
一
、	

は
じ
め
に

明
和
三
（
一
七
六
六
）
年
正
月
十
四
日
竹
本
座
初
演
一
の
近
松
半
二・
三
好
松
洛
・
竹
田
因
幡
・

竹
田
小
出
・
竹
田
平
七
・
竹
本
三
郎
兵
衛
を
作
者
と
す
る
二
『
武
田
信
玄 

長
尾
謙
信
本
朝
廿
四
孝
』（
以
下
、
角

書
を
省
略
し
て
単
に
『
本
朝
廿
四
孝
』
と
表
記
す
る
）
は
、
文
楽
に
お
い
て
人
気
曲
で
あ
り
三
、
特

に
四
段
目
切
の
一
部
で
あ
る
「
十
種
香
の
段
」
及
び
「
奥
庭
狐
火
の
段
」
は
見
取
り
狂
言
と
し
て

上
演
頻
度
が
高
く
（
以
下
、「
十
種
香
よ
り
奥
庭
狐
火
の
段
」
と
一
括
す
る
）、
文
楽
の
入
門
書
や

解
説
書
に
お
い
て
も
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
上
演
頻
度
は
低
い
な

が
ら
、
現
在
も
な
お
通
し
狂
言
と
し
て
伝
承
が
続
い
て
い
る
数
少
な
い
文
楽
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。

一
方
、『
本
朝
廿
四
孝
』
は
難
解
で
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
杉
山
（
二
〇
〇
四
）
は
、
三

段
目
切
の
一
部
で
あ
る
「
筍
の
段
」
を
取
り
上
げ
て
、「
俗
に
云
う
、「
筍
た
け
の
この

段
」
の
三さ
ん

難な
ん

と
は
、「
解

ら
ぬ
」
と
「
む
つ
か
し
い
」
と
「
前
に
受
け
ぬ
」
と
の
三
ツ
で
あ
る
」（
二
八
九
頁
、
ル
ビ
は
原

文
マ
マ
、
以
下
本
稿
全
体
を
通
じ
て
引
用
文
中
の
ル
ビ
は
同
様
）
と
記
し
て
い
る
。
内
山

（
一
九
八
九
）
も
、「「
本
朝
廿
四
孝
」
は
、
数
あ
る
戯
曲
の
う
ち
で
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
複
雑

か
つ
難
解
な
作
品
で
あ
る
。
文
楽
や
歌
舞
伎
の
専
門
家
で
も
、
こ
の
三
段
目
の
筋
と
テ
ー
マ
を
、

十
分
に
説
明
で
き
る
人
は
、
非
常
に
少
な
い
の
で
は
な
い
か
」（
四
二
三
頁
）
と
記
し
た
上
で
、

【
研
究
ノ
ー
ト
】

「
道
三
最
期
の
段
」
か
ら
振
り
返
る
『
本
朝
廿
四
孝
』
の
全
体
像
＊
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本
稿
は
、
平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年
十
二
月
十
日
に
国
立
文
楽
劇
場
会
議
室
で
行
わ
れ
た
文
楽

応
援
団
平
成
二
十
八
年
度
第
七
回
研
修
会
で
の
学
習
会
に
お
け
る
「
八
重
垣
姫
は
勝
頼
を
救
え
た
か
？

─ 『
本
朝
廿
四
孝
』
の
結
末
」
と
題
す
る
報
告
を
も
と
に
、
大
幅
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

一  

神
津
（
二
〇
一
一
）
は
、「
大
阪
道
頓
堀
の
筑
後
芝
居
（
い
わ
ゆ
る
竹
本
座
）」（（
一
）
一
二
〇
頁
）

と
記
す
。
ま
た
、「
初
演
興
行
は
「
五
段
続
」
を
謳
い
な
が
ら
五
段
目
を
出
さ
ず
、
四
段
目
ま
で
で
終

演
し
た
」（
同
頁
）
と
も
主
張
す
る
。

二  

作
者
間
の
分
担
に
つ
き
、
内
山
（
二
〇
一
〇
）
は
、「
ま
ず
全
段
の
筋
と
構
成
は
半
二
が
統
括
し
て

い
る
に
相
違
な
い
が
、
直
接
の
執
筆
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
初
段
は
、
半
二
で
は
あ
る
ま
い
。
半

二
が
序
切
を
書
い
て
い
た
ら
、
三
段
目
は
も
う
少
し
解
り
易
く
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
半
二
の
執

筆
は
三
段
目
全
体
と
、
二
段
目
口
「
諏
訪
明
神
」
で
あ
ろ
う
。
二
段
目
切
「
信
玄
館
」
が
三
好
松
洛
（
な

い
し
は
そ
の
息
の
か
か
っ
た
若
い
作
者
）、
四
段
目
が
基
本
的
に
竹
本
三
郎
兵
衛
で
、
初
段
は
、
四
段

目
と
併
せ
て
三
郎
兵
衛
か
、
と
一
応
は
考
え
ら
れ
る
が
、
文
章
と
し
て
は
、
も
う
一
ラ
ン
ク
下
の
作
者

の
よ
う
で
あ
る
」（
四
一
九
～
四
二
〇
頁
）
と
推
測
し
て
い
る
。

三  

歌
舞
伎
に
お
い
て
も
人
気
曲
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
歌
舞
伎
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

〈
目　
　

次
〉

一
、
は
じ
め
に

二
、
見
取
り
狂
言
「
十
種
香
よ
り
奥
庭
狐
火
の
段
」

三
、
通
し
狂
言
『
本
朝
廿
四
孝
』（「
道
三
最
期
の
段
」
省
略
版
）

四
、「
道
三
最
期
の
段
」

五
、
お
わ
り
に



あ
る
登
場
人
物
に
つ
い
て
、「
母
の
性
格
を
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
、
到

底
つ
い
て
い
け
な
い
、
不
可
解
な
構
想
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
れ
は
人
形
に
よ
る
非
現
実

的
な
面
白
さ
を
狙
っ
た
芝
居
で
あ
る
か
ら
、
母
の
行
動
に
し
て
も
、
そ
の
場
そ
の
場
の
見
せ
場
を

つ
く
る
た
め
の
も
の
と
、
割
り
切
っ
て
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る
」（
四
二
四
頁
）
と
の
「
局
面

本
位
主
義
の
解
釈
は
、
近
世
演
劇
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
と
く
に
「
廿
四
孝
」
三
段
目

の
場
合
、
従
来
の
事
典
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
所
収
の
梗
概
に
は
、
こ
の
姿
勢
が
色
濃
く
認
め
ら
れ
る
」

（
同
頁
）
と
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
従
え
ば
、「
日
本
の
近
世
演
劇
は
、
戯
曲
は
荒
唐
無
稽

支
離
滅
裂
で
あ
る
が
、
様
式
美
な
ど
の
点
で
優
れ
、
舞
台
芸
術
と
し
て
は
存
在
価
値
が
あ
る
、
と

い
う
通
説
の
あ
て
は
ま
る
見
本
の
よ
う
な
作
品
が
、「
廿
四
孝
」
三
段
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
」

（
四
二
五
頁
）
と
記
し
て
い
る
四
。

さ
て
、「
局
面
本
位
主
義
の
解
釈
」
を
よ
し
と
せ
ず
首
尾
一
貫
し
た
解
釈
を
試
み
る
先
行
研
究
と

し
て
内
山
（
一
九
八
九
）・（
二
〇
一
〇
）、
神
津
（
二
〇
〇
九
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
三
段
目
を
中
心
に
論
じ
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
『
本
朝
廿
四
孝
』
の
全
体
像
に
つ
い

て
も
触
れ
る
も
の
の
、
四
段
目
を
本
格
的
に
論
じ
た
先
行
研
究
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。

四
段
目
が
論
じ
ら
れ
な
い
一
因
と
し
て
、
難
解
な
三
段
目
と
異
な
り
、
四
段
目
は
浄
瑠
璃
本
文

を
「
読
め
ば
分
か
る
」
の
で
あ
っ
て
、
あ
え
て
論
じ
る
ま
で
も
な
い
、
と
い
っ
た
認
識
が
専
門
家

の
間
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
本
朝
廿
四
孝
』
の
最
も
新
し
い

翻
刻
は
昭
和
二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
刊
の
守
随
（
校
註
）（
一
九
四
九
）
所
収
の
も
の
で
あ
り
、

一
般
に
利
用
が
容
易
で
は
な
い
五
。
ま
た
、
四
段
目
切
の
詰
「
道
三
最
期
の
段
」
が
出
る
の
は
極

め
て
稀
で
あ
り
、
国
立
劇
場
調
査
養
成
部
調
査
資
料
課
（
編
）（
二
〇
〇
一
）
及
び
独
立
行
政
法

人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
が
運
営
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
文
化
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
内
の

「
公
演
記
録
を
調
べ
る
」（http://w

w
w

2.ntj.jac.go.jp/dglib/plays/

）
に
よ
る
と
、
直
近
の
上

演
が
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
九
月
国
立
劇
場
（
東
京
）
で
、
以
下
時
代
を
遡
る
と
、
昭
和
五
八

（
一
九
八
三
）
年
十
二
月
国
立
劇
場
（
東
京
）、
昭
和
四
十
四
（
一
九
六
九
）
年
十
～
十
一
月
国
立

劇
場
（
東
京
）、
昭
和
二
十
八
（
一
九
五
三
）
年
三
月
四
ツ
橋
文
楽
座
（
大
阪
）、
な
ど
と
な
っ
て

お
り
、
文
楽
の
本
拠
地
で
あ
る
大
阪
で
は
六
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
上
演
さ
れ
て
い
な
い
六
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
見
取
り
狂
言
と
し
て
割
り
切
る
な
ら
と
も
か
く
、
通
し
狂
言
に
お
い
て
「
道
三

最
期
の
段
」
が
出
な
い
の
は
全
体
の
筋
の
理
解
に
と
っ
て
致
命
的
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
観
客

は
、「
局
面
本
位
主
義
の
解
釈
」
を
楽
し
み
つ
つ
も
、『
本
朝
廿
四
孝
』
と
は
結
局
何
の
話
だ
っ
た

の
か
理
解
し
な
い
ま
ま
劇
場
を
後
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
七
。

以
上
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、「
読
め
ば
分
か
る
」
に
せ
よ
、「
道
三
最
期
の
段
」
を
浄
瑠
璃

本
文
に
即
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
の
意
義
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
単
な

る
紹
介
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、「
道
三
最
期
の
段
」
に
至
る
伏
線
を
振
り
返
る
こ
と
を
通
じ
て
『
本

朝
廿
四
孝
』
の
全
体
像
を
再
確
認
す
る
こ
と
で
、「
十
種
香
よ
り
奥
庭
狐
火
の
段
」
の
見
取
り
狂

言
や
「
奥
庭
狐
火
の
段
」
ま
で
の
通
し
狂
言
に
お
け
る
「
誤
解
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
本

稿
の
独
自
性
と
な
ろ
う
八
。

以
下
、
第
二
節
に
お
い
て
、
上
演
頻
度
が
高
く
、「
鑑
賞
の
手
引
き
」
の
類
い
も
充
実
し
て
い

る
見
取
り
狂
言
「
十
種
香
よ
り
奥
庭
狐
火
の
段
」
の
通
説
的
理
解
を
紹
介
し
、
こ
れ
は
こ
れ
で
完

結
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
続
い
て
第
三
節
に
お
い
て
、
大
正
以
降
の
通
し
狂
言
に
お
け
る

通
例
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
奥
庭
狐
火
の
段
」
ま
で
の
通
し
狂
言
を
、
内
山
（
一
九
八
九
）・

（
二
〇
一
〇
）、
神
津
（
二
〇
〇
九
）
に
お
け
る
解
釈
を
参
考
に
し
つ
つ
紹
介
す
る
と
と
も
に
、「
奥

庭
狐
火
の
段
」
で
終
わ
る
こ
と
に
よ
る
『
本
朝
廿
四
孝
』
に
対
す
る
疑
問
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て

第
四
節
に
お
い
て
、「
道
三
最
期
の
段
」
を
浄
瑠
璃
本
文
に
即
し
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
前
節
で

「道三最期の段」から振り返る『本朝廿四孝』の全体像

二
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四  

神
津
（
二
〇
〇
九
）
は
、「
難
解
な
作
品
で
は
な
い
」（
四
二
九
頁
）
と
記
し
た
上
で
、「
に
も
関
わ

ら
ず
、
難
解
と
み
ら
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
／
Ａ
．
守
随
憲
治
氏
の
注
釈
／
Ｂ
．
国
立
劇
場
・
国
立
文

楽
劇
場
の
上
演
方
式
／
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
混
乱
、
が
あ
っ
た
（
そ
し
て
、
今
日
に
お
い
て
な

お
、
あ
る
）
と
思
わ
れ
る
」（
同
頁
）
と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年

刊
を
底
本
と
す
る
杉
山
（
二
〇
〇
四
）
の
記
述
か
ら
も
、
昭
和
二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
刊
の
守
随
の

注
釈
や
現
行
の
上
演
方
式
に
よ
る
予
断
を
排
し
て
白
紙
の
状
態
で
浄
瑠
璃
本
文
を
通
読
し
さ
え
す
れ

ば
、
た
と
え
同
論
考
を
読
ま
ず
と
も
誰
も
が
自
ず
と
同
論
考
と
同
様
の
解
釈
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と

は
想
定
し
が
た
く
、「
難
解
な
作
品
で
は
な
い
」
と
の
記
述
は
同
論
考
の
解
釈
に
対
す
る
自
信
の
ほ
ど

を
示
す
修
辞
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五  

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
利
用
で
き
る
環
境
に
あ
れ
ば
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
刊
の
『
浄
瑠
璃
名
作

集
下
』（
日
本
名
著
全
集
江
戸
文
藝
之
部
第
七
巻
）
所
収
の
も
の
がhttp://book.geocities.jp/

ongyoku/j61/nm
7_412.pdf

よ
り
閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
で
あ
る
。

六  
明
治
に
ま
で
遡
る
と
頻
繁
に
上
演
さ
れ
て
い
る
。

七  

勉
強
不
足
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
十
一
月
及
び
平
成
十
七

（
二
〇
〇
五
）
年
十
一
月
の
通
し
狂
言
を
国
立
文
楽
劇
場
に
お
い
て
鑑
賞
し
た
筆
者
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

な
お
、
国
立
劇
場
に
お
け
る
「
道
三
最
期
の
段
」
を
含
む
通
し
狂
言
は
鑑
賞
し
て
い
な
い
。

 

八  

た
だ
し
、
そ
れ
も
ま
た
「
読
め
ば
分
か
る
」
も
の
で
あ
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
活
字
に
は
し
て
い
な
か
っ
た

だ
け
と
の
批
判
も
専
門
家
か
ら
は
あ
り
得
よ
う
。
甘
受
し
た
い
。



指
摘
し
た
疑
問
を
解
決
し
、
も
っ
て
通
し
狂
言
に
お
い
て
は
「
道
三
最
期
の
段
」
が
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
四
段
目
の
主
題
を
再
確
認
す
る
。
最
後
に
ま
と
め
を
行
う
。

二
、	
見
取
り
狂
言
「
十
種
香
よ
り
奥
庭
狐
火
の
段
」

本
節
で
は
、
上
演
頻
度
が
高
く
、「
鑑
賞
の
手
引
き
」
の
類
い
も
充
実
し
て
い
る
見
取
り
狂
言

「
十
種
香
よ
り
奥
庭
狐
火
の
段
」
の
通
説
的
理
解
を
紹
介
し
、
こ
れ
は
こ
れ
で
完
結
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
紹
介
に
あ
た
り
、
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年
一
月
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

あ
る
国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）（
二
〇
一
七
）
を
現
行
上
演
と
し
て
取
り
上
げ
、
必
要
に
応

じ
て
守
随
（
校
註
）（
一
九
四
九
）
を
浄
瑠
璃
本
文
の
底
本
と
し
て
参
照
す
る
。
な
お
、
浄
瑠
璃

本
文
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
本
稿
全
体
を
通
じ
て
文
字
譜
は
省
略
し
、
振
り
仮
名
は
底
本
の
ま

ま
と
し
、
漢
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
『
本
朝
廿
四
孝
』
の
あ
ら
す
じ
紹
介
に
は
、「
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
す
じ
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
通
し
狂
言
や
浄
瑠
璃
本
文
に
接
し
た
こ
と
の
あ
る
観
客
に
は
先

刻
承
知
の
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
単
に
そ
れ
ま
で
の
あ
ら
す
じ
を
満
遍
な
く
ま
と
め
た

も
の
で
は
な
く
、
見
取
り
狂
言
用
に
再
構
成
さ
れ
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
以
下
、
引
用

す
る
。

武た
け

田だ

信し
ん

玄げ
ん

と
長な
が

尾お

謙け
ん

信し
ん

は
武
田
家
の
重
宝
・
諏す

訪わ

法ほ
っ

性し
ょ
うの

兜か
ぶ
とを

謙
信
が
借
り
た
ま
ま
返
さ

ず
に
い
た
た
め
、
争
っ
て
い
ま
し
た
。
両
家
の
和
睦
を
願
い
、
将
軍
は
信
玄
の
息
子
・
勝か
つ

頼よ
り

と
謙
信
の
娘
・
八や

重え

垣が
き

姫ひ
め

の
婚
約
を
命
じ
る
も
の
の
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
暗
殺
の
疑

い
を
か
け
ら
れ
た
両
家
は
、
将
軍
の
三
回
忌
ま
で
に
犯
人
を
捜
し
出
せ
な
け
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ

の
息
子
の
首
を
差
し
出
す
と
約
束
し
ま
す
。
そ
し
て
犯
人
不
明
の
ま
ま
時
が
過
ぎ
、
勝
頼
は

切
腹
を
し
ま
す
。
し
か
し
亡
く
な
っ
た
勝
頼
は
身
代
わ
り
で
、
本
物
の
勝
頼
は
簑み
の

作さ
く

と
い
う

名
で
生
き
延
び
て
い
ま
し
た
。
将
軍
暗
殺
の
犯
人
を
捜
し
出
し
、
兜
を
取
り
戻
す
た
め
、
亡

く
な
っ
た
勝
頼
の
恋
人
・
濡ぬ
れ

衣ぎ
ぬ

と
簑
作
は
謙
信
の
元
に
忍
び
込
み
ま
す
。

 

国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）（
二
〇
一
七
、一
三
頁
）

舞
台
は
、
颯
爽
と
し
た
姿
の
簑
作
実
ハ
勝
頼
の
登
場
か
ら
始
ま
る
。「
我
民
間
に
育
ち
人
に
面

を
見
知
ら
れ
ぬ
を
幸
ひ
に
、
花
作
り
と
な
つ
て
入
り
込
み
し
は
、
幼
君
の
御
身
の
上
に
も
し
過
ち

や
あ
ら
ん
か
と
余
所
な
が
ら
守
護
す
る
某
、
そ
れ
と
悟
つ
て
抱
へ
し
や
。
ハ
テ
合
点
の
ゆ
か
ぬ
」

（
国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）
二
〇
一
七
、
床
本
一
九
頁
）
と
の
述
懐
か
ら
、
簑
作
実
ハ
勝
頼

が
謙
信
の
元
に
忍
び
込
ん
だ
目
的
は
「
幼
君
」
を
密
か
に
守
護
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
判
明
す

る
九
。
幼
君
と
は
誰
の
こ
と
な
の
か
疑
問
が
浮
か
ぶ
か
も
知
れ
な
い
が
、
見
取
り
狂
言
の
観
客
と

し
て
は
そ
こ
は
気
に
す
る
必
要
は
な
い
。
観
客
は
む
し
ろ
、
簑
作
実
ハ
勝
頼
と
濡
衣
の
二
人
と

も
、
諏
訪
法
性
の
兜
を
取
り
戻
す
た
め
に
忍
び
込
ん
だ
と
誤
解
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
一
〇
。
た

だ
、
花
作
り
と
し
て
忍
び
込
ん
で
い
た
簑
作
が
、
謙
信
に
武
士
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
真
意
を
不
審
に
思
っ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
一
一
。

舞
台
は
続
い
て
、
許
婚
の
勝
頼
が
切
腹
し
た
と
信
じ
て
十
種
香
を
焚
い
て
回
向
す
る
八
重
垣
姫

と
、
勝
頼
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
切
腹
し
た
偽
勝
頼
を
回
向
す
る
濡
衣
と
を
対
比
し
て
示
し
た

後
、
簑
作
を
勝
頼
と
思
い
込
ん
だ
（
実
際
そ
う
な
の
だ
が
）
八
重
垣
姫
に
仲
立
ち
の
条
件
と
し
て

諏
訪
法
性
の
兜
を
盗
み
出
す
こ
と
を
濡
衣
が
持
ち
掛
け
、
簑
作
の
正
体
が
勝
頼
で
あ
る
こ
と
が
明

言
さ
れ
た
上
で
、「
後
は
互
ひ
に
抱
き
つ
き
つ
ひ
濡
れ
初
め
に
」（
同
書
、
床
本
二
三
頁
）
な
る
。

す
る
と
、「
父
謙
信
の
声
と
し
て
／
「
簑
作
は
い
づ
れ
に
を
る
。
塩
尻
へ
の
返
答
、
時
刻
移

る
」
／
と
立
ち
出
づ
れ
ば
／
『
ハ
ツ
』
と
簑
作
飛
び
退し
さ

り
／
「
お
支
度
よ
く
ば
す
ぐ
さ
ま
参
上
」
／

「
ホ
ヽ
委
細
の
こ
と
は
こ
の
文ふ

箱ば
こ

に
。
片へ
ん

時し

も
早
く
罷
り
越
せ
」
／
『
ハ
ツ
』
と
領
掌
、
文
箱
携

へ
塩
尻
さ
し
て
急
ぎ
行
く
」（
同
頁
）
と
い
う
こ
と
で
、
謙
信
に
命
じ
ら
れ
て
簑
作
実
ハ
勝
頼
は

塩
尻
へ
の
返
答
に
出
発
す
る
。
塩
尻
へ
の
返
答
と
は
何
の
こ
と
な
の
か
疑
問
が
浮
か
ぶ
か
も
知
れ

な
い
が
、
見
取
り
狂
言
の
観
客
と
し
て
は
そ
こ
は
気
に
す
る
必
要
は
な
い
。
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九  

こ
れ
が
勝
頼
の
真
の
目
的
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
。

一
〇 

実
際
、
例
え
ば
イ
ヤ
ホ
ン
ガ
イ
ド
解
説
者
に
よ
る
高
木
（
二
〇
一
四
）
は
、「
兜
を
取
り
戻
す
た
め
、

勝
頼
は
蓑み
の

作さ
く

と
い
う
花は
な

作つ
く

り
に
化
け
長
尾
家
に
入
り
込
む
」（
一
六
四
頁
、「
蓑み
の

」
は
マ
マ
）
と
記
し
て

い
る
。

一
一 
浄
瑠
璃
本
文
で
は
、
十
種
香
の
段
の
直
前
に
「
ホ
ヽ
遖
あ
つ
ぱ
れの
花
作
り
。
今
よ
り
館
に
召
抱
へ
ん
」（
守

随
（
校
註
）
一
九
四
九
、一
六
九
頁
）、「
蓑マ
マ

作
も
次
へ
参
つ
て
衣
服
大
小
」（
同
頁
）
な
ど
と
あ
り
、
花

作
り
の
簑
作
が
武
士
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
見
取
り
狂
言
に
お
い
て

も
、「
花
作
り
と
な
つ
て
入
り
込
」
ん
だ
は
ず
の
簑
作
が
大
小
の
刀
を
差
し
て
颯
爽
と
し
た
姿
を
し
て

い
る
の
を
見
た
観
客
に
は
、
謙
信
が
何
か
思
惑
を
持
っ
て
武
士
に
取
り
立
て
た
こ
と
は
十
分
伝
わ
る
で

あ
ろ
う
。



跡
を
見
送
っ
た
謙
信
は
部
下
に
討
手
を
命
じ
、
驚
く
八
重
垣
姫
と
濡
衣
に
「
諏
訪
法
性
の
兜
を

盗
み
出
さ
ん
う
ぬ
ら
が
巧
み
、
物
陰
に
て
聞
い
た
る
ゆ
ゑ
、
勝
頼
に
使
者
を
言
ひ
付
け
帰
り
を
待

つ
て
討
ち
取
ら
さ
ん
と
、
示
し
合
は
せ
し
討
手
の
手
配
り
」（
同
頁
）
と
語
る
。
さ
ら
に
、「「
ヤ

ア
武
田
方
の
回
し
者
、
憎
き
女
」
／
と
濡
衣
引
つ
立
て
／
「
う
ぬ
に
は
尋
ぬ
る
子
細
あ
り
、
奥
へ

失
せ
う
」」（
同
書
、
床
本
二
四
頁
）
と
濡
衣
を
奥
へ
と
引
き
立
て
て
い
く
。
こ
こ
に
お
い
て
観
客

は
、
花
作
り
の
簑
作
に
疑
い
を
抱
い
て
武
士
に
取
り
立
て
た
謙
信
が
、
正
体
と
目
的
に
確
証
を
得

て
、
塩
尻
へ
の
返
答
が
そ
も
そ
も
何
で
あ
っ
た
か
は
と
も
か
く
そ
れ
を
口
実
に
勝
頼
を
暗
殺
し
て

濡
衣
を
尋
問
す
る
の
だ
と
、
合
点
が
い
く
こ
と
と
な
る
。

以
上
が
「
十
種
香
の
段
」
で
あ
り
、
続
い
て
「
奥
庭
狐
火
の
段
」
で
は
、
勝
頼
を
助
け
よ
う
と

す
る
八
重
垣
姫
の
姿
が
文
楽
特
有
の
人
形
を
使
っ
た
ケ
レ
ン
と
と
も
に
描
か
れ
る
。
以
下
、
公
演

プ
ロ
グ
ラ
ム
よ
り
あ
ら
す
じ
を
引
用
す
る
。

夜
も
更
け
、
八
重
垣
姫
は
簑
作
に
命
の
危
機
を
伝
え
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

諏
訪
湖
の
湖
面
が
凍
り
、
船
の
行
き
来
が
な
い
今
は
、
陸
路
で
は
到
底
討
手
に
追
い
つ
き
ま

せ
ん
。
何
と
か
し
て
飛
ん
で
行
き
こ
の
こ
と
を
伝
え
た
い
と
、
八
重
垣
姫
が
床
の
間
に
飾
っ

て
い
た
諏
訪
法
性
の
兜
を
手
に
取
り
諏
訪
明
神
に
願
う
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
諏
訪
明
神

の
使
い
で
あ
る
白
狐
が
現
れ
ま
す
。
白
狐
の
力
に
守
ら
れ
て
、
八
重
垣
姫
は
諏
訪
湖
を
渡
り

勝
頼
の
元
へ
急
ぐ
の
で
し
た
。

 

国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）（
二
〇
一
七
、一
四
頁
）

床
本
は
次
の
よ
う
に
終
わ
る
。「
諏
訪
の
湖
歩か
ち

渡わ
た

り
、
早
東し
の

雲の
め

と
明
け
渡
る
、
甲
斐
と
越
後
の

両
将
と
そ
の
名
を
今
に
残
し
け
る
」（
同
書
、
床
本
二
五
頁
）。
た
だ
、
舞
台
で
は
八
重
垣
姫
の
人

形
が
諏
訪
湖
を
渡
る
場
面
は
上
演
さ
れ
な
い
。「
姫
が
兜
を
被
る
と
、
数
匹
の
白
狐
が
登
場
し
て

か
ら
み
、
最
後
は
石
橋
上
や
中
央
で
兜
を
捧
げ
た
八
重
垣
姫
を
狐
達
が
囲
ん
で
幕
切
れ
と
な
る
」

（
富
岡
二
〇
〇
八
、四
九
頁
）。「
照
明
が
ぱ
っ
と
明
る
く
つ
い
て
興
奮
の
極
み
で
幕
。
い
つ
の
間
に

か
拍
手
し
て
い
る
自
分
に
気
づ
く
で
し
ょ
う
」（
葛
西
二
〇
〇
六
、七
〇
頁
）。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
諏
訪
法
性
の
兜
を
取
り
戻
す
た
め
に
忍
び
込
ん
だ
勝
頼
は
正
体
を
見
破

ら
れ
て
謙
信
に
討
手
を
差
し
向
け
ら
れ
る
が
、
勝
頼
を
助
け
よ
う
と
す
る
八
重
垣
姫
が
奇
跡
を
呼

び
起
こ
し
た
、
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
実
際
に
勝
頼
が
助
か
っ
た
か
ど
う
か
は
舞
台
進
行
上
定
か

で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
助
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
の
印
象
が
観
客
に
与
え
ら
れ
る
。
仮
に
浄
瑠
璃
本

文
で
は
助
か
ら
な
い
結
末
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
は
あ
え
て
出
さ
ず
に
こ
こ
で
終
わ
る
の

が
、
見
取
り
狂
言
と
し
て
は
む
し
ろ
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

見
取
り
狂
言
は
元
々
は
通
し
狂
言
の
一
部
の
み
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
り
、
前
後
の
筋
が
分
か

ら
な
い
た
め
と
も
す
れ
ば
難
解
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
十
種
香
よ
り
奥
庭
狐
火

の
段
」
に
関
し
て
は
、
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
掲
載
の
「
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
す
じ
」
を
予
備
知
識
と
し

て
頭
に
入
れ
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
こ
れ
は
こ
れ
で
完
結
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま

た
、
本
稿
で
は
詳
し
く
紹
介
で
き
な
か
っ
た
が
、
聞
き
ど
こ
ろ
や
見
ど
こ
ろ
も
多
く
一
二
、
繰
り

返
し
上
演
さ
れ
る
の
も
頷
け
る
。

三
、	

通
し
狂
言
『
本
朝
廿
四
孝
』（「
道
三
最
期
の
段
」
省
略
版
）

本
節
で
は
、
大
正
以
降
の
通
し
狂
言
に
お
け
る
通
例
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
奥
庭
狐
火
の
段
」
ま

で
の
通
し
狂
言
を
、
内
山
（
一
九
八
九
）・（
二
〇
一
〇
）、
神
津
（
二
〇
〇
九
）
に
お
け
る
解
釈

を
参
考
に
し
つ
つ
紹
介
す
る
と
と
も
に
、「
奥
庭
狐
火
の
段
」
で
終
わ
る
こ
と
に
よ
る
『
本
朝
廿

四
孝
』
に
対
す
る
疑
問
を
指
摘
す
る
。
紹
介
に
あ
た
り
、
守
随
（
校
註
）（
一
九
四
九
）
を
浄
瑠

璃
本
文
の
底
本
と
し
て
取
り
上
げ
、
平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）
年
十
一
月
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

あ
る
国
立
文
楽
劇
場
営
業
課（
編
）（
二
〇
〇
五
）を
現
行
上
演
と
し
て
必
要
に
応
じ
て
参
照
す
る
。

な
お
、
段
名
は
国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
（
編
）（
一
九
八
四
）
に
基
づ
く
。

初
段
大
序
「
室
町
御
所
の
段
」
は
、
室
町
幕
府
十
二
代
将
軍
足
利
義
晴
一
三
の
愛
妾
賤
の
方
の
男

「道三最期の段」から振り返る『本朝廿四孝』の全体像
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一
二 

詳
細
は
例
え
ば
葛
西
（
二
〇
〇
六
）
及
び
富
岡
（
二
〇
〇
八
）
を
参
照
の
こ
と
。

一
三 

浄
瑠
璃
本
文
に
は
「
君
は
足
利
十
二
代
源
義
晴
公
。
左
大
臣
に
任
官
あ
り
」（
守
随
（
校
註
）

一
九
四
九
、七
三
頁
）
と
あ
り
、「
将
軍
」
の
文
字
は
見
え
な
い
が
、
以
下
、
将
軍
と
記
す
。
な
お
、
本

稿
に
お
い
て
、
史
実
と
の
異
同
に
つ
い
て
は
い
ち
い
ち
指
摘
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
ち
な
み
に
、
内
山

（
一
九
八
九
）
は
、「
内
山
、
松
井
は
年
だ
て
を
、
初
段
を
か
り
に
天
文
19
年
（
足
利
義
晴
没
年
）
春
と

す
る
と
、
二
段
目
は
天
文
21
年
４
月
、
三
段
目
は
同
年
秋
の
末
、
四
段
目
道
行
は
同
年
秋
頃
？
、
四
ノ

口
は
未
詳
（
冬
。
夢
の
場
）、
四
ノ
切
は
22
年
初
冬
、
五
段
目
は
そ
の
数
ケ
月
後
と
考
え
る
」（
四
四
四

頁
）
と
記
す
。
た
だ
し
、
年
だ
て
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
神
津
（
二
〇
〇
九
）
を
採
用

す
る
。



子
懐
胎
の
祝
い
の
席
で
あ
る
が
一
四
、
甲
斐
の
武
田
晴
信
と
越
後
の
長
尾
謙
信
と
の
不
和
が
話
題
と

な
る
。
原
因
は
、
諏
訪
法
性
の
兜
を
謙
信
が
晴
信
か
ら
借
り
た
ま
ま
返
さ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
晴
信
は
「
俗
に
言
ふ
心
安
き
は
却
つ
て
不
和
の
基
と
や
ら
ん
。
畢
竟
何
の
詮
な
き
争

ひ
。
晴
信
に
於
て
い
さ
ゝ
か
も
。
御
諚
に
漏
る
ゝ
こ
と
あ
ら
じ
」（
守
随
（
校
註
）
一
九
四
九
、

七
五
頁
）
な
ど
と
、
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
申
し
開
き
を
行
う
が
、
か
え
っ
て
相
模
の
北
条
氏

時
は
「
か
ね
て
親
し
み
あ
る
甲
斐
越
後
。
故
も
な
き
合
戦
は
東と
う

八
ケ
国
を
騒
動
さ
せ
。
そ
の
虚
に

乗
つ
て
大
将
の
御
所
を
騒
が
す
。
両
人
が
言
合
せ
の
軍
」（
同
頁
）
と
、
両
者
が
通
じ
て
天
下
を

望
ん
で
い
る
の
で
は
と
疑
い
を
か
け
る
一
五
。
そ
う
し
た
中
、
将
軍
の
正
室
手
弱
女
御
前
が
、
両
家

の
和
睦
の
た
め
、
謙
信
の
息
子
景
勝
の
妹
八
重
垣
姫
と
晴
信
の
息
子
勝
頼
と
の
婚
約
を
取
り
決

め
る
。

初
段
中
「
誓
願
寺
の
段
」
は
、
安
産
祈
願
の
た
め
誓
願
寺
に
参
詣
す
る
賤
の
方
を
め
ぐ
っ
て
物

語
が
進
行
す
る
。
な
お
、
懐
妊
五
か
月
目
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
元
は
信
濃
の

領
主
な
が
ら
甲
斐
の
武
田
と
越
後
の
長
尾
に
切
り
取
ら
れ
、
今
は
北
条
に
身
を
寄
せ
る
村
上
左
衛

門
義
清
が
、
将
軍
の
妾
よ
り
北
条
の
正
室
に
な
れ
と
賤
の
方
に
北
条
の
言
葉
を
伝
え
る
と
と
も

に
、
自
身
は
賤
の
方
の
腰
元
八
つ
橋
に
言
い
寄
り
、
拒
絶
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
賤
の
方
に
仕

え
る
直
江
山
城
之
助
と
八
つ
橋
と
が
主
の
許
さ
ぬ
仲
で
あ
り
、
八
つ
橋
は
賤
の
方
と
同
じ
く
懐
妊

五
か
月
目
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
一
六
。

初
段
切
「
室
町
御
所
奥
殿
の
段
」
は
、
前
段
の
翌
日
の
出
来
事
で
あ
る
が
一
七
、
め
ま
ぐ
る
し

く
事
態
が
展
開
す
る
。
全
て
の
出
来
事
を
紹
介
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
北
条
が
「
昨
夜
し
め

し
合
せ
し
通
り
。
心
を
か
け
し
賤
の
方
奪
ひ
取
る
は
今
宵
の
う
ち
。
表
門
へ
は
人
目
も
あ
り
兼
て

用
意
の
あ
の
抜
井
戸
。
釣
出
す
工
夫
も
し
て
置
い
た
こ
の
上
望
む
は
晴
信
景
勝
。
不
和
な
る
中
を

幸
ひ
に
二
人
へ
焚
つ
け
同ど
う

士し

打う
ち

さ
せ
。
甲
斐
も
越
後
も
我
が
領
分
。
親
子
と
は
言
ひ
な
が
ら
謙
信

が
胸
の
う
ち
。
某
が
思
ふ
所
存
も
あ
れ
ば
邪
魔
に
な
ら
ぬ
は
か
の
一い
ち

人に
ん

。
心
が
か
り
の
晴
信
景
勝

了し
ま

う
て
取
る
が
上
分
別
」（
同
書
、
八
四
頁
）
な
ど
と
村
上
と
密
談
を
し
て
い
る
の
を
景
勝
が
立

ち
聞
く
の
は
注
目
に
値
す
る
一
八
。
こ
こ
に
お
い
て
、
北
条
と
村
上
が
、
単
に
不
義
を
仕
掛
け
る

だ
け
で
な
く
軍
事
的
野
望
を
抱
い
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
こ
と
を
景
勝
が
認
識
し
た
こ
と
が
明
示

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ど
う
し
た
わ
け
か
謙
信
は
「
邪
魔
に
な
ら
ぬ
」
と
北
条
に
認
識
さ
れ
て
お

り
、
謙
信
と
景
勝
と
が
「
親
子
と
は
言
ひ
な
が
ら
」
必
ず
し
も
利
害
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
も

暗
示
さ
れ
る
。

続
い
て
、
山
城
と
賤
の
方
と
の
不
義
騒
動
一
九
と
そ
の
解
決
の
後
、
薩
州
種
が
島
出
身
の
浪
人

井
上
新
左
衛
門
と
名
乗
る
者
が
将
軍
に
鉄
砲
を
献
上
に
参
上
す
る
。
そ
し
て
、「
ホ
ホ
さ
ほ
ど
の

徳
あ
り
と
い
へ
ど
用
ゆ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
れ
ば
。
取
得
ざ
る
も
同
じ
こ
と
さ
い
ふ
汝
が
そ
の
鉄
砲

遣
ひ
や
う
存
じ
て
を
ら
ば
。
我
が
目
通
り
で
伝
授
せ
よ
。
早
く
〳
〵
」（
同
書
、
八
九
頁
）
と
将

軍
に
命
じ
ら
れ
て
、「
君
に
向
ふ
は
憚
り
あ
り
。
不
礼
は
御
免
と
立
直
り
わ
ざ
と
後
を
見
せ
た
る

手
の
う
ち
」（
同
書
、
九
〇
頁
）
と
し
て
試
し
撃
ち
と
見
せ
か
け
て
新
左
衛
門
は
将
軍
を
暗
殺
し
、

鉄
砲
を
残
し
て
抜
井
戸
か
ら
逃
走
す
る
。
こ
こ
で
、
鉄
砲
の
使
い
方
を
知
っ
て
い
る
の
は
日
本
中

で
新
左
衛
門
た
だ
一
人
で
あ
る
と
の
伏
線
が
張
ら
れ
る
。
な
お
、
現
行
上
演
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
よ
る
と
、
新
左
衛
門
の
首か
し
らは
大
舅
で
あ
る
二
〇
。

騒
動
の
中
、「
目
ば
か
り
出
し
た
大
男
」（
同
頁
）
が
賤
の
方
を
連
れ
去
ろ
う
と
し
、
景
勝
が
「
曲

者
待
て
」（
同
頁
）
と
呼
び
止
め
よ
う
と
す
る
と
、
曲
者
は
手
裏
剣
を
打
ち
込
ん
で
逃
げ
て
い
き
、

景
勝
は
「
無
銘
な
れ
ど
も
小
柄
の
手
裏
剣
。
こ
れ
を
証
拠
に
一
詮
議
と
逸い
つ

足あ
し

出
し
て
追
つ
て
行
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一
四 

胎
児
が
男
子
で
あ
る
こ
と
は
、
初
段
切
「
室
町
御
所
奥
殿
の
段
」
に
お
い
て
、「
左
ひ
だ
り

孕ば
ら
みは
御
男
子
の

し
る
し
」（
守
随
（
校
註
）
一
九
四
九
、八
二
頁
）
と
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一
五 

現
行
上
演
で
は
、
晴
信
の
申
し
開
き
の
言
葉
は
上
記
の
一
部
引
用
に
限
ら
ず
全
部
省
略
さ
れ
、
ま
た

氏
時
の
「
御
所
を
騒
が
す
。
両
人
が
言
合
せ
の
軍
」
は
「
御
所
を
騒
が
す
言
合
せ
な
ら
ん
」（
国
立
文

楽
劇
場
営
業
課
（
編
）
二
〇
〇
五
、
床
本
二
頁
）
な
ど
と
改
変
さ
れ
て
い
る
。

一
六 

現
行
上
演
で
は
、「
誓
願
寺
の
段
」
は
丸
ご
と
省
略
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、「
道
三
最
期
の
段
」
も
出

た
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
九
月
の
通
し
上
演
に
つ
い
て
、
内
山
（
二
〇
一
〇
）
は
、「
序
中
「
誓
願
寺
」

の
省
略
は
妥
当
」（
四
一
九
頁
）
と
評
価
す
る
。

一
七 

現
行
上
演
で
は
、「
誓
願
寺
の
段
」
が
省
略
さ
れ
、
か
つ
、
同
段
の
出
来
事
を
「
昨
日
」（
守
随
（
校

註
）
一
九
四
九
、八
二
頁
）
と
明
示
す
る
「
室
町
御
所
奥
殿
の
段
」
冒
頭
に
お
け
る
や
り
取
り
も
省
略

さ
れ
て
い
る
た
め
、
あ
た
か
も
「
室
町
御
所
の
段
」
と
「
室
町
御
所
奥
殿
の
段
」
と
が
同
日
の
出
来
事

で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
が
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
た
と
し
て
も
、

大
き
な
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
八  
現
行
上
演
で
は
、
こ
の
あ
た
り
の
や
り
と
り
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

一
九 

現
行
上
演
で
は
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
「
奥
御
殿
の
段
」
と
し
て
「
室
町
御
所
奥
殿
の
段
」
が
始
ま
る
。

 

二
〇 

国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）（
二
〇
〇
五
、一
三
頁
）
に
は
、
役
名
「
井
上
新
左
衛
門
実
は
斎
藤
道

三
」
の
か
し
ら
名
が
「
大お
お

舅し
ゅ
う
と」

と
あ
り
、
新
左
衛
門
の
正
体
が
早
く
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、

観
客
と
し
て
は
、
新
左
衛
門
の
正
体
は
こ
の
時
点
で
は
不
明
で
あ
り
、
手
掛
か
り
の
一
つ
と
し
て
首
が

設
定
さ
れ
て
い
る
と
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



く
」（
同
書
、
九
〇
～
九
一
頁
）二
一
。
な
お
、
現
行
上
演
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
と
、「
目
ば

か
り
出
し
た
」
姿
で
あ
る
の
で
ほ
と
ん
ど
顔
は
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
賤
の
方
誘
拐
犯
の
首
は
文

七
で
あ
る
二
二
。
こ
こ
で
観
客
が
、
賤
の
方
誘
拐
犯
は
将
軍
暗
殺
犯
の
一
味
で
あ
る
と
思
い
込
む

の
は
自
然
な
流
れ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
北
条
の
讒
言
も
あ
っ
て
晴
信
と
謙
信
に
将
軍
暗
殺
の
疑
い
が
か
か
り
、
将
軍
の
三
回

忌
が
終
わ
る
ま
で
に
「
敵か
た
きの

行ゆ
く

方へ

」（
同
書
、
九
三
頁
）
を
探
し
出
せ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の

嫡
男
の
勝
頼
と
景
勝
の
首
を
差
し
出
す
こ
と
を
手
弱
女
御
前
は
命
じ
、
尼
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、

将
軍
暗
殺
犯
と
賤
の
方
誘
拐
犯
と
が
「
敵
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
。
手
弱
女
御
前
に
続
い
て

晴
信
も
出
家
し
て
信
玄
と
名
乗
る
。
ま
た
、
賤
の
方
を
奪
わ
れ
た
責
任
を
取
っ
て
山
城
と
八
つ
橋

が
自
害
し
よ
う
と
す
る
と
、
不
義
を
理
由
に
と
う
か
ら
勘
当
さ
れ
て
い
た
と
謙
信
に
命
を
助
け
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
将
軍
暗
殺
犯
詮
議
の
証
拠
と
し
て
鉄
砲
は
謙
信
が
預
か
る
こ
と
と
な
る
。
な

お
、
賤
の
方
誘
拐
犯
詮
議
の
証
拠
の
手
裏
剣
は
景
勝
が
手
に
し
て
お
り
、
か
つ
、
景
勝
は
賤
の
方

誘
拐
犯
の
目
つ
き
と
背
格
好
を
目
撃
し
て
い
る
こ
と
も
、
伏
線
と
し
て
張
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
初
段
に
お
い
て
は
、
将
軍
暗
殺
事
件
と
将
軍
の
後
継
者
た
る
べ
き
胤
を

宿
し
た
賤
の
方
誘
拐
事
件
と
が
相
次
い
で
発
生
し
、
両
事
件
は
同
一
集
団
に
よ
る
も
の
と
見
な
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
将
軍
の
三
回
忌
ま
で
に
事
件
を
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
武
田
晴
信
改
メ
信
玄

と
長
尾
謙
信
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
嫡
男
の
勝
頼
と
景
勝
の
首
を
差
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な

る
。
そ
し
て
、
将
軍
暗
殺
事
件
の
詮
議
の
証
拠
は
鉄
砲
で
あ
り
、
賤
の
方
誘
拐
事
件
の
詮
議
の
証

拠
は
手
裏
剣
で
あ
る
。
よ
っ
て
以
下
、
両
事
件
の
詮
議
及
び
そ
れ
が
将
軍
の
三
回
忌
ま
で
に
解
決

し
な
か
っ
た
場
合
の
武
田
・
長
尾
両
家
の
対
応
を
軸
と
し
て
物
語
が
展
開
す
る
と
期
待
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
ま
た
、
北
条
と
村
上
が
敵
役
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

二
段
目
口
「
下
諏
訪
明
神
社
頭
の
段
」
は
「
卯
月
の
初
め
」（
同
書
、
九
六
頁
）
で
あ
る
が
、

続
く
切
「
信
玄
館
の
段
」
に
な
ら
な
い
と
判
明
し
な
い
も
の
の
、
実
は
将
軍
の
三
回
忌
を
済
ま
せ

た
後
で
あ
り
、
初
段
か
ら
二
年
後
で
あ
る
二
三
。

ま
ず
、「
車
つ
か
ひ
の
簑み
の

作さ
く

」（
同
頁
）
が
言
い
掛
か
り
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
「
武
田

家
の
奥
家
老
板
垣
兵
部
」（
同
書
、
九
七
頁
）
に
助
け
ら
れ
て
礼
を
言
う
と
、「
ヲ
ヽ
礼
に
は
お
よ

ば
ぬ
そ
の
代
り
に
は
。
其
方
へ
ち
と
頼
み
た
い
こ
と
が
あ
る
。
旅
宿
ま
で
来
て
く
れ
ま
い
か
」（
同

書
、
九
八
頁
）
と
い
う
こ
と
で
、
簑
作
は
板
垣
に
連
れ
ら
れ
て
い
く
。

続
い
て
、「
年
も
や
う
や
う
十
七
」
の
「
武
田
の
腰
元
濡
衣
」（
同
頁
）
の
お
百
度
参
り
の
場
面

と
な
る
。
な
ら
ず
者
ら
し
い
横
蔵
が
絡
む
う
ち
、「
こ
な
た
の
命
乞
す
る
お
主
は
男
か
女
か
ア
イ

殿
達
で
ご
ざ
ん
す
。
そ
れ
な
ら
吉き
つ

左さ

右う

。
こ
の
鈴
の
綱
に
書
い
て
あ
る
は
十
七
歳
の
男
子
。
息
災

延
命
と
あ
る
か
ら
は
神
も
納
受
。
そ
れ
は
マ
ア
〳
〵
嬉
し
や
。
お
主
の
お
年
も
丁
度
十
七
」（
同

書
、
一
〇
〇
頁
）
と
い
う
こ
と
で
、
濡
衣
は
十
七
歳
の
男
子
の
お
主
の
命
乞
い
に
来
て
い
る
こ
と

が
判
明
す
る
。
勘
の
い
い
観
客
で
あ
れ
ば
、
濡
衣
が
武
田
の
腰
元
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
勝
頼
の
こ

と
か
と
察
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

濡
衣
が
立
ち
帰
っ
た
後
、
横
蔵
は
狼
藉
を
重
ね
、
長
尾
家
の
家
来
落
合
藤
馬
の
首
を
「
抜
く
手

も
見
せ
ず
」（
同
書
、
一
〇
二
頁
）
落
と
す
ほ
ど
の
腕
前
を
見
せ
、「
博
奕
打
に
は
似
合
は
ぬ
」（
同

頁
）
と
も
描
写
さ
れ
な
が
ら
、
景
勝
に
声
を
掛
け
ら
れ
る
と
な
ぜ
か
や
す
や
す
と
家
来
に
捕
え
ら

れ
る
。
す
る
と
景
勝
は
、「
待
て
〳
〵
者
ど
も
。
眼
前
の
家
来
の
敵
身
が
手
に
か
け
ん
と
社
燈
の

光
。
顔
つ
く
〴
〵
と
う
ち
守
り
。
落
合
藤
馬
が
首
討
つ
た
る
手
の
う
ち
。
多
勢
を
相
手
に
薄
手
も

負
は
ぬ
力
量
を
持
ち
な
が
ら
。
盗
賊
と
声
を
か
け
ら
れ
刀
を
投
出
し
。
あ
や
ま
り
入
つ
た
る
面つ
ら

付つ
き

は
。
ま
ん
ざ
ら
理
非
の
弁
わ
き
ま
へな
い
奴
で
も
な
い
」（
同
頁
）
な
ど
と
横
蔵
の
力
量
を
認
め
た
上
で
命

を
助
け
る
。
ま
た
、「
面
魂
に
見
所
あ
る
や
つ
」（
同
書
、
一
〇
三
頁
）
と
も
言
う
。
こ
れ
は
、
横

蔵
の
顔
つ
き
に
何
か
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
な
お
、
現
行
上
演
の
公
演

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
と
、
景
勝
と
横
蔵
の
首
は
と
も
に
文
七
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
初
段
切
に

「道三最期の段」から振り返る『本朝廿四孝』の全体像
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二
一 

現
行
上
演
で
は
、
こ
の
科
白
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

二
二 

国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）（
二
〇
〇
五
、一
三
頁
）
に
は
、
役
名
「
横
蔵
後
に
山
本
勘
助
」
の
か

し
ら
名
が
「
文
七
」
と
あ
り
、
曲
者
の
正
体
が
早
く
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
観
客
と
し
て
は
、

曲
者
の
正
体
は
こ
の
時
点
で
は
不
明
で
あ
り
、
手
掛
か
り
の
一
つ
と
し
て
首
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
受

け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
三 
国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）（
二
〇
〇
五
）
に
は
「
将
軍
暗
殺
よ
り
三
年
の
月
日
が
流
れ
」（
一
三

頁
）
と
あ
り
、
国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
（
編
）（
一
九
八
四
）
も
「
事
件
か
ら
三
年
後
」（
三
九
三
頁
）

と
す
る
が
、
三
回
忌
は
命
日
を
一
年
目
と
し
て
の
三
年
目
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
二
年
後
で
あ
る
。
三
回

忌
を
済
ま
せ
て
か
ら
さ
ら
に
一
年
後
、
す
な
わ
ち
事
件
か
ら
三
年
後
と
解
釈
す
る
余
地
も
な
い
で
は
な

い
が
、
神
津
（
二
〇
〇
九
）
の
注
（
２
）
が
詳
細
に
検
討
す
る
と
お
り
、
二
年
後
と
解
釈
す
る
の
が
一

番
矛
盾
が
少
な
い
。
な
お
、
卯
月
す
な
わ
ち
四
月
と
あ
る
の
は
四
段
目
と
の
関
連
で
明
ら
か
に
矛
盾
で

あ
る
。



お
い
て
景
勝
が
目
撃
し
た
「
目
ば
か
り
出
し
た
大
男
」
の
賤
の
方
誘
拐
犯
の
首
も
文
七
で
あ
っ
た

こ
と
も
思
い
出
さ
れ
よ
う
。
ち
な
み
に
、
景
勝
は
「
こ
の
社
に
一
七
日
参
籠
の
大
願
。
未
だ
満
て

ざ
る
う
ち
な
れ
ば
一
命
を
差
赦
す
」（
同
頁
）
と
も
述
べ
る
が
、
横
蔵
の
こ
れ
見
よ
が
し
の
狼
藉

は
景
勝
が
そ
の
付
近
に
い
る
こ
と
を
知
っ
て
の
上
の
こ
と
で
あ
る
か
と
、
観
客
に
謎
を
か
け
て
い

る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

景
勝
が
家
来
を
引
き
連
れ
て
立
ち
去
っ
た
後
、
横
蔵
が
社
頭
の
力
石
に
腰
掛
け
て
一
服
し
て
い

る
と
、
簑
作
に
言
い
掛
か
り
を
つ
け
た
の
と
同
じ
連
中
が
、
力
石
に
腰
掛
け
た
ら
持
ち
上
げ
る
か

明
神
様
に
お
神
酒
代
を
上
げ
る
か
だ
と
同
じ
言
い
掛
か
り
を
つ
け
る
。
横
蔵
は
難
な
く
追
い
払

い
、
見
せ
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
に
と
嘯
き
つ
つ
石
を
持
ち
上
げ
る
と
、「
白し
ら

髪が

交
り
の
有う

髪は
つ

の
老
人
」（
同
書
、
一
〇
四
頁
）
が
石
の
下
の
穴
の
中
か
ら
登
場
す
る
。
な
お
、
現
行
上
演
の

公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
と
、
老
人
の
首
は
初
段
切
の
将
軍
暗
殺
犯
と
同
じ
く
大
舅
で
あ
る
二
四
。

そ
し
て
お
互
い
に
相
手
を
家
来
に
し
よ
う
と
す
る
が
果
た
せ
ず
、
老
人
は
横
蔵
に
再
会
の
印
と
し

て
菅
簑
を
与
え
、「
七
重
八
重
。
花
は
咲
け
ど
も
山
吹
の
。
み
の
一
つ
だ
に
な
き
ぞ
悲
し
き
」（
同

書
、
一
〇
五
頁
）
と
歌
を
詠
ん
で
、
両
者
は
別
れ
る
。

二
段
目
切
「
信
玄
館
の
段
」
は
、
そ
の
翌
日
で
あ
る
二
五
。
こ
こ
で
、
勝
頼
の
母
常
磐
井
御
前

の
「
こ
れ
に
つ
け
て
も
京
都
の
武
将
義
晴
公
。
何
者
と
も
知
れ
ず
飛
道
具
を
以
て
害
せ
し
よ
り
。

諸
国
の
大
名
心
ま
ち
〳
〵
。
我わ
れ

人ひ
と

心
疑
ひ
合
ふ
。
な
か
に
も
夫
信
玄
に
疑
ひ
か
ゝ
る
身
の
言
訳
。

一
子
を
切
つ
て
出
す
べ
し
と
。
契
約
あ
り
し
は
武
士
の
意
地
。
さ
れ
ど
も
御
前
の
お
情
に
て
。
君

三
回
忌
の
そ
の
う
ち
に
。
敵
の
在あ
り

所し
よ

知
る
な
ら
ば
勝
頼
も
助
け
よ
と
。
深
き
恵
み
の
立
つ
月
日
。

早
や
。
早
や
三
回
忌
も
事
済
め
ど
。
今
に
お
い
て
敵
も
知
れ
ず
。
今
日
に
縮
ま
る
我
が
子
の
命
」

（
同
書
、
一
〇
七
頁
）
と
の
言
葉
か
ら
、
初
段
の
事
件
が
振
り
返
ら
れ
る
と
と
も
に
、
既
に
三
回

忌
が
過
ぎ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
敵
の
行
方
は
知
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
勝
頼
は
首
を
切
っ
て
差
し

出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
現
在
の
状
況
が
観
客
に
知
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
の
段
で
板
垣
が
簑

作
を
連
れ
帰
っ
た
の
は
勝
頼
の
身
代
わ
り
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、

両
者
の
到
着
前
に
勝
頼
は
切
腹
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
上
使
と
し
て
訪
れ
た
村
上
は
勝
頼
の
首
を
持

ち
帰
る
。
ま
た
、
前
段
で
お
百
度
を
踏
ん
で
い
た
濡
衣
が
勝
頼
と
は
「
枕
を
交か
は

し
た
」（
同
書
、

一
一
〇
頁
）
仲
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
勝
頼
と
さ
れ
て
い
た
若
者
は
板
垣
の
実
子
で
あ
り
、
簑
作
が
本
物
の
勝
頼
で
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
両
者
が
生
き
写
し
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
幼
い
時
に
板
垣
が
す
り
替

え
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
が
子
に
武
田
家
の
跡
を
継
が
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ

ろ
、
首
を
討
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
我
が
子
の
身
代
わ
り
に
本
物
の
勝
頼
を
板
垣
が
連
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
玄
は
す
り
替
え
に
と
っ
く
に
気
が
付
い
て
お
り
、
簑
作

実
ハ
勝
頼
と
連
絡
を
取
り
な
が
ら
あ
え
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
至
っ
て
信
玄

は
板
垣
を
刀
に
か
け
る
。

そ
こ
で
濡
衣
が
刀
を
手
に
自
害
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
は
武
田
の
子
で
あ
れ
板
垣
の
子
で
あ

れ
、
一
人
の
人
間
と
し
て
愛
し
た
男
の
跡
を
追
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
手
負
い

の
板
垣
は
「
刃
物
た
ぐ
つ
て
我
が
腹
へ
ぐ
つ
と
突
立
て
引
廻
し
」（
同
書
、
一
一
九
頁
）、
反
省
の

念
を
述
べ
た
上
で
、「
コ
リ
ヤ
濡
衣
。
こ
の
館
の
御
重
宝
。
諏
訪
法
性
の
御
兜
。
い
ま
謙
信
の
手

に
入
り
た
り
。
汝
も
信
濃
生
れ
と
あ
れ
ば
。
今
の
命
を
存な
が

ら
へ
て
。
何
と
ぞ
国
へ
立
帰
り
。
手て

段だ
て

を
以
て
兜
を
奪ば
ひ

取と

り
。
勝
頼
公
へ
奉
ら
ば
。
親
と
一
つ
で
な
い
忰
。
死
後
の
言
訳
こ
の
上
な
し
」

（
同
頁
）
と
、
偽
勝
頼
の
武
田
家
へ
の
忠
義
を
証
す
た
め
に
も
、
妻
た
る
濡
衣
が
諏
訪
法
性
の
兜

を
取
り
戻
せ
と
提
案
す
る
。
そ
れ
に
続
く
常
磐
井
御
前
と
簑
作
実
ハ
勝
頼
の
言
葉
も
受
け
て
、
濡

衣
は
「
さ
す
が
死
な
れ
も
せ
ず
。
御
意
に
従
ひ
法
性
の
御
兜
。
命
に
代
へ
て
取
返
さ
ん
」（
同
書
、

一
二
〇
頁
）
と
承
諾
す
る
。
こ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
言
わ
れ
な
け
れ
ば
当
然
濡
衣
は
偽
勝
頼
の
跡
を

追
っ
て
死
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
濡
衣
が
武
田
家
の
役
に
立
つ
こ
と
が
偽
勝
頼
の
名
誉
に
繋
が
る
か

ら
と
い
う
理
由
で
か
ろ
う
じ
て
生
き
永
ら
え
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

濡
衣
の
言
葉
を
受
け
て
、
簑
作
実
ハ
勝
頼
は
「
ホ
ヽ
天
晴
れ
出
か
し
た
こ
の
簑
作
。
な
ほ
も
姿
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二
四 

国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）（
二
〇
〇
五
）
に
は
、
役
名
「
井
上
新
左
衛
門
実
は
斎
藤
道
三
」
の

か
し
ら
名
が
「
大お
お

舅し
ゅ
う
と」
と
あ
り
（
一
三
頁
）、
か
つ
、
二
段
目
「
諏
訪
明
神
百
度
石
の
段
」
の
人
形
役

割
に
「
斎
藤
道
三
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
（
同
書
、
一
五
頁
）、
観
客
と
し
て
は
、
老
人
の
正
体
は

こ
の
時
点
で
は
不
明
で
あ
り
、
手
掛
か
り
の
一
つ
と
し
て
首
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
受
け
止
め
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

二
五 
現
行
上
演
で
は
、
第
一
部
と
し
て
初
段
・
二
段
目
口
に
続
い
て
三
段
目
を
上
演
し
、
さ
ら
に
第
二
部

と
し
て
二
段
目
切
に
続
い
て
四
段
目
を
上
演
す
る
。
二
段
目
が
第
一
部
と
第
二
部
と
に
分
割
さ
れ
る

が
、
い
わ
ゆ
る
「
一
・
三
、二
・
四
方
式
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）

（
二
〇
〇
五
）
は
、「
今
回
、
第
一
部
は
山
本
勘
助
を
中
心
に
し
た
物
語
、
第
二
部
は
濡
衣
や
簑
作
（
武

田
勝
頼
）
を
中
心
に
し
た
物
語
と
し
て
ご
覧
い
た
だ
く
た
め
、
三
段
目
を
第
一
部
に
、
二
段
目
の
後
半

と
四
段
目
を
第
二
部
に
組
ん
で
上
演
い
た
し
ま
す
」（
一
一
頁
）
と
説
明
す
る
。
こ
の
上
演
方
式
が
物

語
の
進
行
の
自
然
な
理
解
を
妨
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
お
い
お
い
明
ら
か
に
な
ろ
う
。



を
下
賤
に
扮や
つ

し
。
義
晴
公
を
討
つ
た
る
敵
草
を
わ
か
つ
て
尋
ね
出
し
そ
の
と
き
は
勝
頼
と
。
立
帰

つ
て
御
対
面
」（
同
頁
）
と
語
り
、「
未
だ
日
本
へ
渡
ら
ぬ
鉄
砲
こ
そ
究
竟
詮
議
の
手
が
か
り
」（
同

頁
）
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
濡
衣
と
と
も
に
館
を
後
に
す
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
二
段
目
に
お
い
て
は
、
初
段
を
受
け
て
、
敵
の
行
方
が
知
れ
な
い
ま
ま

三
回
忌
が
過
ぎ
、
勝
頼
と
景
勝
の
首
を
差
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
に
お
い
て
、
図
ら
ず
も
勝

頼
の
身
代
わ
り
が
見
付
か
っ
た
こ
と
と
な
る
。
す
る
と
景
勝
の
対
応
が
次
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
が
、
景
勝
と
横
蔵
と
の
や
り
取
り
が
ど
う
関
係
す
る
の
か
、
そ
し
て
老
人
の
正
体
も
気
に
な

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
身
代
わ
り
が
見
付
か
っ
た
と
は
言
え
そ
の
ま
ま
で
は
一
生
簑
作
で
過

ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
勝
頼
に
立
ち
返
る
た
め
に
も
簑
作
実
ハ
勝
頼
は
敵
の
詮
議
に
向
か

う
こ
と
と
な
り
、
一
方
、
偽
勝
頼
の
跡
を
追
う
は
ず
で
あ
っ
た
濡
衣
は
偽
勝
頼
の
名
誉
の
た
め
に

も
諏
訪
法
性
の
兜
を
取
り
戻
す
使
命
を
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
二
人
の
行
方
も
気
に
な

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
段
目
口
「
桔
梗
が
原
の
段
」
は
、
二
段
目
と
同
じ
年
の
冬
で
あ
る
。「
甲
斐
と
越
後
の
領
分

に
分
け
て
立
て
た
る
境
さ
か
ひ

目め

の
場
所
」（
同
書
、
一
二
一
頁
）
で
、
武
田
家
と
長
尾
家
の
領
地
争
い

が
展
開
し
、
武
田
家
の
執
権
高
坂
弾
正
の
妻
唐
織
と
長
尾
家
の
執
権
越
名
弾
正
の
女
房
入
江
も
登

場
す
る
。

人
々
が
立
ち
去
っ
た
後
、「
信
州
筑
摩
郡
の
辺ほ
と
りに

住
む
。
慈
悲
蔵
と
い
ふ
者
」（
同
書
、
一
二
四

頁
）
が
登
場
し
、「
二
つ
か
三
つ
の
稚
を
さ
な

子ご

」（
同
頁
）
で
あ
る
我
が
子
を
「
母
へ
孝
の
た
め
」（
同
書
、

一
二
五
頁
）
に
捨
て
て
立
ち
去
る
。
な
お
、
現
行
上
演
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
と
、
慈
悲
蔵

の
首
は
初
段
の
山
城
と
同
じ
く
検
非
違
使
で
あ
る
二
六
。

続
い
て
武
田
家
の
執
権
高
坂
弾
正
時
綱
が
登
場
し
、
捨
て
子
に
付
け
ら
れ
た
札
を
取
り
上
げ

る
。「
な
に
〳
〵
甲
州
の
住
人
山
本
勘
助
と
。
読
み
も
終
ら
ず
不
思
議
の
顔が
ん

色し
よ
く。

こ
の
山
本
勘
助

と
い
ふ
は
。
生
国
は
三
河
の
者
山や
ま

賤が
つ

と
見
え
て
。
魂
は
異
国
の
韓
信
孔
明
に
も
劣
ら
ぬ
軍
者
。
主

人
は
予
て
御
懇
望
。
か
ゝ
る
乱
世
の
そ
の
な
か
で
も
。
諸
方
に
招
く
今
日
た
ゞ
今
。
こ
の
稚
子
に

名
を
記
し
捨
て
た
る
主
こ
そ
芳か
ん
ばし

き
。
勘
助
を
味
方
に
入
る
ゝ
信
玄
公
へ
よ
き
土
産
」（
同
書
、

一
二
六
頁
）
と
い
う
こ
と
で
連
れ
帰
ろ
う
と
す
る
。
す
る
と
長
尾
家
の
執
権
越
名
弾
正
忠
政
が
登

場
し
、
自
分
の
主
人
も
山
本
勘
助
を
望
ん
で
い
た
の
だ
と
言
い
、
捨
て
子
を
め
ぐ
っ
て
争
う
こ
と

と
な
る
。

な
お
、
山
本
勘
助
に
つ
い
て
、
現
行
上
演
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
収
録
の
笹
本
正
治
「
軍
師
山

本
勘
助
」
は
、「
信
玄
の
軍
師
と
し
て
有
名
」（
国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）
二
〇
〇
五
、二
六
頁
）

で
あ
り
、『
甲
陽
軍
艦
』に
よ
れ
ば「
大
変
な
醜ぶ

男お
と
こで
、
そ
の
上
片
目
、
指
も
思
う
よ
う
に
動
か
ず
、

足
も
具
合
が
悪
く
て
歩
行
の
釣
り
合
い
が
と
れ
な
か
っ
た
」（
同
頁
）
な
ど
と
記
す
が
、
史
実
は

と
も
か
く
と
し
て
山
本
勘
助
に
ま
つ
わ
る
以
上
の
伝
説
は
予
備
知
識
と
し
て
観
客
が
有
し
て
い
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
か
の
名
高
い
山
本
勘
助
は
な
ぜ
武
田
信
玄
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ

た
か
、
そ
し
て
な
ぜ
片
目
で
片
足
が
不
自
由
な
の
か
に
つ
い
て
の
「
通
説
と
は
異
な
る
説
明
」
が

『
本
朝
廿
四
孝
』
の
主
題
の
一
つ
な
の
で
あ
る
二
七
。

さ
て
、
両
者
が
争
う
う
ち
、
二
人
の
女
房
の
唐
織
と
入
江
も
加
勢
し
、
結
局
、「
甲
州
の
住
人
」

と
札
に
あ
っ
た
こ
と
を
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
甲
州
の
武
田
方
が
捨
て
子
を
連
れ
帰
る
こ
と
と
な

る
。
こ
こ
で
、「
信
州
筑
摩
郡
の
辺ほ
と
りに
住
む
」
慈
悲
蔵
が
「
甲
州
の
住
人
山
本
勘
助
」
と
札
に
記

し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
慈
悲
蔵
が
か
の
名
高
い
山
本
勘
助
で
あ
っ
た
か
と

観
客
に
思
わ
せ
た
上
で
、
な
ぜ
あ
え
て
「
甲
州
の
住
人
」
と
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
武
田
家
に
拾

わ
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
か
と
、
観
客
に
謎
を
か
け
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
段
目
切
「
勘
助
住
家
の
段
」
は
、
そ
の
二
日
後
で
あ
る
二
八
。
こ
こ
で
、
老
母
が
山
本
勘
助

と
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
、
老
母
に
は
兄
の
横
蔵
と
弟
の
慈
悲
蔵
の
二
人
の
息
子
が
い
る
こ
と
、
周

囲
は
横
蔵
を
不
孝
者
、
慈
悲
蔵
を
孝
行
者
と
見
て
い
る
こ
と
、
横
蔵
に
は
ど
こ
の
誰
と
も
知
れ
ぬ

女
と
の
間
に
次
郎
吉
と
い
う
「
二
つ
三
つ
年
も
幼
い
た
い

気け

」（
同
書
、
一
三
〇
頁
）
な
子
供
が
い
る
も

「道三最期の段」から振り返る『本朝廿四孝』の全体像
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二
六 

国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）（
二
〇
〇
五
）
に
は
、
役
名
「
直
江
山
城
之
助
（
慈
悲
蔵
）」
の
か
し

ら
名
が
「
検け
ん

非び違
使し

」
と
あ
り
（
一
三
頁
）、
か
つ
、
三
段
目
の
人
形
役
割
に
「
慈
悲
蔵
実
は
直
江
山

城
之
助
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
（
同
書
、
一
六
頁
）、
観
客
と
し
て
は
、
慈
悲
蔵
の
正
体
は
こ
の
時

点
で
は
不
明
で
あ
り
、
手
掛
か
り
の
一
つ
と
し
て
首
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

二
七 
こ
れ
は
、「
通
説
」
ま
た
は
「
元
ネ
タ
」
を
予
備
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
な
い
と
成
り
立
た
な
い
。

文
楽
の
時
代
物
を
、「
元
ネ
タ
」
に
対
す
る
「
パ
ロ
デ
ィ
ー
」
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

山
本
（
二
〇
一
二
）
を
参
照
の
こ
と
。

二
八 

神
津
（
二
〇
〇
九
）
は
「
第
三
の
口
の
一
、二
日
後
」（
四
三
〇
頁
）
と
す
る
が
、「
峯
松
は
ど
う
し
た
。

ハ
イ
お
指
図
の
通
り
。
思
ひ
切
つ
て
一お
と
ゝ
ひ

昨
日
主
が
ど
こ
へ
や
ら
。
ム
ヽ
捨
て
ゝ
し
ま
う
た
か
」（
守
随

（
校
註
）
一
九
四
九
、一
三
七
頁
）
と
の
や
り
と
り
か
ら
、
口
で
慈
悲
蔵
が
捨
て
子
を
し
た
の
は
切
の
二

日
前
で
あ
る
。



の
の
慈
悲
蔵
の
妻
お
種
に
育
て
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
横
蔵
の
言
い
付
け
で
慈
悲
蔵
は
お
種

と
の
子
峰
松
を
捨
て
て
き
た
こ
と
二
九
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
深
い
観
客
は
、

前
段
で
武
田
方
に
拾
わ
れ
た
峰
松
と
次
郎
吉
と
が
同
い
年
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
こ
と
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
注
意
深
い
観
客
は
、
初
段
で
賤
の
方
と
八
つ
橋
と
が
と
も
に
妊
娠
五
か
月
で
あ
っ
た

こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

す
る
と
、「
万
卒
は
求
め
安
く
一
将
は
得
難
し
と
。
こ
の
隠
家
の
弓
取
を
慕
ひ
て
」（
同
書
、

一
三
二
～
一
三
三
頁
）
景
勝
が
訪
ね
て
き
て
、
し
ば
ら
く
門
口
で
様
子
を
窺
う
。
こ
こ
で
、
弓
取

と
は
誰
の
こ
と
か
と
、
観
客
に
謎
を
か
け
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
老
母
が
慈

悲
蔵
に
「
つ
い
裏
に
あ
る
竹
藪
の
筍
を
掘
つ
て
来
い
」（
同
書
、
一
三
三
頁
）
と
言
い
付
け
、「
ハ

ア
そ
れ
は
御
意
で
ご
ざ
れ
ど
も
。
こ
の
寒か
ん

の
う
ち
に
筍
が
」（
同
頁
）
と
慈
悲
蔵
が
口
答
え
す
る

と
、「
こ
の
位
の
難
題
に
困
る
や
う
な
器
量
で
は
智
者
と
呼
ば
れ
て
人
に
知
ら
る
ゝ
。
弓
取
に
は

な
れ
ぬ
ぞ
よ
」（
同
頁
）
と
、
奇
し
く
も
景
勝
と
同
じ
「
弓
取
」
の
語
を
口
に
し
つ
つ
、「
妾わ
ら
はが
夫

は
。
天
が
下
に
聞
え
し
軍
師
。
一
生
主
人
を
取
ら
ず
過
去
ら
れ
た
忘
形
見
。
兄
弟
の
子
が
器
量
を

見
定
め
る
ま
で
は
。
女
な
が
ら
も
夫
の
名
を
つ
け
。
山
本
勘
助
と
名
乗
る
こ
の
母
。
二
人
の
な
か

に
勘
助
と
い
ふ
名
を
譲
り
。
父
の
軍
法
奥
義
の
巻
を
伝
へ
う
と
は
思
へ
ど
も
。
そ
れ
で
は
な
か

〳
〵
勘
助
に
は
な
ら
れ
ぬ
」（
同
書
、
一
三
三
～
一
三
四
頁
）
と
、
な
ぜ
老
母
が
山
本
勘
助
と
名

乗
っ
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

老
母
が
慈
悲
蔵
を
折
檻
す
る
は
ず
み
に
片
方
の
下
駄
が
脱
げ
た
と
こ
ろ
、
景
勝
が
拾
っ
て
渡

し
、
慈
悲
蔵
を
遠
ざ
け
た
老
母
に
「
山
本
氏
の
御
子
息
を
召
抱
へ
て
。
一
方
の
大
将
と
頼
ま
ん
た

め
。
身
不
肖
な
れ
ど
も
越
後
の
城
主
。
長
尾
謙
信
が
嫡
子
三
郎
景
勝
。
こ
れ
ま
で
参
上
仕
る
」（
同

書
、
一
三
五
頁
）
と
、
訪
問
の
目
的
と
と
も
に
名
乗
る
。
そ
し
て
、「
シ
テ
御
望
み
な
さ
る
ゝ
は

兄
弟
の
う
ち
兄
か
弟
か
」（
同
頁
）
と
の
老
母
の
問
い
に
対
し
、「
イ
ヤ
景
勝
が
望
む
と
こ
ろ
は
惣

領
の
横
蔵
」（
同
頁
）
と
景
勝
は
答
え
る
。「
ハ
テ
ナ
最
前
よ
り
御
覧
の
通
り
。
孝
行
な
弟
慈
悲
蔵

を
差
置
き
。
不
孝
な
兄
の
横
蔵
を
。
御
家
来
に
な
さ
れ
う
と
お
つ
し
や
る
お
前
の
お
心
は
」（
同

頁
）
と
老
母
が
理
由
を
尋
ね
る
と
、「
諏
訪
明
神
の
社
内
に
て
。
面
体
恰
好
と
つ
く
り
と
見
届
け

置
い
た
横
蔵
。
是
非
に
身
ど
も
が
所
望
致
す
」（
同
頁
）
と
景
勝
は
答
え
、「
ム
ヽ
さ
う
お
つ
し
や

れ
ば
思
ひ
当
る
。
よ
く
〳
〵
に
思
召
せ
ば
こ
そ
大
名
の
お
手
づ
か
ら
。
い
や
と
い
は
さ
ぬ
こ
の
婆ば
ば

に
。
下
駄
を
預
け
給
ひ
し
は
天
晴
れ
利さ
と

き
殿
ぞ
か
し
。
兄
は
た
ゞ
今
他た

行ぎ
や
うな

れ
ど
。
こ
の
母
が
成

り
か
は
つ
て
御
家
来
に
差
上
げ
う
」（
同
頁
）
と
老
母
は
承
諾
す
る
。
こ
こ
で
、
二
段
目
口
で
景

勝
が
横
蔵
の
命
を
助
け
た
の
は
、
召
し
抱
え
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
に

し
て
も
、「
面
体
恰
好
と
つ
く
り
と
見
届
け
置
い
た
横
蔵
」
を
何
の
た
め
に
召
し
抱
え
る
の
か
。

と
も
あ
れ
、
景
勝
は
「
か
た
め
の
一
品
」（
同
書
、
一
三
六
頁
）
と
し
て
箱
を
渡
し
て
、
家
来
と

と
も
に
立
ち
去
る
。

す
る
と
横
蔵
が
帰
宅
す
る
。
横
蔵
の
横
暴
な
振
る
舞
い
に
対
し
、
な
ぜ
か
老
母
も
慈
悲
蔵
も
横

蔵
の
機
嫌
を
取
る
の
に
忙
し
い
。
こ
こ
で
、「
嚊か
ゝ

の
そ
げ
め
は
死て
こ
ねて

し
ま
ふ
」（
同
書
、
一
三
七
頁
）

と
次
郎
吉
の
母
は
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
前
段
で
拾
っ
た
峰
松
を
信
玄
公
と
称
し
て
、
唐
織
が
慈
悲
蔵
を
山

本
勘
助
と
し
て
召
し
抱
え
に
や
っ
て
来
る
。
す
る
と
慈
悲
蔵
は
、
ま
だ
軍
法
奥
義
の
伝
授
を
母
か

ら
受
け
て
い
な
い
、
姓
も
変
え
て
い
な
い
な
ど
と
言
っ
て
断
る
が
、
唐
織
は
雪
の
積
も
っ
た
門
口

に
峰
松
を
置
き
、「
是
非
と
も
味
方
に
付
く
と
い
ふ
一
言
を
聞
く
ま
で
は
。
こ
の
信
玄
は
其そ
こ

許も
と

の
門

口
を
立
去
ら
ず
。
雪
に
凍
え
て
死
す
ま
で
も
こ
ゝ
に
座
を
占
め
返
事
を
待
つ
。
大
将
の
命
助
け
う

と
殺
さ
う
と
御
思
案
次
第
。
よ
い
返
答
を
頼
み
入
る
」（
同
書
、
一
四
一
頁
）
と
言
っ
て
立
ち
去
る
。

思
い
出
し
た
よ
う
に
慈
悲
蔵
が
筍
を
掘
り
に
出
掛
け
た
後
、
我
が
子
の
泣
き
声
に
お
種
は
「
思

は
ず
知
ら
ず
転ま
ろ

び
お
り
」（
同
書
、
一
四
三
頁
）、
抱
き
し
め
る
。
す
る
と
物
陰
か
ら
見
て
い
た
唐

織
が
「
信
玄
公
を
抱
き
上
げ
。
乳
房
を
ふ
く
め
参
ら
す
か
ら
は
。
慈
悲
蔵
は
最
早
此
方
の
味
方
。

夫
に
知
ら
せ
て
悦
ば
せ
ん
」（
同
頁
）
と
叫
ん
で
立
ち
去
る
。
す
る
と
ど
こ
か
ら
か
懐
剣
が
飛
ん

で
き
て
峰
松
は
息
絶
え
、
横
蔵
が
次
郎
吉
を
引
っ
立
て
て
い
く
。「
ム
ヽ
さ
て
は
我
が
子
の
害
に

な
る
と
横
蔵
の
仕し

業わ
ざ

ぢ
や
の
」（
同
頁
）
と
お
種
は
敵
討
ち
を
誓
う
。

場
面
は
変
わ
っ
て
慈
悲
蔵
が
「
な
ん
ぼ
掘
つ
て
も
筍
が
有
ら
う
や
う
は
な
け
れ
ど
」（
同
頁
）

と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
土
を
掘
っ
て
い
る
。
す
る
と
不
思
議
に
鳩
が
集
ま
っ
て
い
る
の
を
見
て
、

「
兵
器
有
る
地
に
は
鳥
群
を
な
す
と
い
へ
り
。
我
が
父
は
日
本
の
軍
師
。
こ
ゝ
に
て
世
を
去
り
給

ふ
。
一
生
諳そ
ら

ん
じ
置
か
れ
た
る
。
六
韜
三
略
の
秘
密
の
巻
こ
の
下
に
。
埋
み
置
か
れ
し
や
ら
ん
。
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二
九 
神
津
（
二
〇
〇
九
）
は
「
老
母
が
要
求
す
る
の
は
、
捨
子
で
あ
る
」（
四
四
〇
頁
）
と
記
す
が
、
浄

瑠
璃
本
文
に
は
お
種
の
言
葉
と
し
て
「
気
に
か
ゝ
る
は
峰
松
が
こ
と
。
ほ
ん
に
兄
御
の
横
蔵
さ
ん
。
い

か
に
我
が
子
で
な
い
と
て
捨
て
ゝ
て
し
ま
へ
と
無
理
ば
つ
か
り
」（
守
随
（
校
註
）
一
九
四
九
、一
三
二

頁
）
と
あ
り
、
ま
た
注
二
八
か
ら
も
、
横
蔵
の
要
求
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
た
だ
、
横

蔵
の
理
不
尽
な
要
求
を
慈
悲
蔵
が
受
け
入
れ
た
の
は
「
母
へ
孝
の
た
め
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

母
の
意
に
も
沿
う
と
慈
悲
蔵
が
見
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。



さ
て
は
我
が
孝
心
天
に
通
じ
。
鳥
類
こ
れ
を
知
ら
せ
し
か
。
ハ
ア
有
難
し
忝
し
」（
同
書
、

一
四
四
頁
）
と
、
軍
法
奥
義
の
書
が
埋
ま
っ
て
い
る
も
の
と
思
っ
て
掘
り
進
め
、
箱
を
掘
り
出
す

と
三
〇
、
割
っ
て
入
っ
た
横
蔵
と
奪
い
合
い
に
な
る
。
は
ず
み
で
箱
が
池
に
落
ち
る
と
水
煙
が
立

ち
、
鳥
の
群
れ
が
騒
ぐ
。

兄
弟
が
不
思
議
と
見
と
れ
て
い
る
と
、
そ
れ
を
待
っ
て
い
た
か
の
ご
と
く
老
母
が
障
子
を
が
ら

り
と
開
け
て
「
両
人
待
て
。
兄
弟
と
も
に
武
士
と
な
り
主
人
を
取
る
べ
き
時
節
到
来
」（
同
書
、

一
四
四
～
一
四
五
頁
）
と
呼
び
掛
け
る
。
そ
し
て
慈
悲
蔵
に
「
そ
ち
は
最
前
言
ひ
つ
け
た
通
り
。

裏
口
四
方
に
気
を
付
け
よ
ナ
合
点
か
」（
同
書
、
一
四
五
頁
）
と
命
じ
た
上
で
、
横
蔵
に
身
代
わ

り
と
し
て
首
を
差
し
出
す
よ
う
命
じ
る
。
誰
の
身
代
わ
り
に
と
問
う
横
蔵
に
対
し
、「
今
日
其そ

方ち

が
主
人
と
頼
み
し
。
長
尾
三
郎
景
勝
公
の
御
身
代
り
。
聞
及
ぶ
武
田
信
玄
越
後
の
謙
信
。
室
町
の

御
所
に
於
て
。
互
に
我
が
子
の
首
討
つ
て
。
心
底
を
顕
は
さ
ん
と
契
約
あ
る
由
。
最
前
そ
ち
を
召

抱
へ
ん
と
て
来
ら
れ
し
。
景
勝
の
面
体
そ
ち
が
顔
に
さ
も
似
た
り
。
さ
て
は
と
母
が
推
量
違
は

ず
。
箱
の
中
に
残
さ
れ
し
こ
の
一
通
に
。
委
細
の
様
子
詳つ
ま
び
らか
に
記
さ
れ
た
り
」（
同
頁
）
な
ど
と

老
母
は
答
え
る
。
す
る
と
、
二
段
目
口
で
景
勝
が
横
蔵
の
「
顔
つ
く
〴
〵
う
ち
守
」
っ
た
後
に
命

を
助
け
た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
と
、
観
客
と
し
て
は
合
点
が
い
く
こ
と
と
な
る
。

で
は
、
こ
の
段
で
景
勝
が
「
万
卒
は
求
め
安
く
一
将
は
得
難
し
と
。
こ
の
隠
家
の
弓
取
を
慕
ひ

て
」
訪
ね
て
き
た
の
は
身
代
わ
り
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
。

隙
を
見
て
横
蔵
が
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
と
、
ど
こ
か
ら
か
手
裏
剣
が
飛
ん
で
き
て
膝
口
に
あ
た

り
、
横
蔵
は
尻
餅
を
つ
く
。
そ
こ
で
、「
是
非
に
お
よ
ば
ぬ
も
う
こ
れ
ま
で
」（
同
書
、
一
四
六
頁
）

と
、
腹
切
刀
を
右
眼
に
突
っ
込
み
、
こ
の
よ
う
に
容
貌
が
変
わ
れ
ば
身
代
わ
り
の
役
に
は
立
つ
ま

い
と
言
う
と
と
も
に
「
今
日
た
ゞ
今
父
が
苗
字
を
受
け
継
ぐ
。
山
本
勘
助
晴は
る

義よ
し

」（
同
頁
）
と
宣

言
し
、「
ヤ
ア
〳
〵
謙
信
の
家
来
直
江
山
城
助
種
綱
。
そ
れ
へ
出
よ
言
ひ
聞
か
す
子
細
あ
り
」（
同

頁
）
と
呼
び
掛
け
る
。

す
る
と
慈
悲
蔵
が
長
裃
姿
で
登
場
し
、
そ
れ
ま
で
秘
密
に
し
て
い
た
が
長
尾
の
家
臣
と
な
っ
て

い
た
こ
と
、
故
郷
へ
帰
っ
て
か
ら
老
母
に
は
秘
密
を
打
ち
明
け
た
こ
と
、
か
ね
て
か
ら
兄
の
命
は

老
母
か
ら
申
し
受
け
て
い
た
こ
と
、
我
が
子
を
捨
て
た
の
も
兄
の
命
と
引
き
換
え
で
あ
っ
た
こ
と

な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
で
観
客
は
、
初
段
切
で
謙
信
か
ら
勘
当
さ
れ
た
山
城
と
八
つ
橋
が

慈
悲
蔵
と
お
種
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
時
八
つ
橋
が
懐
妊
し
て
い
た
子
が
峰
松
で
あ
る
こ
と
、
老
母

と
慈
悲
蔵
が
横
蔵
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
い
た
の
は
い
ず
れ
横
蔵
が
死
す
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
解
す
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
横
蔵
改
メ
勘
助
が
容
貌
を
変
え
て
し
ま
っ
た
以
上
、
も
は
や
景
勝
の
身
代
わ
り
に
は

な
り
得
な
い
。
そ
こ
で
慈
悲
蔵
実
ハ
山
城
が
「
眼
を
抉く

つ
て
。
身
を
全
う
す
る
大
丈
夫
の
魂
。
あ

つ
た
ら
勇
士
を
殺
す
は
残
念
。
長
く
謙
信
に
仕
へ
。
忠
勤
を
尽
さ
る
べ
し
」（
同
書
、
一
四
七
頁
）

と
呼
び
掛
け
る
と
、
勘
助
は
「
愚
か
〳
〵
。
謙
信
づ
れ
が
家
来
に
は
汝
等
が
分
相
応
。
身
が
主
に

は
釣
合
は
ぬ
。
誠
山
本
勘
助
が
あ
が
む
る
主
人
は
忝
く
も
。
足
利
十
三
代
の
公
達
松し
や
う

壽じ
ゆ

君
。
こ

れ
へ
誘い
ざ
なひ
申
さ
れ
よ
」（
同
頁
）
と
言
い
、
す
る
と
唐
織
が
次
郎
吉
を
傅
い
て
登
場
す
る
。
そ
し

て
勘
助
は
、
山
城
が
先
程
打
っ
た
手
裏
剣
は
賤
の
方
を
誘
拐
し
た
際
に
景
勝
に
打
っ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
、
そ
れ
以
前
に
信
玄
三
一
が
一
人
で
勘
助
の
も
と
を
訪
れ
て
「
足
利
の
行
末
覚
束
な
し
汝

我
が
力
と
な
つ
て
事
を
謀
れ
」（
同
頁
）
と
頼
ん
だ
の
で
了
承
し
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
都
に
上
っ

た
も
の
の
将
軍
が
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
い
、「
懐
胎
の
賤
の
方
人
手
に
は
渡
さ
じ
と
。
忍
び
入
つ
て

御
家
の
。
白
旗
諸
と
も
守
り
奉
り
。
立
退
」（
同
書
、
一
四
八
頁
）
い
た
こ
と
、
賤
の
方
は
松
壽

君
を
出
産
後
亡
く
な
っ
た
こ
と
、
そ
こ
で
我
が
子
と
偽
り
次
郎
吉
と
名
付
け
て
お
種
に
育
て
さ
せ

た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
続
け
る
。「
我
儘
無
法
は
一い
ち

物も
つ

有
り
と
悟
り
し

老
母
。
雪
の
な
か
の
筍
を
掘
つ
て
見
よ
と
は
。
天
晴
明
察
実げ

に
勘
助
が
。
母
人
ぞ
や
。
穢
れ
を
厭

ひ
今
日
ま
で
。
埋
み
置
い
た
る
雪
中
の
筍
た
か
ん
なこ
れ
に
有
り
と
。
箱
お
つ
取
つ
て
差
上
ぐ
る
源
家
正
統

武
将
の
白
旗
。
神
明
を
頭か
う
べに
戴
く
義
兵
の
旗
上
げ
。
鎌マ
マ

信
親
子
た
ゞ
今
よ
り
こ
の
勘
助
が
幕
下
に

付
け
と
。
立
帰
つ
て
い
ひ
聞
か
せ
よ
と
。
一
つ
の
眼
に
天
が
下
見
下
す
富
士
の
山
本
勘
助
三
国
無

双
の
弓
取
り
な
り
」（
同
頁
）。

こ
こ
で
真
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
以
下
補
足
を
行
う
。
神
津
（
二
〇
〇
九
）
に
よ

る
と
、「
源
家
正
統
武
将
の
白
旗
」
の
周
囲
に
鳥
が
群
れ
を
な
す
こ
と
は
、
慈
悲
蔵
は
こ
の
日
初

め
て
そ
れ
も
六
韜
三
略
の
巻
と
誤
解
し
た
上
で
気
が
付
い
た
の
で
あ
る
が
、
横
蔵
は
以
前
か
ら
気

が
付
い
て
お
り
、
そ
し
て
鳥
が
群
れ
を
な
す
姿
を
見
れ
ば
「
兵
器
」
が
あ
る
こ
と
に
老
母
で
あ
れ
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三
〇 
現
行
上
演
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
あ
ら
す
じ
に
は
「
父
、
山
本
勘
助
の
残
し
た
六り
く

韜と
う

三さ
ん

略り
ゃ
くが
出
て
き

ま
し
た
」（
国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）
二
〇
〇
五
、一
七
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
浄
瑠
璃
本
文
の
解
説

に
も
「
三
略
の
箱
が
出
た
」（
守
随
（
校
註
）
一
九
四
九
、二
三
頁
）
と
あ
る
が
、
後
の
展
開
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
誤
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
い
っ
た
ん
観
客
に
そ
う
思
い
込
ま
せ
る
演
出
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

三
一 

厳
密
に
は
信
玄
と
改
名
す
る
以
前
の
晴
信
だ
が
、
三
段
目
で
勘
助
が
物
語
る
こ
の
時
点
で
は
信
玄
。



ば
気
が
付
く
で
あ
ろ
う
と
も
思
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
老
母
が
裏
の
竹
藪
に
筍
を
掘
り
に
行
け

と
慈
悲
蔵
に
命
じ
た
の
は
、「
兵
器
」
を
掘
り
出
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
三
二
。

と
も
あ
れ
、
勘
助
の
言
葉
を
受
け
て
、
浄
瑠
璃
本
文
は
次
の
よ
う
に
続
く
。「
山
城
大
き
に
感

じ
入
り
。
信
玄
景
勝
不
和
な
る
も
。
互
に
心
を
疑
ひ
あ
ふ
。
忠
臣
割
符
を
合
す
が
如
し
。
君
御
在あ
り

家か

知
る
ゝ
上
は
。
景
勝
公
の
言
訳
立
つ
て
。
身
代
り
に
も
も
う
お
よ
ば
ぬ
。
追
付
け
両
家
和
睦
の

基も
と
ゐ」（

同
書
、
一
四
八
～
一
四
九
頁
）。
こ
こ
で
、
そ
も
そ
も
初
段
切
に
お
い
て
、
将
軍
暗
殺
犯
と

賤
の
方
誘
拐
犯
と
が
同
一
視
さ
れ
た
上
で
「
敵か
た
きの
行ゆ
く

方へ

」
を
詮
議
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
、
そ
れ

が
失
敗
に
終
わ
っ
た
場
合
に
勝
頼
と
景
勝
の
首
を
差
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
が
思
い

出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
期
限
の
三
回
忌
が
過
ぎ
、
か
つ
、
将
軍
暗
殺
犯
の
行
方
は
ま
だ
知
れ
な

い
と
は
言
え
、
賤
の
方
誘
拐
事
件
の
解
決
が
つ
い
た
こ
と
か
ら
、
景
勝
の
首
を
差
し
出
す
必
要
は

な
く
な
っ
た
と
の
主
張
も
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、「
景
勝
は
当
初
か
ら
、
将
軍
遺
児
の
公
開
を
求
め
て
い
た
」（
神
津
二
〇
〇
九
、

四
三
二
頁
）
の
で
あ
っ
た
。
身
代
わ
り
を
求
め
た
よ
う
に
見
え
る
の
は
、「
ど
こ
ま
で
も
横
蔵
の

命
を
求
め
る
た
て
ま
え
で
、
母
と
直
江
を
追
い
つ
め
る
こ
と
で
、
勘
助
を
ぎ
り
ぎ
り
の
状
態
に
追

い
こ
み
、
も
し
得
難
き
一
将
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
能
力
を
発
揮
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
さ
せ

た
」（
内
山
二
〇
一
〇
、四
二
六
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
景
勝
は
、
初
段
切
で
賤
の
方
誘

拐
犯
が
投
げ
た
手
裏
剣
を
慈
悲
蔵
実
ハ
山
城
に
命
じ
て
投
げ
返
さ
せ
、「
お
前
が
誘
拐
犯
で
あ
る

こ
と
は
知
っ
て
い
る
、
次
郎
吉
は
将
軍
の
遺
児
で
あ
ろ
う
」
と
横
蔵
に
伝
え
た
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
慈
悲
蔵
が
峰
松
を
捨
て
る
際
に
「
甲
州
の
住
人
山
本
勘
助
」
と
の
札
を
付
け
て
武
田
家
に
拾

わ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
も
景
勝
で
あ
っ
た
三
三
。

山
城
の
言
葉
を
受
け
て
唐
織
が
「
な
る
ほ
ど
な
る
ほ
ど
」（
守
随
（
校
註
）
一
九
四
九
、一
四
九

頁
）
と
同
意
し
つ
つ
信
玄
公
と
勘
助
と
の
言
い
合
わ
せ
は
今
ま
で
自
分
も
知
ら
な
か
っ
た
と
述

べ
、
峰
松
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
老
母
と
お
種
実
ハ
八
つ
橋
と
の
間
に
和
解
が
成

立
す
る
三
四
。

そ
し
て
老
母
が
勘
助
に
改
め
て
軍
法
伝
授
の
一
巻
を
渡
そ
う
と
す
る
と
、
自
分
は
山
本
勘
助
の

名
を
継
い
だ
か
ら
そ
れ
で
よ
い
と
一
巻
を
山
城
に
譲
っ
た
上
で
、「
景
勝
の
忠
心
は
我
が
胸
中
に

徹
し
た
れ
ど
も
。
心
得
難
き
は
親
謙
信
。
君
に
弓
引
く
逆
心
な
ら
ば
。
汝
も
従
ふ
心
や
い
か
に
」

（
同
頁
）
と
勘
助
は
山
城
に
問
う
。
こ
こ
で
、
初
段
切
に
お
い
て
北
条
が
謙
信
を
「
邪
魔
に
な
ら

ぬ
」
と
見
て
い
た
こ
と
も
思
い
出
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
山
城
は
「
言
ふ
に
や
お
よ
ぶ
。
我
子

を
切
つ
て
二じ

君く
ん

に
仕
へ
ぬ
こ
の
山
城
。
兄
と
は
言
は
さ
ぬ
敵
味
方
。
こ
の
三
略
の
恩
を
仇
。
一
合

戦
仕
ら
ん
」（
同
書
、
一
四
九
～
一
五
〇
頁
）
と
、
あ
く
ま
で
も
主
君
で
あ
る
謙
信
に
従
う
と
答

え
る
。
た
だ
し
、
た
と
え
「
君
に
弓
引
く
逆
心
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
と
い
う
仮
定
の
話
で
あ
っ

て
、
謙
信
が
「
君
に
弓
引
く
逆
心
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
分
か
ら
な
い
。
こ
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三
二 

現
行
上
演
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
あ
ら
す
じ
に
は
前
述
の
と
お
り
「
六り
く

韜と
う

三さ
ん

略り
ゃ
くが

出
て
き
ま
し
た
」

と
あ
る
も
の
の
、
鑑
賞
ガ
イ
ド
に
は
「
母
は
横
蔵
の
姿
に
何
事
か
を
感
じ
源
家
の
白
旗
を
掘
り
出
さ
せ

た
」（
国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）
二
〇
〇
五
、一
〇
頁
）
と
あ
る
。
好
意
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
あ
ら

す
じ
に
お
い
て
は
後
の
ど
ん
で
ん
返
し
に
備
え
て
観
客
を
わ
ざ
と
誤
解
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

三
三 

こ
こ
で
は
内
山
（
一
九
八
九
）・（
二
〇
一
〇
）
と
神
津
（
二
〇
〇
九
）
の
解
釈
に
従
っ
た
が
、
そ
れ

は
深
読
み
で
あ
っ
て
、
単
純
に
、「
当
初
は
身
代
わ
り
を
求
め
た
が
、
図
ら
ず
も
賤
の
方
誘
拐
事
件
の

解
決
が
つ
い
た
の
で
、
結
果
的
に
身
代
わ
り
は
必
要
な
く
な
っ
た
」
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
景
勝
の
首
を
差
し
出
す
必
要
は
な
く
な
っ
た
こ
と
が
三
段
目
で
は
決
定
的
に
重

要
で
あ
る
。

三
四 

現
行
上
演
で
は
、
山
城
の
言
葉
を
含
め
こ
の
く
だ
り
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
平
成
四
（
一
九
九
二
）

年
九
月
の
国
立
劇
場
で
の
通
し
上
演
（「
道
三
最
期
の
段
」
を
含
む
）
の
劇
評
に
お
い
て
内
山

（
二
〇
一
〇
）
は
、「
こ
の
、
戯
曲
の
構
想
と
主
題
の
根
本
に
関
わ
る
九
行
（
丸
本
）
を
カ
ッ
ト
し
た
た

め
に
、
原
作
を
読
ん
で
い
な
い
大
部
分
の
観
客
に
は
、
昼
夜
九
時
間
か
け
た
通
し
狂
言
が
、
ど
う
い
う

劇
で
、
何
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
摑
み
よ
う
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」

（
四
二
九
頁
）
と
批
判
す
る
。
神
津
（
二
〇
〇
九
）
に
よ
る
と
、「
こ
の
よ
う
な
省
略
を
含
む
、
現
行
本

文
」
は
「
天
保
期
に
は
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
」
く
、「
管
見
に
入
る
限
り
、
天
保
五
年
が
も
っ

と
も
早
い
事
例
で
あ
る
」（
四
四
二
頁
）
と
主
張
す
る
。

 

　

な
お
、
内
田
（
二
〇
一
〇
）
は
、「
勘
助
の
物
語
に
続
く
七
行
本
九
行
ほ
ど
の
直
江
・
唐
織
・
母
・

お
種
の
言
葉
の
カ
ッ
ト
は
、
作
品
の
構
想
を
破
壊
す
る
も
の
で
、
昭
和
五
十
年
上
演
の
際
に
原
作
に
戻

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
再
び
カ
ッ
ト
さ
れ
た
」（
四
一
八
頁
）
と
批
判
す
る
が
、
神
津

（
二
〇
〇
九
）
は
、
現
行
本
文
が
天
保
年
間
に
は
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、「
し
か
し
こ

れ
は
、
文
楽
の
伝
統
的
本
文
で
あ
る
こ
と
も
、
間
違
い
な
い
。
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
を
今
後
も
「
伝
統
演

劇
」
と
し
て
あ
ら
し
め
た
い
と
願
う
の
な
ら
ば
、
現
行
本
文
に
手
を
入
れ
る 

─ 

音
楽
的
伝
承
を
伴
わ

な
い
、
原
作
の
本
文
を
継
ぎ
足
す 

─ 

こ
と
は
、
厳
に
戒
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
四
四
三
頁
）
と

主
張
し
、
神
津
（
二
〇
一
一
）
に
お
い
て
も
、
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
十
二
月
の
国
立
劇
場
で

の
上
演
に
言
及
し
、「
今
回
は
敢
え
て
三
段
目
だ
け
の
上
演
で
、
し
か
も
無
責
任
な
継
ぎ
足
し
…
…
に

は
、
ま
っ
た
く
賛
成
で
き
な
い
。
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
の
上
演
史
に
、
無
用
の
本
文
伝
承
を
流
し
込
ま
な

い
で
貰
い
た
い
。
太
夫
・
三
味
線
弾
き
に
も
、
こ
れ
を
断
る
見
識
を
持
っ
て
い
て
貰
い
た
か
っ
た
と
甚

だ
残
念
に
思
わ
れ
た
」（（
七
）
一
一
四
頁
）
と
重
ね
て
主
張
し
て
い
る
。



こ
は
、
景
勝
の
忠
心
は
分
か
っ
た
が
果
た
し
て
謙
信
は
、
と
観
客
に
謎
を
か
け
て
い
る
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
三
五
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
三
段
目
に
お
い
て
は
複
雑
な
話
が
展
開
し
、
細
か
く
見
れ
ば
解
釈
に
疑

問
の
余
地
も
生
じ
る
が
、
大
筋
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
将
軍
暗
殺
事
件
と
賤
の
方
誘
拐
事
件
が
解

決
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
勝
頼
と
景
勝
の
首
を
差
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
初
段
に
お
け
る
前

提
の
も
と
、
二
段
目
に
お
け
る
勝
頼
の
対
応
（
身
代
わ
り
）
を
受
け
て
景
勝
の
対
応
が
注
目
さ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
、
賤
の
方
誘
拐
事
件
の
解
決
に
よ
っ
て
景
勝
は
首
を
差
し
出
す
必
要
も
な
け
れ
ば

身
代
わ
り
を
立
て
る
必
要
も
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
三
六
。
よ
っ
て
残
る
は
将
軍
暗
殺

犯
の
詮
議
と
い
う
こ
と
と
な
る
が
、
二
段
目
に
登
場
し
た
謎
の
老
人
の
正
体
が
引
き
続
き
気
に
な

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
謙
信
の
真
意
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
二
段
目
切
で
旅
立
っ
た

簑
作
実
ハ
勝
頼
と
濡
衣
の
行
方
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
段
目
「
道
行
似
合
の
女
夫
丸
」
に
つ
い
て
、
神
津
（
二
〇
〇
九
）
は
三
段
目
の
翌
年
七
月
と

す
る
が
（
四
三
〇
頁
）、「
七
夕
」（
守
随
（
校
註
）
一
九
四
九
、一
五
二
頁
）
の
語
に
よ
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
今
日
立
出
る
」（
同
書
、
一
五
一
頁
）
は
二
段
目
切
の
直
後
と

思
わ
れ
、
さ
ら
に
雪
を
意
味
す
る
「
匂
は
ぬ
花
」（
同
頁
）
や
春
の
季
語
で
あ
る
「
桜
」（
同
頁
）

と
の
語
か
ら
、
二
段
目
切
の
直
後
の
四
月
か
ら
翌
年
七
月
ま
た
は
そ
の
し
ば
ら
く
後
ま
で
の
一
年

数
か
月
に
わ
た
る
期
間
を
描
い
た
も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
は
二
段
目
切
で
信
玄
館
を
出
発
し
た
濡
衣
と
勝
頼
が
薬
売
り
の
夫
婦
に
身
を
や
つ
し
て

諸
国
を
旅
す
る
こ
と
と
な
る
。
途
中
で
別
れ
た
二
人
が
最
終
的
に
た
ど
り
着
く
の
は
信
濃
の
謙
信

館
で
あ
る
こ
と
が
後
に
判
明
す
る
と
こ
ろ
、
甲
斐
の
信
玄
館
か
ら
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
時
間
が
掛

か
る
の
か
疑
問
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
は
あ
ま
り
深
く
考
え
な
く
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
文
章
に
特
に
伏
線
が
張
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
な
い
。

四
段
目
跡
「
和
田
山
別
所
の
段
」
は
、
三
段
目
の
翌
年
の
秋
か
冬
で
あ
る
。「
相
州
北
条
氏
時

の
和
田
の
別
所
」（
同
書
、
一
五
二
頁
）
を
預
か
る
村
上
が
狐
狩
り
か
ら
立
ち
帰
る
と
、
折
か
ら

八
つ
橋
が
捕
ら
え
ら
れ
て
き
た
の
で
言
い
寄
る
も
拒
絶
さ
れ
る
。
す
る
と
高
坂
弾
正
と
越
名
弾
正

が
そ
れ
ぞ
れ
信
玄
と
謙
信
の
使
者
と
し
て
訪
れ
、
両
家
の
争
い
を
有
利
に
進
め
る
た
め
に
北
条
と

の
同
盟
を
争
っ
て
申
し
出
る
の
で
、
勝
負
で
勝
っ
た
方
に
味
方
し
よ
う
と
村
上
は
答
え
、
的
と
し

て
八
つ
橋
を
引
き
出
す
。
た
め
ら
い
な
が
ら
も
お
国
の
た
め
と
高
坂
・
越
名
が
弓
矢
を
構
え
る
も
、

目
当
て
は
村
上
で
あ
っ
た
。「
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
察
す
る
所
謙
信
信
玄
心
を
合
は
せ
和
睦
を
言
立
て
。
こ

の
村
上
を
討
取
ら
ん
と
は
愚
か
〳
〵
」（
同
書
、
一
五
八
頁
）
と
両
家
の
企
み
を
見
抜
い
て
い
た
村

上
は
二
人
を
殺
し
、
さ
ら
に
八
つ
橋
を
寝
所
に
引
っ
立
て
て
い
く
と
、
化
け
物
が
現
れ
て
屋
敷
も

消
え
失
せ
、「
館や
か
たと
見
え
し
は
信
濃
路
の
雪
降
り
つ
も
る
和
田
の
山
吹
雪
ば
か
り
や
。
残
る
ら
ん
」

（
同
書
、
一
六
〇
頁
）
と
い
う
こ
と
で
、
全
て
は
狐
の
仕
業
で
あ
っ
た
と
い
う
落
ち
と
な
る
三
七
。

道
行
に
引
き
続
き
本
筋
と
関
係
の
な
い
息
抜
き
の
段
と
も
言
え
る
が
、
高
坂
・
越
名
（
実
ハ
狐
）

が
訪
れ
た
際
の「
長
尾
は
格
別
」（
同
書
、
一
五
六
頁
）、「
長
尾
は
先せ
ん

達だ
つ

て
北
条
に
心
を
寄
す
る
気
」

（
同
書
、
一
五
七
頁
）
等
の
村
上
の
言
葉
か
ら
、
謙
信
が
北
条
と
通
じ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
窺

わ
れ
、
初
段
切
の
「
邪
魔
に
な
ら
ぬ
」
と
の
北
条
の
言
葉
や
三
段
目
切
の
「
心
得
難
き
は
親
謙
信
」

と
の
勘
助
の
言
葉
と
も
符
合
す
る
。
一
方
で
、
本
段
に
お
け
る
高
坂
と
越
名
の
策
略
は
実
は
狐
の

仕
業
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
信
玄
と
謙
信
が
裏
で
は
「
心
を
合
は
せ
」
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
の
村
上
の
深
層
心
理
を
表
わ
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
、
大
序
に
お
け
る
「
か
ね
て
親
し
み
あ

る
甲
斐
越
後
。
…
…
両
人
が
言
合
せ
の
軍
」
と
の
北
条
の
言
い
掛
か
り
と
も
符
合
す
る
。
果
た
し

て
謙
信
の
本
心
は
、
と
改
め
て
観
客
に
謎
を
か
け
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
段
目
切
「
謙
信
館
の
段
」
は
、
三
段
目
の
翌
年
の
十
一
月
二
十
日
で
あ
る
。
二
段
目
切
で
偽

勝
頼
が
切
腹
し
た
一
年
後
で
も
あ
る
。
切
腹
し
た
の
は
四
月
の
は
ず
で
あ
る
か
ら
明
ら
か
に
矛
盾

で
あ
る
が
、
見
過
ご
す
こ
と
と
す
る
。

「
信
濃
な
る
諏
訪
の
湖
要
害
に
。
立た
て

籠
り
た
る
館
や
か
た

城じ
ろ

。
長
尾
入
道
謙
信
は
。
代
々
越
後
の
城
主

と
し
て
。
己お
の

が
武
勇
の
鉾
先
に
こ
ゝ
も
切
取
る
諏
訪
の
城じ
や
う。

新
た
に
立
つ
る
奥
御
殿
は
。
義
晴
公

の
御
幼
君
。
後
室
手た

弱を
や

女め

御
前
。
と
も
に
お
成
り
を
設
け
の
結
構
。
大
方
な
ら
ず
見
え
に
け
り
」

（
同
書
、
一
六
二
頁
）
と
い
う
こ
と
で
、
越
後
を
本
拠
地
と
す
る
謙
信
は
信
濃
の
諏
訪
も
領
地
と

し
て
館
城
を
建
て
て
い
た
と
こ
ろ
、
故
将
軍
の
遺
児
松
壽
君
と
後
室
手
弱
女
御
前
を
迎
え
る
に
あ
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三
五 

現
行
上
演
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
あ
ら
す
じ
に
は
「
兄
弟
は
後
日
の
勝
負
を
約
す
の
で
し
た
」（
国

立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）
二
〇
〇
五
、一
七
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
（
編
）

（
一
九
八
四
）
に
も
「
二
人
は
、
戦
場
で
再
会
を
約
し
て
別
れ
る
」（
三
九
六
頁
）
と
あ
る
が
、
誤
り
と

言
う
べ
き
で
あ
る
。

三
六 

い
わ
ゆ
る
「
一
・
三
、二
・
四
方
式
」
で
通
し
上
演
を
行
う
と
、
以
上
の
順
序
が
崩
れ
て
し
ま
う
こ
と

と
な
る
。

三
七 

現
行
上
演
で
は
、
村
上
が
立
ち
帰
る
前
の
く
だ
り
と
高
坂
・
越
名
の
く
だ
り
は
省
略
さ
れ
、
も
っ
ぱ

ら
八
つ
橋
の
く
だ
り
だ
け
と
な
っ
て
い
る
。



た
り
、
奥
御
殿
を
新
築
し
た
こ
と
が
描
か
れ
る
。
松
壽
君
は
、
三
段
目
切
で
生
存
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
後
、
都
の
手
弱
女
御
前
の
も
と
に
送
り
届
け
ら
れ
た
の
だ
と
観
客
は
了
解
す
る
こ
と
と
な

る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
何
の
た
め
に
二
人
は
謙
信
館
を
訪
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
よ
い
よ
今
日
が
そ
の
日
、「
な
ん
と
皆
の
衆
。
去
年
か
ら
の
御
普
請
で
結
構
に
建
つ
た
奥
御

殿
は
。
武
将
様
と
や
ら
の
後
室
様
の
お
成
り
ぢ
や
げ
な
。
わ
し
ら
は
そ
ん
な
こ
と
ゝ
は
知
ら
ず
。

こ
の
館
の
お
姫
様
八
重
垣
様
の
御
祝
言
。
そ
の
拵
へ
か
と
思
う
て
ゐ
た
。
ヲ
ヽ
あ
の
人
の
言
や
る

こ
と
わ
い
。
八
重
垣
様
に
お
許
婚
の
あ
つ
た
勝
頼
様
は
。
去
年
の
秋
御
切
腹
」（
同
書
、
一
六
三

頁
）
と
の
腰
元
た
ち
の
会
話
か
ら
、
勝
頼
の
切
腹
が
身
代
わ
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
世
間
に
は
露
見

し
て
い
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、「
新
参
と
は
言
ひ
な
が
ら
物
馴
れ
た
濡
衣
殿
何
か
の
こ

と
を
頼
む
ぞ
や
」（
同
頁
）
と
の
言
葉
か
ら
、
最
近
に
な
っ
て
濡
衣
が
雇
わ
れ
た
こ
と
も
窺
わ
れ

る
。
道
行
を
終
え
て
七
月
以
降
で
あ
ろ
う
か
。
元
は
武
田
家
の
腰
元
の
濡
衣
、
物
馴
れ
て
い
る
の

も
道
理
で
あ
る
。

簑
作
が
中
庭
で
花
の
手
入
れ
を
し
て
い
る
の
を
見
か
け
、
あ
た
り
に
人
が
い
な
い
こ
と
を
確
認

し
て
か
ら
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
濡
衣
は
声
を
掛
け
る
。
夫
婦
を
装
っ
て
の
道
行
か
ら
別
れ
て
濡

衣
は
一
人
で
謙
信
館
に
潜
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
ホ
ヽ
不
審
も
つ
と
も
。
こ
の
家
の
主
あ
る
じ

長
尾

謙
信
。
一
子
景
勝
を
討
つ
て
も
出
さ
ず
剰
あ
ま
つ
さへ
。
義
晴
公
の
忘
形
見
松
壽
君
。
御
母
公
諸
と
も
今
日

こ
の
館
へ
招
く
段
。
心
得
難
く
思
ひ
し
ゆ
ゑ
。
菊
作
り
と
な
つ
て
入
込
む
某
」（
同
書
、
一
六
四

頁
）
と
簑
作
実
ハ
勝
頼
は
謙
信
館
に
潜
入
し
た
理
由
を
答
え
る
が
、
こ
こ
で
観
客
は
疑
問
を
持
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
将
軍
の
忘
れ
形
見
の
生
存
が
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
、
景
勝
は
首
を
差
し

出
す
必
要
が
な
く
な
っ
た
は
ず
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
。
な
お
、
濡
衣
の
役
目
は
諏
訪
法
性
の
兜

で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
用
心
が
厳
し
か
っ
た
が
、
こ
の
日
は
も
て
な
し
の
た
め
に
奥
の
間
に

飾
ら
れ
て
お
り
、
奪
い
取
る
好
機
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

こ
こ
へ
、「
姿
一
癖
あ
る
親
仁
」（
同
頁
）
が
現
れ
、「
娘
々
コ
リ
ヤ
娘
」（
同
頁
）
と
濡
衣
を
呼

ぶ
。
親
子
の
会
話
か
ら
、
親
仁
の
名
が
関
兵
衛
で
あ
る
こ
と
、
簑
作
は
昨
日
か
ら
雇
わ
れ
て
い
る

こ
と
、
父
親
の
つ
て
で
濡
衣
も
雇
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
関
兵
衛
が
謙
信
に
雇
わ
れ
た
の
も
最
近
で

あ
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
る
。
な
お
、
現
行
上
演
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
と
、
関
兵
衛

の
首
は
初
段
切
の
将
軍
暗
殺
犯
及
び
二
段
目
口
の
謎
の
老
人
と
同
じ
く
大
舅
で
あ
る
三
八
。

お
成
り
の
声
に
関
兵
衛
と
濡
衣
が
立
ち
去
る
と
、「
館
の
主
長
尾
謙
信
衣
冠
正
し
き
設
け
の
式

礼
。
角か
ど

立だ

つ
な
か
に
さ
と
薫
る
音
も
し
と
〳
〵
と
女
中
の
手て

舁が

き
。
辺
あ
た
り

輝
く
鋲
び
や
う

乗
物
。
見
る
よ
り

謙
信
謹
ん
で
。
優う

曇ど
ん

華げ

と
や
い
は
ん
奇き

代た
い

の
御
入じ
ゆ

来ら
い

。
冥
加
に
余
る
身
の
面
目
。
直
ぐ
に
そ
の

ま
ゝ
御
殿
へ
と
。
指
図
に
随
ひ
乗
物
は
。
奥
へ
行
く
」（
同
書
、
一
六
六
頁
）
と
、
謙
信
が
出
迎

え
る
三
九
。
こ
の
場
面
で
は
姿
を
見
せ
な
い
が
、
鋲
乗
物
の
中
に
は
手
弱
女
御
前
と
松
壽
君
が
乗

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
観
客
は
了
解
す
る
こ
と
と
な
る
。

謙
信
も
奥
へ
行
こ
う
と
す
る
と
、「
暫
く
待
つ
た
長
尾
謙
信
。
奥
方
よ
り
の
御
上
意
あ
り
」（
同

書
、
一
六
六
～
一
六
七
頁
）
と
呼
び
止
め
る
声
が
掛
か
る
。
平
伏
す
る
謙
信
に
手
弱
女
御
前
の
上

使
は
、「
ま
づ
以
て
今
日
は
御
幼
君
松
壽
君
。
御
母
公
と
も
に
入
来
の
面
目
恐
悦
に
思
は
る
べ
し
。

さ
る
に
よ
つ
て
母
君
よ
り
。
貴
殿
へ
の
御
上
意
余
の
儀
に
あ
ら
ず
。
先さ
き

達だ
つ

つマ
マ

て
申
し
渡
せ
し
子
息

景
勝
の
首
。
今
に
お
い
て
討
つ
て
も
出
さ
ず
。
事
延
引
に
せ
ら
る
ゝ
段
必
定
野
心
に
極
ま
れ
ば
。

御
前
に
お
い
て
切
腹
を
遂
げ
ら
る
ゝ
や
た
ゞ
し
。
景
勝
の
首
た
だ
今
討
つ
て
出
さ
る
ゝ
や
。
返
答

次
第
計
ら
ふ
旨
あ
り
。
謙
信
い
か
ゞ
」（
同
書
、
一
六
七
頁
）
と
権
柄
づ
く
に
命
じ
る
。
続
い
て

「
こ
は
思
ひ
寄
ら
ざ
る
御
上
意
と
。
顔
ふ
り
上
げ
て
。
ヤ
ア
汝
は
忰
せ
が
れ

景
勝
と
驚
く
晴
信
」（
同
頁
）

と
、
上
使
が
景
勝
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
に
観
客
も
驚
か
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら

な
い
こ
と
は
、
繰
り
返
す
よ
う
に
賤
の
方
誘
拐
事
件
の
解
決
が
つ
い
た
以
上
、
景
勝
の
首
を
差
し

出
す
必
要
は
な
く
な
っ
た
は
ず
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
こ
は
思
ひ
寄
ら
ざ
る
御
上

意
」
と
謙
信
は
反
論
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
も
景
勝
の
首
を
要
求
す
る
上
使
景
勝
は
、「
本
国
に

引
籠
り
。
底
の
知
れ
ざ
る
親
人
の
所
存
。
イ
ヤ
サ
謙
信
の
心
底
と
人
の
疑
ひ
立
ち
申
す
」（
同
頁
）

と
も
口
に
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
初
段
か
ら
繰
り
返
し
謙
信
の
真
意
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
こ
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三
八 

国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）（
二
〇
〇
五
）
に
は
、
役
名
「
花
守
り
関
兵
衛
実
は
斎
藤
道
三
」
の

か
し
ら
名
が
「
大お
お

舅し
ゅ
う
と」

と
あ
り
（
二
〇
頁
）、
か
つ
、
四
段
目
の
人
形
役
割
に
も
「
花
守
り
関
兵
衛
実

は
斎
藤
道
三
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
（
同
書
、
二
四
頁
）、
観
客
と
し
て
は
、
関
兵
衛
の
正
体
は
こ

の
時
点
で
は
不
明
で
あ
り
、
手
掛
か
り
の
一
つ
と
し
て
首
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
受
け
止
め
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
現
行
上
演
で
は
、
四
段
目
切
冒
頭
に
お
け
る
濡
衣
・
簑
作
実
ハ
勝
頼
・
関
兵
衛
の

く
だ
り
は
そ
も
そ
も
省
略
さ
れ
、
濡
衣
と
勝
頼
と
が
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
何
の
た
め
に
謙
信
館
に
潜
入
し
た

の
か
、
そ
し
て
関
兵
衛
と
濡
衣
と
が
親
子
で
あ
る
こ
と
が
床
本
の
上
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
ば
か
り

か
、
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
あ
ら
す
じ
に
は
「
諏
訪
法
性
の
兜
を
取
り
返
す
べ
く
、
濡
衣
は
腰
元
と
な
っ

て
、
勝
頼
は
花
作
り
の
簑
作
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
謙
信
の
館
に
潜
入
し
て
い
ま
す
」（
同
書
、
二
二
頁
）

と
、
勝
頼
の
目
的
が
誤
記
さ
れ
て
い
る
。

三
九 

前
述
の
と
お
り
、
現
行
上
演
で
は
、
四
段
目
切
冒
頭
の
「
大
方
な
ら
ず
見
え
に
け
り
」
の
す
ぐ
後
に

「
館
の
主
長
尾
謙
信
」
と
続
く
。



と
が
改
め
て
思
い
出
さ
れ
よ
う
。
逆
に
、
景
勝
は
忠
臣
で
あ
る
か
ら
こ
そ
自
分
の
命
よ
り
も
手
弱

女
御
前
の
命
令
を
優
先
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
な
ぜ
手
弱
女
御
前
が
な
お
も
景
勝
の
首

を
要
求
す
る
の
か
疑
問
は
晴
れ
ぬ
ま
ま
で
あ
る
。

対
応
に
苦
慮
す
る
謙
信
に
景
勝
が
自
ら
切
腹
し
よ
う
と
す
る
と
、「
ヤ
レ
暫
く
。
必
ず
早
ま
り

給
ふ
な
」（
同
頁
）
と
関
兵
衛
が
声
を
掛
け
る
。
物
陰
で
ず
っ
と
様
子
を
聞
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

関
兵
衛
は
花
を
手
に
、「
あ
つ
た
ら
し
き
侍
の
首
切
つ
て
仕
舞
へ
ば
。
再
び
生い

か
ら
ぬ
。
ま
た
こ
の

花
は
何
ぼ
切
つ
て
も
生
け
ら
る
る
。
ナ
切
つ
て
生
か
す
と
い
ふ
伝
授
お
望
み
な
ら
ば
差
上
げ
た
い
」

（
同
書
、
一
六
八
頁
）
と
申
し
出
る
。
そ
し
て
昨
日
雇
っ
た
ば
か
り
の
簑
作
を
呼
び
寄
せ
、「
ヤ
ア

汝
は
武
田
勝
頼
と
い
ふ
を
と
ゞ
め
て
。
ア
ヽ
申
し
〳
〵
そ
れ
お
つ
し
や
る
と
物
が
な
い
。
何
に
も

知
ら
ぬ
白
菊
の
花
。
そ
の
生
け
や
う
を
よ
う
覚
え
た
こ
の
花
作
り
。
人
の
ふ
り
見
て
我
が
ふ
り
直

す
が
第
一
の
伝
授
事
。
ナ
こ
れ
さ
へ
御
所
望
な
さ
れ
ば
何
も
か
も
さ
つ
ぱ
り
と
申
訳
の
立
ち
さ
う

な
も
の
と
。
憚
り
な
が
ら
親
仁
め
は
存
じ
ま
す
る
」（
同
頁
）
と
続
け
る
。
こ
こ
で
、
謙
信
が
簑
作

を
勝
頼
と
直
ち
に
見
抜
い
て
お
り
、
ま
た
関
兵
衛
も
そ
れ
を
目
的
に
簑
作
を
謙
信
の
前
に
呼
び
寄

せ
た
の
で
あ
り
、
か
つ
蓑
作
実
ハ
勝
頼
も
正
体
が
露
見
し
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
謙
信
は
上
使
へ
の
返
答
役
に
簑
作
を
取
り
立
て
る
こ
と
と
し
て
し
ば
し
の
猶
予
を
乞
う

と
、
景
勝
は
「
火
急
の
御
上
意
用
捨
は
な
ら
ね
ど
。
塩
尻
峠
に
控
へ
居
る
諸
大
名
へ
申
渡
す
仔
細

あ
れ
ば
。
我
は
か
し
こ
へ
立
越
え
ん
。
有
無
の
返
事
は
塩
尻
ま
で
。
隙ひ
ま

ど
ら
ば
直
ち
に
こ
の
城
取

囲
ま
ん
」（
同
書
、
一
六
九
頁
）
と
答
え
て
立
ち
去
り
、
簑
作
実
ハ
勝
頼
は
謙
信
が
返
書
を
書
く

間
に
衣
服
大
小
を
改
め
に
行
く
。

後
に
残
っ
た
関
兵
衛
に
謙
信
は
、「
下
郎
に
似
合
は
ぬ
な
か
〳
〵
器
量
の
あ
る
親
仁
。
そ
の
性

根
を
見
込
み
改
め
て
謙
信
が
。
頼
み
入
れ
た
き
仔
細
あ
り
」（
同
頁
）
と
頼
み
事
を
持
ち
か
け
る
。

そ
し
て
初
段
切
で
持
ち
帰
っ
た
鉄
砲
を
渡
し
、
将
軍
暗
殺
犯
の
詮
議
を
命
じ
る
。
い
っ
た
い
何
を

証
拠
手
が
か
り
に
と
戸
惑
う
関
兵
衛
と
の
間
に
「
ヲ
ヽ
手
が
か
り
証
拠
は
そ
の
鉄
砲
の
遣
ひ
や

う
。
あ
ま
ね
く
世
上
に
知
る
者
な
し
。
そ
の
伝
授
を
覚
え
し
者
こ
そ
。
ム
ヽ
す
り
や
な
ん
と
御
意

な
さ
れ
ま
す
。
こ
の
鉄
砲
の
遣
ひ
や
う
を
覚
え
た
者
が
。
ホ
ヽ
す
な
は
ち
武
将
を
打
つ
た
る
敵
。

ス
リ
ヤ
ど
う
で
も
詮
議
を
私
に
。
仕
損
ず
ま
じ
き
汝
が
魂
。
ア
ノ
こ
の
親
仁
が
性
根
魂
を
。
サ
ア

見
込
ん
で
頼
む
に
違
背
は
あ
る
ま
じ
。
油
断
致
す
な
関
兵
衛
」（
同
書
、
一
七
一
頁
）
な
ど
と
い

っ
た
や
り
と
り
を
交
わ
し
た
後
、
謙
信
は
立
ち
去
り
、
関
兵
衛
も
首
を
傾
げ
な
が
ら
立
ち
去
る
。

こ
れ
か
ら
後
は
見
取
り
狂
言
「
十
種
香
よ
り
奥
庭
狐
火
の
段
」
と
基
本
的
に
同
じ
展
開
と
な
る

が
四
〇
、
見
取
り
狂
言
と
通
し
狂
言
と
で
設
定
が
微
妙
に
異
な
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
見
取
り
狂

言
で
は
、
簑
作
実
ハ
勝
頼
の
科
白
を
よ
く
よ
く
聞
け
ば
そ
う
で
は
な
い
こ
と
に
気
が
付
き
得
る
も

の
の
、
簑
作
実
ハ
勝
頼
は
あ
た
か
も
最
初
か
ら
濡
衣
と
と
も
に
諏
訪
法
性
の
兜
を
取
り
戻
し
に
謙

信
館
に
潜
入
し
た
か
の
よ
う
に
観
客
に
思
わ
せ
、
そ
し
て
そ
れ
を
見
抜
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
謙
信

は
簑
作
実
ハ
勝
頼
を
討
ち
取
ろ
う
と
討
手
を
差
し
向
け
、
し
か
も
見
抜
か
れ
て
い
た
と
は
勝
頼
は

気
が
付
い
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と
八
重
垣
姫
が
活
躍
す
る
と
い
う
流
れ
に
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
通
し
狂
言
で
は
、
最
初
か
ら
謙
信
は
簑
作
が
勝
頼
で
あ
る
こ
と
を
見
抜

き
、
か
つ
、
そ
の
こ
と
に
簑
作
も
気
が
付
い
て
い
た
。
で
あ
る
な
ら
ば
、「
我
民
間
に
育
ち
人
に

面お
も
てを
見
知
ら
れ
ぬ
を
幸
ひ
に
。
花
作
り
と
な
つ
て
入
り
込
み
し
は
。
幼
君
の
御
身
の
上
に
。
も
し

過
や
あ
ら
ん
か
と
。
余よ

所そ

な
が
ら
守
護
す
る
某
そ
れ
と
悟
つ
て
抱
へ
し
や
。
ハ
テ
合
点
の
ゆ
か

ぬ
」（
同
書
、
一
七
一
～
一
七
二
頁
）
と
の
簑
作
の
科
白
は
、
自
分
の
正
体
が
勝
頼
で
あ
る
こ
と

で
は
な
く
、
自
分
の
目
的
が
松
壽
君
を
守
護
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
、
謙
信
は
見
抜
い
た
上
で

召
し
抱
え
た
の
か
と
不
審
に
思
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
ど
う
し
て
謙
信
は
勝
頼
を
召
し
抱
え
、
そ
し
て
殺
そ
う
と
し
た
の
か
。
ま
た
、
関
兵

衛
は
ど
う
い
う
目
論
見
で
簑
作
実
ハ
勝
頼
を
謙
信
の
前
に
連
れ
て
き
た
の
か
。
景
勝
が
首
を
差
し

出
さ
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
と
い
う
そ
も
そ
も
の
目
的
か
ら
は
、
先
に
差
し
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ

て
い
た
勝
頼
の
首
が
実
は
身
代
わ
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
暴
露
す
る
た
め
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
。
勝
頼
が
ま
だ
生
き
て
い
る
と
分
か
っ
た
以
上
、
景
勝
の
首
を
先
に
差
し
出
す
必
要
は
な
い

と
謙
信
は
返
書
に
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
考
え
る
と
、
勝
頼
に
討
手
を
差
し
向
け
た

こ
と
と
の
辻
褄
が
合
わ
な
く
な
る
。
本
物
の
勝
頼
が
死
ん
で
し
ま
え
ば
景
勝
も
ま
た
死
な
ね
ば
な

ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
謙
信
は
気
が
変
わ
っ
た
と
考
え
る
と
辻
褄
が
合

う
の
で
は
な
い
か
。
八
重
垣
姫
と
の
や
り
取
り
を
物
陰
で
聞
い
て
勝
頼
と
濡
衣
の
目
的
が
諏
訪
法

性
の
兜
に
あ
る
と
知
っ
た
謙
信
は
怒
り
に
ま
か
せ
て
勝
頼
を
殺
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
と
。
こ

「道三最期の段」から振り返る『本朝廿四孝』の全体像

一
四
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四
〇 
現
行
上
演
と
し
て
取
り
上
げ
る
国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）（
二
〇
〇
五
）
で
は
「
謙
信
館
の
段
」

「
十
種
香
の
段
」「
奥
庭
狐
火
の
段
」
と
分
け
ら
れ
、「
道
三
最
期
の
段
」
を
含
む
通
し
上
演
で
あ
る
国

立
劇
場
事
業
部
宣
伝
課
（
編
）（
一
九
九
二
）
で
は
「
謙
信
館
景
勝
上
使
の
段
」「
同　

鉄
砲
渡
し
の
段
」

「
同　

十
種
香
よ
り
奥
庭
狐
火
の
段
」「
同　

道
三
最
期
の
段
」
と
分
け
ら
れ
る
が
、
国
立
劇
場
芸
能
調

査
室
（
編
）（
一
九
八
四
）
で
は
「
奥
庭
狐
火
の
段
」
ま
で
が
四
段
目
切
の
中
「
謙
信
館
の
段
」
で
あ
り
、

「
道
三
最
期
の
段
」
が
切
の
詰
で
あ
る
。



れ
は
い
か
に
も
短
慮
で
あ
る
。
し
か
し
、
勝
頼
が
正
体
を
隠
し
て
館
に
忍
び
込
ん
で
い
た
こ
と
を

知
っ
た
段
階
で
そ
の
目
的
は
諏
訪
法
性
の
兜
に
あ
る
と
気
が
付
い
て
も
（
誤
解
し
て
も
）
よ
さ
そ

う
な
の
に
、
八
重
垣
姫
と
の
や
り
取
り
を
物
陰
で
聞
い
て
初
め
て
気
が
付
く
ほ
ど
謙
信
は
短
慮
な

の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
辻
褄
が
合
う
の
で
は
な
い
か
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
初
段
の
将
軍
暗
殺
事
件
及
び
賤
の
方
誘
拐
事
件
の
解
決
が
な
さ
れ
な
か

っ
た
場
合
は
勝
頼
と
景
勝
の
首
を
差
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
二
段
目
の
勝
頼
の

対
応
（
身
代
わ
り
）
と
三
段
目
の
景
勝
の
対
応
（
賤
の
方
誘
拐
事
件
の
解
決
）
を
受
け
て
、
将
軍

暗
殺
事
件
の
解
決
と
残
る
伏
線
の
回
収
が
四
段
目
で
描
か
れ
る
と
観
客
が
期
待
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
な
ぜ
か
景
勝
の
首
の
話
が
蒸
し
返
さ
れ
、
将
軍
暗
殺
犯
の
詮
議
に
向
か
っ
た
は
ず
の
勝
頼
が

謙
信
に
討
た
れ
そ
う
に
な
り
、
八
重
垣
姫
の
活
躍
で
勝
頼
は
助
か
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
大
団
円

と
い
う
こ
と
と
な
る
。

だ
が
し
か
し
、
こ
れ
で
通
し
狂
言
が
終
わ
っ
て
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
当
に
八
重
垣
姫
は

勝
頼
を
救
え
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
措
く
と
し
て
も
、
将
軍
暗
殺
犯
の
詮
議
の
話
は
ど
う
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
詮
議
の
た
め
と
し
て
関
兵
衛
に
渡
さ
れ
た
鉄
砲
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、

そ
も
そ
も
な
ぜ
謙
信
は
関
兵
衛
に
詮
議
を
申
し
つ
け
た
の
か
。
そ
う
言
え
ば
、
二
段
目
の
謎
の
老

人
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
ま
た
、
三
段
目
で
横
蔵
が
山
本
勘
助
を
継
い
だ
が
、
勘
助
は
も
う

活
躍
し
な
い
の
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
景
勝
が
首
を
差
し
出
す
必
要
は
な
く

な
っ
た
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
手
弱
女
御
前
は
松
壽
君
を
伴
っ
て
謙
信
館
を
訪
れ
、
改
め
て
景
勝
の

首
を
要
求
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
奥
庭
狐
火
の
段
」
の
ケ
レ
ン
で
場
内
は
最
高
潮
に
達
す
る
が
、
見
取
り
狂
言
と
し
て
な
ら
と

も
か
く
、
通
し
狂
言
と
し
て
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
中
途
半
端
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
国
立
文
楽
劇

場
営
業
課
（
編
）（
二
〇
〇
五
）
に
は
「
奥
庭
狐
火
の
段
」
の
あ
ら
す
じ
に
続
い
て
「
そ
の
後
の

あ
ら
す
じ
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
引
用
す
る
。

義
晴
公
暗
殺
の
犯
人
は
、
花
守
り
の
関
兵
衛
、
す
な
わ
ち
斎さ
い

藤と
う

道ど
う

三さ
ん

で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
ま
す
。

実
は
、
武
田
家
と
長
尾
家
の
不
和
確
執
は
、
謀
反
人
を
捜
し
出
す
た
め
の
計
略
で
し
た
。

諏
訪
法
性
の
兜
は
武
田
家
へ
戻
さ
れ
、
勝
頼
と
八
重
垣
姫
は
晴
れ
て
結
ば
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
武
田
信
玄
、
長
尾
謙
信
は
、
山や
ま

本も
と

勘か
ん

助す
け

の
活
躍
も
あ
っ
て
、
天
下
を
望
む
北
条

時
氏
、
村
上
義
清
主
従
を
討
ち
取
り
、
め
で
た
く
天
下
太
平
が
訪
れ
ま
す
。

 

国
立
文
楽
劇
場
営
業
課
（
編
）（
二
〇
〇
五
、二
四
頁
）

こ
れ
で
一
応
の
結
末
は
つ
く
も
の
の
、
し
か
し
、
ど
の
伏
線
が
ど
う
結
末
に
繋
が
っ
た
か
が
分

か
ら
ず
、
消
化
不
良
が
残
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
確
か
に
芸
は
堪
能
し
た
も
の
の
、
筋
も
理

解
し
た
い
と
思
う
の
が
人
情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
筋
な
ど
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
「
局

面
本
位
主
義
の
解
釈
」
に
徹
す
る
の
が
見
巧
者
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
、	「
道
三
最
期
の
段
」

本
節
で
は
、「
道
三
最
期
の
段
」
を
浄
瑠
璃
本
文
に
即
し
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
前
節
で
指
摘

し
た
疑
問
を
解
決
し
、
も
っ
て
通
し
狂
言
に
お
い
て
は
「
道
三
最
期
の
段
」
が
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
四
段
目
の
主
題
を
再
確
認
す
る
。
紹
介
に
あ
た
り
、
守
随
（
校

註
）（
一
九
四
九
）
を
引
き
続
き
浄
瑠
璃
本
文
の
底
本
と
し
て
取
り
上
げ
、
平
成
四
（
一
九
九
二
）

年
九
月
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
国
立
劇
場
事
業
部
宣
伝
課
（
編
）（
一
九
九
二
）
を
現
行
上

演
と
し
て
必
要
に
応
じ
て
参
照
す
る
。

三
重
の
節
か
ら
は
「
道
三
最
期
の
段
」
の
前
の
「
奥
庭
狐
火
の
段
」
の
末
尾
に
相
当
す
る
が
、

八
重
垣
姫
が
「
兜
を
取
つ
て
頭か
う
べに
か
づ
け
ば
。
忽
ち
姿
狐
火
の
。
こ
ゝ
に
燃
え
立
ち
か
し
こ
に

も
。
乱
る
ゝ
姿
は
法
性
の
。
兜
を
守
護
す
る
不
思
議
の
有
様
。」（
守
随
（
校
註
）
一
九
四
九
、

一
八
〇
頁
）
の
直
後
に
「
こ
な
た
の
間
に
は
手
弱
女
御
前
」
と
浄
瑠
璃
本
文
は
続
く
四
一
。
な
お
、

現
行
上
演
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
と
、
四
段
目
に
お
い
て
手
弱
女
御
前
の
人
形
役
割
は
設
定

さ
れ
て
い
な
い
（
国
立
劇
場
事
業
部
宣
伝
課
（
編
）
一
九
九
二
、一
九
頁
）四
二
。
と
も
あ
れ
「
狙
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四
一 
見
取
り
狂
言
や
「
道
三
最
期
の
段
」
を
出
さ
な
い
通
し
狂
言
に
お
い
て
は
、「
不
思
議
の
有
様
。」
の

直
後
に
「
諏
訪
の
湖
徒か
ち

渡
り
。
夜
も
し
の
ゝ
め
に
晴
渡
る
。
甲
斐
と
越
後
の
両
将
と
そ
の
名
を
。
今
に

残
し
け
る
」（
守
随
（
校
註
）
一
九
四
九
、一
八
四
頁
）
が
続
い
て
幕
と
な
る
。

四
二 

現
行
上
演
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
国
立
劇
場
事
業
部
宣
伝
課
（
編
）（
一
九
九
二
）
の
「
鑑
賞

ガ
イ
ド
」
に
は
「
関
兵
衛
は
手
弱
女
御
前
と
間
違
え
、
濡
衣
を
撃
っ
て
し
ま
い
ま
す
」（
一
四
頁
）
と

あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
濡
衣
の
人
形
が
手
弱
女
御
前
の
衣
装
で
出
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
観
客
と
し

て
は
、
あ
く
ま
で
も
手
弱
女
御
前
が
撃
た
れ
た
も
の
と
こ
の
時
点
で
は
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



ひ
の
的
は
手
弱
女
御
前
。
ど
つ
さ
り
響
く
鉄
砲
の
。
音
」（
守
随
（
校
註
）
一
九
四
九
、一
八
〇
頁
）

と
い
う
こ
と
で
、
謙
信
か
ら
渡
さ
れ
た
鉄
砲
で
関
兵
衛
が
手
弱
女
御
前
を
撃
ち
、
御
殿
に
向
か
う

と
こ
ろ
で
三
重
と
な
り
正
式
に
「
道
三
最
期
の
段
」
と
な
る
四
三
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
関
兵

衛
は
手
弱
女
御
前
を
撃
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
御
庭マ
マ

の
間
近
く
窺
ふ
関
兵
衛
」（
同
頁
）
と
あ
る
の
は
「
御
座
の
間
」
の
誤
植
で
あ
ろ
う
四
四
。

手
弱
女
御
前
に
続
い
て
松
壽
君
も
狙
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
透
か
せ
ど
見
え
ぬ
真
の
闇
」（
同
書
、

一
八
〇
～
一
八
一
頁
）
で
あ
る
が
、
浄
瑠
璃
の
文
章
よ
り
、
勝
頼
と
景
勝
が
関
兵
衛
の
行
く
手
を

阻
も
う
と
す
る
も
、
関
兵
衛
は
な
お
奥
深
く
行
こ
う
と
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

塩
尻
に
向
か
っ
た
は
ず
の
二
人
が
ど
う
し
て
こ
の
場
に
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

す
る
と
「
ヤ
ア
〳
〵
美
濃
の
国
の
住
人
。
斎
藤
入
道
道
三
と
ゞ
ま
れ
や
つ
」（
同
書
、
一
八
一

頁
）
と
何
者
か
に
声
を
掛
け
ら
れ
、「
ヤ
ア
ラ
訝い
ぶ

か
し
や
。
三
十
年
来
跡
を
く
ら
ま
し
。
包
み
隠

せ
し
我
が
本
名
。
斎
藤
道
三
と
呼
ん
だ
る
は
。
そ
も
何
奴
ぞ
対
面
せ
ん
」（
同
頁
）
と
関
兵
衛
も

道
三
で
あ
る
こ
と
を
白
状
す
る
。
景
勝
と
勝
頼
が
前
後
を
囲
む
中
、「
後
の
襖
さ
つ
と
あ
け
。
武

田
の
忠
臣
山
本
勘
助
。
叛ほ
ん

逆ぎ
や
く

人
の
詮
議
を
遂
げ
ん
と
。
悠
然
と
立
出
づ
る
。
続
い
て
近
習
諸
大

名
。
御
殿
広
間
も
燭
台
に
。
一
度
に
輝
く
灯ひ

の
光
。
遁の
が

れ
ん
方
こ
そ
な
か
り
け
れ
」（
同
頁
）
と
、

勘
助
が
登
場
す
る
。
景
勝
は
「
塩
尻
峠
に
控
へ
居
る
諸
大
名
」
の
も
と
に
向
か
っ
た
は
ず
で
あ
っ

た
が
、
諸
大
名
も
道
三
を
待
ち
構
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
勘
助
が
「
ホ
ヽ
ウ
匹
夫
下
郎
の
分
と
し
て
。
天
下
に
怨あ
だ

す
る
汝
が
本
名
。
知
つ
た
る
子

細
は
こ
の
一
品
。
七
重
八
重
。
花
は
咲
け
ど
も
山
吹
の
。
み
の
一
つ
だ
に
な
き
ぞ
悲
し
き
。
こ
の

蓑マ
マ

覚
え
が
あ
ら
う
が
な
」（
同
書
、
一
八
一
～
一
八
二
頁
）
と
、
二
段
目
口
で
謎
の
老
人
が
詠
ん

だ
歌
と
と
も
に
そ
の
時
渡
さ
れ
た
簑
を
突
き
つ
け
る
。「
こ
の
歌
は
汝
が
先
祖
。
太
田
道
灌
が
列

ね
し
一
首
み
の
一
つ
だ
に
な
き
ぞ
悲
し
き
と
は
。
足
利
殿
に
攻
落
さ
れ
。
美
濃
国
を
切
取
ら
れ
し

そ
の
鬱
憤
に
て
義
晴
公
を
鉄
砲
に
て
。
打
奉
る
叛
逆
人
の
張
本
。
美
濃
国
の
道
三
と
。
顕
は
す
蓑マ
マ

は
身
の
破
滅
」（
同
書
、
一
八
二
頁
）
と
い
う
こ
と
で
、
史
実
は
さ
て
お
き
、
も
と
も
と
は
太
田

道
灌
が
詠
ん
だ
「
み
の
一
つ
な
き
ぞ
悲
し
き
」
の
歌
を
口
に
し
た
の
は
、
道
灌
の
子
孫
で
あ
り
美

濃
を
失
っ
た
斎
藤
道
三
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
だ
と
言
う
。
こ
れ
だ
け
で
は
こ
じ
つ
け
に
過
ぎ
る
気

も
す
る
が
、
道
三
は
誘
導
尋
問
に
ま
ん
ま
と
引
っ
掛
か
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
最
前
打
つ
た
る
鉄

砲
の
術
。
覚
え
し
者
は
汝
一
人
」（
同
頁
）
と
証
拠
を
挙
げ
る
。
こ
の
当
時
の
日
本
に
お
い
て
鉄

砲
が
使
え
る
の
は
将
軍
暗
殺
犯
た
だ
一
人
で
あ
り
、
手
弱
女
御
前
を
鉄
砲
で
撃
っ
た
お
前
こ
そ
そ

う
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

道
三
は
認
め
、「
我
が
先
祖
道
灌
は
。
謙
信
の
先
祖
上
杉
が
鎗
先
に
か
ゝ
つ
て
死
し
た
る
恨
み

の
元
は
足
利
の
武
将
。
頼
つ
て
殺
さ
ん
そ
の
た
め
に
。
北
条
氏
時
に
賄ま
ひ

賂な
ひ

し
。
心
を
合
せ
や
す
や

す
と
。
義
晴
は
打
つ
た
れ
ど
も
。
忘
形
見
の
松
壽
丸
。
今
日
こ
の
館
へ
来
る
は
幸
ひ
。
奪
ひ
取
つ

て
人
質
と
し
。
謙
信
信
玄
氏
時
を
も
皆
殺
し
。
一
天
四
海
を
掌
握
す
る
こ
の
道
三
。
汝
等
が
手
に

は
い
つ
か
な
〳
〵
。
義
晴
を
殺
し
た
鉄
砲
で
。
手
弱
女
御
前
も
ぶ
ち
殺
し
た
。
松
壽
丸
を
こ
れ
へ

出
し
。
降
参
せ
よ
」（
同
頁
）
と
真
相
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
勘
助
が
「
ホ
ヽ
ウ
根
強
く
仕
込
み
し
謀
叛
人
。
か
ゝ
る
危
き
敵
の
中
へ
。
足
利

の
公
達
が
ふ
か
〴
〵
と
来
り
給
は
ん
や
。
松
壽
丸
の
御
入
と
。
偽
り
来
た
は
こ
の
勘
助
。
最
前
鉄

砲
に
て
打
た
れ
給
ふ
。
手
弱
女
御
前
の
御
死
顔
。
と
く
と
拝
見
仕
れ
」（
同
書
、
一
八
二
～

一
八
三
頁
）
と
言
っ
て
女
の
切
首
を
投
げ
出
す
と
、
関
兵
衛
実
ハ
道
三
の
娘
濡
衣
で
あ
る
。
濡
衣

は
手
弱
女
御
前
の
身
代
わ
り
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

な
お
も
抵
抗
を
試
み
る
道
三
を
射
抜
い
た
の
は
謙
信
の
矢
で
あ
っ
た
。「
信
玄
謙
信
中
あ
し
く

見
せ
か
け
し
も
。
我
を
見
出
す
計
略
と
は
。
今
ま
で
知
ら
ざ
る
心
の
浅
は
か
」（
同
書
、
一
八
三

頁
）
と
悟
っ
た
道
三
は
「
最
後
に
魂
改
む
る
こ
の
世
の
餞
別
」（
同
頁
）
と
し
て
北
条
の
城
の
弱

点
を
伝
授
し
て
、
腹
を
引
き
回
す
。
そ
し
て
、「
心
も
清
き
武も
の
ゝ
ふ士
の
。
死
し
て
も
残
す
名
の
誉
。

家
の
誉
と
法
性
の
。
今
ぞ
兜
を
甲
州
へ
。
戻
す
両
家
の
確
執
も
。
納
る
婚
礼
三
々
九
度
。
勝
色
見

す
る
紅
梅
の
色
あ
る
勝
頼
勇
あ
る
景
勝
道
三
が
。
仇
も
恨
み
も
晴
れ
渡
る
。
諏
訪
の
湖
徒か
ち

渡
り
。

夜
も
し
の
ゝ
め
に
晴
渡
る
。
甲
斐
と
越
後
の
両
将
と
そ
の
名
を
。
今
に
残
し
け
る
」（
同
書
、

一
八
四
頁
）
で
幕
と
な
る
四
五
。

こ
れ
で
全
て
の
伏
線
が
回
収
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。
二
段
目
口
の
謎
の
老
人
こ
そ
が
将
軍
暗
殺

犯
で
あ
り
、
美
濃
を
追
わ
れ
た
斎
藤
道
三
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
道
三
は
北
条
と
も
通
じ
て
お
り
、

「道三最期の段」から振り返る『本朝廿四孝』の全体像
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四
三 
国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
（
編
）（
一
九
八
四
）
で
は
、「
関
兵
衛
は
鉄
砲
を
た
ず
さ
え
奥
に
忍
び
こ
み

手
弱
女
御
前
を
討
つ
」（
三
九
七
頁
）
と
の
梗
概
の
説
明
が
、「
道
三
最
期
の
段
」
に
相
当
す
る
「
切
の

詰
」
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
が
、
正
確
に
は
「
切
の
中
」
の
（「
奥
庭
狐
火
の
段
」
ま
で
を
一
括
し
た
）「
謙

信
館
の
段
」
の
末
尾
の
出
来
事
で
あ
る
。

四
四 

現
行
上
演
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
国
立
劇
場
事
業
部
宣
伝
課
（
編
）（
一
九
九
二
）
の
床
本
に

は
「
御
座
の
間
」（
五
七
頁
）
と
あ
る
。

四
五 

現
行
上
演
で
は
、「
夜
も
し
の
ゝ
め
に
晴
渡
る
。」
に
相
当
す
る
文
章
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。



最
終
的
に
は
裏
切
っ
て
天
下
を
独
り
占
め
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
手
弱
女
御
前
と
松
壽

君
が
謙
信
館
を
訪
れ
た
（
と
見
せ
か
け
た
）
の
も
、
景
勝
の
首
の
話
が
蒸
し
返
さ
れ
た
の
も
、
そ

も
そ
も
信
玄
と
謙
信
と
の
不
和
も
、
道
三
を
あ
ぶ
り
だ
す
た
め
の
罠
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
補
足
す
る
四
六
。
謎
の
老
人
が
道
三
で
あ
り
将
軍
暗
殺
犯
で
あ
る
こ
と
は
二

段
目
口
で
見
当
が
つ
い
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
だ
け
で
は
証
拠
不
十
分
で
あ
っ
た
。
決
定
的
な
証

拠
は
犯
人
の
残
し
た
鉄
砲
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
に
お
い
て
、
鉄
砲
を
使
え
る
唯
一
の
人
物
が
将

軍
暗
殺
犯
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
四
段
目
切
「
謙
信
館
の
段
」
の
主
題
は
、
決
定
的
な
証
拠
に
欠
け

る
関
兵
衛
容
疑
者
に
い
か
に
鉄
砲
を
使
わ
せ
る
か
、
い
か
に
罠
に
か
け
る
か
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。
罠
は
二
方
面
か
ら
張
ら
れ
る
。
第
一
に
、
関
兵
衛
が
鉄
砲
を
使
い
た
く
な
る
状
況
を
作
る

こ
と
。
第
二
に
、
不
自
然
で
な
い
形
で
関
兵
衛
に
鉄
砲
を
渡
す
こ
と
。

第
一
に
つ
い
て
。
天
下
横
領
の
妨
げ
と
な
る
手
弱
女
御
前
と
松
壽
君
を
謙
信
館
に
向
か
わ
せ
る

（
と
見
せ
か
け
る
）
の
が
罠
で
あ
る
。
な
お
、
初
段
に
お
い
て
北
条
が
賤
の
方
に
横
恋
慕
す
る
の

も
、
単
な
る
好
色
で
は
な
く
、
腹
の
中
の
男
子
こ
そ
が
目
当
て
だ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（
悪
人
と
し
て
は
格
下
の
村
上
が
八
つ
橋
に
横
恋
慕
す
る
の
は
単
な
る
好
色
と
見
な
し
て
よ
い
で

あ
ろ
う
）。
ま
た
、
景
勝
が
塩
尻
に
立
ち
退
き
、
謙
信
が
勝
頼
を
塩
尻
に
使
い
に
や
り
、
さ
ら
に

家
臣
を
討
手
に
向
か
わ
せ
た
の
も
、
謙
信
館
が
手
薄
と
見
せ
か
け
る
罠
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
つ
い
て
。
鉄
砲
の
詮
議
を
申
し
つ
け
る
に
値
す
る
手
柄
を
立
て
さ
せ
る
の
が
罠
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
手
弱
女
御
前
ら
の
入
来
の
前
日
に
勝
頼
が
謙
信
館
に
入
り
込
み
、
か
つ
、
景
勝

が
首
の
話
を
蒸
し
返
し
た
の
も
、
勝
頼
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
関
兵
衛
容
疑
者
の
口
か
ら
謙
信
に

注
進
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
道
三
最
期
の
段
」
よ
り
前
の
段
に
お
け
る
様
々
な
科

白
は
、
独
り
言
も
含
め
て
原
則
と
し
て
、
物
陰
に
い
る
場
合
も
含
む
関
兵
衛
容
疑
者
に
聞
か
せ
る

た
め
の
芝
居
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
れ
が
芝
居
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
芝
居
に
迫
真
力
を
も
た

ら
し
た
人
物
が
関
兵
衛
容
疑
者
以
外
に
二
人
い
る
。
そ
れ
が
濡
衣
と
八
重
垣
姫
で
あ
る
。

濡
衣
が
諏
訪
法
性
の
兜
を
取
り
戻
し
に
向
か
う
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
、
武
田
と
長

尾
の
八
百
長
を
知
ら
な
い
板
垣
の
発
案
で
あ
っ
た
。
大
序
で
北
条
が
疑
っ
て
い
た
と
お
り
、
諏
訪

法
性
の
兜
を
め
ぐ
る
争
い
自
体
、「
足
利
の
行
末
覚
束
な
し
」
と
北
条
の
動
向
に
不
審
を
抱
い
て

い
た
信
玄
と
謙
信
の
八
百
長
で
あ
っ
た
四
七
。
だ
が
、
こ
れ
も
何
か
の
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
と
信

玄
は
好
き
に
さ
せ
て
い
た
。
そ
し
て
実
際
、
役
に
立
っ
た
。
濡
衣
が
真
相
を
知
ら
さ
れ
た
の
は
、

「
う
ぬ
に
は
尋
ぬ
る
子
細
あ
り
。
奥
へ
う
せ
う
」（
同
書
、
一
七
八
頁
）
と
謙
信
に
奥
へ
連
れ
て
行

か
れ
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
で
手
弱
女
御
前
の
身
代
わ
り
に
な
る
こ
と
を
説
得
さ
れ
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
濡
衣
は
元
々
偽
勝
頼
の
跡
を
追
っ
て
死
の
う
と
し
て
い
た
。
濡
衣
は
喜
ん
で
身
代

わ
り
と
し
て
手
弱
女
御
前
の
衣
装
を
着
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
お
、「
十
種
香
の
段
」
で
濡
衣
が
八
重
垣
姫
の
恋
心
を
利
用
し
て
諏
訪
法
性
の
兜
を
盗
み
出

す
よ
う
そ
そ
の
か
し
、
そ
の
過
程
で
簑
作
が
確
か
に
勝
頼
で
あ
る
と
正
体
を
明
か
し
た
の
は
濡
衣

の
独
断
で
あ
り
、
簑
作
実
ハ
勝
頼
は
余
計
な
こ
と
を
と
内
心
困
惑
し
つ
つ
も
話
を
合
わ
せ
て
い
た

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
逆
に
謙
信
は
こ
れ
を
好
機
と
し
て
即
興
で
芝
居
を
変
更
し
、
勝
頼
に
討

手
を
差
し
向
け
る
こ
と
と
し
て
さ
ら
に
館
を
手
薄
と
見
せ
か
け
、
濡
衣
に
芝
居
を
持
ち
か
け
る
べ

く
奥
に
引
き
立
て
る
よ
い
口
実
と
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

八
重
垣
姫
が
真
相
を
知
ら
さ
れ
た
の
は
、
湖
を
渡
ろ
う
と
し
て
取
り
押
さ
え
ら
れ
た
直
後
で
あ

ろ
う
。
神
津
（
二
〇
〇
九
）
は
、「「
狐
火
」
の
あ
と
、
八
重
垣
姫
が
湖
水
渡
り
し
た
か
の
ご
と
く

記
す
例
も
多
い
が
、
斎
藤
道
三
を
取
り
逃
が
す
ま
い
た
め
の
軍
勢
が
犇
め
い
て
、
館
の
外
へ
出
ら

れ
な
か
っ
た
は
ず
。
た
を
や
め
御
前
の
裁
定
（
狙
撃
犯
道
三
の
逮
捕
と
、
両
家
の
婚
礼
）
を
、
諸

大
名
列
席
の
現
場
で
実
現
さ
せ
る
と
い
う
、
勘
助
の
企
図
か
ら
み
て
、
花
嫁
（
八
重
垣
姫
）
の
外

出
を
許
す
こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
得
な
い
」（
四
四
六
頁
）
と
主
張
す
る
。
狐
の
働
き
に
よ
り
軍
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四
六 

以
下
、「
読
め
ば
分
か
る
」
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
管
見
の
限
り
、
こ
こ
ま
で
詳
述
し
た
文
献
は

見
当
た
ら
な
い
。

四
七 

八
百
長
に
信
憑
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
こ
そ
謙
信
は
北
条
に
通
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て

い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
敵
を
欺
く
に
は
味
方
か
ら
と
い
う
こ
と
で
信
玄
と
謙
信
が
通

じ
て
い
る
こ
と
は
家
中
に
も
秘
密
に
さ
れ
、
三
段
目
に
お
い
て
も
武
田
方
の
横
蔵
と
長
尾
方
の
景
勝
と

の
腹
の
探
り
合
い
が
続
い
て
い
た
。
二
段
目
口
に
お
け
る
横
蔵
と
景
勝
の
や
り
取
り
も
、
景
勝
の
器
量

を
見
定
め
る
た
め
の
横
蔵
の
挑
発
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
家
中
を
挙
げ
て
の
八
百
長
が
成
立
し
た
の

は
三
段
目
と
四
段
目
の
間
と
思
わ
れ
、
四
段
目
跡
「
和
田
山
別
所
の
段
」
に
お
け
る
高
坂
・
越
名
の
く

だ
り
は
そ
れ
を
暗
示
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

 

　

な
お
、
内
山
（
二
〇
一
〇
）
は
、「
武
田
家
と
謙
信
親
子
が
協
力
一
致
し
て
、
斎
藤
道
三
を
罠
に
か

け
る
た
め
に
敵
対
を
装
う
四
ノ
切
「
謙
信
館
」、
と
筆
者
は
こ
れ
ま
で
理
解
し
て
い
た
が
、「
底
の
知
レ

ざ
る
親
人
の
所
存
」
と
い
う
景
勝
の
言
葉
は
本
心
だ
ろ
う
と
の
学
生
か
ら
の
指
摘
が
あ
っ
て
、
考
え
直

し
た
」（
四
三
〇
頁
）
と
記
す
が
、
景
勝
の
言
葉
は
や
は
り
関
兵
衛
容
疑
者
に
聞
か
せ
る
た
め
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
他
な
ら
ぬ
謙
信
館
を
舞
台
に
大
掛
か
り
な
罠
を
仕
込
め

る
は
ず
が
な
い
。



勢
を
す
り
抜
け
て
湖
を
渡
っ
て
い
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
は
塩
尻
に
誰
も
い

な
い
こ
と
に
気
付
い
て
首
を
傾
げ
な
が
ら
帰
宅
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
道
三
は
謙
信
館
に
入
り
込
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
こ
れ
を
着ち
や
くす
る
た

び
ご
と
に
。
合
戦
勝
利
を
得
ざ
る
こ
と
な
し
」（
守
随
（
校
註
）
一
九
四
九
、七
五
頁
）
と
い
う
諏

訪
法
性
の
兜
を
狙
っ
て
い
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
関
兵
衛
実
ハ
道
三
は
濡
衣
に
「
謙
信

公
の
見
出
し
に
預
か
り
お
館
に
置
か
る
ゝ
は
。
こ
の
屋
敷
に
あ
る
諏
訪
法
性
の
兜
と
や
ら
は
。
諏

訪
明
神
よ
り
賜
は
つ
て
。
す
な
は
ち
神
の
つ
か
は
し
め
。
狐
が
寄
つ
て
番
を
す
る
不
思
議
の
兜
。

そ
こ
で
ま
た
野
狐
ど
も
が
そ
の
兜
を
戴
け
ば
。
官
く
わ
ん

上あ
が

り
す
る
と
や
ら
で
を
り
〳
〵
館
を
徘
徊
す

る
。
見
つ
け
次
第
う
ち
殺
せ
と
。
ア
レ
座
敷
先
に
小
家
を
し
つ
ら
ひ
。
狐
の
番
が
役
」（
同
書
、

一
六
六
頁
）
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
関
兵
衛
容
疑
者
を
誘
い
出
す
た
め
の
罠
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、「
道
三
最
期
の
段
」
よ
り
前
の
段
（
厳
密
に
は
「
奥
庭
狐
火
の
段
」
よ

り
前
の
段
）
は
関
兵
衛
容
疑
者
が
道
三
で
あ
り
将
軍
暗
殺
犯
で
あ
る
こ
と
を
確
証
す
る
た
め
の
罠

で
あ
り
、
事
情
を
知
ら
な
い
濡
衣
や
八
重
垣
姫
の
言
動
に
翻
弄
さ
れ
つ
つ
も
、
濡
衣
の
助
力
も
得

て
見
事
将
軍
暗
殺
犯
を
成
敗
し
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
以
上
の
か
ら
く
り
が
判
明
す
る
の
が

「
道
三
最
期
の
段
」
で
あ
り
、
同
段
抜
き
で
罠
に
過
ぎ
な
い
四
段
目
を
大
真
面
目
に
解
釈
す
る
こ

と
は
お
よ
そ
的
外
れ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
四
八
。

五
、	

お
わ
り
に

以
上
よ
り
、
通
し
狂
言
『
本
朝
廿
四
孝
』
の
全
体
像
が
明
瞭
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
難

解
と
言
わ
れ
る
『
本
朝
廿
四
孝
』
で
あ
る
が
、
細
部
に
お
い
て
な
お
解
釈
に
迷
う
と
こ
ろ
が
あ
る

も
の
の
、
初
段
に
お
い
て
事
件
が
勃
発
し
、
二
段
目
に
お
い
て
勝
頼
の
対
応
が
描
か
れ
、
三
段
目

に
お
い
て
景
勝
の
対
応
が
描
か
れ
、
そ
し
て
四
段
目
に
お
い
て
ち
ゃ
ぶ
台
返
し
と
見
せ
か
け
て
全

て
は
計
略
で
あ
っ
た
と
し
て
事
件
が
基
本
的
に
解
決
す
る
と
い
う
基
本
構
造
に
疑
問
の
余
地
は
な

い
。
な
お
、
北
条
・
村
上
が
滅
ぼ
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
解
決
は
五
段
目
に
お
い
て
な
さ
れ
る

が
、
こ
れ
は
付
け
足
し
で
あ
っ
て
無
く
て
も
よ
か
ろ
う
。
だ
が
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
「
奥
庭
狐

火
の
段
」
ま
で
の
通
し
狂
言
で
は
、
ち
ゃ
ぶ
台
が
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
た
ま
ま
と
な
る
。
公
演
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
「
そ
の
後
の
あ
ら
す
じ
」
を
載
せ
て
も
、「
犯
人
は
道
三
」
程
度
で
は
消
化
不
良
の
ま

ま
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
伏
線
と
の
対
応
を
付
け
る
に
は
、「
道
三
最
期
の
段
」
の
上
演
が
不
可

欠
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
四
段
目
の
主
題
の
理
解
の
根
本
的
な
転
換
を
伴
う
。
四
段
目
は
、

そ
れ
ま
で
の
話
を
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
八
重
垣
姫
が
勝
頼
を
救
う
話
な
ど
で
は
な
く
、
関
兵
衛

実
ハ
道
三
を
罠
に
か
け
て
事
件
を
解
決
に
導
く
話
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
見
取
り
狂
言
「
十
種
香
よ
り
奥
庭
狐
火
の
段
」
は
、
通
し
狂
言
『
本
朝
廿
四
孝
』
と
は

焦
点
が
ず
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
こ
れ
で
完
結
し
た
話
で
あ
り
、
今
後
と
も
続
け
ら
れ
る
べ
き
上

演
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
傾
城
阿
波
の
鳴
門
』
に
お
け
る
「
巡
礼
歌
の
段
」
の
よ
う
な
も
の

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
通
し
狂
言
と
し
て
上
演
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
道
三

最
期
の
段
」
は
欠
か
せ
な
い
。
上
演
時
間
の
都
合
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、「
道
行
似
合
の
女
夫

丸
」
や
「
和
田
山
別
所
の
段
」
を
省
略
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
付
け
加
え
れ
ば
、「
和
田
山
別
所
の
段
」

で
高
坂
・
越
名
の
く
だ
り
を
省
略
す
る
く
ら
い
で
あ
れ
ば
、
同
段
は
丸
ご
と
省
略
す
べ
き
で
あ
る
。

思
う
に
、
通
し
狂
言
に
お
い
て
「
道
三
最
期
の
段
」
が
省
略
さ
れ
が
ち
で
あ
る
の
は
、
見
取
り

狂
言
「
十
種
香
よ
り
奥
庭
狐
火
の
段
」
が
あ
ま
り
に
人
気
曲
で
印
象
が
強
す
ぎ
、
そ
れ
を
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
に
持
っ
て
来
て
こ
そ
『
本
朝
廿
四
孝
』
で
あ
る
、「
道
三
最
期
の
段
」
は
五
段
目
と
同

じ
く
蛇
足
だ
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、「
道
三
最
期
の
段
」
は
蛇

足
で
は
な
く
ま
さ
に
『
本
朝
廿
四
孝
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
な
の
で
あ
る
。

制
作
側
に
は
、
例
え
ば
同
じ
お
染
久
松
物
で
も
『
お
染
久
松
染
模
様
妹
背
門
松
』
と
『
新
版
歌
祭
文
』

と
は
別
個
の
作
品
で
あ
る
よ
う
に
、
同
じ
本
朝
廿
四
孝
で
も
通
し
狂
言
『
本
朝
廿
四
孝
』
と
見
取

り
狂
言
「
十
種
香
よ
り
奥
庭
狐
火
の
段
」
と
は
別
個
の
作
品
で
あ
る
く
ら
い
の
認
識
に
立
っ
た
上

で
、
今
後
い
や
し
く
も
通
し
狂
言
を
名
乗
る
上
演
を
行
う
際
に
は
必
ず
「
道
三
最
期
の
段
」
を
付

け
て
い
た
だ
き
た
い
、
も
ち
ろ
ん
い
わ
ゆ
る
「
一
・
三
、二
・
四
方
式
」
で
は
な
く
原
作
通
り
の
順

番
で
、
と
の
要
望
を
も
っ
て
本
稿
を
終
え
る
。

「道三最期の段」から振り返る『本朝廿四孝』の全体像

一
八
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四
八 
後
の
ど
ん
で
ん
返
し
を
前
提
に
「
こ
の
時
点
で
は
そ
う
観
客
に
誤
解
さ
せ
て
お
く
」
と
い
う
こ
と
で

あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
的
を
射
て
い
る
。
前
節
に
お
け
る
四
段
目
の
解
釈
は
そ
の
意
味
で
受
け
取
ら
れ

た
い
。
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