ
し

」
と
言
っ
た
こ
と
を
咎
め
、「
湯ゆ

へ
で
も
來き

た
時と

き

は
持も

ち
め
へ前

の
詞こ

と
ば

を
つ

か
は
ね
へ
じ
や
ア
、
氣き

が
竭つ

き

ら
ア
ナ
」
と
嘆
い
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

両
方
と
も
下
層
と
さ
れ
る
。

•「
お
む
し
」

12
さ
る　

 

ウ
ン
ニ
ヤ
。
さ
う
し
て
は
ゐ
ら
れ
ね
へ
。
今い

ま

に
九こ

ゝ
の

ツ
が
鳴な

る

だ
ら
う
。
早は

や

く
歸け

へ

つ
て
お
節せ

ち

の
支し

た
く度

を
せ
に
や
ア
な
ら
ね
へ
。

お
め
へ
ン
所と

こ

は
味お

む
し噌

の
雜
者
火

か
（
さ
る
↓
べ
か
）三

編
巻
之
上

12
の
さ
る
と
べ
か
は
、
商
家
に
奉
公
す
る
下
女
で
下
層
と
さ
れ
る
。
正

月
の
雑
煮
の
味
付
け
に
つ
い
て
話
を
し
て
い
る
。

•「
ゆ
も
じ
」

13  
（
略
）
權ご

ん
べ
ゑ

兵
衞
袱さ

し
こ褸

か
ら
八は

ち
べ
ゑ

兵
衞
が
羽は

ぶ
た
え

二
重
に
移う

つ

り
、
田

や
ま
だ
し
お
ん
な

婢
の

湯ゆ
も
じ具

か
ら
令ご

し
ん
ぞ室

の
絹お

は
れ布

へ
も
移う

つ

る
。（
略
）

「
浮
世
風
呂
大
意
」

14
▲　

私
ど
も
の
嫁よ

め

が
湯ゆ

も
じ具

を
縮ち

り
め
ん緬

の
中ち

う
は幅ゞ

を
二ふ

た
の布

に
い
た
し
て
、

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

 

貴き

さ
ま
は
あ
ま
り
無ぶ

し
つ
け躾

な
人
だ
ト
。
女
の
ゆ
も
じ
と
い
ふ
物も

の

は

白し
ろ
も
め
ん

木
綿
二ふ

た
の布

に
規き

し
た
物も

の

で
、
膝ひ

ざ

か
ら
下し

た

へ
下さ

げ

る
物も

の

で
は
な
い
。

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

 

長な
が

ゆ
も
じ
と
い
ふ
物
は
下げ

び鄙
た
人
の
す
る
業わ

ざ

で
ご
ざ
る
ツ
サ
。

女じ
よ
う
ろ郎

で
す
ら
好よ

し
わ
ら藁

は
昔む

か
し

の
風ふ

う

を
癈す

て

ず
。
万ば

ん
じ事

長を
と
なし

や
か
だ
か
ら

長な
が

ゆ
も
じ
な
ど
ゝ
い
ふ
事
は
な
い
と
い
ふ
事
だ
。
早さ

う

〳
〵
止や

め

さ

つ
し
や
い
と
申
て
異い

け
ん見

い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
も
知し

り

（151）
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『浮世風呂』に見る「大和詞」について

つ
ゝ
、
り
ん
の
馬ば

か鹿
め
が
、
幾い

く
の布

に
い
た
し
た
事こ

と

や
ら
。
木も

め
ん綿

の
長な

が

ゆ
も
じ
を
ち
や
ん
と
し
め
ま
し
た
は
な
（
▲
↓
●
）

三
編
巻
之
上

　
　
　

※ 
●
は
「
人
が
ら
の
よ
き
か
み
さ
ま
」
▲
は
「
六
十
ぢ
か
き
ば

あ
さ
ま
」

13
は
『
浮
世
風
呂
』
の
「
大
意
」
に
み
る
用
例
、
14
は
「
六
十
ぢ
か
き

ば
あ
さ
ま
」
が
「
人
が
ら
の
よ
き
か
み
さ
ま
（
金
溜
屋
内
儀
）」
に
自

分
の
嫁
の
湯
具
が
長
く
下
品
で
あ
る
と
嘆
い
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
両

者
は
中
層
上
位
と
さ
れ
る
。

•「
お
ひ
や
」

15
よ
め　

 

マ
ア
、
す
こ
し
お
待ま

ち
あ
す遊

ば
せ
。
お
ま
へ
さ
ん
に
は
チ
ト
お
あ

つ
う
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
弥や

す壽
か
。
ど
う
ぞ
の
、
爰こ

ゝ

へ
水お

ひ
や

を
少す

こ

し
お
呉く

れ
（
嫁
↓
姑
、
や
す
）

二
編
巻
之
下

15
は
屋
敷
奉
公
を
終
え
、
上
層
町
人
の
も
と
へ
嫁
に
入
っ
た
女
性
が
、

姑
を
つ
れ
て
湯
屋
に
来
た
場
面
で
あ
る
。
下
女
の
弥
壽
に
湯
を
う
め
る

水
を
頼
ん
で
い
る
。
嫁
、
姑
は
上
層
と
さ
れ
る
。
弥
壽
は
下
層
と
さ
れ

る
が
、
先
に
あ
げ
た
お
初
と
同
様
部
屋
が
た
つ
と
め
を
し
て
お
り
、
お

屋
敷
言
葉
を
話
し
て
い
る
。

以
上
に
取
り
上
げ
た
語
の
他
に
も
、『
婦
人
養
草
』「
和
言
」
の
中
に

は
、『
浮
世
風
呂
』
に
使
用
さ
れ
る
語
が
見
ら
れ
る
。

•
小
袖
は　

呉
服
と
い
ふ
〈
養
〉

16
お
川　

呉ご
ふ
く
や

服
屋
へ
は
夫ふ

う
ふ
づ
れ

婦
連
で
見み

た
て立

に
い
く
か
（
川
↓
山
）

三
編
巻
之
下

16
は
お
川
と
お
山
が
隣
家
の
夫
婦
の
様
子
を
話
し
て
い
る
場
面
で
あ

る
。
お
川
と
お
山
は
下
層
あ
る
い
は
中
の
下
と
さ
れ
る
。

•
紅
粉
は　

お
い
ろ
と
〈
養
〉

17
●　

 

ト
レ
手
拭
を
見み

せ
や
。
紅お

い
ろを

付つ
け

て
、
化け

へ
〳粧〵

を
し
て
、
ヘ
ン
、
い
ゝ

業ご
う
さ
ら
し

晒
だ
ぜ
へ
。（
●
↓
▲
）

前
編
巻
之
上

　
　
　

※ 

●
は
「
は
た
ち
あ
ま
り
の
を
と
こ
」、
▲
は
「
二
十
二
三
の

男
」。

18
お
か
べ　

 

あ
れ
も
大お

ほ

か
た
は
さ
う
だ
ら
う
が
、
昔む

か
し

か
ら
す
る
人ひ

と

が
有あ

る

か
ら
、
あ
の
方ほ

う

は
ま
ア
ゆ
る
し
も
せ
う
よ
。
し
か
し
、
目

の
ふ
ち
へ
紅お

い
ろ

を
つ
け
た
人
は
老

と
し
よ
つて

目
の
ふ
ち
が
黒く

ろ

く
な
る

ツ
サ
（
か
べ
↓
い
へ
）。

三
編
巻
之
下

17
は
遊
郭
か
ら
風
呂
へ
や
っ
て
き
た
男
を
別
の
男
性
が
か
ら
か
っ
て
い

る
場
面
で
あ
る
。
男
性
で
あ
る
が
、「
化
粧
」
を
「
け
へ
〳
〵
」
と
い

う
な
ど
、
遊
郭
の
女
性
が
使
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。
階
層
は
下
層

と
さ
れ
る
。
18
は
お
か
べ
と
お
い
え
と
い
う
若
い
女
性
が
、
流
行
の
髪
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形
や
化
粧
に
つ
い
て
話
を
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
両
者
は
中
層
下
位

と
さ
れ
る
。

•
ね
る
事
は　

お
し
づ
ま
る
と
〈
養
〉

19
さ
る　

 （
略
）
そ
の
あ
げ
く
は
寒さ

ふ
ひ

か
ら
ぶ
つ
か
け
を
食く

い

て
へ
の
と
、

さ
ん
ざ
つ
ぱ
ら
あ
ば
れ
食ぐ

ひ

を
し
て
お
寐し

づ
ま

る
と
高た

か
い
び
き鼾

だ
。（
さ

る
↓
と
り
）

三
編
巻
之
上

19
は
さ
る
が
息
子
の
嫁
の
悪
口
を
言
う
場
面
で
あ
る
。
小
松

（
一
九
八
七
）
で
は
、「
さ
る
・
と
り
は
棒
手
振
り
の
母
及
び
職
人
の
母

で
、
下
層
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

•
む
ま
い
事
は　

い
し
い
と
〈
養
〉

20
し
た　

 

い
か
な
事こ

つ

て
も
、
あ
れ
ほ
ど
お
い
し
い
物も

の

を
や
。（
し
た
↓

に
が
）

二
編
巻
之
下

20
は
口
の
悪
い
お
舌
が
お
苦
に
漬
物
を
も
ら
っ
た
お
礼
を
言
っ
て
い
る

場
面
で
あ
る
。
両
者
は
共
に
下
層
と
さ
れ
る
。

•
一
盃は

い

は　

一ひ
と

つ
と
〈
養
〉

21
と
り　

 （
略
）
毎め

へ
に
ち日

商あ
き
ね
へか

ら
歸け

へ

り
に
は
の
。
何な

に

か
し
ら
ン
竹た

け

の
皮か

わ

へ

買か
つ

て
來き

て
の
。
サ
ア
、
か
ゝ
さ
ん
、
一
ツ
あ
が
れ
と
、
一い

ち
が
う合

ツ
ヽ
も
寐ね

さ
け酒

を
の
ま
せ
る
し
の
と
（
と
り
↓
さ
る
）二

編
巻
之
上

21
は
、
19
と
同
じ
人
物
の
会
話
で
、
と
り
が
、
息
子
が
孝
行
者
で
あ
る

こ
と
を
さ
る
に
話
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。「
一
ツ
あ
が
れ
」
は
息
子

の
セ
リ
フ
で
あ
る
。

•
も
ち
は　

か
ち
ん
と
ま
た
あ
も
也
〈
養
〉

22
け
り
子　

 

此
間
ネ
、
あ
ま
り
い
や
し
い
題だ

い

で
ご
ざ
り
ま
す
が
、
お
か

ち
ん
を
あ
べ
川
に
い
た
し
て
、
去さ

る
所と

こ
ろ

で
い
た
ゞ
き
ま
し

た
か
ら
、
と
り
あ
へ
ず
一い

つ
し
ゆ首

致い
た
しま

し
た
（
け
り
子
↓
か
も

子
）

三
編
巻
之
下

23
金　

 

お
つ
か
ア
が
待ま

つ

て
ゐ
る
だ
ら
う
ぞ
。
お
芋い

も

か
、
餅あ

ん
も

か
、
何な

ん

で
も

能い
ゝ
こ子

に
な
つ
た
御ご

ほ
う
び

褒
美
に
待ま

ち

〳
〵
し
て
居ゐ

る
だ
ら
う
。前

編
巻
之
上

24
お
た
こ　

 

坊ぼ
う

は
聞き

ゝ
わ
け訳

が
能い

ゝ

か
ら
御ご

ほ
う
び

褒
美
を
や
り
ま
せ
う
。
餅あ

ん
も

が
よ
か

ろ
。
薄う

す
か
は皮

か
、
お
燒や

き
い
も芋

か
（
た
こ
↓
小
児
）

三
編
巻
之
下

22
は
文
学
少
女
け
り
子
と
か
も
子
の
会
話
で
、
け
り
子
が
餅
を
題
に
歌

を
作
っ
た
話
を
し
て
い
る
。
共
に
上
層
と
さ
れ
る
。
23
は
金
兵
衛
が
子

（149）



33

『浮世風呂』に見る「大和詞」について

供
を
あ
や
し
な
が
ら
風
呂
に
入
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
金
兵
衛
は
中

層
あ
た
り
と
さ
れ
る
。
24
は
た
こ
と
い
う
女
性
が
子
供
を
風
呂
に
入
れ

て
い
る
場
面
で
、
中
層
上
位
と
さ
れ
る
。
23
、
24
と
も
「
餅
（
あ
ん
も
）」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
る
い
は
幼
児
に
使
用
し
て

い
る
の
で
幼
児
語
と
も
考
え
ら
れ
る
。

•
て
ん
が
く
は　

お
で
ん
と
〈
養
〉

25
●　

 

大だ
い
ふ
く
も
ち

福
餅
か
ら
、
ゆ
で
鷄た

ま
ご卵

。
お
芋い

も

の
お
田で

ん

。
な
ん
で
も
通と

ほ

る
も

の
を
買か

は

う
と
云い

ひ
だ出

し
て
騷さ

わ
ぎ
た
て立る

だ
。（
●
↓
▲
）

三
編
巻
之
下

　
　
　

※
●
も
▲
も
六
十
歳
近
い
女
性

25
は
自
分
の
息
子
の
不
出
来
を
同
年
輩
の
女
性
に
嘆
い
て
い
る
場
面

で
、
両
者
は
中
層
あ
る
い
は
中
層
下
位
と
さ
れ
る
。

•
ま
め
の
こ
は　

き
な
こ
と
〈
養
〉

26
け
り
子　

 

う
ま
じ
も
の
あ
べ
川
も
ち
は
あ
さ
も
よ
し
き
な
粉こ

ま
ぶ
し

て
昼ひ

る

食く

ふ
も
よ
し

三
編
巻
之
下

26
は
、
22
の
け
り
子
が
餅
を
題
に
作
っ
た
歌
で
あ
る
。

•
し
や
う
ゆ
ふ
は　

お
し
た
し
と
〈
養
〉

27
か
み　

 

第だ
い
い
ち一

が
薄う

す

し
た
ぢ
で
吸す

い
も
ん物

じ
や
さ
か
い
、
酒さ

け

の
下あ

い
て酒

に
な
と

せ
う
も
の
な
ら
、
い
つ
か
う
能ゑ

い

じ
や
。（
か
み
↓
山
）

二
編
巻
之
上

28
べ
か　

う
ん
に
や
、
や
つ
ぱ
り
醬し

た
じ油

の
お
雜
者
火

さ
（
べ
か
↓
さ
る
）

29
さ
る　

 

そ
り
や
ア
奇き

ど
く特

だ
の
う
。
お
ら
ン
所と

こ

も
醬し

た
じ油

さ
（
さ
る
↓
べ

か
）

三
編
巻
之
上

27
は
上
方
の
女
性
の
用
例
で
、
鼈
料
理
の
味
付
け
に
つ
い
て
話
し
て
い

る
。
28
、
29
は
12
と
同
じ
人
物
で
、
正
月
の
雑
煮
の
味
付
け
が
「
醤
油

（
し
た
じ
）」
で
あ
る
と
話
す
場
面
で
あ
る
。

•
な
す
び
は　

な
す
と
〈
養
〉

30
け
ち　

 

そ
り
や
氣き

の
ど
く
ぢ
や
。
お
ま
へ
に
損そ

ん

か
け
ち
や
、
つ
ら
い

場ば

ぢ
や
ナ
。
何な

ん

ぞ
買か

ふ

て
入い

れ
あ
は合

せ
を
せ
う
か
い
。
此こ

の

茄な

す子
は
な

ん
ぼ
す
る
（
け
ち
兵
衛
↓
商
人
）

31
商　

焚た
く

茄な

す子
も
お
か
し
い
（
商
人
↓
け
ち
兵
衛
）

四
編
巻
之
中

30
、
31
は
上
方
下
り
の
け
ち
兵
衛
（
の
ち
に
「
け
ち
助
」
に
な
っ
て
い

る
）
が
青
物
売
り
の
商
人
と
話
す
場
面
で
、
け
ち
兵
衛
が
茄
子
の
値
段

を
値
切
っ
て
い
る
。
上
方
の
け
ち
兵
衛
だ
け
で
な
く
商
人
も
「
な
す
」

を
使
用
し
て
い
る
。

（148）

ざ
う
に
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34

•
か
う
の
物
は
か
う
〳
〵
と
〈
養
〉

32
し
た　

 

ほ
ん
に
今け

さ朝
ほ
ど
は
お
珍め

づ

ら
し
い
も
の
を
あ
り
が
た
う
。
い

つ
ウ
で
も
お
も
ら
ひ
申
て
ば
ア
つ
か
り
居を

り

や
す
ネ
。
そ
し
て

あ
の
お
香か

う

〳
〵
の
お
塩あ

ん
ば
い梅

の
能よ

さ
。
あ
り
や
ア
も
し
、
ど
ん

な
に
お
漬つ

け

な
さ
る
か
、
と
ん
だ
お
上じ

や
う
ず手

だ
（
し
た
↓
に
が
）

前
編
巻
之
下

32
は
20
と
同
じ
場
面
で
、
お
舌
は
漬
物
に
「
お
香か

う

〳
〵
」
と
い
う
大
和

詞
を
使
用
し
て
い
る
。

•
芋
葉
と
あ
つ
き
の
入
し
る
を　

ふ
し
の
お
つ
け
と
〈
養
〉

•
ず
い
き
汁し

る

は　

露
の
お
つ
け
と
〈
養
〉

33
松　

 

鰹か
つ
を
ぶ
し節

の
は
い
る
汁お

つ
け

は
夷え

び
す
こ
う講

と
生た

ん
ぜ
う辰

ば
か
り
。
三さ

ん
ど度

の
飯め

し

の
外ほ

か

に

食く

ふ
も
の
は
、
冷ひ

や
め
し飯

を
干ほ

し

た
糒ほ

し
い

の
塩し

ほ

い
り
（
松
右
エ
門
↓
八
兵

ヘ
）

前
編
巻
之
上

34
ゑ
ご　

 

汁お
つ
け

が
銀い

て
ふ
だ
い
こ

杏
大
根
に
燒や

き
ど
う
ふ

豆
腐
の
塞さ

い
の
め目

、
お
平
は
お
定さ

だ
ま

り
の
芋い

も

胡に
ん
じ
ん

羅
畐
、
牛ご

ぼ
う房

大で
へ
こ根

、
田ご

ま
め作

と
い
ふ
所と

こ
ろを

（
ゑ
ご
↓
▲
）

三
編
巻
之
下

35 
て
ん
つ
る
て
ん
の
古ふ

る

ゆ
か
た
も
余よ

ほ
ど程

育そ
だ

つ
た
と
見
え
て
、
肩か

た
あ
げ

縫
上
を

お
ろ
し
た
跡あ

と

が
眞あ

ま
た
ら新

し
く
わ
か
り
、
襟ゑ

り

か
た
か
ら
胸む

ね

い
ち
め
ん
汁お

つ
け

の

か
ゝ
つ
た
古こ

せ
き跡

べ
つ
た
り
。

四
編
巻
之
上

33
は
松
右
エ
門
と
八
兵
へ
の
会
話
で
零
落
し
た
地
主
の
話
を
し
て
い
る

場
面
で
あ
る
。
地
主
の
父
親
は
伊
勢
か
ら
出
て
一
代
で
富
を
築
い
た
人

物
で
あ
る
が
、
勘
定
高
い
と
評
し
て
い
る
。
両
者
は
階
層
不
明
と
さ
れ

る
。
34
は
ひ
ょ
う
き
ん
者
の
お
ゑ
ご
が
、
知
り
合
い
の
女
性
に
自
分
が

夫
と
違
い
、
よ
く
食
べ
る
と
話
す
場
面
で
あ
る
。
両
者
と
も
下
層
と
さ

れ
る
。
35
は
地
の
文
の
用
例
で
、
お
盆
に
閻
魔
様
へ
お
参
り
に
行
く
女

の
子
た
ち
の
様
子
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。

•
銭
百
は　

を
あ
し
一
す
じ
と
〈
養
〉

36
● 

夫そ
れ

に
つ
け
て
は
元も

と
い
あ
ぶ
ら

結
油
も
麁そ

ま
つ末

に
遣つ

か

ひ
ま
す
か
ら
、
孔お

あ
し方

の
遣つ

か

ひ

が
荒あ

ら

う
ご
ざ
い
ま
す
（
●
↓
▲
）

三
編
巻
之
上

37
べ
か　

 

聴き
ゝ

な
。
ど
う
思
つ
た
か
歳せ

へ
ぼ暮

に
足た

び袋
一い

つ
そ
く足

。
年と

し
だ
ま玉

に
孔お

あ
し方

を

二
百
呉く

れ
た
が
の
。
お
ほ
か
た
氣き

で
も
違ち

が
つ

た
ら
う
よ
。
其そ

ん
で
へ代

に
元が

ん
じ
つ日

し
ま
か
ら
小こ

ご
と言

だ
。（
べ
か
↓
さ
る
）

三
編
巻
之
上

38
直　

 

そ
の
銭お

あ
しも

番ば
ん
と
う頭

さ
ん
の
手て

か
ら
出で

て
あ
る
ス
（
直
兵
衛
↓
番
頭
）

四
編
巻
之
上
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35

『浮世風呂』に見る「大和詞」について

39
古　

 

イ
ヱ
サ
、
何な

ん

な
り
と
も
四し

き季
に
絶た

え

ず
、
扨
又
、
孔お

あ
し方

さ
へ
出だ

せ

ば
一い

つ
さ
い切

用よ
う

を
足た

す
所と

こ
ろゆ

ゑ
、
お
江え

ど戸
に
産う

ま

れ
た
衆し

う

は
（
略
）（
古

左
エ
門
↓
肝
右
エ
門
）

四
編
巻
之
下

36
は
14
と
同
じ
人
物
の
会
話
、
37
は
12
、
28
、
29
と
同
じ
人
物
の
会
話
、

38
は
直
兵
衛
と
い
う
男
性
が
番
頭
に
話
し
か
け
る
場
面
、
39
も
古
左
エ

門
と
肝
右
エ
門
と
い
う
男
性
の
会
話
と
さ
れ
る
。
肝
右
エ
門
は
下
層
、

直
兵
衛
、
古
左
エ
門
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
、『
婦
人
養
草
』
の
「
和
言
」
が
、
お
む
す
、
お
さ
め
、
お
初

の
場
面
の
八
語
の
他
、
十
四
語
（
餅
を
「
か
ち
ん
」「
あ
も
」
の
二
語

と
考
え
る
）
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
の
用
例
の
中
に
は

男
性
や
下
層
の
女
性
の
用
例
も
多
く
、
既
に
庶
民
に
日
常
的
に
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
語
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点

は
ま
と
め
の
と
こ
ろ
で
検
討
す
る
。

五　
『
婦
人
養
草
』
に
見
ら
れ
な
い
大
和
詞

『
浮
世
風
呂
』
に
は
『
婦
人
養
草
』
に
掲
出
さ
れ
て
い
な
い
大
和
詞

の
使
用
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
大
和
詞
に
関
し
て
は
『
日
葡
辞
書
』

（
一
六
〇
三―

一
六
〇
四
）
と
対
応
さ
せ
、
用
例
を
記
述
す
る
。
松
井

（
二
〇
一
四
）「
第
三
第
二
章　
『
日
葡
辞
書
』
の
女
性
語
」
で
は
『
日

葡
辞
書
』
に
収
録
さ
れ
た
女
性
語
が
「
武
家
作
法
の
規
範
的
な
使
い
方

に
重
点
を
置
く
礼
法
家
、
あ
る
い
は
武
家
礼
法
に
詳
し
い
人
の
指
導
の

も
と
に
、
ま
た
そ
の
礼
法
家
た
ち
の
伝
書
の
類
に
よ
っ
て
掲
出
さ
れ
た
」

と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、『
日
葡
辞
書
』
の
女
性
語
を
『
婦
人
養
草
』

の
〈
和
言
〉
と
同
系
統
の
武
家
礼
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
女
性
語
（
女

中
こ
と
ば
）
と
考
え
、『
浮
世
風
呂
』
の
大
和
詞
と
対
応
さ
せ
る
こ
と

に
す
る

7

。

•V
onaca.

ヲ
ナ
カ
（
御
中
）　

腹
．
例
，V

onacaga　

varui.

　
　
　
　
　
（
御
中
が
悪
い
）
下
痢
を
す
る
．
こ
れ
は
婦
人
語
で
あ
る
．

39
か
み
が
た　

 

お
山や

ま

さ
ん
。
ゑ
ら
う
寒さ

む

い
な
。
何な

ん

じ
や
と
、
ト
ト
モ
ウ

此こ
な
い
だ間

は
お
腹な

か

の
耦ぐ

あ
ひ合

が
わ
る
う
て
、
夜よ

さ
り
毎ご

と

に
腹は

ら
い
た痛

で
づ
ゝ
な
い
は
い
な
。（
か
み
が
た
↓
山
）

二
編
巻
之
上

40
ゑ
ご　

 

お
昼ひ

る

は
チ
ツ
ト
早ば

や

か
つ
た
か
ら
、
未ま

だ
腹お

な
かが

能い
ゝ

か
と
思お

も

つ
て
、

食く
ツ

て
見み

た
ら
、
又
い
け
る
。（
ゑ
ご
↓
▲
）

三
編
巻
之
下

　
　
　
　

 

※
▲
は
ひ
ょ
う
き
ん
な
女
房
お
ゑ
ご
と
話
す
女
性
。
七
つ
ば

か
り
の
女
の
子
と
一
緒
に
湯
へ
来
て
い
る
。

41
福　

 
こ
れ
は
し
た
り
ど
う
し
た
も
の
だ
。
兎と

か
く角

手て
ぬ
ぐ
ひ拭

の
お
湯ぶ

う

を
吸す

つ

て

な
ら
ぬ
。
お
よ
し
〳
〵
〳
〵
〳
〵
。
お
腹な

か

が
瀉く

だ
つ

て
の
、
腹

ぽ
ん
〳
〵が

痛い
た

く
な
る
よ
。（
福
↓
子
供
）
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36

四
編
巻
之
下

39
は
27
と
同
じ
上
方
筋
の
女
性
の
言
葉
、
40
は
34
と
同
じ
女
性
、
41
は

上
層
町
人
の
福
助
が
、
手
ぬ
ぐ
い
の
お
湯
を
吸
う
子
供
に
お
な
か
が

痛
く
な
る
と
注
意
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
福
助
の
言
葉
の
中
に
は

「
腹

ぽ
ん
〳
〵」

と
い
う
幼
児
語
も
見
ら
れ
る
。

•V
ofiye.　

ヲ
ヒ
エ
（
お
冷
え
）　

麻
で
作
っ
た
日
本
の
着
物
．

42
し
つ　

 

そ
う
さ
。
此こ

の
ぢ
う間

布お
ひ
え子

の
裏う

ら

を
の
、
布の

ん
の布

に
觧と

い

て
見
た
ら
の
、

手て

を
あ
て
る
所と

こ

が
ビ
リ
〳
〵
さ
。
タ
ツ
タ
一ひ

と
ふ
ゆ冬

は
つ
ち
や
ア

着き

ね
へ
も
の
が
、
あ
れ
じ
や
ア
た
ま
ら
ね
へ
。
し
か
も
去き

よ
ね
ん年

み
つ
物も

の

で
買か

つ

た
の
さ
。（
し
つ
↓
か
さ
）

二
編
巻
之
下

43
●　

 

イ
ヱ
モ
ウ
、
ほ
ん
に
慌あ

き
れ

た
物
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
着き

も
の物

な
ど
も

手て

ま
め
に
洗せ

ん
た
く濯

で
も
致い

た
し

て
夜よ

な
べ
に
繼つ

い

で
置お

け
ば
、
さ
ば
〳
〵

と
し
た
布お

ひ
え子

も
着き

ら
れ
ま
す
の
に
、
穢よ

ご
れ

た
ら
そ
の
侭ま

ゝ

に
葛つ

ゞ
ら篭

の

隅す
み

へ
お
し
込こ

ん

で
置お

き

ま
す
し
、
兎と

か
く角

針は
り

さ
へ
持も

て

ば
昼ひ

る

も
居ゐ

ね
む
り眠

ま
す

が
、
ホ
ン
ニ
〳
〵
〳
〵
〳
〵
仕し

や
う樣

仕し
か
た方

の
な
い
物も

の

で
ご
ざ
い
ま

す
（
●
↓
▲
）

三
編
巻
之
上

42
は
し
つ
と
か
さ
が
小
間
物
屋
の
裂
の
質
が
悪
い
と
話
し
て
い
る
場
面

で
あ
る
。
43
は
14
、
36
と
同
じ
人
物
で
あ
る

8

。

•V
ocazu.　

 

ヲ
カ
ズ
（
お
数
）　Sai

（
菜
）
に
同
じ
．
料
理
に
同
じ
．

こ
れ
は
婦
人
語
で
あ
る
．　

▲
V
om
auari

．

44
松　

 

土つ
ち
で
へ
こ

大
根
の
折お

れ

を
買か

つ

て
来
て
、
ソ
レ
、
き
の
ふ
の
燒や

い

た
こ
は
だ
を

一
匹ぴ

き

づ
ゝ
入い

れ
て
、
輪わ

ぎ
り
だ
い
こ

切
大
根
の
煮に

つ
け付

、
夫そ

れ

が
惣さ

う
ざ
い菜

。
大お

ほ
ぜ
い勢

下げ
ぢ
よ女

は
し
た
が
あ
つ
て
も
、
菜お

か
ず

は
婆ば

ア

さ
ま
が
出
て
ま
ん
べ
ん
な

く
盛も

り

わ
た
す
。

（
中
略
）

夜や
し
よ
く食

は
澤た

く
あ
ん菴

、
そ
れ
も
塩し

ほ

の
あ
た
辛か

ら

い
や
つ
だ
か
ら
、
二ふ

た
き
れ切

で
湯ゆ

ま
で
の
菜お

か
ず

に
な
る
。
け
ふ
は
佛ほ

と
け

の
日ひ

だ
と
い
ふ
所と

こ

が
、

八は
ち
は
い
ど
う
ふ

盃
豆
腐
が
、
平ひ

ら

の
中な

か

を
ゆ
る
〳
〵
と
游お

よ
いで

居ゐ

る
や
つ
さ
。（
松

右
エ
門
↓
八
兵
ヘ
）

前
編
巻
之
上

45
辰　

 

チ
ヨ
ツ
、
や
か
ま
し
い
。
そ
ん
な
ら
お
弁
當
に
し
て
や
る
か
ら
、

お
菜か

ず

好こ
の
みは

な
ら
な
い
よ
（
辰
↓
馬
）

　
（
中
略
）

46
巳　

 

ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
。
い
へ
又
、
雨あ

め
ふ
り
か
ざ
ま

降
風
間
に
は
、
轉こ

ろ

ん
だ
り
何な

に
か角

致い
た

さ
ぬ
で
、
お
弁べ

ん
た
う當

も
能よ

う

ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
菜か

づ

が
な
ん
だ
は
角か

だ
は
と
、
望の

ぞ

み
好こ

ぞ
みが

う
る
さ
う
ご
ざ
い
ま
す
よ
。（
巳
↓
辰
）

二
編
巻
之
上
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44
は
33
と
同
じ
人
物
同
士
の
会
話
、
45
、
46
は
辰
、
巳
と
い
う
上
層
町

人
の
妻
同
士
が
子
供
の
お
弁
当
の
事
を
話
す
場
面
で
あ
る

9

。

•M
im
ochi.　

 

ミ
モ
チ
（
身
持
）　

妊
娠
． Cano V

onna m
im
ochini 

natta,1,m
im
ochide gozaru.

（
か
の
女
身
持
に
な
つ

た
，
ま
た
は
，
身
持
で
御
座
る
）　

あ
の
女
は
妊
娠
し

て
い
る
．
婦
人
語

47
ゆ
ず　

 

へ
丶
丶
丶
丶
、
目め

を
塞ふ

さ
い

で
居を

つ

て
も
心し

ん

は
寐ね

ま
せ
ぬ
か
ら
、
ヤ

ハ
リ
寐ね

る
時と

き

は
寐ね

ま
す
の
さ
。
懷み

も
ち胎

の
女を

ん
な

の
腹は

ら

が
大お

ほ

き
い
と

て
、
食し

よ
く

を
食く

は
ず
に
は
居を

ら
ぬ
道ど

う
り理

で
ご
ざ
る
（
ゆ
ず
↓
生

酔
）

前
編
巻
之
下

47
は
座
頭
の
ゆ
ず
の
い
ち
が
生
酔
に
か
ら
か
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
生

酔
は
武
士
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
ゆ
ず
の
い
ち
の
言
葉
遣
い
は
丁
寧

で
あ
る
。

•Fucuro　

 

フ
ク
ロ
（
袋
）　

母
．V

ofucuro

（
お
袋
）
の
形
で
，
婦

人
の
間
で
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
け
れ
ど
も
，

ま
た
そ
れ
以
外
の
人
々
の
間
で
も
用
い
ら
れ
る
．

　
　
　
　
　

※
原
文
と
少
し
く
離
れ
て
い
る
．
お
ふ
く
ろ

48
ぶ
た
七　

 

お
た
ア
（
お
ら
が
）
お
ふ
く
ど
（
お
ふ
く
ろ
は
）、
お
で

へ
（
お
れ
を
）
お
で
へ
可か

い愛
が
る
。

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　

 

ナ
ニ
〳
〵
、
お
ふ
く
ど
〳
〵
、
お
袋

ふ
く
ど

合が
つ
て点

し
ね
へ
。（
豚

七
↓
▲
）

前
編
巻
之
上

49
源　

 

太た

き吉
め
ヱ
、
お
袋ふ

く
ろ

に
天て

ん
ぜ
う井

見
せ
ら
れ
た
ナ
。
く
や
し
く
は
石い

し
か
け垣

へ
あ
た
ま
を
ぶ
つ
付つ

け

て
死し

ん
で
で
も
し
ま
ふ
が
能い

ゝ

。（
源
↓
太

吉
）

前
編
巻
之
下

50
●　

お
袋ふ

く
ろさ

ん
、
お
早は

や

う
入い

ら
つ
し
や
い
ま
し
た
ね
（
●
↓
▲
）

三
編
巻
之
上

51
甘
次　

 

そ
こ
で
孟も

う
じ子

の
お
袋ふ

く
ろ

さ
ま
は
、
三
た
び
轉た

な
が
へ居

を
さ
し
つ
た
と

あ
る
。
成な

る
ほ
ど程

御ご
も
つ
と
も

尤
な
こ
と
さ
ネ
（
甘
次
↓
む
だ
助
）四

編
巻
之
上

52
お
俳
助　

 

お
ま
へ
さ
ん
で
も
ハ
ヤ
、
お
盆ぼ

ん

の
御
客き

や
くさ

ま
で
、
さ
ぞ
お

と
り
込こ

み

さ
ま
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
。
ハ
イ
〳
〵
。
お
袋ふ

く
ろ

さ
ま

や
お
内
さ
ま
が
、
ハ
ヤ
〳
〵
、
お
大た

い
て
い体

さ
ま
で
は
ご
ざ
り

ま
せ
ぬ
。（
お
俳
助
↓
闇
雲
屋
の
吉
兵
衛
）

四
編
巻
之
下
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お
袋
に
関
し
て
は
『
日
葡
辞
書
』
で
は
女
性
語
と
限
定
は
し
て
い
な
い

が
、「
婦
人
の
間
で
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
か

ら
用
例
を
記
し
た
。
48
、
49
、
51
、
52
の
５
例
中
４
例
が
男
性
の
言
葉

で
あ
り
、
男
性
の
使
用
の
方
が
目
立
つ
。
48
は
中
風
を
患
う
豚
七
の
言

葉
、
49
は
若
い
男
性
の
源
と
太
吉
が
将
棋
を
打
っ
て
い
る
場
面
、
51
は

子
供
た
ち
の
盆
踊
り
の
様
子
を
男
湯
の
格
子
越
し
に
見
て
い
た
甘
次
の

言
葉
、
52
は
言
葉
遣
い
の
丁
寧
な
お
俳
助
と
い
う
あ
だ
名
の
男
の
言
葉

で
あ
る
。
豚
七
、
源
、
太
吉
、
甘
次
に
関
し
て
は
特
に
階
層
が
示
さ
れ

て
い
な
い
。
甘
次
の
話
し
相
手
む
だ
助
は
下
層
と
さ
れ
る
。
お
俳
助
は

上
層
に
準
ず
る
階
層
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
50
は
14
、
36
、
43
と
同
じ

人
物
の
会
話
で
あ
る
。

•M
am
eyakani　

 

マ
メ
ヤ
カ
ニ
（
ま
め
や
か
に
）　

念
を
入
れ
て
注

意
深
く
．
一
般
に
婦
人
の
用
い
る
語
．

53
晩
右
門　

 

心こ
ゝ
ろ

を
信

ま
め
や
かに

す
る
が
信し

ん
〴心〵

。
わ
し
が
早は

や

い
譬た

と
へ諭

を
云
つ
て
聽き

か

せ
よ
う
。
隠い

ん
き
よ居

が
又
は
じ
ま
つ
た
と
お
も
ふ
だ
ら
う
が
、

身み

の
藥く

す
りだ

か
ら
聽き

ゝ

な
さ
い
（
晩
右
門
↓
と
び
）

53
は
隠
居
の
晩
右
エ
門
が
若
い
衆
を
諭
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
階
層

は
不
明
と
さ
れ
る
。

•X
ixi

シ
シ
（
し
し
）
子
ど
も
の
小
便
．
婦
人
語X

ixiuo suru.

54
▲　

 

サ
ア
、
お
め
此こ

の
ご
ろ頃

は
立た

ち
ゐ居

も
ひ
と
り
で
出で

き來
ね
へ
か
ら
、
尿し

ゝ

屎ば
ゝ

も
お
ま
る
で
と
る
。
イ
ヤ
ハ
ヤ
、
粉こ

に
な
る
よ
（
▲
↓
●
）

二
編
巻
之
下

　
　
　

※
▲ 

此
ば
ア
さ
ま
は
ノ
ヤ
〳
〵
と
い
ふ
こ
と
ば
く
せ
あ
り
て
な

き
ご
と
ば
か
り
い
ふ
が
か
ぶ
な
り

　
　
　
　

● 

お
が
む
や
う
な
手
つ
き
を
し
て
ゆ
び
の
さ
き
を
あ
ら
ふ
か

み
さ
ま

54
は
ば
あ
さ
ま
が
近
所
の
か
み
さ
ん
に
病
気
の
亭
主
を
介
護
し
て
い
る

様
子
を
語
る
場
面
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
中
層
あ
た
り
と
さ
れ
る
。

•Ido　

 

イ
ド
（
居
処
）
人
の
今
居
る
所
．
例
，Idouo　

tatcu.

（
居

処
を
立
つ
）
今
居
る
所
を
立
ち
去
る
．　

V
oido

．（
御
居
処
）

尻
や
臀
部
の
意
味
で
，
婦
人
が
人
に
敬
意
を
こ
め
て
話
す
と

き
に
用
い
る
語
．

55
ゑ
ご　

 

△
ボ
ン
ヲ
ド
リ
ノ
ウ
タ
「
前さ

き
だ
ち
し
ゆ
う

駈
衆
は
尻お

ゐ
ど

が
低ひ

く

い
。
最も

う
些ち

と
だ
か高

く
た
ア
の
ウ
み
イ
ま
ア
す
ウ
引

三
編
巻
之
下

55
は
34
、
40
と
同
じ
女
性
の
用
例
で
、
盆
踊
り
の
歌
の
中
に
用
例
で
あ

る
。

• M
exim

ono. 
メ
シ
モ
ノ
（
召
物
）　

貴
人
の
着
物
，
ま
た
は
，
履
物
．

こ
れ
は
，
一
般
に
は
婦
人
語
で
あ
る
．

（143）
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56
よ
め　

 

ア
、
弥や

す壽
が
跡あ

と

か
ら
雪ゆ

す
いで

來く

る
か
ら
能よ

い

よ
。
モ
シ
ヱ
、
お 

風か
ぜ

で
も
め
し
て
は
お
悪わ

る

う
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
直す

ぐ

に
お
着め

し
も
の物

を

め
さ
せ
申ま

う

し
ま
せ
う
ネ
（
よ
め
↓
姑
）

　
　
　
　
　
　
　

二
編
巻
之
下

57
は
ね　

 

違ち
が

つ
た
も
ん
だ
の
。
チ
ト
お
衣め

し
も
の装

を
拜は

い
け
ん見

い
た
し
た
い
ネ

（
は
ね
↓
ね
こ
）

三
編
巻
之
上

56
は
15
と
同
じ
人
物
で
、
武
家
屋
敷
で
の
お
仕
え
を
終
え
、
上
層
町
人

に
嫁
し
た
女
性
の
言
葉
、
57
は
町
芸
者
と
お
ぼ
し
き
は
ね
と
ね
こ
の
会

話
で
あ
る
。

以
上
、『
日
葡
辞
書
』
と
の
比
較
で
、
九
例
の
大
和
詞
を
取
り
上
げ

た
が
、
こ
の
中
の
「
お
腹
（
お
な
か
）」
や
「
お
菜
（
お
か
ず
）」「
お

袋
（
ふ
く
ろ
）」
に
は
男
性
の
使
用
も
見
ら
れ
る
。
特
に
「
お
袋
」
は

男
性
の
使
用
が
多
く
、
現
代
で
は
男
性
が
使
用
す
る
語
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
。

こ
の
他
『
浮
世
風
呂
』
に
は
、『
婦
人
養
草
』『
日
葡
辞
書
』
に
掲
出

さ
れ
て
い
な
い
「
つ
む
り
」
の
使
用
も
見
ら
れ
る
。「
つ
む
り
」
は
、
元

禄
五
年
の
写
本
『
女
中
詞
』、
ま
た
元
禄
五
年
本
よ
り
古
い
形
態
を
残
す

と
さ
れ
る
安
永
五
年
の
写
本
『
女
言
葉
』（
い
ず
れ
も
松
井
〈
二
〇
一
四
〉

で
い
う
伝
書
系
女
中
こ
と
ば
集
）
に
掲
出
さ
れ
て
い
る

0

。

•
お
つ
む
り　

頭
ヲ
云
〈『
女
中
詞
』〉

•
つ
む
り　

頭
の
事
〈『
女
言
葉
』〉

58
巳　

 

あ
の
島し

ま
だ田

く
づ
し
の 

形か
た
ちな

ど
は
役や

く
し
や者

の
鬘

か
づ
ら

同ど
う
ぜ
ん然

さ
。
頚つ

む
りへ

乘の

せ

さ
へ
す
れ
ば
手て

つ
か
ず
に
髷ま

げ

が
出で

き來
る
。
イ
ヤ
ハ
ヤ
、
利り

こ
う口

な

事
さ
ネ
（
巳
↓
辰
）

　
　
　
（
中
略
）

59
辰　

 

一ひ
と
し
き
り頻

は
頚つ

む
り

の
上う

え

へ
髷ま

げ

が
お
つ
か
ぶ
さ
つ
て
居を

り

ま
し
た
が
、
又
む

か
し
へ
皈か

へ

ツ
て
、
些

ち
い
つ
とば

か
り
貰も

ら
つ

て
來き

た
ほ
ど
の
島し

ま
だ田

に
な
り
ま

し
た
（
辰
↓
巳
）

二
編
巻
之
上

60
子
も
り　

 

そ
つ
ち
の
肝か

ん
し
や
く積

は
三
年
も
こ
て
へ
る
は
。
お
孃じ

や
う

さ
ん
、
お

孃じ
や
うさ

ん
。
ぢ
つ
と
し
て
お
出い

で

で
な
い
よ
。
つ
む
り
を
か
ぶ

り
〳
〵
し
て
お
動い

ご

き
。
そ
う
す
る
と
お
ま
へ
さ
ん
の
お
つ

む
り
を
思お

も

ふ
さ
ま
痛
々
に
し
て
、
御ば

ゝ

あ
浮
母
が
大お

ほ

し
く
じ
り

だ
（
子
も
り
↓
お
嬢
さ
ん
）

二
編
巻
之
下

61
丸　

 
ヲ
ヤ
、
ほ
ん
に
ね
へ
。
若わ

か

い
作つ

く

り
だ
ね
。
あ
の
ア
レ
、
ぐ
る
り

落お
と
しに

結い
つ
て居

る
お
か
み
さ
ん
の
頚つ

む
りを

御ご
ら
ん覽

か
（
丸
↓
角
）三

編
巻
之
上
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62
作　

馬ば

か鹿
ア
云い

や
。
そ
ん
な
下げ

じ
き直

な
お
頭つ

む
りぢ

や
ア
ね
へ
（
作
↓
と
び
）

四
編
巻
之
上

63
点　

 
イ
ヱ
サ
、
お
頭つ

む
りを

お
洗あ

ら
ひな

さ
る
所
を
見
う
け
ま
し
て
は
、
私

わ
た
く
し
ど
も共

も
ど
う
や
ら
洗あ

ら
ひた

う
成な

り

ま
す
。
ハ
丶
丶
丶
（
点
兵
衛
↓
鬼
角
）

四
編
巻
之
上

58
、
59
は
45
、
46
と
同
じ
人
物
、
60
は
同
じ
家
の
男
の
子
の
世
話
を
す

る
子
も
り
と
女
の
子
の
世
話
を
す
る
乳
母
が
喧
嘩
を
し
て
い
る
場
面
、

61
は
十
歳
ぐ
ら
い
の
女
の
子
丸
と
角
の
会
話
で
角
は
上
層
町
人
の
娘
、

丸
は
そ
れ
よ
り
低
い
よ
う
で
あ
る
。
62
は
鉄
砲
作
と
と
び
八
の
会
話
で

両
方
と
も
下
層
と
さ
れ
る
。
63
は
俳
諧
師
鬼
角
と
商
人
体
の
点
兵
衛
の

会
話
で
鬼
角
は
教
養
層
、
点
兵
衛
は
商
人
体
で
あ
る
が
、
ど
の
階
層
か

は
不
明
と
さ
れ
る
。
62
、
63
と
も
男
性
の
用
例
で
あ
る
。

六　
『
浮
世
風
呂
』
に
見
る
大
和
詞

三
馬
の
著
作
に
記
述
が
見
ら
れ
る
『
婦
人
養
草
』
に
掲
出
さ
れ
た

「
和
言
」
は
、『
浮
世
風
呂
』
の
中
で
、
二
十
二
語
の
使
用
が
見
ら
れ
る
。

他
に
『
浮
世
風
呂
』
に
見
る
「
大
和
詞
」
は
『
日
葡
辞
書
』
の
調
査
で

九
例
、
元
禄
五
年
本
『
女
中
言
葉
』、
安
永
五
年
本
『
女
言
葉
』
に
「
つ

む
り
」
の
用
例
が
あ
り
、
合
わ
せ
て
三
十
二
語
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
三

馬
の
著
作
の
中
で
は
、
注
２
に
示
し
た
『
四
十
八
癖
』
三
編
「
近き

ん
じ
よ所

合が
つ
ぺ
き壁

の
奴め

し
つ
か
ひ婢

を
会あ

つ

め
て
世せ

け
ん
ば
な
し

間
話
を
好す

く
人
の
癖
」
に
、「
う
ぐ
い
す
」

（
せ
っ
か
い
）、「
こ
が
ら
し
」（
連
木
）、「
い
し
〳
〵
」（
団
子
）、「
す

も
じ
」（
鮓
）
等
の
大
和
詞
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
こ
が
ら
し
」
は
、

今
回
取
り
上
げ
た
『
婦
人
養
草
』『
日
葡
辞
書
』『
女
中
詞
』『
女
言
葉
』

に
は
見
ら
れ
な
い

!

。
屋
敷
奉
公
か
ら
戻
っ
て
き
た
お
冬
に
対
し
、
女
性

が
大
和
詞
を
ま
ね
て
話
を
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

こ
が
ら
し
は
こ
つ
ち
ら
の
お
く
も
じ
へ
掛
け
て
お
く
れ
、
ヱ
、
お

く
も
じ
と
は
茎
漬
の
事
だ
と
。
ヲ
ヤ
鮓
は
す
も
じ
と
い
ふ
か
ら
、

生
姜
は
し
よ
が
も
じ
、
釘
は
大
か
た
お
く
も
じ
だ
ら
う
と
思
つ
た
。

あ
だ
名
の
ね
へ
物
へ
は
、
や
つ
た
ら
む
し
や
う
に
お
の
字
を
付
け

て
も
じ
も
じ
と
さ
へ
云
へ
ば
、
能
い
か
と
思
つ
た
。

三
一
〇
頁

右
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
じ
言
葉
を
間
違
え
た
場
面
は
『
浮

世
風
呂
』
の
お
む
す
と
似
通
っ
て
お
り
、
大
和
詞
を
笑
い
の
種
と
し
た

趣
向
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、『
婦
人
養
草
』『
日
葡
辞
書
』
等
を
参
考
に
『
浮
世
風
呂
』
か

ら
三
十
二
語
の
大
和
詞
を
抽
出
し
た
が
、
三
馬
は
こ
の
中
で
ど
の
語
を

大
和
詞
と
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
浮
世
風
呂
』
で
は
、
大
和
詞

を
使
う
人
物
は
上
層
か
ら
下
層
の
町
人
、
さ
ら
に
男
性
の
使
用
も
あ
り
、

こ
の
す
べ
て
が
大
和
詞
と
し
て
の
使
用
と
は
言
い
難
い
。「
茄
子
（
な

す
）」
や
「
孔
方
（
お
あ
し
）」「
菜
（
お
か
ず
）」「
お
袋
（
ふ
く
ろ
）」
等
、

男
性
の
用
例
が
見
ら
れ
る
語
の
中
に
は
、
既
に
一
般
語
化
し
て
い
る
も
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『浮世風呂』に見る「大和詞」について

の
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
あ
げ
た
『
四
十
八
癖
』

の
同
場
面
に
は
、「
孔
方
（
お
あ
し
）」「
菜
（
お
か
ず
）」
の
語
が
見
ら

れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
特
に
大
和
詞
と
意
識
し
て
使
用
さ
れ
て
は
い
な

い
@

。「
お
袋
」
に
関
し
て
は
男
性
の
使
用
の
方
が
多
く
、
こ
の
時
代
に

は
現
代
に
通
じ
る
使
用
が
既
に
確
立
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
お
た
こ
や
福
助
の
使
用
す
る
「
餅
（
あ
ん
も
）」
は
幼
児
語

と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
ゆ
ず
の
い
ち
の
使
用
は
生
酔
（
武
士
）
に
対
す

る
言
葉
遣
い
な
の
で
、
丁
寧
な
語
で
あ
る
こ
と
は
い
え
る
が
、
大
和
詞

の
使
用
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
53
の
晩
右
エ
門
の
「
ま
め
や
か

に
」
は
中
古
か
ら
見
ら
れ
る
副
詞
で
、
特
に
大
和
詞
と
意
識
し
た
使
用

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
三
馬
の
時
代
に
は
、
ど
の
程
度
大
和
詞
が
一

般
語
化
し
て
い
た
の
か
。
今
後
同
時
代
の
他
の
著
作
か
ら
も
大
和
詞
を

採
取
し
、
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

七　

三
馬
の
大
和
詞
に
対
す
る
知
識

最
後
に
本
稿
の
主
題
で
あ
る
三
馬
が
大
和
詞
の
知
識
を
ど
こ
か
ら
得

た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
浮
世
風
呂
』
に
は
、
小
笠
原
流
の
諸
礼
書
に
関
す
る
記
述
が
見
ら

れ
る
。

松　

 

あ
の
御ご

し
ん
ぷ

親
父
は
伊い

せ勢
か
ら
出で

て
来き

て
一い

ち
だ
い代

に
仕し

あ
げ上

た
人
さ
。
其そ

の

代か
は
り

利り
か
ん勘

だ
。
な
ん
で
も
人ひ

と

は
奢お

ご
つ

て
は
ゆ
か
ぬ
ネ
。
け
ふ
は

大だ
い
ぶ分

魚さ
か
なが

見
え
る
か
ら
、
チ
ト
驕お

ご

つ
て
奉ほ

う
こ
う
に
ん

公
人
に
食く

は
せ
よ
う

と
い
ふ
所と

こ

が
、
大お

ほ

）
き
な
皿さ

ら

に
鯷
（
ひ
し
こ
）
の
酢す

い
り煎

な
五
匹ひ

き

ば
か
り
、
尾を

か
し
ら頭

を
な
ら
べ
て
、
鯷
（
ひ
し
こ
）
が
小を

が
さ
は
ら
り
う

笠
原
流
で
、

ト
し
や
に
か
ま
へ
て
居ゐ

る
は
さ
。（
松
右
エ
門
↓
八
兵
ヘ
）

前
篇
巻
之
上

お
川　

 

ヘ
ン
、
穴あ

な
よ
め嫁

が
あ
き
れ
る
よ
。
ヤ
レ
、
香か

う

を
か
ぐ
の
茶ち

や

を
食く

ら

ふ
の
と
、
大お

ほ
が
さ
は
ら

笠
原
か
采う

ね
め
が
は
ら

女
原
か
の
お
諸し

よ
れ
い礼

を
仕

し
さ
ふ
ら
ふ■

迚と
つ
て、

風か
ざ
み見

の
烏か

ら
す

を
見
る
や
う
に
高た

か

く
と
ま
つ
て
す
ま
ア
し
て
居ゐ

る
も

小こ
じ
や
く癪

に
障さ

は

ら
ア
（
お
川
↓
お
山
）

三
編
巻
之
下

松
右
エ
門
と
八
兵
へ
、
お
山
と
お
川
の
会
話
に
は
小
笠
原
流
や
諸
礼

書
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
三
馬
が
小
笠
原
流
の
諸
礼
書
を

読
ん
で
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
諸
礼
書
の
中
に
は
女
訓
書
が
含

ま
れ
る
も
の
も
あ
る
。
松
井
（
二
〇
一
四
）
で
は
、
享
保
七
年
の
奥
書

が
あ
る
『
女
言
葉
』（
狩
野
文
庫
蔵
）
が
、
八
冊
の
写
本
が
合
綴
さ
れ

た
『
諸
礼
叢
』
と
い
う
書
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

拙
稿
（
二
〇
一
五
）
で
は
、
国
会
図
書
館
所
蔵
の
三
馬
の
蔵
書
（
三

馬
蔵
書
印
書
）
を
調
査
し
報
告
を
行
っ
て
い
る

#

。
本
調
査
の
中
で
は
、

三
馬
蔵
書
印
書
に
は
諸
礼
書
や
女
訓
書
の
類
は
見
ら
れ
か
っ
た
が
、
国

会
図
書
館
の
他
、
三
馬
蔵
書
印
書
は
多
機
関
に
渡
っ
て
所
蔵
さ
れ
て
い
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る
の
で
、
今
後
こ
れ
ら
の
三
馬
蔵
書
印
書
の
調
査
を
進
め
、
女
訓
書
と

三
馬
の
大
和
詞
と
の
関
係
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

八　

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
三
馬
の
『
浮
世
風
呂
』
に
見
る
大
和
詞
の
描
写

が
女
訓
書
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
を
推
測
し
た
。
三
馬
が
女
訓

書
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
中
に

収
載
さ
れ
た
「
女
中
こ
と
ば
集
」（
松
井
〈
二
〇
一
四
〉
で
の
名
称
）

に
見
る
大
和
詞
を
参
考
に
し
た
可
能
性
は
高
い
。
三
馬
が
『
浮
世
風

呂
』
の
中
で
「
大
和
詞
」
と
い
う
語
を
使
用
し
た
理
由
も
、『
婦
人
養

草
』
の
「
和
言
」
等
の
女
訓
書

$

に
記
さ
れ
た
語
を
利
用
し
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
三
馬
が
著
作
に
女
訓
書
の
大
和
詞
を
利

用
し
た
こ
と
は
、
三
馬
の
著
作
の
大
和
詞
す
べ
て
が
虚
構
で
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
当
時
の
文
芸
に
見
ら
れ
る
大
和
詞
の
描
写
が
、

ど
の
程
度
正
確
で
あ
り
、
ど
の
程
度
真
実
が
潜
ん
で
い
る
か
を
見
抜
く

の
は
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
三
馬
の
著
作
の
特
長
は
、
市
井

の
言
葉
を
精
緻
に
描
写
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
江
戸
の
人
々
の
言
葉
遣

い
を
細
や
か
に
観
察
す
る
三
馬
の
眼
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
描
写

が
生
き
生
き
と
読
者
に
伝
わ
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
三
馬
の
大
和
詞
の

描
写
に
は
、
実
際
の
使
用
を
観
察
し
た
場
合
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
筆
者
は
考
え
る
。
今
後
三
馬
の
著
作
に
見
る
大
和
詞
に
関
し
て
は
、

三
馬
が
何
を
大
和
詞
と
考
え
て
い
た
か
を
含
め
、
さ
ら
に
検
証
を
進
め

た
い
。

 

（
教
授　

日
本
語
学
）

注
（
１
） 

本
稿
で
の
「
大
和
詞
」
の
意
味
は
松
井
利
彦
（
二
〇
一
四
）『
女
中
こ
と

ば
集
の
研
究―

女
性
語
の
制
度
化
と
展
開―

』
の
中
で
使
用
す
る
「
女
中

こ
と
ば
」
と
同
意
で
あ
る
。
松
井
は

 

　

 「
女
中
こ
と
ば
」
は
近
世
の
武
家
社
会
に
お
い
て
女
性
の
礼
法
と
し
て

定
め
ら
れ
た
女
性
語
で
あ
り
、
後
に
町
人
層
な
ど
の
女
性
に
も
広
ま
る

女
性
語
で
あ
る
。

 

と
す
る
。
本
稿
で
は
『
浮
世
風
呂
』
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
大
和
詞
」
の

名
称
を
生
か
し
、「
女
中
こ
と
ば
」
の
意
味
で
こ
れ
を
使
用
す
る
。
尚
、

松
井
の
論
文
の
引
用
や
説
明
を
す
る
場
合
は
「
女
中
こ
と
ば
」
を
使
用
す

る
こ
と
も
あ
る
。

（
2
） 

こ
れ
は
、『
四
十
八
癖
』（
文
化
十
三
・
一
八
一
六
） 

の
三
編
、「
近き
ん
じ
よ所
合が
つ
ぺ
き壁

の
奴め
し
つ
か
ひ婢
を
会あ
つ

め
て
世せ
け
ん
ば
な
し

間
話
を
好す

く
人
の
癖
」
の
中
で
、「
お
て
ん
ば
娘む
す
め
お

し
や
べ
り
あ
ま
の
功
を
経
た
る
か
ゝ
ア
左ざ

ゑ

む
衛
門
」
と
描
写
さ
れ
た
女
性

の
セ
リ
フ
で
あ
る
。
お
屋
敷
奉
公
を
し
て
い
た
お
冬
の
真
似
を
し
、
次

の
よ
う
に
大
和
詞
が
使
用
さ
れ
て
い
る
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
浮
世

床　

四
十
八
癖
』
か
ら
抜
粋
）。

 
　

 

ヲ
イ
〳
〵
お
冬
ど
ん
、
そ
の
う
ぐ
い
す
は
布
巾
掛
の
傍
、
お
し
や
も
じ

は
鍋
棚
へ
上
げ
て
、
こ
が
ら
し
は
こ
つ
ち
ら
の
お
く
も
じ
へ
掛
け
て
お

く
れ
、
ヱ
、
お
く
も
じ
と
は
茎
漬
の
事
だ
と
。
ヲ
ヤ
鮓
は
す
も
じ
と
い

ふ
か
ら
、
生
姜
は
し
よ
が
も
じ
、
釘
は
大
か
た
お
く
も
じ
だ
ら
う
と
思

つ
た
。
あ
だ
名
の
ね
へ
物
へ
は
、
や
つ
た
ら
む
し
や
う
に
お
の
字
を
付
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『浮世風呂』に見る「大和詞」について

け
て
も
じ
も
じ
と
さ
へ
云
へ
ば
、
能
い
か
と
思
つ
た
。
団
子
が
い
し

〳
〵
だ
の
、
せ
つ
か
い
が
こ
が
ら
し
だ
の
、
山
荒
だ
の
と
、
部
屋
方
奉

公
も
仇
名
を
覚
え
る
が
面
倒
だ
の
う
。（
中
略
）
お
冬
ど
ん
も
最
う
半

年
過
ぎ
る
と
、
す
つ
ば
り
と
町
に
な
ら
う
が
、
口
癖
に
な
つ
た
か
ら
な

ほ
ら
ね
へ 

三
一
〇
頁

 

こ
の
中
で
、
二
重
傍
線
で
示
し
た
部
分
は
誤
り
。「
こ
が
ら
し
」
は
「
連
木
」

の
事
で
あ
る

（
3
） 『
浮
世
風
呂
』
の
挿
図
の
脇
に
は
「
此
笄
之の

の
圖づ

は
貞
じ
や
う
き
や
う享
四
年
印い
ん
ほ
ん本
女ぢ
よ
よ
う用

訓き
ん
も
う蒙
図づ

い彙
に
あ
り　

今
文
化
七
年
百
二
十
四
年
に
及お
よ

ぶ
」
と
い
う
記
述
が

み
ら
れ
る
。『
家
政
学
文
献
集
成　

續
編　

江
戸
期
Ⅷ
』（
一
九
七
二
）
の

「
女
用
訓
蒙
図
彙
」（
三
四
頁
）
に
は
、
挿
図
の
元
と
お
ぼ
し
き
笄
の
図
が

見
ら
れ
る
。

（
4
） 

松
井
（
二
〇
一
四
）「
第
一
章　

伝
書
系
女
中
こ
と
ば
集
の
編
者
」
の
補

注
9
に
「
著
者
の
梅
塢
散
人
の
本
名
は
村
上
武
右
衛
門
で
、「
加
賀
藩
士

に
し
て
三
百
石
を
受
け
、
元
禄
四
年
に
没
し
た
人
」
と
日
置
謙
『
加
能
郷

土
辞
彙
』（
昭
和
一
七
年
二
月
、
金
沢
文
化
協
会
刊
）
の
『
婦
人
養
草
』

の
項
に
あ
る
（
六
三
頁
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
5
） 

松
井
（
二
〇
一
四
）
に
よ
る
と
、
こ
の
『
婦
人
養
草
』
に
見
る
「
和
言
」
は
、

元
禄
五
年
写
本
『
女
中
詞
』（
国
会
図
書
館
所
蔵
）
等
と
同
系
統
の
写
本
で
、

貞
享
三
年
以
前
に
書
写
さ
れ
た
伝
書
系
女
房
こ
と
ば
集
の
影
響
を
受
け
た

も
の
と
さ
れ
る
。

（
6
） 

小
松
（
一
九
八
七
、一
九
九
九
）「
浮
世
風
呂
に
お
け
る
女
性
の
人
称
と
階

層
」「
浮
世
風
呂
に
お
け
る
人
称
の
階
層
里
男
女
差
」
で
は
、
人
称
代
名

詞
か
ら
登
場
人
物
の
階
層
を
判
断
し
て
い
る
。

（
7
） 

現
在
の
と
こ
ろ
『
日
葡
辞
書
』
の
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
た
伝
書
系
女
中

こ
と
ば
集
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
伝
書
系
女
中
こ
と
ば
集
で
最
も

写
本
年
代
が
古
い
の
は
、
松
井
（
二
〇
一
四
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
元
禄

五
年
の
『
女
中
詞
』（
国
会
図
書
館
所
蔵
）
で
あ
る
。
尚
、
同
書
に
は
安

永
五
年
の
写
本
『
女
言
葉
』（
姫
路
文
学
館
所
蔵
）
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
女
中
こ
と
ば
集
は
そ
の
内
容
や
奥
書
の
調
査
か
ら
、
元
禄
五
年
本
よ

り
古
い
形
態
を
残
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
8
） 

日
本
古
典
文
学
手
大
系
の
頭
注
に
は
「
夜
着
。
ど
て
ら
。」（
42
の
頭
注
）、

「「
ぬ
の
こ
」「
よ
ぎ
」
の
女
房
言
葉
「
北
の
物
」
と
も
い
う
」（
43
の
頭
注
）

と
あ
る
。

（
9
） 

松
井
（
二
〇
一
四
）
で
は
「「
お
か
ず
」
は
近
世
の
武
家
に
お
け
る
女
中

こ
と
ば
で
あ
っ
た
可
能
性
が
充
分
に
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
武
家

礼
法
家
に
よ
っ
て
女
中
こ
と
ば
集
に
ま
ず
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
五
二

頁
）」
と
述
べ
て
い
る
。

（
10
） 

松
井
（
二
〇
一
四
）
で
は
姫
路
文
学
館
所
蔵
、
安
永
五
年
写
本
の
『
女
言

葉
』
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
が
『
女
中
詞
』
よ
り
古
い
形
態
を
有
す
る
伝
書

系
女
中
こ
と
ば
集
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
11
） 「
こ
が
ら
し
」
は
『
女
重
宝
記
』（
元
禄
五
年
刊
）
に
は
見
ら
れ
る
。

（
12
） 『
四
十
八
癖
』
の
「
菜
（
お
か
ず
）」「
孔
方
（
お
あ
し
）」
の
用
例
は
次
の

よ
う
で
あ
る
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
浮
世
床 

四
十
八
癖
』
か
ら
抜
粋
）。

 

　

• 

お
い
ら
も
お
菜か

ず

は
何ど

レ
に
せ
う
か
、
製こ
せ

へ
る
も
否い
や

だ
か
ら
角
の

居ゐ
ざ
か
や

酒
屋
へ
平ひ
ら

を
持も
つ
て往
つ
て
、
湯
豆
腐
を
八
文
で
す
ま
さ
う
。三

一
一
頁

 

　

• 

ヲ
ヤ
岡を
か
ん
も
ち持の
中
に
孔お

あ
し方

が
四い
つ
ぽ
ん

百
銅
不た
ら
ず足
あ
る
よ
。

 

三
一
三
頁

（
13
） 
挑
戦
的
萌
芽
研
究
（
課
題
番
号
二
五
五
八
〇
九
九
）「
式
亭
三
馬
の
言

語
描
写
に
お
け
る
三
馬
蔵
書
の
影
響
」〈
二
〇
一
三
年
四
月
一
日
〜

二
〇
一
六
年
三
月
三
十
一
日
予
定
〉
に
関
連
す
る
調
査
。

（
14
） 『
婦
人
養
草
』
に
見
る
「
和
言
」
は
『
女
万
宝
操
鑑
』（
寛
政
一
三

〈
一
八
〇
一
〉）
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
他
、『
女
重
宝
記
』（
元
禄
五
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長　崎　靖　子

44

〈
一
六
九
二
〉）
の
中
に
も
「
大
和
詞
」
の
名
称
が
あ
る
。
三
馬
は
こ
れ
ら

の
女
訓
書
に
見
る
名
称
を
『
浮
世
風
呂
』
の
中
に
利
用
し
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
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本
稿
は
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
挑
戦
的
萌
芽
研
究　

課
題
番
号

二
五
五
八
〇
九
九
）「
式
亭
三
馬
の
言
語
描
写
に
お
け
る
三
馬
蔵
書
の
影
響
」

（
二
〇
一
三
年
四
月
一
日
〜
二
〇
一
六
年
三
月
三
十
一
日
予
定
）
の
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
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