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は
じ
め
に
 
 

大
江
山
い
く
の
の
道
の
遠
け
れ
ば
ま
だ
ふ
み
も
見
ず
天
の
橋
立
 
 
 

こ
の
、
『
百
人
一
首
』
に
も
と
ら
れ
て
い
る
小
式
部
内
侍
の
歌
、
そ
し
 
 

て
そ
の
説
話
は
、
時
代
を
通
じ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
歌
 
 

集
、
歌
学
書
、
説
話
集
、
謡
曲
、
随
筆
な
ど
数
ゝ
㌃
き
れ
ぬ
ほ
ど
の
作
品
に
 
 

採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
「
大
江
山
」
の
歌
説
話
の
教
 
 

訓
に
着
目
し
、
請
書
で
示
さ
れ
て
い
ふ
教
訓
に
つ
い
て
、
小
式
部
内
侍
の
 
 

他
説
詰
も
含
め
て
比
較
・
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
る
（
注
1
）
。
 
 

一
、
『
十
訓
抄
』
に
お
け
る
「
大
江
山
」
歌
説
話
の
教
訓
 
 
 

『
十
訓
抄
』
の
「
語
末
評
語
」
を
み
る
と
、
直
接
「
教
訓
」
が
見
出
せ
 
 

る
「
教
訓
説
話
」
は
少
な
く
（
注
2
）
、
「
徳
目
」
と
「
小
序
」
と
に
よ
っ
 
 

て
自
ら
「
教
訓
」
を
示
し
て
い
る
（
注
3
）
。
そ
の
よ
う
な
性
格
を
考
慮
 
 

に
入
れ
、
『
十
訓
抄
』
第
三
・
一
「
大
江
山
」
歌
説
話
を
見
る
と
、
語
末
 
 

に
「
こ
れ
は
う
ち
ま
か
せ
て
理
運
の
こ
と
な
れ
ど
も
、
彼
卿
の
こ
ゝ
ろ
に
 
 

小
式
部
内
侍
「
大
江
山
」
歌
説
話
に
お
け
る
教
 
 

「
即
詠
」
と
「
証
」
と
し
て
の
歌
徳
説
話
－
 
 

－
 
 

は
、
こ
れ
ほ
ど
の
歌
た
ゞ
今
よ
み
い
だ
す
べ
し
と
は
、
し
ら
れ
ざ
り
け
る
 
 

に
や
。
」
と
あ
る
。
こ
の
「
語
末
評
語
」
は
、
定
頼
卿
へ
の
批
評
に
と
ど
 
 

ま
り
、
こ
れ
だ
け
か
ら
、
明
確
な
一
つ
の
教
え
が
示
さ
れ
て
い
る
と
烏
想
 
 

定
t
に
く
い
。
と
こ
ろ
が
、
『
十
訓
抄
』
に
は
、
実
は
簡
潔
で
わ
か
り
や
 
 

す
い
教
示
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
、
先
に
述
べ
た
「
徳
目
」
で
あ
る
。
当
 
 

該
説
話
を
含
む
第
三
の
「
徳
目
」
は
、
「
不
レ
可
レ
侮
二
人
倫
一
重
」
で
あ
る
。
 
 

こ
れ
に
よ
り
、
「
大
江
山
」
歌
説
話
は
教
訓
が
引
き
出
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
 
 

こ
の
「
徳
目
」
と
走
頼
卿
へ
の
話
未
批
評
と
を
併
せ
て
、
哉
者
は
「
人
を
 
 

軽
侮
す
る
な
か
れ
」
と
い
う
教
え
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
セ
あ
る
。
 
 

加
え
て
、
第
三
の
「
小
序
」
で
は
「
人
を
あ
な
づ
る
こ
と
は
、
色
は
替
れ
 
 

ど
も
必
あ
る
事
な
り
。
」
「
孤
児
・
寡
婦
な
り
と
も
あ
ざ
む
く
べ
か
ら
ず
。
」
 
 

な
ど
と
教
え
を
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
徳
目
」
「
小
序
」
「
話
未
評
語
」
、
 
 

こ
の
三
つ
か
ら
『
十
訓
抄
』
の
「
大
江
山
」
歌
説
話
は
、
前
述
の
よ
ケ
な
 
 

「
教
訓
」
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
4
）
。
 
 
 

な
お
、
「
大
江
山
」
の
歌
の
後
の
走
頼
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
「
い
か
に
 
 

か
か
る
や
う
は
あ
る
と
て
、
つ
い
ゐ
て
、
こ
の
歌
の
返
し
せ
む
と
て
、
し
 
 

l
 
 

訓
 
 菅

 
 

利
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ば
し
は
思
ひ
け
れ
ど
、
え
思
ひ
得
ざ
り
け
れ
ば
、
ひ
き
は
り
逃
げ
に
け
り
。
」
 
 

（
『
俊
頼
』
）
、
「
走
頼
ひ
き
や
り
逃
げ
し
と
云
々
。
」
（
『
袋
草
』
）
に
村
し
て
、
 
 

『
十
訓
抄
』
で
は
「
お
も
は
ず
に
あ
さ
ま
し
く
て
、
『
こ
は
い
か
に
、
か
、
 
 

る
や
う
や
は
有
。
』
と
計
い
ひ
て
返
歌
に
も
を
よ
ば
ず
、
礼
を
ひ
き
は
な
 
 

ち
て
に
げ
ら
れ
け
り
。
」
と
あ
り
、
 
い
か
に
意
外
で
あ
っ
た
か
を
「
あ
さ
 
 

ま
し
」
と
い
う
語
を
用
い
て
表
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
こ
れ
ほ
ど
の
 
 

歌
た
ゞ
今
よ
み
い
だ
す
べ
し
と
は
、
し
ら
れ
ざ
り
け
る
に
や
。
」
と
と
も
に
、
 
 

未
熟
で
歌
の
才
能
な
ど
な
い
と
軽
視
し
て
い
た
先
入
観
と
、
み
ご
と
な
秀
 
 

歌
・
即
詠
の
才
と
の
差
異
を
際
立
た
せ
る
。
そ
れ
が
「
軽
侮
す
る
な
か
れ
」
 
 

と
い
う
教
訓
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
「
即
詠
」
「
機
転
」
と
い
う
点
か
ら
女
流
歌
人
を
み
れ
ば
、
伊
勢
 
 

大
輔
、
周
防
内
侍
、
小
侍
従
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
『
俊
頼
 
 

髄
脳
』
で
「
大
江
山
」
歌
説
話
と
並
置
さ
れ
て
い
た
、
伊
勢
大
輔
「
口
な
 
 

し
に
」
の
和
歌
説
話
は
、
『
十
訓
抄
』
 
で
は
、
ご
く
わ
ず
か
に
簡
略
化
し
 
 

た
も
の
を
「
第
一
可
レ
走
二
心
操
振
舞
一
事
」
に
載
せ
る
に
と
ど
め
て
い
る
 
 

（
注
5
）
。
小
侍
従
に
つ
い
て
は
「
ま
ち
よ
ひ
の
小
侍
従
」
と
だ
け
「
第
 
 

一
可
レ
定
二
心
操
振
舞
一
事
」
に
記
載
す
る
だ
け
で
あ
る
（
注
6
）
。
周
防
 
 

内
侍
「
春
の
夜
の
」
の
和
歌
説
話
は
、
『
十
訓
抄
』
で
は
採
っ
て
い
な
い
。
 
 

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
「
大
江
山
」
歌
説
話
は
前
述
の
よ
う
に
「
人
を
侮
る
 
 

な
か
れ
」
と
い
う
教
訓
の
例
話
と
な
っ
て
い
る
（
注
7
）
。
と
い
う
こ
と
は
、
 
 

『
十
訓
抄
』
は
、
即
詠
そ
れ
自
体
に
は
さ
ほ
ど
着
目
し
て
い
な
い
の
で
あ
 
 

り
、
そ
の
中
で
こ
の
徳
目
に
採
録
し
て
い
る
小
式
部
内
侍
に
は
、
先
の
三
 
 

人
と
は
異
な
る
面
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
幼
少
・
未
熟
な
る
歌
人
、
そ
し
 
 

て
著
名
な
母
和
泉
式
部
を
も
つ
が
ゆ
え
の
周
囲
の
軽
侮
、
そ
れ
を
乗
り
越
 
 

え
た
上
で
の
華
々
し
い
歌
壇
デ
ビ
ュ
ー
、
と
い
う
よ
う
な
側
面
で
あ
る
。
 
 

単
に
機
転
の
き
い
た
、
優
美
な
る
和
歌
の
応
酬
と
い
う
こ
と
で
は
す
ま
さ
 
 

れ
な
い
も
の
が
『
十
訓
抄
』
 
で
は
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

二
、
そ
の
他
の
書
に
お
け
る
「
大
江
山
」
歌
説
話
の
教
訓
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
大
江
山
」
歌
説
話
は
数
多
く
の
書
に
採
ら
れ
て
い
 
 

る
が
、
こ
こ
で
、
そ
の
主
な
も
の
を
あ
げ
て
み
る
。
 
 
 

ま
ず
、
『
俊
頼
髄
脳
』
で
あ
る
が
、
説
話
前
に
「
歌
の
、
八
の
病
の
中
に
、
 
 

後
悔
の
病
と
い
ふ
や
ま
ひ
あ
り
。
歌
、
す
み
や
か
に
読
み
出
だ
し
て
、
人
 
 

に
も
語
り
、
書
き
て
も
出
だ
し
て
、
後
に
、
よ
き
こ
と
ば
、
節
を
思
ひ
よ
 
 

り
て
、
か
く
い
は
で
な
ど
思
ひ
て
、
悔
い
ね
た
が
る
を
い
ふ
な
り
。
さ
れ
 
 

ば
な
ほ
、
歌
を
詠
ま
む
に
は
、
急
ぐ
ま
じ
き
が
よ
き
な
り
。
い
ま
だ
、
昔
 
 

よ
り
」
と
く
詠
め
る
に
か
し
こ
き
事
な
し
。
さ
れ
ば
、
貫
之
な
ど
は
、
歌
 
 

ひ
と
つ
を
、
十
日
二
十
日
な
ど
に
こ
そ
詠
み
け
れ
。
し
か
は
あ
れ
ど
、
折
 
 

に
し
た
が
ひ
、
事
に
ぞ
よ
る
べ
き
。
」
、
説
話
末
に
、
「
こ
れ
を
思
へ
ば
、
 
 

心
疾
く
詠
め
る
も
め
で
た
し
。
」
と
あ
る
。
「
大
江
山
」
歌
説
話
の
前
の
比
 
 

較
的
長
文
の
評
論
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
が
歌
論
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
 
 

の
「
説
話
」
か
ら
直
接
に
抽
出
・
派
生
し
た
「
評
語
」
と
い
う
よ
り
は
、
 
 

む
し
ろ
歌
学
書
と
し
て
の
評
論
部
・
本
論
部
で
あ
る
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
 
 

一
見
「
説
話
」
に
関
連
し
な
い
部
分
と
も
と
れ
よ
う
が
、
実
は
「
し
か
は
 
 

あ
れ
ど
、
折
に
し
た
が
ひ
、
事
に
ぞ
よ
る
べ
き
。
」
は
「
説
話
」
を
説
明
 
 

し
て
い
る
部
分
、
説
話
か
ら
抽
出
さ
れ
た
教
訓
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
後
悔
の
病
」
の
説
明
か
ら
、
急
に
論
点
を
 
 

変
え
て
、
「
大
江
山
」
歌
説
話
に
関
連
す
る
説
明
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
、
「
歌
は
、
急
い
で
詠
ん
で
は
な
ら
な
い
が
、
場
面
や
事
情
に
よ
る
 
 

べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
教
訓
は
、
小
式
部
が
と
っ
さ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
 
 

て
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
を
さ
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
説
話
末
の
 
 

「
こ
れ
を
思
へ
ば
、
心
疾
く
詠
め
る
も
め
で
た
し
。
」
と
い
う
「
評
語
」
 
 

と
も
結
び
い
て
な
お
そ
の
教
訓
性
を
高
か
ら
し
め
て
い
る
。
 
 
 

つ
ま
り
、
「
大
江
山
」
歌
説
話
は
「
歌
の
、
八
の
病
の
中
に
、
後
悔
の
 
 

病
と
い
ふ
や
ま
ひ
あ
り
。
…
十
日
二
十
日
な
ど
に
こ
そ
詠
み
け
れ
。
」
の
 
 

本
論
部
の
「
教
訓
」
と
は
対
照
的
な
説
話
で
あ
り
、
「
説
話
」
は
本
論
部
 
 

の
例
証
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
説
話
」
直
前
・
直
後
の
「
評
語
」
 
 

で
あ
る
「
し
か
は
あ
れ
ど
、
折
に
し
た
が
ひ
、
事
に
ぞ
よ
る
べ
き
。
」
や
「
こ
 
 

れ
を
思
へ
ば
、
心
疾
く
詠
め
る
も
め
で
た
し
。
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
説
話
 
 

の
「
教
訓
」
が
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
港
8
）
。
 
 
 

次
に
、
『
袋
草
紙
』
「
置
白
紙
作
法
」
で
は
、
説
話
の
前
に
「
題
目
井
位
 
 

署
許
チ
書
テ
諸
人
歌
置
レ
之
後
置
レ
之
逐
電
。
不
レ
居
二
講
席
之
座
云
々
。
 
 

…
凡
得
レ
名
人
ハ
中
々
ノ
事
云
虻
ヨ
リ
ハ
遁
避
一
ノ
事
也
。
」
と
あ
る
。
 
 

途
中
略
し
た
「
…
」
部
分
に
は
、
「
宇
多
天
皇
の
宮
滝
遊
覧
」
「
民
部
卿
泰
 
 

意
の
和
歌
」
の
各
説
話
と
そ
の
解
説
が
あ
る
が
、
『
俊
頼
髄
脳
』
と
は
異
 
 

な
る
説
話
の
扱
い
を
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
「
宇
多
天
皇
の
宮
滝
遊
覧
」
 
 

「
民
部
卿
泰
意
の
和
歌
」
「
大
江
山
」
歌
説
話
と
い
っ
美
説
話
と
そ
の
解
 
 

説
を
一
括
し
て
「
置
白
紙
作
法
」
と
い
う
一
つ
の
段
に
し
て
い
る
か
ら
で
 
 

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
の
「
大
江
山
」
歌
説
話
か
ら
生
ま
れ
る
「
教
訓
」
 
 

は
、
「
白
紙
を
置
く
」
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
、
つ
ま
り
、
機
敏
に
歌
を
詠
 
 

ん
だ
小
式
部
内
侍
の
行
動
で
は
な
く
、
や
り
込
め
ら
れ
た
後
に
返
歌
せ
ず
 
 

す
ぐ
に
逃
げ
た
走
頼
卿
の
行
動
か
ら
「
教
訓
」
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の
 
 

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
説
話
の
直
前
「
評
語
」
で
あ
る
「
凡
得
レ
名
人
ハ
中
々
 
 

ノ
事
云
出
ヨ
リ
ハ
遁
避
一
ノ
事
也
。
」
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
「
歌
の
名
人
 
は
な
ざ
じ
っ
か
な
こ
と
を
い
う
よ
り
は
、
う
ま
く
逃
げ
た
方
が
よ
い
」
と
 
 

い
う
教
訓
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
誰
の
行
動
か
ら
教
訓
が
導
か
れ
て
い
る
 
 

か
、
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
『
袋
草
紙
』
に
は
独
自
の
視
点
が
み
ら
れ
 
 

る
 
（
注
9
）
。
 
 
 

そ
の
他
、
詳
し
い
引
用
は
省
略
の
上
み
て
い
く
。
『
金
葉
集
』
九
雑
歌
 
 

菅
了
五
五
〇
の
場
合
で
は
、
詞
書
に
詠
歌
事
情
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
 
 

こ
こ
か
ら
は
教
訓
の
示
唆
は
み
ら
れ
な
い
。
『
詞
華
集
注
』
で
は
、
説
話
 
 

の
前
に
「
此
内
侍
秀
三
首
ハ
、
ミ
ナ
卒
爾
こ
ヨ
メ
リ
」
と
「
即
詠
」
を
示
 
 

す
こ
と
ば
が
あ
る
だ
け
で
、
明
確
な
教
訓
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
義
名
 
 

草
子
』
『
夜
の
鶴
』
に
も
「
即
詠
」
の
指
摘
が
あ
る
だ
け
で
、
同
様
で
あ
る
。
 
 

御
伽
草
子
「
小
式
部
」
で
は
「
さ
れ
ば
い
か
に
も
く
歌
の
道
を
ば
た
し
 
 

な
む
べ
き
事
な
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
母
和
泉
式
部
の
和
歌
説
話
も
含
 
 

め
て
の
教
訓
で
あ
る
。
『
古
今
著
聞
集
』
で
は
「
話
末
評
語
」
は
存
し
な
い
。
 
 

ま
た
、
そ
の
他
に
、
『
平
家
物
語
』
長
門
本
巻
第
七
、
謡
曲
（
「
浦
島
」
「
和
 
 

国
」
「
大
江
山
」
「
九
些
戸
」
）
、
『
乗
燭
簿
』
巻
四
、
『
開
田
耕
筆
』
券
二
な
 
 

ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
明
確
な
教
訓
は
見
当
た
ら
な
い
。
 
 
 

従
っ
て
、
「
大
江
山
」
歌
説
話
を
「
教
訓
説
話
」
と
し
て
積
極
的
に
例
 
 

示
し
て
い
る
の
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
『
袋
草
紙
』
『
十
訓
抄
』
の
三
書
の
み
 
 

と
言
え
る
。
そ
れ
ら
の
教
訓
を
再
確
認
す
る
と
、
「
急
い
で
詠
ん
で
は
な
 
 

ら
な
い
が
、
場
面
や
事
情
に
応
じ
て
は
急
い
で
も
よ
い
。
」
（
『
俊
頼
』
）
、
「
名
 
 

人
は
和
歌
に
つ
い
て
、
な
ま
じ
っ
か
返
歌
す
る
よ
り
も
逃
げ
る
べ
き
だ
。
」
 
 
 

（
『
袋
草
』
）
、
「
人
を
軽
侮
す
る
な
か
れ
。
」
（
『
十
訓
』
）
、
と
い
う
異
な
っ
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た
「
教
訓
」
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
作
品
個
々
の
性
格
か
 
 

ら
言
え
ば
、
『
十
訓
抄
』
は
処
世
訓
一
般
を
説
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
上
 
 

の
よ
う
な
、
詠
歌
に
限
ら
な
い
対
人
関
係
に
関
す
る
教
訓
を
引
き
出
し
た
 
 

と
言
え
よ
う
。
『
俊
頼
髄
脳
』
も
感
草
紙
』
も
と
も
に
歌
学
書
・
歌
論
 
 

書
で
あ
り
、
そ
の
た
め
こ
の
よ
う
な
和
歌
に
関
す
る
教
訓
が
、
視
点
こ
そ
 
 

異
な
れ
、
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

三
、
「
大
江
山
」
歌
説
話
の
重
点
の
置
き
方
 
 
 

こ
こ
で
、
乱
話
の
「
教
訓
」
か
ら
離
れ
て
、
説
話
そ
の
も
の
に
着
目
し
、
 
 

個
々
の
作
品
が
、
ど
の
よ
う
な
点
に
重
点
を
置
い
て
い
る
の
か
、
1
大
江
山
」
 
 

歌
説
話
の
ど
の
よ
う
な
点
を
伝
え
た
い
の
か
を
分
析
し
て
み
た
い
（
注
 
 

1
0
）
。
そ
の
要
素
を
順
に
み
て
ゆ
く
と
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

①
 
小
式
部
内
侍
の
紹
介
、
前
置
き
 
 
 

②
 
母
和
泉
式
部
の
不
在
 
 
 

③
 
歌
合
に
小
式
部
内
侍
選
ば
れ
る
 
 
 

④
 
小
式
部
内
侍
へ
の
戯
れ
、
疑
い
 
 
 

⑤
 
走
頼
の
来
訪
 
 
 

⑥
 
走
頼
の
呼
び
掛
け
 
 
 

⑦
 
定
頼
の
通
過
、
退
出
 
 
 

⑧
 
小
式
部
内
侍
、
定
廟
の
袖
を
引
き
と
ど
め
る
 
 
 

⑨
 
小
式
部
内
侍
、
「
大
江
山
」
の
歌
を
詠
む
 
 
 

⑲
 
走
頼
の
驚
き
、
退
散
 
 
 

⑪
 
小
式
部
内
侍
の
そ
の
後
、
評
語
、
補
足
 
 

こ
の
う
ち
、
④
で
は
（
傍
線
・
波
線
お
よ
び
（
）
内
注
記
は
菅
原
）
、
 
 

『
美
人
』
 
 

『
威
徳
』
 
小
式
部
が
寄
の
よ
き
 
 

『
雑
々
』
 
 

よ
み
て
の
ぼ
せ
け
る
と
申
。
（
「
定
額
」
ト
セ
ズ
、
「
此
歌
」
 
 

ト
ハ
歌
合
ノ
歌
ノ
コ
ト
）
 
 

『
小
別
』
 
さ
し
も
母
の
式
部
い
み
じ
き
歌
よ
み
な
れ
ば
、
「
小
式
 
 

『
小
式
』
 
有
人
ざ
ん
し
て
い
わ
く
、
此
歌
は
、
 
 

『
著
聞
』
 
走
頼
の
中
納
言
、
た
は
ぶ
れ
に
 
 

『
十
訓
』
 
定
額
の
中
納
言
た
は
ぶ
れ
て
 
 

『
詞
華
』
 
タ
ハ
ブ
レ
テ
 
 

『
袋
草
』
 
戯
れ
云
ふ
 
 

『
金
葉
』
 
た
は
ぶ
れ
て
 
 

『
俊
頼
』
 
そ
の
人
の
、
た
は
ぶ
れ
て
 
 

寄
よ
む
事
か
な
ハ
で
母
い
づ
ミ
式
部
に
よ
ま
せ
て
寄
合
な
 
 
 

ぬ
し
に
な
る
、
と
御
所
中
に
ひ
ろ
う
あ
り
け
り
。
…
た
は
 
 

ふ
れ
て
 
 
 

ひ
、
さ
た
す
る
人
あ
り
。
 
 

な
ま
し
」
と
、
…
た
は
ぶ
れ
の
給
ひ
け
る
は
 
 
 

な
ら
ん
」
と
、
世
の
人
ね
た
く
告
げ
あ
ひ
け
れ
共
、
何
と
 
 

こ
と
は
る
べ
き
故
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
と
か
く
過
ぎ
行
く
 
 

ま
、
に
、
「
此
度
も
又
母
の
式
部
に
か
た
ら
ひ
て
や
詠
み
 
 

部
が
心
ば
か
り
に
て
は
、
 
 

み
侍
ら
じ
。
 
 

ふ
人
の
ぼ
り
た
り
と
き
こ
ゆ
る
よ
し
、
 
 

其
比
い
か
な
る
人
の
い
ひ
な
し
侍
る
に
や
小
し
き
ぶ
ハ
 
 

小
式
部
寄
は
、
母
の
を
し
へ
て
よ
ま
せ
け
る
、
 
 

母
の
式
部
が
つ
ら
ね
て
、
小
式
部
に
譲
る
物
 
 

は
、
母
の
和
泉
式
部
に
よ
ま
せ
て
、
 
 

よ
も
よ
き
歌
を
い
つ
と
て
も
詠
 
 

た
ん
ご
よ
り
き
の
 
 
 

い
づ
み
し
き
ぶ
が
 
 

な
ど
い
 
 

ー44－  



る
な
め
れ
と
さ
た
し
け
る
ゆ
へ
 
 

と
、
時
代
が
下
が
る
に
従
っ
て
、
単
な
る
「
戯
れ
」
か
ら
母
に
よ
る
代
作
 
 

へ
の
「
疑
い
」
 
の
要
素
が
強
く
な
っ
て
い
る
 
（
注
目
）
。
②
の
当
代
の
有
 
 

名
歌
人
で
あ
る
母
和
泉
式
部
の
不
在
に
よ
っ
て
、
小
式
部
内
侍
は
真
に
そ
 
 

の
実
力
を
問
わ
れ
る
。
そ
の
言
い
掛
か
り
に
対
す
る
抗
議
が
、
⑧
の
袖
を
 
 

押
え
る
と
い
う
行
動
に
表
れ
、
⑨
の
「
大
江
山
」
 
の
歌
を
詠
む
に
至
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
「
⑪
小
式
部
内
侍
の
 
 

そ
の
後
、
評
語
、
、
補
足
」
が
あ
る
。
な
お
、
『
袋
草
紙
』
は
、
一
定
頼
の
退
 
 

散
で
終
結
し
、
「
話
末
評
語
」
は
存
在
し
な
い
。
 
 

『
奇
徳
』
 
秀
寄
お
ほ
か
り
け
れ
バ
、
人
々
そ
ね
ミ
侍
り
て
、
母
の
 
 

『
俊
頼
』
 
こ
れ
を
思
へ
ば
、
心
疾
く
詠
め
る
も
め
で
た
し
。
 
 

『
無
名
』
 
折
に
つ
け
て
は
い
と
め
で
た
か
り
け
り
、
と
こ
そ
推
し
 
 

量
ら
る
れ
。
 
 

『
詞
華
』
 
此
内
侍
秀
三
首
ハ
、
ミ
ナ
卒
爾
こ
ヨ
メ
リ
 
 

『
夜
鶴
』
 
ま
た
、
と
り
あ
へ
ぬ
こ
と
に
、
時
も
か
は
ら
ず
よ
み
い
 
 

『
十
訓
』
 
小
式
部
こ
れ
よ
り
歌
よ
み
の
世
に
お
ぼ
え
出
来
に
け
 
 

ヽ
′
ヽ
′
ヽ
ノ
〉
 
 

り
。
こ
れ
は
う
ち
ま
か
せ
て
理
運
の
こ
と
な
れ
ど
も
、
彼
 
 

一
づ
る
歌
の
返
し
、
た
ち
な
が
ら
い
ひ
い
だ
す
歌
は
、
さ
し
 
 

あ
た
り
て
た
だ
今
い
ひ
た
き
こ
と
を
、
さ
ま
よ
く
つ
づ
け
 
 

候
ひ
ぬ
れ
ば
、
何
の
風
情
に
も
過
ぎ
て
候
。
 
 

式
部
が
あ
ら
ま
し
よ
み
て
我
子
に
と
ら
せ
て
ほ
ま
れ
に
す
 
 

卿
の
こ
ゝ
ろ
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
歌
た
ヾ
今
よ
み
い
だ
す
 
 

べ
し
と
は
、
し
ら
れ
ざ
り
け
る
に
や
。
 
 

ど
に
も
出
す
と
い
ひ
あ
へ
り
 
 

『
奇
徳
』
 
そ
れ
よ
り
人
口
も
や
ミ
け
る
と
也
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
う
ち
、
『
俊
頼
』
・
『
詞
華
』
・
『
無
名
』
・
『
十
訓
』
・
『
夜
 
 

鶴
』
・
『
美
人
』
が
、
即
詠
の
積
極
的
評
価
と
読
み
取
れ
る
（
傍
線
部
）
。
 
 

さ
ら
に
、
『
十
訓
』
・
『
小
別
』
・
『
威
徳
』
・
『
美
人
』
・
F
奇
徳
』
 
 

で
は
、
即
詠
を
も
と
と
し
な
が
ら
も
、
疑
い
を
晴
ら
す
こ
と
、
歌
人
と
し
 
 

て
の
自
立
を
強
調
し
て
い
る
 
（
波
線
部
）
。
『
威
徳
』
に
「
寄
ゆ
へ
身
の
威
 
 

を
あ
ぐ
る
事
」
と
標
題
に
あ
る
通
り
で
ぁ
る
。
つ
ま
り
、
「
母
和
泉
式
部
 
 

の
不
在
」
1
「
戯
れ
・
疑
い
」
1
「
一
連
の
や
り
と
り
（
即
詠
）
」
1
「
即
 
 

詠
の
評
価
」
＝
「
疑
い
を
晴
ら
す
こ
と
、
歌
人
と
し
て
の
自
立
」
と
い
う
 
 

流
れ
に
な
る
。
但
し
、
「
即
詠
の
評
価
」
と
「
疑
い
を
晴
ら
す
こ
と
、
歌
 
 

人
と
し
て
の
自
立
」
と
は
、
表
裏
一
体
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
走
頼
の
 
 

呼
び
掛
け
に
村
し
て
、
即
座
に
歌
を
返
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
場
に
母
の
 
 

い
な
い
こ
と
 
（
母
の
力
を
借
り
て
い
な
い
こ
と
）
を
証
明
し
、
疑
い
を
否
 
 

定
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

従
っ
て
、
F
十
訓
抄
』
は
、
評
語
で
「
た
ゞ
今
よ
み
い
だ
す
べ
し
」
と
 
 

即
詠
を
示
し
な
が
ら
も
、
母
の
不
在
の
証
明
が
か
な
っ
た
以
上
戯
れ
は
不
 
 

『
美
人
』
 
走
頼
大
き
に
驚
給
ひ
さ
て
く
か
ゝ
る
当
意
即
妙
の
寄
 
 

ヽ
′
ヽ
′
ヽ
く
ノ
．
 
 
 
 
よ
ミ
な
る
に
口
さ
が
な
き
い
ひ
な
し
な
る
物
よ
と
て
こ
れ
 
 

『
威
徳
』
 
是
よ
り
し
て
こ
そ
、
小
式
部
、
母
が
ち
か
ら
を
か
ら
ざ
 
 

『
小
別
』
 
そ
れ
よ
り
し
て
こ
そ
、
母
が
力
を
頼
ま
ね
ど
も
、
よ
き
 
 

歌
を
詠
む
事
よ
と
、
世
の
人
に
は
沙
汰
せ
ら
れ
け
る
。
 
 

れ
と
も
、
自
身
と
よ
め
る
也
け
り
、
と
世
の
う
た
が
ひ
を
 
 

よ
り
心
を
置
給
ひ
け
り
 
 

は
ら
し
け
る
。
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当
で
あ
っ
た
、
人
に
む
や
み
に
戯
れ
た
り
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
 
 

定
頼
の
行
動
か
ら
「
彼
卿
の
こ
、
ろ
に
は
、
…
し
ら
れ
ざ
り
け
る
に
や
」
 
 

と
、
徳
目
「
侮
る
な
か
れ
」
の
教
訓
に
沿
う
記
述
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
は
、
「
こ
れ
は
う
ち
ま
か
せ
て
理
運
の
こ
と
な
れ
ど
も
」
は
、
 
 

小
式
部
内
侍
に
母
和
泉
式
部
譲
り
の
力
が
あ
る
こ
と
を
「
理
運
」
、
つ
ま
 
 

り
当
然
の
も
の
と
し
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

四
、
小
式
部
内
借
の
他
の
和
歌
説
話
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
小
式
部
内
侍
に
は
、
「
大
江
山
」
歌
説
話
の
他
に
ど
の
よ
 
 

う
な
説
話
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
次
の
三
つ
の
和
歌
説
話
を
あ
 
 

げ
て
考
察
し
て
み
た
い
 
（
注
ほ
）
。
 
 
 

虜
一
は
、
大
二
条
殿
（
教
通
）
か
ら
病
気
見
舞
を
な
ぜ
し
な
か
っ
た
の
 
 

か
と
責
め
問
わ
れ
た
時
に
、
「
死
ぬ
ば
か
り
な
げ
き
に
こ
そ
は
な
げ
き
し
 
 

か
生
き
て
と
ふ
べ
き
身
に
も
し
あ
ら
ね
ば
」
と
詠
み
、
許
さ
れ
た
話
で
あ
 
 

る
（
『
後
拾
』
雉
三
、
『
袋
草
』
巻
三
、
『
詞
華
』
、
『
宇
治
』
巻
五
、
『
奇
徳
』
）
。
 
 

第
二
は
、
小
式
部
内
侍
が
重
病
に
な
り
床
に
臥
し
て
い
た
時
、
母
和
泉
式
 
 

部
の
悲
嘆
に
対
し
て
、
「
い
か
に
せ
ん
い
く
べ
き
方
も
お
も
ほ
え
ず
親
に
 
 

さ
き
だ
つ
道
を
知
ら
ね
ば
」
と
詠
ん
だ
と
ご
ろ
、
平
癒
し
た
と
い
う
話
で
 
 

あ
る
（
『
無
名
』
、
『
十
訓
』
第
十
可
レ
庶
二
幾
才
能
・
芸
業
一
事
、
『
著
聞
』
 
 

五
、
『
沙
石
』
五
、
『
東
斎
』
詩
歌
類
五
、
『
美
人
』
注
ほ
、
『
月
刈
藻
集
』
、
 
 

『
和
歌
奇
妙
談
』
、
『
本
朝
列
女
伝
』
三
）
。
第
三
は
、
帝
の
寵
愛
の
小
松
 
 

が
俄
か
に
枯
れ
た
時
に
、
蘇
生
を
要
請
さ
れ
、
「
こ
と
は
り
や
か
れ
て
は
 
 

い
か
に
姫
こ
ま
つ
千
代
を
ば
君
に
ゆ
づ
る
と
お
も
へ
ば
」
と
詠
ん
だ
と
こ
 
 

ろ
、
小
松
が
生
き
生
き
と
蘇
り
、
御
感
に
預
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
（
『
威
 
 

徳
』
、
『
奇
徳
』
、
『
小
式
』
、
『
和
歌
奇
妙
談
』
注
1
4
）
。
い
ず
れ
も
、
問
い
 
 

掛
け
や
要
請
に
対
し
、
即
座
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
小
式
部
内
侍
の
「
即
 
 

詠
」
 
の
才
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
和
歌
説
話
と
「
大
江
山
」
歌
説
話
と
の
共
通
 
 

点
と
し
て
、
「
即
詠
」
 
の
他
に
、
一
つ
目
に
、
状
況
の
好
転
と
い
う
こ
と
 
 

を
あ
げ
た
い
。
い
ず
れ
も
「
歌
の
徳
」
に
よ
り
状
況
が
一
変
す
る
「
歌
徳
 
 

説
話
」
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
第
二
の
説
話
で
は
、
「
天
井
の
う
 
 

へ
に
こ
ゑ
有
て
」
（
『
十
訓
』
）
、
「
天
井
二
感
ズ
ル
声
ア
リ
テ
…
神
明
ノ
御
 
 

助
ニ
コ
ソ
。
」
（
『
沙
石
虹
）
、
「
天
神
も
か
ん
じ
さ
せ
給
ふ
に
や
」
（
『
美
人
』
）
 
 

と
あ
り
、
『
古
今
集
』
仮
名
序
の
「
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
お
 
 

も
は
せ
」
に
か
な
う
説
話
と
な
っ
て
い
る
 
（
注
1
5
）
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
上
岡
勇
司
氏
は
『
古
今
集
』
以
下
の
歌
徳
の
要
素
と
し
て
、
 
 

A
「
男
女
の
中
を
和
ら
げ
る
例
」
、
B
「
人
倫
を
化
す
例
」
、
C
「
明
神
納
 
 

受
の
例
」
、
D
「
天
地
を
動
か
す
例
」
の
四
類
を
示
さ
れ
た
（
注
1
6
）
。
そ
 
 

う
す
る
と
、
「
死
ぬ
ば
か
り
」
の
説
話
は
A
、
「
い
か
に
せ
ん
」
の
説
話
は
 
 

C
と
な
る
。
「
こ
と
は
り
や
」
 
の
説
話
は
、
帝
の
心
情
を
変
え
た
点
か
ら
 
 

B
と
、
植
物
・
自
然
＝
天
地
と
い
う
関
連
か
ら
D
と
の
複
合
型
と
な
る
。
 
 

「
大
江
山
」
歌
説
話
は
、
身
の
威
を
あ
げ
、
定
頼
は
も
と
よ
り
周
囲
を
感
 
 

化
し
た
の
で
B
と
な
る
。
か
く
し
て
、
四
話
と
も
歌
徳
説
話
の
基
本
類
型
 
 

に
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
 
（
注
望
。
 
 
 

二
つ
目
は
、
「
証
（
あ
か
し
）
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
無
実
の
証
明
、
難
 
 

題
の
解
決
、
実
力
の
証
明
七
い
う
こ
と
で
あ
る
。
様
々
な
中
傷
が
あ
り
、
 
 

疑
い
が
あ
り
、
菟
罪
が
あ
り
、
そ
の
間
い
掛
け
に
際
し
て
の
返
答
・
解
決
 
 

を
み
ご
と
に
成
し
遂
げ
、
時
に
名
を
揚
げ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
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ば
、
「
死
ぬ
ば
か
り
」
で
題
、
「
な
ど
間
は
ぎ
り
つ
る
ぞ
」
（
『
後
聴
』
、
他
 
 

書
も
ほ
ぼ
同
じ
）
と
大
二
条
殿
か
ら
の
責
め
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
晴
ら
 
 

す
こ
と
が
で
き
た
。
い
わ
ば
「
愛
の
証
明
」
 
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
御
直
 
 

衣
の
裾
を
引
き
と
ど
め
つ
つ
」
（
『
宇
治
』
）
、
「
引
き
留
め
て
」
（
『
袋
草
』
）
、
 
 

「
ひ
き
と
、
め
よ
み
け
る
」
（
『
奇
徳
』
）
 
の
よ
う
に
、
「
大
江
山
」
歌
説
話
 
 

と
同
様
の
抗
議
姿
勢
も
み
ら
れ
る
（
注
1
8
）
。
「
い
か
に
せ
ん
」
で
は
、
母
 
 

和
泉
式
部
の
直
接
的
な
聞
い
掛
け
は
な
い
。
し
か
し
、
死
を
直
前
に
し
た
 
 

我
が
子
の
枕
も
と
で
、
「
ひ
た
ゐ
を
お
さ
へ
て
な
き
け
る
」
（
『
十
訓
』
）
と
 
 

い
う
行
為
と
、
和
歌
の
「
お
や
に
さ
き
だ
つ
」
と
い
う
語
句
に
よ
っ
て
、
 
 

親
に
先
立
つ
不
幸
と
い
う
、
言
わ
ば
「
罪
」
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
 
 

こ
の
「
罪
」
も
歌
の
徳
に
よ
り
、
無
罪
に
変
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
こ
 
 

と
は
り
や
」
で
は
、
帝
か
ら
の
難
題
を
母
に
頼
ら
ず
解
決
し
た
。
こ
の
と
 
 

き
は
、
母
の
和
泉
式
部
が
ま
ず
呼
ば
れ
た
の
だ
が
、
不
在
の
た
め
自
ら
詠
 
 

む
こ
と
を
申
し
出
て
い
る
。
歌
人
と
し
て
は
母
よ
り
も
劣
る
未
熟
者
と
さ
 
 

れ
、
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
対
抗
心
で
あ
り
、
偉
大
な
母
に
近
付
く
 
 

チ
ャ
ン
ス
と
ば
か
り
に
、
そ
の
難
題
・
疑
い
を
み
ご
と
に
晴
ら
し
た
の
で
 
 

あ
る
。
「
大
江
山
」
で
は
、
前
述
の
通
り
、
母
親
に
よ
る
代
作
を
否
定
し
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
小
式
部
内
侍
の
和
歌
説
話
に
は
、
「
即
詠
」
に
よ
っ
て
 
 

罪
や
疑
い
を
晴
ら
し
、
，
実
力
の
証
明
を
す
る
い
う
側
面
が
あ
る
。
「
歌
徳
」
 
 

即
ち
「
証
」
が
、
小
式
部
内
侍
の
和
歌
説
話
の
特
色
の
一
つ
と
言
え
る
の
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
十
訓
抄
』
以
下
の
種
々
の
作
品
で
も
そ
れ
に
着
日
し
、
 
 

伝
承
し
て
き
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
二
十
 
 

訓
抄
』
以
後
、
小
式
部
内
侍
に
対
し
て
は
「
戯
れ
」
か
ら
「
疑
い
」
 
へ
の
 
 

色
が
強
く
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
御
伽
草
子
「
小
式
部
」
で
は
、
「
こ
 
 と

は
り
や
」
の
話
の
後
に
「
有
人
ざ
ん
し
て
い
わ
く
、
此
歌
は
、
た
ん
ご
 
 

よ
り
き
の
ふ
人
の
ぼ
り
た
り
と
き
こ
ゆ
る
よ
し
、
い
づ
み
し
き
ぶ
が
よ
み
 
 

て
の
ぼ
せ
け
る
と
申
。
」
と
し
て
、
「
大
江
山
」
歌
説
話
に
続
け
て
い
る
。
『
威
 
 

徳
』
で
も
同
様
に
、
「
こ
と
は
り
や
」
の
話
の
後
に
「
此
時
、
を
の
く
 
 

そ
ね
み
ね
た
み
て
、
是
闇
な
い
i
此
事
を
知
て
、
母
の
式
部
の
よ
み
し
 
 

寄
也
、
な
ど
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
申
さ
た
し
け
る
を
、
い
と
は
づ
か
し
く
、
口
 
 

を
し
く
覚
け
る
折
ふ
し
、
 

と
思
ひ
け
る
所
に
、
定
頼
の
卿
か
や
う
に
申
さ
れ
け
れ
ば
、
さ
つ
そ
く
よ
 
 

み
て
人
々
の
疑
を
は
ら
し
け
る
。
誠
に
名
誉
の
寄
人
な
る
べ
し
」
と
「
大
 
 

江
山
」
歌
説
話
の
伏
線
と
し
て
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
こ
と
は
り
や
」
 
 

の
一
件
に
よ
り
小
式
部
内
侍
に
代
作
疑
惑
が
浮
上
し
た
と
さ
え
言
う
の
で
 
 

あ
る
 
さ
ら
に
、
御
伽
草
子
「
小
式
部
」
で
「
き
の
ふ
夜
に
入
て
、
た
ん
 
 

ご
よ
り
色
々
の
物
の
ぼ
せ
ら
れ
け
れ
ど
も
、
い
そ
ぎ
の
御
め
し
に
し
た
が
 
 

ひ
て
、
文
ど
も
を
見
申
さ
ず
と
申
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
£
だ
ふ
み
も
見
ず
」
 
 

に
関
わ
る
後
世
の
創
作
で
あ
る
。
昨
夜
届
い
た
母
か
ら
の
文
も
「
ま
だ
」
 
 

見
て
い
な
い
の
だ
と
態
々
説
明
し
て
い
る
の
は
、
つ
じ
っ
ま
合
せ
、
牽
強
 
 

付
会
の
感
が
否
め
な
い
 
（
注
1
9
）
。
こ
れ
を
「
こ
と
は
り
や
」
説
話
と
と
 
 

も
に
並
置
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

小
式
部
内
侍
の
和
歌
説
話
の
「
歌
徳
」
即
ち
「
証
」
と
し
て
の
側
面
は
、
 
 

時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
、
強
く
な
る
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
偉
大
な
 
 

母
を
持
つ
 

劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
像
の
よ
う
な
も
の
が
、
次
第
に
膨
ら
ん
で
き
た
の
で
は
な
 
 

い
だ
ろ
う
か
 
（
注
2
0
）
。
そ
の
転
機
が
『
十
訓
抄
』
 
の
教
訓
的
意
味
付
け
 
 

と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
『
袋
草
紙
』
で
は
定
頼
が
み
ご
と
に
逃
げ
た
 
 

－47－   



こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
り
、
小
式
部
内
侍
に
対
す
る
視
点
は
存
し
な
い
の
 
 

で
あ
る
。
『
十
訓
抄
』
が
一
つ
の
転
機
な
の
で
あ
る
。
 
 

ぁ
わ
り
に
 
 

結
論
と
し
て
、
次
の
こ
と
を
あ
げ
て
お
く
。
「
大
江
山
」
歌
説
話
に
は
、
 
 

「
即
詠
」
に
よ
っ
て
「
疑
い
」
や
「
戯
れ
」
な
ど
を
晴
ら
す
と
い
う
側
面
 
 

が
あ
り
、
そ
れ
へ
の
着
目
の
仕
方
が
請
書
に
よ
り
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
 
 

あ
る
。
加
え
て
言
え
ば
、
小
式
部
内
侍
、
定
頼
ど
ち
ら
の
行
動
に
着
目
す
 
 

る
か
に
よ
っ
て
も
、
説
話
の
焦
点
が
異
な
る
。
こ
こ
で
、
主
な
も
の
に
つ
 
 

い
て
」
次
の
四
類
型
を
仮
定
す
る
。
 
 
 

Ⅰ
 
小
式
部
内
侍
の
行
動
に
視
点
を
置
き
、
秀
歌
・
即
詠
に
着
目
す
る
。
 
 

Ⅳ
 
定
頼
の
行
動
に
視
点
を
置
き
、
疑
い
を
晴
ら
す
こ
と
（
持
つ
こ
と
）
 
 

Ⅱ
 
小
式
部
内
侍
の
行
動
に
視
点
を
置
き
、
疑
い
を
晴
ら
す
こ
と
（
持
 
 
 

っ
こ
と
）
 
に
も
着
日
す
る
。
「
秀
歌
・
即
詠
」
だ
か
ら
、
疑
い
は
晴
 
 
 

れ
た
。
小
式
部
内
侍
に
対
し
て
は
歌
人
と
し
て
実
力
は
充
分
あ
る
。
 
 

…
 御
伽
草
子
「
小
式
部
（
別
本
）
」
、
『
和
歌
威
徳
物
語
』
、
『
本
朝
美
 
 
 

人
鑑
』
、
『
和
歌
奇
徳
物
語
』
 
 

Ⅲ
 
走
頼
の
行
動
に
視
点
を
置
き
、
秀
歌
・
即
詠
に
着
目
す
る
。
「
秀
 
 
 

歌
・
即
詠
」
だ
か
ら
返
歌
も
叶
わ
な
い
の
で
、
歌
（
歌
の
作
法
）
と
 
 

「
秀
歌
・
即
詠
」
だ
か
ら
、
歌
（
歌
の
作
法
）
 
 

し
て
は
「
秀
歌
・
即
詠
」
 
 

紙
』
 
 

場
合
に
よ
っ
て
は
）
 
 

名
草
子
』
 
 

急
い
セ
詠
ん
で
よ
い
。
…
『
俊
頼
髄
脳
』
、
『
無
 
 

に
村
し
て
は
逃
げ
る
べ
き
だ
。
…
『
袋
草
 
 

と
し
て
は
歌
は
 
（
時
と
 
 

た
。
だ
か
ら
人
を
あ
な
ど
っ
て
は
な
ら
な
い
。
…
『
十
訓
抄
』
 
 
 

Ⅰ
は
、
小
式
部
内
侍
の
み
ご
と
な
歌
い
ぶ
り
を
評
価
す
る
も
の
で
、
数
 
 

多
く
の
善
が
こ
れ
に
触
れ
て
い
る
。
Ⅱ
は
、
書
名
か
ら
も
そ
う
だ
が
、
「
大
 
 

江
山
」
歌
説
話
の
歌
徳
を
引
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
十
訓
抄
』
 
 

で
は
明
確
に
そ
の
よ
う
な
扱
い
を
し
て
い
な
い
。
『
十
訓
抄
』
 
「
第
十
 
 

可
レ
庶
二
幾
才
能
・
芸
業
一
事
」
 
の
歌
徳
説
話
群
に
入
れ
て
い
な
い
の
で
あ
 
 

る
（
僅
聖
。
だ
が
、
Ⅳ
の
「
侮
る
な
か
れ
」
と
い
う
観
点
は
、
Ⅱ
へ
の
 
 

契
機
と
な
る
。
Ⅱ
は
 
『
十
訓
抄
』
以
後
室
町
期
か
ら
の
創
作
・
異
説
と
み
 
 

な
さ
れ
る
。
Ⅲ
の
 
『
袋
草
紙
』
 
で
は
、
歌
学
書
と
し
て
の
性
格
上
『
十
訓
 
 

抄
』
と
同
様
走
頼
の
行
動
に
着
目
し
な
が
ら
、
「
即
詠
」
の
秀
歌
に
は
返
 
 

歌
に
及
ば
な
い
と
い
う
礼
儀
を
示
し
て
い
る
。
Ⅳ
の
『
十
訓
抄
』
で
は
、
 
 

疑
い
や
戯
れ
に
重
点
を
お
き
、
定
額
の
行
動
か
ら
の
教
訓
を
、
「
徳
目
」
 
 

と
併
せ
て
示
し
て
い
る
。
「
歌
」
と
い
う
点
か
ら
で
は
な
く
「
人
」
と
い
 
 

う
点
か
ら
、
処
世
訓
と
し
て
人
と
接
す
る
際
に
は
む
や
み
に
侮
っ
て
は
な
 
 

ら
な
い
と
す
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
「
評
語
」
「
徳
目
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
積
極
的
に
教
訓
を
明
示
 
 

し
て
い
る
の
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
 
『
袋
草
紙
』
 
『
十
訓
抄
』
と
い
う
こ
と
に
 
 

な
り
、
そ
の
教
訓
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
 
 
 

小
式
部
内
侍
に
は
、
他
の
女
流
歌
人
の
よ
う
に
単
に
機
転
の
き
い
た
優
 
 

美
な
和
歌
の
応
酬
と
い
う
こ
と
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
側
面
が
あ
る
。
未
熟
 
 

と
み
な
さ
れ
、
著
名
な
母
和
泉
式
部
を
も
つ
た
め
に
周
囲
か
ら
疑
い
を
受
 
 

け
る
と
い
う
よ
う
な
点
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
Ⅳ
の
 
『
十
訓
抄
』
 
の
よ
う
な
 
 

に
着
目
す
る
。
「
秀
歌
・
即
詠
」
だ
か
ら
返
歌
も
叶
わ
な
い
の
で
、
 
 

小
式
部
内
侍
に
は
、
歌
人
と
し
て
実
力
は
充
分
あ
る
。
疑
い
は
晴
れ
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語
り
方
が
生
ま
れ
た
の
は
、
小
式
部
内
侍
自
身
の
宿
命
で
あ
っ
た
と
も
言
 
 

え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
即
詠
は
単
に
即
詠
に
と
ど
ま
ら
ず
、
『
十
訓
抄
』
 
 

以
後
の
中
世
・
近
世
の
語
り
手
が
示
そ
う
と
し
た
よ
う
に
、
そ
の
疑
い
を
 
 

晴
ら
し
、
名
を
揚
げ
る
「
証
」
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
「
歌
の
徳
」
の
実
践
 
 

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

注
 
 

（
1
）
．
本
稿
で
用
い
た
書
の
本
文
は
以
下
に
よ
る
。
略
号
も
以
下
の
通
 
 

り
。
古
今
『
古
今
和
歌
集
』
 
（
角
川
文
庫
）
、
後
拾
『
後
拾
遺
和
歌
 
 

集
』
 
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
、
俊
頼
『
俊
頼
髄
脳
』
 
（
日
本
古
 
 

典
文
学
全
集
）
、
金
葉
『
金
棄
和
歌
集
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
、
 
 

袋
草
『
袋
草
紙
』
 
（
『
袋
草
紙
注
釈
』
）
、
詞
華
『
詞
華
集
注
』
 
（
日
 
 

本
歌
学
大
系
）
、
無
名
『
無
名
草
子
』
（
日
本
古
典
集
成
）
、
宇
治
『
宇
 
 

治
拾
遺
物
語
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
、
十
訓
『
十
訓
抄
』
（
岩
 
 

波
文
庫
）
、
著
聞
『
古
今
著
聞
集
』
 
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
、
沙
 
 

石
『
沙
石
集
』
 
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
、
『
夜
の
鶴
』
 
（
講
談
社
学
 
 

術
文
庫
）
、
東
斎
『
東
斎
随
筆
』
（
中
世
の
文
学
）
、
小
式
「
小
式
部
」
 
 

（
『
近
古
小
説
新
纂
』
）
、
小
別
「
小
式
部
（
別
本
）
」
（
岩
波
文
庫
）
、
 
 

雑
々
 
『
雑
々
集
』
 
（
古
典
文
庫
）
、
威
徳
『
和
寄
威
徳
物
語
』
 
（
古
 
 

典
文
庫
）
、
美
人
『
本
朝
美
人
鑑
』
 
（
古
典
文
庫
）
、
奇
徳
『
和
寄
 
 

奇
徳
物
語
』
（
古
典
文
庫
）
、
『
和
歌
奇
妙
談
』
（
『
北
陸
古
典
研
究
』
 
 

第
三
・
四
号
）
。
 
 

（
2
）
 
拙
満
「
教
訓
説
話
伝
承
試
論
－
『
十
訓
抄
』
と
『
寝
覚
記
』
と
 
 

の
共
通
説
話
の
教
訓
か
ら
ー
」
（
『
伝
承
文
学
研
究
』
第
四
十
八
号
・
 
 

平
成
十
年
十
一
月
）
 
に
よ
る
。
 
 

（
3
）
 
西
尾
光
一
氏
『
中
世
説
話
文
学
論
』
 
（
塙
書
房
・
昭
和
三
十
人
 
 

年
三
月
）
 
に
よ
る
。
 
 

（
4
）
 
浅
見
和
彦
氏
「
小
式
部
内
侍
説
話
考
」
（
『
成
躁
国
文
』
第
二
十
 
 

二
号
・
平
成
元
年
三
月
）
 
で
は
「
定
席
の
愚
行
を
明
確
に
難
じ
て
 
 

い
る
の
が
、
『
十
訓
抄
』
 
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
古
瀬
雅
義
 
 

民
「
小
式
部
内
侍
『
大
江
山
』
歌
説
話
で
語
ら
れ
る
も
の
」
（
『
国
 
 

語
国
文
論
集
』
第
二
十
五
号
・
平
成
七
年
一
月
）
 
で
は
「
視
点
を
 
 

即
詠
の
才
に
向
け
る
の
で
は
な
く
、
小
式
部
内
侍
に
対
し
侮
っ
た
 
 

言
動
を
と
っ
た
走
頼
に
向
け
て
い
る
。
」
と
あ
る
。
 
 

（
5
）
 
 
「
口
な
し
に
ち
し
ほ
や
ち
し
ほ
そ
め
て
け
り
こ
は
え
も
い
は
ぬ
 
 

花
の
い
ろ
か
な
」
（
『
俊
頼
髄
脳
』
日
本
古
典
文
学
全
集
）
。
 
 

（
6
）
 
 
「
待
つ
宵
の
ふ
け
ゆ
く
鐘
の
声
き
け
ば
か
へ
る
あ
し
た
の
鳥
は
 
 

も
の
か
は
」
（
『
平
家
物
語
』
巻
第
五
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
。
 
 

（
7
）
 
「
春
の
夜
の
夢
ば
か
り
な
る
手
枕
に
か
ひ
な
く
立
た
む
名
こ
そ
 
 

を
し
け
れ
」
（
『
千
載
和
歌
集
』
雑
上
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
。
 
 

（
8
）
 
注
（
4
）
浅
見
氏
論
文
で
は
「
す
ば
や
く
歌
を
読
む
と
い
う
の
 
 

は
す
ば
ら
し
い
。
小
式
部
内
侍
の
歌
才
と
俊
敏
な
詠
み
口
を
ほ
め
 
 

た
た
え
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
注
（
4
）
古
瀬
氏
論
文
で
 
 

は
「
俊
頼
の
視
点
は
一
貫
し
て
秀
歌
を
即
詠
し
た
小
式
部
内
侍
の
 
 

才
に
お
か
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。
 
 

（
9
）
 
注
（
4
）
浅
見
氏
論
文
で
は
「
走
頼
の
行
動
は
失
態
で
も
何
で
 
 

も
な
く
、
和
歌
の
作
法
に
従
っ
た
、
む
し
ろ
見
事
な
凝
舞
」
、
注
（
4
）
 
 

古
瀬
氏
論
文
で
は
「
清
輔
の
視
点
は
、
…
走
頼
が
返
歌
を
せ
ず
、
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袖
を
押
え
た
小
式
部
内
侍
の
手
を
引
き
の
け
て
逃
げ
た
こ
と
に
向
 
 

け
ら
れ
て
い
る
。
」
と
あ
る
。
 
 

（
1
0
）
 
注
（
1
）
参
照
。
 
 

（
1
1
）
 
試
み
に
、
『
百
人
一
首
』
古
注
等
を
次
に
い
く
つ
か
あ
げ
て
お
く
。
 
 

「
小
式
部
が
歌
の
よ
き
は
母
の
和
泉
式
部
に
よ
ま
せ
て
、
わ
が
歌
 
 

と
す
る
と
云
沙
汰
侍
り
け
れ
ば
な
り
」
（
『
百
人
一
首
雑
談
』
戸
田
 
 

茂
睡
全
集
）
、
「
是
は
常
に
小
式
部
内
侍
が
寄
の
よ
き
は
母
の
よ
み
 
 

て
え
さ
す
る
な
ど
、
世
中
に
い
ふ
こ
と
の
有
し
故
に
」
（
『
百
人
一
 
 

首
改
観
抄
』
契
沖
全
集
）
、
「
小
式
部
が
歌
は
多
く
は
母
の
和
泉
式
 
 

部
詠
み
て
与
ふ
る
な
り
と
い
ふ
人
も
あ
り
け
り
。
」
（
『
百
人
一
首
 
 
 

一
夕
話
』
岩
波
文
庫
）
。
百
人
一
首
古
注
で
は
、
そ
の
多
く
が
小
 
 

式
部
内
侍
へ
の
「
疑
い
」
を
殊
更
に
記
し
て
い
る
が
、
耗
面
の
都
 
 

合
に
よ
り
割
愛
す
る
。
 
 

（
1
2
）
 
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
．
橘
り
つ
氏
「
『
和
歌
威
徳
物
語
』
考
－
小
 
 

式
部
内
侍
の
説
話
を
め
ぐ
つ
て
－
」
（
『
文
学
論
藻
』
第
五
十
二
号
・
 
 

昭
和
五
十
二
年
十
二
月
）
に
詳
し
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

（
ほ
）
，
但
し
、
『
本
朝
美
人
鑑
』
で
は
歌
に
よ
り
病
状
が
一
時
的
に
良
 
 

く
な
っ
た
も
の
の
、
結
局
亡
く
な
っ
で
し
ま
う
。
 
 

（
1
4
）
 
こ
の
「
帝
」
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
記
載
な
し
。
 
 

（
ほ
）
 
『
十
訓
抄
』
「
第
十
可
レ
庶
二
幾
才
能
・
芸
業
一
事
」
に
「
い
か
 
 

に
せ
ん
」
の
説
話
を
含
め
た
歌
徳
説
話
群
の
評
と
し
て
、
「
力
を
 
 

も
い
れ
ず
し
て
、
あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し
、
め
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
 
 

も
、
あ
は
れ
と
思
は
す
と
、
古
今
集
序
に
あ
る
は
、
是
等
の
類
な
 
 

り
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「
い
か
に
せ
ん
」
の
説
話
は
『
古
今
集
』
 
 

の
古
注
に
多
く
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
紙
面
の
都
合
で
割
愛
す
る
。
 
 
 

（
1
6
）
 
上
岡
勇
司
氏
「
歌
徳
説
話
・
再
説
」
（
『
国
語
国
文
学
科
研
究
論
 
 

文
集
』
第
三
十
人
集
・
平
成
五
年
三
月
）
 
に
よ
る
。
 
 

（
望
 
森
山
茂
氏
「
歌
徳
説
話
論
序
説
」
（
『
尾
道
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
 
 

第
二
十
三
号
・
昭
和
四
十
九
年
一
月
）
 
に
は
、
そ
の
類
型
の
一
つ
 
 

と
し
て
、
「
詠
歌
を
賞
賛
さ
れ
て
、
歌
人
と
し
て
の
名
声
を
得
る
 
 

こ
と
」
と
あ
る
が
、
本
説
話
は
こ
れ
に
該
当
し
よ
う
。
 
 
 

（
1
8
）
 
こ
の
記
述
は
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
は
存
在
し
な
い
。
 
 

（
1
9
）
 
な
お
、
『
百
人
一
首
臆
断
』
（
古
典
文
庫
F
和
泉
式
部
研
究
』
二
）
 
 

に
は
、
「
古
住
な
と
に
小
式
部
か
丹
後
よ
り
来
り
た
る
文
を
持
て
 
 

ゐ
た
る
所
へ
、
定
頼
行
会
せ
ら
れ
、
た
は
む
れ
給
ふ
と
き
の
事
と
 
 

い
ふ
説
不
用
」
と
あ
る
。
 
 

（
空
 
『
無
名
草
子
』
に
「
命
短
か
り
け
る
さ
へ
、
車
み
じ
く
こ
そ
お
 
 

ぼ
ゆ
れ
」
と
あ
る
。
ま
た
、
注
（
4
）
 
の
浅
見
氏
論
文
に
「
機
知
 
 

に
富
ん
だ
歌
を
即
座
に
思
い
つ
き
、
詠
み
出
す
、
才
気
換
発
な
女
、
 
 

負
け
ん
気
の
女
と
い
う
の
が
、
ど
う
や
ら
小
式
部
内
侍
に
定
着
し
 
 

て
き
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
よ
う
だ
。
」
と
あ
る
。
 
 

（
2
1
）
 
角
川
書
店
『
日
本
伝
奇
伝
説
大
事
典
』
（
昭
和
六
十
一
年
十
月
）
 
 

の
泉
基
博
氏
「
歌
徳
説
話
」
の
項
に
よ
る
。
但
し
、
氏
は
注
（
望
 

の
「
い
か
に
せ
ん
」
歌
説
話
を
歌
徳
説
話
と
し
て
い
な
い
。
 
 

付
記
 
本
稀
は
北
海
道
説
話
文
学
研
究
会
平
成
十
年
度
夏
季
大
会
（
平
成
 
 
 

十
年
八
月
八
日
・
於
札
幌
大
学
）
で
の
研
究
発
表
「
小
式
部
内
侍
『
大
 
 
 

江
山
』
説
話
に
お
け
る
教
訓
」
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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