
　
む
か
し
昔
、
徳
長
に
「
歌
問
答
」
や

「
な
ぞ
か
け
」
を
好
む
允
右
衛
門
と
い

う
よ
く
で
き
た
名
主
さ
ん
が
お
ら
れ
ま

し
た
。
名
主
さ
ん
に
は
お
千
代
と
い
う

美
し
く
気
立
て
の
良
い
一
人
娘
が
お
り
、

近
郷
の
男
達
の
憧
れ
の
的
で
し
た
。�

　
文
政
２
年
、
豪
雨
に
よ
っ
て
法
勝
寺

川
が
氾
濫
し
、
徳
長
も
大
き
な
水
害
に

見
舞
わ
れ
、
多
く
の
家
や
牛
馬
が
失
わ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
名
主
さ
ん
の
頼

み
で
、
朝
金
、
浅
井
、
金
田
な
ど
か
ら

大
勢
の
人
が
駆
け
つ
け
、
皆
の
献
身
的

な
手
助
け
を
借
り
て
徳
長
の
土
地
は

甦
っ
て
い
き
ま
し
た
。�

　
こ
の
手
伝
い
の
中
に
、
何
事
も
一
生

懸
命
や
り
、
地
元
の
人
々
か
ら
大
層
好

か
れ
て
い
た
朝
金
の
啓
次
郎
と
い
う
若

者
が
い
ま
し
た
。
お
千
代
さ
ん
は
、
男

ら
し
い
啓
次
郎
さ
ん
に
夢
中
に
な
り
、

風
邪
を
ひ
い
て
い
て
も
、「
啓
次
郎
さ
ん

の
顔
を
み
て
い
た
ら
治
る
」
と
言
う
ほ

ど
で
、
こ
れ
に
は
啓
次
郎
さ
ん
も
ま
ん

ざ
ら
で
は
な
い
よ
う
で
し
た
。�

　
大
方
里
も
元
通
り
に
な
ろ
う
か
と

い
う
晩
秋
の
頃
、
歌
詠
み
の
大
僧
正
が

名
主
さ
ん
の
家
を
訪
ね
て
き
て
、
歌
講

宿
が
催
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
皆
の

あ
ま
り
に
下
手
な
歌
詠
み
に
、
さ
す
が

の
大
僧
正
も
う
ん
ざ
り
と
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
た
ま
り
か
ね
た
名
主
さ
ん
は

つ
い
、「
え
〜
な
ん
だ
な
、
う
ま
く
歌
詠

み
を
で
き
た
若
い
衆
に
、
う
ち
の
千
代

の
婿
ど
の
に
な
っ
て
も
ら
お
う
！
」
と

言
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
参
加
し
て
い

た
皆
は
、「
と
て
も
だ
ね
え
が
、
歯
が
た

た
ね
ぇ
だ
」
と
み
ん
な
し
り
込
み
し
て

い
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
つ
つ
と
啓
次
郎

が
進
み
出
て
き
て
、「
恐
れ
な
が
ら
、
た

だ
今
申
し
上
げ
ら
れ
ま
し
た
事
、
真
で

ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
？
」
と
聞
く
の
で
、

「
真
、
ま
こ
と
、
こ
の
允
右
衛
門
に
二

言
は
な
い
！
」
と
答
え
る
と
、
啓
次
郎

さ
ん
は
「
へ
い
！
わ
か
り
ま
し
た
！
」

と
言
っ
て
、
そ
れ
き
り
徳
長
か
ら
も
朝

金
か
ら
も
姿
を
消
し
て
し
ま
い
、
瞬
く

間
に
１
年
の
歳
月
が
経
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。�

　
実
は
啓
次
郎
さ
ん
、
あ
の
日
以
来
、

大
山
寺
の
寺
男
と
し
て
修
行
を
し
、
歌

詠
み
を
懸
命
に
学
び
、
先
輩
の
雲
水
が

舌
を
巻
く
ほ
ど
歌
詠
み
が
上
達
し
、「
歌

問
答
」
も
平
気
で
こ
な
せ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
新
し
い
年
を
迎
え
、

と
ん
ど
講
も
あ
け
た
20
日
、
啓
次
郎
さ

ん
が
徳
長
に
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

日
は
名
主
さ
ん
の
家
に
多
く
の
歌
詠
み

が
集
ま
る
日
で
し
た
。�

　
座
長
の
大
方
丈
は
「
こ
た
び
の
お
題

は
「
思
う
よ
う
に
は
い
わ
ざ
り
け
り
」

で
結
び
ま
す
。
ひ
と
つ
上
の
句
付
け
で

即
答
を
賜
り
ま
し
ょ
う
」
す
る
と
名
主

さ
ん
が
「
で
き
ま
し
た
！
『
洗
い
髪
、

油
つ
け
ず
に
、
丸
髷
を
　
お
も
う
よ
う

に
は
結
わ
ざ
り
け
り
』」
と
詠
む
と
、
次

に
「
で
き
ま
し
た
！
」
と
手
を
挙
げ
た

の
は
啓
次
郎
さ
ん
で
す
。「
ぼ
た
餅
を
三

つ
一
度
に
頬
張
っ
て
　
お
も
う
よ
う
に

い
わ
れ
ざ
り
け
り
」
と
詠
み
、
啓
次
郎

さ
ん
の
歌
が
一
番
良
か
っ
た
と
た
い
そ

う
褒
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
即
答

三
段
な
ぞ
か
け
に
参
り
ま
す
ぞ
。『
松
竹

梅
と
か
け
て
な
ん
と
解
く
』」
と
大
方
丈

が
言
う
と
、
啓
次
郎
が
「
松
竹
梅
と
か

け
て
風
呂
と
と
き
ま
す
。
そ
の
心
は『
せ

が
ば
（
満
員
な
ら
）
待
つ
（
松
）、
ぬ
る

き
ゃ
あ
焚
け
（
竹
）
、
熱
け
り
ゃ
う
め

（
梅
）』」
と
答
え
、「
見
事
！
」
と
集
ま

っ
た
歌
詠
み
も
賞
賛
の
声
を
上
げ
ま
し

た
。�

　
名
主
さ
ん
は
「
文
句
な
し
！
気
に
入

っ
た
。
約
束
ど
お
り
千
代
は
啓
次
郎
に

託
そ
う
」
と
い
う
と
、
啓
次
郎
さ
ん
と

お
千
代
さ
ん
は
大
層
喜
び
ま
し
た
。�

お
し
ま
い�

問答�
むこどの�
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