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一　

女
の
教
養
と
し
て
の
音
楽

　

平
安
時
代
の
貴
族
に
と
っ
て
音
楽
が
、
日
々
暮
ら
し
て
ゆ
く
中
で
、
大
き
な
楽
し
み
の
一
つ
だ
っ
た
こ
と
は
「
遊
び
」
が
「
管
絃
」
を

意
味
す
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
公
的
な
場
で
も
私
的
な
場
で
も
、
男
性
も
女
性
も
、
集
団
で
個
人
で
、
笛
を
吹
い
た
り
琴
を
奏
で
た

り
、
人
々
は
様
々
に
楽
し
み
心
を
慰
め
た
。
村
上
天
皇
の
女
御
と
な
っ
た
藤
原
芳
子
が
幼
い
時
、
父
親
（
師
尹
）
に
、「
一
つ
に
は
御
手

（
習
字
）
を
習
ひ
た
ま
へ
。
次
に
は
琴き

ん

の
御
琴こ

と

を
人
よ
り
こ
と
に
弾
き
ま
さ
ら
む
と
お
ぼ
せ
。
さ
て
は
古
今
の
歌
（
古
今
和
歌
集
）
二
十

巻
を
み
な
浮
か
べ
さ
せ
た
ま
ふ
を
御
学
問
に
は
せ
さ
せ
た
ま
へ
」（『
枕
草
子
』「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
す
み
の
」）
と
教
え
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
有
名
だ
が
、
美
し
い
筆
跡
、
和
歌
と
な
ら
ん
で
音
楽
（
こ
こ
で
は
特
に
琴き

ん

）
に
秀
で
る
こ
と
が
、
未
来
の
お
妃
教
育
の
一
環
と
し
て

必
要
と
さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
お
妃
教
育
と
い
う
わ
け
で
な
く
て
も
、『
落
窪
物
語
』
の
女
主
人
公
で
あ
る
姫
君
は
、
幼
い
頃
母

親
に
死
に
別
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
母
弟
に
箏
の
琴
を
教
え
る
ほ
ど
の
上
手
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
し
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
紫

の
上
は
、
光
源
氏
か
ら
琴
を
教
わ
っ
て
い
る
（
後
に
描
か
れ
る
女
楽
で
は
和
琴
を
担
当
す
る
）
の
で
、
当
時
の
姫
君
の
教
養
の
一
つ
と
し

て
「
音
楽
」（
女
の
場
合
は
琴こ

と

〔
箏
・
和
琴
・
琴き

ん

・
琵
琶
な
ど
絃
楽
器
の
総
称
〕）
の
才
能
は
重
要
視
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
素
晴

ら
し
い
男
性
を
引
き
つ
け
る
た
め
の
み
な
ら
ず
、
当
時
女
性
の
行
動
範
囲
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
日
々
の
つ
れ
づ
れ
を
慰

琴こ
と

を
弾
か
な
い
か
ぐ
や
姫
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め
る
手
段
と
し
て
有
効
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
高
畑
勲
監
督
に
よ
る
映
画
『
か
ぐ
や
姫
の
物
語
』（
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
・
二
〇
一
三
年
）
の
中
に
は
、
か
ぐ
や
姫
が
琴こ

と

を

奏
で
る
シ
ー
ン
が
た
び
た
び
描
か
れ
て
い
る
。
映
画
の
中
で
、
富
裕
層
と
な
っ
た
翁
は
、
都
の
女
房
を
教
育
係
と
し
て
雇
い
、
様
々
な
教

養
を
か
ぐ
や
姫
に
身
に
つ
け
さ
せ
て
お
り
、
先
に
触
れ
た
よ
う
な
当
時
の
女
君
の
教
養
の
一
つ
と
し
て
「
琴
」
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
合

わ
せ
る
と
、
か
ぐ
や
姫
が
琴
を
奏
で
た
と
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
不
自
然
で
は
な
い
。
し
か
し
、
実
は
『
竹
取
物
語
』
に
か
ぐ
や
姫
が
琴
を

弾
く
場
面
は
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
和
歌
の
贈
答
は
あ
っ
て
も
、
男
君
と
の
合
奏
は
も
ち
ろ
ん
、
独
奏
場
面
も
な
い
。
そ
も

そ
も
、
か
ぐ
や
姫
は
、
琴
を
弾
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
弾
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫
が
、

音
楽
に
携
わ
ら
な
い
人
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
拘
っ
て
み
た
い
。

二　
『
竹
取
物
語
』
の
中
の
音
楽

　
『
竹
取
物
語
』
の
中
に
、
全
く
音
楽
に
関
す
る
叙
述
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
五
人
の
貴
公
子
及
び
、
帝
に
関
わ
る
部
分
に
一
箇
所
ず

つ
あ
る
。

　

五
人
の
貴
公
子
に
関
わ
る
音
楽
描
写
は
、
か
ぐ
や
姫
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
と
し
て
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
形
で
、

か
ぐ
や
姫
に
求
婚
し
た
か
確
認
し
な
が
ら
み
て
ゆ
く
。
か
ぐ
や
姫
が
裳
着
を
終
え
た
あ
と
、「
世
界
の
男を

の
こ

、
あ
て
な
る
も
、
賤
し
き
も
」

心
を
乱
し
争
っ
て
求
婚
す
る
。
全
く
相
手
に
さ
れ
な
い
こ
と
に
断
念
す
る
男
た
ち
が
多
い
中
、
残
っ
た
の
が
五
人
の
求
婚
者
た
ち
で
あ
っ

た
。

そ
の
中
に
な
ほ
言
ひ
け
る
を
、
色
好
み
と
い
は
る
る
か
ぎ
り
五
人
、
思
ひ
や
む
時
な
く
、
夜
昼
来
た
り
け
り
。
そ
の
名
ど
も
、
石
作

の
皇
子
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
、
右
大
臣
阿
部
御み

う

し
主
人
、
大
納
言
大
伴
御み

ゆ
き行

・
中
納
言
石
上
麿
足
、
こ
の
人
々
な
り
け
り
。
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世
の
中
に
多
か
る
人
を
だ
に
、
少
し
も
容か

た
ち貌

よ
し
と
聞
き
て
は
、
見
ま
ほ
し
う
す
る
人
ど
も
な
り
け
れ
ば
、
か
ぐ
や
姫
を
見
ま
ほ

し
う
て
、
物
も
食
は
ず
思
ひ
つ
つ
、
か
の
家
に
行
き
て
、
た
た
ず
み
歩
き
け
れ
ど
、
甲
斐
あ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
文
を
書
き
て
や
れ

ど
も
、
返
事
も
せ
ず
。
わ
び
歌
な
ど
書
き
て
お
こ
す
れ
ど
も
、
甲
斐
な
し
と
思
へ
ど
、
霜
月
・
師
走
の
降
り
凍
り
、
水
無
月
の
照
り

は
た
た
く
に
も
、
障
ら
ず
来
た
り
。（
二
十
頁
）

　

ま
ず
彼
ら
が
行
っ
た
の
は
、
竹
取
の
翁
の
家
に
行
っ
て
た
た
ず
ん
だ
り
歩
い
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
垣
間
見
す
る
機
会
を
ね
ら
っ
て

で
あ
ろ
う
が
、
何
の
甲
斐
も
な
い
。
手
紙
を
送
る
け
れ
ど
も
返
事
は
来
な
い
。「
わ
び
歌
」（
相
手
を
思
っ
て
嘆
く
歌
）
つ
ま
り
恋
歌
を
書

い
て
送
っ
て
も
効
果
は
な
い
。
そ
れ
で
も
五
人
は
あ
き
ら
め
な
い
。
ど
ん
な
悪
天
候
で
も
や
っ
て
く
る
。
夕
暮
れ
時
に
な
る
と
、「
例
の
」

（
い
つ
も
の
よ
う
に
）
竹
取
の
翁
の
家
に
男
た
ち
は
集
ま
っ
た
。

日
暮
る
る
ほ
ど
、
例
の
集
ま
り
ぬ
。
あ
る
い
は
笛
を
吹
き
、
あ
る
い
は
歌
を
う
た
ひ
、
あ
る
い
は
声し

や
う
が歌

を
し
、
あ
る
い
は
嘯う

そ

を
吹

き
、
扇
を
鳴
ら
し
な
ど
す
る
に
、
翁
、
出
で
て
い
は
く
、「
か
た
じ
け
な
く
、
穢き

た

な
げ
な
る
所
に
、
年
月
を
経
て
も
の
し
給
ふ
こ
と
、

き
は
ま
り
た
る
か
し
こ
ま
り
」
と
申
す
。（
二
三
頁
）

　

手
紙
を
送
っ
て
も
、
和
歌
を
書
い
て
も
返
事
を
も
ら
え
な
か
っ
た
男
た
ち
が
と
っ
た
次
の
手
段
は
、
笛
を
吹
い
た
り
、
歌
を
う
た
っ
た

り
、
声
歌
（
笛
な
ど
の
楽
譜
の
旋
律
を
口
ず
さ
む
こ
と
）
を
し
た
り
、
口
笛
を
吹
い
た
り
、
扇
を
鳴
ら
し
て
リ
ズ
ム
を
と
っ
た
り
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
手
紙
や
和
歌
に
対
し
て
の
返
事
が
も
ら
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
か
ぐ
や
姫
が
自
分
達
の
手
紙
を
読
ん
で
く
れ
た
か
ど
う

か
す
ら
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
男
達
は
、
手
紙
や
歌
と
い
う
言
葉
で
心
情
を
述
べ
る
こ
と
を
や
め
、
必
ず
相
手

に
届
く
音
楽
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
手
紙
は
読
ま
な
い
と
い
う
こ
と
が
可
能
だ
が
、
音
楽
で
あ
れ
ば
聞
か
な
い
と
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い
う
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
返
答
（
反
応
）
が
な
く
て
も
、
自
分
の
想
い
を
の
せ
た
音
楽
は
「
音
」
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
必
ず
か
ぐ
や
姫
の
耳
に
届
く
と
い
う
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
る
。
物
語
に
お
い
て
、
こ
の
音
楽
が
か
ぐ
や
姫
の
心
に
届
い
た
、
と
い

う
風
に
は
描
か
れ
な
い
が
そ
の
代
わ
り
に
翁
が
五
人
の
前
に
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
と
い
わ
ゆ
る
難
題
を
そ
れ
ぞ
れ
に
課
す
の
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
全
く
返
事
も
甲
斐
も
な
か
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
か
ぐ
や
姫
の
望
み
の
品
を
持
参
す
れ
ば
求
婚
を
承
諾
す
る
と
い
う
一

歩
進
ん
だ
（
色
良
い
？
）
返
事
が
、
音
楽
を
奏
で
る
と
い
う
行
為
の
あ
と
に
、
描
か
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、「
音
楽
の
力
」
と
い
う
よ
う

な
も
の
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
付
け
加
え
る
な
ら
ば
誰
が
何
を
演
奏
し
た
は
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
面
白
い
。
こ
こ
は
人
物
と

楽
器
が
結
び
つ
く
こ
と
に
力
点
が
あ
る
の
で
は
な
く
、「
音
楽
」
を
奏
で
た
と
い
う
事
実
に
重
点
が
あ
る
描
写
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

帝
に
関
わ
る
音
楽
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
か
ぐ
や
姫
が
昇
天
し
た
後
に
記
さ
れ
る
。

中
将
、
人
々
引
き
具
し
て
帰
り
参
り
て
、
か
ぐ
や
姫
を
、
え
戦
ひ
と
め
ず
な
り
ぬ
る
こ
と
、
こ
ま
ご
ま
と
奏
す
。
薬
の
壺
に
御
文
そ

へ
て
参
ら
す
。
ひ
ろ
げ
て
御
覧
じ
て
、
い
と
あ
は
れ
が
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
物
も
き
こ
し
め
さ
ず
。
御
遊
び
も
な
か
り
け
り
。（
七
六

頁
）

　

か
ぐ
や
姫
を
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
聞
い
た
帝
は
、
形
見
の
品
の
不
死
の
薬
や
手
紙
を
見
て
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
、
何

も
口
に
せ
ず
、「
御
遊
び
」
と
い
っ
た
公
的
な
管
絃
の
演
奏
会
と
い
っ
た
こ
と
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
。「
御
遊
び
も
な
か
り
け
り
」
は
、

帝
の
悲
し
み
の
深
さ
を
語
る
表
現
と
し
て
あ
る
。
例
え
ば
、
桐
壺
更
衣
の
死
後
、
弘
徽
殿
女
御
が
「
月
の
お
も
し
ろ
き
に
、
夜
更
く
る
ま

で
遊
び
を
ぞ
し
た
ま
ふ
」
の
を
聞
い
て
、
桐
壺
帝
が
「
い
と
す
さ
ま
じ
う
も
の
し
」
と
感
じ
た
よ
う
に
、『
竹
取
物
語
』
の
帝
も
、
宮
中

で
の
「
遊
び
」
を
や
め
る
ほ
ど
、
心
傷
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
末
の
「
け
り
」
は
、「
管
絃
の
宴
も
な
い
ほ
ど
の
帝
の
悲
し
み
の
深

さ
な
ん
で
す
よ
」
と
い
う
語
り
手
の
詠
嘆
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
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『
竹
取
物
語
』
に
あ
る
音
楽
の
記
述
は
以
上
の
二
点
の
み
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、『
竹
取
物
語
』
は
物
語
の
作
品
形
成
に
音
楽
を
ほ
と
ん

ど
用
い
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
後
に
続
く
『
う
つ
ほ
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』『
浜
松
中
納
言
物
語
』『
狭
衣
物

語
』
な
ど
、
多
く
の
作
り
物
語
が
、
物
語
の
中
に
音
楽
を
多
く
深
く
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
あ
る
意
味
異
質
で
さ

え
あ
る
。
と
は
い
え
、『
竹
取
物
語
』
の
音
楽
の
叙
述
が
、
か
ぐ
や
姫
に
求
婚
す
る
五
人
の
貴
公
子
と
帝
と
い
う
主
要
な
男
君
た
ち
に
関

わ
ら
せ
て
あ
り
、
目
立
つ
形
で
な
い
に
し
て
も
、
物
語
の
中
に
意
味
を
も
っ
て
織
り
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
う
受
け
止

め
る
と
、
か
ぐ
や
姫
が
琴
を
演
奏
す
る
場
が
な
い
こ
と
も
深
読
み
し
た
く
な
る
。
桐
壺
帝
が
亡
き
更
衣
の
こ
と
を
、「
心
こ
と
な
る
物
の

音
を
か
き
鳴
ら
し
」（
桐
壺
巻
）
て
い
た
と
想
起
す
る
よ
う
な
音
楽
で
の
交
流
は
、
五
人
の
貴
公
子
た
ち
と
は
も
ち
ろ
ん
、
帝
と
か
ぐ
や

姫
の
間
に
も
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
更
に
い
え
ば
、
合
奏
は
も
ち
ろ
ん
、
か
ぐ
や
姫
の
独
奏
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

か
ぐ
や
姫
が
琴
を
弾
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
物
語
は
あ
え
て
か
ぐ
や
姫
に
琴
を
弾
か
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

か
ぐ
や
姫
は
「
月
の
都
」
の
人
で
あ
り
、
天
人
に
迎
え
ら
れ
昇
天
し
た
。
そ
も
そ
も
「
天
人
」
は
極
上
の
音
楽
を
奏
で
、
愛
で
る
人
な
の

で
あ
る
。「
月
の
都
」
の
人
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
に
音
楽
の
才
が
な
い
は
ず
は
な
い
。

三　

音
楽
に
よ
る
天
と
の
交
流

　

天
人
と
音
楽
が
深
く
関
係
す
る
こ
と
は
、
王
朝
物
語
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
の
大
き
な
柱
の
一
つ
に
、
俊
蔭
一
族
四

代
に
わ
た
る
秘ひ

琴き
ん

伝
授
が
あ
る
が
、
そ
の
秘
琴
を
手
に
入
れ
た
の
が
渡
唐
し
た
俊
蔭
で
あ
っ
た
。

・
…
…
阿
修
羅
、
木
を
と
り
出
で
て
割
り
木
づ
く
る
響
き
に
、
天あ

め
わ
か稚

御み

こ子
下
り
ま
し
ま
し
て
、
琴
三
十
つ
く
り
て
上
り
た
ま
ひ
ぬ
。

か
く
て
、
す
な
わ
ち
、
音
声
楽
し
て
、
天
女
下
り
ま
し
て
、
漆
ぬ
り
、
織
女
、
緒
よ
り
す
げ
さ
せ
て
上
り
ぬ
。（
俊
蔭
巻
・
二
八

頁
）
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・
春
の
日
の
ど
か
な
る
に
、
山
を
見
れ
ば
霞
み
ど
り
に
、
林
を
見
れ
ば
木
の
芽
け
ぶ
り
て
、
花
園
花
盛
り
に
お
も
し
ろ
く
、
照
る
日

の
午
時
ば
か
り
に
、（
俊
蔭
が
）
琴
の
音
を
か
き
た
て
、
声
ふ
り
た
て
て
遊
ぶ
と
き
に
、
大
空
に
音
声
楽
し
て
、
紫
の
雲
に
乗
れ

る
天
人
、
七
人
つ
れ
て
下
り
た
ま
ふ
。（
俊
蔭
巻
・
二
九
頁
）

　

俊
蔭
は
阿
修
羅
に
会
い
、
秘
琴
を
得
る
が
、
そ
の
秘
琴
を
造
っ
た
の
は
、
天
か
ら
下
り
た
天
稚
御
子
で
あ
り
、
妙
な
る
音
楽
の
響
き
に

の
っ
て
天
下
り
、
琴
に
漆
を
塗
っ
た
の
は
天
女
だ
っ
た
。
俊
蔭
が
秘
琴
を
手
に
奏
で
る
と
、
大
空
か
ら
ま
た
妙
な
る
音
楽
が
鳴
り
響
き
、

紫
の
雲
に
乗
っ
た
天
人
が
七
人
下
り
て
く
る
。

　

弾
琴
で
天
人
を
降
下
さ
せ
る
の
は
、
俊
蔭
の
孫
、
仲
忠
も
同
様
で
あ
る
。

仲
忠
、
七
人
の
人
の
調
べ
た
る
大
曲
、
残
さ
ず
弾
く
。
涼す

ず
し

、
弥い

や

行ゆ
き

が
大
曲
の
音
出
づ
る
限
り
仕
う
ま
つ
る
。
時
に
天
人
、
下
り
て

舞
ふ
。
仲
忠
、
琴
に
合
は
せ
て
弾
く
。

　

朝
ぼ
ら
け
ほ
の
か
に
見
れ
ば
飽
か
ぬ
か
な
中
な
る
乙
女
し
ば
し
と
め
な
む

帰
り
て
、
今
一
か
へ
り
舞
ひ
て
上
り
ぬ
。（
吹ふ

き
あ
げ上

下
巻
・
五
三
三
頁
）

　

宮
中
で
の
仲
忠
と
涼
に
よ
る
琴
の
競
演
に
よ
り
、
天
女
を
降
下
さ
せ
る
。
朝
ぼ
ら
け
の
光
の
中
で
見
た
天
女
を
こ
の
世
に
も
う
し
ば
ら

く
引
き
止
め
た
い
、
と
い
う
仲
忠
の
思
い
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
、
天
女
は
も
う
一
度
戻
り
、
そ
の
あ
と
昇
天
し
た
。

　
『
夜
の
寝
覚
』
で
小
姫
君
は
、
八
月
十
五
夜
の
夜
、
夢
の
中
で
、
天
人
か
ら
琵
琶
の
奏
法
を
伝
授
さ
れ
る
。

…
…
小
姫
君
の
御
夢
に
、
い
と
め
で
た
く
き
よ
ら
に
、
髪
上
げ
う
る
は
し
き
、
唐
絵
の
様
し
た
る
人
（
天
人
）、
琵
琶
を
持
て
来
て
、
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「
今
宵
の
御
箏
の
琴
の
音
、
雲
の
上
ま
で
あ
は
れ
に
響
き
聞
こ
え
つ
る
を
、
訪
ね
参
で
来
つ
る
な
り
。
お
の
が
琵
琶
の
音
弾
き
伝
ふ

べ
き
人
、
天
の
下
に
は
君
一
人
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
。
…
…
」（
巻
一
・
一
七
～
一
八
頁
）

　

小
姫
君
が
奏
で
て
い
た
箏
の
音
色
に
惹
か
れ
、
琵
琶
を
伝
授
し
に
下
り
て
き
た
と
言
う
。
こ
の
天
人
は
翌
年
の
十
五
夜
の
姫
君
の
夢
に

現
れ
、
残
り
の
奏
法
を
伝
授
す
る
が
、
そ
の
ま
た
翌
年
は
現
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
か
へ
る
年
の
十
五
夜
に
、
月
な
が
め
て
、
琴
、
琵
琶
弾
き
つ
つ
、
格
子
も
上
げ
な
が
ら
寝
入
り
た
ま
へ
ど
、
夢
に
も
見
え
ず
。

う
ち
お
ど
ろ
き
た
ま
へ
れ
ば
、
月
も
明
け
が
た
に
な
り
に
け
り
。
あ
は
れ
に
口
惜
し
う
お
ぼ
え
、
琵
琶
を
弾
き
寄
せ
て
、

　

天
の
原
雲
の
か
よ
ひ
路
と
ぢ
て
け
り
月
の
都
の
ひ
と
も
問
ひ
来
ず
（
巻
一
・
二
〇
頁
）

ま
た
も
や
夢
に
と
期
待
し
な
が
ら
寝
た
も
の
の
天
人
は
現
れ
ず
、
眼
を
覚
ま
し
、
琵
琶
を
弾
き
寄
せ
て
、
歌
に
思
い
を
託
し
た
。
そ
の
歌

は
前
引
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
朝
ぼ
ら
け
」
歌
と
同
様
「
天
つ
風
雲
の
通
ひ
路
吹
き
と
ぢ
よ
乙
女
の
姿
し
ば
し
と
ど
め
む
」（『
古
今

集
』
雑
上
・
僧
正
遍
昭
）
を
下
敷
き
に
す
る
。『
夜
の
寝
覚
』
が
『
う
つ
ほ
物
語
』、
そ
し
て
『
竹
取
物
語
』
を
引
く
こ
と
は
、
弾
琴
に
よ

る
天
人
の
降
下
や
伝
授
、「
八
月
十
五
夜
」
や
天
人
を
「
月
の
都
」
の
人
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、

『
狭
衣
物
語
』
で
は
男
主
人
公
が
笛
を
吹
く
こ
と
で
、
天
人
が
降
下
し
て
お
り
、
天
人
と
音
楽
が
い
か
に
関
わ
り
が
深
い
と
考
え
ら
れ
て

き
た
か
よ
く
わ
か
る
。
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
場
面
が
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
阿
弥
陀
来
迎
図
と
重
ね
る
こ
と
も
既
に
指
摘
の
あ
る
と
こ
ろ
だ

が
、
阿
弥
陀
仏
の
周
辺
に
は
楽
を
奏
で
る
天
人
を
多
く
伴
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
映
画
『
か
ぐ
や
姫
の
物
語
』
も
同
様
の
イ
メ
ー
ジ
で
か

ぐ
や
姫
を
昇
天
さ
せ
、
周
囲
の
天
人
た
ち
は
音
楽
を
奏
で
て
い
る
。

　
『
う
つ
ほ
』
以
下
、
す
べ
て
『
竹
取
物
語
』
以
降
に
成
立
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
当
時
の
人
々
は
天
人
と
音
楽
の
結
び
つ
き
の
強
さ
を



34

既
に
知
っ
て
お
り
、
そ
う
考
え
る
と
か
ぐ
や
姫
に
音
楽
の
才
が
な
い
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
物
語
は
あ
え
て
、『
竹
取
物
語
』
で
か
ぐ
や
姫

に
琴
を
奏
で
さ
せ
な
か
っ
た
、
と
改
め
て
思
う
の
で
あ
る
。

四　

琴
を
弾
か
な
い
か
ぐ
や
姫

　

で
は
、
か
ぐ
や
姫
に
琴
を
弾
か
せ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
彼
女
が
「
月
の
都
」
の
人
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
先
に
、
五
人
の

求
婚
者
が
か
ぐ
や
姫
を
妻
に
と
望
み
、
竹
取
の
翁
の
家
の
辺
り
を
う
ろ
つ
い
て
い
た
の
は
、
彼
ら
が
か
ぐ
や
姫
を
垣
間
見
し
た
か
っ
た
か

ら
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
書
い
た
。
更
に
付
け
加
え
れ
ば
、
か
ぐ
や
姫
が
奏
で
る
琴
の
音
色
を
聞
き
た
い
、
と
い
う
願
望
も
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
当
時
の
男
女
は
、
基
本
的
に
契
り
を
結
ぶ
ま
で
相
手
の
顔
を
見
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
垣
間
見
で
恋
に
落
ち
た

り
、
琴
の
音
色
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
女
と
結
ば
れ
た
り
も
す
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
の
俊
蔭
女
は
、
兼
雅
と
初
め
て
逢
っ
た
際
も
琴
を
弾

き
、
ま
た
、
兼
雅
と
の
再
会
の
契
機
と
な
っ
た
の
も
琴
の
音
色
だ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
光
源
氏
が
末
摘
花
に
興
味
を
持
っ

た
一
因
と
し
て
、
彼
女
が
琴
を
弾
く
と
い
う
の
を
女
房
か
ら
聞
い
た
か
ら
で
あ
る
し
、
須
磨
・
明
石
を
流
離
す
る
光
源
氏
は
、
明
石
の
入

道
よ
り
、
娘
の
明
石
の
君
が
箏
の
琴
の
上
手
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
、
よ
り
興
味
を
か
き
た
て
ら
れ
る
。
恋
と
い
う
も
の
と
無
縁
だ
っ
た
薫

が
宇
治
の
姉
妹
に
惹
か
れ
た
の
は
、
二
人
の
演
奏
を
耳
に
し
姿
を
垣
間
見
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
恋
物
語
に
お
い
て
、
音
楽
は
男
女
を
結
び

つ
け
る
た
め
の
契
機
と
な
る
。
一
方
、
誰
と
も
結
婚
す
る
気
が
な
い
か
ぐ
や
姫
は
、
琴
を
奏
で
男
の
気
持
ち
を
か
き
た
て
る
よ
う
な
こ
と

は
し
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
月
の
都
」
の
人
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
が
琴
を
奏
で
る
と
い
う
行
為
は
、「
月
の
都
（
天
）」
と
交
流
す
る

と
い
う
こ
と
に
繋
が
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

市
川
崑
監
督
『
竹
取
物
語
』（
東
宝
・
一
九
八
七
年
）
で
は
、
か
ぐ
や
姫
（
沢
口
靖
子
）
は
、
八
月
十
五
夜
の
日
の
昇
天
を
水
晶
玉
で

の
天
と
の
通
信
に
よ
っ
て
知
る
。
こ
の
映
画
で
か
ぐ
や
姫
は
宇
宙
人
と
し
て
描
か
れ
、
宇
宙
船
（
Ｕ
Ｆ
Ｏ
）
か
ら
発
せ
ら
れ
る
光
に
の
っ

て
昇
天
す
る
の
だ
が
、『
竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
昇
天
を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
、
物
語
に
は
描
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か
れ
ず
想
像
す
る
し
か
な
い
の
だ
が
、
あ
り
得
た
方
法
の
一
つ
と
し
て
音
楽
に
よ
る
交
信
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
当
時
の
人
々
に

と
っ
て
一
番
自
然
な
「
天
」
と
の
繋
が
り
方
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
ぐ
や
姫
は
最
後
ま
で
、
琴
を
、
音
楽
を
奏
で
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
深
読
み
と
し
て
一
笑
さ
れ
そ
う
だ
が
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
の
拒
否
、
あ
く
ま
で
も
地
上
の
人
で
い
た
い
と

い
う
か
ぐ
や
姫
の
思
い
が
、
琴
を
弾
か
な
い
人
と
し
て
の
あ
り
方
に
窺
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

※
本
文
引
用
は
す
べ
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。




