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『
凸
市
部
仙
榊
終
焉
記
』
 
小
考
 
 

雀
 
 
忠
 
配
州
 
 

十
 
 
 

〓
蚕
紙
終
焉
記
」
は
、
宗
舐
の
弟
子
宗
長
が
文
鳥
元
年
〓
岩
－
）
」
ハ
月
下
旬
 
 

に
駿
河
の
草
庵
を
出
て
、
同
年
の
九
月
一
日
頃
越
後
の
国
府
に
滞
在
中
の
師
匠
 
 

の
宗
祇
を
訪
ね
、
文
亀
t
一
年
〓
害
N
）
四
月
に
宗
砿
と
と
も
に
旅
に
発
っ
て
信
 
 

濃
・
上
野
・
武
蔵
を
経
由
し
、
七
月
三
十
日
の
夜
半
過
ぎ
に
箱
根
湯
本
で
宗
舐
 
 

の
臨
終
を
み
と
り
、
師
の
遺
骸
を
駿
河
桃
固
の
元
結
寺
に
葬
り
、
臆
河
の
宗
長
 
 

の
草
庵
に
帰
着
す
る
ま
で
の
経
過
を
記
し
た
文
章
で
あ
る
。
 
 
 

『
宗
祇
終
葛
記
』
は
、
宗
鑑
自
身
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
記
録
で
は
な
い
 
 

が
、
某
紙
の
最
晩
年
の
伝
記
資
料
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
ま
た
、
宗
舐
の
終
焉
 
 

の
際
の
写
実
的
な
描
写
な
ど
は
、
優
れ
た
文
学
性
を
備
え
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
宗
祇
研
究
の
補
助
的
手
段
と
し
て
使
わ
 
 

れ
た
傾
向
が
あ
り
、
宗
長
研
究
で
も
あ
ま
り
中
心
材
料
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
 
 

が
な
か
っ
た
。
金
子
金
治
郎
氏
が
〓
至
鍛
旅
の
記
私
注
』
工
の
中
で
辞
書
類
従
 
 

本
を
底
本
に
内
閣
文
庫
本
で
対
校
し
た
 
≡
不
破
終
焉
記
』
を
樹
刻
し
、
略
注
釈
 
 

を
付
け
て
紹
介
さ
れ
た
が
、
こ
の
作
品
の
持
つ
価
値
に
つ
い
て
完
全
に
解
明
さ
 
 

れ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
 
 
 

本
稿
で
は
、
こ
の
作
品
の
中
に
投
影
さ
れ
た
宗
砿
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
 
 

に
依
っ
て
、
宗
孤
島
晩
年
の
様
子
を
探
っ
て
み
る
と
共
に
、
宗
長
の
創
作
意
図
 
 

お
よ
ぴ
こ
の
作
品
の
持
つ
文
学
的
価
値
を
解
明
し
て
み
る
。
 
 

二
 
 
 

ま
ず
、
宗
砿
の
越
後
下
向
と
宗
長
の
宗
祇
訪
問
を
記
録
し
た
冒
頭
の
文
を
見
 
 

る
と
、
 
 

宗
紙
老
人
、
年
ご
ろ
の
草
庵
も
物
う
き
に
や
、
都
の
外
の
あ
ら
ま
し
せ
し
 
 

年
の
、
春
の
は
じ
め
の
発
句
に
、
 
 

身
や
今
年
都
を
余
所
の
は
る
が
す
み
 
 

そ
の
秋
の
暮
、
こ
し
路
の
空
に
お
も
む
幸
、
此
の
た
び
（
は
）
帰
る
山
の
 
 

名
を
だ
に
思
は
ず
し
て
、
越
後
の
国
に
し
る
た
よ
り
を
も
と
め
て
二
と
せ
 
 

計
送
ら
れ
ぬ
と
聞
善
て
、
文
亀
の
は
じ
め
の
年
の
六
月
の
末
、
駿
河
の
国
 
 

よ
わ
二
歩
を
す
ゝ
め
、
足
柄
山
を
こ
え
、
富
士
の
ね
を
よ
そ
に
見
て
、
伊
 
 

豆
の
海
、
お
吉
の
小
島
に
よ
る
浪
、
こ
ゆ
る
ぎ
の
磯
を
つ
た
ひ
、
鎌
倉
を
 
 
 

一
見
せ
し
に
、
有
夫
持
家
の
そ
の
か
み
、
ま
た
九
代
の
栄
も
、
た
だ
目
の
 
 

前
の
心
ち
し
て
、
鶴
が
岡
の
な
ぎ
さ
の
松
、
雪
の
下
の
い
ら
か
は
、
げ
に
 
 

岩
清
水
に
も
た
ち
ま
さ
る
ら
ん
と
ぞ
覚
え
侍
る
。
山
′
1
の
た
～
ず
ま
ひ
、
 
 

や
つ
ノ
＼
し
（
く
）
ま
ぐ
い
は
ヾ
筆
の
う
み
も
底
に
見
え
つ
ペ
し
。
岩
 
 

に
は
 
（
八
）
 
九
年
か
 
（
の
）
 
こ
の
か
た
、
山
の
内
、
扇
の
谷
、
鉾
楯
の
事
 
 

出
で
来
て
、
凡
八
ケ
国
二
か
た
に
わ
か
れ
て
、
道
行
く
人
も
た
や
す
か
ら
 
 

ず
と
は
聞
こ
え
し
か
ど
、
こ
な
た
か
な
た
知
る
つ
て
あ
り
て
、
武
蔵
野
を
 
 

も
分
け
過
ぎ
て
上
野
を
へ
て
、
な
が
月
朔
日
頃
に
、
越
後
の
国
府
に
至
り
 
 

ぬ
。
 
 

と
あ
る
。
宗
祇
の
越
後
下
向
の
理
由
を
「
年
ご
ろ
の
草
庵
も
物
う
卓
」
も
の
で
 
 

あ
っ
た
の
で
都
の
外
に
去
ろ
う
と
思
い
立
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
越
後
下
 
 

向
は
、
宗
祇
に
と
っ
て
七
回
目
の
越
後
へ
の
旅
で
あ
る
互
と
い
う
こ
と
を
考
え
 
 

て
み
る
と
、
日
ご
ろ
の
草
庵
生
活
の
退
屈
さ
を
逃
れ
る
た
め
に
こ
の
旅
に
出
た
 
 

と
は
思
え
な
い
。
当
時
の
連
歌
師
た
ち
は
、
地
方
の
政
治
的
庇
護
を
受
け
な
が
 
 

ら
、
都
の
文
化
を
伝
え
る
一
方
、
地
方
の
好
士
た
ち
に
古
典
を
講
じ
た
り
、
連
 
 

歌
会
を
開
い
た
り
し
て
、
顕
門
権
家
と
交
渉
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
宗
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砥
の
こ
の
越
後
下
向
の
契
機
も
、
旅
の
詩
人
と
し
て
の
歌
枕
探
訪
や
自
然
観
照
 
 

な
ど
の
た
め
で
な
く
、
地
方
勢
力
と
の
関
わ
り
に
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
の
作
品
 
 

の
成
立
事
情
互
か
ら
見
る
と
、
宗
祇
没
直
後
に
追
悼
の
意
を
込
め
て
折
々
の
香
 
 

春
留
め
を
も
と
に
し
て
、
師
の
終
焉
前
後
の
事
情
を
ま
と
め
、
他
の
門
弟
に
先
 
 

立
っ
て
帰
京
す
る
水
本
与
五
郎
に
託
し
て
、
京
都
の
知
人
た
ち
へ
報
告
す
る
た
 
 

め
の
文
章
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
長
は
、
今
は
な
き
師
の
越
後
下
向
の
目
 
 

的
を
「
年
ご
ろ
の
草
庵
も
物
う
善
に
や
」
と
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
旅
の
詩
人
 
 

と
し
て
の
純
粋
な
目
的
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作
 
 

品
の
文
芸
作
品
と
し
て
の
価
値
は
こ
う
い
う
記
述
に
あ
る
と
言
え
る
。
作
中
人
 
 

物
で
あ
る
某
紙
が
語
り
手
の
立
場
で
「
年
ご
ろ
の
草
庵
も
物
う
き
に
や
」
と
語
 
 

っ
て
い
る
と
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
長
の
記
録
に
意
味
が
生
ま
れ
て
く
る
。
 
 

た
だ
の
旅
の
記
録
を
残
し
た
日
誌
的
な
記
録
で
な
く
、
文
芸
作
品
と
言
え
る
所
 
 

以
は
こ
こ
に
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
「
此
の
た
び
（
は
）
帰
る
山
の
名
を
だ
に
思
は
ず
し
て
」
と
い
う
 
 

箇
所
は
、
こ
の
作
品
の
文
芸
作
品
と
し
て
の
価
値
巷
よ
り
明
ら
か
に
し
て
く
れ
 
 

る
。
宗
舐
の
発
句
「
身
や
今
年
都
を
余
所
の
は
る
が
す
み
」
は
、
今
年
自
分
は
 
 

春
霞
の
立
つ
春
を
よ
そ
に
し
て
外
へ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
都
 
 

巷
去
る
計
画
を
詠
ん
で
は
い
る
が
、
「
帰
る
山
の
名
を
だ
に
思
は
ず
」
と
は
言
 
 

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
宗
長
は
 
「
帰
る
山
の
名
を
だ
に
恩
は
ず
し
て
」
 
 

と
脚
色
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
を
覚
悟
し
て
旅
に
立
つ
わ
び
し
い
旅
の
詩
人
 
 

と
し
て
の
宗
祇
像
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
発
句
の
次
の
 
「
そ
の
秋
の
暮
、
こ
し
路
の
空
に
お
も
む
幸
」
 
の
部
分
 
 

も
こ
の
作
品
の
文
芸
性
を
現
し
て
い
る
。
金
子
金
治
郎
氏
は
注
釈
で
、
後
法
興
 
 

院
記
の
七
月
十
三
日
条
の
 
「
宗
祇
釆
。
々
十
六
日
下
向
越
後
云
々
」
を
引
用
し
 
 

て
、
こ
れ
を
明
応
九
年
（
l
竺
幸
）
 
の
こ
と
で
あ
る
互
と
述
べ
て
い
る
。
す
る
と
、
 
 宗

前
の
「
身
や
今
年
」
の
発
句
が
、
葉
陰
公
記
明
応
八
年
〓
畠
苫
正
月
六
日
 
 

の
条
に
「
宗
舐
今
年
発
句
」
と
し
て
載
っ
て
い
る
か
ら
、
年
次
が
合
わ
な
い
。
 
 

発
句
を
詠
ん
だ
年
（
明
応
八
年
）
 
に
は
旅
に
立
た
ず
、
そ
の
翌
年
（
明
応
九
年
）
 
 

に
越
後
に
下
向
し
た
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
宗
長
の
思
い
違
い
 
 

で
同
じ
年
と
記
録
し
た
と
金
子
氏
は
注
を
付
け
て
い
る
了
）
。
果
し
て
、
こ
れ
が
 
 

宗
長
の
思
い
違
い
で
あ
ろ
う
か
。
宗
長
か
越
後
の
宗
崩
を
訪
ね
た
の
は
、
上
に
 
 

引
用
し
た
本
文
通
り
「
文
亀
は
じ
め
の
年
六
月
末
」
 
で
あ
り
、
宗
祇
が
超
後
に
 
 

下
向
し
た
の
は
、
そ
の
ち
ょ
う
ど
一
年
前
の
明
応
九
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。
 
 

わ
ず
か
一
ニ
ー
年
前
の
こ
と
を
五
五
歳
の
宗
長
が
結
党
す
る
は
ず
が
な
い
。
宗
 
 

長
は
、
師
の
宗
祇
の
一
生
を
旅
の
詩
人
と
し
て
創
り
上
げ
る
た
め
に
事
実
を
知
 
 

っ
て
い
な
が
ら
、
わ
ぎ
と
こ
の
よ
う
に
書
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
作
品
の
中
で
宗
長
は
、
宗
祇
臨
終
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
 
 

お
の
′
t
・
・
－
こ
ゝ
ろ
を
の
と
め
て
、
あ
す
は
此
の
山
を
こ
ゆ
ぺ
善
用
意
せ
さ
 
 

せ
て
、
う
ち
や
す
み
し
に
、
夜
中
過
る
ほ
ど
、
い
た
く
く
る
し
げ
な
れ
ば
、
 
 

を
し
う
ご
か
し
侍
れ
ば
、
只
今
の
夢
に
定
家
卿
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
し
と
 
 

い
ひ
て
、
玉
の
を
よ
絶
え
な
ば
た
え
ね
と
い
ふ
寄
を
吟
ぜ
ら
れ
し
を
、
聞
 
 

く
人
、
是
は
式
子
内
親
王
の
御
苛
に
こ
そ
と
思
へ
る
に
、
又
こ
の
た
び
の
 
 

千
句
の
中
に
あ
り
し
前
句
に
や
、
 
 

な
が
む
る
月
に
た
ち
ぞ
う
か
る
～
 
 

と
い
ふ
句
を
沈
吟
し
て
、
我
は
付
け
か
た
し
、
み
な
′
1
－
付
け
侍
れ
な
ど
 
 

た
は
ぷ
れ
に
い
ひ
つ
ゝ
、
と
も
し
火
の
き
ゆ
る
や
う
に
し
て
い
さ
も
絶
え
 
 

ぬ
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
臨
終
直
前
の
夢
の
中
で
定
家
に
会
っ
た
と
言
っ
て
、
「
玉
の
を
 
 

よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
」
と
式
子
内
親
王
の
和
歌
を
吟
じ
た
あ
と
、
「
な
が
む
る
 
 

月
に
た
ち
ぞ
わ
か
る
～
」
と
い
う
前
句
を
沈
吟
し
な
が
ら
「
我
は
付
け
が
た
し
、
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み
な
み
な
付
け
侍
れ
」
な
ど
と
言
っ
て
、
「
と
も
し
火
の
き
ゆ
る
や
う
に
し
て
 
 

い
き
も
絶
え
」
た
と
記
し
て
い
る
。
 
 
 

連
歌
の
特
徴
で
あ
る
付
け
句
の
こ
と
に
最
後
の
最
後
ま
で
心
を
遣
っ
て
い
る
 
 

宗
舐
の
連
歌
師
と
し
て
の
プ
ロ
精
神
や
、
と
も
し
火
の
よ
う
に
旅
先
で
わ
び
し
 
 

い
臨
終
を
迎
え
た
旅
の
詩
人
の
姿
を
浮
卓
彫
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
 
 

作
品
の
文
芸
性
は
よ
り
高
く
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
中
国
の
遊
子
の
道
祖
神
に
な
っ
た
由
来
や
人
生
を
旅
の
世
に
た
と
 
 

え
た
慈
鎮
和
尚
の
「
旅
の
世
に
」
の
歌
に
よ
っ
て
、
旅
の
詩
人
と
し
て
の
宗
紙
 
 

像
は
、
よ
り
♯
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
う
い
う
旅
の
詩
人
と
し
て
の
 
 

宗
舐
像
を
作
り
あ
げ
る
た
め
に
は
、
旅
に
立
つ
必
然
的
な
動
機
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

即
ち
、
冒
頭
文
の
 
「
年
ご
ろ
の
草
庵
も
物
う
幸
」
こ
と
だ
っ
た
の
で
旅
に
立
ち
、
 
 

こ
の
た
び
は
「
帰
る
山
の
名
を
だ
に
思
は
ず
」
 
に
死
を
旅
路
で
迎
え
よ
う
と
覚
 
 

悟
す
る
宗
舐
像
が
生
き
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
首
尾
一
貫
し
た
宗
舐
 
 

像
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
の
臨
終
事
実
を
知
ら
せ
る
た
め
に
記
録
し
た
 
 

記
録
文
で
な
く
、
旅
の
詩
人
の
わ
び
し
い
終
焉
の
姿
を
描
い
た
文
芸
作
品
と
い
 
 

う
性
格
が
強
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

三
 
 
 

宗
長
が
宗
祇
の
終
焉
に
つ
い
て
は
か
な
り
質
の
高
い
文
芸
性
あ
ふ
れ
る
文
章
 
 

を
書
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
他
の
記
述
は
果
た
し
て
ど
ん
な
様
相
を
 
 

見
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 
 

二
股
的
な
紀
行
文
学
の
鳩
舎
は
、
旅
路
の
出
来
事
、
見
聞
、
感
想
な
ど
を
記
 
 

録
す
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
は
他
の
紀
行
文
苧
に
比
べ
て
、
 
 

あ
ま
り
細
か
く
記
述
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
先
に
引
用
し
た
冒
頭
文
の
 
 

中
か
ら
、
宗
長
が
駿
河
を
発
っ
て
越
後
の
国
府
に
至
る
ま
で
の
記
述
を
み
る
と
、
 
 

ほ
ん
と
う
に
無
味
乾
燥
の
文
章
で
あ
る
。
宗
祇
の
紀
行
文
苧
で
あ
る
「
白
河
紀
 
 

行
」
 
『
筑
紫
這
記
』
な
ど
に
比
べ
る
と
雲
泥
の
差
で
あ
る
。
六
月
末
に
巌
河
を
 
 

発
っ
て
霜
月
朔
日
に
着
く
ま
で
の
ニ
ケ
月
以
上
の
記
録
が
、
た
だ
の
八
行
程
で
 
 

終
わ
っ
て
い
る
。
「
足
柄
山
」
 
「
富
士
の
ね
」
 
「
こ
ゆ
る
ぎ
の
磯
」
 
「
鶴
が
丘
」
 
 

「
武
蔵
野
」
な
ど
、
い
ろ
ん
な
歌
の
名
所
を
通
り
な
が
ら
歌
一
首
も
引
用
し
て
 
 

い
な
い
。
ど
ん
な
目
的
を
も
っ
て
旅
に
立
つ
に
し
て
も
、
旅
で
の
感
想
を
し
み
 
 

後
の
本
文
の
中
で
宗
長
自
身
の
病
気
の
た
め
に
旅
程
が
ず
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
 
 

じ
み
と
書
き
記
す
の
が
旅
の
記
録
の
一
般
的
類
型
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
 
 

い
さ
さ
か
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
の
あ
る
作
品
で
あ
る
。
駿
河
か
ら
越
後
ま
で
二
ケ
 
 

月
以
上
か
か
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
さ
ほ
ど
急
い
で
い
た
の
で
も
な
い
し
、
 
 
 

い
る
が
、
そ
の
都
度
そ
う
い
う
事
情
が
こ
と
細
か
に
善
か
れ
て
い
る
の
を
見
る
 
 

と
、
原
因
は
病
気
だ
け
で
も
な
い
ら
し
い
。
 
 
 

こ
れ
に
比
べ
て
、
地
方
の
政
治
的
状
況
な
ど
は
、
非
常
に
詳
し
く
書
き
記
し
 
 

て
い
る
の
が
目
立
つ
。
鎌
倉
を
見
た
感
想
を
「
右
大
将
家
の
そ
の
か
み
、
ま
た
 
 

九
代
の
栄
も
、
た
だ
目
の
前
の
心
ち
し
て
、
鶴
が
岡
の
な
ぎ
さ
の
松
、
雪
の
下
 
 

の
い
ら
か
は
、
げ
に
岩
清
水
に
も
た
ち
ま
さ
る
ら
ん
と
ぞ
覚
え
侍
る
。
山
′
1
 
 

の
た
ゝ
ず
ま
ひ
、
や
つ
／
1
し
 
（
く
）
ま
ぐ
い
は
ゞ
筆
の
う
み
も
底
に
見
え
 
 

つ
ペ
し
。
愛
に
は
（
八
）
九
年
が
 
（
の
）
 
こ
の
か
た
、
山
の
内
、
扇
の
谷
、
鉾
 
 

楯
の
事
出
で
来
て
、
凡
八
ケ
国
二
か
た
に
わ
か
れ
て
、
通
行
く
人
も
た
や
す
か
 
 

ら
ず
と
は
聞
こ
え
し
か
ど
、
こ
な
た
か
な
た
知
る
つ
て
あ
り
て
」
 
云
々
と
細
か
 
 

く
記
録
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
文
学
の
好
士
と
し
て
の
宗
長
像
は
見
当
た
ら
 
 

な
い
。
宗
祇
の
場
合
も
『
白
河
紀
行
』
や
『
筑
紫
道
記
」
な
と
で
地
方
の
政
治
 
 

的
な
こ
と
に
関
し
て
記
述
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
や
は
り
主
流
を
な
し
て
い
る
 
 

の
は
、
歌
枕
や
名
所
探
訪
な
ど
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
宗
長
も
宗
砥
の
後
を
 
 

継
い
で
連
歌
師
の
道
を
歩
ん
で
い
る
が
、
宗
舐
よ
り
も
も
っ
と
政
治
的
な
庇
護
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を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
推
測
し
て
み
る
と
、
た
だ
の
文
人
と
し
て
よ
り
は
、
 
 

連
歌
師
と
し
て
の
職
業
意
識
の
方
が
勝
っ
て
い
た
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
宗
長
 
 

の
生
産
の
中
で
駿
河
に
庵
を
結
ん
で
過
ご
し
た
歳
月
の
長
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
 
 

地
方
の
権
力
者
の
庇
謹
の
下
で
優
雅
な
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
即
 
 

ち
、
政
治
的
勢
力
と
密
着
し
て
い
る
宗
長
の
一
面
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

政
治
的
関
心
へ
の
長
い
記
述
に
比
べ
て
、
こ
の
旅
の
目
的
で
あ
っ
た
宗
祀
を
 
 

訪
問
し
た
後
の
記
述
は
極
め
て
短
か
い
。
「
宗
砥
げ
ぎ
ん
に
入
り
て
、
年
月
へ
 
 

だ
た
り
ぬ
る
事
な
ど
を
打
か
た
ら
ひ
、
都
へ
の
あ
ら
ま
し
し
侍
る
お
り
し
も
、
 
 

ひ
な
の
長
路
の
つ
も
り
に
や
、
身
に
わ
づ
ら
ふ
事
あ
り
て
日
数
に
な
り
ぬ
。
」
 
 

と
あ
っ
て
、
宗
舐
と
出
会
っ
て
、
具
体
的
に
何
を
話
し
合
っ
た
の
か
に
つ
い
て
 
 

全
然
触
れ
て
い
な
い
。
ど
ん
な
事
憎
が
あ
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
か
な
り
 
 

急
い
で
都
へ
戻
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

長
期
間
越
後
に
い
る
予
定
は
な
か
っ
た
が
、
宗
長
は
病
気
の
た
め
に
し
か
た
 
 

な
く
越
後
に
残
っ
た
。
病
気
が
治
っ
て
、
ま
た
旅
立
と
う
と
し
た
の
が
神
撫
月
 
 

二
十
日
あ
ま
り
で
あ
る
か
ら
、
五
十
余
日
蘭
越
後
に
い
て
、
そ
の
中
の
相
当
の
 
 

期
間
を
病
気
で
寝
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
宗
長
が
ど
ん
な
病
気
で
悩
ま
さ
れ
た
 
 

か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
こ
の
作
品
の
中
で
、
宗
長
自
身
の
病
気
の
た
め
に
 
 

旅
程
が
狂
っ
た
記
述
は
、
別
の
集
に
あ
る
。
 
 

此
の
暮
よ
り
、
又
わ
づ
ら
ふ
事
さ
へ
か
へ
り
て
、
風
さ
へ
く
は
～
り
日
数
 
 

へ
ぬ
。
き
さ
ら
ぎ
の
末
つ
か
た
、
を
こ
り
た
り
ぬ
れ
ど
、
都
の
あ
ら
ま
し
 
 

は
打
ち
置
き
ぬ
。
 
 

こ
れ
か
ら
、
宗
長
の
病
気
の
た
め
や
む
を
え
ず
帰
京
が
延
期
に
な
り
、
結
局
越
 
 

後
で
年
を
越
え
、
翌
年
の
正
月
の
九
日
の
連
歌
会
に
参
加
し
た
夕
方
か
ら
、
ま
 
 

た
発
病
し
て
「
き
さ
ら
ぎ
の
末
つ
か
た
」
ま
で
、
ほ
ぼ
二
か
月
間
寝
て
い
た
こ
 
 

と
が
わ
か
る
。
 
 
 

こ
こ
で
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
か
よ
う
な
病
弱
な
宗
長
が
無
理
し
て
ま
で
 
 

な
ぜ
越
後
に
宗
祇
を
訪
ね
て
行
っ
た
か
で
あ
る
が
、
は
っ
卓
り
し
た
こ
と
は
わ
 
 

か
ら
な
い
。
 
 
 

こ
の
作
品
の
中
で
五
五
歳
の
宗
長
の
病
弱
さ
に
比
べ
る
と
、
八
二
義
の
宗
祇
 
 

は
、
老
胞
と
し
て
は
か
な
り
元
気
で
あ
っ
た
。
宗
紙
の
元
気
な
活
躍
撮
り
を
見
 
 

せ
て
く
れ
る
所
を
拾
っ
て
み
よ
う
。
 
 

元
日
に
は
宗
祇
夢
想
の
発
句
に
て
連
歌
あ
り
 
 

年
や
け
さ
あ
け
の
い
が
き
の
一
夜
松
 
 

お
な
じ
喜
九
日
に
、
旅
宿
に
し
て
一
軒
つ
か
う
ま
つ
り
し
発
句
に
、
 
 

青
柳
も
年
に
ま
さ
木
の
か
つ
ら
哉
 
 

文
月
の
は
じ
め
に
は
武
蔵
の
国
人
間
川
の
わ
た
り
、
上
戸
と
い
ふ
所
は
、
 
 

い
ま
山
の
内
の
陣
所
な
り
。
こ
こ
に
廿
日
あ
ま
り
ほ
ど
や
す
ら
ふ
事
あ
り
 
 

て
、
数
寄
の
人
お
ほ
く
、
千
句
の
連
歌
な
ど
も
侍
り
し
。
 
 

鎌
倉
近
善
処
に
し
て
廿
四
日
よ
り
千
句
の
連
歌
あ
り
。
廿
六
日
に
は
は
 
 

て
ぬ
。
一
座
に
十
句
十
二
句
な
ど
、
句
数
も
此
ご
ろ
よ
り
は
あ
り
。
 
 

文
鳥
t
一
年
元
日
に
、
夢
想
発
句
で
連
歌
会
に
参
加
し
、
同
月
九
日
の
連
歌
会
で
 
 

発
句
を
詠
ん
で
い
る
。
わ
ず
か
九
日
の
聞
に
二
回
も
連
歌
会
に
参
加
す
る
ほ
ど
 
 

元
気
で
あ
っ
た
。
騙
終
す
る
七
月
上
旬
に
は
、
武
蔵
の
上
戸
で
千
句
連
歌
会
に
 
 

出
座
し
、
臨
終
」
ハ
目
前
に
当
る
七
月
二
十
四
日
か
ら
四
日
前
の
二
十
六
日
に
か
 
 

け
て
、
鎌
倉
近
く
の
相
模
守
護
代
上
田
の
館
の
千
句
連
歌
に
出
座
し
て
、
百
句
 
 

一
巻
の
中
で
平
均
十
句
ま
た
は
十
二
句
程
度
を
詠
ん
で
い
る
か
ら
、
結
局
百
句
 
 

以
上
の
句
を
詠
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
舐
も
病
気
を
し
な
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か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
宗
長
と
宗
祇
が
越
後
を
立
っ
て
一
緒
に
旅
に
出
て
草
 
 

津
に
到
着
し
た
旗
、
二
人
は
別
れ
て
宗
長
は
草
津
に
、
宗
祇
は
近
く
の
伊
香
保
 
 

温
泉
に
泊
っ
た
。
 
 

お
な
じ
国
に
、
伊
香
保
と
い
ふ
名
所
の
湯
あ
り
。
中
風
の
た
め
に
よ
し
な
 
 

ど
蘭
書
て
、
宗
舐
は
そ
な
た
に
赴
き
、
二
か
た
に
な
り
ぬ
。
此
の
湯
に
て
 
 

わ
づ
ら
ひ
そ
め
て
、
藩
に
お
る
～
事
も
な
く
て
、
五
月
の
み
じ
か
夜
を
し
 
 

も
あ
か
し
わ
ぴ
ぬ
る
に
や
。
 
 

わ
ざ
わ
ざ
宗
長
と
別
れ
て
中
風
に
い
い
と
い
う
伊
香
保
温
泉
に
行
っ
た
こ
と
か
 
 

ら
、
某
紙
の
病
気
が
中
風
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
本
当
に
 
 

中
風
を
わ
ず
ら
っ
て
い
た
の
な
ら
、
越
後
か
ら
伊
香
保
ま
で
同
行
で
き
る
は
ず
 
 

が
な
い
。
中
風
気
味
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
中
風
と
は
言
え
な
い
の
か
も
し
れ
 
 

な
い
。
「
此
の
歯
に
て
わ
づ
ら
ひ
そ
め
て
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
測
す
る
と
、
 
 

本
当
に
病
気
に
か
か
っ
た
の
は
、
伊
香
保
温
泉
に
着
い
て
か
ら
だ
と
言
え
る
。
 
 

そ
の
後
は
病
気
の
た
め
に
温
に
入
る
革
も
で
き
ず
、
夜
も
病
気
の
た
め
に
よ
く
 
 

浸
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
ま
た
武
蔵
、
鎌
倉
へ
の
 
 

旅
へ
同
行
し
、
二
回
も
千
句
連
歌
会
に
参
加
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
老
姫
と
 
 

し
て
は
か
な
り
元
気
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
一
年
間
で
、
何
回
 
 

も
病
気
で
寝
込
ん
だ
宗
長
に
比
べ
る
と
、
宗
祇
の
方
が
か
え
っ
て
元
気
で
あ
っ
 
 

た
と
言
え
る
。
 
 
 

病
弱
な
宗
長
に
と
っ
て
、
予
定
に
な
か
っ
た
老
躯
の
宗
祇
と
の
同
行
の
旅
は
、
 
 

か
な
り
負
担
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
 
 

喜
さ
ら
ぎ
の
禾
つ
か
た
、
を
こ
た
り
ぬ
れ
ど
、
都
の
あ
ら
ま
し
は
打
ち
直
 
 

き
ぬ
。
上
野
の
国
草
津
と
云
ふ
湯
に
入
り
て
、
駿
河
の
国
に
罷
帰
ら
ん
の
 
 

よ
し
、
お
も
ひ
立
ち
ぬ
る
と
い
へ
ば
、
宗
祀
老
人
、
我
も
此
の
国
に
し
て
 
 

か
ぎ
り
を
待
ち
侍
れ
ど
、
命
だ
に
あ
や
に
く
に
つ
れ
な
け
れ
は
、
こ
～
ら
 
 

の
人
々
の
あ
は
れ
ぴ
も
、
さ
の
み
は
い
と
は
づ
か
し
く
、
又
都
に
帰
り
の
 
 

ぽ
ら
ん
も
物
う
し
。
美
濃
由
に
し
る
ぺ
あ
り
て
、
の
こ
る
よ
は
ひ
の
か
げ
 
 

か
く
し
所
に
も
と
、
た
び
た
び
ふ
り
は
へ
た
る
文
あ
り
。
克
と
も
な
ひ
侍
 
 

れ
か
し
、
富
士
を
も
今
ひ
と
た
び
見
侍
ら
ん
な
ど
あ
り
し
か
ば
、
う
ち
す
 
 

て
国
に
帰
ら
ん
も
、
つ
み
え
が
ま
し
く
い
な
ぴ
が
た
く
て
信
濃
路
に
か
～
 
 

り
、
ち
く
ま
河
の
石
ふ
み
わ
た
り
、
菅
の
あ
ら
野
を
し
の
ぎ
て
、
廿
六
日
 
 

と
い
ふ
に
、
草
津
と
い
ふ
所
に
つ
巷
ぬ
。
 
 
 

こ
の
記
述
か
ら
、
何
か
の
事
情
で
越
後
に
居
づ
ら
く
な
っ
た
宗
舐
が
、
越
後
 
 

で
の
永
住
を
あ
き
ら
め
て
、
宗
長
と
同
行
し
た
い
と
言
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
 
 

る
。
こ
れ
に
対
し
て
宗
長
は
、
自
分
の
気
持
を
「
う
ち
す
て
国
に
帰
ら
ん
も
、
 
 

つ
み
え
が
ま
し
く
い
な
ぴ
が
た
く
て
」
と
率
直
に
記
録
し
て
い
る
。
自
損
二
人
 
 

の
身
さ
え
病
弱
で
困
り
果
て
て
い
る
の
に
、
老
躯
の
宗
祇
を
お
供
し
て
の
旅
行
 
 

は
さ
ら
に
困
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
の
師
で
あ
る
宗
祇
の
願
い
を
拒
 
 

絶
す
る
こ
と
す
ら
罪
を
作
る
よ
う
で
で
き
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
「
う
ち
す
て
」
 
 

と
い
う
表
現
の
中
に
宗
長
の
率
直
な
気
持
ち
が
示
さ
れ
て
い
る
。
自
分
の
感
情
 
 

を
隠
さ
ず
に
正
直
に
表
現
し
て
い
る
宗
長
の
一
面
を
伺
う
こ
と
が
で
幸
る
。
宗
 
 

祇
の
無
理
な
願
い
巷
斬
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
仕
方
な
く
発
っ
た
旅
で
あ
る
 
 

が
、
こ
の
旅
の
途
中
、
師
の
臨
終
を
見
守
る
こ
と
が
で
さ
た
の
は
、
宗
長
に
と
 
 

っ
て
は
不
幸
中
の
幸
い
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
弟
子
と
し
て
師
の
最
後
を
見
 
 

守
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
と
、
旅
鵜
で
臨
終
を
迎
え
る
師
の
姿
と
は
、
宗
祇
と
 
 

同
じ
く
連
歌
師
の
通
を
歩
む
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
宗
長
に
と
っ
て
、
一
つ
の
 
 

理
想
の
姿
で
あ
っ
た
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
作
品
の
圧
巻
と
言
え
る
宗
紙
臨
終
の
場
面
を
も
う
一
度
引
用
し
よ
う
。
 
 

国
府
津
と
い
ふ
処
に
旅
宿
を
も
と
め
て
、
一
夜
を
あ
か
し
侍
り
し
に
、
駿
 
 

河
よ
り
む
か
へ
の
馬
、
人
、
輿
な
ど
も
見
え
て
、
柔
順
馬
を
は
せ
て
来
り
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む
か
は
れ
し
か
ば
、
力
を
え
て
、
明
れ
ば
箱
根
山
の
麓
、
湯
本
と
い
ふ
所
 
 

に
つ
き
し
に
、
道
の
ほ
ど
よ
り
す
こ
し
心
よ
げ
に
て
、
ゆ
づ
け
な
ど
く
ひ
、
 
 

物
語
う
ち
し
て
ま
ど
ろ
ま
れ
ぬ
。
 
 

お
の
′
1
こ
ゝ
ろ
を
の
ど
め
て
、
あ
す
は
此
の
山
を
こ
ゆ
ペ
き
用
意
せ
さ
 
 

せ
て
、
う
ち
や
す
み
し
に
、
夜
中
過
る
ほ
ど
、
い
た
く
く
る
し
げ
な
れ
ば
、
 
 

を
し
う
ご
か
し
侍
れ
ば
、
只
今
の
夢
に
定
家
卿
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
し
と
 
 

い
ひ
て
、
玉
の
を
よ
絶
え
な
ば
た
え
ね
と
い
ふ
苛
を
吟
ぜ
ら
れ
し
を
、
聞
 
 

く
人
、
是
は
式
子
内
親
王
の
制
寄
に
こ
そ
と
思
へ
る
に
、
又
こ
の
た
び
の
 
 

千
句
の
中
に
あ
り
し
前
句
に
や
、
 
 

な
が
む
る
月
に
た
ち
ぞ
う
か
る
～
 
 

と
い
ふ
句
を
沈
吟
し
て
、
我
は
付
け
が
た
し
、
み
な
ノ
＼
付
け
侍
れ
な
ど
 
 

た
は
ぶ
れ
に
い
ひ
つ
～
、
と
も
し
火
の
幸
ゆ
る
や
う
に
し
て
い
き
も
絶
え
 
 

ぬ
。
 
 
 

宗
長
は
、
臨
終
に
近
い
宗
祇
の
切
れ
切
れ
に
尭
せ
ら
れ
た
言
動
を
実
に
う
ま
 
 

く
書
善
表
し
て
い
る
。
「
只
今
の
夢
に
定
家
卿
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
」
と
い
う
 
 

表
現
は
、
連
歌
の
作
品
世
界
を
和
歌
の
全
盛
期
で
あ
る
新
古
今
時
代
の
レ
ベ
ル
 
 

に
ま
で
高
め
よ
う
と
自
ら
努
め
た
古
典
主
義
詩
人
と
し
て
の
宗
砿
像
を
よ
く
現
 
 

し
て
い
る
。
宗
砥
が
新
古
今
歌
人
の
中
で
死
ぬ
直
前
の
夢
の
中
に
ま
で
見
る
ほ
 
 

ど
傾
倒
し
て
い
た
人
は
定
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
安
田
章
生
民
は
、
 
 

「
宗
祇
の
臨
終
の
様
子
は
、
宗
祇
を
痛
点
と
す
る
連
歌
が
、
西
行
・
定
家
と
つ
 
 

な
が
っ
て
い
る
こ
と
巷
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
連
歌
と
い
う
文
学
は
、
作
者
 
 

の
生
き
方
や
作
品
の
内
容
に
お
い
て
は
西
行
と
か
よ
い
合
う
と
こ
ろ
が
多
く
、
 
 

そ
の
手
法
の
う
え
に
お
い
て
は
定
家
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
互
。
」
 
 

と
述
べ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
夢
の
中
で
定
家
に
会
っ
た
と
い
う
言
葉
に
続
け
て
「
玉
の
緒
よ
」
と
 
 

い
う
式
子
内
親
王
の
歌
を
吟
じ
た
事
に
つ
い
て
、
両
角
倉
血
氏
は
「
門
弟
た
ち
 
 

を
不
審
が
ら
せ
た
け
れ
ど
も
、
宗
祇
の
深
層
意
識
に
定
家
と
式
子
内
親
王
と
巷
 
 

結
ぶ
謡
曲
「
定
家
」
的
な
映
像
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ず
、
ま
た
、
式
子
の
歌
 
 

に
託
し
て
踪
終
の
覚
悟
を
表
出
し
た
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
（
ユ
。
」
と
述
べ
て
 
 

い
る
が
、
稿
者
は
意
見
の
後
半
に
賛
同
し
た
い
。
宗
祇
の
意
載
の
中
に
は
、
前
 
 

半
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
議
長
の
作
品
で
あ
る
 
 

と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
作
者
の
宗
長
の
意
識
の
中
で
、
ど
う
理
解
し
て
 
 

い
た
か
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
宗
長
は
、
旅
の
詩
人
と
し
て
の
宗
蔽
が
、
 
 

旅
路
で
死
ぬ
覚
悟
を
表
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
行
に
継
い
で
旅
の
詩
人
の
 
 

系
譜
に
入
れ
、
宗
長
自
身
も
将
来
は
こ
う
い
う
道
を
歩
み
た
い
と
い
う
覚
悟
を
 
 

披
澄
し
た
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
 
 
 

ま
た
、
「
な
が
む
る
月
に
た
ち
ぞ
う
か
る
～
」
と
い
う
句
を
沈
吟
し
て
、
 
 

「
我
は
付
け
が
た
し
、
み
な
ノ
．
1
付
け
侍
れ
」
な
ど
遺
言
め
い
た
も
の
を
残
し
 
 

て
、
と
も
し
火
の
よ
う
に
息
を
引
喜
と
っ
た
と
い
う
あ
た
り
に
、
宗
紙
の
連
歌
 
 

師
と
し
て
の
姿
が
哀
切
棲
ま
り
な
い
程
よ
く
現
れ
て
い
る
。
死
ぬ
瞬
間
ま
で
、
 
 

連
歌
の
特
徴
で
あ
る
付
け
句
を
工
夫
し
て
い
る
宗
紙
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
鮮
明
 
 

に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
付
け
句
の
こ
と
を
「
た
は
ぶ
れ
に
い
ひ
つ
～
」
と
あ
 
 

る
と
こ
ろ
か
ら
、
臨
終
の
瞬
間
ま
で
、
死
へ
の
不
安
は
全
然
な
か
っ
た
こ
と
が
 
 

分
か
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
臨
終
の
隙
間
ま
で
、
和
歌
と
連
歌
を
同
じ
レ
ベ
ル
で
取
り
 
 

扱
っ
て
い
る
古
典
主
義
詩
人
と
し
て
の
完
成
像
を
善
幸
上
げ
る
こ
と
が
、
宗
長
 
 

の
創
作
意
図
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
た
だ
の
死
の
記
録
で
な
く
、
 
 

文
芸
作
品
と
し
て
作
家
宗
長
の
創
作
意
図
の
下
で
善
か
れ
、
こ
の
臨
終
の
瞬
間
 
 

に
作
品
の
絶
頂
を
も
た
ら
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

臨
終
を
迎
え
て
、
和
歌
の
世
界
を
夢
見
な
が
ら
、
付
句
の
こ
と
を
考
え
、
と
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も
し
ぴ
の
よ
う
に
息
を
引
書
取
る
と
い
う
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
虚
構
に
よ
っ
て
、
 
 

こ
の
作
品
の
文
芸
性
が
生
書
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
 

四
 
 
 

今
ま
で
、
主
に
、
地
の
文
に
つ
い
て
作
品
分
析
を
試
み
て
き
た
が
、
今
度
は
 
 

こ
の
作
品
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
発
句
、
付
句
、
和
歌
な
ど
の
分
析
か
ら
、
 
 

こ
の
作
品
を
照
明
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
作
品
の
中
で
は
、
発
句
六
句
、
 
 

前
句
三
句
、
付
句
五
句
、
和
歌
十
二
肯
（
長
歌
一
首
含
む
）
が
引
用
さ
れ
て
い
 
 

る
。
こ
の
作
品
の
中
に
載
る
順
に
依
っ
て
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

ま
ず
、
一
番
最
初
に
載
る
の
は
、
宗
紙
の
発
句
で
あ
る
。
 
 

身
や
今
年
都
を
余
所
の
は
る
が
す
み
 
 
 

こ
の
句
は
、
明
応
八
年
正
月
四
日
詠
ん
だ
句
で
、
今
年
自
分
は
春
霞
の
立
つ
 
 

都
を
よ
そ
に
し
て
旅
に
立
と
う
と
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
発
句
か
ら
 
 

宗
祇
ほ
、
都
を
離
れ
る
計
画
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
般
的
に
正
月
初
 
 

め
ご
ろ
に
行
わ
れ
る
連
歌
会
の
発
句
は
、
め
で
た
い
祝
言
性
を
詠
ん
だ
句
が
多
 
 

い
が
、
こ
れ
は
例
外
で
あ
る
。
こ
の
句
で
早
く
も
旅
の
詩
人
と
し
て
の
臨
終
に
 
 

向
っ
て
の
序
章
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

次
は
、
宗
舐
を
訪
ね
た
後
、
病
気
の
た
め
出
発
の
機
会
を
逃
し
て
、
仕
方
な
 
 

く
、
越
後
で
冬
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
宗
長
が
、
例
年
に
な
い
大
雪
に
会
っ
 
 

て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
 
 

思
ひ
や
れ
年
月
な
る
～
人
だ
に
も
あ
は
ず
と
う
れ
ふ
雪
の
宿
り
を
 
 
 

こ
の
地
方
に
長
く
住
み
な
れ
た
人
で
さ
え
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
と
心
配
す
 
 

る
ほ
ど
の
雪
が
降
り
、
そ
の
雪
の
た
め
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
宿
の
こ
と
を
思
い
 
 

や
っ
て
下
さ
い
と
い
う
意
味
の
歌
で
あ
る
。
泳
者
で
あ
る
宗
長
は
、
病
弱
で
、
 
 

一
人
で
で
も
こ
ん
な
寒
い
雪
の
中
で
過
ご
す
こ
と
が
大
変
で
あ
る
の
に
、
老
躯
 
 

の
師
宗
舐
と
と
も
に
こ
の
雪
の
中
で
年
を
越
す
こ
と
は
、
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
 
 

な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
雪
の
中
で
年
を
超
す
の
が
ど
れ
ほ
ど
大
変
だ
っ
た
か
は
、
 
 

こ
の
歌
の
次
に
出
て
く
る
文
章
で
よ
く
分
か
る
。
「
か
く
て
、
師
走
の
十
日
、
 
 

巳
刻
は
か
り
に
、
地
震
お
ほ
巷
に
し
て
、
ま
こ
と
に
地
を
ふ
り
か
へ
す
に
や
と
 
 

お
ぽ
ゆ
る
事
、
日
に
い
く
た
び
と
い
ふ
か
ず
を
し
ら
ず
、
五
日
六
日
う
ち
つ
ヾ
 
 

き
ぬ
。
人
民
お
ほ
く
う
せ
、
家
々
こ
ろ
び
た
ふ
れ
に
し
か
ば
、
旅
宿
だ
に
さ
だ
 
 

か
ら
ぬ
に
、
又
お
も
は
ぬ
宿
り
を
も
と
め
つ
～
年
も
暮
れ
ぬ
。
」
 
と
あ
る
よ
う
 
 

に
、
大
雪
に
さ
ら
に
地
震
が
起
こ
り
、
そ
れ
に
旅
宿
さ
え
も
決
ま
ら
な
い
と
い
 
 

う
極
度
の
不
安
の
中
で
の
越
年
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
歌
の
内
容
が
実
感
と
し
 
 

て
伝
わ
っ
て
来
る
。
宗
長
は
、
こ
の
歌
を
詠
む
際
に
、
自
分
た
ち
の
辛
さ
を
誰
 
 

か
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
に
も
言
い
聞
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

人
生
を
よ
く
旅
に
た
と
え
る
が
、
こ
う
い
う
不
安
定
な
人
生
へ
の
旅
を
振
り
返
 
 

っ
て
み
て
、
憂
愁
に
沈
ん
で
い
る
宗
長
の
姿
が
目
に
見
え
る
よ
う
に
浮
か
ん
で
 
 

く
る
歌
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
い
う
厳
し
い
現
実
の
中
で
宗
祇
を
か
か
え
て
の
旅
に
発
っ
て
み
て
、
は
 
 

じ
め
て
宗
長
は
連
歌
師
と
し
て
歩
む
こ
と
を
決
心
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
連
歌
師
 
 

と
し
て
の
生
活
が
、
さ
だ
か
な
ら
ぬ
旅
宿
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
 
 

黙
々
と
受
け
と
め
る
宗
祇
の
態
度
を
見
て
、
感
銘
を
受
け
た
に
違
い
な
い
。
 
 
 

次
は
文
亀
二
年
元
日
の
宗
祇
夢
想
の
発
句
で
あ
る
。
 
 

年
や
け
さ
あ
け
の
い
が
書
の
一
夜
松
 
 

こ
の
発
句
は
、
先
の
忌
垣
を
め
ぐ
ら
し
た
北
野
神
社
の
二
伐
に
し
て
生
じ
た
松
 
 

原
に
、
今
朝
こ
そ
新
し
い
年
が
開
け
て
ゆ
く
と
い
う
意
味
の
句
で
あ
る
。
一
夜
 
 

松
は
、
天
産
九
年
（
8
冨
）
北
野
神
の
託
宣
が
あ
り
、
山
夜
に
数
千
本
の
松
を
生
 
 

じ
、
そ
こ
に
社
殿
の
造
営
が
行
わ
れ
た
と
い
う
北
野
神
社
創
建
に
か
か
わ
る
説
 
 

話
か
ら
棄
て
い
る
表
現
で
あ
る
。
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こ
う
い
う
め
で
た
い
発
句
が
夢
想
の
発
句
だ
っ
た
と
い
う
所
に
注
目
し
た
い
。
 
 

夢
想
の
発
句
と
は
、
夢
の
中
で
神
や
仏
が
示
し
て
く
れ
た
発
句
を
指
す
の
で
あ
 
 

る
が
、
こ
こ
で
は
北
野
神
社
に
祭
っ
て
あ
る
連
歌
の
神
か
ら
授
か
っ
た
発
句
で
 
 

あ
る
と
い
う
意
味
に
と
れ
る
。
こ
う
い
う
め
で
た
い
連
歌
が
、
変
わ
ら
な
い
松
 
 

の
よ
う
に
永
遠
で
あ
る
こ
と
を
祈
っ
た
発
句
で
あ
る
。
こ
の
発
句
の
中
か
ら
、
 
 

宗
祇
の
文
亀
二
年
へ
向
け
て
の
意
気
込
み
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
八
二
 
 

歳
を
迎
え
て
の
元
日
に
、
こ
う
い
う
め
で
た
い
発
句
を
詠
ん
で
い
る
の
を
見
る
 
 

と
、
宗
砿
の
連
歌
へ
の
情
熱
を
充
分
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

こ
の
連
歌
会
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
宗
長
は
宗
祇
の
長
寿
を
祈
っ
て
、
次
の
よ
 
 

う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
 
 

此
の
春
を
八
十
に
そ
へ
て
十
と
せ
て
ふ
み
ち
の
た
め
し
や
又
も
始
め
ん
 
 

こ
れ
は
、
宗
紙
の
年
齢
が
八
十
島
に
さ
ら
に
十
戒
を
加
え
て
、
こ
れ
か
ら
ま
す
 
 

ま
す
栄
え
て
行
く
よ
う
に
、
そ
う
い
う
め
で
た
い
先
例
を
こ
の
春
と
と
も
に
始
 
 

め
て
ほ
し
い
と
い
う
意
味
の
句
で
あ
る
。
宗
長
は
、
こ
の
歌
の
中
で
宗
舐
の
長
 
 

寿
を
祈
る
と
と
も
に
、
「
み
ち
の
た
め
し
や
」
と
、
連
歌
の
通
が
ま
す
ま
す
栄
 
 

え
て
行
く
よ
う
に
願
っ
て
い
る
。
表
面
的
に
は
、
宗
舐
の
長
寿
を
歌
い
な
が
ら
、
 
 

内
容
的
に
は
、
「
年
や
け
さ
あ
け
の
い
が
き
の
一
夜
松
」
の
発
句
と
同
じ
趣
旨
 
 

の
歌
で
あ
る
と
言
え
る
。
 
 
 

宗
長
の
歌
に
宗
祇
は
次
の
返
歌
を
送
る
。
 
 

古
の
た
め
し
に
追
善
八
十
だ
に
過
ぐ
る
は
つ
ら
き
老
い
の
う
ら
み
を
 
 

こ
の
歌
は
、
昔
に
は
な
か
な
か
例
の
な
い
八
十
歳
を
過
ぎ
る
の
さ
え
老
年
の
後
 
 

悔
の
み
感
じ
ら
れ
て
辛
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
八
二
歳
に
も
な
る
宗
蔽
に
と
 
 

っ
て
、
も
っ
と
長
寿
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
は
辛
さ
だ
け
を
増
し
て
く
れ
る
の
 
 

で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
に
は
、
宗
祇
の
老
い
の
わ
び
し
さ
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
歌
の
次
に
、
正
月
九
日
の
連
歌
会
で
の
宗
紙
の
発
句
が
載
っ
て
い
る
。
 
 

青
柳
も
年
に
ま
さ
木
の
か
つ
ら
哉
 
 

こ
の
旬
は
、
春
の
青
柳
も
ま
さ
木
の
か
つ
ら
の
よ
う
に
な
か
な
か
め
で
た
い
と
 
 

詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
「
ま
さ
木
の
か
つ
ら
」
は
上
代
の
神
事
に
半
と
し
て
髪
に
 
 

飾
っ
た
も
の
で
、
め
で
た
い
も
の
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
青
柳
の
長
い
イ
 
 

メ
ー
ジ
と
、
「
ま
さ
木
の
か
つ
ら
」
 
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
く
調
和
し
て
い
る
句
で
、
 
 

連
歌
の
世
界
が
そ
の
め
で
た
さ
を
い
つ
ま
で
も
長
く
続
く
こ
と
を
祝
っ
て
い
る
 
 

句
で
あ
る
。
前
の
 
「
年
や
け
さ
」
 
の
句
と
と
も
に
、
連
歌
の
永
遠
の
発
展
を
祈
 
 

っ
た
句
で
あ
る
と
言
え
る
。
 
 
 

次
は
、
い
よ
い
よ
越
後
を
立
っ
て
、
美
濃
の
知
人
の
も
と
を
目
指
す
途
中
、
 
 

中
風
に
よ
い
と
い
う
伊
香
保
温
泉
に
寄
っ
た
が
、
こ
こ
で
発
病
し
て
入
湯
も
で
 
 

き
な
い
ま
ま
、
五
月
の
み
じ
か
い
夜
を
あ
か
し
て
詠
ん
だ
歌
を
み
て
み
よ
う
。
 
 

い
か
に
せ
む
夕
告
鳥
の
し
だ
り
を
に
声
恨
む
よ
の
老
の
ね
ぎ
め
を
 
 

五
月
の
短
夜
は
、
鶏
が
早
く
も
夜
明
け
を
告
げ
て
鳴
く
の
を
恨
む
の
が
恋
の
習
 
 

わ
し
で
あ
る
が
、
そ
の
短
い
夜
に
目
を
さ
ま
し
て
は
明
か
し
か
ね
て
い
る
こ
の
 
 

老
の
侍
し
さ
を
ど
う
し
よ
う
と
い
う
意
味
の
歌
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
訪
れ
て
喜
 
 

た
こ
の
温
泉
に
、
つ
か
る
こ
と
も
で
重
な
い
捏
の
病
気
で
、
な
か
な
か
寝
つ
か
 
 

ず
に
目
が
覚
め
て
夜
か
明
け
る
の
巷
待
ち
わ
び
て
い
る
宗
祇
の
賓
が
あ
り
あ
り
 
 

と
描
か
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
老
病
の
辛
さ
は
、
こ
の
後
の
某
紙
が
臨
終
 
 

直
前
に
ロ
の
中
で
吟
じ
て
い
た
式
子
内
親
王
の
歌
「
玉
の
を
よ
絶
え
な
ば
た
え
 
 

ね
」
と
合
わ
せ
て
み
る
と
、
老
の
わ
び
し
さ
の
絶
頂
と
言
え
よ
う
。
旅
路
で
発
 
 

病
し
て
、
が
ま
ん
出
来
な
い
捏
の
揺
さ
で
寝
つ
か
ず
、
か
え
っ
て
死
ん
で
し
ま
 
 

っ
た
方
が
ま
し
だ
と
思
っ
て
い
る
宗
祇
の
心
境
を
よ
く
表
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
後
、
病
弱
の
宗
舐
は
、
ま
た
旅
を
再
開
し
、
武
蔵
の
河
越
、
江
戸
鮨
を
 
 

経
て
、
鎌
倉
で
は
千
句
連
歌
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
千
句
の
中
か
ら
、
京
長
 
 

は
自
分
の
印
象
に
残
っ
た
付
句
を
前
句
と
と
も
に
二
句
取
り
上
げ
て
い
る
。
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け
ふ
の
み
と
住
む
世
こ
そ
遠
け
れ
 
 

八
十
ま
で
い
つ
か
た
の
み
し
暮
な
ら
む
 
 

年
の
わ
た
り
は
ゆ
く
人
も
な
し
 
 

老
の
な
み
い
く
か
へ
り
せ
ば
は
て
な
ら
む
 
 

ま
ず
、
最
初
の
付
け
合
か
ら
見
る
と
、
前
句
は
「
住
む
の
も
今
日
か
ぎ
り
だ
と
 
 

思
っ
て
生
幸
て
き
た
日
々
が
、
も
う
遠
い
過
去
の
二
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
意
 
 

味
で
、
付
句
は
、
「
八
十
歳
ま
で
生
書
よ
う
と
期
待
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
 
 

う
か
。
そ
の
よ
う
な
人
生
の
暮
れ
に
期
待
を
か
け
た
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
意
 
 

味
で
あ
る
。
前
句
で
は
無
常
を
詠
ん
で
い
る
が
、
付
句
で
は
、
八
十
歳
ま
で
生
 
 

き
延
び
た
い
と
期
待
も
し
て
い
な
い
の
に
、
い
つ
の
間
に
か
甲
斐
も
な
く
年
を
 
 

と
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
を
振
り
返
っ
て
み
て
嘆
い
て
い
る
、
と
詠
む
こ
と
に
よ
 
 

っ
て
、
よ
り
一
層
無
常
感
が
増
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
痛
々
し
い
程
よ
く
無
常
 
 

感
を
現
し
た
こ
の
句
が
宗
長
の
印
象
に
残
る
の
は
、
当
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
 
 

れ
る
。
 
 
 

二
番
目
の
付
け
合
を
見
る
と
、
前
句
は
「
旧
年
か
ら
新
年
へ
超
え
る
年
の
渡
 
 

り
だ
が
、
自
分
の
ほ
か
に
越
え
る
人
も
な
い
。
」
と
い
う
意
味
で
、
宗
祇
の
付
 
 

句
は
、
「
と
も
に
年
を
遇
え
る
人
も
い
な
い
老
躯
の
私
は
、
こ
れ
か
ら
先
、
ど
 
 

れ
ほ
ど
年
を
重
ね
れ
ば
、
人
生
の
果
て
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
意
味
 
 

で
あ
る
。
前
句
で
は
年
末
の
一
人
暮
し
の
寂
し
さ
を
詠
ん
で
い
る
が
、
付
句
で
 
 

は
年
末
を
一
人
で
暮
ら
す
人
を
、
高
齢
に
な
っ
て
一
人
だ
け
生
き
残
っ
て
い
る
 
 

人
と
し
て
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
老
い
の
寂
し
さ
を
嘆
い
て
い
る
老
人
、
即
 
 

ち
宗
祇
自
身
の
立
場
と
し
て
付
け
て
い
る
。
最
初
の
付
け
合
と
と
も
に
、
無
常
 
 

と
老
い
の
侍
し
さ
を
強
調
し
た
付
句
で
あ
る
。
 
 
 

上
の
二
つ
の
付
句
を
「
思
へ
ば
、
い
ま
は
の
と
ぢ
め
の
句
に
も
や
と
今
こ
そ
 
 

息
ひ
あ
は
せ
侍
れ
。
」
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
、
実
際
、
こ
れ
ら
の
旬
が
詠
ま
れ
 
 

た
時
に
は
、
宗
長
も
こ
れ
が
最
後
の
付
句
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
 
 

と
が
わ
か
る
。
宗
祇
が
な
く
な
っ
た
後
、
振
り
返
っ
て
み
た
ら
、
す
で
に
こ
れ
 
 

ら
の
付
句
を
通
し
て
宗
祇
は
死
を
覚
悟
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い
う
わ
 
 

け
で
、
こ
の
作
品
を
記
述
す
る
段
階
で
の
宗
長
の
非
哀
感
を
読
み
取
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
。
 
 
 

そ
の
あ
と
宗
舐
は
、
国
府
津
を
経
由
し
て
箱
根
の
温
本
で
臨
終
を
迎
え
る
の
 
 

で
あ
る
が
、
死
の
瞬
間
に
前
句
を
吟
じ
な
が
ら
付
旬
の
こ
と
を
悩
み
つ
つ
と
も
 
 

し
ぴ
の
よ
う
に
息
を
絶
っ
た
と
い
う
前
句
看
み
よ
う
。
 
 

な
が
む
る
月
に
た
ち
ぞ
う
か
る
～
 
 

こ
の
句
は
、
月
を
眺
め
、
月
に
あ
こ
が
れ
て
心
も
月
に
浮
か
れ
て
し
ま
っ
た
と
 
 

い
う
意
味
で
あ
る
。
宗
砥
が
、
こ
の
句
に
付
け
句
が
出
来
な
か
っ
た
理
由
は
何
 
 

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
前
句
が
そ
の
時
の
自
身
の
心
境
を
あ
ま
り
に
も
よ
く
現
し
 
 

て
い
た
か
ら
、
こ
れ
以
上
付
句
を
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
 
 

か
。
こ
の
「
月
」
は
、
た
だ
の
月
で
な
く
、
風
雅
の
心
を
誘
い
出
す
代
表
的
素
 
 

材
と
し
て
の
 
「
月
」
 
で
あ
る
。
こ
の
風
雅
の
世
界
に
浮
か
れ
て
、
生
涯
を
連
歌
 
 

の
た
め
に
暮
ら
し
、
と
う
と
う
風
雅
を
捜
し
求
め
た
旅
蕗
で
の
臨
終
を
迎
え
て
、
 
 

こ
の
前
句
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
宗
祇
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
喜
る
。
 
 

ま
さ
に
、
風
雅
の
心
に
誘
わ
れ
た
旅
の
詩
人
が
臨
終
を
迎
え
て
か
ら
吟
じ
る
の
 
 

に
ふ
さ
わ
し
い
句
で
あ
る
。
 
 
 

宗
祇
が
な
く
な
っ
た
後
、
彼
の
旅
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
み
て
、
宗
長
は
慈
 
 

鎮
和
尚
の
次
の
歌
を
上
げ
て
い
る
。
 
 

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

こ
の
歌
は
、
千
載
和
歌
集
巻
八
に
「
旅
の
歌
と
て
よ
み
侍
り
け
る
」
と
し
て
載
 
 

っ
て
い
る
。
千
載
集
で
は
策
四
句
が
「
夢
の
な
か
に
も
」
と
あ
る
。
こ
の
世
の
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中
は
旅
で
あ
り
、
夢
で
あ
る
。
だ
か
ら
旅
を
す
る
の
は
、
旅
の
人
生
の
中
で
ま
 
 

た
旅
を
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
旅
寝
に
見
る
夢
は
、
夢
の
中
で
ま
た
夢
を
 
 

見
る
が
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
生
は
夢
の
よ
う
に
は
か
な
い
も
の
 
 

で
あ
り
、
旅
も
夢
の
よ
う
に
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
の
和
歌
で
 
 

あ
る
。
宗
長
は
、
こ
の
歌
を
も
っ
て
旅
の
詩
人
と
し
て
の
宗
祇
像
を
創
り
上
げ
 
 

た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
生
活
の
宗
敲
像
が
ど
う
で
あ
れ
、
完
長
は
こ
の
作
品
 
 

の
中
で
宗
祇
を
、
連
歌
師
と
し
て
、
ま
た
旅
の
詩
人
と
し
て
の
理
想
の
姿
に
措
 
 

く
と
い
う
創
作
意
図
を
成
し
遂
げ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
後
、
宗
長
な
ど
の
門
弟
は
、
師
の
遺
骸
を
輿
に
入
れ
、
故
河
の
桃
園
の
 
 

定
輪
寺
に
埋
葬
し
た
後
、
駿
河
の
国
府
に
向
か
う
途
中
、
清
見
が
閲
の
月
を
見
 
 

て
宗
長
は
次
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
っ
 
 

も
ろ
と
も
に
今
夜
清
見
が
関
な
ら
ば
お
も
ふ
に
月
も
袖
ぬ
ら
す
ら
ん
 
 

こ
の
歌
は
、
今
夜
、
も
し
宗
祇
と
∵
掃
に
清
見
か
関
に
い
た
ら
、
ど
れ
ほ
と
い
 
 

い
だ
ろ
う
か
と
思
う
と
、
悲
し
く
て
袖
が
滞
れ
て
し
ま
う
、
あ
の
月
も
多
分
悲
 
 

し
く
て
袖
を
滴
ら
し
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
師
の
い
な
い
空
 
 

白
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
い
か
を
知
っ
て
涙
を
流
し
て
い
る
宗
長
の
心
境
が
よ
く
現
 
 

れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
 
 
 

国
府
に
着
い
て
、
八
月
十
五
日
に
は
、
鹿
河
守
護
今
川
氏
親
主
催
の
宗
敲
追
 
 

悼
連
歌
会
が
開
か
れ
る
。
こ
の
作
品
に
は
、
宗
紙
の
前
年
の
発
句
の
中
で
使
わ
 
 

ず
に
残
っ
て
い
る
句
を
発
句
と
し
て
、
氏
親
の
脇
句
、
宗
長
の
第
三
、
合
わ
せ
 
 

て
三
句
を
あ
げ
て
い
る
。
 
 

く
も
る
な
よ
た
か
名
は
た
た
じ
秋
の
月
 
宗
祇
 
 

氏
親
 
 

空
と
ぶ
か
り
の
か
ず
し
る
書
こ
ゑ
 
 

宗
長
 
 

小
萩
原
あ
さ
露
さ
む
み
風
過
ぎ
て
 
 

宗
祀
の
発
句
は
、
美
し
く
晴
れ
た
秋
の
月
を
詠
ん
だ
句
で
、
く
も
る
と
悪
い
評
 
 

判
が
立
つ
の
は
お
前
自
身
だ
か
ら
、
ど
う
か
く
も
ら
な
い
で
名
月
の
ま
ま
で
い
 
 

て
く
れ
と
慮
っ
て
い
る
意
味
で
あ
る
。
秋
の
美
し
い
名
月
と
晴
れ
渡
っ
た
夜
空
 
 

を
鮮
や
か
に
措
い
た
句
で
あ
る
。
 
 
 

宗
敢
が
前
年
の
そ
の
頃
、
駿
河
に
帰
る
宗
長
に
伴
っ
て
題
後
を
去
る
と
い
う
 
 

話
が
出
て
、
秋
の
名
月
の
頃
は
、
駿
河
の
国
に
到
着
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
な
 
 

が
ら
、
こ
の
先
句
を
作
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
宗
祇
の
心
は
旅
の
こ
と
で
心
 
 

を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
子
供
の
よ
う
な
、
く
も
り
の
な
い
純
朴
で
清
い
も
の
で
 
 

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
い
う
く
も
り
の
な
い
心
を
持
っ
た
宗
祇
も
、
今
 
 

は
な
善
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
弟
子
宗
長
の
心
境
も
辛
か
 
 

っ
た
と
思
う
。
せ
め
て
、
宗
祀
の
発
句
を
以
っ
て
連
歌
会
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
、
師
を
追
悼
す
る
し
か
術
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

氏
親
の
脇
句
は
、
前
句
の
晴
れ
渡
っ
た
秋
の
夜
空
を
嶋
善
渡
る
雁
を
描
い
て
 
 

い
る
。
雁
の
鴫
き
声
に
よ
っ
て
空
飛
ぶ
雁
の
数
も
よ
く
わ
か
る
捜
で
あ
る
と
表
 
 

現
し
て
、
前
句
に
よ
く
付
い
て
い
る
付
け
句
で
あ
る
。
前
句
の
晴
れ
渡
っ
た
夜
 
 

空
の
視
覚
的
表
現
に
雁
の
鳴
き
声
と
い
う
聴
覚
的
表
現
を
付
け
る
こ
と
に
依
っ
 
 

て
、
感
覚
の
拡
大
化
を
ね
ら
っ
て
い
る
わ
け
で
、
な
か
な
か
の
出
来
で
あ
る
。
 
 
 

宗
長
の
第
三
は
、
前
句
の
雁
の
鴫
幸
声
か
ら
古
今
和
歌
集
の
 
 

な
幸
渡
る
雁
の
涙
や
お
ち
つ
ら
む
も
の
思
ふ
や
ど
の
萩
の
上
露
 
 

（
秋
上
二
一
二
一
・
読
人
し
ら
ず
）
 
 

を
思
い
出
し
、
雁
の
涙
が
萩
の
扁
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
付
け
句
に
活
用
し
 
 

た
の
で
あ
る
。
萩
原
に
露
か
降
り
、
そ
の
露
も
寒
そ
う
に
凪
が
吹
き
渡
っ
て
い
 
 

る
荒
涼
た
る
風
景
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
こ
の
連
歌
会
の
あ
っ
た
夜
の
氏
親
は
 
 

「
寄
月
恋
旧
人
」
と
い
う
題
で
、
次
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
 
 

と
も
に
み
ん
月
の
今
宵
を
残
し
置
き
て
ふ
る
人
と
な
る
秋
を
し
ぞ
恩
ふ
 
 
 

こ
の
歌
は
、
生
き
て
い
れ
ば
共
に
見
る
は
ず
の
名
月
の
今
宵
を
こ
の
世
に
現
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し
て
い
ま
は
故
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
宗
祇
を
思
い
な
が
ら
悲
し
ん
で
い
る
氏
 
 

親
の
気
持
ち
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
後
に
、
宗
長
と
宗
塀
の
追
悼
連
歌
が
載
っ
て
い
る
。
 
 

き
え
し
よ
の
朝
露
わ
く
る
山
路
か
な
 
宗
長
 
 

宗
砺
 
 

名
残
過
ぎ
う
き
や
ど
の
秋
風
 
 

宗
長
の
句
は
、
あ
な
た
の
な
く
な
っ
た
夜
が
あ
け
て
、
山
路
の
朝
寓
を
分
け
す
 
 

ぎ
た
こ
と
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
命
の
よ
う
に
散
り
や
す
い
朝
露
を
分
け
な
 
 

が
ら
亡
き
人
を
思
い
、
無
常
感
に
浸
っ
て
い
る
宗
長
の
姿
が
よ
く
現
れ
て
い
る
 
 

句
で
あ
る
。
身
近
か
の
人
の
死
を
通
し
て
人
生
撫
常
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
礪
の
句
は
、
前
句
の
な
く
な
っ
た
人
の
宿
を
設
定
し
て
 
 

付
け
た
句
で
、
あ
な
た
の
な
く
な
っ
た
宿
の
前
を
た
だ
通
り
す
ぎ
る
だ
け
で
も
 
 

辛
い
の
に
、
意
地
悪
の
冷
た
い
秋
風
が
吹
い
て
ま
す
ま
す
辛
い
と
詠
ん
だ
句
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

次
に
は
、
宗
祇
の
な
く
な
っ
た
翌
月
の
晦
日
に
、
宗
長
の
草
庵
で
の
連
歌
会
 
 

で
詠
ん
だ
宗
長
の
句
が
載
っ
て
い
る
。
 
 

虫
の
音
に
夕
露
落
ち
る
草
葉
か
な
 
 

こ
の
句
は
、
鳴
き
し
き
る
虫
の
音
に
草
葉
に
降
り
た
夕
霧
が
落
ち
て
し
ま
っ
た
 
 

こ
と
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
秋
虫
の
か
弱
い
鳴
き
声
の
哀
れ
さ
と
、
虫
の
鳴
 
 

き
声
ほ
ど
の
か
す
か
な
昔
に
よ
っ
て
は
か
な
く
散
っ
て
し
ま
う
露
の
は
か
な
さ
 
 

と
、
も
の
さ
び
し
い
秋
の
夕
方
の
風
景
が
よ
く
調
和
さ
れ
て
い
る
す
ぐ
れ
た
句
 
 

で
あ
る
。
宗
長
の
実
力
を
充
分
発
揮
し
た
句
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
句
で
は
、
人
生
の
は
か
な
さ
を
思
う
存
分
発
揮
し
て
い
る
。
こ
の
発
句
 
 

に
か
か
わ
る
逸
話
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 
 

此
の
発
句
を
案
じ
侍
し
暁
、
夢
中
に
宗
祇
に
対
談
せ
し
に
、
朝
露
わ
く
る
 
 

と
申
発
句
つ
か
う
ま
つ
り
て
、
又
、
夕
霧
は
い
か
ゞ
と
た
づ
ね
侍
り
し
か
 
 

ば
、
吟
じ
て
、
何
も
く
る
し
か
ら
ざ
る
よ
り
あ
り
し
も
、
哀
れ
に
ぞ
覚
え
 
 

侍
る
。
 
 

夢
の
中
で
、
発
句
の
こ
と
を
宗
祇
に
尋
ね
て
、
解
答
を
求
め
て
い
る
宗
長
の
脳
 
 

裏
に
は
、
永
遠
の
師
と
し
て
の
宗
舐
像
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
 
 

実
に
戻
っ
た
ら
、
も
う
自
分
を
指
導
し
て
く
れ
る
師
は
い
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
 
 

は
自
分
自
身
が
解
決
し
て
い
く
し
か
な
い
こ
と
を
思
っ
て
、
か
な
り
精
神
的
負
 
 

担
を
も
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

宗
祇
の
臨
終
直
前
の
夢
の
こ
と
と
、
宗
長
の
こ
の
夢
の
逸
話
は
、
こ
の
作
品
 
 

の
文
芸
作
品
と
し
て
の
価
値
を
高
め
る
の
に
か
な
り
効
果
的
な
構
想
で
あ
る
と
 
 

言
え
る
。
 
 
 

こ
こ
で
、
一
つ
見
逃
せ
な
い
の
は
、
今
ま
で
上
げ
た
宗
長
の
句
、
 
 

小
萩
原
あ
さ
露
さ
む
み
風
過
ぎ
て
 
 

幸
え
し
よ
の
朝
露
わ
く
る
山
路
か
な
 
 

虫
の
音
に
夕
霧
落
る
草
葉
か
な
 
 

に
は
、
三
句
と
も
「
霧
」
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
 
 

「
露
」
 
の
持
つ
は
か
な
い
イ
メ
ー
ジ
と
涙
の
象
徴
と
し
て
の
用
法
を
考
え
合
わ
 
 

せ
て
み
る
と
、
こ
の
 
「
露
」
と
い
う
表
現
が
宗
祇
の
な
く
な
っ
た
あ
と
の
宗
長
 
 

の
心
境
を
代
弁
し
て
く
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

こ
の
次
に
は
、
「
寄
道
述
懐
」
と
い
う
素
順
の
歌
が
載
っ
て
い
る
。
 
 

た
ら
ち
ね
の
跡
い
か
さ
ま
に
分
も
み
ん
を
く
れ
て
遠
き
道
の
芝
草
 
 

こ
の
歌
は
、
素
順
自
身
の
父
で
あ
る
常
操
の
残
し
た
教
え
の
通
が
、
亡
く
な
っ
 
 

て
か
ら
相
当
の
時
間
か
立
っ
て
芝
草
に
埋
も
れ
て
い
て
、
ど
の
よ
う
に
た
ど
っ
 
 

た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
心
境
を
詠
ん
で
い
る
。
今
ま
で
 
 

は
、
宗
祇
が
常
緑
か
ら
伝
授
を
受
け
て
い
た
か
ら
何
で
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
 
 

あ
れ
ば
教
え
て
も
ら
え
た
の
に
、
某
紙
の
亡
く
な
っ
た
の
ち
は
誰
に
敢
え
て
も
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ら
っ
た
ら
い
い
の
か
、
と
戸
惑
っ
て
い
る
素
順
の
心
境
を
よ
く
現
し
て
い
る
。
 
 

実
際
は
「
東
野
州
に
古
今
伝
授
受
聞
書
並
び
に
切
紙
等
残
る
所
な
く
、
此
の
た
 
 

び
い
ま
は
の
お
り
に
、
素
順
口
伝
付
属
あ
り
し
事
な
る
ペ
し
。
」
と
宗
長
が
記
 
 

録
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
臨
終
の
時
に
某
紙
か
ら
素
順
に
口
伝
が
あ
っ
た
こ
 
 

と
が
わ
か
る
っ
 
こ
こ
に
、
菜
順
の
歌
と
口
伝
事
実
を
わ
ぎ
わ
ざ
宗
長
が
書
い
た
 
 

理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
今
ま
で
の
宗
長
の
記
述
は
、
主
に
連
歌
師
と
し
て
の
 
 

完
成
を
追
悼
す
る
立
場
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
、
素
順
の
歌
と
そ
れ
ま
で
の
経
 
 

緯
を
書
く
こ
と
に
依
っ
て
、
古
典
学
者
と
し
て
の
宗
舐
像
を
強
調
し
た
か
っ
た
 
 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
後
に
も
ま
た
、
莱
順
と
宗
長
の
贈
答
歌
が
載
っ
て
い
る
。
 
 
 

な
が
ら
へ
て
あ
り
し
こ
し
ぢ
の
空
な
ら
ば
つ
て
と
や
君
も
初
雁
の
声
 
素
順
 
 

返
 
し
 
 
 

三
歳
へ
し
越
臨
の
そ
ら
の
初
雁
は
な
き
世
に
し
も
ぞ
つ
て
と
覚
ゆ
る
 
宗
長
 
 
 

束
順
の
歌
は
、
生
き
延
び
て
前
の
よ
う
に
越
路
に
お
ら
れ
た
な
ら
ば
、
越
路
 
 

か
ら
南
に
向
か
う
初
雁
の
声
を
聞
い
て
、
初
雁
に
都
へ
の
便
り
を
託
し
た
は
ず
 
 

な
の
に
と
い
う
意
味
で
、
今
は
故
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
初
雁
に
便
り
を
託
す
 
 

人
も
い
な
く
な
っ
た
、
と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
初
雁
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
 
 

寂
し
く
立
ち
尽
く
し
て
い
る
作
中
人
物
の
姿
を
想
像
す
る
だ
け
で
、
さ
び
し
さ
 
 

が
伝
わ
っ
て
く
る
歌
で
あ
る
。
古
今
伝
授
な
ど
の
こ
と
で
、
宗
祀
と
頻
繁
に
手
 
 

紙
の
や
り
と
り
を
し
て
い
た
素
順
に
と
っ
て
、
手
紙
の
つ
て
と
し
て
の
雁
の
声
 
 

は
哀
切
に
聞
こ
え
た
に
違
い
な
い
。
宗
長
の
返
歌
は
、
三
年
に
わ
た
っ
て
宗
砥
 
 

が
住
ん
で
い
た
越
路
の
空
の
初
雁
は
、
あ
の
世
に
渡
っ
て
宗
祇
に
便
り
を
伝
え
 
 

て
く
れ
る
「
つ
て
」
だ
ろ
う
と
思
い
や
っ
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
宗
長
が
宗
誠
 
 

に
伝
え
て
ほ
し
い
便
り
は
、
連
歌
の
付
け
合
の
こ
と
な
ど
の
疑
問
を
師
に
尋
ね
 
 

る
内
容
で
あ
る
。
素
順
の
歌
か
ら
は
、
機
会
が
あ
る
度
に
古
典
を
伝
授
し
よ
う
 
 

松
風
の
 
答
へ
ぬ
ば
か
り
ぞ
 
か
ひ
な
か
り
け
る
 
 

返
 
歌
 
 

お
く
れ
ぬ
と
敷
く
も
は
か
な
い
く
世
し
も
嵐
の
あ
と
の
露
の
憂
身
を
 
 

兼
載
の
長
歌
は
、
全
体
的
に
命
の
は
か
な
さ
、
身
近
な
人
と
の
死
別
の
悲
敷
、
 
 

故
人
と
の
長
い
交
際
の
懐
古
、
宗
紙
死
亡
の
う
わ
さ
を
接
し
て
の
悲
哀
な
ど
詠
 
 

ん
で
い
る
。
一
斉
の
悲
し
い
物
語
を
語
っ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
京
成
に
続
い
て
、
 
 

北
野
連
歌
所
奉
行
に
な
っ
て
、
新
撰
菟
玖
波
集
の
成
立
に
協
力
し
て
い
た
兼
載
 
 

だ
け
に
、
宗
砿
の
死
に
拝
し
て
受
け
た
シ
ョ
ッ
ク
は
大
書
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
 
 

歌
の
表
現
の
中
で
「
罷
」
 
「
雫
」
 
「
煙
」
 
「
夢
」
な
ど
の
、
は
か
な
さ
を
代
表
 
 
 

と
す
る
親
切
な
古
典
学
者
と
し
て
の
宗
砥
像
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
宗
 
 

長
の
軟
か
ら
は
、
連
歌
師
と
し
て
の
宗
舐
の
い
な
い
空
白
を
埋
め
る
術
が
な
い
 
 

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
連
歌
師
と
し
て
の
宗
舐
の
占
め
て
い
た
 
 

位
置
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
書
る
。
 
 
 

最
後
に
は
、
当
時
、
白
河
の
閑
近
く
の
岩
城
に
庵
を
結
ん
で
い
た
兼
我
が
風
 
 

の
つ
て
に
宗
舐
の
死
を
聞
き
、
せ
め
て
終
焉
の
地
だ
け
で
も
尋
ね
た
い
と
、
は
 
 

る
ば
る
湯
本
ま
で
来
て
送
っ
た
追
悼
の
長
歌
と
宗
長
の
返
歌
が
載
っ
て
い
る
。
 
 

末
の
露
 
も
と
の
雫
の
 
こ
と
は
り
は
 
大
か
た
の
よ
の
 
 

た
め
し
に
て
 
 

お
ー
も
ほ
ゆ
る
 
 

な
り
に
け
ん
 
 

や
く
炭
の
 
 

い
の
ち
か
は
 
 

へ
だ
つ
と
も
 
 

よ
る
の
夢
 
 

詔
き
え
し
 
 
 

ち
か
き
別
れ
の
 
か
な
し
ぴ
は
 
身
に
限
る
か
と
 
 
 

な
れ
し
初
め
の
 
と
し
月
は
 
み
そ
ぢ
余
り
に
 
 
 

其
い
に
し
へ
の
 
こ
こ
ろ
ざ
し
 
お
ほ
は
ら
山
に
 
 

煙
に
そ
ひ
て
 
の
ぽ
る
と
も
 
惜
し
ま
れ
ぬ
ペ
き
 
 
 

同
じ
あ
づ
ま
の
 
旅
な
が
ら
 
さ
か
ひ
遠
か
に
 
 
 

た
よ
り
の
風
に
 
あ
り
あ
り
と
 
つ
げ
の
枕
の
 
 

驚
き
あ
へ
ず
 
思
ひ
た
ち
 
野
山
を
し
の
ぎ
 
 

跡
を
だ
に
と
て
 
た
づ
ね
つ
～
 
こ
と
～
ふ
山
は
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す
る
言
葉
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
大
の
哀
悼
を
現
し
て
い
る
。
 
 
 

宗
長
の
返
歌
は
、
人
生
は
嵐
の
あ
と
の
露
の
ご
と
く
散
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
 
 

か
ら
、
死
に
後
れ
た
と
い
っ
て
敷
く
こ
と
自
体
か
は
な
か
い
こ
と
で
あ
る
と
詠
 
 

ん
で
い
る
。
 
 
 

宗
長
は
、
命
の
は
か
な
さ
を
強
調
し
た
こ
の
哀
悼
歌
を
以
っ
て
≡
不
破
終
焉
 
 

記
』
を
し
め
く
く
る
こ
と
に
依
り
、
悲
し
み
の
余
韻
を
‡
か
せ
よ
う
と
し
た
。
 
 

そ
こ
に
、
こ
の
作
品
の
構
成
の
う
ま
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
幸
る
。
 
 
 

今
ま
で
、
『
宗
舐
終
焉
記
」
 
に
載
っ
て
い
る
歌
や
句
を
順
序
に
従
っ
て
分
析
 
 

し
て
み
た
。
宗
舐
の
越
後
下
向
と
宗
長
の
訪
問
、
宗
蔵
終
焉
、
追
悼
の
順
に
、
 
 

そ
れ
ら
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
や
句
が
う
ま
く
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
 
 

で
あ
る
が
、
作
者
の
宗
長
の
意
識
の
中
に
は
、
所
々
の
印
象
に
残
っ
た
歌
や
句
 
 

が
先
に
残
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
と
関
連
の
あ
る
逸
話
を
地
の
文
の
中
で
記
録
し
 
 

た
の
で
ほ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
歌
物
語
的
構
想
を
こ
の
作
品
の
中
 
 

に
適
用
し
て
い
る
と
言
え
る
。
特
に
、
地
の
文
の
中
の
目
時
の
ず
れ
や
、
他
の
 
 

紀
行
文
苧
と
違
っ
て
旅
行
で
中
値
想
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
善
か
れ
て
い
な
い
事
実
 
 

か
ら
推
し
測
っ
て
み
る
と
、
宗
長
は
、
た
だ
宗
祇
の
終
焉
を
記
録
す
る
だ
け
に
 
 

と
ど
ま
ら
ず
、
旅
の
詩
人
と
し
て
の
宗
祇
像
を
描
こ
う
と
す
る
創
作
意
図
を
も
 
 

っ
て
こ
の
作
品
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

五
 
 
 

F
宗
祇
終
焉
記
』
 
の
中
に
描
か
れ
た
宗
祇
像
は
、
連
歌
師
と
し
て
の
理
想
そ
 
 

の
も
の
で
あ
っ
た
。
旅
に
立
つ
時
に
「
帰
る
山
の
名
を
だ
に
思
」
わ
な
い
旅
の
 
 

詩
人
と
し
て
の
宗
祇
像
と
、
臨
終
を
迎
え
る
瞬
間
ま
で
付
句
の
こ
と
巷
思
う
連
 
 

歌
師
に
ふ
さ
わ
し
い
宗
祇
像
を
描
く
こ
と
に
依
っ
て
、
日
本
文
学
史
の
中
で
の
 
 

旅
の
詩
人
と
し
て
の
西
行
・
宗
砿
・
芭
蕉
の
系
譜
を
作
り
上
げ
る
の
に
一
助
に
 
 

な
っ
た
作
品
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
八
十
歳
を
超
え
た
老
鮎
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
老
人
と
は
思
え
 
 

な
い
ほ
ど
、
元
気
な
活
躍
振
り
を
見
せ
る
宗
紙
像
を
措
く
こ
と
に
依
っ
て
、
病
 
 

弱
で
あ
っ
た
作
者
宗
長
の
翠
想
像
を
癌
し
求
め
て
い
る
作
品
で
も
あ
る
。
 
 
 

こ
の
作
品
の
成
立
事
情
を
、
宗
長
は
「
自
然
斎
此
度
道
中
死
去
、
彼
御
知
音
 
 

の
方
ノ
＼
い
か
ゞ
な
ど
尋
給
ふ
ペ
く
候
故
、
披
見
の
た
め
に
注
付
侍
り
」
と
書
 
 

い
て
い
る
が
、
本
当
の
創
作
意
図
は
、
旅
の
詩
人
、
古
典
学
者
と
し
て
の
宗
鮭
 
 

漁
を
措
く
こ
と
に
依
っ
て
、
連
歌
師
の
理
想
像
を
創
り
上
げ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
 
 

た
と
言
え
る
。
 
 
 

構
想
の
段
階
で
は
、
自
分
の
記
憶
に
残
っ
た
和
歌
・
発
句
・
付
句
な
ど
を
順
 
 

序
よ
く
配
置
し
て
お
い
て
、
そ
れ
と
関
連
の
あ
る
逸
話
な
ど
を
記
録
し
て
い
く
 
 

方
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
が
旅
の
記
録
を
残
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
紀
 
 

行
文
学
と
し
て
取
扱
う
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
旅
路
で
の
感
想
・
見
聞
・
歌
 
 

枕
探
訪
な
ど
の
記
述
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
紀
行
文
苧
と
 
 

し
て
の
価
値
よ
り
は
一
種
の
物
語
的
要
素
の
強
い
作
品
で
あ
る
。
 
 
 

つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
、
宗
祇
の
最
晩
年
の
要
素
を
伝
え
る
伝
記
資
料
と
し
 
 

て
の
価
値
と
、
連
歌
師
と
し
て
の
理
想
の
宗
祇
像
を
創
り
上
げ
た
す
ぐ
れ
た
文
 
 

芸
作
品
と
し
て
の
価
値
と
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
 
 

［
注
］
 
 

（
1
）
金
子
金
治
郎
「
宗
祇
旅
の
記
私
注
」
 
桜
楓
社
一
九
七
六
年
。
 
 

本
稿
に
お
け
る
≡
ホ
砥
終
焉
記
』
 
の
本
文
は
こ
れ
に
依
る
。
 
 

（
2
）
両
角
倉
一
「
宗
祇
連
歌
の
研
究
－
 
勉
誠
杜
一
九
八
五
年
。
 
 

「
付
録
 
宗
舐
略
年
譜
」
 
に
依
る
と
、
宗
舐
は
七
回
に
わ
た
っ
て
越
後
に
 
 

下
向
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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一
回
目
 
文
明
十
年
（
一
四
七
八
）
 
 
 
五
八
歳
 
 

三
月
越
後
下
向
～
文
明
十
一
年
の
九
月
帰
京
 
 
 

二
回
目
 
文
明
十
五
年
（
一
四
八
三
）
 
六
三
歳
 
 

四
月
頃
（
一
説
越
後
下
向
？
）
～
文
明
十
六
年
の
九
月
帰
京
 
 
 

三
回
日
 
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
 
 
 
」
ハ
八
歳
 
 

五
月
越
後
下
向
～
同
年
九
月
帰
京
 
 
 

凹
回
目
 
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
 
七
一
歳
 
 

五
月
越
後
下
向
～
同
年
十
月
帰
京
 
 
 

五
回
臼
 
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
 
七
三
歳
 
 

閏
四
月
越
後
下
向
～
明
応
三
年
三
月
帰
京
 
 
 

六
回
目
 
明
応
六
年
〓
四
九
七
）
 
七
七
歳
 
 

五
月
越
後
下
向
～
同
年
九
月
帰
京
 
 
 

七
回
目
 
明
応
九
年
 
（
山
五
〇
〇
）
 
八
十
歳
 
 

七
月
越
後
下
向
～
文
亀
二
年
七
月
帰
京
途
中
死
亡
 
 

（
3
）
 
『
某
紙
終
焉
記
』
の
巻
末
に
、
 
 

自
然
斎
此
度
道
中
死
去
、
彼
御
知
音
の
方
ノ
1
い
か
ゞ
な
ど
尋
給
 
 

宗
長
 
 

ふ
ペ
く
候
哉
、
披
見
の
た
め
に
注
付
侍
り
 
 

水
本
与
五
郎
殿
 
 
 

と
あ
る
。
内
閣
本
に
は
、
 
 

此
一
巻
は
水
本
与
五
郎
上
洛
の
時
、
自
然
斎
知
音
の
今
京
都
に
て
い
 
 

か
に
と
と
は
る
～
返
し
の
た
め
に
書
写
者
也
一
味
〝
 
 
 

と
あ
る
。
 
 

（
4
）
 
前
掲
幸
 
一
〇
五
貢
 
 

（
5
）
 
前
掲
幸
 
一
〇
五
貢
 
 

（
6
）
安
田
草
生
『
西
行
と
定
家
』
 
講
談
社
一
九
七
五
年
 
五
六
貢
 
 

（
7
）
 
両
角
倉
一
≡
不
破
終
焉
記
』
 
「
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
⑦
 
連
歌
・
 
 

俳
語
・
狂
歌
」
 
明
治
書
院
 
三
四
五
 
 

（
筑
波
大
学
外
国
人
研
究
者
、
帝
国
外
国
語
大
学
副
教
授
）
 
 

（
付
記
）
 
 
 

本
稿
は
、
日
韓
文
化
交
流
基
金
研
究
助
成
金
の
扶
助
に
依
っ
た
も
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 


