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「
老
を
養
ふ
」

―
謡
曲
「
養
老
」
の
背
景
に
あ
る
も
の

伊
藤 

由
希
子

一鎌
倉
時
代
中
期
（
一
二
五
二
年
）
に
成
立
し
た
説
話
集
『
十
訓
抄
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

昔
、
元
正
天
皇
の
御
時
、
美
濃
の
国
に
、
貧
し
く
賤い

や

し
き
男
あ
り
け
る
が
、
老
い
た
る
父
を
持
ち
た
り
。
こ
の
男
、
山
の

木
草
を
取
り
て
、
そ
の
値

あ
た
ひ

を
得
て
、
父
を
養
ひ
け
り
。
こ
の
父
、
朝
夕
、
あ
な
が
ち
に
酒
を
愛
し
、
ほ
し
が
る
。
こ
れ
に

よ
り
て
、
男
、
な
り
び
さ
こ
（
ひ
ょ
う
た
ん
）
と
い
ふ
も
の
を
腰
に
つ
け
て
、
酒
を
沽う

る
家
に
行
き
て
、
つ
ね
に
こ
れ
を
乞こ

ひ

て
、
父
を
養
ふ
。

　

あ
る
時
、
山
に
入
り
て
、
薪

た
き
ぎ

を
取
ら
む
と
す
る
に
、
苔
深
き
石
に
す
べ
り
て
、
う
つ
ぶ
し
に
ま
ろ
び
た
り
け
る
に
、
酒
の

香か

し
け
れ
ば
、
思
は
ず
に
あ
や
し
く
て
、
そ
の
あ
た
り
を
見
る
に
、
石
の
中
よ
り
水
流
れ
出い

づ
る
こ
と
あ
り
。
そ
の
色
、
酒
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に
似
た
り
。
汲
み
て
な
む
る
に
、
め
で
た
き
酒
な
り
。
う
れ
し
く
お
ぼ
え
て
、
そ
の
の
ち
、
日
々
に
こ
れ
を
汲
み
て
、
あ
く

ま
で
父
を
養
ふ
。

　

時
に
帝

み
か
ど

、
こ
の
こ
と
を
聞
こ
し
め
し
て
、
霊
亀
三
年
九
月
に
、
そ
の
と
こ
ろ
へ
行
幸
あ
り
て
、
御
覧
じ
け
り
。
こ
れ
す

な
は
ち
、
至
孝
の
ゆ
ゑ
に
、
天て

ん
じ
ん神

、
地ち

ぎ祇
あ
は
れ
み
て
、
そ
の
徳
を
あ
ら
は
す
と
、
感
ぜ
さ
せ
給
ひ
て
、
の
ち
に
美み

の
の
か
み

濃
守
に

な
さ
れ
に
け
り
。

　

そ
の
酒
の
出
づ
る
所
を
ば
、
養
老
の
滝
と
ぞ
申
す
。
か
つ
は
、
こ
れ
に
よ
り
て
、
同
十
一
月
に
年
号
を
「
養
老
」
と
改
め

ら
れ
け
る 1
。

貧
し
い
男
が
、
酒
好
き
な
老
父
の
た
め
、
山
で
草
木
を
と
っ
て
稼
い
だ
金
で
父
に
酒
を
買
い
与
え
て
い
た
。
あ
る
日
男
が
山
で

転
ん
だ
と
こ
ろ
、
酒
の
に
お
い
が
し
、
不
思
議
に
思
っ
て
あ
た
り
を
見
ま
わ
し
て
み
る
と
、
石
の
中
か
ら
水
が
流
れ
出
て
い
た
。

な
め
て
み
る
と
素
晴
ら
し
い
酒
で
、
そ
の
後
は
こ
の
酒
を
汲
み
、
父
が
十
分
満
足
す
る
ま
で
与
え
た
。
こ
れ
が
元
正
天
皇
の
耳
に

入
り
、
天
皇
は
そ
の
地
に
行
幸
し
、
こ
の
男
を
美み

の
の
か
み

濃
守
に
任
命
し
た
。
そ
の
酒
が
出
た
と
こ
ろ
は
「
養
老
の
滝
」
と
呼
ば
れ
、
ま

た
、
こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、「
養
老
」
と
改
元
さ
れ
た―

。

年
少
者
の
た
め
の
教
訓
書
と
し
て
編
ま
れ
た
『
十
訓
抄
』
に
録
さ
れ
た
こ
の
話
に
お
い
て
、
そ
の
「
至
孝
の
ゆ
ゑ
に
」
神
々
が

感
応
し
酒
が
湧
い
た
の
だ
と
天
皇
が
判
じ
、
そ
の
た
め
に
美み

の
の
か
み

濃
守
に
ま
で
出
世
し
た
貧
し
い
男
の
孝
行
こ
そ
が
主
題
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
養
老
の
滝
」
の
「
養
老
」
と
は
、「
山
の
木
草
を
取
り
て
、
そ
の
値
を
得
て
、
父
を
養
ひ

0

0

0

0

け
り
」
と
い
う

男
の
「
至
孝
」
を
名
状
・
顕
彰
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
さ
に
こ
の
滝
の
名
を
そ
の
曲
名
と
す
る
、
世
阿
弥
に
よ
る
謡
曲
「
養
老
」
も
、『
十
訓
抄
』
同
様
、「
養
老
の
滝
」
の
不
思
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議
な
水
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
る
。
雄
略
天
皇
の
時
代
、
美
濃
の
国
に
「
不
思
議
な
る
泉
」
が
湧
い
た
と
い
う
報
告
が
あ
り
、
勅

使
（
ワ
キ
と
ワ
キ
ツ
レ
）
が
派
遣
さ
れ
、
現
地
で
泉
を
発
見
し
た
親
子
に
出
会
う
。「
朝
夕
は
山
に
入
り
薪

た
き
ぎ

を
採
り
、
わ
れ
ら
（
老

父
母
の
こ
と
）
を
育

は
ご
く

」
ん
で
い
た
子
が
、
あ
る
日
、
山
中
で
偶
然
泉
の
水
を
口
に
す
る
と
、「
世
の
常
な
ら
ず
、
心
も
涼
し
く
疲
れ

も
助
か
」
っ
た
た
め
、
家
に
持
ち
帰
り
父
母
に
も
飲
ま
せ
た
と
こ
ろ
、「
飲
む
心
よ
り
い
つ
し
か
に
、
や
が
て
老お

い

を
も
忘
れ
水
の
、

朝あ
さ
い寝

の
床と

こ

も
起
き
憂う

か
ら
ず
、
夜
の
寝ね

ざ
め覚

も
さ
び
し
か
ら
で
、
勇
む
心
は
真ま

し

み

づ

清
水
の
、
絶
え
ず
も
老
を
養
ふ
」
と
い
う
効
験
が

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
不
思
議
な
泉
が
あ
る
滝
を
「
養
老
の
滝
と
は
申
す
な
り
」
と
、
シ
テ
（
主
人
公
）
の
老
父
は
勅
使

に
教
え
る
。
感
激
し
た
勅
使
が
老
父
と
と
も
に
こ
の
不
思
議
を
た
た
え
た
後
、
シ
テ
は
中
入
（
一
旦
退
出
）
す
る
。
そ
し
て
こ
の

山
の
神
の
姿
を
と
っ
て
ふ
た
た
び
登
場
す
る
と
、
雄
略
天
皇
の
治
世
を
た
た
え
て
舞
い
、
元
の
「
万ば

ん
ぜ
い歳

の
道
」
へ
と
帰
っ
て
行
く

の
で
あ
る 2
。

こ
の
よ
う
に
、
謡
曲
「
養
老
」
は
、『
十
訓
抄
』
収
録
の
孝
行
説
話
と
、
多
く
の
モ
チ
ー
フ
を
共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
曲
に
お
い
て
は
、「
養
老
」
を
、
子
の
「
至
孝
」
と
い
う
こ
と
と
そ
の
ま
ま
重
ね
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
泉
の

第
一
発
見
者
は
、『
十
訓
抄
』
同
様
、「
朝
夕
は
山
に
入
り
薪

た
き
ぎ

を
採
り
、
わ
れ
ら
を
育

は
ご
く

」
ん
で
い
た
子
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
曲
で

は
、
子
の
行
動
や
あ
り
方
に
対
し
、「
養
老
」
あ
る
い
は
「（
老
を
）
養
ふ
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
曲
に

お
け
る
「
養
老
」
と
は
、「
ま
の
あ
た
り
な
る
薬
の
水
、
ま
こ
と
に
老
を
、
養
ふ
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
泉
か
ら
湧
く
水

の
効
験
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
効
験
ゆ
え
に
、
こ
の
滝
は
「
養
老
の
滝
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
謡

曲
「
養
老
」
に
お
い
て
「
老
を
養
ふ
」
の
は
、
不
思
議
な
泉
か
ら
湧
き
出
る
水
で
あ
り
、「
養
老
」
と
は
、
子
の
孝
行
の
徳
そ
れ

自
体
を
指
す
言
葉
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
養
老
」
と
い
う
演
目
は
、
脇
能
と
言
わ
れ
る
、
こ
の
世
の
〈
め
で
た
さ
〉・
泰
平
を
ほ
め
る
祝
言
能
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
集
（
一
）』
で
は
、
こ
の
曲
の
あ
ら
す
じ
を
、「
孝
行
の
徳
に
よ
っ
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て
霊
泉
が
湧
き
出
し
、
親
の
長
命
を
も
た
ら
し
た
の
を
、
聖
代
の
奇
跡
で
あ
る
と
し
て
、
平
和
な
御
代
の
長
久
を
こ
と
ほ
ぐ
」
と
、

水
の
効
験
と
「
聖
代
」「
平
和
な
御
代
」
と
を
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
。

し
か
し
、「
飲
む
心
よ
り
い
つ
し
か
に
、
や
が
て
老お

い

を
も
忘
れ
水
の
、
朝あ

さ
い寝

の
床と

こ

も
起
き
憂う

か
ら
ず
、
夜
の
寝ね

ざ
め覚

も
さ
び
し
か

ら
で
、
勇
む
心
は
真ま

し

み

づ

清
水
の
、
絶
え
ず
も
老
を
養
ふ
」
と
い
う
水
の
効
験
を
、
こ
の
説
明
の
よ
う
に
「
親
の
長
命
を
も
た
ら
し

た
」
と
理
解
す
る
こ
と
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
後
詳
し
く
見
て
い
く
が
、
こ
の
水
が
実
際
に
、

老
父
ら
に
、
あ
き
ら
か
な
長
命
や
若
返
り
、
不
老
不
死
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
、
こ
の
曲
の
中
に
は
出
て
こ
な
い 3
。

だ
と
す
れ
ば
、
謡
曲
「
養
老
」
に
お
け
る
「
養
老
」「
老
を
養
ふ
」
と
い
う
こ
と
の
内
実
、
こ
の
水
の
効
験
と
は
、
い
か
な
る

も
の
な
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
曲
の
最
後
、「
よ
き
御
代
な
れ
や
、
よ
き
御
代
な
れ
や
」
と
ほ
め
た
た
え
ら
れ
る
こ
の
世
の
〈
め

で
た
さ
〉・
泰
平
と
、
い
か
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二謡
曲
「
養
老
」
の
主
な
舞
台
は
、「
不
思
議
な
る
泉
」
が
湧
き
出
た
、
美
濃
の
国
本も

と
す巣

の
郡

こ
お
り

で
あ
る
。
し
か
し
、
吉
村
均
が
す

で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
曲
で
は
、
全
体
を
通
し
て
、
直
接
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
都
、
そ
し
て
そ
の
中
心
に
い
る
天

皇
と
い
う
存
在
が
、
常
に
意
識
さ
れ
て
い
る 4
。

都
か
ら
遣
わ
さ
れ
て
き
た
勅
使
（
ワ
キ
）
は
、
最
初
の
状
況
説
明
（
名
ノ
リ
）
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

 

そ
も
そ
も
こ
れ
は
雄
略
天
皇
に
仕
へ
奉
る
臣
下
な
り
。
さ
て
も
美
濃
の
国
本も

と
す巣

の
郡

こ
ほ
り

に
、
不
思
議
な
る
泉
出い

で
来く

る
よ
し

を
奏そ

う
も
ん聞

す
。
急
ぎ
見
て
参
れ
と
の
宣せ

ん
じ旨

に
ま
か
せ
、
た
だ
い
ま
濃

ぢ
よ
う
シ
う州

本
巣
の
郡
へ
と
急
ぎ
候
。
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こ
の
曲
に
お
い
て
勅
使
は
、「
不
思
議
な
る
泉
」
が
何
で
あ
る
か
、
そ
し
て
話
の
全
体
を
見
届
け
る
大
事
な
役
目
を
担
っ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
指
示
し
た
の
は
天
皇
で
あ
る
。
こ
の
話
全
体
を
動
か
し
て
い
る
の
は
、
都
に
い
る
天
皇
と
い
う
存
在
に

他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、「
あ
ま
ざ
か
る
、
鄙ひ

な

の
境

さ
か
ひ

」
の
美
濃
に
到
着
し
た
勅
使
と
、
シ
テ
で
あ
る
老
父
と
の
間
に
は
、
次
の
よ

う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
。

お
こ
と
は
聞
き
及
び
た
る
親
子
の
者
か
。

さ
ん
候

ざ
う
ら
ふ

こ
れ
こ
そ
親
子
の
者
に
て
候
へ
。

こ
れ
は
帝
よ
り
の
勅
使
に
て
あ
る
ぞ
と
よ
。

あ
り
が
た
や
雲く

も
ゐ居

は
る
か
に
見
そ
な
は
す
、
わ
が
大お

ほ
き
み君

の
み
こ
と
の
り
を
、
賤い

や

し
き
身
と
し
て
今
承
る
事
の
あ
り
が
た
さ
よ
。

こ
れ
こ
そ
親
子
の
民
に
て
候
へ
。

吉
村
は
、
最
初
は
勅
使
の
問
い
を
う
け
る
形
で
「
親
子
の
者
」
と
名
乗
っ
た
老
父
が
、
相
手
が
天
皇
の
勅
使
で
あ
る
と
知
る
と

「
親
子
の
民
」
と
言
い
直
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、「
こ
の
微
妙
な
変
化
に
、
天
皇
に
対
し
て
民
と
い
う
位
置
に
あ
る
と
い
う
、

老
人
の
自
己
規
定
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」、
そ
し
て
「『
養
老
』
に
お
い
て
、〈
都
〉
と
〈
鄙
〉
と
い
う
空
間
の
関
係
は
、
そ
こ

に
住
む
天
皇
と
民
と
の
関
係
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。〈
都
〉
と
〈
鄙
〉
の
距
離
な
い
し
空
間
の
関
係
と
は
、
天

皇
と
「
雲く

も
ゐ居

は
る
か
に
見
そ
な
は
す
」「
賤い

や

し
き
身
」
の
親
子
と
の
間
の
空
間
的
距
離
で
あ
る
と
同
時
に
、
両
者
の
関
係
の
あ
り

方
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
会
話
に
は
、「
さ
て
も
こ
の
本
巣
の
郡
に
、
不
思
議
な
る
泉
出
で
来
る
よ
し
を
奏
聞
す
。
急
ぎ
見
て
参
れ
と
の
宣
旨
に
ま

か
せ
、
こ
れ
ま
で
勅
使
を
下
さ
る
る
な
り
」
と
い
う
、
先
の
名
ノ
リ
を
確
認
す
る
よ
う
な
勅
使
の
言
葉
が
続
い
て
い
る
。
前
節
で
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見
た
『
十
訓
抄
』
収
録
説
話
で
は
、
石
か
ら
酒
が
湧
き
出
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
天
皇
は
、
み
ず
か
ら
現
地
に
赴
い
て
い
た
が 5
、

こ
の
曲
で
は
、
天
皇
自
身
は
在
京
の
ま
ま
勅
使
を
遣
わ
せ
て
い
る
た
め
、
天
皇
と
民
と
の
距
離
が
縮
ま
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
本
曲
に
お
け
る
君
と
民
の
関
係
の
あ
り
方
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
天
皇
と
民
が
断
絶
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。〈
都
〉
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
て
も
、〈
鄙
〉

の
「
不
思
議
な
る
泉
」
の
話
は
天
皇
に
届
き
、
そ
し
て
天
皇
は
、
勅
使
を
送
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
れ
に
応
答
し
て
い
る
。

〈
鄙
〉
の
民
か
ら
す
れ
ば
、「
雲
居
は
る
か
に
見
そ
な
は
す
」〈
都
〉
に
い
る
天
皇
は
、
か
ぎ
り
な
く
遠
く
、
自
分
た
ち
の
よ
う
な

「
賤
し
き
身
」
に
は
手
の
届
か
な
い
存
在
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、〈
都
〉
に
い
る
天
皇
は
、
ど
れ
だ
け
遠
く
離
れ
よ
う
と
、

〈
鄙
〉
の
民
の
こ
と
を
知
り
及
ぶ
「
わ
が

0

0

大お
ほ
き
み君

」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
天
皇
が
〈
鄙
〉
や
民
の
こ
と
を
〈
知
る
〉
と
い
う
こ
と
は
、〈
領し

る
〉、
つ
ま
り
国
を
治
め
る
と
い
う
天
皇
の
は
た

ら
き
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。〈
知
る
〉
と
〈
領
る
〉
の
重
な
り
に
つ
い
て
、
大
野
晋
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　

占
領
す
る
、
統
治
す
る
と
は
、
物
を
残
る
く
ま
な
く
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
。
物
を
残
る
く
ま
な
く
自
分
の
も
の
に
す

る
と
は
、
単
に
所
有
、
領
有
の
意
味
を
こ
え
て
、
物
の
性
質
の
す
み
ず
み
ま
で
も
把
握
す
る
こ
と
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
行

く
。
そ
こ
か
ら
、
シ
ル
（
知
る
）
が
誕
生
し
た 6
。

天
皇
は
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
〈
知
る
〉
か
ら
こ
そ
、
あ
る
も
の
を
〈
領
る
〉
こ
と
が
で
き
る 7
。
日
本
と
い
う
国
を
〈
領

る
〉
天
皇
は
、
そ
こ
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
〈
知
る
〉
存
在
で
あ
り
、
そ
の
〈
領
る
〉〈
知
る
〉
は
た
ら
き
ゆ
え
に
、
天
皇

は
こ
の
国
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
国
は
あ
る
秩
序
を
も
っ
て
治
ま
る
の
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
国
は
、
天
皇
と
い

う
存
在
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
場
で
あ
る
。
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こ
の
「
養
老
」
と
い
う
曲
は
、
勅
使
と
従
臣
の
次
の
よ
う
な
謡
で
始
ま
っ
て
る
。

 

風
も
静
か
に
楢な

ら

の
葉
の
、
風
も
静
か
に
楢
の
葉
の
、
鳴
ら
さ
ぬ
枝
ぞ
の
ど
け
き
。

楢
の
木
の
枝
が
鳴
る
こ
と
も
な
い
ほ
ど
の
平
和
な
御
代
、
泰
平
の
御
代
と
は
、
天
皇
が
〈
領
る
〉〈
知
る
〉
ゆ
え
に
治
め
ら
れ
、

治
ま
っ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
国
の
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
泰
平
こ
そ
が
、
こ
の
曲
の
ま
ず
も
っ
て
の
前
提
と
し
て
、
冒

頭
に
謡
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、「
美
濃
の
国
本
巣
の
郡
に
、
不
思
議
な
る
泉
出い

で
来
る
よ
し
」
が
〈
都
〉
に
伝
え
ら
れ
た
時
点
で
は
、
天
皇
は
そ
の
泉

が
何
で
あ
る
か
を
十
全
に
〈
知
る
〉
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
菅
野
也
寸
志
（
覚
明
）
は
、
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

美
濃
国
に
湧
出
し
た
泉
は
、
そ
の
よ
う
な
曇
り
な
き
秩
序
に
一
つ
の
異
物
と
し
て
投
げ
込
ま
れ
た
事
件
で
あ
る
。
都
に
奏

聞
さ
れ
た
の
は
、「
ふ
し
ぎ
な
る
泉
」
の
湧
出
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
ま
だ
泉
は
「
あ
り
が
た
や
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
も
な
い
し
、「
奇
瑞
」
で
も
な
い
。
そ
れ
は
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
霊
異
と
し
て
そ
こ
に
あ
る 8
。

天
皇
が
十
全
に
〈
知
る
〉
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
「
不
思
議
な
る
泉
」
は
、
天
皇
が
〈
領
る
〉
こ
の
国
の
あ
り
方
に
、
小
さ
く

入
っ
た
亀
裂
で
あ
る
。
そ
の
亀
裂
を
一
刻
も
早
く
修
復
し
、
真
に
泰
平
な
る
御
代
を
取
り
も
ど
す
た
め
、
天
皇
は
「
急
ぎ

0

0

見
て
参

れ
」
と
宣せ

ん
じ旨

を
下
し
、
勅
使
た
ち
は
「
濃

ぢ
よ
う
シ
う州

本
巣
の
郡
へ
と
急0

」
ぐ
。

そ
の
道
中
、
勅
使
た
ち
は
、
次
の
よ
う
に
謡
う
。
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治
ま
る
や
、
国
富
み
民
も
豊
か
に
て
、
国
富
み
民
も
豊
か
に
て
、
四よ

も方
に
道
あ
る
関
の
戸
の
、
秋あ

き
つ
し
ま
ね

津
島
根
や
あ
ま
ざ
か
る
、

鄙ひ
な

の
境

さ
か
ひ

に
名
を
聞
き
し
、
美
濃
の
中な

か
み
ち道

程ほ
ど

な
く
、
養
老
の
滝
に
着
き
に
け
り
、
養
老
の
滝
に
着
き
に
け
り
。

こ
こ
で
も
勅
使
た
ち
が
「
治
ま
る
や
、
国
富
み
民
も
豊
か
に
て
…
…
」
と
こ
の
国
の
泰
平
を
謡
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
不
思
議

な
る
泉
」
が
出
よ
う
と
も
、
天
皇
が
〈
領
る
〉〈
知
る
〉
ゆ
え
に
「
治
ま
」
り
、
そ
し
て
「
国
富
み
民
も
豊
か
」
で
あ
る
と
い
う

こ
の
国
の
あ
り
方
は
、
そ
の
根
本
が
崩
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
不
思
議
な
る
泉
」
は
「
不
思
議
」
で
あ
り
、「
霊
異
」
で
は
あ
る

が
、
天
皇
や
勅
使
が
す
で
に
聞
き
及
ん
で
い
る
「
養
老
の
滝
」
と
い
う
名
称
は
、
そ
の
「
不
思
議
」「
霊
異
」
が
何
で
あ
る
か
を

示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
「
不
思
議
」「
霊
異
」
の
内
実
を
〈
知
る
〉
こ
と
が
で
き
れ
ば
、「
治
ま
る
や
、
国
富

み
民
も
豊
か
に
て
…
…
」
と
い
う
こ
の
国
の
あ
り
方
は
、
ふ
た
た
び
十
全
な
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
親
子
の

民
」
と
の
先
の
や
り
と
り
の
後
、
勅
使
は
、

ま
づ
ま
づ
養
老
と
名
付
け
初そ

め
し
、
謂い

は

れ
を
詳
し
く
申
す
べ
し
。

と
、「
養
老
の
滝
」
と
い
う
名
称
の
い
わ
れ
を
真
っ
先
に
問
い
、「
不
思
議
」「
霊
異
」
の
内
実
を
あ
き
ら
か
に
〈
知
る
〉
こ
と

を
求
め
る
。「
養
老
」
と
は
何
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
本
論
の
課
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
勅
使
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
い
る

天
皇
に
と
っ
て
の
課
題
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
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三
「
ま
づ
ま
づ
養
老
と
名
付
け
初そ

め
し
、
謂い

は

れ
を
詳
し
く
申
す
べ
し
」
と
い
う
勅
使
の
要
求
に
対
し
、
老
父
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

こ
れ
に
候
ふ
は
こ
の
尉

じ
よ
う

が
子
に
て
候
ふ
が
、
朝
夕
は
山
に
入
り
薪

た
き
ぎ

を
採
り
、
わ
れ
ら
を
育

は
ご
く

み
候
ふ
と
こ
ろ
に
、
あ
る
時

山さ
ん
ろ路

の
疲
れ
に
や
、
こ
の
水
を
何な

に

と
な
く
掬む

す

び
て
飲
め
ば
、
世
の
常
な
ら
ず
、
心
も
涼
し
く
疲
れ
も
助
か
り
、
さ
な
が
ら

仙せ
ん
か家

の
薬
の
水
も
、
か
く
や
と
思
ひ
知
ら
れ
つ
つ
、
や
が
て
家
路
に
汲
み
運
び
、
父ち

ち
は
ワ母

に
こ
れ
を
与
ふ
れ
ば
、
飲
む
心
よ
り

い
つ
し
か
に
、
や
が
て
老お

い

を
も
忘
れ
水
の
、
朝あ

さ
い寝

の
床
も
起
き
憂う

か
ら
ず
、
夜
の
寝ね

ざ
め覚

も
さ
び
し
か
ら
で
、
勇
む
心
は
真
清

水
の
、
絶
え
ず
も
老
を
養
ふ
故
に
、
養
老
の
滝
と
は
申
す
な
り
。

第
一
節
で
す
で
に
見
た
と
お
り
、「
不
思
議
な
る
泉
」
の
水
は
、
親
子
に
あ
き
ら
か
な
長
命
や
若
返
り
、
不
老
不
死
を
も
た
ら

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
初
に
こ
の
泉
を
見
つ
け
た
息
子
は
、
そ
の
水
を
飲
む
と
、「
世
の
常
な
ら
ず
、
心
も
涼
し
く
疲
れ

も
助
か
り
、
さ
な
が
ら
仙せ

ん
か家

の
薬
の
水
も
、
か
く
や
と
思
ひ
知
ら
れ
」
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
こ
の
水
を
飲
ん
だ

ら
、
疲
れ
が
吹
き
飛
び
、
気
分
が
と
て
も
よ
く
な
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
、
主
観
的
・
気
分
的
変
化
と
理
解
し
て
い
い
も
の
に
思

わ
れ
る
。

ま
た
、
老
父
母
が
、
こ
の
水
を
飲
む
と
い
つ
の
間
に
か
老
い
を
も
忘
れ
、
朝
に
床と

こ

か
ら
起
き
る
こ
と
も
つ
ら
く
な
く
な
り
、
夜

に
目
覚
め
て
し
ま
っ
て
も
淋
し
さ
を
感
じ
ず
、
勇
む
心
が
増
し
た
と
い
う
の
も
、
息
子
同
様
、
主
観
的
な
変
化
で
あ
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
老
父
母
に
も
、
あ
き
ら
か
な
長
命
や
若
返
り
、
不
老
不
死
が
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
会
話
が
勅
使
と
親
子
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
前
、
親
子
は
登
場
の
際
に
次
の
よ
う
に
謡
っ
て
い
た
。
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年
を
経
し
、
美
濃
の
お
山
の
松ま

つ
か
げ蔭

に
、
な
ほ
澄
む
水
の
、
緑
か
な
。
通
ひ
馴
れ
た
る
老お

い

の
坂
、
行
く
事
や
す
き
、
心
か
な
。

古こ
じ
ん人

眠
り
は
や
く
覚
め
て
、
夢
は
六む

そ
ぢ十

の
花
に
過
ぎ
、
心
は
茅ば

う
て
ん店

の
月
に
嘯

う
そ
む

き
、
身
は
板は

ん
け
う橋

の
霜
に
漂
ひ
、
白
頭
の
雪
は

積
れ
ど
も
、
老お

い

を
養
ふ
滝
川
の
、
水
や
心
を
清き

よ

む
ら
ん
。

長
い
年
月
を
経
て
き
た
美
濃
の
山
の
松
蔭
に
、
年
老
い
た
身
で
な
お
住
ん
で
い
る
こ
の
私
で
あ
る
が
、
そ
の
松
蔭
に
湧
く
水
は

今
も
や
は
り
澄
ん
で
い
て
、
松
の
緑
を
映
し
て
い
る
。
老
い
た
身
で
あ
っ
て
も
、
通
い
慣
れ
た
坂
を
行
く
こ
と
は
た
や
す
く
、
老

い
て
い
く
こ
と
に
も
、
心
は
安
ら
い
で
い
る
。
老
人
の
眠
り
は
早
く
覚
め
る
も
の
で
あ
り
、
夢
見
る
の
も
、
六
十
歳
ま
で
の
花
の

時
期
を
過
ぎ
た
、
淋
し
い
内
容
で
あ
る
。
心
は
茅
葺
き
屋
根
を
照
ら
す
月
に
歌
を
詠
み
、
身
は
霜
の
お
り
る
板
橋
の
あ
た
り
を
さ

す
ら
い
、
白
髪
は
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
が
、
そ
れ
で
も
、
老
い
を
養
う
こ
の
養
老
の
滝
川
の
水
が
、
そ
ん
な
心
を
清
め
て
く
れ

る
の
だ
ろ
う
か―

。

「
古こ

じ
ん人

眠
り
は
や
く
覚
め
て
、
夢
は
六む

そ
ぢ十

の
花
に
過
ぎ
、
心
は
茅ば

う
て
ん店

の
月
に
嘯

う
そ
む

き
、
身
は
板は

ん
け
う橋

の
霜
に
漂
ひ
、
白
頭
の
雪
は
積
」

も
る
と
い
う
老
い
の
淋
し
さ
は
、「
不
思
議
な
る
泉
」
の
水
を
飲
ん
だ
後
の
今
も
、
現
に
あ
る
。
し
か
し
、「
老お

い

を
養
ふ
滝
川
」
の

水
が
「
心
を
清き

よ

」
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
老
い
て
い
く
こ
と
に
も
心
は
安
ら
い
で
い
る
（「
通
ひ
馴
れ
た
る
老お

い

の
坂
、
行
く
事
や

す
き
、
心
か
な
」）
と
、
老
父
は
自
身
の
今
の
あ
り
方
を
謡
う
。

「
不
思
議
な
る
泉
」
の
水
を
飲
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
老
父
母
が
背
負
っ
て
い
る
老
い
と
い
う
も
の
そ
れ
自
体
が
解
消
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
老
い
の
淋
し
さ
、
つ
ら
さ
は
、
事
実
と
し
て
は
消
え
去
っ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
老
い
の
事
実
は
そ
の
ま
ま

に
、
そ
れ
を
受
け
と
め
る
心
が
「
不
思
議
な
る
泉
」
の
水
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
、「
老
を
も
忘
れ
」
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
が
、
こ
の
水
が
「
老
を
養
ふ
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、「
す
む
」
と
い
う
言
葉
が
、
水
が
「
澄
む
」
と
、
老
人
が
「
住
む
」
の
掛
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
後
、
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実
際
に
泉
を
見
に
行
っ
た
勅
使
と
親
子
と
の
や
り
と
り
に
お
い
て
、
こ
の
言
葉
は
何
度
も
登
場
す
る
。

さ
て
は
こ
れ
か
と
立
ち
寄
り
見
れ
ば
、
げ
に
い
さ
ぎ
よ
き
山
の
井
の
、
底
澄
み
渡
る
さ
ざ
れ
石
の
、
巌

い
は
ほ

と
な
り
て
苔
の
む
す
、

千ち

よ代
に
八や

ち

よ

千
代
の
例

た
め
し

ま
で
も
、
ま
の
あ
た
り
な
る
薬
の
水
、
ま
こ
と
に
老
を
、
養
ふ
な
り
。
…
…
げ
に
や
玉
水
の
、
水み

な
か
み上

澄
め
る
御み

よ代
ぞ
と
て
、
流
れ
の
末
の
わ
れ
ら
ま
で
、
豊
か
に
住
め
る
う
れ
し
さ
よ
、
豊
か
に
住
め
る
う
れ
し
さ
よ
。

「
底
澄
み
渡
る
さ
ざ
れ
石
の
、
…
…
」
と
い
う
一
節
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、『
古
今
集
』
の
「
わ
が
君
は
千
代
に
八
千
代
に
さ

ざ
れ
石
の
い
は
ほ
と
な
り
て
こ
け
の
む
す
ま
で
」
と
い
う
歌
に
基
づ
い
た
表
現
で
あ
り
、「
不
思
議
な
る
泉
」
に
天
皇
と
い
う
存

在
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う
理
解
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
げ
に
や
玉
水
の
、
水み

な
か
み上

澄
め
る
御み

よ代
ぞ
と
て
、
流
れ
の
末

の
わ
れ
ら
ま
で
、
豊
か
に
住
め
る
う
れ
し
さ
よ
」
と
い
う
詞
章
に
お
い
て
、
天
皇
が
「
水
上
」、
民
が
「
流
れ
の
末
」
と
、
両
者

の
関
係
が
水
の
流
れ
に
た
と
え
ら
れ
、「
水
上
澄
め
る

0

0

0

」
こ
と
で
、「
流
れ
の
末
の
わ
れ
ら
ま
で
、
豊
か
に
住
め
る

0

0

0

」
と
い
う
雄
略

天
皇
の
治
世
が
称
賛
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
げ
に
い
さ
ぎ
よ
き
山
の
井
の
、
底
澄
み

0

0

渡
る
…
…
」
と
謡
わ
れ
る
「
不
思
議
な
る
泉
」

も
、
天
皇
と
い
う
存
在
が
「
澄
め
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
湧
き
出
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

や
ま
と
言
葉
の
「
す
む
」
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、「
澄
む
（
清
む
）」「
済
む
」「
住
む
」
の
三
つ
の
漢
字
が
当
て
ら
れ
る
含
意

が
あ
る
。
ま
ず
、「
澄
む
（
清
む
）」
の
原
義
は
、「
浮
遊
物
が
全
体
と
し
て
沈
ん
で
静
止
し
、
気
体
や
液
体
が
透
明
に
な
る
意
」

（『
岩
波
古
語
辞
典
』）
で
あ
り
、
そ
の
浮
遊
物
が
沈
着
・
静
止
す
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
片
づ
き
収
ま
る
こ
と
が
「
済

む
」
で
、
一
般
的
に
、
物
事
が
す
っ
か
り
終
わ
る
こ
と
、 

借
り
を
返
す
こ
と
、
予
想
し
て
い
た
程
度
以
下
や
範
囲
内
で
収
ま
る

こ
と
な
ど
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
住
む
」
と
は
「
ス
ミ
（
澄
）
と
同
根
。
あ
ち
こ
ち
動
き
ま
わ
る
も
の
が
、
一
つ
所
に

落
ち
つ
き
、
定
着
す
る
意
」（
同
）
で
あ
り
、
浮
遊
・
変
転
・
動
揺
・
未
済
な
も
の
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
ク
リ
ア
ー
に
な
り
解
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決
し
て
、
静
か
に
定
着
す
る
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る 9
。

こ
の
こ
と
を
先
の
引
用
に
あ
て
は
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、
天
皇
と
い
う
「
水
上
」
が
「
澄
む
」
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
「
流
れ
の

末
の
わ
れ
ら
ま
で
」「
澄
み
」、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
び
と
の
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
「
済
み
」、
そ
の
落
ち
着
き
や

安
心
の
中
で
ひ
と
び
と
は
「
住
む
」
こ
と
が
で
き
る
、
そ
れ
が
「
豊
か
に
住
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
曲
に
お
け
る
、
ひ
と
び
と
の
抱
え
る
問
題
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
老
い
の
問
題
で
あ
る
。
若
い
こ
ろ
の
華
や
か
な
容

色
も
身
体
も
徐
々
に
衰
え
、
世
の
中
で
居
場
所
が
な
く
な
っ
て
い
き
、
い
ず
れ
は
死
ん
で
い
く―

。
老
い
と
は
、
言
っ
て
み

れ
ば
、
無
常
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
ひ
と
び
と
の
心
を
不
安
定
に
す
る
。
そ
の
不
安
定
な
心
が
、「
老
を
養
ふ
滝
川
の
、

水
や
心
を
清
む
ら
ん
」―
、
雄
略
天
皇
の
治
世
だ
か
ら
こ
そ
湧
き
出
た
「
澄
む
」
水
を
飲
む
こ
と
で
「
澄
み
」「
清
」
め
ら
れ

て
、「
老
を
も
忘
れ
」、「
豊
か
に
住
め
る
」
と
い
う
。
老
い
の
つ
ら
さ
、
淋
し
さ
を
抱
え
た
不
安
定
な
心
が
、
落
ち
着
き
、
安
心

と
い
っ
た
、
あ
る
種
の
安
定
を
得
る
の
で
あ
る
。

無
常
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
先
の
引
用
の
後
に
、
次
の
よ
う
な
詞
章
が
あ
る
。

そ
れ
行
く
川
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
も
と
の
水
に
は
あ
ら
ず
。
流
れ
に
浮
ぶ
う
た
か
た
は
、
か
つ
消
え
か
つ
結
ん

で
、
久
し
く
澄
め
る
色
と
か
や
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
鴨
長
明
『
方
丈
記
』
の
冒
頭
部
、「
ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。
よ

ど
み
に
浮う

か

ぶ
う
た
か
た
は
、
か
つ
消
え
、
か
つ
結
び
て
、
久
し
く
と
ど
ま
り
た
る
た
め
し
な
し
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
津

田
左
右
吉
は
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
言
葉
の
改
変
を
、「
甚
だ
し
き
牽
強
」「
支
離
滅
裂
」
と
断
じ
て
い
る
が 11
、
こ
の
改
変
に
こ
そ
、

本
曲
を
理
解
す
る
う
え
で
肝
要
な
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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「
よ
ど
み
」
を
「
流
れ
」
に
、「
久
し
く
と
ど
ま
り
た
る
た
め
し
な
し
」
を
「
久
し
く
澄
め
る
色
と
か
や
」
に
と
い
う
こ
の
改
変

は
、
無
常
と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
て
見
つ
め
つ
つ
、
し
か
し
そ
の
無
常
そ
の
も
の
の
中
に
「
久
し
く
澄
め
る

0

0

0

0

0

0

色
」、
つ
ま
り
「
久

し
く
住
め
る
色
」
と
い
う
、
あ
る
何
ら
か
の
永
遠
な
る
も
の
、
安
定
し
た
も
の
を
ま
な
ざ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
む
ろ
ん
、
こ
の

こ
と
は
、「
さ
ざ
れ
石
の
、
巌

い
は
ほ

と
な
り
て
苔
の
む
す
、
千
代
に
八
千
代
の
例

た
め
し

ま
で
も
、
…
…
」
と
い
う
詞
章
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

よ
う
な
天
皇
の
あ
り
方
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

四親
子
は
登
場
の
際
、
先
に
見
た
「
年
を
経
し
、
美
濃
の
お
山
の
松
蔭
に
、
…
…
老
を
養
ふ
滝
川
の
、
水
や
心
を
清
む
ら
ん
」
に

続
け
、
次
の
よ
う
に
謡
う
。

奥
山
の
、
深み

た
に谷

の
下し

た

の
例

た
め
し

か
や
、
流
れ
を
汲
む
と
も
よ
も
絶
え
じ
、
流
れ
を
汲
む
と
も
よ
も
絶
え
じ
。
長

ち
や
う
せ
い

生
の
家
に
こ
そ
、

長
生
の
家
に
こ
そ
、
老
い
せ
ぬ
門か

ど

は
あ
る
な
る
に
、
こ
れ
も
年
経ふ

る
山や

ま
ず住

み
の
、
千
代
の
例

た
め
し

を
松ま

つ
か
げ蔭

の
、
岩い

は
ゐ井

の
水
は
薬
に

て
、
老お

い

を
延
べ
た
る
心
こ
そ
、
な
ほ
行ゆ

く
す
ゑ末

も
久
し
け
れ
、
な
ほ
行
末
も
久
し
け
れ
。

中
国
の
山
奥
、
深
い
谷
の
下
に
出
る
と
い
う
、
不
老
長
寿
の
水
の
例
と
同
じ
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
水
の
流
れ
を
汲
ん
で
も

け
っ
し
て
絶
え
る
こ
と
は
な
い
。
天
皇
の
宮
殿
の
長
生
殿
に
こ
そ
、
不
老
門
は
あ
る
と
い
う
。
一
方
、
私
は
、
都
か
ら
遠
く
離

れ
た
山
中
に
、
長
い
年
月
を
過
ご
し
て
き
た
身
で
は
あ
る
が
、
千
代
の
例
と
し
て
引
か
れ
る
松
に
あ
や
か
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

こ
の
松
蔭
の
岩
の
間
か
ら
湧
く
水
は
薬
で
あ
り
、
こ
の
水
を
飲
み
、「
老お

い

を
延
べ
た
る
心
」
こ
そ
、
行
く
末
は
久
し
い―

。
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老
父
は
、「
長
生
」「
不
老
」
が
、
天
皇
、
そ
し
て
天
皇
の
宮
殿
が
あ
る
〈
都
〉
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
、
自
分
は
、「
山や

ま
ず住

み
」、
つ
ま
り
、〈
都
〉
か
ら
遠
く
離
れ
た
〈
鄙
〉
の
山
に
住
む
も
の
で
あ
り
、「
長
生
」「
不
老
」
か

ら
は
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
老
父
も
、「
千
代
の
例
」
と
し
て
引
か
れ
る
松
に
あ
や
か
る
こ
と
を
願
っ
て

い
る
と
い
う
。

「
千
代
の
例
」
と
は
、
松
を
指
す
と
同
時
に
、「
…
…
底
澄
み
渡
る
さ
ざ
れ
石
の
、
巌
と
な
り
て
苔
の
む
す
、
千
代
に
八
千
代
の

例
ま
で
も
…
…
」
と
い
う
表
現
に
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
天
皇
と
い
う
存
在
を
も
象
徴
し
て
い
る
。
親
子
は
、
こ
の
引

用
の
前
の
部
分
で
「
年
を
経
し
、
美
濃
の
お
山
の
松
蔭
に
、
な
ほ
澄
む
水
の
、
緑
か
な
」
と
謡
っ
て
い
た
が
、
そ
の
「
松
蔭
」
も

当
然
、
天
皇
と
い
う
存
在
の
蔭
、
つ
ま
り
、
自
分
た
ち
が
天
皇
と
い
う
存
在
が
治
め
る
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

美
濃
と
い
う
〈
鄙
〉
も
、
天
皇
と
い
う
存
在
が
治
め
る
場
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
る
自
分
た
ち
も
、
水
が
松
の
緑
を
映
す
よ
う

に
、
天
皇
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
。
そ
し
て
、「
千
代
の
例
を
松
蔭
の
、
岩い

は
ゐ井

の
水
は
薬
に
て
」
と
い
う
よ
う
に
、「
不
思

議
な
る
泉
」
の
水
も
ま
た
、
天
皇
と
い
う
存
在
が
治
め
る
場
に
お
い
て
こ
そ
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
天
皇
が
こ
の
国
を
一
義
的
に
支
配
で
き
る
能
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
勅
使
と
老
父
が

水
の
効
験
と
、
そ
れ
を
ひ
と
び
と
の
前
に
あ
ら
わ
し
た
御
代
を
た
た
え
た
後
、
シ
テ
は
中
入
し
、
こ
の
山
の
神
の
姿
を
と
っ
て
ふ

た
た
び
登
場
し
て
、
次
の
よ
う
に
謡
い
、
舞
う
。

あ
り
が
た
や
治
ま
る
御
代
の
な
ら
ひ
と
て
、
山さ

ん
か河

草さ
う
も
く木

お
だ
や
か
に
、
五ご

じ
つ日

の
風
や
十シ

ふ
じ
つ日

の
、
天あ

め

が
下し

た

照
る
日
の
光
、
曇
り

は
あ
ら
じ
玉た

ま
み
づ水

の
、
薬
の
泉
は
よ
も
尽
き
じ
、
あ
ら
あ
り
が
た
の
奇
瑞
や
な
。
こ
れ
と
て
も
誓
ひ
は
同
じ
法の

り

の
水
、
尽
き
せ

ぬ
御
代
を
守
る
な
る
、
わ
れ
は
こ
の
山や

ま
さ
ん
じ
ん

山
神
の
宮み

や
ゐ居

、
ま
た
は
楊
柳
観
音
菩
薩
、
神
と
い
ひ
、
仏
と
い
ひ
、
た
だ
こ
れ
水す

い
は波

の
隔
て
に
て
、
衆
生
済
度
の
方
便
の
声
、
峰
の
嵐
や
、
谷
の
水
音
と
う
と
う
と
、
拍
子
を
揃
へ
て
、
音
楽
の
響
き
、
た
き
つ
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心
を
、
澄
ま
し
つ
つ
、
諸
天
来
去
の
、
影や

う
が
う向

か
な
。

お
だ
や
か
な
自
然
の
あ
り
方
は
、「
治
ま
る
御
代
の
な
ら
ひ
」
で
あ
り
、
玉
の
よ
う
に
澄
ん
だ
「
薬
の
水
」
が
尽
き
る
こ
と
も

な
い
で
あ
ろ
う
。「
薬
の
水
」
が
湧
く
と
い
う
こ
の
あ
り
が
た
い
奇
瑞
も
、
こ
の
水
と
同
じ
く
永
遠
に
尽
き
る
こ
と
が
な
い
御
代

を
守
ろ
う
と
い
う
、
神
仏
に
共
通
の
願
い
・
誓
い
に
よ
る
も
の
な
の
だ
、
と
山
神
は
教
え
る
。
山
神
は
ま
た
、
己
の
別
名
は
楊
柳

観
音
菩
薩
で
あ
り
、
神
と
仏
の
違
い
は
水
と
波
の
違
い
の
よ
う
な
も
の
で
、
も
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
も
言
う
。

「
治
ま
る
御
代
」
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
ひ
と
び
と
の
日
常
世
界
を
超
越
し
た
存
在
や
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
ひ
と
は

時
と
し
て
神
と
捉
え
、
ま
た
時
と
し
て
仏
と
捉
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
も
と
は
同
じ
も
の
な
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
、「
治
ま
る

御
代
」
を
い
つ
ま
で
も
守
り
続
け
よ
う
と
い
う
願
い
を
持
つ
存
在
で
あ
り
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
の
願
い
は
、
今
、「
薬
の
水
」

と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
、
ひ
と
び
と
の
前
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
願
い
自
体
は
今
に

始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
神
仏
は
遥
か
以
前
か
ら
、
つ
ね
に
そ
の
願
い
を
持
ち
つ
づ
け
て
き
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ひ
と

び
と
に
わ
か
る
か
た
ち
で
、
ひ
と
び
と
の
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
な
か
な
い
。
た
と
え
ば
、「
山さ

ん
か河

草さ
う
も
く木

お
だ
や
か

に
、
五ご

じ
つ日

の
風
や
十シ

ふ
じ
つ日

の
、
天あ

め

が
下し

た

照
る
日
の
光
、
曇
り
は
あ
ら
じ
、
…
…
」
と
い
う
お
だ
や
か
な
自
然
の
あ
り
方
は
、「
治
ま

る
御
代
の
な
ら
ひ
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
日
常
の
背
後
に
あ
る
も
の
の
願
い
が
日
常
世
界
に
あ
る
か
た
ち
を
と
っ
て
あ
ら
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
願
い
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
、
ひ
と
び
と
は
滅
多
に
、
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
気
づ
か
な
い
。

「
峰
の
嵐
や
、
谷
の
水
音
」
は
、「
衆
生
済
度
の
方
便
の
声
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
先
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
国
は
、〈
領
る
〉〈
知
る
〉
天
皇
に
よ
っ
て
「
治
ま
る
」
国
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背

景
に
あ
る
の
が
、
こ
の
よ
う
な
ひ
と
び
と
の
日
常
世
界
を
超
越
し
た
存
在
や
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
薬
の
泉
」
と
い
う
奇

瑞
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
き
、
ひ
と
び
と
は
そ
の
水
の
背
景
に
、
自
分
た
ち
の
日
常
世
界
を
超
え
た
神
や
仏
と
い
っ
た
も
の
を
感
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じ
と
り
、
ひ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
願
い
や
誓
い
が
、
自
分
た
ち
の
日
常
世
界
を
か
く
あ
ら
し
め
て
い
る
こ
と
、
そ
の
願

い
に
よ
っ
て
「
治
ま
る
御
代
」
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
び
と
が
生
き
る
日
常
世
界
は
、

い
つ
の
世
も
「
治
ま
る
御
代
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
奇
瑞
を
ひ
と
び
と
の
目
の
前
に
も
た

ら
す
の
は
、
雄
略
天
皇
と
い
う
、
特
に
優
れ
て
こ
の
国
を
〈
領
る
〉〈
知
る
〉
天
皇
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、「
し
る
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
の
大
野
晋
の
説
明
を
引
用
す
れ
ば
、「
占
領
す
る
、
統
治
す
る
と
は
、
物

を
残
る
く
ま
な
く
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
。
物
を
残
る
く
ま
な
く
自
分
の
も
の
に
す
る
と
は
、
単
に
所
有
、
領
有
の
意
味
を
こ

え
て
、
物
の
性
質
の
す
み
ず
み
ま
で
も
把
握
す
る
こ
と
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
行
く 11
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
日
常
世
界
を
「
残0

る
く
ま
な
く

0

0

0

0

0

」〈
領
る
〉〈
知
る
〉
に
は
、
当
然
そ
の
背
後
の
世
界
を
も
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
天

皇
と
は
、
祭
儀
を
通
じ
て
、
神
々
つ
ま
り
日
常
世
界
の
背
後
に
あ
る
も
の
と
、
ひ
と
び
と
と
を
つ
な
ぐ
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が

可
能
に
な
る
の
は
、
天
皇
と
い
う
存
在
が
、
お
し
な
べ
て
、
日
本
と
い
う
国
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
〈
領
る
〉〈
知
る
〉
存
在
だ
か

ら
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
天
皇
は
、
そ
の
〈
領
る
〉〈
知
る
〉
と
い
う
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
ひ
と
び
と
の
日
常
世
界
と
、
そ

の
背
後
に
あ
る
も
の
と
を
媒
介
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
考
え
て
み
れ
ば
、「
薬
の
泉
」
が
ひ
と
び
と
の
日
常
世
界
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
当
代
の
天
皇
で
あ
る
雄
略
天
皇
が
、

ひ
と
び
と
の
日
常
世
界
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
と
を
媒
介
す
る
天
皇
と
し
て
、
特
に
優
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
論
冒
頭
で
見
た
『
十
訓
抄
』
や
『
古
今
著
聞
集
』、
あ
る
い
は
『
続
日
本
紀
』
と
い
っ
た
「
養
老
の
滝
」
に
ま
つ
わ
る
話
の
多

く
が
、
そ
の
出
現
を
元
正
天
皇
の
時
代
と
し
て
い
る
の
に
対
し 12
、
謡
曲
「
養
老
」
が
そ
の
時
代
設
定
を
雄
略
天
皇
の
御
代
と
し
て

い
る
こ
と
も
、
今
述
べ
て
き
た
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

雄
略
天
皇
と
い
え
ば
、
競
争
相
手
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
た
た
き
の
め
し
て
皇
位
に
就
く
と
い
っ
た
よ
う
な
、
豪
胆
で
強
力
な
王
者
像

を
想
像
さ
せ
る
よ
う
な
記
録
が
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
多
々
あ
っ
た
り
、『
万
葉
集
』
巻
一
の
冒
頭
歌
が
そ
の
作
と
さ
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れ
て
い
た
り
と
、
現
在
で
も
古
代
の
代
表
的
天
皇
と
し
て
ひ
と
び
と
に
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の

は
、
雄
略
天
皇
に
ま
つ
わ
る
、
次
の
二
つ
の
逸
話
で
あ
る
。
一
つ
め
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
等
に
録
さ
れ
て
い
る
、
一
言

主
の
神
と
葛
城
山
で
遭
遇
す
る
話
、
二
つ
め
は
、『
日
本
書
紀
』
や
『
日
本
霊
異
記
』
の
開
巻
第
一
話
に
録
さ
れ
た
、
少ち

ひ
さ
こ
べ

子
部
の

栖す
が
る軽

と
い
う
従
臣
に
命
じ
て
雷
を
捕
ら
え
る
話
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
話
の
詳
し
い
内
容
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
録
の
異
同
に

つ
い
て
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
広
く
知
ら
れ
た
逸
話
は
、
雄
略
天
皇
が
、
神
や
雷
と
い
っ
た
、
ひ
と
び
と

の
日
常
世
界
の
背
後
に
あ
る
も
の
と
交
流
す
る
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
た
特
別
な
天
皇
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
、
わ
れ
わ
れ
に

抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る 13
。
謡
曲
「
養
老
」
が
成
立
し
た
時
代
に
、
こ
れ
ら
の
逸
話
が
ど
れ
ほ
ど
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
か
は
わ
か

ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
雄
略
天
皇
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
薬
の
泉
」
を
ひ
と
び
と
の
目
の
前
に
あ
ら
わ
す
天
皇
と
し
て
、
ふ
さ
わ

し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
、
日
常
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
ひ
と
び
と
の
目
の
前
に
そ
れ
と
し
て
わ
か
る
か
た
ち
で
あ
ら
わ
す
と
い
う
天
皇
と

し
て
の
特
質
を
強
烈
に
発
揮
す
る
雄
略
天
皇
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
ひ
と
び
と
の
目
の
前
に
「
薬
の
泉
」
が
あ
ら
わ
れ
、
ひ
と

び
と
は
、
自
分
た
ち
の
日
常
の
背
後
に
、
神
仏
と
い
っ
た
存
在
が
存
す
る
広
が
り
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
び

と
の
日
常
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
変
わ
っ
て
い
き
、
す
べ
て
の
人
が
老
い
て
い
く
、
無
常
な
る
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
背

後
に
は
、
神
仏
と
い
っ
た
、
永
遠
な
る
も
の
の
世
界
が
あ
る
。
そ
の
永
遠
な
る
も
の
の
一
端
が
、
雄
略
天
皇
の
は
た
ら
き
に
よ
り
、

「
薬
の
泉
」
と
し
て
ひ
と
び
と
の
日
常
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
国
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
〈
領
る
〉〈
知
る
〉、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
も
見
通
す
天
皇
と
は
、
永
遠
な
る
も
の
と

交
通
す
る
手
立
て
を
持
つ
存
在
で
あ
る
。「
長
生
」「
不
老
」
が
天
皇
に
属
す
る
と
い
う
老
父
の
理
解
は
、
端
的
に
は
そ
の
こ
と
を

言
っ
て
い
る
。
季
節
の
移
ろ
い
に
刻
々
と
そ
の
姿
を
変
え
て
い
き
、
無
常
な
る
も
の
に
見
え
る
自
然
も
、
年
単
位
で
見
れ
ば
、
同

じ
変
化
を
く
り
か
え
し
、
永
続
・
循
環
し
て
い
る
。「
冬
な
お
緑
す
る
常
緑
の
松
、
し
か
も
春
ご
と
に
若
緑
り
す
る
松 14
」
は
、
そ
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の
よ
う
な
、
無
常
の
背
後
に
あ
る
永
続
・
循
環
と
い
う
自
然
の
あ
り
方
を
、
ひ
と
び
と
に
気
づ
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
松
に

天
皇
が
比
せ
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
無
常
な
る
世
界
の
背
後
に
あ
る
常
な
る
も
の
を
、
ひ
と
び
と
に
垣
間
見
せ
る
存
在
で
あ
る
か
ら

で
あ
る 15
。

こ
の
日
本
と
い
う
国
に
お
い
て
、
ひ
と
び
と
は
、
日
常
の
背
後
に
あ
る
も
の
と
ひ
と
び
と
と
を
媒
介
す
る
天
皇
の
は
た
ら
き
の

下
に
生
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
身
の
ま
わ
り
に
何
気
な
く
あ
る
自
然
は
、
天
皇
の
は
た
ら
き
の
具
現
と
も
言
え
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
普
段
の
生
活
に
お
い
て
、
ひ
と
び
と
は
、
そ
の
は
た
ら
き
に
な
か
な
か
気
づ
く
こ
と
が
な
い
。
た
と
え
ば
、「
養

老
の
滝
」
と
い
う
名
称
の
由
来
を
聞
い
た
後
、
勅
使
と
老
父
は
、
次
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
し
て
い
る
。

　

げ
に
げ
に
聞
け
ば
あ
り
が
た
や
、
さ
て
さ
て
今
の
薬
の
水
、
こ
の
滝
川
の
う
ち
に
て
も
、
と
り
わ
き
在
所
の
あ
る
や
ら
ん
。

　

御
覧
候
へ
こ
の
滝
壺
の
、
す
こ
し
こ
な
た
の
岩
間
よ
り
、
出い

で
来く

る
水
の
泉
な
り
。

「
不
思
議
な
る
泉
」
は
、「
養
老
の
滝
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
養
老
の
滝
」
の
水
が
落
ち
る
滝
壺
か
ら
、
少
し
離
れ
た
と
こ

ろ
に
湧
き
出
て
い
る
。
実
際
の
舞
台
演
出
で
は
、
こ
こ
で
老
父
の
シ
テ
は
湧
き
出
る
泉
を
見
下
す
型
を
す
る
が
、
中
入
後
、
山

神
と
な
っ
た
後
シ
テ
は
、
橋
懸
り
か
ら
は
る
か
に
滝
を
見
上
げ
る
型
を
す
る 16
。「
養
老
」
と
い
う
あ
り
が
た
い
名
を
持
っ
た
滝
は
、

ひ
と
び
と
に
は
と
て
も
見
通
せ
な
い
ほ
ど
は
る
か
遠
い
存
在
、
つ
ま
り
、
治
ま
る
御
代
を
守
り
続
け
よ
う
と
い
う
日
常
の
背
後
に

あ
る
存
在
や
は
た
ら
き
、
こ
こ
で
は
神
仏
の
願
い
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
恵
み
を
象
徴
し
て
い
る
。
し
か
し
「
老
を
養
ふ
」
と

い
う
滝
の
水
の
効
験
は
、
滝
そ
の
も
の
か
ら
で
は
な
く
、
足
も
と
か
ら
湧
き
出
る
「
不
思
議
な
る
泉
」
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
天

皇
と
い
う
媒
介
を
通
し
て
は
じ
め
て
、
ひ
と
び
と
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

日
常
の
背
後
に
あ
る
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
を
ひ
と
び
と
の
前
に
あ
ら
わ
す
天
皇
の
は
た
ら
き
に
、
ひ
と
び
と
は
普
段
な
か
な
か
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気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
雄
略
天
皇
の
御
代
に
あ
ら
わ
れ
た
「
薬
の
水
」
の
「
不
思
議
」
さ
、「
霊
異
」
ゆ
え
に
、
親
子
は

そ
の
よ
う
な
こ
の
国
の
あ
り
方
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
、「
薬
の
水
」
が
湧
き
出
る
泉
そ
れ
自
体
で

は
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
滝
の
方
に
、「
養
老
」
の
名
を
冠
し
た
の
で
あ
る
。

き
れ
い
に
澄
ん
だ
「
薬
の
水
」
が
湧
き
出
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
常
の
背
後
に
あ
る
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
を
ひ
と
び
と
の
前

に
あ
ら
わ
す
天
皇
の
は
た
ら
き
が
、
ひ
と
び
と
に
も
そ
れ
と
し
て
見
え
る
ほ
ど
に
「
澄
む
」
御
代
、「
水み

な
か
み上

澄
め
る
御
代
」
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
ひ
と
び
と
は
日
常
の
背
後
に
あ
る
も
の
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
普
段
は
見
え
て
い
な
い
こ
の
世
の
あ

り
方
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
び
と
の
心
が
「
澄
む
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
た
ち
の
こ
の
無
常
な
る

日
常
が
、
常
な
る
も
の
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
で
、
ひ
と
び
と
の
、
老
い
の
つ
ら
さ
、
淋
し
さ
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
無
常
の
悲
し
さ
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
「
済
み
」、
そ
の
落
ち
着
き
や
安
心
の
中
で
ひ
と
び
と
は
「
住
む
」
こ
と
が

で
き
、「
豊
か
に
住
め
る
」
の
で
あ
る
。

五ひ
と
び
と
は
、
天
皇
と
い
う
存
在
を
通
し
て
日
常
の
背
後
に
あ
る
も
の
に
気
づ
き
、「
澄
み
」「
済
む
」
こ
と
で
、「
豊
か
に
住

め
る
」。
し
か
し
、
天
皇
と
ひ
と
び
と
と
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
、
天
皇
と
い
う
「
水
上
」
か
ら
民
と
い
う
「
流
れ
の
末
」
へ
、

と
い
う
一
方
的
な
も
の
で
は
な
い
。

勅
使
が
老
父
に
「
不
思
議
な
る
泉
」
に
案
内
さ
れ
、
両
者
が
「
…
…
千
代
に
八
千
代
の
例
ま
で
も
、
ま
の
あ
た
り
な
る
薬
の
水
、

ま
こ
と
に
老
を
、
養
ふ
な
り
」
と
謡
っ
た
後
に
、
次
の
よ
う
な
詞
章
が
あ
る
。
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老
を
だ
に
養
は
ば
、
ま
し
て
盛
り
の
人
の
身
に
、
薬
と
な
ら
ば
い
つ
ま
で
も
、
御
寿
命
も
尽
き
ま
じ
き
、
泉
ぞ
め
で
た
か
り

け
る
。

「
御
寿
命
」
と
は
、
当
然
、
天
皇
の
寿
命
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
泉
の
水
が
老
い
を
養
う
と
い
う
の
な
ら
ば
、
ま
し
て
盛
り
の

人
の
身
に
は
薬
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
そ
う
で
あ
れ
ば
天
皇
の
御
寿
命
が
尽
き
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
後
に
は
、「
汲
め
や
汲
め
御み

く
す
り薬

を
、
君
の
た
め
に
捧
げ
ん
」
と
い
う
詞
章
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
天
皇
と
い
う
存
在
を
介
し

て
も
た
ら
さ
れ
た
「
薬
の
水
」
を
、
今
度
は
天
皇
に
捧
げ
る
と
い
う
こ
の
こ
と
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
行
為
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
親
子
に
は
あ
き
ら
か
な
長
命
や
若
返
り
、
不
老
不
死
を
も
た
ら
し
て
は
い
な
い
「
不
思
議
な
る
泉
」
の
水
に
よ
っ

て
、
天
皇
の
「
御
寿
命
も
尽
き
ま
じ
」
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
老
父
の
話
を
一
通
り
聞
い
た
勅
使
は
、
そ
の
感
激
を
、「
げ
に
あ
り
が
た
き
薬
の
水
、
急
ぎ
帰
り
て
わ
が
君
に
、

奏
聞
せ
ん
こ
そ
う
れ
し
け
れ
」
と
表
現
し
て
い
た
。「
薬
の
水
」
と
い
う
奇
瑞
を
目
の
当
た
り
に
で
き
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の

奇
瑞
の
こ
と
を
「
急
ぎ
帰
り
て
わ
が
君
に
、
奏
聞
」
で
き
る
こ
と
が
う
れ
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
勅
使
は
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
天
皇
が
十
全
に
〈
知
る
〉
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
「
不
思
議
な
る
泉
」
を
「
急

ぎ
見
て
参
れ
」
と
い
う
天
皇
の
命
を
受
け
て
、
美
濃
の
地
に
や
っ
て
き
た
。
そ
し
て
親
子
の
話
を
聞
く
こ
と
で
、「
不
思
議
な
る

泉
」
が
、
ま
さ
に
天
皇
の
媒
介
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
薬
の
水
」
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
天
皇
の
は
た
ら
き
は
、

〈
都
〉
か
ら
遠
く
離
れ
た
〈
鄙
〉
の
山
中
、
し
か
も
天
皇
も
〈
知
る
〉
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
思
わ
れ
た
「
不
思
議
な
る
泉
」

に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
雄
略
天
皇
の
〈
領
る
〉〈
知
る
〉
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
こ
の
国
が
十
全
に
治
め
ら
れ
、

治
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
老
父
が
、「
薬
の
水
」
を
飲
む
こ
と
で
、
日
常
の
背
後
に
あ
る
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
を

ひ
と
び
と
の
前
に
あ
ら
わ
す
天
皇
の
は
た
ら
き
に
気
づ
き
、
老
い
に
悩
む
心
が
「
澄
み
」、「
豊
か
に
住
め
る
」
の
も
、
天
皇
の
は
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た
ら
き
に
よ
っ
て
、
老
父
の
心
が
お
さ
め
ら
れ

0

0

0

0

0

、
お
さ
ま
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
の
天
皇
は
、
そ
の
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
あ
き
ら
か
に
認
識
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
勅
使
を

送
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
皇
の
〈
領
る
〉〈
知
る
〉
は
た
ら
き
は
、
勅
使
に
よ
る
「
薬
の
水
」
や
民
の
あ
り
方
の
報
告
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
て
完
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
曲
の
最
後
、
山
神
は
雄
略
天
皇
の
御
代
を
称
え
て
神
舞
を
舞
い
、
次
の
よ
う
に
歌
う
。

松
蔭
に
、
千
代
を
映
せ
る
、
緑
か
な
。
さ
も
い
さ
ぎ
よ
き
、
山
の
井
の
水
、
山
の
井
の
水
、
山
の
井
の
、
水
滔た

う
た
う々

と
し
て
、

波
悠
々
た
り
。
治
ま
る
御
代
の
、
君
は
舟
、
君
は
舟
、
臣
は
水
、
水
よ
く
舟
を
、
浮
べ
浮
べ
て
、
臣
よ
く
君
を
、
仰
ぐ
御
代

と
て
、
幾
久
し
さ
も
、
尽
き
せ
じ
や
尽
き
せ
じ
、
君
に
ひ
か
る
る
、
玉た

ま
み
づ水

の
、
上か

み

澄
む
時
は
、
下し

も

も
濁
ら
ぬ
、
滝
つ
水
の
、

浮
き
立
つ
波
の
、
返か

へ

す
返が

へ

す
も
、
よ
き
御
代
な
れ
や
、
よ
き
御
代
な
れ
や
、
…
…

こ
こ
で
は
ま
ず
最
初
に
、
松
に
比
せ
ら
れ
る
天
皇
の
蔭
で
、
そ
の
松
の
緑
色
を
映
す
澄
ん
だ
水
と
し
て
の
民
と
い
う
、
先
に
す

で
に
見
た
よ
う
な
天
皇
と
民
の
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
民
を
あ
ら
わ
す
水
は
、「
水
滔た

う
た
う々

と
し
て
、
波
悠
々
た
り
」
と
、

ま
さ
に
「
治
ま
る
御
代
」
に
ふ
さ
わ
し
い
、
悠
然
と
し
た
状
態
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
比
喩
を
受
け
る
か
た

ち
で
、
そ
の
次
に
は
「
君
は
舟
、
臣
は
水
」
に
た
と
え
ら
れ
、
臣
で
あ
る
水
は
、「
よ
く
舟
を
、
浮
べ
」
る
と
い
う
。
こ
の
表
現

は
、『
荀
子
』
の
「
君
ハ
船
也
、
庶
人
ハ
水
也
、
水
ハ
則
チ
船
ヲ
載
セ
、
水
ハ
則
チ
船
ヲ
覆
ス
」
と
い
う
、
船
で
あ
る
「
君
」
が

水
に
「
載
」
る
か
「
覆
」
え
さ
れ
て
し
ま
う
か
は
、
水
に
た
と
え
ら
れ
る
「
庶
人
」
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
く
る
と
い
う

言
葉
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る 17
。
そ
し
て
さ
ら
に
、「
君
に
ひ
か
る
る
、
玉た

ま
み
づ水

の
、
上か

み

澄
む
時
は
、
下し

も

も
濁
ら
ぬ
」
と
、
ふ
た
た

び
、
天
皇
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
民
の
あ
り
方
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
、
天
皇
と
民
の
間
に
は
、
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天
皇
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
民
の
あ
り
方
は
決
ま
り
、
そ
の
民
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
今
度
は
天
皇
の
あ
り
方
が
決
ま
る
、
そ
し
て
ま

た
そ
の
天
皇
の
あ
り
方
が
民
の
あ
り
方
に
反
映
さ
れ
る
…
…
、
と
い
う
循
環
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
循
環
の
先
に
あ
る
の
は
、「
滝
つ
水
の
、
浮
き
立
つ
波
の
、
返か

へ

す
返が

へ

す
も
、
よ
き
御
代
」
で
あ
る
。
前
節
で
見
た

山
神
の
謡
に
、「
た
き
つ
心
を
、
澄
ま
し
つ
つ
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
が
、「
た
き
つ
」
は
、「
滝
の
」
と
い
う
意
味
と
同
時
に
、

「
た
ぎ
つ
（
滾
つ
・
激
つ
）」
と
い
う
、
心
が
い
ら
だ
ち
、
落
ち
着
か
な
い
状
態
を
あ
ら
わ
す
意
味
も
含
ん
で
い
る
。
老
い
を
は
じ

め
と
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
で
「
た
き
つ
心
」
も
、
天
皇
か
ら
「
薬
の
水
」
が
も
た
ら
さ
れ
、
自
分
た
ち
の
日
常
の
背
後
に

あ
る
も
の
と
、
そ
れ
と
ひ
と
び
と
と
を
媒
介
す
る
天
皇
の
は
た
ら
き
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
心
を
澄
ま
」
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
薬
の
水
」
の
こ
と
が
今
度
は
天
皇
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
天
皇
に
よ
っ
て
「
治
ま
る
御
代
」
が
あ
ら
た
め
て

確
認
さ
れ
、
よ
り
た
し
か
な
も
の
と
な
る
。
天
皇
と
民
と
の
間
で
、「
薬
の
水
」
を
通
し
て
互
い
の
あ
り
方
が
「
返
す
返
す
」
反

映
さ
れ
る
こ
と
で
、「
治
ま
る
御
代
」「
臣
よ
く
君
を
、
仰
ぐ
御
代
」「
よ
き
御
代
」
が
よ
り
た
し
か
な
も
の
、
深
み
を
増
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
の
国
の
あ
り
方
が
、
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
治
ま
る
御
代
」「
よ
き
御
代
」
が
よ
り
た
し
か
な
も
の
と
し
て
実
現
す
る
に
は
、
天
皇
の
は
た

ら
き
に
よ
っ
て
お
さ
め
ら
れ
、
お
さ
ま
っ
て
い
る
民
の
あ
り
方
を
、
民
の
側
か
ら
天
皇
に
「
返
す
」
と
い
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。
そ
れ
は
こ
こ
で
は
、
天
皇
が
十
全
に
〈
知
る
〉
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
「
不
思
議
な
る
泉
」
が
、
実
は
天

皇
の
〈
領
る
〉〈
知
る
〉
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
わ
か
る
か
た
ち
で
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
の
心

が
「
澄
み
」、
そ
し
て
「
豊
か
に
住
め
る
」
よ
う
に
な
る
「
薬
の
水
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
天
皇
に
奏
聞
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

が
、「
御み

く
す
り薬

を
、
君
の
た
め
に
捧
げ
」
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
薬
と
な
ら
ば
い
つ
ま
で
も
、
御
寿
命
も
尽
き
ま

じ
」
と
い
う
の
は
、
雄
略
天
皇
そ
の
人
が
長
命
あ
る
い
は
不
老
不
死
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、〈
領
る
〉〈
知
る
〉
こ
と
で

こ
の
国
を
治
め
る
と
い
う
天
皇
の
は
た
ら
き
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
た
し
か
な
も
の
と
な
っ
た
「
治
ま
る
御
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代
」「
よ
き
御
代
」
が
尽
き
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ひ
と
び
と
の
背
後
に
は
い
つ
の
世
も
、
神
や
仏
と
い
っ
た
何
か
し
ら
永
遠
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
恵
み
は
、「
尽
き

せ
ぬ
御
代
を
守
る
」
と
い
う
願
い
・
誓
い
と
し
て
、
つ
ま
り
、〈
領
る
〉〈
知
る
〉
こ
と
で
こ
の
国
を
治
め
る
天
皇
と
い
う
存
在
を

介
し
て
、
ひ
と
び
と
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
の
国
の
あ
り
方
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
心
が
「
澄
む
」
こ
と

で
、
ひ
と
び
と
の
老
い
の
つ
ら
さ
、
淋
し
さ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
無
常
の
悲
し
さ
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
「
済
み
」、
そ
の
落

ち
着
き
や
安
心
の
中
で
「
住
む
」
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
、
天
皇
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
「
豊
か
に
住
め
る
」
自
身
の
あ
り
方
を
表
現
す
る
こ
と―

、「
薬
の

水
」
や
民
の
あ
り
方
を
天
皇
に
報
告
す
る
こ
と
は
、「
治
ま
る
御
代
」
を
よ
り
た
し
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、

自
身
が
、
そ
の
よ
り
た
し
か
に
な
っ
た
「
治
ま
る
御
代
」
の
一
端
を
担
う
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
に

お
い
て
、
無
常
な
る
ひ
と
び
と
は
、
無
常
な
る
ま
ま
に
、「
治
ま
る
御
代
」
が
尽
き
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
く
こ
の
世
の
一
隅
に
、

た
し
か
に
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
曲
の
作
者
で
あ
る
世
阿
弥
は
、
老
年
に
な
っ
て
流
さ
れ
た
佐
渡
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

遠
く
と
も
、
君
の
御
蔭
に
洩
れ
て
め
や
、
八
島
の
外
も
同
じ
海
山
。（『
金
島
書
』）

永
享
八
年
、
世
阿
弥
七
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
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■ 

註
1 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
十
訓
抄
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
）。『
十
訓
抄
』
成
立
直
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
古
今
著
聞
集
』
に
も
、
同

じ
話
が
、
文
言
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

2 

以
下
「
養
老
」
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
集
（
一
）』（
小
学
館
、
一
九
九
七
）
に
拠
る
。

3 
前
ジ
テ
の
老
人
が
退
場
し
、
後
ジ
テ
の
山
神
が
登
場
す
る
ま
で
の
中
入
に
、
ア
イ
（
狂
言
方
）
の
里
人
が
登
場
し
、
こ
の
水
の
効
験
を
、

「
か
の
親
子
の
者
、
そ
の
滝
壺
に
至
り
、
水
を
掬む

す

び
て
た
べ
候
へ
ば
、
老
人
夫
婦
は
真
つ
盛
り
の
者
と
な
り
、
子
は
い
よ
い
よ
若
く
ま
か

り
な
り
て
候
」
と
、
若
返
り
を
も
た
ら
す
も
の
の
よ
う
に
説
明
す
る
文
言
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
中
入
に
関
し
て
は
、「
前
場
の
末

尾
の
〈
上
歌
〉
の
詞
章
か
ら
す
る
と
、
前
シ
テ
は
中
入
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
舞
台
に
い
て
、
ア
イ
の
場
面
も
な
く
て
、
ひ
き
続
き
別
の
役

者
が
山
神
と
し
て
登
場
す
る
の
が
、
原
型
で
あ
ろ
う
」（
前
掲
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）、「
前
場
の
終
り
の
詞
章
に
照
ら
す
と
、
こ
こ

で
す
ぐ
山
神
が
出
現
し
な
い
と
不
自
然
で
、
古
く
は
、
親
子
の
者
が
勅
使
と
共
に
舞
台
に
残
り
、
別
に
山
神
が
登
場
し
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
百
番
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
）
と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
ま
た
、

小こ
が
き書

（
特
殊
演
出
）《
水す

い
は波

之の

伝で
ん

》
で
は
、
こ
の
間
狂
言
が
省
略
さ
れ
、
後
ジ
テ
の
前
に
後
ツ
レ
が
登
場
し
、
天
女
ノ
舞
を
舞
う
。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、
本
曲
の
成
立
時
に
は
こ
の
中
入
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
こ
の
ア
イ
の
台
詞
も
本
曲
の
も
と

も
と
の
思
想
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
。

4 

吉
村
均
「『
養
老
』
の
世
界―

天
皇
・
民
・
神
仏―

」（『
倫
理
学
紀
要
』
第
七
輯
、
一
九
九
一
）。

5 

『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
十
一
月
十
七
日
条
に
は
、
美
濃
国
不ふ

わ
の破

行か
り
み
や

宮
に
行
幸
し
た
元
正
天
皇
が
、
そ
の
途
上
「
当た

ぎ耆
郡
多た

ど度
山
の

美よ
き
い
づ
み

泉
を
覧み

て
、
自
ら
手
面
を
盥あ

ら

ひ
し
に
、
皮
膚
滑
ら
か
な
る
が
如
し
。
亦ま

た

、
痛
き
処
を
洗
ひ
し
に
、
除
き
愈い

え
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
。

…
…
」
と
い
う
不
思
議
な
泉
に
立
ち
寄
り
、「
醴

れ
い
せ
ん泉

は
美

よ
き
い
づ
み

泉
な
り
。
以も

ち

て
老お

い

を
養
ふ
べ
し
」
と
い
う
符
瑞
書
（
瑞
祥
に
関
し
て
記
し
た

書
）
の
記
述
に
し
た
が
っ
て
、
霊
亀
か
ら
養
老
へ
と
改
元
し
、
大
赦
を
発
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

 

　

元
正
天
皇
に
よ
る
行
幸
、
養
老
へ
の
改
元
等
の
モ
チ
ー
フ
を
こ
の
記
録
と
共
有
す
る
『
十
訓
抄
』『
古
今
著
聞
集
』
の
養
老
説
話
に
対

し
、
時
代
設
定
も
異
な
り
（
雄
略
天
皇
代
）、
天
皇
の
行
幸
も
な
く
、
美
濃
と
い
う
土
地
、「
養
老
」
と
い
う
言
葉
、
効
験
あ
ら
た
か
な

水
と
い
う
こ
と
以
外
、
重
な
る
要
素
が
ほ
と
ん
ど
な
い
謡
曲
「
養
老
」
は
、
こ
れ
ら
と
は
違
う
系
統
の
伝
承
・
記
録
に
材
を
求
め
た
可
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能
性
が
高
い
と
考
え
る
む
き
も
あ
る
。

 

　

謡
曲
「
養
老
」
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
鳥
居
明
雄
・
佐
藤
健
一
郎
「
養
老
と
そ
の
周
辺
（
一
）
～
（
三
）」（『
宝
生
』
昭
和
五
十
二
年

一
月
～
三
月
号
）、
天
野
文
雄
『
世
阿
弥
が
い
た
場
所
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
七
）
等
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
が
、
本
論
で
は
あ
る

思
想
の
表
現
と
し
て
謡
曲
「
養
老
」
を
見
て
い
く
こ
と
を
課
題
と
し
、
本
曲
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
。

6 

大
野
晋
『
日
本
語
の
年
輪
』（
有
紀
書
房
、
一
九
六
四
）。

7 
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
こ
と
は
「
し
ろ
し
め
す
（
し
ら
し
め
す
）」
と
い
う
語
の
含
意
に
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
（
小
学
館
『
日

本
国
語
大
辞
典
』）。

8 

菅
野
也
寸
志
「
め
で
た
さ
の
構
造―

「
養
老
」
の
世
界
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
二
十
四
号
、
一
九
八
四
）。

9 

竹
内
整
一
『
花
び
ら
は
散
る　

花
は
散
ら
な
い―

無
常
の
日
本
思
想
』（
角
川
書
店
、
二
〇
一
一
）
に
ま
と
ま
っ
た
考
察
が
あ
る
。

11 

津
田
左
右
吉
「
文
学
に
現
は
れ
た
る
国
民
思
想
の
研
究
」
二
（『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
所
収
）。

11 

前
掲
註
6
。

12 

前
掲
註
5
参
照
。

13 

『
日
本
霊
異
記
』
開
巻
話
に
雄
略
天
皇
が
雷
を
捕
ら
え
る
逸
話
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
の
思
想
背
景
に
関
し
て
は
、拙
稿
「
天
皇
の
「
恥
」

が
意
味
す
る
も
の―

『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
一
縁
考
」（『
日
本
思
想
史
学
』
第
四
十
二
号
、
二
〇
一
〇
）
で
詳
し
く
論
じ
た
。

14 

相
良
亨
「
世
阿
弥
の
宇
宙
」（『
相
良
亨
著
作
集
6　

超
越
・
自
然
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
所
収
）。

15 

む
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
は
老
い
、
崩
御
す
る
が
、
代
替
わ
り
に
よ
っ
て
、
天
皇
と
い
う
位
格
は
永
続
す
る
と
い
う
こ

と
と
の
類
比
と
い
う
理
由
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

16 

徳
江
元
正
「
作
品
研
究
「
養
老
」」（『
観
世
』
昭
和
四
十
五
年
五
月
号
）、
武
藤
千
鶴
子
「
謡
い
方
と
鑑
賞
『
養
老
』」（『
観
世
』
昭
和

四
十
五
年
六
月
号
）。

17 

前
掲
註
2
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
集
（
一
）』
頭
註
参
照
。

（
い
と
う
・
ゆ
き
こ　

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
特
任
研
究
員
）



Summaries

(142)

In the Noh play Yōrō, thought to have been written by Zeami, an imperial 

messenger has been dispatched to Mino Province far from the capital because of 

rumors of a mysterious spring. He interviews the father and son who discovered the 

spring and listens to their description of the auspiciousness of the spring’s water. 

Later, the local mountain deity appears and praises the reign of Emperor Yūryaku, 

in which such auspicious water wells up from below.

While the old father says that one feels extremely elated when drinking water 

from this mysterious spring that has appeared near a waterfall called Yōrō and it 

certainly has the effect of “alleviating old age,” he points out that this does not 

mean that drinking from the spring prolongs one’s life span, makes one young 

again, or turns one into an immortal. 

The water from this spring is extremely pure, and upon drinking it, the hearts 

of people are also purified from the hardship of old age. The purity of the water 

affects all aspects of people’s lives, although it cannot stop the process of growing 

old itself.

In this story, this water also symbolizes the relationship between the emperor 

and the people. When the upper stream, standing in for the ruler of the realm, is 

pure, then the people, portrayed as the lower stream, can have their hearts purified, 

their spirits lifted, and live fulfilled lives. In the play, all these effects are expressed 

using the homophone verb sumu in combination with different Chinese characters 

to express this interwoven relationship. Behind the people of the realm and nature 

“Alleviating Old Age”: The Background of the 
Noh Script Yōrō

Yukiko Itō
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as such looms the presence of the emperor and everyone lives because of his grace. 

By becoming aware of this cosmological structure, the people gain the ability to 

locate themselves within this world and live content lives.

This does not mean that their lives become liberated from the hardships of 

life, but Yōrō rather serves to transmit Zeami’s own worldview and philosophy that 

by being able to locate oneself in this world, one experiences closure and emotional 

relieve.
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