
凡
例

ま
す
。

『
八
重
葎
』

今
回
掲
載
す
る
の
は
、
全
体
を
お
よ
そ
二
十
八
の
段
落
に
分
け
た
、
そ
の
終
盤
の
七
段
落
、
今
井
源
衛
氏
『
や
へ
む
ぐ
ら
』
（
古
典
文
庫
‘
一
九
六
一
年
）

5
5
頁
か
ら
1
6
5
頁
に
亙
っ
て
本
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
、

頁
の
五
行
目
か
ら
八
行
目
ま
で
、

『
八
重
葎
』
注
釈
（
下
）

そ
の

1
3
2
頁
三
行
目
か
ら
1
6
5
頁
最
終
行
ま
で
で
あ
る
。
今
井
氏
の
古
典
文
庫
本
に
は
、
注
や

引
き
歌
‘
部
分
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
範
囲
で
言
え
ば
特
に
、
注
三
三
一
、
注
三
五
五
、
注
三
五
九
、
注
三
八
一
一
を
訂
正
す
る
。
底
本
の
複
製
に
基
づ
き
、

或
い
は
、
別
の
観
点
か
ら
、
今
井
氏
の
釈
文
で
訂
正
し
た
箇
所
は
、
今
回
の
範
囲
で
は
、

で
あ
る
。
底
本
の
複
製
一
部
の
購
入
、

◎
本
稿
は
、
静
嘉
堂
文
庫
本
『
八
重
葎
』
（
『
や
へ
む
ぐ
ら
』
）

ア
．
底
本
に
誤
写
が
あ
る
と
思
し
き
箇
所
は
、
語
釈
に
記
し
た
。

注
釈

（下）

1
3
4
頁
―
―
行
目
、

1
3
6
頁
六
行
目
‘

で
言
え
ば
‘

1
5
2
頁
四
行
目
、

1
5
5
 

又
‘
掲
載
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
、
静
嘉
堂
文
庫
御
当
局
に
は
‘
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ

の
釈
文
を
掲
載
し
、
こ
れ
に
必
要
な
注
釈
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

◎
底
本
の
様
態
、
『
八
重
葎
』
の
他
の
写
本
と
の
本
文
比
較
は
、
他
書
に
譲
る
。
既
に
出
版
さ
れ
た
学
術
書
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

出
版
さ
れ
る
学
術
書
に
も
詳
述
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
次
の
よ
う
な
処
置
を
取
っ
た
。

イ
．
底
本
に
は
、
引
歌
引
詩
を
あ
ら
わ
す
山
型
の
印
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
本
拙
稿
で
は
、
省
略
に
従
う
。

又
、
今
後

田

村

俊

介
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「
御
有
様
か
は
」

と
釈
文
を
作
り
、
消
さ
れ
た
「
な
」

ウ
．
底
本
に
見
セ
消
チ
・
補
入
が
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
‘
見
セ
消
チ
後
、
補
入
後
の
本
文
に
基
づ
き
釈
文
を
作
っ
た
。
例
え
ば
‘

有
さ
ま
か
な
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

再
現
は
、
古
典
文
庫
本
を
含
む
他
書
に
譲
る
つ
も
り
だ
か
ら
で
あ
る
。

工
．
底
本
の
仮
名
遣
い
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
直
し
、
適
宜
‘
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
、
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
直
し
た
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
処
置
に
準
じ
て
、
例
え
ば
‘

う

ち

こ

う

き

で

ん

「
内
裏
に
は
弘
徽
殿
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
に
」
と
記
し
た
箇
所
は
、
底
本
で
は

「
か
う
」
を
「
こ
う
」
に
直
し
た
箇
所
も
あ
る
‘
具
体
的
に
は

に
ハ
か
う
き
て
ん
…
…
」
（
一
七
丁
裏
8
行
目
）

で
あ
る
。

＞
を
付
け
る
予
定
で
あ
る
。

力
．
心
内
文
に
就
い
て
も
、
前
項
に
準
ず
る
処
謹
を
施
す
こ
と
が
あ
る
。

イ
．
八
代
集
の
う
ち
、
新
全
集
が
収
録
し
て
い
る
作
品
（
『
古
今
和
歌
集
』
、

の
字
は
記
さ
な
か
っ
た
。
静
嘉
堂
文
庫
本
の
様
態
の
厳
密
な

そ
し
て
、
話
者
を

『
新
古
今
和
歌
集
』
）
に
つ
い
て
は
、
新
全
集
を
用
い
た
。

ロ
．
八
代
集
の
う
ち
‘
イ
で
記
し
た
二
つ
の
歌
集
を
除
く
六
つ
の
歌
集
（
『
後
撰
和
歌
集
』
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
、
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
、
『
金
葉
和
歌
集
』
、
『
詞
花
和
歌
集
』
、

ハ
．
そ
れ
以
外
の
歌
集
に
つ
い
て
は
、
角
川
書
店
発
行
『
新
編
国
歌
大
観
』
(
-
九
八
三
年
S
)
を
用
い
、

『
徒
然
草
』
の
引
用
は
③
の
新
大
系
に
拠
っ
た
。

正
徹
本
を
底
本
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
叢
書
名
も
書
き
添
え
た
。

『
徒
然
草
』
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
作
品
に
つ
い
て
は
‘
②
の
新
全
集
を
用
い
た
。
同
叢
書
は
、
キ
ッ
コ
ー
カ
ッ
コ
（
〔

そ
れ
に
よ
っ
て
、
引
用
箇
所
に
直
接
当
た
る
便
を
図
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
引
用
の
場
合
‘
巻
名
と
そ
の
キ
ッ
コ
ー
カ
ッ
コ
内
の
段
落
番
号
の
み
を
示
し
、

◎
散
文
作
品
の
引
用
に
は
、
次
の
よ
う
な
基
本
方
針
を
採
る
。

〕
）
で
段
落
番
号
を
示
し
て
い
る
の
で
、

『
千
載
和
歌
集
』
）
に
つ
い
て
は
、
新
大
系
を
用
い
た
。

◎
和
歌
集
の
引
用
に
は
、
次
の
よ
う
な
基
本
方
針
を
採
る
。

者
（
編
者
）
、
出
版
社
、
出
版
年
等
も
書
き
添
え
る
こ
と
に
す
る
。

◎
諸
作
品
の
引
用
に
は
、
主
と
し
て
、
次
の
叢
書
を
用
い
た
。

会
話
文
（
今
回
の
範
囲
で
は
無
し
）
に
は
＾

）
で
括
っ
て
示
す
こ
と
が
あ
る
。

オ
．
会
話
文
に
は

」
を
付
け
た
。
そ
の
会
話
文
の
中
の
会
話
文
に
は

'71 

』
を
付
け
る
こ
と
が
あ
る
。
更
に
そ
の
『

』
で
包
ま
れ
た
会
話
文
の
中
の

〔九〕

に

「
う
ち

1
0
丁
表
5
行
目
に
「
御
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し
。
さ
る
に
て
も

〔ニニ

中
納
言
の
使
い
、

八
重
葎
の
宿
へ
〕

号
掲
載
の
範
囲
で
も
童
謡
で
あ
る
。

本
拙
稿
で
引
用
す
る
際
に
は
、
再
録
に
拠
る
↓

（

〔

↓
 

（
人
々
）
『
あ
ま
り
い
み
じ
と
も
の
を

《
久
保
田
氏
・
馬
場
氏
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
》

ハ
．
新
全
集
以
外
の
叢
書
（
研
究
書
）
か
ら
引
用
す
る
場
合
、

そ
の
叢
書
名
（
研
究
書
名
）
を
正
式
名
称
、
若
し
く
は
、
略
称
で
示
し
た
。

研
究
書
を
引
用
す
る
際
に
は
、
著
者
（
編
者
）
、
出
版
社
、
出
版
年
等
を
書
き
添
え
る
こ
と
に
し
た
。
但
し
、
次
の
三
著
に
つ
い
て
は
、

コ
で
包
ん
で
、
著
者
の
苗
字
の
み
、
若
し
く
は
、
著
者
の
苗
字
と
論
文
名
や
書
名
の
み
記
さ
せ
て
い
た
だ
＜
予
定
で
あ
る
。

0
今
井
源
衛
氏
『
や
へ
む
ぐ
ら
』
（
古
典
文
庫
‘

《
今
井
氏
》

二
重
三
角
カ
ッ

〇
辛
島
正
雄
氏
「
「
八
重
葎
」
物
語
覚
書
中
世
物
語
に
お
け
る
『
狭
衣
物
語
』
受
容
の
問
題
と
『
八
重
葎
』
の
位
置
ー
↑
_
」
(
『
文
学
研
究
』
第
八
二
号
、

一
九
八
五
年
）
。
二

0
0
一
年
に
、
「
『
八
重
葎
』
覚
書
ー
『
狭
衣
物
語
』
顕
彰
の
物
語
と
し
て
i

」
と
い
う
題
で
、
『
中
世
王
朝
物
語
史
論
（
下
）
』
に
採
録
。

0
久
保
田
淳
氏
・
馬
場
あ
き
子
氏
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
（
角
川
書
店
、

◎
和
歌
集
や
散
文
作
品
を
引
用
す
る
場
合
、
右
の
引
用
テ
キ
ス
ト
に
直
接
当
た
っ
て
引
用
し
た
。
従
っ
て
、
文
章
の
表
記
や
歌
番
号
等
に
就
い
て
今
井
氏
の
引
用

の
仕
方
と
違
う
こ
と
も
あ
る
。

◎
本
作
品
自
身
の
他
の
段
落
に
参
考
と
な
る
一
節
が
あ
る
場
合
、
キ
ッ
コ
ー
カ
ッ
コ

ま
こ
と
や
‘

に
寄
り
来
て
、
し
か
じ
か
と
尋
ね
け
れ
ば
‘
あ
る
じ
の
女
、
出
で
来
て
、
ま
づ
う
ち
泣
き
て
、
言
ひ
や
る
方
な
し
。

い
と
ど
心
得
ず
思
ふ
に
、
聞
こ
ゆ
る
や
う
、
（
隣

の
あ
る
じ
の
女
）
「
こ
の
あ
な
た
に
も
の
し
給
ふ
姫
君
の
御
後
見
は
、
如
月
の
頃
ほ
ひ
よ
り
、
大
弐
の
北
の
方
に
成
り
て
、
近
き
程
に
筑
紫
へ
も
の
せ
む
と
出
で
発

ち
給
ふ
を
、

《
辛
島
氏
「
『
「
八
里
葎
』
覚
書
」
》

一
九
九
九
年
）

し
か
し
、
古
典
文
庫
本
に
同
じ
作
品
の
同
じ
箇
所
か
ら
の
引
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
《
今
井
氏
》
な
ど
と
記
す
こ
と
に
し
た
。

〕
）
内
の
段
落
番
号
と
共
に
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
本
誌
前
号
、
前
々

か
の
あ
り
し
葎
の
宿
り
へ
は
、
発
ち
給
へ
り
し
又
の
日
、
御
文
あ
り
け
り
。
門
鎖
し
て
人
気
も
見
え
ね
ば
‘

一
人
二
人
は
止
め
給
は
ぬ
や
う
は
あ
ら
じ
を
。
あ
や
し
く
も
あ
り
け
る
か
な
」

い
と
悲
し
う
し
給
ひ
て
、
泣
き
沈
み
て
も
の
し
給
ふ
と
聞
き
給
へ
し
が
、

『
八
重
葎
』
注
釈
（
下
）

（
中
納
言
の
使
者
）
「
物
詣
で
や
し
給
ひ

と
こ
な
た
か
な
た
見
巡
ら
せ
ど
、
影
だ
に
見
え
ね
ば
‘
こ
の
隣

に
は
か
に
絶
え
入
ら
せ
給
ひ
し
か
ば
‘

一
九
六
一
年
）
の
解
題
や
注
及
び
本
文
表
記
に
添
え
ら
れ
た
注
記
↓

（
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
）
作
品
名
は
省
略
し
た
。
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思
し
た
る
に
こ
そ
。
さ
り
と
も
、
い
た
づ
ら
に
は
成
ら
せ
給
は
じ
』
と
思
ひ
扱
ひ
給
ひ
け
る
に
、
か
ば
か
り
に
限
り
け
る
御
命
に
や
、
げ
に
そ
の
ま
ま
に
て
絶
え
果

た

れ

た

れ

て
給
ひ
ぬ
れ
ば
‘
誰
も
誰
も
言
は
む
方
な
く
思
ひ
嘆
き
給
へ
し
。
昔
物
語
に
こ
そ
か
か
る
事
は
聞
き
伝
ふ
る
こ
と
に
侍
る
を
、
目
に
近
く
も
見
給
へ
し
か
な
」
と
て
、

ま
が
ま
が
し
う
う
ち
泣
き
ぬ
。
あ
る
べ
き
事
と
も
思
ひ
か
け
ね
ど
、

う
ま
で
涙
の
落
ち
ぬ
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
を
、

納
言
の
使
者
）
「
い
と
こ
そ
あ
や
し
き
わ
ざ
に
は
侍
れ
。
い
か
で
か
く
な
ん
と
は
告
げ
給
は
ざ
り
し
。
御
殻
は
い
か
が
し
給
ひ
て
し
」
と
、
問
ふ
。

女
）
「
御
悩
み
の
辺
り
へ
聞
こ
え
さ
せ
て
も
、
今
は
甲
斐
無
き
も
の
か
ら
、
か
つ
は
ま
こ
と
し
う
思
す
べ
き
御
仲
に
も
あ
ら
ず
、
数
な
ら
ざ
ら
む
身
の
何
か
は
と
て
、

け

ぷ

り

あ

す

あ

さ

て

や
が
て
そ
の
日
忍
び
て
、
煙
に
な
し
奉
り
給
ふ
。
御
し
る
し
さ
へ
こ
こ
に
残
し
給
は
ぬ
は
、
筑
紫
に
と
思
ひ
給
へ
る
な
る
べ
し
。
か
の
今
の
殿
に
は
、
明
日
明
後
日

の
程
に
門
出
し
給
ふ
べ
き
と
聞
こ
え
給
へ
ば
‘

聞
こ
え
な
す
。
（
中
納
言
の
使
者
）
「
さ
ら
ば
‘

0
ま
こ
と
や

菜
下
」

で
は
、

十
二
月
号
）
、

（
中
納
言
の
使
者
）
「
な
げ
の
あ
は
れ
を
作
り
出
で
む
に
、
そ
の
人
に
近
き
ゆ
か
り
に
て
だ
に
か

あ
た

ま
し
て
よ
そ
に
聞
く
ら
む
辺
り
を
、
か
ば
か
り
見
ゆ
る
は
、
浮
き
た
る
事
に
は
あ
ら
じ
」
と
思
ひ
た
ど
ら
れ
て
、

か
か
る
械
ら
ひ
忌
み
給
ひ
ぬ
べ
き
折
な
れ
ば
‘
あ
な
た
ざ
ま
に
も
深
う
隠
し
聞
こ
え
給
ひ
し
」
な
ど
つ
き
づ
き
し
く

か
く
こ
そ
申
さ
め
」
と
て
帰
り
ぬ
。

「
追
伸
」
な
ど
に
当
た
り
、
書
簡
等
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
書
簡
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
地
の
文
で
も
用
い

「
ま
こ
と
や
」

は
話
題
を
転
換
す
る
際
に
使
わ
れ
る
発
語
で
、
時
間
を
遡
っ
て
語
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
‘

そ
れ
以
前
で
は
、
光
源
氏
が
紫
上
の
看
病
で
手
一
杯
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
た
が
、

柏
木
が
女
三
宮
に
恋
着
す
る
様
子
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

田
中
仁
氏
「
「
ま
こ
と
や
」

I

光
源
氏
と
語
り
手
と
ー
|
!
」
（
『
国
語
国
文
』
昭
和
五
十
六
年
三
月
号
）
な
ど
。

〇
い
と
悲
し
う
し
給
ひ
て
、
泣
き
沈
み
て
も
の
し
給
ふ
と
聞
き
給
へ
し
が
、

く
て
、
心
痛
の
あ
ま
り
危
篤
状
態
（
に
陥
り
、

0
「
…
…
げ
に
そ
の
ま
ま
に
て
絶
え
果
て
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
…
…
。
昔
物
語
に
こ
そ
か
か
る
事
は
聞
き
伝
ふ
る
こ
と
に
侍
る
を
、

H
に
近
く
も
見
給
へ
し
か
な

ま

く

ら

が

み

か

た

ち

「
こ
の
枕
上
に
夢
に
見
え
つ
る
容
貌
し
た
る
女
、
面
影
に
見
え
て
ふ
と
消
え
失
せ
ぬ
。
昔
物
語
に
こ

井
氏
は
、
夕
顔
頓
死
の
場
面
を
模
倣
し
た
、

そ
か
か
る
こ
と
は
聞
け
、

と
い
と
め
づ
ら
か
に
む
く
つ
け
け
れ
ど
、
…
…
」
（
「
夕
顔
」

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
、
地
の
文
の

小
林
美
和
子
氏
「
複
線
型
叙
述
の
物
語
構
造
に
於
る
効
果
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
五
十
年

そ
の
後
、
死
ん
だ
）

と
指
摘
す
る
。

に
は
か
に
絶
え
入
ら
せ
給
ひ
し
か
ば
、

と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
隣
の
あ
る
じ
の
女
の
う
そ
で
あ
る
。

〔

―

-

―

〕

)

。

今

八
重
葎
の
姫
君
が
叔
母
と
の
別
れ
が
つ
ら

「
ま
こ
と
や
」
で
始
ま
る
段
落
か
ら
は
、
時
間
を
遡
っ
て
、 「若

語
釈

現
代
語
の

（
隣
の
あ
る
じ
の （中

四
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「
か
か
る
事
」

〔―――――

給
ひ
ぬ
る
を
、

は
必
ず
し
も
そ
れ
と
似
た
内
容
で
は
な
く
、

0
「
御
悩
み
の
辺
り
へ
聞
こ
え
さ
せ
て
も
、
…
…

中
納
言
の
追
悼
と
後
悔
〕

な
ど
は
残
す
べ
き
を
」
と
宣
ふ
。

に
か
く
て
あ
ら
む
程
の
慰
め
に
は
、

集
め
思
し
続
く
る
に
、

『
八
重
葎
』
注
釈
（
下
）

「
い
づ
れ
か
先
に
」
と
ま
づ
思
さ
る
る
に
、
（
中
納
言
）

又
‘
う
ち
か
へ
し
亡
き
道
に
思
し
弱
る
に

い
み
じ
う
悲
し
。

参
り
て
、
有
様
詳
し
く
聞
こ
え
さ
す
れ
ば
‘

「
か
か
る
こ
と
」

五

は
、
夢
に
見
え
た
女
が
夕
顔
の
近
く
に
居
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
作
品
の

八
重
葎
の
姫
君
の

中
納
言
の
使
者
の
詞
の
う
ち
「
い
か
で
か
く
な
ん
と
は
告
げ
給
は
ざ
り
し
」
と
い
う
質
問
へ
の
答
え
。

「
御
悩
み
」

（
中
納
言
）
「
た
と
へ
さ
る
事
あ
ら
む
に
つ
け
て
も
、
使
ひ
の
来
た
ら
む
に
、
『
か
く
聞
こ
え
よ
』
と
聞
こ
え
慨
く
文

思
ひ
寄
り
給
は
じ
』
と
こ
そ
聞
こ
え
侍
り
つ
れ
」

と
申
す
に
、

ら
う
た
か
り
し
つ
ら
つ
き
、

は
中
納
百
の
母
の
病
気
を
指
す
。

し
か
し
、
確
か
に
、
参
考
に
な
る
先
行
記
事
で
は
あ
る
。

約
二

0
音
節
の
語
句
の
一
致
が
あ
る
が
、
夕
顔
巻
の

（
隣
の
主
）
『
か
の
御
後
見
は
少
し
な
ほ
な
ほ
し
き
人
に
て
、

（
使
者
）
「
そ
れ
な
ん
尋
ね
侍
り
し
に
、

〈
い
と
ほ
し
、
悲
し
〉
と
も
深
く
思
ひ
た
ら
で
、
行
く
道
に
の
み
心
を
や
り
て
、
あ
は
た
だ
し
く
急
ぎ
立
ち
給
ひ
し
か
ば
‘ お

の
れ
を
慕
ひ
て
か
く
成
り

さ
や
う
の
方
は
‘

ま
こ
と
に
や
と
思
し
寄
る
も
、
夢
の
心
地
ぞ
す
る
。
（
中
納
言
）
「
大
弐
と
聞
け
ば
‘

よ
も

だ
ゆ
う

そ
の
子
の
大
輔

な
ど
や
率
て
隠
し
つ
ら
む
。
懸
想
し
寄
ら
む
に
、
難
か
る
べ
き
住
居
か
は
。
身
づ
か
ら
の
本
性
、
は
た
、
や
は
ら
か
に
な
つ
か
し
う
て
、
強
き
所
は
な
か
り
き
か
し
。

（
八
重
葎
の
姫
君
）
『
あ
は
れ
』
と
思
ひ
し
か
ば
‘

い
か
に
思
ひ
懸
け
ら
れ
て
、
は
ふ
れ
行
き
け
む
。

に
こ
そ
率
て
行
か
れ
つ
ら
め
」
と
、
ま
だ
疑
は
し
き
方
は
添
ひ
ぬ
れ
ど
、
か
う
さ
だ
さ
だ
と
聞
き
給
ふ
に
は
、
あ
だ
な
る
命
を
頼
み
、
疑
ひ
給
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ば
‘

（
中
納
百
）
「
も
と
よ
り
、

な
つ
か
し
か
り
し
け
は
ひ
は
、

さ
り
と
も
、
我
を
忘
る
る
に
は
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら
、
心
の
ほ
か

ま
こ
と
し
う
思
ふ
べ
き
人
に
は
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら
、
な
ほ
、
心
よ
り
ほ
か

ま
す
こ
と
な
く
こ
そ
あ
は
れ
な
り
し
か
。
こ
こ
に
忍
び
て
渡
し
て
ま
し
を
。
さ
り
と
て
、

さ
は
、
必
ず
そ
れ
に
拠
る
べ
き
な
ら
ね
ど
、
目
の
前
の
別
れ
は
‘
悲
し
さ
の
一
筋
こ
そ
あ
ら
め
‘

た
だ
う
ち
向
か
ひ
た
る
心
地
し
給
ふ
に
、

り
け
る
。
御
心
地
の
少
し
よ
ろ
し
く
思
さ
る
る
頃
な
れ
ば
‘
例
の
我
が
御
方
に
て
な
が
め
給
ふ
に
、
空
に
知
ら
れ
ぬ
雪
と
降
り
行
く
庭
の
け
し
き
に
も
、

「
（
八
重
葎
の
姫
君
）
『
な
ほ
う
つ
ろ
は
む
』
と
言
ひ
来
し
日
の
、
見
し
先
々
よ
り
も
あ
は
れ
に
心
と
ど
め
し
は
‘

さ
は
そ
れ
が
限
り
な
り
け
り
。
な
ほ
た
ち
返
り
聞
こ
え
て
だ
に
、
け
し
き
も
見
る
べ
か
り
き
を
」

そ
の
程
に
限
り
た
ら
む
命
の
は
か
な

か
く
お
ぼ
つ
か
な
き
嘆
き
ま
で
は
添
へ
ざ
ら
ま
し
を
」
と
、
取
り

や
が
て
御
涙
の
み
催
す
つ
ま
に
て
あ

と
そ
れ
さ
へ
返
す
返
す
く
や
し
。

（
叔
母
と
の
別
れ
の
悲
し
み
の
た
め
の
）
死
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

（中納――
m)

-178-



り
し
に
」
（
四
九
丁
裏
5
行
目
）
で
あ
り
、

「ぬ」

の
字
は
今
井
氏
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。

0
そ
れ
な
ん
尋
ね
侍
り
し
に

今
井
氏
の
翻
字
で
は

「
そ
れ
な
ん
た
づ
ぬ
侍
り
し
に
」

で
あ
る
が

0
た
と
へ
さ
る
事
あ
ら
む
に
つ
け
て
も
、

語
釈

思
へ
ば
‘

い
と
よ
し
か
し
。

る
る
に
は
、

な
か
な
か
嬉
し
き
契
り
な
り
し
を
、
あ
ひ
見
し
初
め
つ
方
、

入
り
難
き
道
の
し
る
べ
に
は
、
な
ほ
こ
の
嘆
き
の
繁
き
こ
そ
、
た
づ
き
に
は
な
ら
め
」
と
、
い
と
ど
こ
の
世
を
か
り
そ
め
に
思
し
成
ら

ほ
だ
し
に
や
な
ど
お
ぼ
え
て
、
馴
れ
行
く
さ
へ
い
と
ひ
て
途
絶
え
が
ち
な
り
け
む
よ
と
、

又
、
打
ち
返
し
く
や
し
き
は
、
な
ほ
口
惜
し
き
心
の
程
と
身
づ
か
ら
思
ひ
知
ら
れ
給
ひ
て
、
御
行
ひ
を
い
と
ま
め
や
か
に
し
給
ふ
。

も
、
横
川
の
な
に
が
し
の
僧
都
は
、

に
思
っ
て
い
る
。

日
頃
の
御
得
意
な
り
け
れ
ば
‘
宣
は
せ
つ
け
て
た
ふ
と
く
せ
さ
せ
給
ふ
。

.... 
『
か
く
聞
こ
え
よ
』
と
聞
こ
え
置
く
文
な
ど
は
残
す
べ
き
を

そ
の
た
め
、
こ
の
時
点
で
は
、
姫
君
の
死
去
も
す
べ
て
う
そ
だ
と
心
の
ど
こ
か
で
思
っ
て
い
る
。

を
ば
す
て
山
の
月
に
は
あ
り
と
も

か
ば
か
り
は
慰
め
か
ね
じ
更
級
や

棚
引
く
雲
を
か
た
み
と
や
見
む

日
は
入
り
果
て
ぬ
れ
ど
、
光
は
な
ほ
残
れ
る
に
、
薄
黄
ば
み
た
る
雲
の
棚
引
き
た
る
空
は
、

（
中
納
言
）

今
は
た
だ
む
な
し
き
空
を
仰
ぎ
つ
つ

何
に
つ
け
て
も
、
紛
ら
は
し
難
き
に
、
有
明
の
月
も
や
う
や
う
高
く
さ
し
出
で
た
り
。

給
ふ
御
心
に
は
、
ま
し
て
お
ほ
か
た
な
ら
ざ
ら
む
や
。

な
ど
も
ろ
と
も
に
散
ら
ず
成
り
け
む

我
も
さ
こ
そ
惜
し
み
し
も
の
を
桜
花

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

（
中
納
言
）

（
―
-
―
-
四
頁
1
1
行
目
）
、
原
本
で
は

「
そ
れ
な
ん
た
つ
ね
侍

中
納
言
は
、
叔
母
の
置
手
紙
が
な
い
こ
と
を
不
審

あ
は
れ
な
る
こ
と
に
言
ひ
置
き
し
を
、

も
の
思
ふ
ご
と
に
な
が
め
ら
れ

か
の
人
の
七
日
七
日
の
法
事
ど

六
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『
八
重
葎
』
注
釈
（
下
）

れ
ば
‘
そ
の
花
を
見
て
よ
め
る

知
ら
れ
ぬ
雪
」
は
こ
の
本
歌
の
第
四
句

S
第
五
句
。

「と」

は

「
の
よ
う
に
」

『
枕
草
子
』
「
日
は
」
の
段
に
「
日
は

七

の
意
の
助
詞
で
、
和
歌
で
使
わ
れ
る
。

0
空
に
知
ら
れ
ぬ
雪
と
降
り
行
く

〇
御
心
地
の
少
し
よ
ろ
し
く
思
さ
る
る
頃
な
れ
ば
、
例
の
我
が
御
方
に
て
な
が
め
給
ふ
に
、

母
の
体
調
が
良
い
と
き
に
は
、
中
納
言
は
、
看
病
を
や
め
て
、
自
分

「
さ
く
ら
ち
る
木
の
下
風
は
寒
か
ら
で
空
の
し
ら
れ
ぬ
雪
ぞ
降
り
ぬ
る
」
（
『
拾
遣
和
歌
集
』
・
一
•
春
）
《
今
井
氏
》
゜

O
（
中
納
言
）
「
い
づ
れ
か
先
に
」
と
ま
づ
思
さ
る
る
に
、

き
の
も
ち
ゆ
き

紀
茂
行

「
桜
を
植
ゑ
て
あ
り
け
る
に
、

や
う
や
く
花
咲
き
ぬ
べ
き
時
に
、
か
の
植
ゑ
け
る
人
身
ま
か
り
に
け

花
よ
り
も
人
こ
そ
あ
だ
に
な
り
に
け
れ
い
づ
れ
を
さ
き
に
恋
ひ
む
と
か
見
し
」
（
『
古
今
和
歌
集
』
・
巻
一
六
（
哀
傷
）
．

0
…
…
薄
黄
ば
み
た
る
雲
の
棚
引
き
た
る
空
は
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
に
言
ひ
置
き
し
を
、

う

す

き

光
な
ほ
と
ま
り
て
、
あ
か
う
見
ゆ
る
に
、
薄
黄
ば
み
た
る
雲
の
た
な
び
き
わ
た
り
た
る
‘

八
五
一
）
。
本
歌
の
第
四
句
は
「
い
づ
れ
を
先
に
」
、
本
作
品
で
は
「
い
づ
れ
か
先
に
」
で
あ
る
が
、
こ
の
違
い
は
内
容
の
理
解
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

い

り

ひ

入
日
。
入
り
果
て
ぬ
る
山
の
端
に
、

い
と
あ
は
れ
な
り
。
」
（
新
全
集
『
枕
草
子
』
（
底
本
は
三
巻
本
系
）
第

「
空
に

の
部
屋
に
戻
る
。

と
読
む
理
由
に
つ
い
て
は

〔
一
八
〕
語
釈
の

「
か
く
憂
き
身
な
が
ら
も
、
」

の
項
参
照
。

0
か
く
お
ぼ
つ
か
な
き
嘆
き

反
実
仮
想
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

お
ぼ
つ
か
な
き
嘆
き
ま
で
は
添
へ
ざ
ら
ま
し
を
現
実
を
受
け
入
れ
た
く
な
い
中
納
言
が
、

〇
あ
だ
な
る
命
を
頼
み
、
疑
ひ
給
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ば

い
で
出
発
し
た
た
め
‘

こ
の
話
者

(II
八
重
葎
の
宿
の
下
人
）

と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
本
当
は
、
あ
く
ま
で
、
叔
母
を
難
波
ま
で
見
送
っ
て
、
す
ぐ
帰
っ
て
く
る
予
定
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

0
こ
こ
に
忍
び
て
渡
し
て
ま
し
を
。
・
・
・
・
目
の
前
の
別
れ
は
、

こ
の
時
点
で
は
、

今
井
氏
の
翻
字
で
は
、
「
か
つ
お
ぼ
つ
か
な
き
嘆
き
」
で
あ
る

(
1
3
6
頁
六
行
目
）
が
、
今
井
氏
が
「
つ
」
と
読
ん
だ
字
を
私
が
「
＜
」

O
さ
や
う
の
方
は
、
よ
も
思
ひ
寄
り
給
は
じ

道
に
心
を
や
り
て
い
と
心
地
よ
げ
な
り
」

（
三
一
二
九
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
、
作
者
や
話
者
が
皮
肉
な
視
線
を
浴
び
せ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。

尚
、
本
作
品
全
体
に
関
わ
る
典
拠
の
一
っ
と
し
て
、

『
源
氏
物
語
』

の
末
摘
花
物
語
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
末
摘
花
の
叔
母
に
就
い
て
も

さ
す
が
に
死
亡
を
む
げ
に
否
定
で
き
な
く
な
っ
た
。

0
行
く
道
に
の
み
心
を
や
り
て
上
機
嫌
で
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
「
心
を
や
り
て
」

「
さ
れ
ど
、
行
く

は
、
置
手
紙
が
書
か
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
‘
叔
母
が
あ
ま
り
に
も
急

い
る
人
に
対
し
て
、
「
自
分
（
た
ち
）
だ
け
い
い
気
に
な
っ
て
」
と
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御
心
に
も
、

は
ね
ど
、

〔―-四
J

の
章
段
を
踏
ま
え
、

若
く
よ
り
そ
ひ
て
」

0
か
ば
か
り
は
慰
め
か
ね
じ

ヽ

し
か
し

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

0
有
明
の
月
も
や
う
や
う
高
く
さ
し
出
で
た
り

お
ぼ
え
け
れ
ば
‘
」
次
の
よ
う
な
和
歌
を
詠
ん
だ
、

う

す

き

入
り
果
て
ぬ
る
山
ぎ
は
に
、
光
の
な
ほ
と
ま
り
て
、
あ
か
う
見
ゆ
る
に
‘
簿
黄
ば
み
た
る
雲
の
た
な
び
き
た
る
、

い
と
あ
は
れ
な
り
」
（
引
用
は
、
全
集
に
拠
っ
た
。
第
二
二
七
段
）
。

か
た
み

「
大
空
は
恋
し
き
人
の
形
見
か
は
物
思
ふ
ご
と
に
な
が
め
ら
れ
し
」
（
『
古
今
和
歌
集
』
・
巻
十
四

七
四
三
）
《
妹
尾
氏
「
『
八
重
葎
』
引
歌
表
現
覚
書
」
（
掲
出
誌
等
は
凡
例
参
照
）
》
゜

雲
が
故
人
を
偲
ば
せ
る
、

0
今
は
た
だ
む
な
し
き
空
を
…
…

ゆ
ふ
べ

雲
と
な
が
む
れ
ば
夕
の
空
も
む
つ
ま
し
き
か
な
」
（
「
夕
顔
」
〔
一
七
〕
）

と
い
う
発
想
は
、
夕
顔
巻
で
光
源
氏
が
詠
ん
だ
夕
顔
追
悼
歌
に
も
見
ら
れ
る
。

「
有
明
の
月
」
が
出
る
ま
で
、

（
恋
歌
四
）
．

「
見
し
人
の
煙
を

か
な
り
の
長
時
間
、
中
納
言
は
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
た
こ
と

今
井
氏
は
、
『
大
和
物
語
』
第
百
五
十
六
段
の
詠
歌
を
出
典
と
し
て
指
摘
す
る
。
信
濃
国
、
更
級
の
男
が
「
親
の
ご
と
く
に
、

い
た
伯
母
を
山
に
捨
て
て
家
に
帰
り
、
「
月
も
い
と
か
ぎ
り
な
く
あ
か
く
い
で
た
る
を
な
が
め
て
、
夜
ひ
と
夜
、
い
も
寝
ら
れ
ず
‘
悲
し
う

「
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
を
ば
す
て
山
に
照
る
月
を
見
て
」
。

て
山
と
い
ひ
け
る
。
な
ぐ
さ
め
が
た
し
と
は
、
こ
れ
が
よ
し
に
な
む
あ
り
け
る
」
。

「
を
ば
す
て
山
に
照
る
月
」
以
上
に
、
慰
め
ら
れ
な
い
の
が
、
今
‘

中
納
言
、
中
務
宮
へ
姫
君
と
の
経
緯
を
告
白
〕

た
だ
今
日
今
日
と
思
ひ
立
ち
給
へ
ど
、
こ
の
御
心
地
を
見
奉
り
捨
て
む
こ
と
は
い
か
に
も
難
く
、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
き
方
は
ま
さ
り
給
へ
ば
‘

行
方
な
く
聞
か
れ
奉
ら
む
こ
と
は
あ
る
ま
じ
く
、

か
く
な
ど
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
忍
び
聞
こ
え
て
け
れ
ば
‘

い
み
じ
う
悲
し
と
思
す
。

目
の
前
に
あ
る
有
明
の
月
だ
、

と
言
っ
て
い
る
。

か
く
物
思
ふ
け
し
き
も
御
覧
じ
知
ら
ば
‘
苦
し
き
か
た
て
に
い
と
ほ
し
く
思
し
乱
れ
む
と
、

そ
れ
さ
へ
漏
ら
し
給

（
母
君
）
「
す
べ
て
何
事
も
心
に
入
ら
む
こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
頃
し
も
、
そ

の
け
し
き
さ
へ
見
せ
ず
持
て
消
ち
て
、
い
つ
と
な
き
心
地
の
む
つ
か
し
さ
を
、
あ
は
れ
に
も
の
し
給
ふ
こ
と
」
と
愛
し
う
思
ひ
聞
こ
え
給
ふ
こ
と
世
の
常
な
ら
ず
。
「
か

く
見
さ
せ
給
ふ
間
に
、
右
の
大
臣
へ
渡
り
給
は
な
ん
、
よ
ろ
し
か
る
べ
き
。
嬉
し
と
御
覧
ぜ
む
に
、
さ
は
や
ぎ
給
ふ
こ
と
も
あ
ら
む
」
な
ど
、
中
宮
、
中
務
宮
な
ど

聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
。
上
も
さ
思
し
た
れ
ど
、

か
か
る
程
に
は
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
う
る
さ
が
り
給
ふ
に
、
こ
の
人
知
れ
ぬ
御
嘆
き
さ
へ
う
ち
添
ひ
た
れ
ば
‘

に
な
る
。

0
も
の
思
ふ
ご
と
に
な
が
め
ら
れ
給
ふ
御
心
に
は

二
三
四
段
）
《
今
井
氏
》
。
能
因
本
系
で
は
、
「
日
は

日
の
入
り
か
ら

「
そ
れ
よ
り
の
ち
な
む

い
と
ど

を
ば
す

八
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ほ
と
と
ぎ
す
恋
ふ
る
と
告
げ
よ
亡
き
人
に

は
常
よ
り
あ
は
れ
に
耳
留
ま
り
て
、

ふ
と
、

い
か
に
と
い
と
ほ
し
く
て
、
こ
の
頃
は
上
さ
へ
も
ろ
と
も
に
聞
き
入
れ
給
は
ぬ
を
、
世
の
中
に
は
ひ
が
ひ
が
し
き
や
う
に
聞
こ
ゆ
る
人
も
あ
る
べ
し
。
な
ほ
御
心
地

の
た
の
も
し
げ
な
く
お
ぼ
え
給
ふ
ま
ま
に
、
御
髪
お
ろ
し
給
ふ
。
さ
る
は
故
殿
の
隠
れ
給
ひ
し
程
に
と
思
し
立
ち
し
か
ど
、

ヘ
御
渡
り
の
程
を
も
扱
ひ
御
覧
ぜ
ら
れ
む
は
よ
ろ
し
か
る
べ
し
」
な
ど
、
方
々
よ
り
聞
こ
え
給
へ
ば
、
今
ま
で
過
ぐ
し
給
う
て
け
り
。

給
へ
ば
、
ま
だ
い
と
若
う
を
か
し
き
御
様
な
れ
ば
、
あ
る
も
あ
る
も
悲
し
と
惜
し
み
聞
こ
ゆ
。
さ
れ
ど
、
忌
む
こ
と
の
し
る
し
に
や
、
こ
よ
な
く
さ
は
や
ぎ
給
ひ
て
、

祭
り
の
頃
は
常
の
お
ま
し
に
も
出
で
給
へ
ば
、
中
納
言
殿
を
は
じ
め
、
誰
も
誰
も
嬉
し
う
思
ひ
聞
こ
え
給
ふ
。

今
少
し
名
残
残
り
た
れ
ど
、

九

（
若
君
）
「
お
の
れ
を
思
ふ
ぞ
。
宮
は
む
つ
か
り
て
憎
し
」
と
さ

四
十
に
―
つ
、
二
つ
あ
ま
り

（
中
納
言
）
「
か
ば
か
り
に
見
え
給
へ
ば
‘
心
も
と
な
き
程
に
も
あ
ら
ず
」
と
て
、
君
は
内
裏
へ
参
り
給
ふ
返
さ
に
、
中
務
宮
へ
渡
り

給
へ
ば
、
宮
は
上
の
御
方
に
て
、
若
君
を
も
て
遊
び
て
お
は
し
ま
す
程
な
り
け
り
。
「
か
く
な
ん
」
と
御
消
息
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
「
こ
な
た
に
」
と
て
、
母
屋
の
御
簾
下

し
と
ね

（
中
務
宮
）
「
た
だ
今
な
ど
は
思
ひ
か
け
ざ
り
し
に
、
珍
し
き
御
渡
り
か
な
」
と
御
直
衣
引
き
つ
く
ろ
ひ
、
御
菌
参
り
添
へ
て
、
御
対
面
あ
り
。

ろ
し
て
入
れ
奉
り
給
ふ
。

（
中
務
宮
）
「
い
か
に
お
は
す
べ
き
に
か
と
、
う
ち
う
ち
に
も
嘆
き
給
へ
し
に
、
か
く
平
ら
か
に
も
の
し
給
ふ
こ
と
、
御
心
に
も
劣
ら
ず
思
し
召
す
」
な
ど
聞
こ
え
給
ふ
。

（
中
納
言
）
「
例
の
あ
っ
し
さ
に
も
侍
ら
ず
、

う
た
く
て
、

せ
給
ふ
に
、

い
と
苦
し
げ
に
見
え
侍
り
し
か
ば
、

し
う
思
ひ
奉
ら
む
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
‘
う
な
づ
き
給
ふ
。

た
だ
今
か
う
さ
は
や
ぎ
給
ふ
べ
く
も
思
う
給
へ
ざ
り
し
に
、
あ
や
し
き
ま
で
御
心

に
入
れ
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
御
と
ぶ
ら
ひ
の
お
ろ
か
な
ら
ぬ
力
に
や
と
喜
び
思
う
給
ふ
る
」
な
ど
、

か
し
こ
ま
り
聞
こ
え
給
ふ
に
、
若
君
、
御
簾
を
引
き
着
て
、

う
つ
く
し
き
御
顔
に
て
さ
し
出
で
給
へ
る
を
、
中
納
言
の
君
、
扇
に
て
招
き
給
へ
ば
、
す
が
す
が
と
あ
ふ
な
く
走
り
お
は
し
て
、
膝
に
つ
い
居
さ
せ
給
ふ
。

い
と

い
と
らか

な

（
中
納
言
）
「
久
し
く
見
奉
ら
ざ
り
し
程
に
、
こ
よ
な
く
も
大
人
び
さ
せ
給
へ
る
も
の
か
な
。
何
が
し
が
子
に
な
ら
せ
給
へ
ら
む
や
。
さ
ら
ば
い
と
ど
愛

お
ま
へ

（
中
納
言
）
「
宮
の
御
前
と
は
い
づ
れ
か
思
す
」
と
宣
へ
ば
、
宮
の
方
を
見
や
り
て
、
物
し
げ
に
た
め
ら

ひ
居
給
ふ
を
、

（
中
納
百
）
「
な
ほ
な
ほ
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
‘
耳
に
う
つ
く
し
き
御
口
を
当
て
て
、

さ
め
か
せ
給
ふ
様
の
、

い
は
け
な
く
を
か
し
き
に
、
宮
、

に
‘
暮
れ
果
て
ぬ
。
御
前
の
橘
の
、

『
八
重
葎
』
注
釈
（
下
）

「
率
て
立
ち
ね
」
と
身
を
揉
ま

「
何
、
何
」
と
て
近
く
寄
ら
せ
給
へ
ば
、
い
と
ど
首
に
か
い
付
き
給
ひ
て
、

ま
ろ
う
ど
ゐ

い
み
じ
う
ら
う
た
く
を
か
し
く
て
、
抱
き
奉
り
て
、
例
の
客
人
居
の
方
に
お
は
し
た
れ
ば
、
宮
も
渡
り
給
ひ
て
、
御
物
語
こ
ま
や
か
に
聞
こ
え
お
は
す

い
と
な
つ
か
し
う
う
ち
か
を
る
を
避
ぎ
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
い
づ
ち
行
く
ら
む
、
忙
し
げ
に
鳴
き
捨
て
て
過
ぐ
る
も
、
こ
の
頃

（
人
々
）
「
変
は
ら
ぬ
御
様
に
て
、
大
臣
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0
か
か
る
程
に
は
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
う
る
さ
が
り
給
ふ
に
、

語
釈

行
き
過
ぐ
る
に
も
袖
ぞ
露
け
き

八
重
葎
蓬
が
も
と
は
よ
そ
に
見
て つ

れ
な
く
忍
び
給
ふ
は
、
な
ほ
心
の
隈
多
く
隔
て
給
へ
り
」

な
ぐ
さ

ら
ず
、
心
―
つ
に
苦
し
き
を
聞
こ
え
て
だ
に
、
慰
ま
ま
ほ
し
け
れ
ば
、
え
包
み
給
は
で
、

し
に
、

ら
う
た
げ
な
り
し
人
の
閉
じ
ら
れ
た
ら
む
は
、

見
え
ず
、
あ
は
れ
に
心
安
く
ま
こ
と
に
な
に
が
し
が
よ
す
が
と
た
の
む
べ
き
に
故
づ
き
た
る
人
に
侍
り
し
か
ば
‘
時
々
ま
か
り
通
ひ
て
、
世
の
中
の
う
れ
は
し
さ
も
、

か
た
み
に
聞
こ
え
か
は
す
に
つ
き
な
か
ら
ず
、

弥
生
の
末
つ
方
に
、

に
は
か
に
失
せ
に
き
と
聞
き
つ
け
給
へ
し
か
ど
、
目
の
前
の
い
み
じ
さ
を
捨
て
て
ま
か
る
べ
き
に
も
侍
ら
ざ
り
し
程
に
、

ぽ
つ
か
な
く
て
過
ぐ
し
給
へ
し
か
ど
、

さ
す
が
に
忘
れ
難
く
て
、

と
は
か
な
く
あ
は
れ
な
り
け
る
こ
と
か
な
。
か
う
月
頃
あ
り
し
に
、

て
、
か
の
葎
の
門
お
は
し
過
ぐ
る
に
、

い
と
ど
荒
れ
ぬ
る
心
地
す
る
に
、
月
の
み
昔
な
が
ら
に
射
し
入
る
も
あ
は
れ
少
な
か
ら
ず
。
木
末
ば
か
り
ぞ
隠
る
る
ま
で
見

送
り
ぬ
べ
う
見
渡
さ
れ
給
ふ
に
、
例
の
涙
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
御
袖
に
か
か
り
け
れ
ば
‘

お
は
し
ま
し
着
き
て
も
、
こ
こ
に
は
、
慣
ら
ひ
給
は
ね
ど
、
御
傍
ら
寂
し
き
心
地
し
て
寝
ら
れ
給
は
ね
ば
、
例
の
御
行
ひ
に
紛
ら
は
し
給
ひ
て
、
明
け
方
近
う
大
殿

籠
も
る
。
ま
れ
ま
れ
、
夢
に
見
給
へ
ど
、

か
ば
か
り
思
ひ
給
へ
ら
む
こ
と
を
、

い
か
な
る
人
の
別
れ
な
る
ら
む

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

と
思
ふ
こ
と
と
て
言
は
れ
給
ふ
を
、

（
中
納
言
）
「
あ
や
し
。
所
こ
そ
」
と
紛
ら
は
し
給
へ
ど
、
宮
は
い
と
と
う
聞
か
せ
給
ひ
て
、

立
ち
返
り
鳴
き
て
知
ら
せ
よ
ほ
と
と
ぎ
す

死
出
の
田
長
と
名
に
は
立
た
ず
や

か
れ
、

と
恨
み
給
ふ
御
様
の
を
か
し
く
、
あ
な
が
ち
に
隠
す
べ
き
に
も
あ

（
中
納
言
）
「
過
ぎ
し
秋
の
も
み
ぢ
の
返
さ
に
、
葎
の
宿
り
見
入
り
て
侍
り

い
か
が
思
ひ
の
ほ
か
に
を
か
し
う
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
侍
ら
ざ
ら
む
。
＜
ね
く
ね
し
う
さ
か
し
ら
だ
つ
も
の
も

は
た
、
ま
し
て
背
く
べ
く
も
見
え
侍
ら
ざ
り
し
か
ば
、

い
と
ど
う
ち
捨
て
難
く
て
過
ぐ
し
給
へ
し
に
、
こ
の

そ
の
程
の
こ
と
は
お

か
く
咎
め
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
ま
で
に
御
覧
ぜ
ら
れ
し
こ
と
」
と
語
り
聞
こ
え
給
ふ
に
、
宮
、

た
だ
あ
り
し
世
の
こ
と
、

そ
の
け
し
き
も
見
せ
給
は
ざ
り
し
は
、
こ
よ
な
き
聖
心
か
な
」
と
聞
こ
え
給
ふ
。
返
り
給
ふ
と

そ
の
折
の
心
地
の
み
な
れ
ば
‘
甲
斐
無
く
嘆
き
暮
ら
し
て
、
夏
も
過
ぎ
、
秋
に
も
成
り
ぬ
。

母
の
病
気
の
あ
い
だ
は
、
右
大
臣
の
娘
と
の
縁
談
な
ど
進
め
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
、 1

0
 と

、
中 「い
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0
い
と
ど
う
ち
捨
て
難
く
て
過
ぐ
し
給
へ
し
に
…
…
に
は
か
に
失
せ
に
き
と
聞
き
つ
け
給
へ
ど
…
…
お
ぼ
つ
か
な
く
て
過
ぐ
し
給
へ
ど

こ
の
動
詞
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
、

「
聞
き
つ
け
給
へ
ど
」

『
八
重
葎
』
注
釈
（
下
）

ほ
と
ん
ど
の
用
例
が
「
思
ふ
」
に
続
く
が
、
他
に
「
見
る
」
「
聞
く
」
に
続
く
例
も
散
見
す
る
。

の
用
例
は
、
「
聞
く
」

詞
「
給
ふ
」
が
三
度
使
わ
れ
て
い
る
。

の
複
合
動
詞
に
続
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
明
ら
か
に
正
格
で
あ
る
。

ま
や
か
」
の
下
に
「
に
」
を
補
っ
た
。

な
ぐ
さ

〇
慰
ま
ま
ほ
し
け
れ
ば

底
本
は
「
な
く
さ
ま
ほ
し
け
れ
ハ
」
（
五
五
丁
裏
3
S
4
行
目
）

〇
御
物
語
こ
ま
や
か
に
聞
こ
え
お
は
す
に
、

自
身
と
す
れ
ば
、
こ
の

0
…
…
喜
び
思
う
給
ふ
る

「
給
へ
」
は
四
段
活
用
の

0
こ
の
人
知
れ
ぬ
御
嘆
き

木
」
〔
五
〕
）
。

類
義
語
な
の
で
、

八
重
葎
の
姫
君
の
死
を
嘆
く
こ
と
。

権
門
の
姫
君
と
の
縁
談
に
消
極
的
な
態
度
を
取
る
男
性
や
そ
の
母
が
、
「
ひ
が
ひ
が
し
」

と
評
さ
れ
て
い
る
。
女
二
宮
と
の
縁
組
に
あ
ま
り
に
も
乗
り
気
で
な
い
態
度
を
取
り
過
ぎ
る
と
「
ひ
が
ひ
が
し
」
と
思
わ
れ
る
、
と
い
う
薫
の
心
内
文
も
あ
る
（
「
宿

「
嘆
き
給
へ
し
」

目
）
。
「
給
へ
」
を
下
二
段
活
用
の
「
給
ふ
」

「
…
…
給
ふ
る
」
の
誤
写
だ
と
判
断
す
る
。

の
「
給
へ
」
は
下
二
段
活
用
の
補
助
動
詞
「
給
ふ
」

ほ
と
ん
ど
が
「
思
ふ
」
に
続
く
が
、
他
に
「
見
る
」
「
聞
く
」

の
続
く
例
も
散
見
す
る
。
「
嘆
く
」
を
受
け
る
用
例
は
見
出
せ
な
い
が
、
「
嘆
く
」
も
「
思
ふ
」

ひ
と
ま
ず
、
作
者
の
誤
用
や
書
写
者
の
誤
写
で
は
な
い
も
の
と
し
て
お
く
。

底
本
は
「
た
A

今
か
う
さ
ハ
や
き
給
ふ
へ
く
も
思
ふ
給
へ
ら
さ
り
し
に
」
（
五
四
丁
表
2
S
3
行

の
未
然
形
と
見
な
し
、
「
ら
」
を
削
除
し
た
。

底
本
は
、
「
…
…
よ
ろ
こ
ひ
思
ふ
給
へ
る
」

0
た
だ
今
か
う
さ
は
や
ぎ
給
ふ
べ
く
も
思
う
給
へ
ざ
り
し
に
、

0
う
ち
う
ち
に
も
嘆
き
給
へ
し
に
、

0
世
の
中
に
は
ひ
が
ひ
が
し
き
や
う
に
聞
こ
ゆ
る
人
も
あ
る
べ
し
。

納
言
は
乗
り
気
に
な
ら
な
っ
た
。

で
あ
る
が
、

「
給
ふ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
文
脈
上
、

の
連
用
形
。
こ
の
動
詞
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
、

も
し
「
さ
は
や
ぎ
給
ふ
」
こ
と
が
な
さ
そ
う
だ
と
判
断
し
た
の
が
母

や
は
り
中
納
言
が
主
語
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

で
あ
る
（
五
四
丁
表
5
行
目
）
が
、
今
井
氏
の
推
定
（
四
三
頁
1
S
3
行
目
）
に
従
い
、

底
本
で
は
、
「
御
物
か
た
り
こ
ま
や
か
き
こ
え
お
は
す
に
」
（
五
四
丁
裏
1
0
行
目
）
。
今
井
氏
の
推
定
に
従
い
、
「
こ

「
な
く
さ
ま
ま
ほ
し
け
れ
は
」

の
誤
写
と
判
断
し
た
。

の

下
二
段
活
用
の
補
助
動
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猪
名
の
笹
原
否
と
思
へ
ど

か
く
て
の
み
い
つ
ま
で
か
世
に
あ
り
ま
山

〔
二
五

0
こ
よ
な
き
聖
心
か
な

め
を
（
す
る
）
」

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

と
訳
し
て
い
る
が
、

0
か
く
咎
め
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
ま
で
に

で
、
ひ
と
ま
ず
、
作
者
の
誤
用
や
書
写
者
の
誤
写
で
は
な
い
も
の
と
し
て
お
く
。

が
ら
過
ご
し
て
い
た
、
「
お
ぼ
つ
か
な
く
」
思
い
な
が
ら
過
ご
し
た
、
の
意
で
あ
っ
て

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

他
の
二
例
は
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
「
過
ぐ
す
」
を
受
け
る
用
例
が
見
出
せ
な
い
の
で
、

納
言
）
「
忍
び
て
」

「
咎
（
む
）
」

（中

「
思
ふ
」
に
続
く
と
い
う
こ
の
補
助
動
詞
の
性
格
を
持
ち
合
わ
し
て
い
る
の

今
井
氏
は
、
注
三
一
―
―
一
で
、
「
こ
う
し
て
お
咎
め
を
お
受
け
す
る
ほ
ど
の
様
子
を
お
目
に
か
け
て
し
ま
つ
た
こ
と
で
す
。
」

は
、
少
な
く
と
も
『
源
氏
物
語
』
な
ど
平
安
文
学
の
場
合
は
、
見
て
気
が
付
く
、
ぐ
ら
い
の
意
で
あ
っ
て
、
現
代
語
の
「
お
咎

て
た
ま
ひ
て
、
故
君

(II
亡
く
な
っ
た
北
の
方
）

ひ
じ
り

「
聖
」
と
は
、
女
性
に
全
く
情
欲
を
抱
か
な
い
、
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
「
（
八
の
宮
は
）
心
ば
か
り
は
聖
に
な
り
は

た
は
ぶ

の
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
こ
な
た
は
、
例
の
人
の
さ
ま
な
る
心
ば
へ

(II
後
妻
を
も
ら
う
意
志
）
な
ど
戯
れ
に
て
も

思
し
出
で
た
ま
は
ざ
り
け
り
」
（
「
橋
姫
」
〔
二
〕
）
。
こ
こ
で
は
、
女
を
失
っ
た
悲
し
み
を
面
に
表
さ
な
い
、

中
納
言
、
母
の
湯
治
の
た
め
、
有
馬
の
湯
へ
〕

上
の
御
心
地
な
ほ
残
り
あ
り
て
、
悩
ま
し
げ
に
見
え
給
へ
り
。
か
か
る
に
は
有
馬
の
湯
浴
み
給
ふ
な
ん
よ
ろ
し
う
侍
る
と
聞
こ
ゆ
る
人
あ
り
け
れ
ば
‘
公
に
御

い
と
ま

暇
聞
こ
え
給
ひ
て
、
上
具
し
奉
り
て
、
八
月
十
日
の
程
に
思
し
た
ち
け
り
。
御
送
り
に
人
々
あ
ま
た
も
の
し
給
へ
ど
、
こ
と
さ
ら
こ
と
ご
と
し
か
る
ま
じ
く
、

と
宣
ひ
て
、
山
崎
よ
り
皆
返
し
給
ふ
。
秋
の
野
も
や
う
や
う
な
ま
め
か
し
く
て
、
山
々
の
錦
も
か
た
へ
色
付
き
つ
つ
を
か
し
う
見
ゆ
る
は
、
さ

は
言
へ
ど
、
絵
に
も
劣
る
ま
じ
げ
な
り
。
朝
夕
見
む
だ
に
な
ほ
、
時
々
に
移
り
変
は
る
け
ぢ
め
は
こ
よ
な
か
る
べ
き
を
ま
し
て
珍
し
う
見
給
ふ
に
は
、
を
か
し
う
の

し

づ

を

み
。
賤
の
男
の
田
を
刈
り
て
、
稲
担
ひ
持
て
る
顔
の
か
ら
き
も
あ
は
れ
に
御
覧
ず
。
「
こ
れ
な
ん
、
猪
名
の
笹
原
」
な
ど
申
す
を
聞
き
給
ひ
て
も
、
中
納
言
殿
は
例

の
心
に
任
せ
ぬ
御
身
に
引
き
掛
け
給
ひ
て
、

か
か
る
所
に
だ
に
笹
の
庵
も
引
き
結
ば
ま
ほ
し
う
思
す
に
、

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

い
と
ど
、

あ
た

お
は
し
ま
し
着
き
て
、
湯
に
降
り
立
ち
給
ふ
。
七
日
に
て
試
み
さ
せ
給
ふ
に
、
こ
よ
な
う
よ
ろ
し
う
お
ぼ
え
給
へ
ば
、
「
今
一
回
り
」
と
思
し
宣
ふ
。
近
き
辺
り
、
遠
き
国
々

せ
う
と

よ
り
、
年
老
い
た
る
親
、
兄
人
や
う
の
者
、
又
若
や
か
な
れ
ど
悩
ま
し
と
見
ゆ
る
な
ど
を
と
か
く
つ
く
ろ
ひ
か
き
抱
き
て
、
の
の
し
り
騒
ぐ
様
い
と
あ
は
れ
に
、
（
中

一
見
、
破
格
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、

「
い
と
ど
う
ち
捨
て
難
」

い
と
思
い
な
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中
納
言
、
難
波
へ
〕

『
八
重
葎
』
注
釈
（
下
）

し
き
御
逍
遥
に
い
よ
い
よ
御
心
地
も
さ
は
や
ぎ
果
て
給
へ
ば
‘

〔
二
六

「
あ
り
ま
山
」
に
は

従
い
た
い
。

十
日
ば
か
り
な
れ
ば
、
野
辺
の
け
し
き
も
を
か
し
き
こ
ろ
な
る
に
」

0
八
月
十
日
の
程
に

語
釈

ふ
。
か
か
る
所
に
て
は
、

い
と
ど
類
ひ
な
げ
に
見
え
給
ふ
を
、
見
慣
れ
奉
る
人
々
さ
へ
を
か
し
う
見
奉
れ
ば
、

「
有
馬
」
と
共
に
使
わ
れ
る
こ

「
秋
野
の
も
…
…
」

で
あ
る
。
今
井
氏
の
説
に

納
言
）
「
何
ば
か
り
の
身
に
も
あ
ら
ぬ
を
、
絶
え
ず
も
て
扱
ふ
ら
む
。
思
へ
ば
命
こ
そ
求
め
難
き
も
の
に
は
あ
れ
」
と
ま
づ
近
き
夢
の
さ
ま
し
難
き
を
思
ひ
出
で
給

あ
た

ま
し
て
辺
り
の
山
が
つ
な
ど
は
恐
ろ
し
き
ま
で
思
へ

あ
た

そ
の
辺
り
の
者
に
も
程
々
に
つ
け
て
、
何

り
。
京
よ
り
も
こ
な
た
か
な
た
の
御
と
ぶ
ら
ひ
、

い
と
し
げ
う
聞
こ
え
給
へ
ば
、
も
の
寂
し
き
御
旅
居
の
心
地
も
せ
ず
。

や
か
や
賜
は
せ
け
れ
ば
、
あ
り
が
た
＜
又
な
き
こ
と
に
め
で
の
の
し
り
け
り
。

「
野
の
盛
り
は
、

0
秋
の
野
も
や
う
や
う
な
ま
め
か
し
く
て
、

も
」
を
掲
出
し
「
「
秋
の
野
も
」

八
月
中
の
十
日
、
山
の
盛
り
は
、
九
月
上
の
十
日
の
ほ
ど
に
な
む
」
（
『
う
つ
ほ
物
語
』
「
吹
上
下
」
〔
一
〕
）
。

0
「
こ
れ
な
ん
、
猪
名
の
笹
原
」
な
ど
申
す
を
聞
き
給
ひ
て
も

（
「
夕
霧
」
〔
二
〕
）
。

今
井
氏
の
翻
字
で
は
「
秋
野
の
も
や
う
|
＼
な
ま
め
か
し
く
て
」
(
-
四
七
頁
1
S
2
行
目
）
、
注
で
は
、

の
誤
り
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
底
本
の
五
七
丁
表
7
行
目
で
は
、
確
か
に
、

「
猪
名
」
は
、
都
か
ら
有
馬
の
湯
へ
行
く
際
に
は
手
前
に
あ
り
、

と
が
多
い
歌
枕
゜
《
久
保
田
氏
・
馬
場
氏
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
（
出
版
社
等
は
凡
例
参
照
）

を
と
こ

徳
原
茂
美
氏
》
。
例
え
ば
‘
「
か
れ
ト
~
に
な
る
男
の
、
お
ぼ
つ
か
な
く
な
ど
い
ひ
た
る
に
よ
め
る

わ
す

を
忘
れ
や
は
す
る
」
（
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
・
巻
十
二
（
恋
二
）
・
七

0
九
）
な
ど
。
《
今
井
氏
》

か
か
る
つ
い
で
な
ら
で
も
の
し
給
ふ
べ
き
な
ら
ね
ば
‘
返
さ
に
は
、
難
波
へ
渡
り
給
ひ
て
、

の

「
有
馬
山
」

大
弐
三
位

按
察
使
資
賢

の
項
目
を
参
照
し
た
。
「
有
馬
山
」

あ

り

ま

や

ま

ゐ

な

さ

さ

は

ら

ふ

有
馬
山
猪
名
の
笹
原
風
吹
け
ば
い
で
そ
よ
人

0
か

く

て

の

み

い

つ

ま

で

か

世

に

…

…

「

（

い

つ

ま

で

か

世

に

）

あ

り

」

が

掛

け

ら

れ

て

い

る

。

ゆ

み

わ

に
侍
け
る
に
、
湯
の
明
神
を
ば
三
輪
の
明
神
と
な
む
申
侍
な
る
、
も
の
に
書
き
付
け
て
侍
け
る

あ

り

ま

い

で

ゆ

し
有
馬
の
出
湯
な
る
べ
し
」
（
『
千
載
和
歌
集
』
・
巻
二

0
(神
祇
）
・
―
二
六
七
）
。

「
八
月
中
の

執
筆
は
、

あ

り

ま

し

の

と

も

「
有
馬
の
湯
に
忍
び
て
御
幸
侍
け
る
御
供

み

ゆ

き

み

わ

め
づ
ら
し
く
御
幸
を
三
輪
の
神
な
ら
ば
し
る

そ
れ
よ
り
舟
に
て
住
吉
へ
詣
で
さ
せ
奉
り
給
ふ
。
こ
こ
か
し
こ
と
珍

（
中
納
言
）
「
こ
の
御
悩
み
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
‘

い
か
で
御
覧
ず
べ
き
」
と
を
か
し
う
思
す
。
さ
ぶ

「
秋
野
の
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富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

ら
ふ
人
々
は
、

御
供
に
て
、

「
な
に
は
隠
れ
ぬ
」

田
蓑
の
島
の
雨
の
夕
暮
れ

例
の
、
古
事
ま
づ
思
し
出
で
て
、

寺
の
様
は
い
と
あ
は
れ
に
、
年
古
り
た
る
軒
の
板
間
に
、
忍
ぶ
の
露
繁
き
を
、
小
法
師
ば
ら
の
う
ち
払
ひ
出
で
入
る
も
、
は
し
た
な
き
程
に
は
あ
ら
ず
見
ゆ
る
に
、

さ
う
た
い
み
ち

「
蒼
苔
路
滑
ら
か
に
し
て
、
僧
、
寺
に
帰
る
」
と
う
ち
誦
じ
て
、
こ
な
た
か
な
た
た
た
ず
み
あ
り
き
給
ふ
。
仏
の
御
飾
り
な
ど
は
、

い
と
み
や
び
か
な
れ
ど
‘
幡
の
様
は
‘

う
思
さ
れ
て
、
待
た
れ
け
る
鐘
の
つ
く
づ
く
と
な
が
め
居
給
ふ
に
、
山
吹
色
の
幡
の
、
こ
れ
は
又
は
な
や
か
な
る
を
、
昔
の
人
に
遣
は
し
給
ふ
衣
の
色
思
し
出
で
て
、
「
も

し
、
そ
れ
に
や
あ
ら
む
、

ま
が
ふ
べ
く
も
見
え
ぬ
に
、

鼠
の
喰
ひ
け
る
跡
の
み
あ
り
て
、
文
字
は
見
え
ず
。

か
か
る
物
ま
で
損
な
ひ
け
む
、
さ
が
な
き
も
の
か
な
」
と
、

ぐ

は

ん

も

ん

む

す

め

憎
く
思
さ
る
る
も
、
こ
の
筆
の
す
さ
び
の
あ
な
が
ち
に
見
ま
ほ
し
き
御
心
の
行
く
方
な
り
け
り
。
法
師
の
書
け
る
願
文
に
も
、
「
大
弐
の
御
女
の
菩
提
」
な
ど
あ
り
。

か
か
ら
ぬ
程
だ
に
あ
や
し
う
思
し
ぬ
べ
き
を
、
思
ひ
懸
け
ぬ
千
歳
の
形
見
に
、
な
ほ
来
し
方
の
た
し
か
に
知
ら
ま
ほ
し
け
れ
ば
‘
あ
き
の
ぶ
を
召
し
て
、
（
中
納
言
）

「
こ
の
あ
る
じ
の
僧
は
こ
こ
に
も
の
す
や
。
こ
の
寺
を
建
て
そ
め
つ
ら
む
昔
語
り
も
、
尋
ね
ま
ほ
し
き
に
、
率
て
参
れ
」
と
宣
ふ
。
か
し
こ
ま
り
て
、
し
ば
し
あ
り
て
、

あ
や
し
き
法
師
を
率
て
参
る
。

な
す
べ
き
こ
と
あ
り
て
、
こ
の
頃
、
京
に
も
の
し
侍
る
」
と
申
す
。
古
き
こ
と
尋
ね
給
ふ
べ
き
様
も
し
た
ら
ね
ば
‘
た
だ
ゆ
か
し
き
こ
と
の
筋
の
み
問
ひ
給
ふ
。

納
言
）

「
こ
れ
な
ん
、

ま
し
て
千
代
を
も
経
ぬ
べ
く
、
若
き
人
は
す
ず
ろ
に
帰
り
ま
憂
く
思
ふ
も
を
か
し
か
り
け
り
。
君
は
夕
暮
れ
の
程
に
、
さ
る
べ
き
限
り
、

あ
た

そ
の
辺
り
見
給
ふ
と
て
、
（
中
納
言
）
「
い
づ
ら
、
人
々
の
言
ふ
御
津
の
寺
は
。
こ
の
程
に
や
」
と
尋
ね
お
は
す
に
、
村
雨
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
か
か
り
け
れ

と
貫
之
が
か
こ
ち
け
む
古
事
‘
思
し
出
で
ら
れ
て
、

さ
す
が
に
年
古
り
し
程
し
る
＜
て
、

亡
き
数
に
聞
け
ば
」
と
類
ひ
多
か
る
も
の
な
れ
ど
、
忘
れ
ず
思
し
渡
る
筋
な
れ
ば
‘
う
ち
つ
け
に
な
つ
か
し
き
心
地
し
給
ひ
て
、
立
ち
寄

（
八
重
葎
の
姫
君
）
「
花
色
衣
身
を
し
去
ら
ね
ば
」
と
あ
る
を
、
か
の
人
の
手
と
見
な
し
給
ふ
に
、
あ
る
か
な
き
か
に
墨
枯
れ
し
て
書
き
た
れ
ど
、

ま
づ
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
し
給
ふ
。
こ
の
歌
の
本
の
ゆ
か
し
け
れ
ば
‘

（
中
納
言
）

い
と
し
み
深
う
煤
け
た
る
も
、
な
か
な
か
今
様
の
今
め
か
し
さ
よ
り
あ
は
れ
に
を
か
し

又‘

「
こ
の
喰
ひ
け
る
下
に
や
あ
り
つ
ら
む
。

か
か
る
者
さ
へ
仏
の
御
跡
を
ま
な
ぶ
は
、
う
ら
や
ま
し
う
て
、
弟
子
に
も
な
ら
ま
ほ
し
う
見
給
ふ
。

「
こ
の
山
吹
の
幡
、
い
づ
く
よ
り
も
の
し
つ
る
ぞ
。
今
め
か
し
く
見
ゆ
れ
ば
、
近
き
程
し
る
＜
て
、
あ
は
れ
に
聞
か
ま
ほ
し
き
」
と
宣
ふ
。

む
す
め

い
に
し
弥
生
の
末
つ
方
に
‘
筑
紫
へ
下
り
給
ふ
大
弐
と
や
ら
む
御
女
の
、
と
み
に
隠
れ
給
ふ
と
て
、
こ
の
寺
に
率
て
詣
で
て
収
め
給
ひ
し
、

り
て
見
給
へ
ば

名
に
し
負
は
ば
濡
る
と
も
行
か
む
難
波
潟

ま、
,

J『

一
人
二
人

（
あ
や
し
き
法
師
）

そ
の
御 （中

（
あ
や
し
き
法
師
）
「
あ
る
じ
は

「
こ
れ
に
や
」
と
仏
の
御
左
の
肩
に
あ
る
を
も
尋
ね
給
へ
ど

―
四
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か
し
ら

装
束
に
侍
る
。
御
し
る
し
は
、
あ
の
透
垣
の
内
に
も
の
し
給
ふ
。
御
乳
付
に
や
侍
り
け
む
、
若
き
女
の
い
と
い
た
う
悲
し
み
給
ひ
し
が
、
頭
お
ろ
し
て
、

く
行
ひ
給
ふ
。
御
忌
日
な
ら
で
も
し
ば
し
ば
詣
で
来
て
、
今
に
い
み
じ
う
恋
ひ
泣
き
給
ふ
め
る
。
な
ほ
詳
し
く
聞
こ
し
召
す
べ
き
こ
と
に
侍
ら
ば
‘

て
奉
り
て
む
」
と
申
す
。

か
た
く
な
し
う
語
り
な
せ
ど
、

て
、
さ
る
べ
き
物
な
ど
賜
は
せ
て
返
し
給
ふ
。

の
教
へ
し
方
を
そ
こ
は
か
と
尋
ね
い
ま
す
に
、

る
べ
き
こ
と
か
は
」
と
せ
め
て
た
め
ら
ひ
、

て
、
道
も
た
ど
た
ど
し
き
を
、
御
指
貫
少
し
引
き
上
げ
て
、
強
ひ
て
分
け
入
り
て
、
そ
れ
と
見
つ
け
給
ふ
。
御
心
迷
ひ
、
言
へ
ば
さ
ら
な
り
。

し
ぼ
り
あ
げ
て
、
「
成
等
正
覚
」
な
ど
宣
ひ
て
の
ち
‘

淀
む
や
と
待
ち
来
し
も
の
を
そ
こ
は
か
と

た

見
る
に
涙
の
激
ぎ
ま
さ
り
け
り

こ
の
下
に
も
あ
は
れ
と
は
見
給
ひ
て
む
を
、

巡
り
の
草
な
ど
引
き
の
け
て
、

な
り
け
り
。

ひ
さ
へ
う
ち
ま
ぜ
て
泣
き
居
た
り
け
る
に
、

お
ぼ
え
て
、
こ
の
人
も
う
ち
泣
く
。

『
八
重
葎
』
注
釈
（
下
）

ま
が
ふ
べ
く
も
あ
ら
ね
ば
‘

人
々
の
思
ふ
ら
む
も
憚
ら
れ
給
へ
ど
、

い
と
草
高
う
露
繁
く
、

か
か
る
御
思
ひ
を
知
り
顔
に
、
虫
も
ほ
か
よ
り
は
鳴
き
添
へ
た
る
に
、
御
袖
の
い
と
ま
な
く

ま
づ
風
の
声
の
み
を
聞
く
は
、

苔
の
下
に
や
思
ひ
出
づ
ら
む

か

ひ

が

ひ

甲
斐
甲
斐
し
く
見
ゆ
る
は
、

い
と
悲
し
う
わ
き
返
る
心
地
し
給
へ
ど
、
強
ひ
て
つ
れ
な
く
も
て
な
し
給
ひ

い
づ
れ
も
む
つ
ま
じ
き
限
り
な
れ
ば
‘

な
ほ
か
か
る
習
ひ
と
も
お
ぼ
え
ず
、
言
は
む
方
な
く
思
す
。

か
の
尼
の
し
わ
ざ
に
や
と
あ
は
れ
は
尽
き
せ
ず
。

て
、
あ
り
し
世
の
こ
と
も
聞
か
ま
ほ
し
き
を
、
召
し
寄
せ
む
も
人
目
し
げ
き
所
便
無
か
る
べ
し
。
こ
の
帰
さ
に
身
づ
か
ら
も
の
せ
む
」
と
思
ふ
を
、
ふ
と
さ
し
の
ぞ

あ

な

い

か
む
も
は
し
た
な
く
、
か
れ
も
お
ぼ
え
な
き
心
地
す
べ
き
を
、
（
中
納
言
）
「
な
ほ
あ
き
の
ぶ
行
き
て
案
内
聞
こ
え
よ
」
と
宣
ふ
。
か
し
こ
ま
り
て
行
く
。
こ
の
寺
の

す
き
す
き

下
に
て
い
と
近
か
り
け
り
。
門
な
ど
言
ふ
べ
く
も
見
え
ず
、
あ
は
れ
に
心
細
き
遣
り
戸
を
仕
立
て
て
、
灯
火
か
す
か
に
、
隙
々
よ
り
見
ゆ
る
に
、
初
夜
の
行
ひ
す
る

お
ぼ
ほ
れ
ぬ
る
回
向
の
未
つ
方
、
こ
の
人
さ
へ
悲
し
と
聞
く
。
う
ち
叩
け
ば
‘

あ
た

言
ひ
伝
へ
て
、
こ
の
辺
り
に
も
の
し
給
ふ
な
ど
、
尼
君
も
聞
き
て
、
い
と
ど
昔
を
思
ひ
出
で
て
、

せ
う
そ
こ

か
く
思
は
ず
な
る
御
消
息
に
あ
き
れ
ま
ど
ひ
て
、
な
か
な
か
嬉
し
な
ど
も
思
は
ず
、
す
ず
ろ
に
泣
く
め
り
。
こ
と
わ
り

（
あ
き
の
ぶ
）
「
待
ち
お
は
す
ら
む
に
心
地
無
く
や
」

か
か
れ
と
は
契
ら
ざ
り
し
を
亡
き
人
も

と
急
ぎ
た
ち
帰
り
、
率
て
奉
る
。

一
五

（
侍
従
）
「
人
々
し
き
程
な
ら
ま
し
か
ば
」
と
、
数
な
ら
ぬ
身
の
憂

「
か
く
ま
で
弱
く
あ

や
が
て
近

か
の
尼
君
を
率

さ
の
み
も
え
つ
つ
み
給
は
で
、
法
師

（
中
納
言
）
「
い
か
に
す
べ
き
。
な
ほ
か
の
尼
に
会
ひ

（
侍
従
）
「
誰
ぞ
」
な
ど
言
ひ
て
開
け
た
り
。
忍
び
給
へ
ど
お
の
づ
か
ら
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ど
で
は
、

一
五
二
頁
四
行
目
、
即
ち
、
こ
の
箇
所
で
は
、

「
…
…
思
ひ
が
け
ぬ
ち
と
せ
の
か
た
み

一
五
七
頁
一
二
行
目
で
は
、

〇
思
ひ
懸
け
ぬ
千
歳
の
形
見
に

を
し
去
ら
ね
ば
」

の
こ
と

花
色
衣
身

0
待
た
れ
け
る
鐘
の
つ
く
づ
く
と
な
が
め
居
給
ふ
に
、

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

「
春
の
歌
と
て
よ
め
る

0
例
の
、
古
事
ま
づ
思
し
出
で
て
、

し

か

は

や

し

あ

を

ん

て

い

ゐ

ん

鹿
林
に
在
り
温
庭
笥
」

和
歌
集
』
・
巻
十
八

0
「
花
色
衣
身
を
し
去
ら
ね
ば
」

〔
一
四
〕

で
も
、
母
の
病
気
が
か
な
り
良
く
な
る
、
の
意
で
、
「
心
地
は
こ
よ
な
く
さ
は
や
か
に
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
」

「
さ
は
や
ぐ
」
。
以
下
の
段
落
で
も
「
さ
は
や
ぐ
」

O
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
は
、
ま
し
て
千
代
を
も
経
ぬ
べ
く
、
若
き
人
は
す
ず
ろ
に
帰
り
ま
憂
＜

の

ぺ

ち

ょ

い
つ
ま
で
か
野
辺
に
心
の
あ
く
が
れ
む
花
し
散
ら
ず
は
千
代
も
へ
ぬ
べ
し
」
（
『
古
今
和
歌
集
』
・
巻
二
（
春
歌
下
）
・
九
六
）
《
今
井
氏
》

0
村
雨
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
か
か
り
け
れ
ば
、
「
な
に
は
隠
れ
ぬ
」
と
貰
之
が
か
こ
ち
け
む
古
事
、
思
し
出
で
ら
れ
て
、

た
み
の

田
蓑
の
島
に
て
雨
に
あ
ひ
て
詠
め
る
雨
に
よ
り
田
蓑
の
島
を
今
日
ゆ
け
ど
名
に
は
隠
れ
ぬ
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
」
（
『
古
今
和
歌
集
』
・
巻
一
七
（
雑

歌
上
）
・
九
一
八
）
《
今
井
氏
が
指
摘
す
る
。
但
し
、
今
井
氏
の
場
合
、
第
一
二
句
は

「
蒼
苔
路
滑
ら
か
に
し
て
、
僧
、
寺
に
帰
る
」

（
『
和
漢
朗
詠
集
』
・
秋
•
鹿
）
。
《
今
井
氏
》

さ
い
ぎ
や
う
ほ
ふ
し

「
西
行
法
師

（
雑
歌
下
）
・
一
八

0
八
）
《
今
井
氏
》

（
〔
一
九
〕
）
。
《
今
井
氏
》

予
想
外
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

か
み
ゆ
め
お
も
ひ
か
け
ざ
り
し
…
…
」

の
よ
う
に
清
音
に
し
て
い
る
が
、

松
宮
家
旧
蔵
本
》

つ
ら
ゆ
き

復
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
。

と
い
う
よ
う
な
例
が
あ
る
。

そ
の
「
さ
は
や
か
」
を
動
詞
化
し
た
の
が
、

0
い
よ
い
よ
御
心
地
も
さ
は
や
ぎ
果
て
給
へ
ば

語
釈

「
け
ふ
ゆ
け
ば
」
。
私
が
引
用
し
た
新
全
集
『
古
今
和
歌
集
』

と
う
ち
誦
じ
て

八
重
葎
の
姫
君
が
詠
ん
で
山
吹
色

(II
黄
色
）

「
思
ひ
懸
く
」
プ
ラ
ス
打
ち
消
し
表
現
は
、

「
懸
」
が
清
音
で
あ
る
場
合
と
濁
音
で
あ
る
場
合
と
が
あ
る
。
今
井
氏
の
『
八
重
葎
』
の
釈
文
で
も
、
や
は
り
、

さ

う

た

い

み

ち

て

ら

こ

う

え

ふ

か

は

「
蒼
苔
路
滑
ら
か
に
し
て
僧
寺
に
帰
る
紅
葉
声
乾
い
て

「
な
に
は
隠
れ
ぬ
」
は
、
「
難
波
へ
ま
か
り
け
る
時
、

は
、
も
っ
ぱ
ら
、

母
君
の
病
気
の
回

の
底
本
は
、
高

い

り

あ

ひ

か

ね

お

と

あ

す

待
た
れ
つ
る
入
相
の
鐘
の
音
す
な
り
明
日
も
や
あ
ら
ば
聞
か
ん
と
す
ら
ん
」
（
『
新
古
今

の
着
物
に
書
き
つ
け
た
「
恋
し
と
も
言
は
れ
ざ
り
け
り
山
吹
の

『
源
氏
物
語
』
の
校
注
書
、
例
え
ば
新
全
集
な

「
…
…
そ
の

一
六
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『
八
重
葎
』
注
釈
（
下
）

こ
れ
に
拠
れ
ば
‘

「
な
ほ
」
か
ら
後
だ
け
を
会
話
文
と
見
な
す
。

「
身
づ
か
ら
も
の
せ
む
」
ま
で
が
心
内
文
、
そ
の
後
の

一
七

「
…
…
は
し
た
な

0
こ
の
下
に
も
あ
は
れ
と
は
見
給
ひ
て
む
を
、

ど
ち
ら
も
川
の
縁
語
。

そ
れ
に
加
え
て
、

「
そ
こ
墓
と
」
も
掛
け
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

O
法
師
の
教
へ
し
方
を
そ
こ
は
か
と
尋
ね
い
ま
す
に
、

0
若
き
女
の
い
と
い
た
う
悲
し
み
給
ひ
し
が

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
た
。

き
た
の
が
、

に
…
…
」
と
濁
音
に
し
て
い
る
。
し
ば
ら
く
、
清
音
で
統
一
し
て
置
き
た
い
。が

た

〇
あ
き
の
ぶ
を
召
し
て
、
（
中
納
言
）
「
…
…
こ
の
寺
を
建
て
そ
め
つ
ら
む
昔
語
り
も
、
尋
ね
ま
ほ
し
き
に
、
率
て
参
れ
」
と
宣
ふ
。

そ
の
つ
い
で
に
さ
り
げ
な
く
、
山
吹
色
の
幡
に
つ
い
て
探
ろ
う
、
と
い
う
の
が
、
中
納
言
の
魂
胆
で
あ
る
。

0
古
き
こ
と
尋
ね
給
ふ
べ
き
様
も
し
た
ら
ね
ば
、
た
だ
ゆ
か
し
き
こ
と
の
筋
の
み
問
ひ
給
ふ
。

「
あ
る
じ
の
僧
」

で
は
な
く
、

〇
淀
む
や
と
待
ち
来
し
も
の
を
…
…

い
か
に
も
無
知
な
顔
つ
き
を
し
た
、

む
す
め

〇
筑
紫
へ
下
り
給
ふ
大
弐
と
や
ら
む
、
御
女
の
、
と
み
に
隠
れ
給
ふ
と
て
、

底
本
は
「
…
…
給
へ
し
か
」

今
井
氏
は
、

四
句
か
ら
も
支
持
す
べ
き
推
定
で
あ
る
が
、
原
本
の
ま
ま
で
も
、

「
い
か
に
す
べ
き
」
ま
で
が
会
話
文
で
あ
る
。

「
「
こ
け
の
下
」
の
誤
読
で
あ
ろ
う
」
と
注
し
て
い
る
。
後
続
の
詠
歌
の
第

（
六
一
丁
表
7
行
目
）
だ
が
、
今
井
氏
の
推
定
に
従
っ
て
校
訂
し
た
。

「
あ
や
し
き
法
師
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
寺
の
歴
史
を
訊
き
、

そ
こ
で
、
単
刀
直
入
に
訊
く
こ
と
に

大
弐
は
、
八
重
葎
の
姫
君
を
、
恰
も
、
実
の
娘
で
あ
る
か
の
よ
う
に
手
厚
く
葬
っ
た
、

今
井
氏
は
、
「
そ
こ
は
か
と
」
を
掲
出
し
、
「
こ
こ
で
は
「
此
処
か
し
こ
と
」
の
意
で
あ
ろ
う
」
と
注
す
る
が
、

悲
し
み
が
紛
れ
、
涙
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
っ
て
き
て
み
た
の
に
、
確
か
に
そ
こ
が
墓
だ
と
自
分
の
目
で
見
た

今
、
彼
女
の
死
が
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
て
、
よ
り
一
層
涙
が
激
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。

「
こ
の
下
」
を
掲
出
し
、

ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
改
定
を
し
な
い
ま
ま
に
し
て
置
い
た
。

0
「
い
か
に
す
べ
き
。
…
…
こ
の
帰
さ
に
身
づ
か
ら
も
の
せ
む
」
と
思
ふ
を
、
ふ
と
さ
し
の
ぞ
か
む
も
は
し
た
な
く
、
か
れ
も
お
ぼ
え
な
き
心
地
す
べ
き
を
、
（
中
納
言
）

あ

な

い

「
な
ほ
あ
き
の
ぶ
行
き
て
案
内
聞
こ
え
よ
」
と
宣
ふ
。

今
井
氏
は
、
「
い
か
に
す
べ
き
」
の
前
に
鍵
括
弧
、
「
案
内
聞
こ
え
よ
」
の
後
に
鍵
括
弧
閉
じ
を
施
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
私
は
、

く
、
か
れ
も
お
ぼ
え
な
き
心
地
す
べ
き
を
、
」
は
中
納
言
の
心
理
を
描
写
し
た
地
の
文
と
し
て
、

「
淀
む
」
と
「
激
（
ぐ
）
」
は
、

前
項
の
よ
う
な
魂
胆
は
、
う
ま
く
行
き
そ
う
も
な
い
。
や
っ
て
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富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

仏
の
御
前
に
入
れ
奉
り
て
、
尼
君
、

か
し
こ
ま
り
聞
こ
ゆ
。
か
か
る
所
と
も
見
え
ず
‘

い
と
も
の
む
つ
か
し
う
身
を
だ
に
安
う
振
舞
ふ
べ
く
も
見
え
ぬ
を
、
あ
は

れ
に
い
か
に
し
て
暮
ら
す
も
の
に
か
と
御
覧
ず
。
言
ひ
出
づ
べ
き
言
の
葉
も
お
ぼ
え
給
は
ず
‘
い
と
い
た
う
泣
き
給
ふ
。
主
、
は
た
、
ま
し
て
堰
き
上
ぐ
る
心
地
し
て
、

（
侍
従
）
「
か
た
じ
け
な
く
」
と
も
え
言
ひ
出
で
ず
。
や
や
た
め
ら
ひ
給
ひ
て
、

ざ
り
し
を
、
こ
れ
こ
そ
定
め
な
き
世
の
さ
が
に
は
あ
り
け
れ
。
か
く
深
き
契
り
の
、
見
し
世
に
は
は
か
な
く
も
別
れ
ぬ
る
か
な
。
今
は
聞
き
て
も
甲
斐
な
く
、
聞
か

む
に
つ
け
て
は
、
忍
ぶ
の
草
も
摘
み
わ
び
ぬ
べ
け
れ
ど
、
な
ほ
あ
り
け
む
有
様
の
ゆ
か
し
き
を
、
詳
し
く
聞
こ
え
給
へ
」
と
宣
ふ
。
（
侍
従
）
「
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
や

う
に
、
聞
こ
え
さ
せ
む
に
つ
け
て
も
、

い
み
じ
き
御
心
ま
ど
ひ
は
、
亡
き
御
た
め
に
も
、

ぐ
し
侍
ら
む
も
い
と
益
な
し
。
か
の
あ
り
し
葎
の
宿
の
主
は
、
昔
人
の
御
叔
母
に
侍
り
。
年
頃
、

母
の
夫
、
大
弐
に
成
り
て
筑
紫
へ
下
る
に
誘
は
れ
給
ひ
て
、
出
で
立
ち
給
ひ
し
。
こ
こ
ら
の
年
月
、
離
れ
ず
な
ら
ひ
給
ひ
し
か
ば
‘

と
い
み
じ
う
思
し
た
り
き
。

そ
の
日
に
成
り
て
、
叔
母
君
、

お
は
し
て
、
『
し
ば
し
御
覧
じ
送
れ
。

は
あ
へ
な
し
』
な
ど
聞
こ
え
動
か
し
て
、
強
ひ
て
そ
そ
の
か
し
て
、
率
て
奉
り
給
ひ
し
。
か
り
そ
め
の
こ
と
と
思
う
給
へ
し
か
ば
、
物
な
ど
し
た
た
む
ま
で
も
侍
ら

あ
は
れ
な
り
し
御
志
な
ど
思
し
続
け
て
、

む
な
ど
、

ず
。
尼
な
ど
も
御
供
に
ま
か
で
さ
ぶ
ら
ひ
し
を
、
そ
の
ま
ま
船
に
移
し
奉
り
給
ふ
を
、
あ
さ
ま
し
く
、
か
く
た
ゆ
め
給
ひ
け
る
程
‘
又
、
御
前
の
聞
こ
し
召
さ
む
こ
と
、

だ

ゆ

う

い
と
い
た
う
泣
き
沈
み
お
は
せ
し
に
、
か
し
こ
に
お
は
し
着
き
て
は
、
大
弐
の
こ
の
か
み
の
民
部
の
大
輔
に
逢
は
せ
奉
ら

ひ
た
す
ら
亡
き
道
に
と
思
し
成
り
け
る
に
や
、
五
、
六
日
過

ほ
の
ぼ
の
聞
こ
え
侍
り
し
を
、
聞
き
つ
け
給
ひ
て
、

ぐ
る
ま
で
、

つ
ゆ
ば
か
り
の
も
の
も
御
覧
じ
入
れ
ざ
り
し
が
、

づ

「
か
か
り
と
告
げ
よ
」
と
言
伝
て
、

御
袖
の
雫
は
よ
よ
と
落
ち
け
り
。

り
な
む
や
。

〔
二
七
中
納
言
、
侍
従
と
再
会
〕

『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
も
こ
の
よ
う
な
鍵
括
弧
の
付
け
方
で
あ
る
。

一
人
住
み
に
て
過
ぐ
し
給
ひ
し
を
、
如
月
の
頃
、
中
務
宮
の
御
乳

（
中
納
言
）
「
さ
て
も
か
か
る
方
に
て
対
面
す
べ
き
と
は
、

「
あ
は
と
消
ゆ
と
も
」
と
泣
き
焦
が
れ
給
ひ
し
、

か
へ
り
て
罪
深
か
る
べ
き
心
地
し
給
ふ
れ
ど
、

そ
の
か
み
ゆ
め
思
ひ
懸
け

又
お
ぼ
つ
か
な
く
忍
び
過

は
る
ば
る
も
の
し
給
は
む
を
い

か
か
る
つ
い
で
に
物
詣
で
も
せ
さ
せ
奉
ら
む
。

い
と
ど
涙
の
色
深
く
見
え
給
ひ
し
が
、

つ
ひ
に
か
う
成
ら
せ
給
へ
る
」
と
泣
く
泣
く
そ
の
程
の
こ
と
、

か
ば
か
り
に
て

い
ぶ
か
し
か
り
し
口
ず
さ
み
の
本
、

そ
の
夜
の
こ
と
も
い
と
よ
く
お
ぼ
え
て
語
り
聞
こ
ゆ
。
疑
は
し
き
方
の
ま
じ
り

し
時
だ
に
、
飽
か
ぬ
別
れ
の
一
筋
は
い
み
じ
う
思
し
た
り
し
を
、
多
く
は
我
が
情
け
に
消
え
け
る
命
の
程
と
聞
こ
し
召
す
心
地
、
う
つ
つ
と
も
お
ぼ
え
給
は
ね
ど
、

（
中
納
言
）
「
言
ひ
も
て
行
け
ば
‘
た
だ
身
づ
か
ら
の
誤
り
に
な
ん
あ
り
け
る
。
と
く
迎
へ
ま
し
か
ば
、
か
く
い
み
じ
き
別
れ
は
あ

な

の

月
頃
経
る
ま
で
、
御
名
告
り
だ
に
聞
か
ざ
り
し
心
ぬ
る
さ
の
あ
ま
り
ぞ
か
し
。
さ
て
も
い
か
な
る
人
に
か
、
今
だ
に
ゆ
か
し
き
を
」
と
宣
ふ
。
（
侍
従
）

一
八
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「
『
い
と
便
無
く
、

力ゞヽ

月
頃
の
も
の
思
ひ
に
や
‘

お

と

ど

か
つ
は
御
心
劣
り
も
せ
さ
せ
給
は
む
』
と
慎
ま
し
う
こ
そ
。
今
聞
こ
え
さ
せ
し
御
叔
母
の
こ
の
か
み
は
、
侍
従
の
君
と
て
、
右
の
大
臣
の
上
の
御

方
に
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
し
を
、
右
大
臣
殿
ま
だ
中
将
に
も
の
し
給
ひ
し
時
、
御
覧
じ
過
ご
さ
ず
や
侍
り
け
む
、
こ
の
君
、
生
ま
れ
給
ふ
。
平
ら
か
に
は
も
の
し
給
ひ
な

か
の
御
代
は
り
に
、
叔
母
君
な
ん
生
ふ
し
た
て
給
ひ
し
」
と
聞
こ
ゆ
゜

に
て
見
む
も
口
惜
し
か
る
ま
じ
き
を
」

べ
き
道
の
し
る
べ
な
れ
ど
、

露
を
玉
と
磨
か
む
の
み
こ
そ
、
亡
き
人
の
た
め
な
る
べ
け
れ
。

と
あ
り
が
た
＜
亡
き
人
の
御
た
め
は
、
面
立
た
し
か
る
べ
け
れ
ど
、

際
の
人
は
身
の
口
惜
し
さ
も
た
ど
ら
ぬ
も
の
な
る
に
、

き
て
も
聞
き
て
も
飽
か
ず
残
り
多
か
る
夢
物
語
も
、
常
に
聞
こ
え
ま
ほ
し
う
」

（
中
納
言
）

あ
は
と
消
え
に
し
人
を
恋
ふ
ら
む

か

た

ち

と
て
、
尽
き
せ
ず
お
し
拭
ひ
給
へ
る
御
容
貌
の
、
見
し
折
よ
り
も
を
か
し
う
あ
は
れ
に
、
な
ま
め
か
し
き
を
見
奉
る
ま
ま
に
、
し
づ
の
を
だ
ま
き
な
ら
ぬ
世
の
中
ぞ
‘

濡
る
る
は
海
人
の
な
ら
ひ
な
れ
ど
も

か
た
は
ら
い
た
う
」

は
か
な
く
消
え
給
ひ
し
か
ば
‘

と
い
と
ど
あ
は
れ
に
思
さ
る
。
面
持
ち
な
ど
の
か
の
大
殿
に
似
た
り
し
は
や
と
、
今
さ
ら
思
し
合
は
せ
ら
る
。

な
ほ
さ
は
思
ひ
成
ら
れ
ず
」

と
聞
こ
ゆ
る
様
も
、

『
八
重
葎
』
注
釈
（
下
）

「
か
ば
か
り
に
袖
や
絞
り
し
朝
夕
に

（
侍
従
）

返
す
返
す
も
う
ら
め
し
う
、
身
も
浮
き
ぬ
べ
き
心
地
ぞ
す
る
。

た
く
な
は

今
さ
ら
に
海
人
の
拷
縄
繰
り
返
し

れ
て
、
ひ
た
み
ち
に
思
ひ
成
ら
る
れ
ど

一
人
も
の
し
給
ふ
上
の
思
し
嘆
か
む
心
憂
さ
に
今
日
ま
で
か
く
て
長
ら
へ
ぬ
る
を
、

の
つ
き
づ
き
し
く
言
ひ
た
り
し
空
言
も
語
り
給
ふ
。

（
中
納
百
）

「
昔
よ
り
深
き
本
意
あ
る
身
に
て
、

と
て
又
‘

い
み
じ
う
濡
ら
し
添
へ
給
ふ
。

（
中
納
言
）

一
九

「
さ
る
べ
き
方

か
の
仲
立
ち

な
べ
て
の
人
の
持
つ
な
る
ほ
だ
し
な
ど
も
あ
な
が
ち
に
か
け
離

か
か
る
別
れ
は
か
へ
り
て
嬉
し
か
る

（
中
納
言
）
「
よ
し
、
今
は
他
事
は
言
ひ
て
も
甲
斐
無
し
。
蓮
の

あ

る

じ

さ
ら
に
改
め
て
、
さ
る
べ
き
法
事
を
と
思
ふ
。
主
僧
の
帰
ら
む
程
に
さ
聞
こ
え
給
へ
」
。
（
侍
従
）
「
い

又
‘
軽
々
し
く
聞
こ
え
な
す
人
も
侍
ら
む
は
、
御
た
め
、
い
と
ほ
し
う
」
と
聞
こ
ゆ
。
か
か
る

い
と
思
ひ
や
り
深
き
心
の
程
を
、

目
安
く
あ
は
れ
に
見
給
ふ
。

と
な
つ
か
し
う
聞
こ
え
給
ふ
。

（
中
納
言
）
「
京
な
ど
へ
も
も
の
し
給
へ
。
聞

い
と
耐
へ
難
げ
な
り
。
尽
き
せ
ぬ
御
物
語
に
、
明
け
方
近
う
成
り
ぬ
。
霧
た
ち
こ
め
て
分
け
給
ふ
べ
き
方
も
見
え
ぬ
空
の
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0
今
さ
ら
に
海
人
の
拷
縄 そ

の
丁
寧
語
が
含
ま
れ
る
部
分
は
、

い

く

た

も

り

「
…
…
生
田
の
杜
の

い
く
た
び
か

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

法
師
の
料
、

気
色
も
、
来
し
方
の
暁
思
し
出
づ
る
に
、
変
は
る
こ
と
の
み
多
く
成
り
に
し
を
な
ほ
本
の
身
に
て
、
我
の
み
つ
れ
な
き
は
口
惜
し
う
あ
は
れ
に
思
さ
る
べ
し
。
か
の

こ

が

ね

よ

べ

み

つ

と

の

ゐ

又
尼
の
た
め
な
ど
思
し
や
り
て
、
黄
金
多
く
遣
は
し
給
ふ
。
（
中
納
言
）
「
昨
夜
は
御
津
の
寺
に
詣
で
て
、
こ
よ
な
う
更
か
し
侍
り
し
か
ば
‘
御
宿
直
に

も
も
の
し
給
へ
ず
」
な
ど
、
聞
こ
え
給
ふ
。

の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
の
用
例
が
「
思
ふ
」
に
続
く
が
、
他
に
「
見
る
」
「
聞
く
」
に
続
く
例
も
散
見
す
る
。

も
「
思
ふ
」

の
類
義
語
な
の
で
、

ひ
と
ま
ず
、
作
者
の
誤
用
や
書
写
者
の
誤
写
で
は
な
い
も
の
と
し
て
お
く
。

0
か
し
こ
に
お
は
し
着
き
て
は
、
大
弐
の
こ
の
か
み
の
民
部
の
大
輔
に
逢
は
せ
奉
ら
む
な
ど
、
ほ
の
ぼ
の
聞
こ
え
侍
り
し
を
、
聞
き
つ
け
給
ひ
て
、

意
な
さ
っ
た
」
と
い
う
こ
の
部
分
の
話
し
振
り
だ
け
は
、
多
少
の
脚
色
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
死
の
決
意
の
直
接
の
原
因
は
、
船
の
中
で
、

の
大
輔
に
迫
ら
れ
た
、
と
い
う
事
実
な
の
に
、
そ
の
点
を
隠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
一
層
、
故
人
を
清
ら
か
な
イ
メ
ー
ジ
に
し
た
い
、
と
い
う
報
告
者
（
侍

「
大
弐
の
こ
の
か
み
」
と
は
、
大
弐
の
子
供
た
ち
の
中
で
年
上
の
者
、
の
意
。

あ

る

じ

O
（
中
納
言
）
「
…
…
主
僧
の
帰
ら
む
程
に
さ
聞
こ
え
給
へ
」
。
（
侍
従
）
「
い
と
あ
り
が
た
＜
亡
き
人
の
御
た
め
は
、
面
立
た
し
か
る
べ
け
れ
ど
、

こ
え
な
す
人
も
侍
ら
む
は
、
御
た
め
、

「
給
ふ
れ
」
は
、
下
二
段
活
用
の
補
助
動
詞
「
給
ふ
」

（
九
州
の
大
宰
府
）

い
と
ほ
し
う
」
と
聞
こ
ゆ
゜

と
注
す
る
の
に
は
、
必
ず
し
も
従
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
話
者
が
突
然
変
わ
る
の
は
、
古
典
文
学
に
は
よ
く
あ
る
。

わ
れ
て
い
る
の
で
、

下
位
の
者

（
侍
従
）
の
発
言
だ
と
、

釦
AJ
の
た
＜
犀

下
を
侍
従
の
詞
だ
と
見
な
し
て
い
る
。
従
い
た
い
。
た
だ
、
「
き
こ
え
給
へ
い
と
有
が
た
く
」
を
掲
出
し
て

「
侍
（
る
）
」

と
い
う
丁
寧
語
が
使

「
「
給
へ
」
と
「
い
と
」

の
間
に
小
脱
文
が
あ
ろ
う
」

の
連
用
形
。
こ
の
動
詞
は
、
『
源
氏
物
語
』

で
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
噂
を
聞
い
た
だ
け
で
食
を
断
っ
て
死
ぬ
こ
と
を
決

今
井
氏
は
、

さ
聞
こ
え
給
へ
‘

で
い
っ
た
ん
‘
鍵
括
弧
を
閉
じ
、

そ
し
て
、

当
時
の
読
者
に
は
わ
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

繰
り
返
し
心
に
添
は
ぬ
身
を
恨
む
ら
ん
」

従
）
が
思
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
の
民
部

又
、
軽
々
し
く
聞

い
と
あ
り
が
た
＜
以

(
『
千
載
和
歌
集
』
・
巻

で
あ
る
が
、

「
八
重
葎
の
姫
君
が
、
民
部
の
大
夫
と
あ
ち
ら

深
く
見
え
給
ひ
し
が
、
ひ
た
す
ら
亡
き
道
に
と
思
し
成
り
け
る
に
や
、
侍
従
が
長
々
と
中
納
言
に
報
告
し
た
詞
の
中
の
一
部
。

J

の
前
後
は
、
全
て
、
正
確

い
と
ど
涙
の
色

「
心
地
す
」
を
受
け
る
用
例
は
見
出
せ
な
い
が
、
「
心
地
す
」

〇
罪
深
か
る
べ
き
心
地
し
給
ふ
れ
ど

語
釈

「
心
地
し
給
ふ
れ
ど
」

の

ニ
O
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ひ
て
、

（
雑
歌
下
）
•
長
歌
）
《
今
井
氏
》
゜

0
し
づ
の
を
だ
ま
き
な
ら
ぬ
世
の
中

の
接
続
‘中

納
言
、
帰
京
〕

今
日
ぞ
京
へ
帰
り
給
ふ
。
御
迎
へ
の
人
々
、
あ
ま
た
引
き
続
け
参
り
給
ひ
て
、
名
残
な
く
お
こ
た
り
給
ふ
を
喜
び
あ
へ
り
。
中
納
言
殿
は
、

田
舎
の
こ
と
ど
も
奏
し
給
へ
ば
‘
湯
の
か
し
こ
さ
を
を
か
し
が
ら
せ
給
ふ
。

さ
わ
が
し
き
程
過
ぐ
し
て
、

上
は
御
持
仏
の
飾
り
を
急
ぎ
思
し
た
る
に
、
君
も
も
と
よ
り
こ
の
方
に
は
進
み
給
へ
る
御
心
に
て
、
も
ろ
と
も
に
扱
ひ
、
道
々
の
も

の
の
上
手
ど
も
召
し
寄
せ
て
、
こ
ま
か
な
る
心
し
ら
ひ
沿
ゆ
べ
く
宣
せ
付
く
。
法
服
や
う
の
も
の
、
何
く
れ
と
う
ち
う
ち
に
も
も
の
し
給
ふ
に
、
う
ち
紛
れ
給
ふ
や

う
な
れ
ど
あ
る
を
見
る
だ
に
恋
し
き
秋
の
悲
し
さ
は
な
べ
て
だ
に
あ
る
を
、
ま
し
て
御
覧
じ
そ
め
し
こ
の
頃
も
、
た
だ
今
の
心
地
し
給
へ
ば
‘
床
も
涙
の
露
繁
く
て
、

（
中
納
言
）

と
い
へ
り
け
れ
ど
、
な
に
と
も
思
は
ず
や
あ
り
け
む
」
（
集
成
『
伊
勢
物
語
』
第
一
二
十
二
段
）
《
今
井
氏
》
。
世
の
中
は
「
し
づ
の
を
だ
ま
き
な
ら
ぬ
」

「
し
づ
の
を
だ
ま
き
」

そ
れ
以
外
の
用
例
で
も
、

か
く
な
が
め
明
か
し
給
ふ
。
あ
し
た
の
空
に
薄
霧
た
ち
迷
ひ
て
、

笛
を
少
し
吹
き
鳴
ら
し
給
ふ
に
、
我
な
が
ら
あ
は
れ
に
心
細
け
れ
ば
‘

笛
竹
の
こ
の
憂
き
節
よ
世
の
中
を

『
八
重
葎
』
注
釈
（
下
）

常
よ
り
も
思
ひ
ぞ
出
づ
る
暁
は

し

ぎ

は

ね

が

鴫
の
羽
掻
き
か
き
集
め
つ
つ

寝
覚
め
が
ち
な
り
。

〔―-八 破
格
と
判
断
し
て
置
き
た
い
。

の
だ
が
、

と
の
ゐ

〇
御
宿
直
に
も
も
の
し
給
へ
ず

よ
し
も
が
な

十
八

「
思
ふ
」
と
同
様
の
意
味
に
な
る
動
詞
に
接
続
す
る
。
こ
の
「
も
の
す
」
は
、
や
や
意
味
が
違
う
よ
う
な
の
で
、
ひ
と
ま
ず
、

の
如
く
、
繰
返
し
引
き
も
ど
し
て
昔
を
今
に
し
た
い
、

と
言
う
気
持
ち
。

『
源
氏
物
語
』
の
お
び
た
だ
し
い
数
の
用
例
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
下
一
一
段
活
用
の
補
助
動
詞
「
給
ふ
」
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
思
ふ
」

ま
が
き
の
菊
も
お
ぼ
つ
か
な
く
、

う

ち

ま
づ
内
裏
に
参
り
給

も
み
ぢ
の
色
も
ほ
の
か
に
を
か
し
き
を
端
の
方
に
つ
い
届
て
、

「
む
か
し
、
も
の
い
ひ
け
る
女
に
、
年
ご
ろ
あ
り
て

い
に
し
へ
の
し
づ
の
を
だ
ま
き
繰
り
返
し
む
か
し
を
今
に
な
す
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も
う
―
つ
参
考
に
な
る
の
は
、
同
仮
名
序
で

き
歌
に
つ
い
て
は
、
今
井
氏
も
指
摘
す
る
。

〇
寝
党
め
が
ち
な
り
。

秋
は
寝
覚
め
が
ち
。

〇
あ
る
を
見
る
だ
に
恋
し
き
秋
の
悲
し
さ
は

〔―-八
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

背
＜
山
路
の
し
る
べ
と
も
成
れ

と
一
人
ご
ち
給
ふ
。

従
）
「
か
か
ら
ざ
ら
ま
し
か
ば
」

中
納
言
、
帰
京
〕

そ

0
こ
ま
か
な
る
心
し
ら
ひ
沿
ゆ
べ
く
宜
せ
付
く

八
三
九
）
《
今
井
氏
》

【
用
例
そ
の
三
】

〇
常
よ
り
も
思
ひ
ぞ
出
づ
る
…
…

が
眠
る
御
津
に
残
っ
た
、

「
（
笛
）
竹
の
憂
き
節
」
が
歌
題
と
成
っ
て
い
る
。

あ

か

つ

き

し

ぎ

は

ね

が

く

れ

た

け

う

ふ

し

「
…
…
暁
の
鴫
の
羽
掻
き
を
数
へ
、
あ
る
は
、
呉
竹
の
憂
き
節
を
人
に
い
ひ
、
…
…
」

「
沿
ふ
」

〔
一
九
〕
）
。

八
月

S
九
月
。
恐
ら
く
は
、
八
月
。

さ
る
は
、
月
日
に
添
へ
、
い
と
ど
聖
に
成
り
ま
さ
り
給
ふ
。

と
、
捨
て
け
る
程
を
嬉
し
う
思
ひ
け
る
と
か
。

ハ
行
下
二
段
活
用
動
詞
が
ヤ
行
活
用
に
変
化
し
て
い
た
の
と
同
じ
。

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る

（
二
四

（
恋
）
五
・
七
六
一
）
。
こ
の
引

み

つ

か
の
御
津
の
尼
を
も
絶
え
ず
と
ぶ
ら
ひ
給
ふ
に
、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
く
、
（
侍

と
い
う
ハ
行
四
段
活
用
の
動
詞
が
、
ヤ
行
に
変
化
し
て
い
る
。

〔
一
八
〕
段
落
で
、

「
時
し
も
あ
れ
秋
や
は
人
の
別
る
べ
き
あ
る
を
見
る
だ
に
恋
し
き
も
の
を
」
（
『
古
今
和
歌
集
』
・
巻
十
六
（
哀
傷
）
・

ょ

ょ

【
用
例
そ
の
一
】
人
や
り
な
ら
ぬ
独
り
寝
し
た
ま
ふ
夜
な
夜
な
は
、

【
用
例
そ
の
二
】
例
の
‘
寝
ざ
め
が
ち
な
る
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
‘
(
「
宿
木
」

寝
ざ
め
が
ち
に
つ
れ
づ
れ
な
る
を
（
「
蜻
蛉
」
〔
一
九
〕
）
。
女
郎
花
の
季
節
。

よ

わ

れ

あ

か

つ

き

し

ぎ

は

ね

も

も

は

「
暁
の
鴫
の
羽
が
き
百
羽
が
き
君
が
来
ぬ
夜
は
我
ぞ
か
ず
か
く
」

頁
4
S
5
行
目
）
点
で
、
本
作
品
で
も
次
の
詠
歌
で
は
‘

み

つ

0
か
の
御
津
の
尼
を
も
絶
え
ず
と
ぶ
ら
ひ
給
ふ

は
か
な
き
風
の
音
に
も
目
の
み
覚
め
つ
つ

上
洛
し
て
、
自
分
の
も
と
に
仕
え
よ
‘

と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
一
文
か
ら
わ
か
る
。

（
「
宿
木
」
〔
七
〕
）
。

（
『
古
今
和
歌
集
』
・
巻
十
五

と
い
う
中
納
百
の
誘
い
を
結
局
は
断
り
、

八
月
。

そ
の
ま
ま
、

八
重
葎
の
姫
君

そ
の
御
津
ま
で
、
中
納
言
の
ほ
う
か
ら
尋
ね
て
行
く
こ
と
が
ひ
っ
き
り
な
し
で
あ
っ
た
。

「
教
ふ
」

と
い
う
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本
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
、
全
訳
は
未
刊
の
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
最
新
の
雑
誌
論
文
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
た
。

た
今
の
時
点
で
も
、
変
更
す
る
気
に
な
れ
な
い
。

か
っ
た
、

と
い
う
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
だ
ろ
う
。

み
て
も
、
や
は
り
、
第
三
句
以
下
は
「
ダ
ッ
テ
、
山
吹
ノ
花
色
衣
ハ

「
ク
チ
ナ
シ
（
口
無
シ
）
」

が
大
倉
氏
の
新
見
と
な
っ
て
い
る
。
私
は
、

面
の
伏
線
が
あ
る

ま
ず
、

「
中
納
言
が
恋
心
を
催
し
て
築
地
の
崩
れ
よ
り
進
入
し
た
」
場

私
は

「
『
八
重
葎
』
注
釈
（
中
）
」
脱
稿
の
際
も
こ
の

発
行
で
あ
り
、

を
表
し
た
い
。

「
『
八
重
葎
』
注
釈
（
下
）
」
脱
稿
の
際
も
、
国
会
図
書
館
の
雑
誌
記
事
索
引
等
で
研
究
論
文
な
ど
を
検
索

し
て
い
る
が
、
今
回
、
『
学
苑
・
日
本
文
学
紀
要
』
第
八
一
九
号
所
収
の
大
倉
比
呂
志
氏
『
『
八
重
葎
』
論
』
が
ヒ
ッ
ト
し
た
。
第
八
一
九
号
は
、

「
『
八
重
葎
』
注
釈
（
中
）
」
締
め
切
り
時
に
は
未
刊
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
卓
見
が
多
く
含
ま
れ
て
居
り
、
大
い
に
啓
発
さ
れ
た
。

「
三
、
紅
葉
見
物
の
意
味
」

で
は
、
私
の
段
落
分
け
で
言
う
〔
三
〕

「
紅
葉
見
物
の
詳
細
な
記
事
が
中
納
言
の
聞
入
事
件
と
そ
の
後
に
お
け
る
姫
君
と
の
恋
に
脈
絡
し
て
い
る
」
と
の
御
説
に
は
、
甚
本
的
に
賛
意

又
、
私
の
段
落
分
け
で
は
〔
一
九
〕
段
落
の
最
後
に
位
匿
す
る
、

葎
の
姫
君
の
詠
歌
を
、

「
目
の
前
に
い
な
い
中
納
言
に
向
か
っ
て
、
恋
し
い
と
口
に
出
し
て
は
っ
き
り
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
悲
し
い
。

花
色
衣
を
私
は
身
体
離
さ
ず
に
着
て
い
る
の
で
、

ら
を
追
認
す
る
と
共
に
、

『
八
重
葎
』
注
釈
（
下
）

い
つ
も
中
納
言
が
私
の
そ
ば
に
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
心
が
安
ま
る
」
と
解
釈
し
て
い
て
、

「
『
八
重
葎
』
注
釈
（
中
）
」

さ
て
、
従
来
、
擬
古
物
語
『
八
重
葎
』
の
先
蹴
と
し
て
、
『
狭
衣
物
語
』
、

の
中
に
、

で
も
、

そ
の
後
の

二
0
0九
年
一
月

「
恋
し
と
も
い
は
れ
ざ
り
け
り
山
吹
の
花
色
衣
身
を
し
さ
ら
ね
ば
」

「
ク
チ
ナ
シ
（
栃
子
色
）
」
デ
、
ソ
レ
ヲ
身
ニ
ッ
ケ
テ
イ
ル
ワ
タ
シ
モ

と
い
う
八
重

で
も
、
こ
の
山
吹
の

「
で
も
」
よ
り
下

〔
一
九
〕
段
落
の
語
釈
で
辛
島
正
雄
氏
の
お
名
前
を
挙
げ
た
が
、
今
改
め
て
考
え
て

ナ
ノ
ダ
モ
ノ
」
（
『
中
世
王
朝
物
語
史
論
』
下
巻
九
五
頁
）
が
第
一
義
的
な
意
味
だ
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
倉
氏
が
説
か
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
も
言
い
表
し
た

『
源
氏
物
語
』
の
中
の
末
摘
花
物
語
‘
夕
顔
物
語
な
ど
が
指
摘
さ
れ
、
大
倉
氏
も
こ
れ

玉
婁
、
紫
上
と
『
八
重
葎
』
女
主
人
公
‘
薫
と
『
八
重
葎
』
男
主
人
公
と
の
関
係
に
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
察
は
、
前
述
の
通

り
、
卓
見
を
多
く
含
む
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
『
八
重
葎
』
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
先
縦
は
、
宇
治
大
君
の
死
の
前
後
で
あ
る
。
こ
の
持
説
は
、
注
釈
が
終
わ
っ

『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』
各
巻
発
行
予
定
に
つ
い
て
は
、
特
に
最
近
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
随
時
、
情
報
収
集
に
努
め
て
来
た
。
同
叢
書
の
『
八
重
葎
』

追
記

-160-



あ
る
。

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

を
拝
読
し
、
お
お
む
ね
異
見
が
な
い
よ
う
な
ら
、
全
文
掲
出
の
よ
う
な
形
で
の
私
見
の
公
表
は
中
止
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
二

0
0九
年
四
月
に
入
っ
て
笠
間

書
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
若
し
く
は
、
「
ブ
ロ
グ
」
（
二

0
0
九
年
三
月
十
二
日
更
新
）
を
開
い
て
み
て
も
な
お
、
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』
の
う
ち
二

0
0九
年
三

月
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
及
び
二

0
0九
年
四
月
下
旬
刊
行
予
定
の
も
の
、
合
わ
せ
て
十
二
冊
が
広
告
さ
れ
て
い
る
中
に
『
八
重
葎
』
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
『
中

世
王
朝
物
語
全
集

八
重
葎
』
を
拝
読
し
な
い
ま
ま
、
本
注
釈
を
提
出
す
る
こ
と
に
す
る
。
と
っ
く
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
古
典
文
庫
本
の
解
説
、
注
釈
も
す
ば
ら
し

い
も
の
で
は
あ
る
が
、
『
八
重
葎
』
序
盤
、
中
盤
、
終
盤
に
亙
っ
て
少
な
か
ら
ず
異
見
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
『
八
重
葎
』
注
釈
（
上
）
」
、
同
「
（
中
）
」
、
同
「
（
下
）
」

の
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
注
番
号
明
記
と
い
う
方
法
で
お
示
し
し
、
広
く
大
方
諸
賢
に
問
う
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
加
え
て
、
今
井
氏
の
単
純
ミ
ス
か
と
お
ぼ
し
き
箇
所

を
含
め
て
、
釈
文
も
訂
正
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
私
の
釈
文
に
も
単
純
ミ
ス
が
続
出
す
る
よ
う
な
ら
、
全
文
掲
出
の
意
義
が
半
減
す
る
の
で
、
釈
文
の
部
分
に
つ
い

て
校
正
を
繰
り
返
し
た
の
で
あ
る
が
、
生
来
の
粗
忽
ゆ
え
、
誤
植
が
無
い
と
断
言
す
る
自
信
は
な
く
、
広
く
ご
教
示
を
求
め
る
と
共
に
、
御
海
容
を
乞
う
と
こ
ろ
で

[
平
成
ニ
―
年
四
月
一

0
日
提
出
l

ニ
四
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