
能
の
機
織
り

「
呉
服
」
と

「
錦
木
」
を
中
心

に

ロ

イ

ヤ

ル

・

タ

イ

ラ

ー

能の機織 り

七
年
間

「源
氏
物
語
」

の
翻
訳
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
私
は
、
今
日

久
し
ぶ
り
に
能
を
テ
ー
マ
に
し
た
発
表
を
試
み
ま
す
。
か

つ
て
謡
曲
を
読

み
、

チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ぽ
演
能
を
観
る
こ
と
に
耽

っ
て
い
た
私
は
、
今
で
は
も
う

一

昔
前

の
九
十
年
代

の
初

め
ご
ろ
か
ら
、
能

を
離
れ
て
平
安
文
学
に
目
を
向
け
て

ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
能

の
こ
と
は
勿
論
忘
れ
ま
せ
ん
し
、
幸

い
な
こ
と

に
、
ち
ょ
う
ど

「源
氏
」
の
翻
訳
を
終
え

た
と
こ
ろ
で
ル
ー
ビ

ン
さ
ん
と
日
文

研
の
御
親
切
な
招
待
を
う
け
て
、
そ
の
当
時
、
興
味
を
特

に
惹
か
れ
た
曲
を
も

う

一
度
考
え
て
み
る
機
会
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
な
か
な
か
都
合
が

つ
か
ず
、

ル
ー
ビ

ソ
さ
ん
の
共
同
研
究
会

に
参
加
で
き
な
い
こ
と
を
た
い
へ
ん

残
念
に
思

っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
今

日
、

そ
の

一
番
最
後

の
日
に
、
ぎ
り
ぎ
り

で
皆
さ
ん
の
前
で
簡
単
な
発
表
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
、
幸
運
に
も
光
栄

に
も
存
じ
ま
す
。

私
は
も
と
も
と
、
文
学

の
立
場

か
ら
能

そ
の
も

の
よ
り
も
、
む
し
ろ

「謡

曲
」
、

つ
ま
り
能

の
台
本
を
研
究

の
対
象

に
し
て
い
た
こ
と
を
、
皆
さ
ん
は
御

存
じ
か
と
思
い
ま
す
。
能

の
実
演
を
観
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
文
学
と
し
て
の
能

と
演
劇
と
し
て
の
能
と
の
区
別
は
は
っ
き
り
と
わ
か

っ
た
の
で
す
。
実
は
、
今

ふ
り
か
え

っ
て
み
る
と
、
最
初
私

の
心
を
惹

い
た
の
は
、
文
学
と
し
て
の
能
だ

け
で
は
な
く
、
伝
説
な
い
し
は
神
話
と
し
て
の
能
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま

す
。
私

の
目
で
は
能

の
二
百
五
十
曲

(数
多
い
番
外
曲
も
付
け
加
え
て
も
い
い
で

す
が
)
は
あ
る
意
味
で
、
す
ぐ
れ
た
説
話
集
か
昔
話
集

か
の
よ
う
な
も

の
で
し

た

し
、
今

で
も

そ

う

で
す
。

一
九

九

二
年

に
出

し

た

冒
O
穹
Φ
ωΦ

Z
ひ

U
鑓
目
蝉
ω
と
題
名
を
つ
け
た
謡
曲

の
翻
訳
集

の
原
稿
を
準
備
し
て
い
た
と
き
、

翻
訳
そ
の
も
の
よ
り
も
楽
し
み
に
な

っ
た
の
は
、

一
曲

一
曲

の
解
説
や
解
釈
を

書
く

こ
と
で
し
た
。
た
と
え
ぽ
、
羽
衣
の
伝
説
を
調
べ
た
上

で
は
、
「羽
衣
」

の
作
者
が
ど
う
い
う
よ
う
な
材
料
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
利
用
し
て
、
観
客

に
ど

う
い
う
印
象
を
伝
え
よ
う
と
文
章
を
綴

っ
た
か
と
か
、
松
風
と
村
雨
は
い
っ
た
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い
ど
う

い
う
よ
う
な
素
材

(本
説
)
を
も
と
に
し
て
、
ど
う

い
う
世
界
を
思

い

起
こ
さ
せ
る
た
め
に
創
作
さ
れ
た
人
物
な

の
か

そ
う

い
う
問
題
の
解
決

に

夢
中
に
な
り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
住
吉

の
明
神
は
元
来
老
人
の
姿
な
の
に
、

本
説
な
し
と
い
わ
れ
て
い
る

「高
砂
」

の
場
合
、
な
ぜ
後
ジ
テ
が
若
い
神

の
姿

で
で
る
の
か

そ
う
い
う
よ
う
な
謎
が
す
き
で
す
。

と
同
時

に
、
ず

っ
と
昔
か
ら
考
え
て
い
た
、
ま
た
別
な
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
あ

り
ま
し
た
。
演
能
を
見
る
機
会
が
少
な
く
、
謡
曲
を
不
思
議
な
、
そ
の
根
源
が

よ
く
わ
か
ら
な
い
光
を
放

つ
文
学
と
し
て
読
ん
で
い
た
こ
ろ
、
能
の
イ
メ
ー
ジ

(一日
鋤σQΦ「《
)
に
魅
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
当
時
、
謡
曲
を
織
り
な
す

モ
チ
ー
フ

や
イ

メ
ー
ジ
と
、
全
体
と
し
て
の
日
本
古
典
文
学
と
の
つ
な
が
り
を

要
す

る
に
、
そ
の
文
学
的

コ
ン
テ
キ
ス
ト
を

ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
察
し
え
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
謡
曲
の
文
章

に
異
様
な
魅
力
を
感
じ
ま
し
た
。

そ
れ
で
か
な
り
長

い
間
、
能
に
お
け
る
詩
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
総
括
的
研
究
を
計

画
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
実
は
、
あ
ま
り
学
問
的
な
研
究

で
は
な
く
て
、
む

し
ろ
読
者

の
頭

の
な
か
で
、
私
自
身
が
想
像

の
目
で
見
て
い
た
、
絶
え
ず
色
や

形
を
か
え
た
り
、
相
互
変
容
を
し
た
り
し
て
、
果
て
し
の
な
い
イ
メ
ー
ジ
や

モ

チ
ー
フ
の
連
鎖
と
い
う
か
、
網
と
い
う
か
、
と
に
か
く
、
そ
れ
を
読
者

の
頭
の

な
か
で
甦
ら
せ
て
み
た
か
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
と
て
も
無
理
な
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で
あ

っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
す
ぼ

ら
し
い
空
想
か
ら

一
つ
だ
け

の
モ
チ
ー
フ
を
取
り
上
げ

て
、
相
変
わ
ら
ず
何
か

書

い
て
み
た
い
と
い
う
意
思
が

の
こ
り
ま
し
た
。
ど

の
モ
チ
ー
フ
か
と
い
い
ま

す
と
、
や
は
り
機
織
り

・
布

・
衣
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
も
よ
く
考
え
て
み

れ
ば
ひ
ど
く
込
み
入

っ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
う
ま
く
展
開
さ
せ
る
の
に
私

の
力

ひ

れ

が
及
ぼ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
「松
浦
」

の
領
巾
か
ら

「佐
保

ば
く
ふ

山
」

の
霞

の
衣
ま
で
、
「
三
笑
」
の
曝
布

の
瀧
か
ら

「葵
上
」

の
小
袖
、
そ
し

て

「綾
鼓
」

の
綾

の
鼓
ま
で

こ
れ
ら
を
皆
、

一
つ
の
、
筋

の
通

っ
た
イ
メ

ー
ジ

の
複
合
体
と
し
て
読
者
に
把
握
し
て
も
ら
う
の
は
と
て
も
困
難
で
あ
る
こ

と
に
気
が

つ
き
ま
し
た
。
最
終
的

に
世
阿
弥

の

「
布
留
之
能
」

に
お
い
て
、
古

代
新
羅

に
由
来
す
る
布
と
剣

の
意
味
を
研
究
し
た
論
文
を
出
し
ま
し
た
が
、
残

念
な
こ
と
に
、
も

っ
と
さ
き

へ
踏
み
切
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

や
は
り
謡
曲
に
お
け
る
機
織
り

・
布

・
衣

の
モ
チ
ー
フ
を
追
究
す
る
の
は
む

ず
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
私
の
イ

マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ソ
が
働
き
す
ぎ
な

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば

「松
風
」

の
場
合
、

モ
ノ
ギ
の
狩
衣
だ
け
で

な
く
、
常
緑
の
松

の
木
が
秋
に
な

っ
て
着
用
す
る
、
そ
の
ま
わ
り

の
落
葉
樹

の

木

々
の
紅
葉
の
錦

の
衣
、

つ
ま
り

「不
易
流
行
」
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
イ

メ

ー
ジ
が
想
像

の
目
の
前

で
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が

「布
留
之

能
」

の
後
ジ
テ
の
巫
女
が
持
ち
物

に
し
て
い
る
、
布
に
包
ま
れ
た
石
上
神
宮

の

御
神
体

の
剣
に
、
あ
る
い
は
ま
た
龍
田
大
社

の
御
神
体

の
紅
葉
を
舞
台
に
創
出

し
た

「龍
田
」

の
後
ジ
テ
に
変
相
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
「高
砂
」
も
あ

り
ま
す
。
「高
砂
」

の
場
合
、
布
や
衣
が
表

に
は
で
ま
せ
ん
が
、
前
場
の
サ
シ

に
、
「
か
か
る
便
り
を
ま

つ
が
枝

の
、
言

の
葉
草

の
露

の
玉
、
心
を
磨
く
種
と

な
り
て
、
生
き
と
し
生
け
る
者
ご
と
に
、
敷
島
の
か
げ

に
寄
る
と
か
や
」
と
あ
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能の機織 り

る
の
を
読

ん
で
、
「松
風
」

の
こ
と
を
連
想
し
て
、
恋

の
色
を
飾

っ
た
後
ジ

テ

が
永
遠
の
恋

の
対
象

・
行
平
と
な

っ
た
松

に
立
ち
寄

っ
た
光
景
を
思
い
出
し
、

ま
た
、
不
死

の
緑

の
松
が
身

に
纏

っ
た
、
色
と
り
ど
り

の
露

の
玉

・
言

の
葉

草

・
歌
の
言
葉

の
衣
も
連
想
し
ま
す
。
む

か
し
、
京
都

の
東
山

で
そ
う
い
う
松

を
自
分
の
目
で
見

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
朝

日
に
照
ら
さ
れ
て
、
無
数
の
露

の

玉
が
か
か
っ
て
い
る

一
本

の
木
が
燃
え

て
い
る
か
の
ご
と
く
多
彩
色
の
光
を
放

っ
て
い
ま
し
た
。
「高
砂
」
の

「神
松
」
そ

の
も

の
で
し
た
。

と
も
あ
れ
、
今
日
は
、
話
を
な
る
べ
く
具
体
的
な
例

(
つ
ま
り
、
比
喩
的
な

例
で
は
な
く
、
本
物
の
機
織
り

・
布

・
衣
)

に
し
ぼ

っ
て
、
簡
単

に
で
も
、
私
が

謡
曲

の
こ
の

一
面
を
ど
う
見

て
い
る
か
を
紹
介
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

私

に
と

っ
て
、
と
く
に
印
象

に
の
こ
る

一
曲
は

「呉
服
」
で
す
。

こ
れ
は
御

存
じ
の
よ
う
に
、
綾
を
織
る
技
法
の
渡
来

の
伝
説
を
舞
台
化
し
た
脇
能

で
す
。

大
昔
、
初
め
て

「松
風
」
や

「
錦
木
」
な
ど
を
読
ん
だ
と
き
、
「
呉
服
」
ほ
ど
、

は

っ
き
り
と
機
織
り
の
意
味
を
説
明
し
て
く
れ
る
曲
に
出
合
う
と
は
思
い
ま
せ

ん
で
し
た
。

上
代
日
本

の
神
話
と
儀
礼
に
お
い
て
機
織
り
が
重
大
な
位
置
を
占

め
た
こ
と

は
周
知

の
通
り
で
す
。
た
と
え
ば

『古
事
記
』
に
、
「天
照
大
御
神
が
忌
服
屋

か
む
み

そ

に
坐
し
て
、
神
御
衣
を
…織
ら
し
た
ま
ひ
し
時
」

の
話
が

で
て
、
そ
の

「神
御

衣
」
が
後
世
で
も
伊
勢

の

「神
御
衣
祭
」

の
中
心
と
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ

と
は
神

々
に
と

っ
て
も
人
間
に
と

っ
て
も
機
織
り
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
も
の
で

あ
る
か
を
示
す
も

の
で
す
。
柳
田
国
男
も
機
織
り
の
神
聖
や
神
秘
性
を
あ
ら
わ

す
伝
説
を
全
国

か
ら
集

め
ま

し
た
。
海
外

に
も
、
人
類

学
者

の
》
巨
①
洋
①

窯
①
ぎ
奠

が
南
太
平
洋

の
ト
ン
ガ
島

の

「
人
間
社
会
は
織
ら
れ

つ
つ
あ

る
御
座

み
た
い
な
も

の
だ
」
(団
二
8
磐
置
巳

δ
穿

Φ
鋤
ヨ
讐
σ
Φ冒
ひq
≦
o<
魯
)
と
い
う
諺

を
ひ
い
て
、
オ
セ
ア

ニ
ア
諸
島
の
民
族

に
と

っ
て
、
布

の

「政
治
的
順
位
制

・

階
級
制
の
発
展

に
お
け
る
中
心
的
役
割
」
を
主
張
し
ま
し
た
。
こ
う
い
う
観
点

か
ら
み
れ
ば
、
「呉
服
」

の
テ
ー
マ
に
何
も
め
ず
ら
し
い
と
こ
ろ
は
な
く
、
む

し
ろ
、
機
織
り
の
役
目
を
賛
美
す
る
こ
の
曲
が
あ
き
ら
か
に
そ
れ
な
り
の
普
遍

性
を
も

っ
て
い
る
の
で
す
。

「呉
服
」
は
脇
能

で
、
四
海
安
穏
の
気
持
ち
を
伝
え
る
曲
で
す
。
前
場
の
サ
シ

の
ど
か

に
、
「人

の
国
ま
で
靡
く
世

の
、
わ
が
日
の
本

は
長
閑
な
る
、
御
代

の
光

は
あ

ま
ね
く

て
、
国
富
み
民
豊

か
な
り
」
と
、
「
め
で
た
き
御
代
」
を
褒

め
称
え
ま

す
。
そ
う

い
う
雰
囲
気

の
な
か
で
、
ワ
キ

(当
今
に
仕

へ
奉
る
臣
下
)
が
住
吉

か
ら
西

の
宮
の
大
明
神

(西
宮
戎
神
社
)
に
参
詣

の
途
中
、
現
在

の
伊
丹
飛
行

場
か
ら
遠
く
な
い
呉
服
の
里
に
立
ち
寄
り
、
海
辺

の
松

の
下
か
ら
機
を
織
る
音

が
聞
こ
え
て
く
る
の
に
気
が

つ
き
ま
す
。
た
ず
ね
て
い
く
と
、

二
人

の
機
織
り

め女
に
出
会
い
ま
す
。

一
人
は
シ
テ
の
呉
織

で

(前
場
は
里
の
女
)
、
も
う

一
人
は

ツ
レ
の
漢
織

(彼
女
も
前
場
は
里
の
女
)
で
す
。

つ
い
で
に
当

の
海
辺

の
こ
と

を
説
明
し
て
お
き
ま
す
が
、
現
在

で
も
世
阿
弥
の
時
代

で
も
当
地
は
海

か
ら
遠

い
の
で
す
が
、
上
代

に
は
そ
の
辺
ま
で
海

の
入
り
江

で
、
「唐
船

の
淵
」
と
い

う

の
が
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
は
、
『呉
織
穴
織
大
明
神
縁
起
』
に
出
て
い
ま

す
。
縁
起

に
よ
れ
ば
、
中
国

の
呉
か
ら

の
船
が
到
着
す
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
な
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る
ほ
ど
呉
織
と
漢
織

は
も
と
も
と
、
応
神

天
皇

の
御
代

(縁
起
で
は
応
神
天
皇

の
依
頼
に
応
じ
て
)
呉
か
ら
日
本
に
渡
来
し

て
、
綾
を
織

る
技
法
を
伝
え
た
と
、

前

シ
テ
と
前

ツ
レ
が

ワ
キ
に
語
り
ま
す
。

そ
の
昔

か
ら
絶
え
ず
天
皇

の
壮
麗
な

御
衣
を
織
り
続
け
て
い
ま
す
。
後
場
に
な

っ
て
二
人
は
本
来

の
姿
を
現
し
て
、

中
ノ
舞
を
舞
い
、
御
代
を
寿
ぎ
、
機
を
織

り
ま
す
。

「呉
服
」
は

「高
砂
」

ほ
ど
説
明
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
シ
テ
と

ツ
レ
は
簡

単
に
、
天
皇

の
御
衣
を
織
る
意
味
を
説
き

明
か
し
て
、
「
綾

の
錦

の
唐
衣
、
返

す
が

へ
す
も
君
が
袖
、
ふ
る
き
例
を
引
く
糸

の
、
か
か
る
御
代
ぞ
め
で
た
き
」

と
謡

い
ま
す
。

つ
ま
り
、
御
衣
を
織

っ
て
天
皇

に
捧
げ
る
役
目
は
古
来

い
か
め

し
い
先
例
に
基
づ

い
て
い
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
今
上
の
御
代

の
め
で
た
さ
を
保

証
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
文
字
通
り
、
織

る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
後
場
の
ノ

リ
地
に
機
の

「き
り
は
た
り
ち
や
う
、
き

り
は
た
り
ち
や
う
ち
や
う
」

の
音
を
、

「
悪
魔
も
恐
る
る
、
声
な
れ
や
」
と
賛
美
す

る
く
だ
り
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
と

こ
ろ
は

「金
札
」

の
ノ
リ
地

の

「
四
海
を
治

め
し
、
お
ん
姿
、
あ
ら
た
に
見
よ

や
、
…
…
悪
魔
降
伏

の
、
真
如

の
月
」
云

々
の
気
持
ち
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。

機

の
声
は
要
す
る
に
、
最
上
智
を
あ
ら
わ
し
た
真
如

の
月
の
威
厳
を
持

っ
て
い

る

の
で
す
。
こ
れ

は
》
暮
Φ洋
Φ
芝
①ぎ
臼

が
書

い
た
通
り
、
「政
治

的
順
位

制

・
階
級
制

の
発
展
に
お
け
る
中
心
的
役
割
」
を
担

っ
た
布
を
織
る
声

で
す
。

「呉
服
」
に
つ
い
て
も
う

一
つ
取
り
上
げ

た
い
の
は
、
二
人
の
機
織
り
姫
の
関

係
で
す
。
姉
妹

で
あ
る
か
ど
う
か
は
謡
曲

に
も
縁
起

に
も
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
と
に
か
く
彼
女
ら
が
織
る
綾
の
よ
う

に
縫
い
目
も
な
い
仲
で
す
。
こ
の
こ

と

も

「
呉

服

」

の

テ

ー

マ
の

一
面

と

考

え

ま

す

。

中

ノ
舞

に
続

く

ノ

リ

地

に

は
、

「
夜

も

す

が

ら

、

宝

の
綾

を

、

織

り

立

て
織

り

立

て
、

わ

が

君

に
捧

げ

物

、

御

く
れ
は

代

の
例

の
、

二
人

の
織

姫

、

呉

あ

や

は

の
、

と

り

ど

り

に
、

呉

あ

や

は

の
、

と

み

つ
き
も

の

り
ど
り
の
御
調
物
、
供
ふ
る
御
代
こ
そ
、
め
で
た
け
れ
」
と
い
う

一
節
が
あ
り

ま
す
が
、
要
す
る
に
、
彼
女
ら
が

二
人
で
も
、

一
体
を
な
し
て
お
り
、
そ
れ
で

綾
と
同
様
、
「御
代
の
例
」
と
な

っ
て
い
る
の
で
す
。

さ
て
、
「呉
服
」

の
二
人

の
機
織
り
姫
以
外
に
も
、
海
辺

に
住

ん
で
い
て
、

松

の
木
を
仰

い
で
い
る
二
人

の
女
が

い
ま
す
。
松
風
と
村
雨
で
す
。
し
か
し

「松
風
」
は
三
番
目
も

の
な
の
で
、
二
人

は
必
ず
し
も

一
心
同
体

で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

ト
ソ
ガ
島

で
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
聞
の
共
同
体
は
織
物
で
あ
ら
わ
さ

れ
、
「呉
服
」

の
二
人
の
よ
う
に
継
ぎ
目
が
な
い
の
が
無
論
理
想

で
す
。
そ
れ

に
ひ
き
か
え
、
松
風
と
村
雨

の
場
合
、
そ
の
あ
い
だ
に
継
ぎ
目
、

つ
ま
り
仲
が

崩
れ
た
り
直

っ
た
り
す
る
よ
う
な
、
尋
常
な
人
間
関
係
が
あ
り
、
そ
の
上
で
理

想

の
社
会

で
は
な
く
現
実

の
社
会

・
共
同
体

・
「御
代
」
が
揺
れ
な
が
ら
も
ま

だ
立

つ
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
お
互
い
の
理
解
や
信
頼
、
あ
る
い
は
外
的
な
事

情

に
よ

っ
て
お
互
い
の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
切
れ
た
と
き
に
、
共
同
体

・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
く
ず
れ
、
二
人
は
互
い
に
孤
立
し
て
し
ま

っ
て
、
単
独
で

悩
む
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
状
態
は
四
番
目
物

の
シ
テ
の
典
型
的
な
状

態

で
す
。
布

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ら
わ
す
な
ら
、
「錦
木
」
の
狭
布

の
細
布
が
ち

ょ
う
ど
そ
れ
に
あ
た
る
の
で
す
。

平
安
末
期

の
歌
人
、
源
俊
頼
の
歌
論
書

『俊
頼
髄
脳
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
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能の機織 り

い
る

「
細
布
」
は
、
陸
奥
で
鳥

の
羽
を
使

っ
て
織
る
、
機
ぽ
り

の
せ
ま
い
布
で

す
。
俊
頼

に
よ
れ
ば
、
布
が
せ
ま

い
の
で
、
「背
ぼ

か
り
を
隠
し
て
胸
ま

で
か

か
ら

ぬ
」
も

の
と
し
て
、
次

の
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
「
陸
奥

の
け
ふ

の
細
布
程
狭

み
胸
あ
ひ
難
き
恋
も
す
る
か
な
」
。
世
阿
弥
は
こ
の
歌

に
強
く
心

を
打
た
れ
た
よ
う
で
、
私
の
知

っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
彼
は

「
あ
ひ
難
き
恋
」
を

テ
ー

マ
に
し
た

「錦
木
」
以
外
に
も
、
三
回
ほ
ど

「け
ふ
の
細
布
」
を
自
分
の

曲
に
織
り
込

み
ま
し
た
。

一
回
は

「檜
垣
」
で
、
悲
哀

の
気
持
ち
で
使

っ
て
い

ま
す
が
、
あ
と
の
二
回
は

「布
留
」
と

「
鵜
羽
」
と
い
う
、

い
ま
番
外
曲

に
な

っ
て
い
る
脇
能

で
す
。
ま
と
も
に
神
聖
な
布
を
舞
台
に
出
す

「布
留
」

の
場
合
、

そ
の
布
を
洗

っ
て
い
る
前

シ
テ
の
里
の
女

は

「
け
ふ
の
細
布

に
あ
ら
ね
ど
も
、

わ
れ
も
身

の
は
た
ば
り
の
な
き
、
麻
衣

の
営
を
」
と
、
謙
譲
や
本
来
の
身
を
隠

す
気
持
ち
で
謡

い
ま
す
。

「鵜
羽
」

の
例
の
方
が
面
白

い
と
思

い
ま
す
。
九
州

の
鵜
戸

の
岩
屋
で
鵜
羽
葺

不
合
尊

(後
の
神
武
天
皇
の
父
、
世
阿
弥
の
当
時
は
住
吉
と
同
体
と
見
な
さ
れ
て
い

た
)

の
誕
生
を
祝
う
曲
で
す
。
後
ジ
テ
は
豊
玉
姫
。
お
産

の
た
め
に
豊
玉
姫
が

鵜

の
羽
を
葺

い
た
産
屋
に
身
を
隠
し
た
の
で
、
世
阿
弥
は

「細
布
」

の
例
を
ひ

き
、

ク
セ
の
地
謡

に
、
「
面
白
や
こ
れ
と

て
も
、
げ

に
世

の
中

の
品

々
、
い
か

な
れ
ぽ
陸
奥
に
は
、
鳥

の
羽
を
糸
に
し
て
、
衣
を
織
る
と
か
や
」
と
書
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
世
阿
弥
が

『俊
頼
髄
脳
』
の
内
容
を
忘
れ
て
、
「
け
ふ
の
細
布
」

を
め
で
た
い
織
物
と
見
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
謡
が

つ
ぎ

の
よ
う
に
続
き

ま
す
。
「
い
か
な
れ
ぽ
こ
の
国
は
、
鵜

の
羽
葺
く
な
り
神
の
こ
や

の
、
め
ぐ
み

ひ
さ
し
の
あ
し
か
り
や
、
よ
の
ふ
し
を
現
す
も
や
、
神

の
誓
ひ
な
る
ら
ん
」
と
。

結
局
、
陸
奥
の
鳥

の
羽
を
織

っ
た
布
も
鵜
戸

の
岩
屋

の
鵜

の
羽
を
葺

い
た
小
屋

(産
屋
)
も
同
類

の
も

の
で
、
布
が
め
で
た
い
と
は
い
え
な

い
の
で
、
小
屋

の

場
合
に
も
必
ず
し
も
め
で
た
い
と
は
い
え
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
な
ぜ

で
し

ょ

う
。
小
屋
を
鵜

の
羽
で
葺
こ
う
と
し
た
が
、
葺
き
あ
え
ぬ
ま
ま
に
豊
玉
姫
が
尊

を
産
ん
だ
の
で
、
父
の
彦
火
火
出
見
が
小
屋

の
中
を
覗
き
、
姫
の
本
来

の
、
八

尋
和
邇
と
し
て
の
姿
を
見
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
彼
女
は
そ
れ
を
恥

じ
て
、
出
産
後
竜
宮
に
帰

っ
た
結
果
、
竜
宮
と
王
城
、
海
と
大
地
と
の
あ
い
だ

の
通
い
路
が
切
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
不
吉
な
で
き
ご
と
と
し
か
い
え

な
い
し
、
豊
玉
姫
と
彦
火
火
出
見
が
夫
婦
で
あ

っ
た
の
で
、
そ
れ
で
そ
の
関
係

が

『俊
頼
髄
脳
』

の
和
歌

の
二
人

の

「
胸
あ
ひ
難
き
恋
」
に
も
、
「
錦
木
」

の

夫
婦

の
そ
れ

に
も
そ

っ
く
り
の
も

の
に
な
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
世
阿
弥
は

「鵜
羽
」
の
場
合
に
も

「け
ふ
の
細
布
」

の
本
来

の
意
味
を
充
分
意
識
し
て
生

か
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
「神

の
こ
や
の
、
め
ぐ
み
ひ
さ
し
の
あ

し
か

り
や
」
と
書

い
て
、
そ
の
不
吉
さ
を

の
り
こ
え
て
産
屋
宀
そ
し
て
鵜
羽
葺
不
合

尊

の
誕
生

の
め
で
た
さ
に
重
点
を
お
き
ま
し
た
。
「
よ
の
ふ
し
を
現
す
も
や
」
、

つ
ま
り
、
世

の
不
死

(わ
た
つ
み
の
娘
を
娶

っ
た
天
皇

の
御
代
の
幾
久
し
い
)
な

る
こ
と
は

「神

の
誓
ひ
な
る
ら
ん
」
と
い
っ
て
、
け
ふ
の
細
布
と
葺
き
あ
え
ず

の
神

の
こ
や

の

「
あ
ひ
難
き
」
隙
間
を
埋
め
て

「呉
服
」

の
綾
に
見
事
に
変
容

さ
せ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が

「錦
木
」
と
い
う
曲
は
四
番
目
物

で
、
ま
と
も
に
け
ふ
の
細
布
の
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「胸
あ
ひ
難
き
」
こ
と
を
舞
台
に
出
し
た
も

の
で
す
。
前
場
の
掛

ケ
合

の
言
葉

を
借
り
れ
ぽ
、
「細
布

は
は
た
ば
り
狭
く

て
さ
な
が
ら
身
を
も
隠
さ
ね
ば
、
胸

あ
ひ
難
き
恋
と
も
詠
み
て
、
恨
み
に
も
寄

せ
、
名
を
も
立
て
て
、
逢
は
ぬ
を
種

と
詠
む
歌
」
と
云

々
。

つ
い
で
錦
木

の
こ
と
を
説
明
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
男

が
女
に
逢

い
た
い
と
思

っ
た
時
に
、
そ
の
門

の
前

に
立
て
る
、
き
れ
い
に
彩

っ

た
木
で
す
。
毎
日

一
本
ず

つ
を
立

て
る
ら

し
い
。
女
が
承
諾
し
た
し
る
し
に
そ

の
錦
木
を
家
の
中
に
取
り
入
れ
、
承
諾
し
な
け
れ
ぽ
男
が
立
て
た
ま
ま
に
残
し

て
お
き
ま
す
。
能

の

「
錦
木
」

の
シ
テ
は
三
年

の
あ
い
だ
取
り
入
れ
て
も
ら
、兄

な
か

っ
た
男
の
亡
霊

で
、

ツ
レ
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
か

っ
た
、
細
布
を
織
る

女
で
す
。
ア
イ
の
カ
タ
リ
に
よ
れ
ぽ
、
男
が

つ
い
に
恋
死
に
を
す
る
と
、
「女

そ
れ
を
聞
き
て
あ
は
れ
に
存
じ
、
共
に
空

し
く
な
り
申
し
候
」
と
。
こ
れ
は
悲

惨
な
運
命

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

面
白

い
こ
と
に
、
ア
イ

の
カ
タ
リ
に
よ
る

「錦
木
」

の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、

ア

メ
リ
カ
の
古

い
民
謡

、、しd
霞
ぴ
費
9

と

δ
昌
.、
の
す
じ

に
よ
く
似

て

い
ま
す
。

しU
費
σ
鋤
轟

≧

冨
昌
と
は
若

い
女
性
で
、
彼

女
が
若

い
男
性
の
切
な
る
求
愛
に
つ

れ
な
く
も
応
じ
な
い
結
果
、
彼

は
恋
死
に
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
す
る
と
彼

女
も
悲
し
さ
の
あ
ま
り
亡
く
な
り
、

二
人
は
教
会

の
墓
地
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。

こ
こ
ま
で
は

「
錦
木
」

の
す
じ
に
そ

っ
く
り
で
す
。
と
こ
ろ
が
民
謡

の
場
合
、

と
な
り
合

っ
て
並
ん
で
い
る
そ
の
二
つ
の
お
墓
か
ら
、

一
方
に
は
薔
薇
、
ま
た

一
方
に
は
浜
梨
が
生
え

て
、
恋
人
同
士
の
よ
う

に
絡

み
合

っ
て
教
会
の
天
辺
ま

で
の
ぼ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
二
人

の
愛

は
死
後
、
成
就
さ
れ
て
、
い
つ
ま
で
も

人
の
目
と
人
の
心
を
惹
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

「錦
木
」

の
場
合

に
は
そ
う
で
は
な
く
、
死
後

に
も

二
人
は
生
前
同
様
に
、
応
答
な
く
、
付
き
合

い
の
な
い
、
無
関
係

の
よ
う
な
関
係
を
続
け
ま
す
。

「錦
木
」

の
男
と
女
が
死
ん
で
、
男
が

三
年

の
あ
い
だ
、
千
日

つ
づ

い
て
無
駄

に
女

の
戸
の
前
に
立
て
た
錦
木
が

「
錦
塚
」
に
納
め
ら
れ
ま
し
た
。
錦
塚
と
い

う
の
は
世
阿
弥
の
発
明
ら
し
く
、
後
場
の
中
心
と
な
る
も

の
で
す
。
掛

ケ
合
の

冒
頭

に
ワ
キ
が
眼
前

の
光
景
を
次

の
よ
う
に
語
り
ま
す
。
「
不
思
議
や
な
さ
も

古
塚
と
見
え

つ
る
が
、
内
は
輝
く
灯
し
火

の
、
影
明
ら
か
な
る
人
家

の
内
に
、

機
物
を
立
て
錦
木
を
積

み
て
、
昔
を
現
す
よ
そ
ほ
ひ
た
り
」
と
。
そ
れ
で
女

(後

ツ
レ
)
が

「塚

の
内

に
入
り
て
、
秋

の
心
も
細
布

の
、
機
物

を
立

て
て
機

を
織
れ
ば
」
男

(後
ジ
テ
)
が

「錦
木
取
り
持
ち
て
、
鎖
し
た
る
門
を
た
た
け

ど
も
、
内
よ
り
答
ふ
る
こ
と
も
な
」
し
。
こ
れ
は
ま
さ
に
求
婚
地
獄
の
光
景
で

し
ょ
う
。

「
呉
服
」
に
は
機

の
声
が
め
で
た
く
、
悪
魔
を
追

い
払
う
音
で
し
た
が
、
今
度

は
む
し
ろ
悲
鳴

に
近

い
の
で
す
。
後
場

の
掛
ケ
合
と
そ
れ
に

つ
づ
く
歌
に
、

ね

「機
物

の
音
、
秋

の
虫

の
音
、
聞
け
ば
夜
声
も
…
…
き
り
は
た
り
ち
や
う
ち
や

う
、
機
織
松
虫
き
り
ぎ
り
す
、

つ
づ
り
さ
せ
よ
と
鳴
く
虫
の
、
衣
の
た
め
か
」

と
あ

っ
て
、
引
き
裂
か
れ
た
衣
、

つ
ま
り

「胸
あ
ひ
難
き
」
恋
衣
、
二
人

の
い

つ
ま
で
も
逢
わ
な
い
仲
を
継
ぎ
合
わ
せ
よ
と
虫
が
鳴

い
て
い
る
か
の
よ
う

に
聞

こ
え
ま
す
。
典
拠

に
な

っ
た
の
は
在
原
棟
梁
、
「秋
風
に
綻
び
ぬ
ら
し
藤
袴

つ

づ
り
さ
せ
て
ふ
き
り
ぎ
り
す
な
く
」
と
い
う
歌

で
、
世
阿
弥
は
見
事
に
そ
れ
を
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能の機織 り

自
分

の
文
章

に
織
り
込
ん
で
、
秋

の
悲

し
み
と
報

い
ら
れ
ぬ
恋

の
絶
望

の
ム
ー

ド
を
伝
え
ま
し
た
。

思
え
ば
、
世
阿
弥

の
も
う

一
曲
、
「
砧
」
に
も
織
物
が
重
要
な
位
置
を
し
め

て
い
て
、

シ
テ
の
妻
が
夫

の
衣
を
砧

に
か
け
て
打

つ
の
で
す
。
「砧
」

の
世
界

も

「
呉
羽
」

の
そ
れ
と
は
正
反
対
で
、
「
め
で
た
き
御
代
」
が
地
上

の
地
獄

に

変
わ

っ
た
も

の
で
す
。
前

シ
テ

(
ま
だ
生
き
て
い
る
妻
)

の
心

に
は
、
留
守

の

夫

に
対
す
る
愛
と
恨
み
と
が
絡
み
合

っ
て
、
彼

の
衣
を
打

つ
こ
と
に
全
精
神
を

傾
け
、

つ
い
に
気
が
狂

っ
て
し
ま

っ
て
亡
く
な
り
ま
す
。
面
白

い
こ
と
に
、

「呉
服
」
も

「砧
」
も
意
図
的
に
響
き
あ

っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す

る
か
の
よ

う
に
、
「呉
服
」
の
後
場

の
詠
に

「
砧
」

の
世
界
が

一
瞬
、
「衣
擣

つ
砧
の
上
に

怨
別
の
声
」
と
ひ
ら
め
い
て
、
「砧
」

に
は
逆
に
、
「
呉
服
」
を
思

い
出
さ
せ
る

一
節
が
前
場

の
問
答

に
、
「わ
ら
は
も
思

ひ
や
慰
む
と
、
と
て
も
淋
し
き
呉
織
、

綾

の
衣
を
砧
に
打
ち
て
、
心
を
慰
ま
ぼ
や
と
思
ひ
候
」
と
で
て
い
ま
す
。
普
段

は
こ
の

「呉
織
」

の

「
呉
」
が
単
な
る
掛

詞
と
見
な
さ
れ
、
全
体

の
意
味
が
、

た
と
え
ぽ

「
日
本
古
典
文
学
大
系
」

の
頭

注
の
よ
う
に
、
「な
ん
と
し
て
も
淋

し
く
て
な
ら
ぬ
こ
の
夕
暮
れ
に
、
綾
の
衣

を
砧

に
か
け
て
打

っ
て
」
と
解
釈
さ

れ
ま
す
が
、
実

は
、
「呉
服
」
を
思

い
起

こ
さ
な

い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
し

い
て
い
え
ぱ
、
「砧
」

の
前

シ
テ
が

一
瞬

間
、
命

の
友

の
漢
織
を
失

っ
た
呉
織

に
な

っ
て
漢
織

の
喪
失
を
恨
ん
で
、
彼
女
が
残
し
て
い
っ
た
綾
の
衣
を
打

つ
か

の
よ
う
で
す
。

伊
藤
正
義
が

「
錦
木
」

の
解
説
に
、
「
錦
木
」
と

「
求
塚
」
「船
橋
」
「女
郎

花
」
「
通
小
町
」
な
ど
と
の
関
連
性
を
認

め
た
こ
と
に
、
私
な
ど

に
は
む
ろ
ん
、

微
塵

の
異
存
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
い
う
よ
う
な
、
テ
ー
マ
や
構
造
上
の
曲

と
曲
と

の
あ

い
だ

の
関
係
を
、
私
は
水
平
的
関
係
と
呼
び
た
い
と
思

い
ま
す
。

た
と
え
ぽ
四
番
目
物
な
ら
、
四
番
目
物

の
い
く

つ
か
の
曲
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
、

互
い
に
つ
な
が

っ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
し
ょ
う
が
、
私
が
論
題
に
し
て
ま
い

り
ま
し
た
よ
う
な
曲
と
曲
と
の
あ

い
だ
の
、
イ
メ
ー
ジ
や

モ
チ
ー
フ
の
変
容

の

上
で
の
関
連
性
は
ま
た
別
種
の
も

の
で
す
。
仮
に
、
縦
の
関
係
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
と
に
か
く
、
と
く
に
世
阿
弥

の
曲

の
場
合

に
そ
う

い
う

関
係
が
豊
富

で
、
曲
と
曲
と
が
複
雑
に
、
そ
し
て
果
て
し
も
な
く
美
し
く
響
き

合

っ
て
い
ま
す
。

世
阿
弥
は
と
く
に
機
織
り
や
衣
関
係

の
モ
チ
ー
フ
に
興
味
を
ひ
か
れ
た
よ
う

で
す
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
よ
く
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
あ
れ
ほ
ど

の
天
才
で
、
あ
れ
ほ
ど
人
間

の
条
件
を
見
極

め
る
意
志

を
持

っ
た
芸
術
家
が
…機
織
り
や
衣
を
重
視
す
る
こ
と
は
当
然
な

の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
文
明

の
立
場
か
ら
見

て
、
人
間
と
布
や
衣
装
と
は
ほ
と
ん
ど
分
離
で
き

な

い
も

の
で
、
「
砧
」
だ
け
で
は
な
く
、
日
本

の
最
も
神
聖
な
儀
礼

に
も
、
衣

が
人
間
そ
の
も

の
と
見
ら
れ
る
例
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
大
嘗
祭

の
時
に
、

即
位
し
た
新
帝
が
天
皇
霊
を
分
割
し
て
、
そ
し
て
御
衣

に
つ
け
て
、
そ
の
御
衣

を
臣
下

に
分
配
し
ま
す
。
天
子
の
衣
配
り
と
い
う
儀
礼
で
す
。
臣
下
が
そ
れ
を

着
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
天
子
の
魂
を
身

に
つ
け
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は

た
と
え
ぽ

「松
風
」

の
モ
ノ
ギ
で
始
ま
る
後
半
を
連
想
さ
せ
る
の
で
す
。
ま
た
、
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大
嘗
祭
と

一
対
を
な
す
後
七
日
御
修
法

の
と
き
に
、
天
皇
の
御
衣
を

「御
加
持

座
」

に
お
い
て
、
天
皇
御
自
身

の
か
わ
り

に
、
そ
の
御
衣
に
た
い
し
て
香
水
加

持
を
行

い
ま
す
。

こ
れ
も
、
目
的
や
感
情

は
違

い
ま
す
が
、
「砧
」

の
し
ぐ
さ

に
と
て
も
近

い
も
の
で
す
。
や
は
り
機
織

り
や
衣
を
通
し
て
、
世
阿
弥
は
人
間

の
理
想
や
憧
憬
や
絶
望
を
深

い
次
元
で
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
、
後
世

に

多
く
の
優
れ
た
作
品
を
残
し
ま
し
た
。
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共
同
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「生
き
て
い
る
劇
と
し
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の
能
-

謡
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の
多
角
的
研
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」
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一
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三
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二
七
日
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研
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