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,Jヽ 宗
祇

の

晩

年

然
る
に
、
此
の
頃
わ
た
く
し
は
再
び
宗
祇
を
顧
み
る
の
磯
合
を
典
へ

ら
れ
た
。
い
ろ
ん
な
資
料
が
集
つ
て
来
た
。
先
進
諸
家
の
す
ぐ
れ

た
研
究
が
あ
る
に
拘
ら
ず
、
わ
た
く
し
は
わ
た
く
し
の
宗
祇
に
瀾
す
る
究
料
を
照
理
し
て

お
ぎ
た
い
ミ
思
っ
た
。
そ
し
て
、
同
時
に
曾
て

の
約
束
を
果
し
た
い
ミ
思
っ
た
。
乃
ち
、
急
に
此
の
文
卒
を
酋
き
は
じ
め

る
こ
ー
、
こ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

い
つ
ぞ
や
わ
た
く
し
は
宗
祇
の
筑
紫
旅
行
が
彼
の
生
姫
に
於
け
る
測
期
的
役
目
を
な
し
て
ゐ
る
こ
ミ
を
物
語
っ
た
。
彼
が
輝
か
し
い
晩

の
興
味
4

ク
有
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

敷
年
前
雑
誌
「
國
語
國
文
の
研
究
」
に
宗
祗
法
呻
の

こ
こ
を
恐
い
た
時
、
わ
た
く
し
は
引
絨
い
て
宗
祗
法
師
の
晩
年
生
活
に
つ
い
て
評

偲
す
べ
き
こ
ミ

を
詞
束
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
、
他
に
緊
咲
な
る
仕
事
を
持
ち
は
じ
め
た
が
た
め
に
、
わ
た
く
し
は
宗
祇
を
顧
み
る
の

い
さ
ま
を
持
た
な
か

っ
た
。
そ
の
う
ち
に
、
幅
井
久
蔵
氏
を
は
じ
め
諸
家
の
研
究
が
あ
ら
は
れ
て
、
わ
が
宗
祇
も
漸
く
明
る
い
脚
光
を
浴

び
る
や
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
研
究
は
、
わ
た
く
し
に
色
ん
な
事
を
敬
へ
て
呉
れ
た
。
わ
た
く
し
は
、
最
近
ま
で
再
ぴ
宗
祗
を
偲
す
る

祇

の

晩

年

小

島

（
四
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）
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蹄
途
に
再
び
豊
浦
に
あ
が
り
此
の
律
師
の
坊
に
訪
ね
て
来
て
、

此
の

一
座
で
宗
祗
は
褻
句
ミ
も
で
十
八
句
を
吐
い
て
ゐ
る
。
第
一
二
句
を
出
し
た
明
欲
-
こ
い
ふ
の
は
、
龍
泉
院
明

猷
律
師
、
筑
紫
L6~
の

雲
閑
か
な
る
春
の
川
上

宗

歓

水
つ
ら
き
観
を
波
や
越
え

ぬ
ら
ん

桂

舞

夜
深
き
空
に
雁
蹄
る
こ
ゑ

宗

作

草
枕
夢
に
も
遠
き
旅
の
道

良

性

宗

賀

山
の
端
は
時
雨
に
ち
か
く
色
付
て

明

猷

賦

何

人

年
の
生
活
は
此
の
筑
紫
か
ら
蹄
つ
て
の
ち
に
始
ま
る
。
わ
た
く
し
が
此
の
た
び
の
筆
も、

宗
祇
は
文
明
十
二
年
の
六
月
初
旬
周
防
の
山
口
に
下
っ
た
。
門
弟
の
宗
長
が
同
伴
し
た
。
山
口
で
の
宿
所
は
本
國
寺
で
あ

っ
た
。
筑
紫

旅
行
は
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
行
は
れ
た
。
九
月
六
日
に
山
口

を
出
褻
し
て
長
門
の
船
木
に
泊
り
、
八
日
に
そ
こ
を
出
喚
し
て
長
府
の

琶
浦
に
宿
り
、
豊
油
宮
宮
司
武
内
忠
國
の
宅
で
迎
歌
の
一
座
が
あ
っ
た
。
究
政
五
年
春
證
月
悶
仮
田
範
正
が
嗚
留
の
て
お
い
た
「
苅
薇
OJ

蕗
」
さ
い
ふ
古
蓮
歌
集
し
は
｀

そ
の
時
の
百
韻
か
敗
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
表
八
句
を
あ
げ
る
-
I
)

、

月
は
み
つ
夕
汐
さ
む
し
秋
の
海

か
ぜ
見
え
初
む
る
穂
霧
の
松

み
や
こ
出
れ
ば
し
ら
ぬ
行
末

文

學

研

” ブL』

忠

國

宗
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そ
の
前
後
か
ら
は
し
め
よ
う
ご
思
ふ
。
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宗

兵
家
茶
話
に
、

祗

あ
る
項
宜
に
途
瘤
す
る
。

の

晩

年

日
頃
の
旅
の
さ
ま
又
都
の
事
な
さ
も
ろ
ミ
も
に
物
語
し
て
、
朝
に
會
あ
り
、

ミ
宗
祇
が
そ
の
紀
行
に
し
る
し
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
蹄
路
に
は
こ
の
人
の
坊
で

一
宿
し
た
の
で
あ
る
。

筑
紫
旅
行
の
こ
さ
は
宗
祗
自
身
の
筑
紫
逍
記
に
く
は
し
く
出
て
を
り
、
わ
た
く
し
も
曾
て
博
多
百
韻

の
紹
介
ご
共
に
く
は
し
く
述
べ
た

か
ら
、
今
は
言
は
ぬ
。
此
の
時
、
宗
祇
は
六
十
歳
、
老
齢
の
彼
ミ
し
て
は
、

ま
こ

f

、こに
感
銘
の
深
い
大
旅
行
で
あ
っ
た
。

宗
祗
は
、
い
つ
頃
蹄
洛
し
た
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
の
ミ

こ
ろ
明
確
な
月
日
が
分
ら
な
い。

筑
紫
か
ら
一
旦
山
口
へ
蹄
り
、
そ
こ
で

な
ほ
暫
く
滞
在
し
て
、
文
明
十
三
年
の
夏
頃
に
は
都
に
蹄
つ
て
来
て
ゐ
た
ゃ
う
で
あ
る
。

大
日
本
史
料
に
引
用
す
る
後
法
興
院
政
家
記
で

は
、
そ
の
年
の
十
二
月
廿
九
日
宗
祗
は
政
家
の
邸
を
訪
問
し
て
を
る
。

宝

文
明
十
四
年
は
後
の
七
月
十
四
日
に
中
院
通
秀
を
訪
問
し
て
ゐ
る
が
、
彼
が
通
秀
に
會
ふ
の
は
、
今
度
が
初
め
て
で
あ
る
。
通
秀
の
日

記
に
よ
る
ミ
、
面
談
如
藉
誠
、
さ
あ
る
。
十
一
月
十
六
日
に
は
、
東
常
紘
か
ら
拾
辿
愚
草
の
歌
五
十
八
首
の
口
他
の
切
帝
を
受
け
て
ゐ

る
。
常
緑
は
、
人
も
知
る
古
今
催
授
の
創
始
者
で
あ
る
。
宗
祇
ミ
の
交
渉
は
文
明
三
年
に
は
じ
ま
つ
て
ゐ
る
事
は
今
更
ら
申
す
ま
で
も
な

か
ら
う
。
拾
逍
愚
草
は
藤
原
定
家
の
家
築
で
あ
る
。

常
緑
に
拾
辿
愚
草
抄
の
著
の
あ
る
こ
さ
は
、
こ
れ
ま
た
識
者
の
知
る
さ
こ
ろ
、
即
ち

此
の
抄
註
に
外
な
ら
ぬ
。
此
の
頃
は
常
緑
も
寄
る
年
波
で
、
身
の
自
由
が
き
か
な
か
っ
た。

此
の
切
昏
も
平
臥
の
ま
＼
附
添
ひ
の
も
の

に
口
授
し
て
書
か
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
日
本
史
料
に
あ
げ
る
常
緑
十
二
月
十
八
日
の
消
息
に
よ
れ
ば
、
わ
た
く
し
逹
は
色
々
ミ
興
味

を
く
り
き
て
さ
ふ
宿
過
る
し
ぐ
れ
か
な
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息
に
は
、

燒
失
し
て
一
字
も
残
ら
ず
さ
也

（
四
八
四
）

束
下
野
守
は
祁
歌
の
道
に
逹
し
古
今
他
授
の
人
な
り
し
が
、
宗
祇
法
師
は
る
ば
る
束
國
に
下
り
て
野
州
に
謁
し
古
今
催
授
を
得
た

り
。
し
か
る
に
下
野
守
は
小
食
山
の
色
紙
百
枚
所
持
し
給
ひ
け
る
が
、
宗
祗
が
心
ざ
し
を
感
じ
て
五
十
枚
あ
た
へ
ら
れ
け
る
。
宗
祇

京
都
へ
蹄
り
し
時
何
方
に
て
か
あ
り
け
む
水
主
に
か
の
色
紙
を
一
枚
く
れ
て
｀
こ
れ
は
天
下
の
重
賓
に
て
汝
水
主
を
や
め
て
世
を
安

く
お
く
る
ほ
き
の
料
さ
も
な
る
も
の
也
ミ
い
ひ
ふ
く
め
ら
る
。
水
主
に
あ
た
へ
ら
る
こ
程
の
こ
さ
な
れ
ば
知
た
る
者
「
J

I

、こに

一
枚
づ

>
五
十
枚
を
皆
呉
れ
た
り
。
常
時
枇
に
残
h
し
は
宗
祗
の
散
ら
さ
れ
し
色
紙
也
。
野
州
の
か
た
に
在
り
し
五
十
枚
は
野
州
没
蕗
の
時

ミ
い
ふ
話
が
出
て
ゐ
る
。
さ
こ
ろ
が
、
此
の
常
緑
の
消
息
で
は
、

黄
門
色
紙
一
枚
御
や
く
そ
く
を
不
漢
逝
に
被
取
寄
候
て
給
候
芳
忠
難
節
候
。
是
者
先
度
申
つ
る
常
縁
以
前
久
所
持
候
を
賊
に
被
啄

失
却
候
餘
念
不
止
候
事
奇
特
に
再
領
候
。
昔
を
存
出
候
而

一
人
感
涙
候
此
程
常
郡
之
山
中
庵
室
を
か
ま
へ
候
て
乍
憚
小
貪
の
山
荘
に

な
そ
ら
へ
｀
老
の
す
さ
み
所
5
せ
は
や
の
有
培
に
候
。

返
々
過
分
に
候
。

さ
い
ふ
。

黄
門
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
京
極
中
納
言
藤
原
定
家
を
指
す
の

で
あ
る
。
常
緑
は
秘
蔵
の
小
念
色
紙
を
賊
徒
に
恋
は
れ
た
。
そ
し

て
宗
祇
か
ら
一
枚
腹
つ
て
感
涙
に
咽
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
兵
家
茶
話

の
物
語
は
こ
れ
を
澗
色
し
て
倦
へ
た
の
で
あ
ら
う
。
ま
た
此
の
浦

一
、
綿
子
一

1

一把
歳
森
祝
儀
さ
し
て
慨
給
候
。

資
老
も
御
旅
所
に
て
萬
不
如
意
た
る
へ
＜
候
。
か
や
う
の
御
志
不
謂
候

さ
あ
る
の
で
見
る
さ
、
宗
祇
も
此
の
歳
の
暮
に
は
、

葵
涙
の
旅
宿
に
あ

っ
た
も
の
A

や
う
で
あ
る
。
常
緑
は
、
ま
た
此
の
時
、
自
ら
書
寓

し
自
ら
校
合
し
て
劫
蔵
の
證
本
さ
し
て
ゐ
た
拾
迫
集
さ
後
拾
辿
集
ミ
を
宗
祇
に
典
へ
、
そ
れ
に
添
へ
て

「
古
今
集
偲
受
の
時
に
門
弟
語
一

文

學

研

究
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宗

祇

の

晩

年

祇
、
宗
長
｀
及
び
櫻
井
基
佐
で
あ
っ
た
。

石

ざ
定
め
申
し
候
上
、
其
れ
以
来
彊
御
執
心
比
類
無
ぎ
事
『
ビ
候
。
帝
国道
世
に
残
さ
る
べ
き
は
、

貴
老
な
ら
で
は
ミ
存
じ
候
間
、
常
緑
が
形
見

「
老
後
は
な
に
に
つ
け
涙
も
ろ
く
候
て
徳
事
た
し
か
な
ら
ず
候
」
さ
述
懐
し
て
ゐ
る
。

常
緑
、
此
の
年
八
十
歳。

そ
の
頃
の
彼
の
生
活
や
心
接
を
偲
ぶ

べ
く
，

且
は
宗
祇

へ
の
箭
誼
を
推
察
す
べ
き
よ
す
が
の
文
字
で
あ
る
。

此
の
歳
三
月
二
十
日
に
は
長
谷
の
前
大
伯
正
逍
興
の
坊
に
於
て
、
何
人
辿
歌
百
削
が
行
は
れ
て
、
宗
祇
も
列
席
し
て
ゐ
る
。
有
名
な
大

原
十
如
院
の
一
二
吟
も
此
の
歳
行
は
れ
た
の

で
あ
る
が
、
月
日
は
分
ら
な
い
。
恐
ら
く
春
の

こ
ーこ
で
で
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
作
者
は
宗

文
明
十
五
年
に
は
正
月
八
日
に
一
一
．
條
四
宜
隆
を
訪
問
し
て
ゐ
る
。
宗
祇
ミ
寓
隆
ミ
の
交
遊
は
、
い
つ
に
初
ま
っ
た
も
の
か
、
明
確
な
こ

-
f
)

は
言

へ
な
い
が
．
文
猷
に
あ
ら
は
れ
た
ミ

こ
ろ
で
は
、
文
明
九
年
七
月
十
一
日
宗
祇
の
草
庵
で
源
氏
物
語
巻
二
の
購
秤
が
あ
っ
た
さ
き

窟
隆
の
聴
講
し
た
の
が
最
初
の

や
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
よ
り
先
．
仝
じ
年
の
二
月
に
時
の
内
大
臣
一
二
條
公
敦
か
ら
竹
林
抄
の
書
窺

を
頼
ま
れ
た
記
事
が
四
隆
公
記
に
あ
る
か
ら
、
此
の
七
月
よ
h
以
前
に
既
ー
し
宗
祇
の
こ『
こ
は
よ
く
知
つ

て
ゐ
た
筈
で
あ
る
。

ま
た
、
牡
丹

花
省
柏
は
四
隆
ー
こ
は
竹
馬
の
友
で
あ
り
、
此
の
雨
三
年
は一二
日
に
あ
げ
ず
省
柏
が
四
隆
邸
に
出
か
け
て
行
つ
て
彼
の
風
流
の
相
手
を
し
て

ゐ
る
か
ら
、
此
の
省
柏
に
よ
っ
て
も
彼
は
宗
祇
の
事
を
よ
く
知
つ
て

ゐ
た
筈
で
あ
る
。
肯
柏
は
宗
祇
の
高
弟
で
あ
り
、
源
氏
物
語
弄
花
抄

奥
害
に
よ
れ
ば
、
文
明
七
、
八
年
の
頃
宗
祇
よ
り
源
氏
の
講
孵
を
聴
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る

U

器
し、

宗
祇
の
名
は
紙
に

一
部
の
人
逹
の
間

で
は
有
名
で
あ
る
。
公
敦
や
肯
粕
や
が
腐
隆
さ
宗
祇
'tJ
+'e:,I
接
近
せ
し
め
る
機
緑

l
f
)

な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
此
の
二
人
の
交
際
は
、
此
の
文

-r
)

い
ふ
歌，を
し
る
し、

か
き
す
て
て
は
か
な
ぎ
跡
の

も
し
ほ
草
た
が
袖
に
か
は
な
み
は
か
か
ら
ん

ー
こ
御
党
あ
る
べ
く
候
」
こ
言
ひ
送
っ
た
。
そ
し
て
、

G

四
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第

三

輯

明
九
年
頃
か
ら
急
激
に
進
ん
だ
も
の
の
如
く
、

翌
十
年
の
正
月
に
は
、
宜
隆
自
身
宗
祇
庵
に
参
賀
に
出
か
け
て
ゐ
る
。
宗
祇
の
庵
室
は
種

茉
庵
さ
呼
ぶ
。
種
至
庵
は
束
山
に
あ
っ
た
こ
だ
け
で
、
場
所
は
、
は
つ
き
り
分
ら
な
い
。

さ
て、

文
明
十
五
年
の
七
月
｀
そ
の
頃
は
宗
祇
は
自
庵
に
ゐ
て
門
人
た
ち
さ
歌
や
蓮
歌
を
架
し
ん
だ
り
、
古
典
の
諧
籾
を
し
た
り
し
て

日
を
送
つ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
が
、
そ
の
月
の
十
八
日
に
、

飛
烏
井
雅
親
が
田
合
の
方
か
ら
上
洛
し
て
其
の
庵
を
訪
ね
て
来
た
。
雅
親
は

新
絞
古
今
躯
の
捩
者
飛
鳥
井
雅
世
の
子
で
、
常
時
に
あ
っ
て
は
二
條
派
歌
學
の
正
統
を
催
へ
る
宗
匠
家
-こ
し
て
、

堂
上
歌
學
の
霞
銀
で
あ

っ
た
。
す
で
に
入
道
し
て
榮
雅
さ
い
ふ
。
宗
祇
は
此
の
飛
鳥
井
家
に
早
く
入
門
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

い
。
雅
親
や
そ
の
弟
の
雅
康
は
宗
祇
ミ
は
非
常
に
親
し
い
交
際
を
し
て
ゐ
て、

宗
祇
の
家
の
歌
會
に
も
此
れ
等
の
人
々
が
打
揃
つ
て

や
っ

て
く
る
し、

ま
た
宗
祇
が
遠
く
旅
に
で
も
出
る
や
う
な
場
合
に
は
餞
の
―
つ
も
し
て
く
れ
た
ー
、
広
＼
ふ
こ
さ
が
宗
祇
家
集
に
見
え
る
。
宵
隆

や
省
柏
も
飛
鳥
井
家
に
入
門
し
て
ゐ
た
。
宜
隆
の
入
門
は
文
明
七
年
で、

そ
の
雅
親
ミ
の
閥
係
は
全
く
師
弟
の
證
を
執
つ
て
ゐ

る
が
、
雅

康
ミ
は
僚
等
親
友
の
脱
係
に
あ
っ
た
。

宜
隆
が
雅
親
に
送
っ
た
入
門
の
将
紙

'
I

ぷ
い
ふ
の
が
、
質
隆
公
記
文
明
七
年
二
月
十
一

1

一
日
の
條
に
出

て

ゐ
る
。
宗
祇
な
さ
も
恐
ら
く
此
れ
ミ
類
似
の
入
門
牲
紙
を
入
れ
た
こ
『
こ
で
あ
っ
た
ら
う
。

業
に
心
敬
な
く
尊
順
な
く
行
助
な
ぎ
の
ち
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
力
批
さ
い
ひ
、
そ
の
學
誠『こ
い
ひ
、
宗
祇
は
連
歌
壊
の
第

一
人
者
で
あ

っ
た
。

杉
原
伊
賀
入
道
宗
伊
は
宗
祇
の
先
蒲
で
あ
り
そ
の
力
砒
絆
歴
も
宗
祇
に
匹
敵
す
る
も
の

で
は
あ
っ
た
が
、
古
典
の
造
詣
に
於
て
宗

祇
に

一
存
を
輸
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
宗
祇
に
は
地
方
の
豪
族
の
蹄
依
者
が
多
い
。
就
中
、
そ
の
尤
も
有
力
な
る
庇
談
者

f

こ
し
て
大
内
政
弘
を
有
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
啓
名
は
日
に
増
し
て
高
ま
つ
て
来
た
。
文
明
十
六
年
十
月
廿
五
日
に
は
小
川
殿
に
召

さ
れ
て
将
軍
義
倫
の
連
歌
の
相
手
を
す
る
の
榮
嬰
を
荷
ふ
こ
さ
に
な
っ
た
。
之
れ
が
彼
の
将
軍
家
ミ
交
渉
を
も
っ
た
最
初
で
あ
る
。
宗
祇

文

學

研

究

冗

そ
の
入
門
の
年
月
は
明
か
で
な
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宗

祇

の

晩

年

ら
宜
隆
の
た
め
に
源
氏
の
諧
設
を
は
じ
め
る
こ
ー
、
こ
に
な
っ
た
。

_＿
 

彼
は
そ
の
注
膠
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
註
に
は
、

1
L
 

「ブ

は
此
の
年
の
前
半
は
旅
行
に
咋
し
て
ゐ
た
。
九
月
下
旬
に
京
都
に
蹄
つ

て
は
来
た
け
れ
き
も
、
廿
六
日
に
質
隆
が
そ
の
草
庵
を
た
づ
ね
た

さ
き
な
さ
、
彼
は
か
ら
だ
を
損
ね
て
散
々
の
弱
り
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
に
は
健
康
も
恢
復
し
た
ミ
見
え
て
、
元
氣
よ
く
脆

軍
の
連
歌
會
に
出
席
し
た
し
、
そ
の
十
一
月
の
中
旬
に
は
、
自
讃
歌
の
註
を
も
作
っ
て
ゐ
る
。
自
啜
歌
は
後
謁
竹
院
の
御
時
、
時
の
歌
人

十
六
人
に
各
自
自
讃
の
歌
十
首
ヤ
奉
ら
し
め
て
．
そ
れ
に
上
皇
の
御
製
十
首
を
添

へ
さ
せ
給
フ
た
も
の
だ

ミ
言
は
れ
る
も
の
で
あ
る
が、

「
ゆ
く
さ
し
を
を
し
ま
の
あ
ま
の
ぬ
れ
ご
ろ
も
重
ね
て
袖
に
波
や
か
く
ら
ん
」
の

解
繹
の
如
く
間
々
如
何
か
ミ
思
は
れ
る
も
の
も
な
い
で
は
な
い
が
、
大
慨
に
於
て
町
女
領
セ
得
た
警
き
ぷ
り
で
常
時
さ
し
て
は
宗
祇
の
鑑
質

眼
を
認
め
て
い
い
。
宗
祇
の
一
生
の
う
ち
で
最
も
愉
快
な
古
典
諧
秤
＃
心
時
代
が
こ
れ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

文
明
十
七
年
一
二
月
二
日
に
飛
鳥
井
雅
康
が
春
日
祉
法
架
百
首
績
歌
を
張
行
し、

宗
祇
も
こ
れ
に
列
席
し
た
が
、
そ
の
翌
月
の
廿
八
日
か

質
隆
は
、
か
ね
が
ね
源
氏
物
語
五
十
四
帖
を
書
寓
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
丁
度
此
の
閏
三
月
廿
一
日
に
全
部
出
来
上
っ
た
。
そ
こ
で
廿
八

日
か
ら
宗
祇
ミ
省
柏
こ
の

二
人
に
源
氏
物
語
ヤ
設
ん
で
貰
ふ
こ
さ
に
し
た
。
最
初
は
葵
の
巻
か
ら
は
じ
め
て
、
宗
祇
が
皮
切
り
を
や
っ

た。

講
設
が
終
つ
て
酒
ゎ
々
出
し
た
。
そ
の
次
は
四
月
一
＝
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
は
宗
祇
が
葵
の
咎
を
諧
じ
終
っ
た
。
更
に
そ
の
次
回
は
四

月
八
日
で
あ
る
が
、
こ
の
日
か
ら
暫
く
宗
祇
が
来
中
に
省
柏
が

そ
の
あ
ミ
を
引
受
け
て
棚
咎
か
ら
叙
叫
み

つ
い
だ
。
十
三
日
に
榊
巻
を
終
り

十
八
日
に
花
散
里
さ
須
磨
の
初
め
の
方
、
廿
三
日
に
須
應
の
俗
半
分
許
．
廿
八
日
に
須
膳
の
咎
を
終
り
、
五
月
三
日
こ
八
日
『
こ
で
明
石
の

（四
八
七
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堡

十
三
日
こ
十
八
日
さ
で
務
籾
、
廿
八
日
迷
小
、
此
の
廿
八
日
に
は
宗
祇
も
座
に
在
つ
て
肯
柏
の
謁
語
を
腔
い
て

ゐ
た
。
肯
柏
の
此

の

源
氏
謁
談
は
な
ほ
六
月
に
入
っ

て
も
絞
い
た
。＿―
-日
に
は
闊
屋
、
給
合
、
八
日
に
は
松
風
、

十＿
―-
日
は
肖
柏
の
故
仰
で
や
め
て
十
八
日
は

那
雲
咎
半
分
，
七
月
＿
―
-
日
隙
雲
咎
末
及
椛
咎
初
、
七
日
樅
咎
を
終
る。

大
閥
五
日
目
鉦
に
誂
筵
の
定
日
を
定
め

て
ゐ
た
ゃ
う
で
あ
る
。

椛

咎
を
終
る
さ

ぉ
祝
に
涸
館
が
出
た
。
そ
し
T
十
五
酋
紹
歌
が
典
行
せ
ら
れ
た
。
小日
柏
の
請
義
は
こ
こ
で
一

段
蕗
み
告
げ
た
の
で
あ
る
。
次

い
で
そ
の
七
月
の
十
九
日
か
ら
は
宗
祇
が
購
設
す
る
こ
こ
に
な
っ
た
。
乙
女
の
巻
を
此
の
日
さ
廿
＿
―
-
日
廿
六
日
の
一
二
囮
で
設
み
終
つ
て
ゐ

る。

阿
隆
は
殊
勝
々
々
さ
い
つ
て
此
の
講
義
に
感
心
し
て
ゐ
る
。

廿
八
日
に
は
弔
墨
巻
、
こ
の
時
は
省
柏
が
来
り
聴
い
た
。
八
月
は
、
七

日
、
八
門

十

一
日、

十＿―
-日、

十
六
日
、
十
八
日
、

廿

一
日
、
廿
一
―-H
．
廿
六
日
ミ
緻
り
、
九
月
一

H
で
梅
枝
咎
に
ま
で
泄
ん
だ。

九

月＿―-日
、
六
日
．
八
日
、
十

一
日、

十
四
日
、
十
六
日
、
十
九
日
．
廿
四
日
、
廿
六
日
、
此
の
日
に
若
菜
下
巻
を
終
つ
て
饂
飩
で
酒
が
出

た
。
宗
祇
は
こ
こ
で

一
應
そ
の
誂
裟
を
終

っ
た

の
で
あ
る
。
宗
祇
は
六
日
か
ら
は
じ
め
て
若
菜
の
巻
上
下
に
八
回
も
か
A

つ
て
ゐ
る
。
此

の
章
は
可
成
り
く
は
し
く
や

っ
た

の
で
あ
ら
う。

そ
の
あ
ミ
は
．
再
び
省
柏
が
引
受
け
て
、

柏
木
咎
か
ら
設
み
は
じ
め
、
十
月
十
一
日
、

十
三
日
、
十
一
月
十
三
日
、
十
九
日
、
廿
八
日

の
五
回
で
御
法
の
咎
ま
で
説
ん
だ
。

此
の
源
氏
の
諧
筵
は
長
期
に
わ
た
る
大
諧
義
で
あ
っ
て
、

翌
文
明
十
八
年
の
夏
ま
で
紹
け
ら
れ
た
。
す
な
は
ち
，
十
八
年
の
正
月
十
一

日
に
宗
祇
が
竹
河
の
巻
セ
諧
じ
ほ
じ
め
た
。
省
柏、

宗
作
、
元
成
等
さ
い

ふ
宗
祇
門
下
が
座
に
列
っ
た
。
十
四
日

に
は
そ
の
絞
き
を
購
じ

た
。
が、

そ
の
次
の
二
月
三
日
の
宇
治
十
帖
か
ら
は
省
柏
が
購
秤
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
宗
祇
が
旅
行
に
出
た
か
ら
で
あ

る。

省
柏
は
五
月

廿
六
日
ま
で
の
間
に
、
橋
姫
か
ら
東
屋
ま
で
を
購
じ
た
。

宗
祇
は
既
に
上
洛
し
て
ゐ
た
の
で
、
六
月
十
日
か
ら
、
ま
た
源
氏
を
講
ず
る
こ

さ
に
な
っ
た
。
浮
舟
巻
か
ら
で
あ
る
。
＋
日
か
ら
蓮
日
十
八
日
ま
で
の
間
に
宇
治
十
帖
を
諧
じ
終

へ
た
。
十
六
日
の
如
き
は
二
度
も
こ
れ

文

界

研

究

四
〇



宗

家
を
語
ら
せ
た
。

祇

の

晩

年

な
さ
公
卿
中
の
鉗
々
た
る
人
た
ち
が
あ
っ
た
。

一
日
、
六
日
、
十

一日、

四

十
六
日，

十
九
日
、

を
行
う
て
ゐ
る
ほ
さ
の
熱
心
さ
で
あ
る
。

十
八
日
に
終
功
し
た
の
で
宜
隆
は
そ
の
夕
方
宗
祇
の
許
へ
謝
證
に
出
か
け
た

6

源
氏
の
講
義
は
二
人
し
て
だ
っ
た
さ
は
言
へ
、
匹
に
十
五
ヶ
月
の
長
月
日
に
わ
た
つ
て
、
こ
れ
を
購
じ
終
へ
た
の
で
あ
る
。
非
常
な
努

ヵ
さ
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
く
し
は
未
だ
質
物
を
見
て
ゐ
な
い
が
、
國
梨
院
大
學
に
あ
る
一
こ
い
ふ
文
明
十
八
年
の
源
氏
物
語
聞

宗
祇
は
ま
た
、
こ
の
源
氏
諧
義
の
間
に
あ
っ
て、

文
明
十
七
年
の
六
月
一
日
か
ら
質
隆
邸
で
伊
勢
物
語
を
諧
じ
て
ゐ
る
。
宗
祇
の
伊
勢

物
語
は
已
に
定
評
が
あ

っ
た
こ
見
え
て
｀

こ
れ
は
半
公
開
な
も
の
で
あ
っ
た
。

聴
衆
に
は
｀
中
御
門
宜
胤
、
滋
野
井
敬
國
、
姉
小
路
某
鋼

あ
る
ミ
思
は
れ
る
。
所
謂
帯
木
別
註
ご
稲
す
る
も
の
が
是
れ
で
あ
る
。

啓
は
恐
＜
此
の
時
の
も
の
な
の
で
あ
ら
う
さ
思
ふ
。

十
三
日
，

廿
一
日

の
七
回
で
功
を
終

ヘ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
々
日
六
月
廿
一
＿
一
日
に

は
徳
大
寺
内
相
邸
で
、
宗
祇
の
源
氏
帯
木
咎
の
講
籾
が
行
は
れ
た。

一
憫
、
徳
大
寺
家
で

は
、
此
の
梨
東
披
詩
の
定
期
講
筵
が
行
は
れ
て
ゐ
て
、
質
隆
は
、
い
つ
も
そ
れ
を
聰
・
ぎ
に
行
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
で
此
の
日
も
宗
祇
を
誘
つ

て
辿
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
宗
祇
の
帯
木
の
諧
義
さ
な

っ
た
の
で
あ
る
。
聰
衆
は
、
右
大
臣
信
批
｀
大
納
言
入
道
榮
雅
、
質

隆
、
基
綱
、
そ
れ
に
中
原
師
宮
な
さ
六
七
人
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
講
席
が
あ
っ
て
の
ち

一
燕
が
勧
め
ら
れ
た
。
座
頭
二
人
を
よ
ん
で
平

宗
祇
の
帯
木
咎
の
講
義
は
そ
の
伊
勢
物
語
に
も
培
し
て
得
意
さ
す
る
さ

こ
ろ
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
此
の
徳
大
寺
邸
で
の
講
義
が
あ
っ
て

か
ら
二
週
間
目
七
月
の
七
日
に
新
作
の
帯
木
巻
抄
出
を
挑
へ
て
廿
隆
を
訪
問
し
た
。

徳
大
寺
邸
で
の
講
義
草
稿
を
も
』
こ
に
し
て
の
述
作
で

源
氏
や
伊
勢
に
刷
す
る
宗
祇
の
知
識
は

一
條
兼
良
か
ら
受
け
る
も
の
が
最
も
多
か
っ
た
。

兼
良
は

一
代
の
碩
學
で
あ
る。

宗
祇
が
此
の

（四
八
九
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る
註
籾
家
で
は
な
い
。

勢
物
語
ミ
共
に
宗
祇
が
生
漉
の
覇
心
事
で
あ
っ
た
。

第

三

輯

（
四
九

0)

人
の
紐
遇
を
得
て
ゐ

た
こ
さ
は
尋
常
で
は
な
か
っ
た
。
雨
者
の
覇
係
は
應
仁
乱
以
前
よ
り
の
こ
さ
ミ
考
へ
ら
れ
る
。

宗
祇
は
兼
良
の
連
歌

會
に
列
席
し
た
。

兼
良
は
宗
祇
の
た
め
に
竹
林
抄
の

序
文
を
密
い
た
り
、
代
始
和
抄
ー
こ

い
ふ
轡
物
を
著
述
し
た
り
し
て
ゐ
る
。
省
柏
間
答

抄
に
よ
れ
ば
、
文
明
九
年
に
宗
祇
が
源
氏
物
話
不
審
の
條
々
を
兼
良
に
等
ね
て
敦
へ
を
乞
う
て
ゐ
る
。
宗
祇
の
根
問
は
河
海
抄
、
花
鳥
餘

情
丘
負
う
て
ゐ
る
。
し
か
し
．

そ
れ
ら
の
註
秤
だ
け
で
は
、
な
ほ
分
ら
ぬ
こ
さ
が
多
い、

そ
れ
を
兼
良
に
尋
ね
た
の
で
あ
る
。
宗
祇
に
は

既
に
文
明
七
年
に
秤
予
編
次
紗
な
る
著
述
が
あ
る
。
深
く
源
氏
を
設
ん
で
ゐ
る
も
の
に
し
て
初
め
て
な
し
得
る
業
紹
で
あ
る
。
は
る
か
後

年
の

こ
さ
で
は
あ
る
が
、
明
應
五
年
に
彼
は
源
氏
物
話
不
審
抄
出
を
持
参
し
て
宜
隆
邸
に
出
か
け
て
ゐ
る
こ
一
こ
が
あ
る
。
明
應
九
年
は
越

後
滞
在
中
で
あ
る
が
、
源
氏
物
語
研
究
郭
目
按
究
に
よ
れ
ば
、
此
の
歳
宗
祇
は
河
海
抄
、
花
鳥
餘
術
の
抄
出
を
や
つ
て
ゐ
る
。
源
氏
は
伊

伊
勢
璽
叩
に
就
い
て
は
宗
祇
の
説
は
主
さ
し
工
藤
原
定
家
本
の
奥
害
に
則
り
、
兼
良
の
説
に
き
き
古
註
．
笠
参
考
こ
し
た
も
の
の
如
く
で

。
然
し、

伊
勢
物
語
の
解
鴛
に
は
彼
は
些
か
自
任
す
る
1
、
)
こ
ろ
が
あ
っ

あ
る
。
知
則
抄
、
愚
見
抄
は
彼
の
軍
要
な
参
考
魯
で
あ
っ
た
ら
う

た。

従
来
の
註
慧
蒙
を
啓
い
て
自
家
の
新
説
を
樹
立
し
た
さ
こ
ろ
も
紗
く
な
か
っ
た
ゃ
う
だ
。
そ
の
註
秤
の
今
に
残
っ
て
ゐ

る
も
の

は
、
伊
勢

璽

叩
山
口
抄
で
あ
る
。
山
口
抄
は
延
徳
初
年
周
防
山
口
に
於
て
諧
筵
を
布
い
た
こ
ぎ
の
購
義
筆
記
で
あ
る
。
此
の
抄
に
於
け
る

彼
の
特
色
は
、

蹴
に
字
句
の
解
膊
だ
け
に
さ
さ
ま
ら
ず
、

そ
の
歌
文
の
妙
味
を
明
か
に
し
よ
う
さ
努
め
て
ゐ
る

こ
さ
で
あ
る
。
彼
は
輩
な

宗
祇
が
伊
勢
物
語
の
諮
義
で
最
も
名
評
ざ
盆
匹
つ
た
の
は
、

長
享
元
年
十
一
月
の
伏
見
宮
家
で
の
講
蕊
‘)、

翌
二
年
四
月
江
州
鈎
の
陣
屋

に
参
申
し
て
将
軍
義
尚
に
之
れ
を
諧
じ
た
こ

•r
J,,
 ,
 で
あ
っ
た
。
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別
れ
ざ
る
以
前
に
先
祖
素
遥
法
師
が
鈴
家
か
ら
受
け
た
説
を
偲
へ
て
ゐ
る
ミ
云
ふ
。
第
二
、
貞
應
本
の
性
四
を
説
明
し、

冷
泉
家
に
為
氏

こ
ろ
に
よ
る
ミ
、
第
一
、
不
立
不
晰
事
に

つ
い
て
束
常
緑
の
言
を
紹
介
し
、
更
に
東
家
の
家
柄
を
伯
値
つ
け
て
束
家
は

二
條
ミ
冷
泉
こ
相

り
且

つ
之
れ
を
文
筆
に
も
の
し
て
誇
示
す
る
彼
で
あ

っ
た。

長
享
元
年
十
一
月
五
日
か

ら
六
、

八
、
十
、
十
二
、
＋
―
―
-
、
十
四
、
十
六
日
の
八
回
に
．わ
た
つ
て
伏
見
宮
邦
高
親
王
御
殿
で、

宗
祇
の

伊
勢
物
語
諧
秤
が
開
か
れ
た
。
親
王
の
御
懇
切
な
御
所
望
に
よ

つ
て
三
條
西
四
隆
が
色
々
ミ
配
慮
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
此
の
諾
義
は
大

喪
宮
様
の
御
意
に
召
し
た
。
十
二
日
の
如
き
に
は
、
後
の
後
柏
原
帝
勝
仁
親
王
も
御
聴
遊
ば
さ
れ
る
一
こ
い
ふ
御
人
氣
で
あ

っ
た
。
十
六
日

宗
祇
が
牌
軍
の
連
歌
曾
に
参
入
し
た
こ
ミ
は
既
に
述
べ
た
。
此
の
た
び
は
義
爾
に
召
さ
れ
て
江
州
鈎
陣
屋
に
伊
勢
物
語
を
講
す
る
こ
ミ

に
な

っ
た
。
綽
じ
て
、
宗
祇
が
皇
室
や
公
卿

へ
の
接
近
は
質
隆
の
手
引
に
よ
っ
て
ゐ
る
、

け
れ
さ
も
牌
軍
家
ミ
の
爛
係
に
は
質
隆
は
全
く

た
つ
て
伊
勢
を
諧
じ
了
っ
た
。
盆
ゃ
花
瓶

闘
係
し
て
ゐ
な
い
。
長
享
二
年
四
月
中
旬
、
彼
は
江
州

へ
下
向
し
た。

十
六
日
か
ら
八
回
に
わ

な
さ
の
下
さ
れ
物
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
諧
了
の
の
ち
百
韻
連
歌
が
あ
っ
た
。

此
の
た
ぴ
の
講
義
に
は
、
特
に
念
を
入
れ
て
、
右
中

讐
良
近
が
左
中
辣
の
事
ミ
年
記
の
相
辿
す
る
子
細
を
具
に
講
談
す
る
さ
こ
ろ
が
あ

っ
た

f

こ
い
ふ
。
節
洛
の
後
、
そ
の
こー、え
を
貨
隆
に
物
語

却
説
、
文
明
十
八
年
源
氏
物
語
の
購
秤
を
終
へ
て
間
も
な
く
の
七
月
一
日
、
宗
祇
は
質
隆
を
訪
問
し
て
、
古
今
襲
に
つ

い
て
色
々
ミ
雑

談
を
交
し
た
。
そ
の
語
る
さ
こ
ろ
は
｀
主
ご
し
て
常
緑
の
古
今
偲
受
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
の
説
明
で
あ
る
。
吋
隆
の
記
録
す
る
『、）

為
家
不
利
云
々

の
説
の
あ
る
の
は
間
違
っ
た
催
へ
で
あ

っ
て
、
此
の
貞
應
本
は
貞
塵

一年
銹
氏
の
誕
生
を
賀
し
て
定
家
の
染
筆
し
た
も
の

（四
九一

）

御
皇
室
ミ
宗
祇
が
結
緑
は
、
こ
れ
を
喘
矢
さ
す
る
。

の
結
願
日
に
は
講
秤
終
了
後
、

一
獣
あ
り
、
三
十
首
常
座
綬
歌
が
行
は
れ
た
。

戚
に
は
宗
祇
も
ま
た
座
に
列
な
る
の
榮
界
を
も
っ
た
。



て
来
て、

や
っ

l
f
)

此
の
打
合
せ
こ
な

っ
た
の
で
あ
る
。

（四九一―')

で
あ
る
さ
述
べ
る
。
第
一―-、

為
家
ミ
為
偉
‘
)
六
問
答
し
て
総
世
が
結
句
の
間
答
に
言
薬
が
出
で
す
資
け
さ
な

っ
た
が
、
後
日
に
勅
撰
を
奉

じ
て
ゐ
る
の
か
ら
見
る

l

こヽ
之
れ
は
資
け
た
ゃ
う
で
結
局
は
勝
つ
た
の
だ
ミ
い
ふ
常
緑
の
説
を
紹
介
す
る

9

第
四
、
古
今
を
習
ふ

心
得
を
説

い
て
、
古
今
4

二
習
ふ
時
は
先
つ
心
を
以
て
本
ご
す
る
。
だ
か
ら
最
初
か
ら
邪
心
を
去
つ
て
こ
れ
を
肛
芯
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
ミ
い
ふ
こ
ミ

や
、
所
詮
は
一
子
に
催
ふ
る
秘
事
口
他
の
軍
な
さ
ー
‘
ご
い
ふ
の
も
只
修
身
の
逍
に
在
る
の
だ
こ
い
ふ
こ
ミ
を
語
る
。
第
五
、
古
今
五
重
相
催

の
事
マ
笠
宜
隆
が
笠
す
こ
、
何
さ
ま
三
重
、
四
重
の
儀
が
あ
る
ミ
答
へ

た
。
第
六
、
浙
獨
の
啓
等
の
事
は
発
孝
法
印
相
他
の
儀
は
大
略
常
緑

索
辿
法
師
は

翁
年
雨
度
上
洛
し
て
道
を
個
家
に
問
ひ
大
抵
そ
の
淵
源
を
窮

め
、
そ
の
素
逼
の
子
行
氏
が
ま
た
為
氏
の
弟
子
で
あ
り
、
そ
の
家
が
辿
綿
ー
こ
し
て
絶
え
ず
常
緑
に
至
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
常
緑
の

以
上
の
話
を
き
い
た
宜
隆
は
、
誠
に
殊
勝
な
事
だ
ミ
い
つ
て
、
古
今
偲
受
に
大
い
に
食
指
が
動
い
た
。
文
明
十
八
年
十

一
月
廿
一
日
に

自
家
用
こ
し
て
古
今
集
新
窟
の
箪
を
立
て
、
廿
八
日
に
そ
の
功
を
終
へ
た
。
中

一
日

を
お

い
て
前
後
六
日
で
出
来
上

っ
た
の
で
あ
る
。
廿

九
日
か
ら
は
そ
の
校
合
に
か
A

っ
た
。
そ
れ
も
終

つ
て
十
二
月
―
―
―
日
に
は
怨
表
紙
セ
し
た
。
宗
祇
は
十
月
下
旬
か
ら
越
後
の
方
へ
下
向
し

て
ゐ
て
、
十
二
月
の
十
日
過
ぎ
に
節
洛
し
た
。

そ
の
の
ち
、
宗
祇
は
艇
々
窃
隆
邸
を
訪
問
し
て
ゐ
る

が、

翌
年
春
三
月
三
十
日

に
な
っ

て
、
は
じ
め
て
、
古
今
催
受
に
つ
い
て
の
打
合
せ
が
あ
っ
た
。
二
月
十

一
日
か
ら
三
月
初
旬
ま
で
描
津
の
方
へ
行
っ

て
ゐ
た
の
が
｀

蹄
つ

四
月
六
日
に
は
古
今
集
諧
義
の
日
取
り
を

十
二
日
か
ら
こ
い
ふ
こ
ー
こ
に
取
極
め

た
。
越
え
て
九
日

に
は
宗
祇
は
面
隆
を
訪
問
し
て
講
毅
中
籾
進
す
べ
き
を
命
じ
た
。
精
進
は
魚
一
味
は
差
支

へ
な
い
、

房
事
は
二

十
四
時

間
を
隔
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
さ

ミ
可
成
り
．面
倒
な
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。
宜
隆
が
此
の
時
宗
祇
に
送

っ
た
哲
紙
に
は
、

詭
の
方
を
採
る
べ
き
だ
さ
宗
祇
は
い
ふ
。

ミ
同
様
で
あ
る
が
、
少
々
雨
者
に
相
述
が
あ
る
。
束
氏
凪
、

文
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の
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年

四
五

さ
あ
る。

行
二

は
二
階
堂
政
行
の
法
名
、
宗
祇
の
門
下
で
あ
る
。
ま
た
紫
屋
軒
宗
長
の
手
記
に
、

ミ
い
ふ
の
で
あ
る
。
講
義
は
豫
定
さ
ほ
り
十
二
日
か
ら
極
め
て
密
々
に
行
は
れ
た
。
廿
五
日
に
態

一
に
ま
で
至
っ
た
が
、
廿
七
日
か
ら
宗

一
先
づ

こ
こ
で
中
止
し
た
。
宗
祇
は
束
月
中
旬
に
節
洛
す
る
こ
さ
を
約
し
た
。

宵
隆
公
記
は
そ
の
後

五
六
の
雨
月
の
記
事
を
闊
い
て
ゐ
る
の
で
、
く
は
し
い

事
宜
は
分
ら
な
い
が
、
名
分
此
の
間
に
残
り
の
部
分
の
講
義
が
行
は
れ
た
も
の
f
f
)

推
察
せ
ら
れ
る
。
そ
の
年
の
八
月
二
日
に
宗
祇
か
ら
古
今
序
時
十
代
事
の

口
決
相
催
が
あ
っ
た
。
越
え
て
長
享
二
年
正
月
二
十
日
に
宗
祇

は
酋
降
邸
に
赴
い
て
古
今
熊
切
蓋
こ
源
氏
三
ケ
平
等
を
而
授
し
た
。
紹
い
て
十
月
二
日
越
後
か
ら
蹄
つ
て
来
て
、
ま
た
古
今
集
に
就
い
て

聯
か
口
偲
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
長
享
一一
一
年
一
二
月
一二
日
同
じ
く
酋
隆
卿
邸
に
、
古
今
集
序
聞
書
、
並
に
三
ヶ
事
内
切
帯

一
短
歌
事
切
紙
一
を

持
参
し
て
、

密
々
に

口
偲
す
る
ミ
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
古
今
偲
受
は
、

こ
こ

に
そ
の
大
略
を
結
了
し
た
の
で
あ
る
。

古
今
偲
受
の
此
の
質
隆
に
偲
つ
た
も
の
は
二
條
振
の
正
統
‘
)
し
て
幽
齋
に
ま
で
及
ぷ
の
で
あ
る
が
、
宗
祇
は
此
の
外
、
牡
丹
花
省
柏
や

東
素
純
に
も
之
れ
を
催
へ
た
ミ
言
は
れ
る
。
省
柏
に
は
何
時
偲
へ
た
か
今
巣
つ
て
ゐ
る
手
許
の
夜
料
だ
け
で
は
明
か
で
な
い
が
、

こ
れ
が

所
謂
堺
他
受
ミ
稲
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
東
素
純
は
常
緑
の
姪
で
諒
は
胤
氏
、
明
應
八
年
末
に

「
か
り
ね
の
す
さ
ぴ
」

こ
い

ふ
歌
害

一

巻
を
あ
ら
は
し
た
り
、
百
番
自
歌
合
の
判
を
宵
隆
に
請
う
た
り
し
て
ゐ
る
風
流
人
で
あ
る
。
宗
長
日
記
に
よ
れ
ば
、
享
緑
三
年
四
月
に
逝

去
し
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
人
に
古
今
偲
受
の
あ
っ
た
こ
ミ

は
、
宗
祇
終
焉
の
記
の
文
句
で
明
か
で
あ
る
。

宗
祇
が
古
今
集
請
義
は
門
下
生
一
同
の
等
し
く
聴
く
ミ
こ
ろ
で
あ
る
。
匹
隆
公
記
延
徳
二
年
十
一
月
十
九
日
の

條
に
も
、

行
二
来
、
古
今
聴
問
鑓
噸

―
雨
日
終
功
、
自
愛
之
由
相
語

祇
が
田
舎
の
方

へ
出
か

け
る
の
で
、

古
今
偲
受
之
説
々
更
以
不
可
有
聯
爾
之
儀
此
旨
私
仙
候
者
可
背

（四
九
三
）

雨
神
天
帥
之
冥
助
者
也
依
密
紙
如
件



ミ
、
二
條
良
基
の
筑
波
問
答
に
、

受
を
行
っ
た
。
逍
逝
院
据
空
は
三
條
四
宜
隆
の
法
名
で
あ
る
。

第

三

輯

（
四
九
四
）

古
今
集
聞
書
五
冊
口
偲
切
紙
八
枚
氏
即
へ
ま
ゐ
ら
せ
お
き
侍
る
（
中
略
）
宗
祇
古
人
こ
の
道
執
心
棧
か
ら
す
し
て
諸
家
の
師
範
ー
、
こ
な

り
殊
に
近
衛
殿
下
逍
逝
院
据
空
唯
受

一
人
の
御
口
偉
こ
か
や
、

長
阿
同
宿
し
て
数
年
無
執
心
一
紙
の
物
も
き
か
ず
知
ら
ず
か
し
．
ゃ

こ
い
ふ
。
長
阿
は
宗
長
の
自
稲
で
あ
る
。
宗
長
は
深
く
皆
偲
を
受
け
な
か
っ
た
け
れ
さ
も
多
年
同
宿
の
間
に
お
の
つ

ご
此
の
方
面
の
間
害

ロ

幌

こ

ミ

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

宗
祇
は
自
庵
で
も
人
々
に
古
今
集
を
諧
じ
た
こ
ミ
も
あ
っ

た
ら
う
か
ら
、
か
う
い

ふ
程
度
の
聴
聞
者

は
そ
の
信
＜
な
か
っ
た
ら
う
ミ
思
ふ
。
然
し
、
奥
儀
麿
受
・
こ
な
る
ミ
，
軽
々
に
は
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
因
に
、
右
の
手
記
に
い

虚
術
殴
下
ミ
い
ふ
の
は
、
近
衛
政
家
で
あ
る
。
後
土
御
門
院
の
御
掟
に
よ
っ
て
文
明
十
二
年
に
束
常
緑
が
上
洛
し
て
此
の
人
に
古
今
偲

宗
祇
は
ま
た
文
明
十
七
年
十

一
月
十
六
日
寓
隆
に
蒟
莱
集
十
四
冊
を
送
っ
た
さ
い

ふ
こ
さ

が
宜
隆
公
記

に
見
え
る
。
南
北
朝
時
代
の
こ

此
の
頃
は
砥
薬
は
や
り
侍
り
。
ま
こ
ミ
歌
の
根
源
に
て
あ
れ
ば
、
よ
く
よ
く
御
寛
ず
べ
き
に
や

ミ
語
つ
て
ゐ
る
が
、
質
に
鎌
貧
時
代
か
ら
腐
薬
集
，を
翁
ぴ、

こ
れ
が
訓
詰
の
事
も
琳
門
的
に
研
究
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
更
に
、
藤

原
定
家
が
一二
代
集
全
誤
む
ご
共
に
幽
策
第
を
も
一
見
す
る
や
う
に
ミ
人
に
勧
め
て
か
ら
、
そ
の
流
れ
を
汲
む
を
以
て
誇
り
こ
す
る
歌
人
た

ち
の
間
に
は
相
賞
止
幽
薬
集
か
貴
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
宗
祇
も
ま
た
其
の
傾
向
↑
忽
追
う
て
ゐ
る
。
宗
祇
が
高
薬
集

}z璽
ん
じ
る
こ
ミ
は
、

早
く
そ
の
著
「
吾
妻
問
答
」
に
述
べ
て
ゐ
る
さ
こ
ろ
。
定
家
が
抵
薬
集
を
設
ん
だ
の
は
、
そ
の
語
虻
を
豊
か
に
せ
む
が
た
め
で
あ
っ
た
。

今
、
宗
祇
が
蜀
葉
集
を
設
む
の
も
亦
そ
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
宗
祇
時
代
に
は
萬
葉
集
の
完
本
は
既
に
珍
し
い
も
の
に
な
っ
て
ゐ
た
。

う
や
く
此
の
集
結
緑
ば
か
り
只

一
篇
あ
ら
あ
ら
の
事
な
る
べ

し

文

學

研
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宗

抵
築
詞、

祇

の

晩

年

夏
そ
ひ
く
う
な
か
み
か
た
は
、
古
註
之
分
不
徘

四
七

陽
本
ご
は
い
ひ
な
が
ら
共
れ
を
腐
隆
に
送
っ
た
の
は
宗
祇
の
厚
志
で
あ
る
。
宵
隆
は
こ
れ
を
殊
の
外
喜
ん
で
ゐ
る
。

宗
祇
に
は
、
萬
薬
集

の
注
が
あ
る
さ
い
ふ
。
世
に
宗
祇
抄
ご
稲
せ
ら
れ
る
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。

宗
祇
抄
に
就
い
て
は
久
松
潜
一
氏
が
校
本
萬
葉
集
首
巻
に
解
説

し
て
ゐ
る
如
く
其
の
奥
書
日
附
の
異
な
る
も
の
敷
種
が
あ
る
。

普
通
こ
れ
は
宗
祇
の
著
述
を
他
の
人
が
筆
寓
し
た
も
の
で
あ
る
さ
せ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
わ
た
く
し
は
、
な
ほ
其
れ
に
つ
い
て
は
考
究
せ
ら
る
べ
含
貼
が
あ
る
さ
思
っ

に
力
を
漉
い
だ
割
り
に
は
萬
策
集
に

は
力
を
致
さ
な
か
っ
た
。
わ
た
く
し
の
考
へ
で
は
そ
の
方
面
に
は
彼
こ
し
て
充
分
の
自
信
が
な
か
つ

た
の
ぢ
や
な
い
か
ミ
思
ふ
。
営
つ
て
そ
の
古
今
佛
受
の
師
束
常
縁
に
魯
を
送
つ
て
山
上
憶
良
の
こ
さ
や
大
伴
旅
人
の
歌
に
就
い
て
不
乖
を

質
し
た
こ
ミ
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
常
緑
の
答
は
拙
だ
畳
束
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
祇
の
萬
葉
集
に
射
す
る
知
識
も
他
の
場
合
に
於
け

る
ほ
さ
に
深
く
は
な
か
っ
た
の
で
な
い
か
。
凡
そ
今
日
残
っ
て
ゐ
る
宗
祇
の
抄
本
は
大
抵
一
度
は
何
臨
か
で
諧
義
し
た
聞
書
で
あ
る
。
こ

こ
ろ
が
、
わ
た
く
し
は
宗
祇
が
猫
築
集
の
講
義
を
し
た
さ
い
ふ
文
獣
の
徽
す
べ
き
も
の
に
未
だ
接
し
て
ゐ
な
い
。
宵
隆
公
記
に
は
延
徳
二

年
九
月
二
日
並
に
十
月
七
日
或
は
延
侮
三
年
九
月
二
十
四
日
の
條
な
さ
、
艇
々

漿
裡
御
本
の
萬
葉
集
註
秤
を
も
こ
に
し
て
新
寓
し
て
ゐ
る

記
事
が
出
て
ゐ
る
。

宗
祇
抄
一
本
の
追
魯
に
為
廣
箪
寓
の
も
の
が
あ
る
が
、
此
の
冷
泉
為
廣
筆
寓
ご
質
隆
筆
露
ー
こ
は
、
或
は
そ
の
箪
寓
の

原
本
を
一
に
す
る
も
の
な
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

こ
れ
は
猶
ほ
識
者
の
敬
示
を
得
た
い
＿
こ
思
ふ
。

長
享
二
年
三
月
二
十
八
日
宗
祇
が
直
隆
-ヽ示
の
歌
話
に
際
し
て
、
抵
薬
集
に
刷
し
次
の
や
う
な
こ
さ
を
物
語
つ
て
ゐ
る
。

な
つ
そ
ひ
く
う
ね
つ
つ
き
た
る
事
な
る
べ
し
、
田
舎
に
田
の
う
ね
を
つ
く
る
事
-を
「
う
な
う
」
ミ
云
ふ
事
あ
り
、
五
音
相
通
也
。
う

ね
か
み
か
た
の
心
に
て
、

．う
な
か
み
ミ
つ
つ
け
た
る
に
ゃ
云
々

G

四
九
五
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み
る。

宗
祇
は
源
氏
ゃ
伊
勢
や
古
今
の
講
秤



う。 る
ミ
い
ふ
の
に
あ
っ
た
ミ
考
へ
た

い
も
の
で
あ
る
。

唇

嘉

骨

廿
九
日
に
四
隆
を
訪
ね
て
の
古
今
災
論
、
並
に
延
徳
一一
一
年
十

一
月
廿
七
日
の
新
勅
撰
集
陶
に、

宗
祇
は
、
古
今
さ
は
、

し
て
古
を
仰
ぐ
を
そ
の
梢
叫
こ
し
て
ゐ
芹
こ
論
じ

常
に
今
代
を
以
て
本
ミ
す
る
意
で
あ
る
、
さ
い
ふ
こ
ミ
を
説
き
、
定
家
も
今
を
も
さ
こ

ス
ベ
テ
古
ラ
ア
フ
グ
モ
今
ノ
世
ナ
ク
テ
〈

成
ガ
タ

シ
、
今
ラ

タ
フ

ト
プ
心
又
古
テ
ピ
キ
テ

云
儀
ナ
レ
バ
、
必
古
今

ト
イ
フ
ー
―
〈
今
ラ

て
の
指
諒
精
紳
も
此
の
今
を
本
-こ
す

さ
述
べ
て

ゐ
る
。

こ
れ
は
古
今
集
に
閥
聯
し
て
の
立
諭
で
あ
る
が
、
以
て
彼
が
古
典
考
究
に
あ
た
っ

り
過
ぎ
た
ゃ
う
だ
。
ふ
り
か
へ
つ
て
彼
の
連
歌
師
さ
し
て
の
活
動
を
見
よ

わ
た
く
し
は
註
糊
寧

こ
し
て
の
宗
祇
を
語
る
に
餘
り
に
院
さ

帝
國
闘
書
館
本
に
よ
れ
ば
文
明
十
七
年
の
八
月
晦
日
．
何
人
百
韻
興
行
に
一
座
し
て
を
る
が
、

紹
じ
て
此
の
頃
の
連
歌
で
宗
祇
刷
係
の

本

ニ
ス
ル

心

ア
ル
ペ
キ
也

さ
し
て
袴
枇
に
催
へ
ら
れ
た
。
未
来
記
雨
中
吟
の
抄
は
東
常
緑
の
説
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。

盆
購
じ
て
ゐ
る
。
前
者
は
延
徳
二
年
に
喜
せ

ら
れ
た
詠
歌
大
概
註
こ
な
り
、
後
者
は
明
應
八
年
に
牢
蒻
せ
ら
れ
た
未
来
肥
並
印
中
吟
抄

宗
祇
に
は
、
以
上
に
般
げ
た
外
に
、

長
享
三
年
三
月
二
十
一
―
-
R
詠
歌
大
概
を
諧
じ
‘

雪
も
は
た
れ
の
心
な
る
べ

し
｀
如
何
云
々

雪
も
ほ
f
f

こ
ろ
さ
云
ふ
詞
、
古
註
雷
も
瞭
も
ご
い

へ
り
、

是
又
不
審
゜
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應
冗
年
十
二
月
七
日
に
は
定
家
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未
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記
雨
中
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そ
れ
よ
り
も
の
ち
の
編
疑
で
あ
ら
う
。
下
草
が
宗
祇
の
作
で
あ
る
こ
ミ

は
｀
梅
庵
古
筆
他
に
も
出
て
ゐ
る
し、

宗
長
の
墜
草
の
奥
杏
に
も

草
が
あ
る
が`

蒙
草
は
刊
本
老
薬
の
政
文
に
よ
つ

て
此
の
宵
降
澁
認
為
よ
り
は
後
に
出
来
た
も
の
で
あ
ら
う

l

こ
恩
は
れ
る
し
｀
下
草
は
更
に

ミ
思
ふ
が
、
さ
う
い
ふ
も
の
で
あ
っ
た
か

は
今
日
知
る
由
も
な
い
の
で
あ
る
。
宗
祇
の
連
歌
1

ク
集
め
た
も
の
に
、
老
薬
の
他、

管
草
、
下

十
巻
本
で
あ
っ
て
、

宗
祇
の
所
謂
編
み
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
此
の
四
降
肉
寓
の
も
の
は
、

そ
の
編
み
直
す
ま
へ
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
う

て
、
「
菩
妻
閲
答
」
「
老
の
す
さ
ぴ
」
に
匝
敵
す
る
貴
虚
な
著
述
で
あ
る
。

そ
の
懐
紙
は
媒
は
ら
ぬ
。

も
の
の
現
存
す
る
も
の
が
紗
い
の
で
、
彼
の
く
ば
し
い
斯
界
で
の
消
恩
も
語
る
こ
さ
が
出
来
な
い
。
た
ミ
ヘ
ば
、
文
明
十
八
年
の
商
降
公

詈

見

る
-
l
)

、
六
月
末
に
佛
陀
寺
の
連
歌
に
宗
祇
疲
句
、
日
を
さ
へ
て
秋
を
吹
含
こ
せ
松
の
風
．
九
月
末
日
庵
室
の
曾
に
仝
じ
く
、
風
に

た
ち
し
秋
は
木
の
薬
に
暮
れ
に
け
り
．
十
月
四
日
の
會
に
、
仝
じ
く
、
秋
そ
め
ぬ
山
も
あ
り
ぎ
ゃ
初
時
雨
．
な
さ
-
‘
)
あ
る
が
、
い
づ
れ
も

此
の
文
咀
年
中
の
こ
一
こ
か
ざ
思
は
れ
る
が
、

長
厖
係
六
に
送
る
の
困
が
京
大
平
松
家
柄
蔵
本
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
吾
妻
岡
答
ご
合
冊
に

な
つ
て
ゐ
て
、
奥
沓
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
九
年
二
月
上
句
矢
旧
寺
舜
長
の
宅
斑
で
あ
る
。
尤
も
於
武
州
五
十
子
陣
所
、

宗
祇
在
判
ミ
あ
る

の
み
で
、
年
月
が
な
い
の
で
、

い
つ
の
作
か
、
は
つ
き
り
分
ら
ぬ
。
福
井
久
蔵
氏
は
「
連
歌
の
史
的
研
究
」
の
中
で
、
此
の
書
を
以
て
文

明
十
八
年
中
の
作
だ

l

こ
し
て
ゐ
ら
れ
る
が
何
か
他
に
確
ほ
が
あ
っ
て
さ
う
言
は
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
も
し
、
文
明
十
八
年
の
作
で
あ
る

-
I
)

す
れ
ば
、

そ
の

IE月
か
ら
二
月
に
か
け
て
彼
が
在
國
中
に
出
来
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
此
の
苦
物
は
、
宗
祇
の
辿
改
論
書
-こし

文
明
十
七
年
七
月
廿
三
日
の
質
隆
公
氾

臼
見
き
）
、
宗
祇
が
自
ら
の
連
嗽
集
「
老
踊
」
の
猜
毀
笠
直
隆
に
依
韻
し
て
ゐ
る
記
ギ
が
見
え

る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
老
薬
の
出
来
上
っ
た
年
代
を
わ
れ
わ
れ
は
頚
推
す
る
こ
ミ
が
出
来
る
の
で
あ

る
。
今
日
他
は
つ
て
ゐ
る
老
莱
は、
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宗
祗

ぷ
は
隆

f

ミ
こ
は
、
此
の
文
明
十
七
、
八
年
の
諧
秤
を
機
緑
さ
し
て
、

従
来
に
培
し
て
特
別
に
親
し
い
中
さ
な
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
。
元

害
盆

巌

し
て
を
り
、
ま
た
彼
自
身
が
天
賦
の
根
間
好
き
か
ら
自
ら
進
ん
で
色
ん
な
瞥
物
を
渉
猟
し
て
を
り
、
ま
た
宮
中
の
和
歌
の
會
な

さ
に
も
峡
か
さ
す
出
席
し
て
ゐ
た
か
ら
｀

そ
の
方
面
の
嗜
み
も
お
ろ
か
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
、
宗
祇
ミ
し
て
も
よ
き
知
己
を
得
た

感
じ
が
し
た
で
あ
ら
う
し
、

宜
降
こ
し
て
も
宗
祇
の
根
殖
に
は
炭
敬
の
念
を
恨
い
た
こ
さ
で
あ
ら
う
。
ぉ
の
づ
か
ら
附
者
胸
楳
を
開
い
て

の
接
近
『こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
文
明
の
末
頃
か
ら
、

宗
祇
は
在
京
の
節
に
は
師
日
の
や
う
に
質
隆
を
訪
問
し
て
ゐ
る
し
、

宜
脆
も
時
折
り

旦
降
が
宗
祇
に
迎
歌
の

こ
｝こ
や
古
典
の
不
審
な
さ
を
質
す
の
は
常
然
で
あ
る

は
宗
祇
の
さ
こ
ろ
に
出
か
け
て
箭
談
を
か
は
し
て
を
る
。

が
、
宗
祇
も
亦
宜
隆
に、

登
句
の
上
五
文
字
を
さ
う
す
れ
ば
い

こ
た
ら
う
な
さ
ミ
相
談
し
た
り
、

加
吟
二
十
首
の
批
閥
を
求
め
た
h‘

或

は
殺
古
今
集
中
の
不
癖
の
黙
を
芯
ね
た
り
し
て
ゐ
る
。
宗
祇
が
頓
阿
の
抄
で
脚
孝
法
印
の
自
策
だ
ミ
い
ふ

尉
名
名
所
一
咎
を
携
へ
て
質
隆

に
見
せ
る
さ
、

寝
隆
は
ま
た
直
之
の
自
筆
集
や
頓
阿
川
首
和
歌
自
箪
や
な
さ
を
宗
祗
に
見
せ
て
や
る
。
或
は
、

宗
祇
は
幽
降
に
、
兎
の
毛

姦

っ

た

品

蘊

を
送
っ

た
り，

錢
一
斜
を
送
っ
た
り
、

旅
の

羞

笠

さ

言
っ

て
は
、
色
ん
な
食
物
や
器
物
を
そ
の
時
々
に
持
つ
て
行
っ

ソ

コ

ヒ

ゐ
る
。

長
享
の
末
年
印
は
質
隆
は
内
即
眼
を
わ
づ
ら
つ
て
困
つ
て
ゐ
た
が
、
宗
祇
は
｀
こ

た
り
、
定
家
卿
小
倉
色
紙
形
を
送
っ
た
り
し
て

れ
に
目
築
を
送
り
、
更
に
山
口
で
聞
い
て
来
た
の
だ
さ
言
っ
て
色
々
ミ
養
生
法
を
数
へ
た
り
し
て
ゐ
る
。
質
隆
は
宜
隆
で
、
珍
蔵
の
香
五

種
を
澁
は
し
た
り
、
宗
祇
が
頼
む

主

に

源

氏
を
宵
葛
し
て
や
っ
た
り
、
新
古
今
集
や
源
氏
五
十
四
帖
の
外
題
を
書
い
て
や
っ
た
り
し
て

ゐ
る
が
｀
殊
に
扇
面
に
歌

9

笠
賞
に
蔑
く
ほ
ざ

度
々
書
か
さ
れ
て
ゐ
令
恐
ら
く
宗
祇
は
こ
れ
を
以
て
旅
行
先
な
き
の
土
産
に
す
る
の
で
あ

礎

宜
隆
は
宗
祇
よ
り
は
三
十
五
年

の
年
少
で
あ
る
が
、
禁
裡
出
仕
の
間
に
或
は
放
誼
に
よ
り
或
は
将
軍
の
依
頼

l

に
よ
っ
て
炭
く
和
嵌
の

あ
り
、

宗
牧
の
東
國
紀
行
に
よ
っ
て
も
證
明
出
来
る
。

f
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宗

祇

Q) 

晩

年

甚
だ
座
が
賑
っ
た
。
夕
暮
に
散
會
し
た
。

仲
間
に
隠
然
た
る
大
勢
力
を
も
っ
た
の
は
、
か
う
し
た
宗
祇
の
手
引
き
に
よ
る
の
で
あ
る
。

五

G

四
九
九
）

ら
う
が
、
延
餡
二
年
の
大
晦
日
の
如
き
＂
暮
の
忙
し
い
時
に
困
る
な
さ
さ
、
こ
ぽ
し
乍
ら
も
矢
張
り
こ
れ
を
書
ぎ
典
へ
て
ゐ
る
。
の
ち
に

は
、
質
隆
の
方
か
ら
家
事
向
の
こ
ご
ま
で
宗
祇
に
相
談
す
る
や
う
な
仲
に
な
つ
て
し
ま
っ
た
。
宗
祇
は
、
ま
た
自
分
の
内
弟
子
は
勿
論
の

こ
こ
、

名
も
な
き
田
舎
武
士
を
も
宜
隆
の
こ
こ
ろ
へ
連
れ
て
行
つ
て
引
見
さ
せ
る
こ
ご
が
あ
っ
た
。

質
隆
が
後
年
か
う
い
ふ
地
下
連
歌
師

文
明
末
年
の
質
隆
公
記
に
あ
ら
は
れ
た
宗
祇
の
述
歌
談
の
う
ち
に
は
注
慈
す
べ

ぎ
も
の
が
多
い
。
殊
に
蜀
吟
連
歌
の
心
得
｀
源
氏
の
ミ

h
樅
な
さ
斯
道
研
究
家
の
参
考
こ
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
今
は
紙
数
の
長
か
ら
む
を
お
そ
れ
で
省
略
す
る
。

文
明
十
九
年
は
七
月
二
十
日
夜
改
元
セ
ら
れ
て
長
享
こ
な
っ
た
。
長
享
元
年
の
十
二
月
二
十
六
日
に
は
種
至
庵
で
一
二
十
首
緞
歌
が
あ
っ

た。

晦
隆
や
飛
鳥
井
雅
康
や
姉
小
路
基
綱
等
が
番
曾
し
た
。

披
講
が
あ
っ
て
酒
が
出
た
。
宜
隆
は
大
喪
酔

つ
て
し
ま
っ
た
。

長
享
二
年
二
月
四
日
に
も
一1-
＋
首
緻
歌
が
あ
っ
た
。

飛
鳥
井
雅
親
も
雅
康
も
参
曾
し
た
。
二
十
六
日
に
は
飛
烏
井
雅
親
の
邸
で
五
首
和

歌
の
披
請
が
あ
っ

た。

宗
祇
も
酒
肴
を
挑
へ
て
こ
れ
に
参
會
し
た
。
盃
酌
敷
巡
、
傾
城
な
さ

が
現
は
れ
て
美
啓
で
歌
を
う
た
っ
た
り
し
て

此
の
年
の
三
月
の
末
に
な
つ
て
、
将
軍
家
か
ら
宗
祇
は
蓮
歌
曾
所
奉
行
を
仰
付
け
ら
れ
た
。
古
来
の
偲
に
、
宗
祇
は
後
土
御
門
天
皇
か

ら
花
の
本
の
眺
を
賜
は
り
連
歌
宗
匠
ミ
な
っ
た
ー
‘六
い
ふ
は
｀
誤
り
で
あ
る
。
茄
府
の
會
所
―
こ
い
ふ
の
は
北
野
に
作
ら
れ
て
ゐ
た
。
永
享
の

頃
は
高
山
宗
副
が
奉
行
を
つ

r

こ
め
、
つ
い
で
能
阿
が
こ
れ
を
つ
ー
こ
め
た
。
宗
硼
の
時
か
ら
此
の
奉
行
↓
で
宗
匠

f

こ
い
ふ
。
俗
に
此
れ
を
ま
た

四 ヽ



第
一
―二
叫

花
の
下
―
‘
)
も
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
由
来
、
花

の
下
の
稲
は
古
く
か
ら
用
ゐ
ら
れ
、
心
性
院
澄
雅
が
由
阿
上
人
を
讃

へ
た
言
薬
に
、
上
人
者

西
都
花
下
椀
備
門
師
範
、
東
刷
月
前
弼
藤
澤
客
衆
、
さ
い
ひ、

無
住
の
沙
石
集
に
も
花
下
の
十
念
坊
ミ
い
ふ
名
が
出
て
く
る
。

普
通
、
花

地
下
に
も
花
の
本
の
好
士
お
ほ
か
り
し
か
さ
も
、
う
へ

さ
ま
逍
の
人

々
の
上
手
に
て
有
し
か
ば
、
取
分
け
て
ぬ
け
出
た
る
も
侍
ら
ず

道
生
、
寂
忍
、
無
生
な
さ
さ
い
ひ
し
も
の
等
昆
沙
門
堂
｀
法
勝
寺
の
花
の
も
さ
に
て
よ
ろ
づ
の
も
の
お
ほ
く
あ
つ
め
て
春
こ
さ
に
連

歌
し
侍
り
し
、
そ
れ
よ
b
ぞ
い
ろ
い
ろ
に
名
を
得
た
る
地
下
の
好
士
も
多
く
な
り
侍
し

（宜
0
0
)
 

「
菟
玖
波
集
序
文
に
久
し
く
雲
の
上
の
も
て
あ
そ
ぴ
花
の
も
さ
の
た
は
む
れ
さ
な

れ
り
ミ
あ
る
よ
り
出
づ
」
さ
言
は
れ
て
ゐ
る
。

燕
し
、
そ
れ
が
後
に
将
軍
家
の
北
野
會
所
の
宗
匠
を
花
の
も
さ
の
宗
匠
さ
呼
ぴ
な
ら
は
す

や
う
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。
元
来
、
地
下
に
し
て
僧
憫
の
連
歌
師
を
い
ふ
の
で
あ
る
っ

さ
て
、
此
の
會
所
奉
存
さ
な
る
こ
こ

は
、
述
歌
師
さ
し
て
梱
め
て
名
界
な
こ
さ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
然
し、

宗
祇
は
自
ら
そ

の
任
で
な
い
さ
考

へ
て
、
江
州
の
陣
中
に
脆
軍
を
訪
ね
て
仔
細
を
言

っ
て
断
っ
た
の
だ
け
れ
き
も
、

．聴
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
止
む
を
得

す
こ
れ
を
お
受
け
し
た
、
さ
宵
隆
に
語
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
年
の
四
月
五
日
、

宗
祇
は
奉
行
職
ミ
し
て
の
會
所
開
き
の
會
を
興
行
し
た
。
そ

の
時
の
宗
祇
痰
句
が、

有
名
な

の
句
で
あ
っ
た
。
史
筋
集
党
所
牧、

潟
川
彦
右
衛
門
党
書
に
は
宗
祇
が
此
の
時
、

濫
川
政
春
の
姓
を
か
り
て
湯
川
姓
を
名
乗
っ
た
の
だ

-
l
)

い
ふ
こ
さ
が
出
て
ゐ
る
こ
さ
は
衆
知
の
こ
さ
だ
が
、

事
の
旗
疑
は
保
證
出
来
ぬ
。
宗
祇
薮
歳
六
十
八
で
あ
っ
た
。

あ
ら
ぬ
名
を
か
る
や
山
老
ほ
さ

さ
ぎ
す

さ
あ
る
の
に
従
ふ
の
で
あ
る
が、

藤
井
乙
男
先
生
は
、

下
の
起
り
は
、

筑
波
問
砂合に
、

文

學

研

究

五



宗

祗

の

晩

年

だ
。

庵
主
宗
祇
が
直
に
之
れ
に
應
じ
た
。
即
ち

富
士
山
を
作
り
、
そ
れ
に
燕
物
の
煙
，
で
か
ほ
ら
せ
て
興
を
流
へ
た
。

五
i

此
れ
に
雅
淡

を
そ
そ
ら
れ
て
飛
鳥
井
雅
版
入
道
が
褒
句
を
口
吟
ん

に
肖
柏
、
空
浙
｀
宗
作
な
さ
さ
い

ふ
門
下
の
俯
逹
で
あ
っ
た。

十

一
月
十
九
日
の
月
並
歌
會
に
は
雪
が
降
っ
た
。
宗
祇
は
庵
の
庭
に
雪
で

宗
綱
．
三
條
西
窃
隆
、
等
の
公
家
辿
を
は
じ
め
、
武
家
で

は
、
遊
佐
九
郎
左
衛
門
尉
長
孝
．

上
原
豊
前
守
賢
家
な
さ

i
l
)

い
ふ
人
々
、

そ
れ

た。
越
後
の
守
護
上
杉
房
定
は
宗
祇
の
最
も
親
し
き
門
弟
で
あ
り
、
且
つ
有
力
な
保
談
者
で
あ
っ
た
。

房
定
の

子
民
部
大
輔
定
昌
は一ー一月＝―

十
四
日
賜
束
に
於
て
頓
死
し
た
。
切
腹
ら
し
い
な
さ
ミ
い
ふ
風
評
が
牛
月
お
く
れ
て
四
月
九
日
頃
都
の
方
へ
も
聞
え
て
来
た
。
生
年
二
十

六
こ
い
ふ
。

宗
祗
は
そ
の
た
め
に
一
品
経
を
励
進
し
た
。
彼
に
は
重
恩
の
武
士
だ
っ
た
上
に
、
彼
は
此
の
青
年
を
深
く
愛
し
て
ゐ
た
か
ら

で
あ
る
。
念
珠
を
つ
ま
ぐ
る
手
も
哀
し
み
の
た
め

に
兎
角
乱
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
。
彼
は
更
に
越
後
の
は
て
に
、
そ
の
羞
を
訪
ら
は
う
ミ
思

っ
た
。
だ
が
、
彼
も
寄
る
年
波
で
あ
る
。
長
途
の
旅
ま
こ

一こ
に
心
細
く
思
は
れ
た
。
宵
隆
を
訪
れ
て
、

い、

自
分
に
若
し
も
の
事
が
あ
っ
た
ら
、
聞
書
な
さ
必
す
あ
な

た
に
差
し
あ
げ
ま
せ
う
」

な
さ
さ
約
束
す
る
の
で
あ
っ
た
。
然
し
、
そ
の

後
、
脆
軍
か
ら
伊
勢
物
語
の
諮
秤
に
召
さ
れ
た
た
め
に
江
州
に
行
っ
て
ゐ
た
り
し
て
、
出
疲
は
五
月
の
九
日
に
な
っ
た
。

質
隆
か
ら
越
後

へ
の
土
産
に
扇
歌
一―一本
を
書
い
て
貰
つ

て
挑
へ

て
行
っ
た
。
彼
の
歌
集
に
は
、
六
月
十
七
日
に
定
昌
の
塞
所
に
詣
で
た
こ
出
て
ゐ
る
。
滞

在
は
一
月
足
ら
ず
で
あ
っ
た
。
七
月
の
十
日
頃
に
帥
路
に

つ
い
た
が
、
途
中
逍
草
，
を
食

つ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
、
九
月
の
末
に
京
に
蹄
つ

蹄
庵
後
の
宗
祇
は
ま
た
繁

1々

こ
宜
隆
を
訪
問
し
て
歌
談
を
交
し
た
。
ま
た
、
自
庵
に
月
並
の
會
↓
盆
設
け
て
は
人
々
を
招
甜
し
た
。

宗
祇

の
月
並
歌
會
に
出
席
す
る
定
迎
は
、
冷
泉
弼
炭
，
滋
野
井
敬
國
、
姉
小
路
基
綱
、
飛
鳥
井
雅
俊
．
飛
鳥
井
雅
親
、
仝
じ
く
雅
康
、
中
御
門

（五
0

l

)
 

「
遠
國
下
向
の
間
再
會
を
期
し
難



り
の
方
に
、

ミ
あ
る
。

江
の
水
遠
く
雁
の
く
る
空

宗
祇
が
分
薬
を
書
き
著
し
た
の
も
此
の
年
の
冬
で
あ
っ
た
。
福
井
氏
も
い
ふ
如
く
｀
京
大
平
松
本
に
よ
っ
て
、
こ
れ
は
此
の
畏
享
二
年

冬
宗
祇
が
相
良
氏
の
た
め
に
書
き
送
っ
た
も
の
さ
断
ず
べ
き
で
あ
る
。
同
じ
言
葉
で
意
義
用
法
の
異
な
れ
る
詞
を
集
め
て
解
説
し
た
も
の

た
の
で
あ
る
。
長
尾
孫
六
に
典
へ
た
手
紙
の
中
に
も
、
そ
の
終

で
あ
る
が
、

宗
祇
は
か
う
い
ふ
こ
ミ
を
初
心
者
の
た
め
に
非
常
に
重
ん
じ

「
歌
の
詞
に
、
聞
ぎ
は
ひ

『こ
つ
に
て
心
の
か
は
る
事
あ
る
を
」
こ
ま
こ
ま
さ
説
明
し
て
を
る。

宗
祇
は
か
く
風
流
雅
筵
に
平
租
な
る
日
を
送
る
間
に
も
、
十
一
月
上
句
江
州
鈎
の
陣
屋

へ
出
か
け
て
飛
烏
井
雅
親
の
古
今
銀
講
義
を
聴

聞
し
た
り
し
て
ゐ
る
。

長
享
二
年
は
か
く
し
て
暮
れ
た
。
翌
一
一
一
年
は
春
三
月
二
十
六
日
に
賂
軍
義
尚
が
江
州
の
陣
中
で
舜
じ
た
。
そ
の
日
は
宗
祇
は
草
庵
で
人

い
づ
く
よ
り
空
に
た
＜
ぞ
さ
思
ひ
し
は
け
ふ
ふ
る
雪
に
た
つ
煙
哉

さ
禎
け
た
。
此
の
時
の
雅
親
の
歌
に

第
四
句
を
宜
隆
が

さ
ゆ
る
夜
の
月
の
南
に
雲
去
て

第
一
―
ー
を
雅
親
が、 都

路
さ
む
し
北
の
山
風

雪
甜
る
こ
こ
ま
で
ふ
じ
を
し
ら
ね
哉

文

楳

研

究
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ゐ
な
い
。

宗

祇

の

晩

年

人
を
あ
つ
め
て
歌
の
會
を
し
て
ゐ
た
が
、
此
の
訃
を
得
て
、
早
速
、
花
ー
‘
は
い
ふ
題
で、

さ
詠
ん
だ
。

五
五

宗
祇
は
、

T
度
そ
の
頃
、
筑
紫
旅
行
以
後
は
じ
め
て
の
山
口
下
り
を
計
盛
し
て
ゐ
た
。
彼
は
一
二
月
二
十
九
日
晩
春
の
空
ぉ
ぽ
ほ
し
ぎ
日

に
都
を
立
つ
て
西
に
向
っ
た
。
そ
の
数
日
前
｀
質
隆
は
餞
別
ヽ
）
し
て
伏
見
宮
邦
高
親
王
御
染
筆
の
扇
を
宗
祇
ーに
取
っ
た
。

宗
祇
は
下
向
の

途
す
が
ら
、
明
石
の
月
の
公
れ
る
を
見
て
、
義
向
の
こ
こ
を
偲
ぷ
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
君
の
御
歌
に
か
炉
み
山
さ
お
も
ひ
し
こ
さ
も
な
ざ
あ
そ
ば
さ
れ
け
る
こ
さ
を
お
も
ひ
い
で
ま
ゐ
ら
せ
て

彼
が
如
何
に
常
徳
院
殿
義
向
を
徳
こ
し
て
ゐ
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
。

五
月
の
初
旬
に
山
口

に
辛加
い
た
。

七
日
か
ら
あ
ち
こ
ち
の
連
歌
會
や
歌
會
に
川
席
し
た
。

物
語
類
の
諧
繹
を
行
っ
た
り
も
し
た
。
跛
に

述
べ
た
伊
勢
物
語
山
口
抄
の
出
来
上
っ
た

の
は
、
此
の
滞
在
中
の
事
で
あ
っ
た

3

恐
ら
く
、
七
月
の
末
か
八
月
上
旬
ま
で
滞
在
し
て
ゐ
た

福
井
久
蔵
氏
の
連
歌
の
史
的
研
究
に
は
、
宗
祇
は
此
の
八
月
に
會
席
二
十
五
禁
を
定
め
た
こ
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
ま
だ
そ
れ
を
見
て

此
の
た
び
の
山
口
下
り
に
は
、

宗
祇
は
宗
長
を
伴
つ
て
ゐ
な
い
。
宗
長
は
宗
祇
の
留
守
中
再
一
二
質
隆
を
訪
問
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
宗

祇
の
旨
を
う
け
て
、

質
降
の
所
領
知
行
の
事
に
剥
し
て
描
力
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
七
月
廿
日
に
は
被
伯
部
兵
廊
助
盛
卿
を
伴
つ
て
質
隆

の
で
あ
ら
う
。
九
月
中
旬
に
は
京
都
に
蹄
つ

て
ゐ

る
。

鋭
山
光
か
く
れ
し
お
も
ひ
に
や
あ
か
し
の
月
も
猶
く
も
る
ら
ん

す
ゑ
の
世
の
あ
ら
き
風
を
も
治
む
べ
き
人
な
さ
春
の
花
に
散
る
ら
ん

（五
0
三）



を
訪
間
し
て
を
り
、

た
か
は
、
は
つ
き
り
分
ら
な
い
が
、

第

三

輯

菟
玖
波
に
五
句
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
人
で
あ

る
。
此
の
人
を
通
じ
て
細
川
家
の
盤
力
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

（
宜
〇
囮
）

そ
の
廿
九
日
に
は
丹
波
の
知
行
分
の
事
に
就
い
て
被
伯
部
の
雹
朕
を
獅
し
て
ゐ
る
。
被
伯
部
は
、
細
川
の
身
内
、
新

的
洛
後
の
宗
祇
は
、
質
隆
を
訪
ね
、
雅
親
9Z
訪
問
し
て
、
し
き
り
に
打
聞
の
事
に
つ
い
て
計
盛
セ
た
て

：
Q

る
J

き
う
い

ふ
計
痰
だ
っ

こ
れ
は
、

宜
現
せ
ず
に
お
流
れ
に
な
つ

て
し
ま
っ
た
ら
し
く
、
十
月
十
五
日
か
ら
据
津
の
有
馬
に
湯

治
に
出
か
け
て
ゐ
る
。
そ
の
頃
、

据
禅
に
は
牡
丹
花
省
柏
が
在
住
し
て
ゐ
た
。
ま
た
、
伊
丹
、
池
田
地
方
に
は
連
歌
の
門
弟
も
居
っ
た
。

―
つ

は
湯
治
が
目
的
で
は
あ
っ
た
が、

労
々
省
柏
に
會
っ
た
り
、
こ
れ
ら
の
門

弟
た
ち
さ
語
ら
は
ん
が
た
め
で
も
あ
っ
た
。
此
の
た
ぴ
は
二
辿
即
で
節
洛
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
十

一
月
十
六
日

に、

連
歌
十
問
最
秘
抄

さ
い
ふ
書
物
を
図
陸
の

'
r
J

こ
ろ
へ

持
参
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
後
普
光
脳
挿
政
二
條
良
基
が
大
内
左
京
大
夫
義
弘
に
書
ぎ
典
へ
た
辿
歌
の
抄

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
龍
翔
院
三
條
公
敦
が
新
窟
し
た
の
を
大
内
政
弘
が
宗
祇
に
奥
悲
を
轡
く
や
う
に
ミ
依
底
し
た
の
だ
。
此
の
書
物
は
ま

だ
世
に
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
掬
物
だ
か

ら
さ
い
ふ

の
で
買
隊
は
こ
れ
を
禁
裡
へ
進
上
叙
党
に
供
へ
奉
っ

た
。
質
隊
の

い
ふ

-I

)

こ
ろ
で

は
．
i

迦

歌
の
至
嬰
書
で
あ
り
、
秘
蔵
す
べ
き
大
切
な
も
の
で
あ
る
、
此
の
掛
物
は
さ
う
い
ふ
内
容
だ
っ
た
も
の
か
分
ら
な
い
、
今
H
、
さ
こ
か
ら

長
享
三
年
は
八
月
廿
一
日
に
改
元
、
延
徳

-
f

品
跛
し
た
。
質
隆
公
記
で
は
、
此
の
延
御
元
年
の
十
二
月
十
八
日
の
條
に
、
兼
載
法
師
が
曾

所
奉
行
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
さ
い
ふ

事
が
見
え
て
ゐ

る
。
宗
訊
は
こ
れ
よ
h
前
に
賦

し
會
所
奉
行
の

こ
-
l
)

を
免
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
筈
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。

明
れ
ば
延
徳
二
年
、

正
月
十
一
日
に
宗
祇
庵
で
何
人
百
韻
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
二
月
二
十
五
日
に
も
同
じ
く
何
人
百
韻
が
行
は
れ
て
ゐ

か
其
れ
が
登
見
せ
ら
る
れ
ば
甚
だ
愉
快
で
あ
ら
う
。

宗
祇
は
此
の
の
ち
ミ
も
、

厭
温
山
へ
出
か
け
て
ゐ

る
が
｀

文

座

研

究

五
六



あ
る
）

宗

祗

の

晩

年

こ
れ
ら
が
今
日
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

鳥
の
音
も
霰
の
朝
日
ほ
の
め
き
て

兼

載

行

る
。
こ
れ
は
今
度
わ
た
く
し
が
登
見
し
た
も
の
だ
が
、
作
者
は、

宗
祇
、
行
二
｀

兼
載
。
忠
胤
、
省
柏
、

宗
長
，
空
濡
等
十
二
人
宗
祇
は

花
や
あ
ら
ぬ
き
の
ふ
は
雪
の
山
さ
く
ら

冴
つ
る
春
も
長
閑
な
る
こ
ろ

五
七

（五
0
五）

讐

国
に
す
ぐ
れ
た
一

巻
で
あ
る
。

継
憫
に
、
此
の
延
徳
年
間
の
宗
祇
連
歌
は
比
較
的
多
く
偲
は
つ
て
ゐ
る
。

延
徳
二
年
で
は
、
三
月
五
日
の
何
人
百
韻
及
何
舟
百
額
、
四
月
九
日
の
夢
想
百
韻

（
一揺
井
氏
の
辿
歌
の
史
的
研
究
に
よ
る
）

延
徳
一
一
一
年
で
は
、
二
月
の
何
船
百
眼
、
十
月
二
十
日
の
湯
山
三
吟
何
人
百
賊
．
延
徳
四
年
で
は
、
正
月
二
十
二
日
の
路
何
百
眼
．
二
月

八
日
の
何
人
百
韻
、
一
二
月
十
九
日
の
於
七
條
逍
場
山
何
百
韻
、
六
月
朔
の
何
路
百
韻

（
此
の
百
韻
、
六
月
廿
七
日
こ
な
つ
て
ゐ
る
窺
本
が

さ
て
、
延
徳
二

aF-―
一
月
廿
六
日
は
故
常
徳
院
殿
義
侮
の

一
周
忌
で
あ
る
。
宗
祇
は
故
人
追
緑
の
志
の
止

み
難
き
も
の
が
あ
っ
て
、
四
要

品
を
害
斑
し
て
和
歌
を
勧
進
し
た
。
続
文
の
裏
に
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
を
害
く
の
で
あ
る
。
方
便
品
は
大
納
言
入
道
雅
親
、
中
御
門
新
大
納

言
宗
綱
、一二
條
四
宜
隆
、
安
楽
行
品
は
、

滋
卦
井
赦
國
．
飛
烏
井
二
架
軒
雅
康
．

綱
、
飛
烏
井
雅
俊
朝
臣
、

観
音
品
は
、
行
二
法
師、

宗
祇
、
以
上
十
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
三
月
廿
六
日
自
庵
℃
、
そ
の
四
製
品
和
歌
を

披
諧
し
た
。
談
師
は
質
隆、

諧
師
は
行
二
、

登
腺
は
雅
康
．
雅
眼
の
歌
は
個
跛
が
こ
れ
を
諧
じ
た
。
義
倫
は
在
批
中
敷
奇
だ
っ
た
か
ら
ミ

褒
句
以
外
に
十
二
句
を
吐
い
て
ゐ
る
。

宗
祗
痰
句

冷
泉
新
中
納
言
弼
殷
．
裔
批
品
は
｀

姉
小
路
宰
相
基



る
。
こ
れ
は
特
筆
す
べ
き
こ
さ
で
あ
る
。
所
偲
の
如
く、

第

三

輯

同
様
の
記
事
が
延
徳
三
年

四
月
八
日

の
條
に
も
見
え

け
ふ
に
や
は
あ
ら
ぬ
さ
め
ぐ
る
月
も
日
も
そ
の
よ
そ
ゆ
め
の
登
て
か
な
し
き

住
馴
れ
し
宿
を
は
松
に
譲
證
き
て
苔
の
下
に
ゃ
千
世
の
蔭
み
む

さ
詠
じ
た
。

窃
隆
の
磁
所
向
の
た
め
に
色
さ
疵
力
し
て
、

錢
一二
絡
金
を
一
千
疋
を
調
逹
し
て

や
っ
た
の
も
此
の
春
の
こ
一
こ
で
あ
っ
た
。

此
の
年
の
八
月
十
七
日
及
ぴ
十
八
日
條
並
に
九
月
八
、
九
雨
日
の
内
隆
公
記
に
は
、

禁
裡
か
ら
放
誼
を
以
て
宗
祇
に
御
連
歌
を
合
咄
せ

し
め
ら
れ
た
こ
さ

が
見
え
る
。
勿
論
、
宜
隆
が
そ
の
御
取
次
を
し
た
の
で
あ
る
。

宗
祇
が
天
顔
に
問
尺
し
奉
っ
た
こ
さ
は
文
猷
の
方
に
は
あ
ら
は
れ
て
来
な
い

が
、
か

や
う
に

そ
の
名
が
天
聴
に
逹
し
て
、
而
も
そ
の
合
貼
が
頗
る
叙
慇
に
叶
は
せ
ら
れ
た
ー
こ
い
ふ
の
で
あ
る
。
宜
竹
和
倫
の
い
は
ゆ
る

「
名
喧
天
子
哀
」
さ
言
っ
た
の
は
、
此
の
事
質
を
指
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

喜

は

ま

た
延
徳
二
年
九
月
廿
四
日
に
御
康
問
所
に
於
て
、

宗
祇
作
の
連
歌
抄
を
勅
命
に
よ
つ
て
御
誤
み
申
し
あ
げ
て
を
る
、
ま
た
、

そ
の
禁
裡
御
本
の

連
歌
抄
を
借
り
て
十
二
月
十
八
日
に
筆
寓
校
合
の
功
を
了
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
さ
う
い
ふ
内
容
の
本
で
あ
っ
た
か
わ
た

く
し
は
知
ら
な
い
が
、
か
う
い
ふ
事
質
は
、
彼
が
後
年
新
菟
玖
波
捩
進
の
事
業
の
上
に
大
喪
便
宜
が
あ

っ
た
こ
一
、
ミ
考

へ
る
。

延
徳
二
年
か
ら
三
年
春
に
か
け
て
宗
祇
は
自
庵
に
あ
っ
て
悠
々
自
適
し
て

ゐ
た
。
或
る
時
は
伊
勢
源
氏
古
今
を
講
じ
、
あ
る
時
は
、
歌

を
作
り
、
連
歌
を
つ
く
り
、
ま
た
或
る
時
は
宜
隆
な
さ
の
風
雅
の
人
を
訪
れ
て
は
閑
語
に
興
を
逍
つ
て
ゐ
た
。

彼
は
前
栽
の
松
を
見
て
は
、

宗
祇
は
絃
歳
已
に
七
十
歳
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

い
ふ
の
で
．

披
諮
の
の
ち
飲
酒
、
大
い
に
メ
ー
ト
ル

を
あ
げ
た
。
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れ
た
い
。

宗

祇

の

晩

年
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――一
年
二
月
十
一
日
に
質
隆
邸
で
十
娃
薫
を
興
行
し
た
。
宗
祇
も
出
席
し
た
。
彼
に
さ
つ
て
は
大
菱
愉
快
な
忘
れ
が
た
い
日
で
あ
っ
た
。

ま
た
黒
方
の
燕
物
乞
貝
送
つ

て
ゐ
る
。
彼
は
其
の
方
面
に
も
造
詣
が
あ

っ
た
の
で
あ

る
。
彼
の
鮨
褥
の
立
祇
で
あ
っ
た
こ
さ
は
後
枇
の
語
り
種
に
な
●
て
ゐ
て
、
山
口
素
堂
の
如
き
「
鹿
宗
祇
池
に
蓮
あ
る
心
哉
」
の
句
を
吟

じ
、
彼
の
此
の

5
げ
を
薔
へ
た
の
は
聞
香
の
際
の
便
宜
の
た
め
で
あ
っ
た
さ
い
ふ
説
ま
で
出
来
て
ゐ
る
が
、
そ
の
事
質
は
兎
も
角
ミ
し
て

も
、
彼
が
香
道
に
長
け
て
ゐ
た
こ
さ
は
、
上
述
の
記
事
に
よ
っ
て
も
察
せ
ら
れ
る
ミ
思
ふ
c

仝
じ
く
延
徳
三
年
三
月
廿
四
日
は
、

宗
祇
庵
、
人
丸
像
新
閻
の
供
務
廿
首
歌
の
興
行
で
あ
る
。
此
の
人
丸
像
は
、

宗
祇
晩
年
殊
の
外
大

切
に
し
た
も
の
で
、
土
佐
光
信
が
藤
原
信
宜
の
其
跡
を
模
し
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

さ
さ

わ
た
く
し
に
典
へ
ら
れ
た
紙
数
も
業
に
描
き
よ
う
さ
し
て

ゐ
る
。
先
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

筆
削
お
の
づ
か
ら
改
ま
る
を
容
さ

延
徳
三
年
四
月
か
ら
明
應
に
か
け
て
宗
祇
は
ま
た
旅
か
ら
旅
へ
さ
日
を
送
る
の
人
で
あ
っ
た
。

っ
た
の
は
事
質
で
あ
る
。
さ
れ
ば
さ
言
っ
て
、
彼
の
旅
行
癖
も
手
催
つ

て
ゐ
な
い
ミ
は
言

ヘ

ヽ
ニ
す
が

宗
祇
の
旅
行
は
生
活
の
椋
を
得
る
便
で
あ

な
い。

彼
は
前
に
も
言
っ
た
ゃ
う
に
艇
描
禅
の
有
馬
に
出
か
け
る
。

潟
治
の
た
め
だ
か
ら
、
大
抵
寒
い
時
季
を
選
ん
で
ゆ
く
。
彼
の
歌
集

や
句
集
類
で
見
る
ミ、

播
磨
、
備
前
か
ら
美
浪
の
方
へ
も
出
か
け
て
ゐ
る
。
播
幽
の
方
は
浦
上
氏
4

竺
手
禎
る
の
で
あ
り
、
美
涙
は
土
岐
氏
．

を
訪
ね
る
の
で
あ
る
。
近
く
は
推
禅
の
堺
に
遊
ぷ
こ
-
I
)

も
あ
る
。
晩
年
最
も
述
路
だ
っ
た
の
は
北
國
通
ひ
で
あ
る
。
越
前
に
朝
窟
孝
景
を

玉

こ
れ
よ
り
先
に
彼
は
宵
隆
に
沈
一

褒
を
送
h
、



こ。f
 延

徳
明
應
の
頃
は
｀

京
都
に

は
餓
蝕
疫
病
が
流
行
し、

故
か
ら
で
あ
る
。

第

三

紺

一
揆
や
盗
賊
が
横
行
し
た
。

―
つ
は
ま
た
か

一
の
人
の
姫
君
で
泥
棒
に
掘
は
れ
た
な
さ
さ
い
ふ

宗
祗
は
旅
枕
草
を
歯
に
死
す
ぺ
き
こ
ミ
を
か
ね
人
＼
型
悟
し
て
ゐ
た
っ
延
徳
三
年
五
月
の
越
後
ゅ
ぎ
に
も
再
蹄
‘
を
危
ん
で
、

宵
隆
に
人

丸
の

像
ー
こ
抄
物
類
を
入
れ
た
一

合
の
荷
に
封
印
し
た
の
予
で
預
け
た
。
だ
が
、
此
の
時
は
無
事
十
月
初
旬
に
節
京
す
る
こ
ミ
が
出
来
た
。

質
隆
は
抄
物
を
返
し
て
や
っ
た
。

直
隆
が
、
越
前
田
野
村
の
証
の
年
具
未
進
米
の
事
に
つ
い
て
朝
念
家
へ
の
交
渉
を
宗
祇
に
頓
ん
だ
の
は

此
の
時
の
こ
ミ
で
あ
っ
た
。
同
様
の

こ＿こ

を
明
應
の
末
に
も
宗
祇
の
描
州
行
の
つ

い
で
に
禎
ん
で
ゐ
る
。
宜
隆
公
記
，
忽
見
る
ー、）
、
空
浙
ゃ

宗
長
や
宗
碩
な

l
>
J

に
も
か
う
い
ふ
金
子
調
率
‘
)
か
年
具
取
立
て
ー
こ
か
い
ふ

こ
ミ
を
依
槙
し
て
ゐ
る
が
、
も
さ
は
さ
言

へ
ば
、
皆
宗
祇
の
緑

物
駿
な
事
も
あ

っ
た
り
す
る
世
の
中
で
あ

っ
た。

宗
祇
は
二
皿
さ
う
い
ふ
世
の
中
を
避
け
る
心
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
し
、

ら
だ
の
保
養
の
た
め
も
あ

っ
た
で
あ
ら
う
、
・

越
後
か
ら
蹄
る
こ
直
ぐ
有
馬
に
出
か
け
た
。
有
馬
で
は
十
月
廿
日
宗
長
、
省
柏
こ
の
所
謂
潟

山
三
吟
さ
い
ふ

の
を
興
行
し
て
ゐ

る。

水
無
瀬
三
吟
ミ
共
に
模
範
的
百
韻
蓮
歌
ミ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
十
一
月
の

末
に
は
京
に
蹄
つ

明
應
元
年
十
一
月
十
五
日
の
こ
さ
で
あ
っ
た
。
宗
祇
法
師
の
提
唱
で
源
氏
物
語
論
議
が
質
降
邸
に
開
か
れ
た
。
元
来
、
源
氏
論
談
は
古

く
か
ら
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
記
録
に
明
か

な
の
は
弘
安
識
議
で
あ
る
。
弘
安
論
議
は
弘
安
四
年
十
月
六
日
主
上
東
宮
御
出
座
の
上
で

行
は
れ
参
會
者
は
夫
々

三
條
の
不
審
を
提
出
し
｀

者
各
四
ケ
條
の
問
題
を
提
出
す
る
こ
ミ
に
し
た
。

そ
れ
そ
れ
に
就
い
て
議
論
を
戦
は
し
た
の

で
あ
る
。
質
隆
邸
今
回
の
佃
し
に
は
、

参
曾

午
後
か
ら
始
め
て
宇
治
十
帖
の
分
五
ヶ
條
を
残
し
て
夕
景
に
切
り
あ
げ
た
。

参
會
者

訪
ふ
の
で
あ
る
。
越
後
に
上
杉
房
定
を
訪
ふ

の
で
あ
る
。
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宗

祇

の

晩

年

六

一
條

は
、
按
察
卿
｀
質
隆
｀
宗
祇
、
省
柏
、

兼
載
、
空
浙
、
宗
長
の
七
人
で
あ
る
。
省
柏
が
人
々
の
問
題
を
設
み
あ
げ
る
さ
、

貰
隆
が
難
陳
の

要
黙
を
筆
記
し
た
。
會
後
、
宗
祇
が
持
参
の
酒
肴
で
云
益
を
傾
け
、
粥
の
御
聰
走
に
な

つ
て
散
會
し
た
。
此
の
日
、
姉
小
路
某
綱
、
宗
高

等
案
内
を
受
け
な
が
ら
用
事
に
か
こ
つ
け
て
来
な
い
人
が
敷
人
あ
っ
た
。
此
の
頃
に

は一

般
に
源
氏
熱
が
冷
め
て
来
た
の
で
、
か
や
う
な

宗
祇
が
晩
年
、
生
を
賭
し
て
の
大
事
業
は
新
撰
菟
玖
波
集
の
捩
進
で
あ
る
。

こ
の
集
に
つ
い
て
は
已
に
先
進
の
く
は
し
い
論
述
が
あ
る

か
ら
、
詳
細
は
述
べ
な
い
。
た
だ
｀
わ
た
く
し
は
．
明
應
――
―年
正
月
――
―
日
に
新
捩
党
玖
波
祈
念
百
韻
蓮
歌
の
行
は
れ
た
ミ

い
ふ
こ
ミ
に
は

疑
ひ
を
有
し
て
ゐ
る
こ
ミ
を
述
べ

て
お
か
う
。

こ
の
百
韻
に
は
四
隆
も
一
座
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
正
月
の
ー
こ

こ
ろ
で
は
一
言
も

こ
の

事
に
ふ
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ほ
、
そ
の
典
行
年
月
に

つ
い
て
は
明
應
四
年
さ
な

つ
て
ゐ
る
の
が
あ
り
、
或
は

三
月
ミ
な
つ
て
ゐ

る
の
が
あ
る
、
な
ほ
、
よ
く
考
へ
て
み
た
い
さ
思
ふ
。
但
し
、
此
の
祈
年
百
韻
の
行
は
れ
た
こ
さ

は
疑
ひ
を
入
れ
な
い
。

明
應
三
年
は
囮
隆
公
記
に
も
刷
く
る
ミ
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
く
は
し
い
こ
さ
は
分
ら
な
い
が
、

宗
祇
は
此
の
年
の
春
二
月
頃
に
は
在
國

し
て
ゐ
た
筈
だ
か
ら
、

そ
の
頃
に
は
未
だ
撰
渠
の
こ
『
こ
に
掛

つ
て
は
ゐ
な
い
さ
見
る
の
が
至
裳
で
あ
る
。
恐
ら
く
此
の
新
菟
玖
波
集
は
、

長
く
見
放
つ
て
一
年
そ
こ

そ
こ
の
間
に
出
来
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

兼
賊
法
師
の
所
説
で
は
、
此
の
渠
の
こ
さ
は
大
内
政
弘
の
勧
め
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
さ
い
ふ
。
而
し
て
、
そ
の
序
文
に
よ
れ
ば
、

冬
良
が
父
の
辿
志
を
織
い
で
宗
祇
を
し
て
ゑ
ら
ば
し
め
た
の
だ
さ

い
ふ
°
旅
し、

さ
ち
ら
も
そ
の
一
而
の
蹂
を
偲
ふ
る
も
の
で
あ
ら
う。

勅
撰
に
準
ぜ
ら
れ
る
に
つ
い
て
は
、
冬
良
の
進
言
も
さ
る
こ
ミ
な
が
ら
、
宜
隆
の
斡
旋
も
大
い
に
力
が
あ
っ

た
ら
う
。
は
じ
め
、
此
の
捩

集
に
刷
し
て
は
宗
祇
は
猪
苗
代
兼
賊
ミ
共
撰
す
る
こ
さ

に
な
つ
て
ゐ
た
。
こ
こ
ろ
が
共
の
後
兼
載
ーこ
宗
祇
こ
の
間
に
意
見
の
不

一
致
が
生

集
り
を
馬
鹿
に
し
て
ゐ
る
の
だ

さ
宜
隆
は
恨
慨
し
て
ゐ
る
。

（五
0
九）



を
撰
す
る
こ
あ
る
の
が
そ
の
證
で
あ
る
。

冬
良
の
そ
の
序
文
に
も

「
明
應
四
年
六
月
廿
日
に
し
る
し
を
は
り
ぬ
る
」
さ
あ
る
が
、

こ
れ

第

三

輯

（五
一
0)

同
集
に
道
其
法
師
ミ
い
ふ
作
者
入
た
り
、
口
惜
し
ぎ
事
な
り
、
躙
東
太
田
の
御
名
乗
な
り
、
惣
而
此
集
不
足
の
事
お
ほ
し
ミ
申
せ
り

道
其
法
師
は
道
泄
の
父
太
田
備
中
守
持
術
の

こ
ー
こ
で
あ
る
。
道
其
は
心
敬
、
宗
祇
に
『
こ
つ
て
は
恩
顧
の
士
で
あ
る
。
宗
祇
が
こ
れ
を
入
撰

せ
し
め
よ
う
．
こ
す
る
の
は
人
箭
で
あ
る
。

兼
戚
は
そ
れ
を
不
服
に
思
っ
た
の
で
あ
る
。

此
の
集
編
媒
に

つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
自
熊
迦
動
を
す
る
盟
も
多
く
て
相
掌
厄
介
だ
っ
た
ら
し
く
、
櫻
井
基
佐
が，

は
る
か
に
つ
く
ば
を
見
れ
ば
銭
あ
れ
ば
す
な
は
ち
入
る
｀
上
手ーこ
下
手
ミ
を
論
ぜ
す

ミ
言
っ

た
の
な
さ
も
其
の
弊
害
，
忽
述
べ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
翡
佐
の
句
が
入
撰
し
て
ゐ
な
い
の
な
さ
も
不
恩
議
-
こ

い
へ

ば
不
思
議
の
一

っ

で
あ
互
宗
祇
は
か
う
い
ふ
他
四
的
紛
糾
の
た
め
に
、
止
む

4

盆
得
ず
｀
自
分
獨
力
で
此
の
集
，
忽
編
鉦
す
る
こ

9

こ
に
し
た
。
そ
こ
で
、

質
隆

を
通
し
て
、
親
王
家
の
御
内
晋
苓
伺
つ

て
買
つ
て
，
宗
祇
獨
力
で

や
つ
て
も
准
勅
捩
に
せ
ら
る
べ
き
の
豫
想
を
つ
け
て
、
愈
本
気
に
着
手

し
た
ら
し
い
。

た
。
高
盗
寺
日
記
明
應
四
年
七
月
の
こ
こ
ろ
に
去
月
廿
日
新
苑
玖
波
集

新
捩
菟
玖
波
集
は
か
く
し
て
明
應
四
年
六
月
廿
日
に
出
来
上
つ

ま
た
、

此
様
な
事
も
雨
者
を
阻
害
す
る

一
悴
壁

f
l

)

な
っ
た
に
迎
ひ
な
い
。
宗
祇
の
こ
の
撰
集
に
劉
す
る
自
信
の
ほ
●
」
の
甚
し
か
っ
た
に
基
づ
く
。

い
を
や
む
べ
し
、
ミ
あ
り
し
に
、

宗
祇
云
兼
載
ミ
我
等
が
句
ぷ
入
ば
此
の
集
お
も
し
ろ
く
あ
る
べ
か
ら
ず
ミ
有
し
さ
な
り

新
つ
く
ば
集
の
時
句
数
多
少
娘
負
あ
る
ミ
て
相
論
の
さ
に
し
げ
か
り
し
時
兼
賊
云
吃
か
句
を
一
句
も
此
の
集
に
不
入
し
て
集
の
い
ろ

じ
た
。
無
論
、
わ
た
く
し
に
は
其
の
理
由
の
何
だ
っ
た
か
は
分
ら
な
い
、
が
、

兼
賊
維
談
中
に

文

學

研

p
u
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宗

祇

の

晩

年

し
づ
か
に
く
る
る
春
風
の
庭

限
さ
へ
似
た
る
花
な
き
さ
く
ら
か
な

六

撰
躾
が
終
る
さ
宗
祇
は
門
弟
肖
柏
玄
洞
宗
仲
等
を
李
ゐ
て
、
悉
く
之
れ
が
校
訂
の
こ
こ
に
あ
た
り
其
の
年
九
月
十
一
二
日
を
以
て
恭
し
く

禁
襄
に
奉
臥
し
た
。

紫
裏
か
ら
は
御
感
の
趣
の
女
房
奉
瞥
を
賜
り
、
質
隆
こ
れ
を
宗
祇
の
草
庵
に
持
参
し
た
。
こ
れ
で
見
る
ミ
、
冬
良
の

序
文
は
大
分
割
引
ぎ
し
て
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

菟
玖
波
集
の
撰
進
に
救
滸
が
全
く
蔭
の
人
さ
な
つ
て
ゐ
る
の
さ
は
趣
が
す

つ
か
り
違
ふ
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

共
の
翌
々
日
、
又
宜
隆
ナ
笠
通
じ
て
再
校
合
の

こーこ
を
放
命
あ
ら
せ
ら
れ
た
。
宗
祇
は
更
に
門
弟
宗
披

に
助
け
し
め
て
再
校
訂
，
を
終
へ
、
こ
れ
を
奉
猷
し
た
の
で
あ
る
。

即
ち
明
應
七
年
十
一
月
猿
裏
か
ら
三
荷
二
合
の
酒
肴
を
下
さ
る
る
こ
ミ

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
新
撰
克
玖
波
集
の
功
成
る
や
、
此
の
年
の
十
二
月
に
長
州
一
宮
住
吉
神
砒
に
法
柴
和
歌
を
奉
納
し
た
。
此

の
時
の
作
者
は
質
降
、
宗
祇
、
肖
柏
．
宗
長
、
宋
阻
等
で
あ
る
。
そ
の
時
の
宗
祗
が
歳
姪
さ
題
す
る
歌
に
、

ゆ
き
か
へ
り
か
ぎ
り
は
な
き
を
容
れ
は

つ
ミ
恩
へ
ば
年
も
老
ぞ
か
な
し
き

宗
祇
は
明
應
五
年
頃
か
ら
耳
が
少
々
遠
く
な
り
出
し
て
来
た
。
し
か
し
、
か
ら
だ

は
逹
者
で
あ
っ
た
。

旅
に
出
る
元
氣
も
あ
っ

た。

連
歌
の
方
は
、
さ
す
が
に
明
應
四
年
の
も
の
は
今
の
f‘)こ
ろ
見
つ
か
ら
な
い

。
明
應
五
年
而
月
九
日
箭
水
寺
で
行
っ
た
賦
何
人
の
本
式

連
歌
百
韻
、
明
應
八
年
一二
月
賦
山
何
百
糾
｀
此
の
二
つ
-
‘
)
も
獨
吟
で
あ
る
。
あ
ミ
の
方
は
宗
祇
の
獨
吟
の
最
後
の
も
の
で
あ
る。

宗
祇
目

ら
語
を
I
)

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

宗
祇
ほ

l

こ
獨
吟
を
数
多
く
し
た
も
の
は
あ
る
ま
い
ミ
い
ふ
。
記
念
の
た
め
に
そ
の
表
八
句
を
あ
げ
て
み
る
。

る。 は
．
捩
集
後
弾
々
禁
裡
に
捧
呈
す
る
に
定
つ
て
か
ら

啓
い
た
も
の
で
、

（五

―
-）

兼
良
が
竹
林
抄
の
序
文
を
書
い
た
の
さ
同
じ
繹
合
の
も
の
で
あ



身
や
今
年
都
の
よ
そ
の
は
る
が
す
み

明
應
七
年
新
狸
菟
玖
波
校
訂
の
こ
ー
、
）
も
終
り、

一
身
の
安
ら
か
さ
を
得
た
宗
祇
は
，
翌
八
年
の
晩
秋

の
さ
ミ
り
が
た
い
も
の
も
出
来
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

た
結
果
、
句
立
て
の
方
で

は
却
つ
て
平
板
な
も
の
ミ
な
り
、

一
方
で
は
前
句
ミ
の
連
絡
が
非
常
に
か
す
か
に
な
つ

て一

見
そ
の
間
に
意
味

な
り
、
祇
公
の
ミ
し
、
さ
か
り
の
句
を
梨
ば
ば
、
よ
か
る
べ
ぎ
な
り

に
し
て
幾
分
拮
屈
の
趣
す
ら
加
つ
て
来
た
。

か
る
る
も
し
け
き
草
む
ら
の
か
け

霜
迷
ふ
道
は
幽
に
斯
れ
て

来
し
方
を
何
國
ミ
夢
の
節
る
ら
ん

行
人
見
へ
ぬ
野
逸
の
杏
け
さ

宗
祇
の
句
は
初
期
は
朔
り
す
ぎ
て
浮
蔀
に
流
れ
、
中
頃
は
い
は
ゆ
る
長
高
ぎ
慌
を
得
て
問
熟
の
域
↓
で
示
し
た
が
、
晩
年
に
至
る
ミ
枯
荘

一
而
か
ら
見
る
．こ
平
板
に
す
ぎ
、
他
面
か
ら
み
る
さ
難
解
に
過
ぎ
る
。
兼
載
雑
談
に
、

一、

宗
祇
老
後
に
き
こ
え

ぬ
蓮
歌
を
わ
ざ
ミ
せ
ら
る
る
｀
こ
人
皆
心
得
た
り
、
そ
れ
に
て
は
な
し
、
色
々
の
句
を
描
し
て
、
あ
ら

ぬ
方

を
案
ぜ
ら
れ
し
ゅ
へ

な
り
、
そ
れ
を
か
の
門
弟
さ
も
年
わ
か
く
し
て
老
後
の
作
を
根
ぴ
し
程
に
辿
歌
に
く
て
い
に
て
あ
し
か
り
し
7
)

わ
た
く
し
を
し
て
臆
晰
を
ゆ
る
さ
し
め
る
な
ら
ば
、
宗
祇
は
専
ら
連
句
附
合
の
に
ほ
ひ
に
心
↓
を
お
含
深
く
こ
ま
か
い
幽
韻
に
心
セ
ミ
め

お
も
ひ
も
わ
か
ぬ
か
り
臥
し
の
そ
ら

ほ
の
設
む
軒
端
の
樹
に
月
出
て

文

學

研

究
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宗

祇

の

晩

年

か
く
草
の
ま
く
ら
の
露
の
な
ご
り
も
た
だ
旅
を
こ
の
め
る
故
な
ら
し、

も
ろ
こ
し
の
遊
子
ー
こ
や
ら
ん
も
旅
に
し
て
一
生
を
く
ら
し
は

宗
長
は
師
匠
の
一
生
に
感
慨
を
洩
し
て
｀

の
句
を
残
し
て
越
後
の
方

へ
國
守
上
杉
氏
を
頼
つ
て
京
都
を
出
た
。

文
組
元
年
は
越
後
で
暮
し
た
。
彼
は
、
越
後
で
は
箭
か
に
老
を
養
つ
て

ゐ
た
や
う
で
あ
る
。
門
人
紫
屋
軒
宗
長
は
そ
の
居
所
駿
河
を
褻

つ
て
越
後
に
師
の
老
い
を
見
舞
っ
た
。
そ
れ
か
ら
後
の
こ
ミ
は
彼
の
宗
祇
終
焉
記
に
稲
か

で
あ
る
。

宗
長
は
文
饂
元
年
六
月
宿
を
出
て
九
月
初
め
頃
越
後
國
府
に
着
い
た。

宗
祇
は
そ
の
頃
す
で
に
お
の
れ
の
命
終
の
近
か
ら
む
こ
ミ
を
さ

ミ
っ
た
の
で
あ
ら
う、

例
の
古
今
集
間
害
以
下
相
催
秘
蔵
の
抄
物
を
函
に
納
め
て
京
都
な
る
宜
隆
の
も
さ
に
送
っ
た
。

九
月
の
こ
一
こ
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
か
ね
が
ね
お
の
れ
の
死
後
は
四
隆
に
奥

へ
よ
う
ミ
言
っ
た
約
束
を
果
す
た
め
で
あ
っ
た
。
翌
年
二
月
、
宗
祇
は

我
も
此
の
國
に
し
て
か
ぎ
り
を
待
侍
れ
さ
命
だ
に
あ
や

に
く
に
つ
れ
な
け
れ
ば
こ
こ
ら
の
人
々
の
あ
は
れ
び
も
さ
の
み
は
い
ミ

は

づ
か
し
く
又
都
に
か
へ
ら
む
も
物
う
し
。
美
涙
國
に
し
る
べ
あ
り
て
の
こ

る
よ
は
ひ
の
か
げ
か
く
し
所
に
も
さ
た
ぴ
た
び
ふ

り
は
ヘ

た
る
文
あ
り
。
哀
れ
さ
も
な
ひ
侍
れ
か
し
、

富
士
を
も
今
ひ
こ
た
ぴ
見
侍
ら
む

六
五

さ
言
つ
て、

宗
長
等
ミ
共
々
越
後
を
立
出
で
た

の
で
あ

っ
た。

宗
祇
は
北
の
頃
已
に
中
風
の
症
ミ
て
歩
行
も
思
っ
た
程
自
由
で
な
か

っ
た

ら
し
い
。
伊
香
保
の
湯
は
中
風
―
．は
奴
瞼
が
あ
る

f

ヽ
こ
き
い
て
其
の
方
へ

廻
っ

た
。
そ
こ
で
賦
何
衣
の
伊
香
保
三
吟
を
作
っ
た
。
四
月
二
十
五

日
の
こ
｝

Jヽ

で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
こ
で
病
ひ
そ
め
て
禍
に

お
り
る
こ

f

l

)

も
出
ぎ
ぬ
ー
こ
い
ふ
有
様
で
あ
っ
た
が
、
病
を
い
だ
け
る
ま
ま
旅
を

つ
づ

け
、
箱
根
の
麓
温
本
に
到
つ
て
遂
に
白
屯
棲
中
の
人
さ
な
っ
た
。
時
は
文
組
二
年
七
月
二
十
九
日
夜
半
。
死
因
は
老
病
で
あ
る
。
享

年
八
十
歳。

（
五
一
三
）



虫
の
年
日
に
夕
露
落
る
草
葉
か
な

に
植
ゑ
塔
婆
を
た
て
て
荒
垣
を
し
て
、

は
格
別
で
あ
る
。

第

三

紺

さ
慈
銀
和
尚
の
御
詠
心
あ
ら
ば
今
宵
ぞ
思
ひ
え
つ
べ
か
り
け
る

さ
述
べ
て
ゐ
る
。

一
入
物
の
あ
は
れ
を
腺
瞼
し

G

五
一
四
）

ま
こ
さ
や
、
宗
祇
の
生
涯
の
大
部
分
は
旅
の
生
活
で
あ
っ
た
。
闘
東
を
逼
脳
す
る
だ
け
で
も
七
ケ
年
十
一
ヶ
國
、
あ
ら
ゆ
る
富
士
の
眺

め
を
見
鏃
し
て
猶
ほ
今
一
度
ミ
望
む
宗
祇
で
あ
っ
た
。
骨
3

時
の
辿
歌
師
は
皆
旅
を
す
み
か
こ
し
て
ゐ
る
ミ
は
言

へ
｀
そ
れ
に
し
て
も
宗
祇

彼
は
か
く
の
如
く
都
部
の
間
を
往
来
し
て
席
の
あ
た
た
ま
る
こ
さ
な
く
、

た
。
彼
の
連
歌
は
旅
の
作
に
於
て
最
も
す
ぐ
れ
て
を
h
、
彼
の
感
懐
は
老
の
述
志
に
於
て
最
も
側
隊
の
力
が
あ
る
、
亦
宜
な
り
ミ
思
ふ
。

辿
骸
は
そ
の
ま
ま
典
に
乗
せ
て
足
柄
山
を
越
え
駿
河
圃
境
桃
園
の
定
輪
寺
に
葬
る
。
埋
葬
は
八
月
一
二
日
ま
だ
明
ぽ
の
に
、

寺
の
門
前
少

し
引
き
込
ん
だ
ミ
こ
ろ
、
き
よ
ら
か
に
水
の
流
れ
て
ゐ
る
そ
ば
に
松
が
あ
り
梅
櫻
が
あ
る
、
そ
こ
の
土
-
に
埋
め
て
、
松
一
も
こ
を
し
る
し

八
月
晦
日
は
宗
祇
月
忌
の
は
じ
め
で
あ
る
。
素
純
ら
も
来
り
會
し
て
宗
長
庵
室
に
於
て
連
歌
を
興
行
し
た
。
宗
長
痰
句
、

其
の
後
、
毎
年
年
回
の
た
ぴ
に
宗
長
法
師
は
鋏
か
さ
ず
師
の
追
善
連
歌
を
興
行
し
て
ゐ
る
。

宗
長
が
宗
祇
の
葬
ひ
も
終
へ

て
一

段
落
を
つ
け
た
時
に
兼
載
が
奥
州
か
ら
宗
祗
の
死
を
き
い
て
相
州
湯
本
を
訪
ね
て
来
た
。
文
に
そ
ヘ

旅
の
世
に
ま
た
旅
ね
し
て
草
枕
夢
の
う
ち
に
ぞ
夢
を
み
る
哉

て
つ
ミ
か
や

文

學

研

究

常
に
現
世
無
常
を
賊
念
し
、

一
七
日
の
間
同
伴
の
門
弟
一
同
こ
こ
に
参
簡
し
た
ミ
宗
長
は
重
ね
て
書
き
さ
さ
め
た
。
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宗

祇

の

晩

年

の
あ
っ
た
こ
さ
も
其
の
宇
津
山
記
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。

六
七

宗
祇
の
計
の
京
都
へ
偲
は

っ
た
の
は
大
分
迦
れ
て
ゐ
た
。

岡
隆
公
記
に
記
す
ミ

こ
ろ
で

は
彼
は
宗
祗
の
死
に
お
く
る
る
こ
ー
、
こ
ヶ
月
の

C
↓
 

宗
長
法
師
は
宗
祇
門
下
中
の
高
足
で
あ
る
が
、
彼
は
宇
津
山
記
に
よ
れ
ば
駿
河
國
島
田
の
宿
の
鍛
冶
屋
の

三
男
で
あ
る
。
十
八
で
法
師

に
な
り
、
受
戒
加
行
椛
頂
を
も
受
け
た
が
、
應
仁
の
乱
後
遠
江
の
凱
（
今
川
義
忠
戦
死
し
北
條
早
雲
の
藪
起
を
見
た
る
乱
な
り
）
に
彼
も

ま
た
在
陣
し
、
そ
の
後
、
京
、

奈
良
を
極
遊
し
高
野
の
奥
を
知
ら
う
ご
思
つ
て
國
を
出
た
。
彼
が
宗
祇
に
會
っ
た
の
は
京
都
に
於
て
で
あ

っ
た
が
、
い
つ
頃
か
は
つ
き
り
し
な
い
。
文
明
十
二
年
よ
り
以
前
で
あ
り
、
す
で
に
中
年
に
入
つ

て
か
ら
の
こ
さ
で
あ
っ
た
。
宗
祇
ミ
示

長
は
二
十
七
歳
の
相
違
で
あ
る
。
文
安
四
年
の
生
れ
、
享
禄
五
年
三
月
六
日
歿
。
黒
川
道
祐
の
宗
長
居
士
他
に
は
誤
り
が
あ
る
。
質
隆
の

雪
モ
集
に
も
享
禄
五
年
卯
月
六
日
宗
長
追
善
の
歌
が
あ
る
か
ら
そ
の
歿
年
は
坂
畠
成
の
説
の
方
が
正
し
い
。

宗
長
に
は
男
女
二
人
の
子
供

宗
祇
門
下
に
は
上
に
あ
げ
た
宵
柏
、

宗
長
，
立
洞
、
素
純
等
の
外
に
、
月
村
齋
宗
碩、

宗
梅，

宗
聞
等
そ
の
名
の
相
裳
に
聞
え
た
る
も

の
が
多
い
。

宗
祇
庵
同
宿
の
門
弟
は
、
新
撰
菟
玖
波
に
見
え
て
ゐ
る
だ
け
で
も
宗
盆
、
宗
仲`

等
雨
三
人
あ
る
。
武
家
に
は
小
笠
原
美
涙

守
以
下
宗
祇
に
道
を
問
う
た
も
の
は
酪
分
多
い
。
も

つ
さ
も
、

其
の
人
逹
は
悉
く
宗
祇
の
門
下
生
ミ
は
言
ひ
切
れ
な
い
剥
係
に
あ

っ
た
。

俳
家
奇
人
談
に
は
、
宗
祇
の
僻
世
な
る
も
の
を
載
せ
て
ゐ
る
が
、
宗
祇
に
は
僻
枇
ら
し
い
僻
世
の
な
か
っ
た
こ
ミ
は
｀
そ
の
終
焉
記
に

よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
宗
長
の
壁
草
の
「
宗
祇
椰
師
或
山
寺
に
し
て
、
う
の
薬
さ
へ
花
橘
の
色
香
か
な
さ
つ
か
ま
つ
り
て
身
ま
か
り
ぬ
る

の
ち
立
泄
法
師
か
ら
そ
の
事
を
き
い
た
。

お
く
れ
ぬ
ミ
歎
く
も
は
か
な
い
く
世
し
も
嵐
の
あ
ミ
の
鋸
の
破
身
を

て
宗
長
に
長
歌
を
送
っ
た
そ
の
反
歌

（
五
一
五
）



て
ゐ

る
。
同
君
の
努
を
謝
し
た
い
。

に
如
何
に
も
ふ
さ
は
し
い
で
は
な
い
か
。

第

三

輯

ま
た
本
稿
の
査
料
源
集
に
は
文
學
士
笹
淵
友

一
君
の
助
力
を
得

•
•…·
·
:
」
ミ
あ
る
詞
書
か
ら
察
す
れ
ば
、
此
の
「
う
の
業さ
へ
」
の
句
こ
そ
僻
批
さ
言
は
ば
言
ふ
べ
き
も
の
だ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。

肖
柏
法
師
の
家
熊
春
夢
草
に
よ
れ
ば
、

宗
祗
は
、
あ
の
晩
春
の
癒
祥
薙
の
隅
に
見
る
人
な
く
て
黄
花
ほ
の
か
な
る
山
吹
の
深
き
あ
は
れ

を
愛
し
た
の
で
あ
る
。
あ
の
晩
春
初
夏
の
山
吹
の
哀
愁
こ
そ
は
、
念
々
維
俗
の
志
あ
り
な
が
ら
、
な
ほ
名
利
を
す
つ
る
能
は
ず
、
深
く
造

化
の
樅
棧
に
参
ぜ
む
―こ
し
て
未
だ
二
條
祇
末
流
歌
根
に
妨
げ
ら
れ
、
終
始
迷
妄
料
撒
の
う
ち
に
生
を
滅
鏃
し
た
わ
が
宗
祇
の
生
涯
を
彩
る

宗
祇
歿
後
、
京
都
で
も
地
方
で
も
、
年
々
そ
の
追
苦
供
跨
が
行
は
れ
有
緑
の

士
を
し
て
追
慕
の
涙
を
い

つ
い
つ
ま
で
も
新
た
な
ら
し
め

て
ゐ
る
。
わ
た
く
し
は
宗
祇
が
有
徳
の
士
だ
っ
た
こ
ミ
を
思
ふ
の
で
あ
る
。

此
の
黙
、
芭
媒
さ
共
に
日
本
の
文
學
者
中
の
双
壁
で
あ
る
。

以
上
わ
た
く
し
は
宗
祇
の
晩
年
を
叙
し
て
そ
の
全
貌
を
描
く
べ
く
筆
路
甚
だ
錯
雑
し
た
る
を
讐
る
。
し
か
し
、

本
稿
は
、
こ
れ
を
以

て
わ
た
く
し
の
―
つ
の
党
書
た
ら
し
め
る

ミ
共
に
、
先
昧
識
者
に
廣
く
敬
へ

を
乞
ひ
た
い
ミ
い
ふ
微
意
か
ら
出
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
機
緑
ミ

し
て
更
に
新
し
い
資
料
こ
知
誠
ミ
を
典

へ
ら
れ
る
な
ら
ば
わ
た
く
し
の
本
懐
で
あ
る
。

な
ほ
終
り
を
急
い
だ
た
め
明
應
以
後
の
宗
祗
を
叙
す
る
頗

2
叫
に
過
ぎ
た
憾
み
を
有
つ
て
ゐ
る
。
新
つ
く
ば
撰
集
時
代
の
宗
祇
ミ
宗
祇

の
句
風
ミ
に
就
い
て
は
、
他
日
く
は
し
く
述
べ
た
い
ミ
思

つ
て
ゐ
る
。

文

學

研

究

六
八

（
五
一
六
）




