
は
じ
め
に
─
四
つ
の
立
合
猿
楽

諏
訪
湖
か
ら
太
平
洋
へ
と
注
ぐ
天
龍
川
の
支
流
域
、
三
河
・
信
州
・
遠
州
（
以
下
三
信
遠
）
一
帯
の
山
間
部
に
は
、

数
々
の
民
間
祭
祀
（
神
楽
や
正
月
祭
祀
、
盆
踊
り
な
ど
）
が
伝
承
さ
れ
て
い
る

�
�
�

。
私
は
そ
の
う
ち
、
お
く
な
い
・
ひ
よ
ん

ど
り
・
田
楽
な
ど
の
正
月
祭
祀
で
演
じ
ら
れ
る
「
翁
」
が
、「
能
楽
の
翁
」
の
源
流
に
あ
た
る
こ
と
を
本
紀
要
で
論
じ
て

き
た

�
�
�

。
と
こ
ろ
が
三
信
遠
に
は
「
翁
」
以
外
に
も
、
中
世
芸
能
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
演
目
が
い
く
つ
も
、
未
解
読
の
ま

ま
眠
っ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
現
地
で
ず
ば
り
「
猿
楽

�
�
�
�

」
と
呼
ば
れ
る
演
目
だ
。
以
下
に
そ
の
四
例
を
挙
げ
て
お

こ
う
。Ａ

　
懐
山

�
�
�
�
�
�お

く
な
い
「
四
節
の
四
季
・
松
竹
・
ま
り
の
か
が
り
」（
静
岡
県
浜
松
市
天
竜
区
）

Ｂ
　
神
沢

�
�
�
�

お
く
な
い
「
申
が
く
」（
静
岡
県
浜
松
市
天
竜
区
）

Ｃ
　
古
戸

�
�
�

田
楽
「
四
学
・
長
生
殿
」（
愛
知
県
北
設
楽
郡
東
栄
町
〈
廃
絶
〉）

Ｄ
　
滝
沢
八
坂
神
社
の
田
遊
び
「
筏�

�
�の

猿
楽
」（
静
岡
県
藤
枝
市
滝
沢
）

（
１
）
霜
月
神
楽
と
し
て
は
奥

三
河
・
花
祭
、
遠
山
・
霜
月
祭
、

坂
部
・
冬
祭
り
な
ど
。
修
正
会

系
祭
礼
と
し
て
は
田
楽
、
お
く

な
い
、
ひ
よ
ん
ど
り
な
ど
が
各

地
に
伝
承
さ
れ
る
。
そ
の
ほ
か

に
も
大
念
仏
や
盆
踊
り
な
ど
盆

の
行
事
、
し
し
射
ち
神
事
な
ど

の
民
俗
行
事
が
豊
富
に
分
布

（
２
）『
東
西
南
北
２
０
１
４
』

（
和
光
大
学
総
合
文
化
研
究
所

編
）
所
収
「
翁
語
り
の
ド
ラ
マ

ツ
ル
ギ
ー
─
《
語
り
の
翁
》
か

ら
《
舞
の
翁
》
へ
」
お
よ
び

『
東
西
南
北
２
０
１
５
』（
同
編
）

所
収
「
翁
の
動
態
学
─
「
翁
」

の
芸
態
の
像
容
と
変
遷
」。
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演
目
に
お
い
て
、
神
沢
と
滝
沢
で
は
は
っ
き
り
「
猿
楽
」
と
伝
え
て
い
る
（
古
戸
の
「
四
学

�
�
�

」
も
猿
楽
の
転
訛
か
も
知

れ
な
い
）。
何
を
も
っ
て
「
猿
楽
」
な
の
か
、
た
い
へ
ん
興
味
が
そ
そ
ら
れ
る
が
、
現
在
で
は
演
じ
て
い
な
い
土
地
も

多
く
、
そ
う
簡
単
に
答
え
は
得
ら
れ
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
現
在
ま
で
芸
態
を
残
し
て
い
る
滝
沢
の
「
筏
の
猿
楽
」
を
確

認
し
て
お
こ
う
。

白
の
浄
衣
を
着
て
扇
を
持
っ
た
一
人
が
舞
庭
の
右
端
か
ら
出
て
、
順
巡
り
に
大
き
く
ま
わ
っ
て
東
の
外
側
の
位
置

に
つ
く
。
ま
た
一
人
が
出
て
東
側
の
内
側
の
位
置
に
つ
き
、
二
人
が
一
節
ず
つ
掛
け
合
い
に
う
た
い
は
じ
め
る
。

つ
い
で
一
人
が
西
側
の
外
側
、
も
う
一
人
が
う
た
い
な
が
ら
西
側
の
内
側
に
つ
き
、
東
西
が
方
型
に
相
対
し
て
詞

章
を
一
節
ず
つ
掛
け
合
い
に
う
た
う
。「
宇
津
の
山
」
云
々
か
ら
楽
が
入
り
、
四
人
は
交
互
に
片
足
を
前
に
踏
み
出

し
、
上
体
を
前
後
に
揺
す
り
な
が
ら
う
た
う
。
謡
い
は
謡
曲
調
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
だ
特
有
の

名
調
子
で
謡
う
。（『
中
世
芸
能
の
研
究
』
新
井
恒
易
（
一
九
七
〇
年
、
新
読
書
社
）
よ
り
）

一
方
、
明
治
期
に
廃
絶
し
た
古
戸
田
楽
に
つ
い
て
は
、
早
川
孝
太
郎
が
聞
き
書
き
を
残
し
て
い
る
。「
第
一
か
ら
第
四

ま
で
の
「
み
ょ
う
ど
」
が
、
各
脇
差
を
舁
ぎ
、
そ
の
先
に
「
ゆ
わ
ぎ

�
�
�

」
を
引
っ
掛
け
て
舞
庭
の
四
方
か
ら
順
次
に
謡
い

な
が
ら
出
て
、
掛
合
い
の
歌
が
あ
っ
た
。
順
序
は
東
一
、
南
二
、
西
三
、
北
四
で
あ
る
」
と
い
う
。
い
ず
れ
も
四
人
の

役
が
順
に
舞
庭
に
出
で
て
東
西
南
北
に
立
ち
、
中
央
に
向
か
い
合
っ
て
演
じ
ら
れ
た
よ
う
だ
。

こ
う
し
た
形
態
を
見
る
に
つ
け
、
畿
内
で
「
立
合

�
�
�
�

」
と
呼
ば
れ
た
芸
能
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
立
合
と

は
、
芸
の
善
し
悪
し
を
競
う
真
剣
勝
負
を
い
う
が
、
能
大
成
以
前
の
文
献
に
は
独
立
し
た
芸
能
の
名
と
し
て
登
場
す

る
。

始�
�

め
の
舞�

�
、
春
忠
舞�

い
て
、
そ
の
姿�

�
�に

て
、
立
合

�
�
�
�

の
猿
楽

�
�
�
�

を
す
る
。
立
合

�
�
�
�

四
人
、
内
春
忠
、
久
春
、
春
安
、
春
民

こ
の
四
人
し
て
、
竹�

�
の
猿
楽

�
�
�
�

を
す
る
。（『
春
日
若
宮
臨
時
祭
記
』
貞
和
五
年
）

三
信
遠
と
同
じ
く
、
四
人
で
演
じ
る
し
き
た
り
だ
っ
た
よ
う
だ
。『
申
楽
談
義
』
に
は
さ
ら
に
詳
細
な
記
事
が
見
え
る
。

河
原
の
勧
進
桟
敷
崩
の
時
、
本
座
の
一
忠
、
新
座
の
花
夜
叉
、
か
れ
こ
れ
四
人
づ
つ
、
八
人
に
て
戀
の
立
合
を
せ

し
に
、「
恨
は
末
も
通
ら
ね
ば
」
と
あ
げ
て
、
言
ひ
納
む
る
聲
つ
ま
り
け
れ
ば
、
一
忠
咳
を
し
て
、
扇
の
要
取
り
直

（
３
）
同
地
域
で
花
祭
り
等
の

神
楽
に
用
い
ら
れ
る
衣
装
。
上

着
。
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し
、
汗
を
の
ご
ひ
け
る
に
、
花
夜
叉
「
末
も
通
ら
ね

ば
」
と
、
ふ
と
き
り
に
云
ひ
納
め
て
、
笑
は
れ
け

り
。

（『
申
楽
談
義
』、
貞
和
五
年
の
記
事
）

有
名
な
「
桟
敷
く
ず
れ
の
田
楽
」
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で

あ
る
。
猿
楽
の
名
手
で
あ
っ
た
田
楽
法
師・一
忠
が
、
花
夜

叉
の
台
詞
の
途
中
で
、
わ
ざ
と
咳
を
し
て
汗
を
拭
っ
た
。

す
る
と
調
子
が
狂
っ
た
花
夜
叉
は
続
く
詞
を
出
せ
ず
に
見

物
に
笑
わ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
記
事
か
ら
は
、
立
合
が
特
定
の
テ
ー
マ
（
こ
こ
で

は
「
恋
」）
で
即
興
的
に
歌
を
繰
り
出
し
て
ゆ
く
芸
能
で
あ

り
、
才
覚
と
機
転
が
厳
し
く
試
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。
先
の
「
竹
の
猿
楽
」
も
、「
竹
」
を
題
と

す
る
同
様
の
芸
能
と
い
え
よ
う
。
の
ち
に
詳
し
く
述
べ
て

ゆ
く
よ
う
に
、
こ
の
即
興
性
や
文
芸
性
に
お
い
て
も
「
立

合
」
と
三
信
遠
の
「
猿
楽
」
は
よ
く
似
て
い
る
。

「
立
合
」
に
関
す
る
古
い
資
料
は
上
記
に
留
ま
る
が
、
も

う
一
点
、
絵
図
資
料
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
大
和
四
座
立

合
の
「
翁
」
が
描
か
れ
た
『
豊
国
祭
図
屏
風
』
で
あ
る

（
図
参
照
）。
四
人
が
四
方
に
立
っ
て
向
か
い
合
い
、
ま
る

で
前
掲
の
「
筏
の
猿
楽
」（
滝
沢
）
の
よ
う
に
「
片
足
を
前

に
踏
み
出
し
、
上
体
を
前
後
に
揺
す
」
る
格
好
を
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
動
き
は
今
日
の
「
能
の
翁
」
に
は
な
い
の

で
、
四
人
で
演
ず
る
「
立
合
」
な
ら
で
は
の
も
の
だ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
（
な
お
能
楽
に
伝
承
さ
れ
る
「
弓
矢
立
合
」「
船

立
合
」
に
も
こ
の
よ
う
な
動
き
は
見
ら
れ
な
い
）。
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と
ま
れ
、
四
方
に
立
つ
四
人
が
、
順
繰
り
に
即
興
的
な
歌
舞
を
紡
い
で
ゆ
く
点
で
、
中
央
の
「
立
合
猿
楽
」
と
三
信

遠
の
「
猿
楽
」
は
か
な
り
類
似
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
前
掲
Ａ
～
Ｄ
の
四
つ
の
「
猿
楽
」
を

〈
立
合
〉
と
表
記
す
る
こ
と
と
し
、
最
も
長
い
詞
章
を
持
つ
Ａ
懐
山
本
を
中
心
に
、
そ
の
内
容
を
吟
味
し
て
い
き
た
い

�
�
�

。

Ⅰ

四
節
の
四
季
─
四
季
の
立
合

芸
能
の
口
開
け
 ─
 当
意
即
妙
の
語
り
わ
ざ

伝
ゑ
こ
そ
、
し
ま
唐
土
の
伝
へ
な
り
。
歌
は
我
が
朝
の
作
り
ご
と
。
打
つ
も
吹
く
も
舞
ひ
奏
づ
る
も
、
皆
も
と
浄

土
よ
り
相
は
じ
ま
り
、
神
明
は
ん
ぷ
の
御
た
め
な
り
。

長
き
夜
は
、
小
夜
の
中
山
東
路
、
車
の
轅
、
我
が
君
の
御
用
。（
Ａ
懐
山
本
）

は
じ
め
に
、
こ
れ
か
ら
唐
土
か
ら
伝
わ
っ
た
芸
能
を
す
る
と
告
げ
、
歌
は
日
本
固
有
の
も
の
と
い
う
。
そ
し
て
歌
舞

音
曲
は
天
竺
に
由
来
し

�
�
�

、
神
仏
の
力
を
人
々
に
ゆ
き
わ
た
ら
せ
る
た
め
の
尊
い
も
の
で
あ
る
と
宣
言
す
る
。

そ
う
し
て
三
国
伝
来
の
芸
能
へ
の
期
待
が
高
ま
る
な
か
、
す
か
さ
ず
「
長
き
夜
は
…
…
」
の
和
歌
を
う
た
う
。『
古
今

和
歌
集
』
五
九
四
「
東
路
の
さ
や
の
中
山
な
か
な
か
に
何
し
か
人
を
思
ひ
そ
め
け
む
」
な
ど
を
下
敷
き
に
、
長
き
夜
を

「
永
き
世
」
に
、
車
の
轅�

�
�を

「
来
る
間
」
の
「
長
き
」
に
掛
け
て
祝
言
と
し
て
い
る
。
お
手
製
の
和
歌
で
「
我
が
君
の

祭
礼
（
お
く
な
い
）
の
た
め
に
難
所
を
越
え
、
は
る
ば
る
と
参
勤
し
ま
し
た
」
と
申
し
上
げ
て
い
る
わ
け
で
、
格
調
が

高
く
、
す
こ
ぶ
る
気
の
利
い
た
趣
向
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
こ
れ
に
続
く
の
は
、

苔
衣
、
着
た
る
よ
ず
ま
は
は
ん
、
ひ
る
ま
き
ぬ
、
き
か
山
の
帯
、
し
た
を
見
よ
。（
Ａ
懐
山
本
）

と
難
解
で
、
う
ま
く
意
味
が
つ
か
め
な
い
。
他
地
区
と
引
き
比
べ
な
が
ら
原
義
を
探
る
し
か
な
さ
そ
う
だ
。
懐
山
に

隣
接
す
る
神
沢
の
「
申
が
く
」
を
見
て
み
よ
う
。

歌
は
三
十
一
字
の
言
の
葉
よ
。
書
く
ば
か
り
、
読
む
ば
か
り
。
読
ん
だ
も
書
い
た
も
同
じ
こ
と
。

そ
れ
よ
り
も
天
竺
に
池
ひ
と
つ
候
ひ
し
が
、
そ
の
池
の
名
を
ば
ま
た
君
が
池
と
も
名
付
け
た
り
。
富
士
が
池
と
も

（
４
）
以
下
詞
章
の
引
用
に
あ

た
り
、
Ａ
懐
山
本
は
大
石
伝
次

家
蔵
「
御
祭
礼
用
書
」
を
、

Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
本
は
前
掲
の
新
井
恒

易
『
中
世
芸
能
の
研
究
』
か
ら

採
る
。
な
お
引
用
に
際
し
て
適

宜
漢
字
を
当
て
、
句
読
点
を
補

っ
た
。
懐
山
本
の
本
文
に
つ
い

て
は
『
懐
山
お
く
な
い
詞
章

集
』（
懐
山
お
く
な
い
保
存
会

編
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
頂

き
た
い
。

（
５
）
こ
こ
で
「
浄
土
」
は
天

竺
を
さ
す
。
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名
付
け
た
り
。
鴨
が
住
み
候
ひ
し
は
、
鴨
が
池
と
も
名
付
け
た
り
。
誰�

�
が
池
と
も
名
付
け
た
り
。（
Ｂ
神
沢
本
）

和
歌
の
話
題
で
切
り
出
し
て
「
折
々
の
美
し
い
景
色
を
歌
っ
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
」
と
聴
衆
を
期
待
さ
せ
る
と
こ
ろ

は
懐
山
本
と
似
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
神
沢
本
で
は
そ
の
あ
と
、
お
も
む
ろ
に
天
竺
の
池
の
由
来
を
語
り
は
じ
め
る
。
そ

れ
も
最
初
は
「
君
が
池
」「
富
士
が
池
」
と
い
う
立
派
な
池
だ
と
説
く
が
、
や
が
て
「
鴨
が
住
ん
で
い
る
か
ら
鴨
が
池
」

な
ど
と
平
凡
な
名
を
付
け
、
つ
い
に
は
「
誰�

�
が
池
」（
誰
の
池
？
）
と
無
責
任
に
放
り
出
し
て
、
聴
衆
を
が
っ
か
り
さ
せ

る
。

そ
の
池
の
中
よ
り
鬼
王

�

�

ひ
と
り
出
で
来
た
も
う
が
、
青
苔
は
衣
に
て
、
巌
が
角
に
ぞ
掛
か
り
た
も
う
。
白
雲
の
山

の
腰
を
ば
廻�

�
り
た
も
う
。
岩
に
つ
い
て
の
歌
が
候
。
苔
衣
、
着
た
る
岩
を
ば
そ
の
ま
ま
に
、
衣�

�
着�
ぬ
山
に
帯
を
さ

せ
（
Ｂ
神
沢
本
）

す
る
と
「
誰
が
池
」
の
問
い
か
け
に
呼
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
水
中
か
ら
突
如
と
し
て
鬼
王
が
出
現
し
た
。
し
か
し

語
り
手
は
、
鬼
王
の
「
正
体
」
と
「
青
苔

�
�
�
�

」
を
掛
け
て
、「
正
体
（
青
苔
）
は
衣
な
の
で
安
心
な
さ
れ
、
岩
に
ふ
さ
っ
と

掛
か
り
ま
し
た
よ
」
と
言
い
、
こ
の
鬼
王
を
も
一
瞬
に
し
て
打
ち
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

次
に
「
岩
に
掛
か
る
衣
」
か
ら
、『
江
談
抄
』
の
一
節
（
後
述
）
を
引
い
て
「
山
を
め
ぐ
る
白
雲
」
を
呼
び
出
す
。「
苔

の
衣
を
召
し
て
、
あ
と
は
帯
を
締
め
る
ば
か
り
の
巌
。
そ
い
つ
を
放
っ
て
お
い
て
、
ま
だ
な
に
も
着
て
い
な
い
山
に
白

雲
の
帯
を
さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
」。
…
…
こ
の
よ
う
に
語
り
手
は
、
掛
け
詞
や
連
想
を
駆
使
し
な
が
ら
、
あ
べ
こ

べ
な
イ
メ
ー
ジ
を
延
々
と
連
ね
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
傍
線
部
は
、
明
ら
か
に
『
江
談
抄
』
の
一
節
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
都

�
�
�

在
中

�
�
�
�

が
作
っ
た
漢
詩
「
白
雲
は
帯

に
似
て
山
の
腰
を
囲�

�
り
　
青
苔
は
衣
の
如
く
巌
の
背
に
負
は
る
」
に
対
し
、
と
あ
る
女
房
が
「
こ
け
衣
着
た
る
巌
は
ま

び
ろ
け
て
衣
着
ぬ
山
の
帯
す
る
は
な
ぞ
」（
苔
の
衣
を
着
た
巌
は
衣
を
は
だ
け
、
衣
を
着
て
い
な
い
山
に
帯
を
さ
せ
る
の
は
な
ぜ

で
す
か
）
と
滑
稽
味
の
あ
る
和
歌
を
つ
け
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る

�
�
�

。
こ
う
し
た
知
識
を
換
骨
奪
胎
し
、
独
自
の
文
脈
に

ア
レ
ン
ジ
し
て
盛
り
込
む
手
腕
は
な
か
な
か
に
非
凡
だ
（
懐
山
本
の
「
苔
衣
、
き
た
る
よ
ず
ま
は
ん
…
…
」
は
こ
れ
を
一
首

の
和
歌
に
ま
と
め
た
も
の
ら
し
い
）。

な
に
は
と
も
あ
れ
、
苔
衣
の
歌
で
よ
う
や
く
「
三
十
一
字
の
言
の
葉
」（
和
歌
）
に
た
ど
り
着
い
た
語
り
手
は
、
こ
れ

ま
で
の
奇
想
天
外
な
秀
句
芸
か
ら
一
変
し
て
、
美
し
い
連
句
を
継
い
で
ゆ
く
。

（
６
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『
江
談
抄
　
中
外
抄
　
富
家
語
』

（
一
九
九
七
年
、
岩
波
書
店
）

よ
り
。
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宇
都
の
谷
の
渡
る
鹿
を
問
い
つ
れ
ば
、
小
牡
鹿
の
草
葉
を
分
け
て
出
づ
る
か
な
。
右
手
の
横
矢
も
射
に
く
か
る
ら

ん
。
い
と
た
な
や
心
の
留�

ま
る
手
元

�
�
�
�

に
、
差
し
出
て
招
く
は
父�

�
の
牡
鹿

�

�

な
る
ら
ん
。（
Ｂ
神
沢
本
）

「
山
谷
で
鹿
狩
り
を
し
て
い
る
と
、
思
い
が
け
ず
小
ぶ
り
な
小
牡
鹿
が
笹
葉
を
分
け
て
現
れ
た
の
で
、
哀
れ
に
思
っ

て
射
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
。
す
る
と
父
の
牡
鹿
が
現
れ
て
子
鹿
を
差
し
招
い
た
」。
七
五
調
の
句
を
繫
ぎ
、
一

連
の
叙
事
詩
に
仕
立
て
て
い
る
。
聴
衆
は
、
め
く
る
め
く
イ
メ
ー
ジ
の
氾
濫
に
振
り
回
さ
れ
な
が
ら
も
、
最
後
に
は
ど

う
に
か
文
芸
的
世
界
に
着
地
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
。

始
め
か
ら
格
調
高
い
詞
で
芸
能
世
界
へ
と
い
ざ
な
う
懐
山
と
、
多
い
に
聴
衆
を
焦
ら
し
て
か
ら
連
句
の
応
酬
に
入
っ

て
ゆ
く
神
沢
。
冒
頭
部
を
比
べ
る
だ
け
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
創
意
が
い
き
い
き
と
伝
わ
っ
て
く
る

�
�
�

。

四
方
四
季
の
祝
言

懐
山
の
詞
章
に
戻
ろ
う
。
祭
礼
の
場
に
現
れ
た
四
人
の
芸
能
者
は
、
四
方
か
ら
中
央
に
向
か
っ
て
立
ち
、
東
西
南
北

を
春
夏
秋
冬
に
な
ぞ
ら
え
て
そ
の
風
物
を
歌
っ
て
い
く
。
な
ぜ
二
人
で
も
三
人
で
も
な
く
、
四
人
で
演
じ
ら
れ
る
の

か
、
と
い
う
〈
立
合
〉
の
秘
密
が
、
こ
こ
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ
く
は
ず
で
あ
る
。

東
は
春
の
し
き
な
れ
ば
ん
に
ゃ
く
。
根
引
き
の
松
を
引
か
け
て
、
ど
う
こ
そ
引
候
よ
と
。
ら
り
と
り
い
り
う
ら

り
や
、
こ
の
ち
ん
が
わ
ざ
る
の
こ
ゑ
。

南
は
夏
の
し
き
な
れ
ば
ん
に
ゃ
く
。
池
を
掘
り
、
蓮
を
植
へ
、
よ
き
や
帯
、
よ
き
帷
子
に
、
ゆ
わ
出
か
清
水

で
、
秋
風
と
す
る
。
ら
い
と
り
い
り
う
ら
い
や
、
こ
の
ち
ん
が
わ
ざ
る
の
こ
ゑ
。

西
は
秋
の
し
き
な
れ
ば
ん
に
ゃ
く
。
あ
の
庭
、
散
り
敷
く
も
み
じ
葉
、
綾
と
と
う
ぞ
よ
覚
ゆ
る
。
錦
と
う
ぞ
や

覚
ゆ
る
と
う
。
ら
い
と
り
り
う
ら
い
や
、
こ
の
ち
ん
が
わ
ざ
る
の
こ
ゑ
。

北
は
冬
の
し
き
な
れ
ば
ん
に
ゃ
く
。
霰
や
時
雨
が
つ
け
り
し
く
る
、
あ
の
あ
ん
ち
へ
向
い
て
は
袖
ま
く
り
、
こ

つ
ち
へ
向
い
て
は
袖
ま
く
り
、
ほ
ど
け
て
花
は
さ
ん
と
散
る
と
。
ら
い
と
り
り
う
ら
い
や
、
こ
の
ち
ん
が
は
さ
る

の
こ
へ
。（
Ａ
懐
山
本
）

（
７
）
も
う
ひ
と
つ
想
起
さ
れ

る
の
は
、
同
じ
故
事
を
取
り
入

れ
た
能
『
白
楽
天
』
の
「
青
苔

と
は
青
き
苔
の
。
巌
の
肩
に

か
ゝ
れ
る
が
衣
に
似
た
る
と
か

や
。
白
雲
帯
に
似
て
山
の
腰
を

め
ぐ
る
。
苔
衣
着
た
巌
は
さ
も

な
く
て
。
衣
着
ぬ
山
の
帯
を
す

る
か
な
」
と
い
う
一
節
で
あ

る
。
他
に
も
Ｃ
古
戸
本
の
「
男

は
三
人
立
つ
て
長
と
定
む
る
。

木
は
三
本
立
て
ば
、
森
と
定
む

る
。
一
つ
山
へ
入
れ
ば
、
一
つ

か
ざ
し
を
挿
せ
と
申
す
譬
え
が

候
。
我
ら
と
一
具
に
な
ら
せ
た

ま
い
候
て
、
清
水
の
御
前
を
眺

め
ば
や
と
存
じ
候
」
と
、
能

『
阿
古
屋
松
』
の
「
あ
れ
な
る

山
人
は
荷
が
軽
き
か
か
へ
さ
故

か
。
嵐
の
寒
さ
に
と
く
行
く

か
。
同
じ
山
に
入
ら
ば
。
同
じ

か
ざ
し
の
木
を
こ
れ
と
こ
そ
い

ふ
に
つ
れ
て
行
け
」
と
の
類
似

な
ど
、
三
信
遠
の
〈
立
合
〉
と

能
と
の
深
い
関
連
性
が
考
え
ら

れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。
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東
側
に
立
つ
一
人
が
「
東
は
春
の
節
な
の
で
、
根
引
き
の
松

�
�
�

を
ド
ウ
と
引
い
て
き
ま
し
た
よ
」
と
い
う
と
、
南
の
役

が
呼
応
し
て
「
南
は
夏
の
節
。
池
を
掘
っ
て
蓮
を
植
え
、
良
き
帯
と
帷
子
を
用
意
し
、
清
水
も
湧
き
出
て
豊
か
に
暮
ら

す
う
ち
に
、
い
つ
し
か
秋
風
が
吹
い
て
き
ま
す
」
と
西
方
・
秋
の
役
に
渡
す
。
そ
の
よ
う
な
具
合
で
、
順
番
に
祝
言
を

述
べ
て
い
く
の
だ
が
、
と
り
わ
け
北
役
の
詞
章
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。「
冬
は
霰
や
時
雨
が
や
っ
て
き
て
、
あ
っ
ち
へ
向

い
て
袖
ま
く
り
、
こ
っ
ち
へ
向
い
て
袖
ま
く
り
し
て
、
こ
の
袖
が
ほ
ど
け
る
よ
う
に
、
花
は
一
時
に
さ
っ
と
散
り
ま

す
」
─
─
袖
を
ま
く
っ
た
り
、
左
右
へ
足
を
運
ん
だ
り
と
、
美
し
い
所
作
と
と
も
に
情
景
を
歌
う
さ
ま
が
目
に
浮
か

ぶ
。
も
と
は
懐
山
で
も
、
四
方
の
役
が
言
葉
を
掛
け
合
い
、
数
々
の
所
作
を
行
っ
た
に
違
い
な
い
。

な
お
Ｃ
古
戸
本
に
も
「
尚
も
そ
こ
に
石
あ
ら
ば
く
。
袖
を
結
び
く
、
肩
に
掛
け
、
ゑ
い
と
漕
い
で
は
、
ず
ん
と

投
げ
上
げ
」
と
い
っ
た
興
味
深
い
一
節
が
あ
る

�
�
�

。
袖
を
効
果
的
に
使
っ
た
、
洗
練
さ
れ
た
パ
ン
ト
マ
イ
ム
（
舞
）
に
よ

っ
て
、
大
き
な
石
を
軽
々
と
投
げ
上
げ
た
よ
う
に
見
せ
る
さ
る
ご
う
わ
ざ
だ
。

四
季
順
当
・
風
雨
順
次
の
信
仰

こ
の
「
四
方
四
季
の
祝
言
」
は
Ｃ
古
戸
本
で
も
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
演
出
を
比
べ
る
と
面
白
い
。

は
く
ら
く
鼓
打
つ
。
空
に
き
ん
か
こ
く
。
下
に
舞
ひ
遊
ぶ
。
住
吉
の
松
の
隙
よ
り
眺
む
れ
ば
、
月
も
れ
隠
れ
淡
路

嶋
山
。
淡
路
嶋
山
と
は
、
是
よ
り
東
の
こ
と
に
て
候
。
東
は
春
の
節
に
て
候
が
、
四
節
の
し
き
を
忘
れ
じ
が
た
め

に
と
て
、
梅
の
花
を
か
ざ
し
に
挿
し
、
御
祝
い
の
所
望
に
罷
り
立
つ
て
候
。
よ
ふ
か
ら
お
伴
を
尋
ね
み
や
く
し
。

清
水
の
御
前
に
御
祝
い
を
、
眺
め
ば
や
と
存
じ
候
。（
Ｃ
古
戸
本
）

「
鼓
を
打
て
ば
、
天
に
琴
歌
が
聞
こ
え
、
そ
の
下
で
み
な
が
舞
い
遊
び
ま
す
」
と
い
っ
た
祝
福
に
は
じ
ま
り
、
つ
い

で
「
住
吉
の
松
の
隙
よ
り
」
の
歌
を
詠
ず
る
。
こ
の
和
歌
は
〈
立
合
〉
や
〈
翁
〉
の
開
幕
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る

歌
で

�
�
�
�

、
古
戸
で
も
こ
れ
を
契
機
に
本
題
（
四
方
四
季
の
祝
言
）
に
入
っ
て
い
く
。

春
の
梅
の
花
を
か
ざ
し
て
き
た
と
い
う
か
ら
、
芸
能
者
は
作
り
物
の
花
を
後
頭
部
に
差
し
て
い
る
ら
し
い
。
春
日
若

宮
祭
（
お
ん
祭
り
）
の
神
楽
で
、
巫
女
が
頭
に
付
け
る
飾
り
物
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
季
節
を
代
表
す
る
花
を
身
に
付

け
、
ま
れ
び
と
と
し
て
の
霊
性
を
得
て
芸
能
を
行
な
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
四
季
を
つ
か
さ
ど
る
芸
能
者
が
訪
れ
、
折
々
の
景
色
を
美
麗
に
こ
と
ほ
い
で
ゆ
く
わ
け
だ
が
、
も
ち
ろ

（
８
）
正
月
・
子
の
日
に
山
に
入

り
、
根
こ
そ
ぎ
に
引
い
て
く
る

小
さ
な
松
。
門
な
ど
に
飾
る
。

（
９
）
終
盤
、
歌
舞
に
よ
っ
て

長
生
殿
の
池
を
掘
る
場
面
（
Ⅲ

章
参
照
）。

（
10
）『
頼
政
集
』
収
載
の
和

歌
。「
隙
」
は
「
こ
ま
」、「
も
れ

隠
れ
」
は
「
落
ち
か
ゝ
り
」
が

本
来
。
Ｄ
滝
沢
本
の
登
場
シ
ー

ン
に
歌
わ
れ
る
ほ
か
、
兵
庫
・

上
鴨
川
住
吉
神
社
の
神
事
舞
で

は
「
翁
」
の
前
段
行
事
（
露

払
）
に
あ
た
る
「
い
ど
」
で
歌

わ
れ
る
。
松
の
枝
間
か
ら
景
色

を
眺
め
る
と
い
う
表
現
に
強
い

イ
メ
ー
ジ
喚
起
力
が
あ
っ
た
の

か
、
こ
の
種
の
猿
楽
の
冒
頭
部

に
好
ん
で
使
用
さ
れ
る
。
な
お

古
戸
本
で
は
芸
能
を
開
始
す
る

た
め
に
淡
路
島
が
東
方
に
あ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
に
若
干
の
無
理
を
し
て
で

も
、
こ
の
歌
か
ら
始
め
る
こ
と

に
意
義
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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ん
そ
れ
は
単
な
る
文
芸
的
表
現
で
は
な
い
。
年
始
め
の
正
月
祭
礼
に
あ
た
っ
て
こ
う
し
た
詞
章
を
唱
え
る
こ
と
で
、
村

に
は
季
節
の
順
当
な
循
環
と
、
一
年
中
の
風
雨
順
次
が
約
束
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
引
用
中
の
「
四
節
の
四
季
を
忘

れ
じ
が
た
め
に
」
と
い
う
詞
も
、
今
年
も
忘
れ
ず
に
四
季
が
め
ぐ
り
来
て
ほ
し
い
と
い
う
切
望
を
背
景
に
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

Ｃ
古
戸
本
に
は
他
に
も
「
夜
の
雨
ひ
そ
か
に
し
て
、
昼
の
風
の
ぞ�

�
�か

に
吹
い
て
、
風
一
せ
ん

�
閃
�

に
秋
あ
り
と
も
説
か
れ

た
り
」
と
歌
い
込
ま
れ
る
。「
夜
の
う
ち
に
細
雨
が
降
り
、
昼
は
風
も
お
だ
や
か
で
、
た
ち
ま
ち
に
豊
穣
の
秋
が
や
っ
て

来
ま
す
」
と
、
さ
り
げ
な
く
祈
念
し
て
い
る
の
だ
。

霊
地
を
祝
福
す
る

こ
の
よ
う
に
四
方
四
季
の
祝
言
か
ら
は
、
農
村
の
信
仰
を
満
た
す
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
詞
型
の
淵
源
は
中

世
後
期
の
説
話
世
界
に
求
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
御
伽
草
子
「
浦
嶋
太
郎
」
の
以
下
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る

�
�
�
�

。

さ
て
女
房
申
け
る
は
、「
こ
れ
は
龍
宮
城
と
申
所
な
り
、
此
所
に
四
方
に
四
季
の
草
木
を
あ
ら
は
せ
り
。
入
ら
せ
給

へ
、
見
せ
申
さ
ん
」
と
て
、
引
具
し
て
出
に
け
り
。

ま
づ
東
の
戸
を
あ
け
て
見
け
れ
ば
、
春
の
景
色
と
覚
て
、
梅
や
桜
の
咲
き
乱
れ
、
柳
の
糸
も
春
風
に
、
な
び
く
霞

の
う
ち
よ
り
も
、
鶯
の
音
も
軒
近
く
、
い
づ
れ
の
木
末
も
花
な
れ
や
。

南
面
を
見
て
あ
れ
ば
、
夏
の
景
色
と
う
ち
見
え
て
、
春
を
へ
だ
つ
る
垣
穂
に
は
、
卯
花
や
、
ま
づ
咲
き
ぬ
ら
ん
。

池
の
蓮
は
露
か
け
て
、
汀
涼
し
き
さ
ゞ
な
み
に
、
水
鳥
あ
ま
た
遊
び
け
り
。
木
々
の
梢
も
茂
り
つ
ゝ
、
空
に
鳴
き

ぬ
る
蝉
の
声
、
夕
立
過
る
雲
間
よ
り
、
声
た
て
通
る
ほ
と
ゝ
ぎ
す
、
鳴
き
て
夏
と
や
知
ら
せ
け
り
。

西
は
秋
と
う
ち
見
え
て
、
四
方
の
梢
も
紅
葉
し
て
、
ま
せ
の
内
な
る
白
菊
や
、
霧
た
ち
こ
む
る
野
辺
の
末
、
ま
は

ぎ
が
露
を
分
け
く
て
、
声
も
の
す
ご
き
鹿
の
音
に
、
秋
と
の
み
こ
そ
知
ら
れ
け
れ
。

さ
て
又
北
を
な
が
む
れ
ば
、
冬
の
景
色
と
う
ち
見
え
て
、
四
方
の
木
末
も
冬
が
れ
て
、
枯
葉
に
置
け
る
初
霜
や
、

山
や
た
ゞ
白
妙
の
、
雪
に
埋
る
ゝ
谷
の
戸
に
、
心
細
く
も
炭
竃
の
煙
に
し
る
き
賤
が
わ
ざ
、
冬
と
知
ら
す
る
気
色

哉
。

〈
立
合
〉
と
似
た
形
式
で
、
四
方
・
四
季
を
順
に
愛
で
て
ゆ
く
。
他
の
御
伽
草
子
説
話
で
も
や
は
り
「
四
は
う
に
四
季

を
ま
な
び
け
り
」（
酒
呑
童
子・渋
川
本
）
と
か
「
四
節
の
四
季
を
ま
な
び
」（
同
鈴
木
本
）
と
い
っ
た
表
現
を
と
っ
て
い

（
11
）
日
本
古
典
文
学
大
系

『
御
伽
草
子
』（
岩
波
書
店
、
一

九
五
八
年
）。
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る
。
む
ろ
ん
春
夏
秋
冬
を
詳
し
く
描
写
す
る
の
が
本
来
の
形
式
だ
ろ
う

�
�
�
�

。

お
び
た
だ
し
い
聖
所
や
異
界
、
あ
る
い
は
浄
土
の
情
景
は
か
く
も
あ
ら
ん
と
い
う
想
像
が
、
中
世
日
本
に
ゆ
き
わ
た

っ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
〈
立
合
〉
の
序
盤
で
語
ら
れ
る
「
四
方
・
四
季
の
祝
言
」
に
は
、
豊
穣
へ
の
祈
り
だ
け
で
な

く
、
あ
と
に
控
え
る
メ
イ
ン
の
芸
能
（
本
稿
Ⅲ
章
）
へ
の
準
備
と
し
て
、
祭
場
を
聖
所
に
見
立
て
、
美
し
く
荘
厳
し
て

お
く
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
実
を
い
う
と
〈
翁
〉
で
も
四
方
四
季
の
祝
言
は
語
ら
れ
て
い
る
。「
東
を
拝
み
候
す
れ
ば
、
東
は
春
の
景
気

な
り
。
梅
に
鶯
こ
を
生
や
し
、
千
代
よ
千
歳
、
も
も
よ
千
歳
、
我
が
お
ん
世
の
事
を
ば
御
万
歳
楽
と
も
さ
へ
づ
れ
ば
、

ま
こ
と
は
春
の
景
気
と
も
拝
み
候
よ
」（
神
沢
お
く
な
い
の
翁
）
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
東
北
の
黒
川
で
は
「
東
を
つ

く
く
拝
見
奉
る
に
、
三
内
浄
土
の
み
ぎ
ん
と
疑
わ
れ
、
南
に
蒼
海
漫
々
と
し
て
波
の
音
」
云
々
と
語
っ
て
お
り
、
四

方
四
季
の
祝
言
と
「
霊
地
褒
め
」
が
は
っ
き
り
と
結
び
付
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
〈
立
合
〉
で
も
同
様
の
狙
い
が
あ
っ

た
は
ず
だ
。

後
述
す
る
よ
う
に
〈
翁
〉
と
〈
立
合
〉
は
非
常
に
近
し
い
芸
能
な
の
で
、
ど
ち
ら
が
先
に
詞
章
を
取
り
入
れ
た
か
は

決
し
か
ね
る
が
、〈
翁
〉
の
よ
う
に
一
人
が
四
方
に
向
か
っ
て
唱
え
る
ほ
う
が
自
然
で
は
あ
る
。
四
方
か
ら
四
人
の
芸
能

者
が
来
て
四
季
を
こ
と
ほ
ぐ
と
い
う
形
式
は
、
や
は
り
〈
立
合
〉
に
よ
る
特
殊
な
ア
レ
ン
ジ
と
い
え
よ
う
。

逆
に
い
え
ば
「
四
方
四
季
の
祝
言
」
を
よ
り
効
果
的
に
取
り
入
れ
た
点
に
〈
立
合
〉
の
演
出
力
が
感
じ
ら
れ
る
。
懐

山
本
で
は
以
下
の
よ
う
に
、「
四
方
四
季
の
祝
言
」
が
も
う
一
度
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

東
は
春
の
し
き
な
れ
ば
に
や
く
。
あ
の
梅
や
桜
が
咲
き
こ
だ
れ
、
あ
の
谷
よ
り
出
ん
鶯
が
、
梅
が
枝
に
、
折
り

し
こ
の
梅
の
枝
に
止
ま
り
し
い
。
こ
の
梢
に
花
は
咲
く
な
ん
と
、
末
に
花
は
さ
あ
ん
と
散
る
と
、
さ
へ
づ
る
鳥
の

珍
し
き
と
。
ら
り
と
り
り
や
う
ら
い
や
、
こ
う
の
ち
ん
が
わ
さ
る
の
こ
へ
。

南
は
夏
の
し
き
な
れ
ば
ん
に
や
く
。
た
ん
せ
ぢ
よ
ん
の
、
た
ん
せ
ち
よ
ん
の
、
あ
の
扇
に
て
、
あ
の
扇
げ
ば
扇

げ
ば
、
や
ら
涼
と
。
ら
り
と
り
り
う
ら
り
、
こ
の
ち
ん
か
わ
さ
る
の
こ
へ
。
　

西
は
秋
の
し
き
な
れ
ば
ん
に
や
く
。
あ
の
妻
を
恋
す
小
男
鹿
、
水
の
色
も
深
き
な
ん
と
、
紅
葉
の
色
も
深
き
な

ん
と
。
ら
り
と
り
り
う
ら
り
や
、
こ
の
ち
ん
か
わ
さ
る
の
こ
へ
。

北
は
冬
の
し
き
な
れ
ば
ん
に
や
く
。
あ
の
竜
王
が
そ
が
嶽
に
降
る
雪
、
あ
の
雪
深
き
と
覚
ゆ
る
。
ら
り
と
り
り

う
ら
り
や
、
こ
の
ち
ん
が
わ
さ
る
の
こ
へ

�
�
�
�

。（
Ａ
懐
山
本
）

（
12
）
た
と
え
ば
『
神
道
集
』

諏
訪
縁
起
の
事
で
も
「
四
季
の

門
」
が
登
場
し
、
四
節
の
景
色

が
微
細
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）
東
は
春
の
節
、
梅
や
桜

が
咲
い
た
あ
の
谷
か
ら
出
る
鶯

が
、（
手
に
持
つ
梅
の
枝
を
指
し

て
）
手
折
っ
た
こ
の
梅
の
枝
に

止
ま
る
と
、
こ
の
梢
に
花
が
咲

き
ま
す
。「
末
に
花
は
さ
ん
と
散

る
」
と
さ
え
ず
る
世
に
も
珍
し

き
鳥
で
す
。
─
─
同
様
の
調
子

で
夏
は
扇
の
涼
し
さ
を
、
秋
は

妻
乞
い
の
小
男
鹿
と
紅
葉
の
深

ま
り
を
、
冬
は
竜
王
の
嶽
に
降

る
雪
の
深
さ
を
歌
い
込
む
。
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御
伽
草
子
や
〈
翁
〉
で
は
「
四
方
四
季
の
祝
言
」
を
一
巡
で
留
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
二
度
に
わ

た
り
演
じ
直
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
繰
り
返
し
て
ゆ
く
場
合
、
も
し
語
り
手
が
一
人
で
あ
っ
た
な
ら
、
と
う
て
い
興

が
乗
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
幾
人
か
が
当
意
即
妙
の
歌
舞
を
受
け
渡
し
て
ゆ
く
か
ら
こ
そ
、
芸
能
は
予
定
調
和
を
脱

し
、
ス
リ
リ
ン
グ
な
魅
力
を
帯
び
て
く
る
。〈
立
合
〉
は
才
覚
を
競
い
合
う
こ
と
で
面
白
づ
く
し
の
芸
能
を
つ
く
り
あ
げ

る
、
ま
さ
に
立
合
勝
負
の
場
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
「
四
人
が
向
か
い
合
っ
て
順
番
に
歌
舞
を
演
ず
る
」
形
式
と
な
る

の
は
必
然
的
と
思
え
て
く
る

�
�
�
�

。

Ⅱ

松
竹
─
竹
と
松
の
立
合

竹
の
立
合
 ─
 今
様
・
朗
詠
・
説
話
を
取
り
入
れ
た
祝
言

日
光
く
わ
い
月
光
ぐ
わ
い
、
ち
が
と
く
と
て
、
く
わ
い
ち
や
く
を
御
供
と
せ
ん
。
さ
れ
ば
つ
き
ひ
だ
、
三
人
の
御

供
に
て
、
御
渡
り
や
り
と
も
、
壱
人
ゆ
か
し
ん
と
候
。
御
知
法
師
、
西
行
法
師
と
て
、
供
は
三
人
の
く
わ
た
い
衆

な
り
ん
。
中
の
町
の
、
こ
い
ち
じ
や
う
に
、
竹
を
植
へ
て
供
と
せ
ん
。（
Ａ
懐
山
本
）

四
人
の
甲
乙
つ
け
が
た
い
実
力
が
披
露
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
閑
話
休
題
、
問
答
と
な
る
。
残
念
な
が
ら
詞
章
が
崩
れ
て

い
る
が
、
強
い
て
意
訳
を
試
み
る
な
ら
「
こ
う
し
て
三
人
の
お
供﹅

を
連
れ
て
来
な
さ
る
は
何
や
ら
ゆ
か
し
き
お
方
。
さ

て
は
西
行
法
師
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
と
す
れ
ば
三
人
の
お
供﹅

は
歌
題
衆
（
連
歌
の
よ
う
に
歌
題
を
繰
り
出
し
、
芸
能
を

張
行
す
る
衆
か

�
�
�
�

）
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
供﹅

と
い
え
ば
、
中
の
町
に
竹
を
植
え
て
こ
れ
を
友﹅

と
し
ま
し
ょ
う
」
と
で
も

な
ろ
う
か
。
歌
の
名
手
た
ち
が
懐
山
の
祭
礼
に
集
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
と
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
が
「
な
ら
ば
今
度
は

〝
竹
〟
を
テ
ー
マ
に
立
合
を
し
よ
う
」
と
切
り
出
し
た
よ
う
だ
。

唐
の
太
子
賓
客
は
ん
に
ゃ
。
軒
場
に
竹
を
植
へ
並
べ
、
朝
夜
を
も
て
に
よ
う
き
声
と
す
る
。
ら
り
と
り
り
う
ら
い

や
こ
の
ち
ん
が
わ
さ
る
の
こ
へ
。（
Ａ
懐
山
本
）

先
の
「
竹
を
植
え
て
友
と
せ
ん
」
の
一
節
か
ら
『
和
漢
朗
詠
集
』
竹
、
藤
原
篤
成
の
詠
「
晋
の
騎
兵
参
軍
王
子
猷

栽
ゑ
て
此
の
君
と
称
す
　
唐
の
太
子
賓
客
白
楽
天
　
愛
し
て
吾
が
友
と
な
す
」（
晋
の
王
子
猷
は
竹
を
植
え
て
此
の
君
と
称

（
14
）
春
日
若
宮
祭
（
お
ん
祭
）

で
田
楽
が
演
じ
る
「
も
ど
き
開

口
立
合
舞
」
に
は
、「
東
を
見
た

れ
バ
、
か
の
春
の
や
し
や
た
る

れ
ば

く
。
四
方
の
山
辺
に
霞

立
ち
、
も
う
す
を
ま
く
声
聞
け

ば
、
柳
桜
ハ
春
の
花
」
と
、「
四

方
四
季
の
祝
言
」
が
断
片
的
に

語
り
込
ま
れ
て
い
る
。
演
目
名

に
「
立
合
」
の
語
を
は
っ
き
り

残
し
て
お
り
、
三
信
遠
の
「
猿

楽
」
を
「
立
合
」
と
呼
ん
だ
根

拠
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

（
15
）
な
お
神
沢
で
は
昭
和
期

ま
で
「
か
だ
い
衆
」
な
る
役
名

を
伝
承
し
て
い
た
。「
殿
面
」
を

つ
け
る
一
人
が
前
述
し
た
冒
頭

の
詞
章
を
唱
え
た
の
ち
、
三
人

の
か
だ
い
衆
に
「
そ
も

く
三

人
の
か
だ
い
衆
は
、
何
が
所
望

に
て
お
立
ち
あ
つ
て
候
か
」
と

問
い
た
だ
す
と
い
う
形
式
に
な

っ
て
い
る
。
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し
、
唐
の
太
子
賓
客
の
白
楽
天
は
竹
を
愛
し
て
我
が
友
と
し
た
）
を
感
じ
取
り
、
す
ば
や
く
「
唐
の
太
子
賓
客
は
…
…
」
と

呼
応
す
る
。
の
み
な
ら
ず
『
今
様
之
書
』
二
「
松
竹
曲
」
の
「
一
窓
ニ
秋
来
レ
ド
モ
、
庭
前
ノ
竹
モ
コ
エ
ス
メ
リ
」
の

よ
う
な
用
例
を
ふ
ま
え
て
ア
レ
ン
ジ
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。「
竹
と
は
こ
の
上
の
な
い
お
題
で
す
。
漢
詩
の
天
才
・
白
楽

天
も
、
軒
端
に
竹
を
植
え
て
友
と
し
、
そ
の
ざ
わ
め
き
に
耳
を
傾
け
た
と
い
い
ま
す
」
と
寄
り
添
っ
た
か
た
ち
で
あ
ろ

う
。

唐
土

�
�
�
�

唐
の
笛
竹
は
ん
に
ゃ
、
あ
の
沖
の
波
間
に
揺
ら
れ
き
、
あ
の
さ
ど
い
響
き
を
な
す
と
な
と
。
ら
り
と
り
り
や

う
ら
り
や
、
こ
の
ち
ん
が
わ
さ
る
の
こ
へ
。（
Ａ
懐
山
本
）

朗
詠
の
次
は
今
様
調
に
な
る
。
唐
土
か
ら
「
敏�

�
い
響
き
」
の
す
る
名
笛
が
伝
来
す
る
さ
ま
を
描
い
た
も
の
で
、
伊
勢

神
楽
歌
の
「
唐
土
唐
な
る
笛
竹
は
　
何
し
に
是
迄
ゆ
ら
れ
き
て
　
時
々
小
風
に
誘
は
れ
て
　
多
く
の
波
間
を
分
け
来
た

る
」（
風
の
宮
の
哥
）
や
、『
今
様
歌
抄
』「
管
絃
」
の
「
も
ろ
こ
し
唐
な
る
笛
竹
は
　
い
か
で
か
此
処
ま
で
は
揺
ら
れ
来
し

こ
と
よ
き
風
に
誘
は
れ
て
　
多
く
の
な
み
こ
そ
分
け
こ
し
か
」
を
元
歌
と
す
る
。「
さ
て
白
楽
天
も
愛
し
た
そ
の
竹
が
、

遥
か
な
る
波
に
揺
ら
れ
て
、
わ
が
国
に
や
っ
て
参
り
ま
し
た
よ
」
と
し
て
次
の
役
に
渡
す
。

修
竹

�
�
�
�

、
黄�

�
竹
、
漢�

�
竹
と
あ�

�
�や

と
云�

い
し
笛
を
ば
、
こ
の
清
水
の
清
水
の
、
北
の
門
に
通
い
し
、
こ
の
鬼
こ
そ
持
て

し
け
う
り
や
ら
ん
と
。
ら
り
と
り
り
う
ら
り
や
こ
の
ち
ん
か
わ
さ
る
の
こ
へ
。（
Ａ
懐
山
本
）

「
そ
し
て
そ
の
修
竹
・
黄
竹
・
漢
竹
と
い
っ
た
尊
い
竹
で
作
っ
た
名
笛
を
、
懐
山
の
仏
堂
の
北
門

�
�
�
�

に
通
う
鬼
こ
そ
持
っ

て
い
る
の
だ
」。
こ
う
し
て
唐
土
の
竹
は
伝
来
し
、
つ
い
に
祭
礼
の
場
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
た
。

鬼
が
す
ぐ
れ
た
楽
器
を
持
つ
と
い
う
伝
承
は
中
世
に
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
た
と
え
ば
『
絲
竹
口
伝
』
に

は
、
葉
二
と
い
う
笛
が
「
朱
雀
門
ノ
鬼
ノ
笛
」
と
称
さ
れ
、
の
ち
に
宇
治
の
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
た
と
の
逸
話
が
あ
る
。

霊
宝
の
持
ち
主
と
し
て
の
鬼
で
あ
る

�
�
�
�

。

こ
う
し
て
懐
山
の
オ
コ
ナ
イ
堂
が
鬼
の
笛
説
話
を
生
起
す
る
ほ
ど
伝
説
的
な
場
所
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
実
際
に
祭

り
で
用
い
る
笛
の
由
来
を
も
褒
め
て
い
る
の
で
あ
る

�
�
�
�

。
歌
謡
だ
け
で
な
く
説
話
の
知
識
を
も
取
り
入
れ
、
祝
福
の
意
を

籠
め
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
「
竹
の
立
合
」
で
あ
り
、
先
述
の
「
竹
の
猿
楽
」
も
こ
れ
に
近
い
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

（
16
）
古
戸
田
楽
は
清
水
観
音

堂
で
演
じ
ら
れ
、
詞
章
に
も

「
清
水
」
が
歌
い
込
ま
れ
る
。

し
か
し
懐
山
の
祭
場
は
阿
弥
陀

堂
で
あ
り
「
清
水
」
は
不
審
。

寺
域
の
美
称
、
あ
る
い
は
詞
章

の
混
乱
に
よ
る
も
の
か
。
北
の

門
を
歌
う
こ
と
、
順
番
が
最
後

に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
北
役
が

唱
え
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
17
）
翁
の
宝
数
え
の
な
か
で

も
「
島
国
の
宝
」
は
異
様
で
あ

る
。
た
と
え
ば
古
戸
の
翁
は

「
鬼
が
持
つ
ち
や
う
よ
」
と
前

置
き
し
て
「
延
命
小
袋
に
打
出

の
小
槌
に
、
隠
れ
蓑
・
隠
れ

笠
、
浮
き
沓
、
沈
み
沓
、
し
は

ん
し
や
ふ
の
杖
（
死
反
生
の

杖
）」
と
い
っ
た
不
思
議
な
力

を
も
つ
宝
を
数
え
上
げ
る
。

（
18
）
一
帯
の
正
月
祭
祀
に
笛

は
不
可
欠
で
あ
り
、
土
地
ご
と

に
特
色
あ
る
旋
律
を
伝
え
て
い

る
。
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松
の
立
合
 ─
 芸
能
者
の
交
通

松
の
く
す
ぐ
れ
て
や
さ
し
き
は
ん
に
ゃ
。
い
や
そ
う
よ
や
、
松
の
す
ぐ
れ
て
や
さ
し
き
は
ん
に
ゃ
。
あ
の
雀
が

松
原
ご
や
の
松
と
。
ら
り
と
り
り
う
ら
り
や
、
こ
の
ち
ん
か
わ
さ
る
の
こ
へ
。

松
の
く
す
ぐ
れ
て
や
さ
し
き
は
ん
に
ゃ
。
い
や
そ
う
よ
や
、
松
の
す
ぐ
れ
て
や
さ
し
き
は
ん
に
ゃ
。
あ
の
高
野

山
に
は
三
鈷
の
松
と
。
ら
り
と
り
り
う
ら
り
や
、
こ
の
ち
ん
か
わ
さ
る
の
こ
ゑ
。

松
の
く
す
ぐ
れ
て
や
さ
し
き
は
ん
に
ゃ
。
い
や
そ
う
よ
や
、
松
の
す
ぐ
れ
て
や
さ
し
き
は
ん
に
ゃ
。
あ
の
天
台

山
に
は
下
が
り
松
と
。
ち
り
と
り
り
う
ら
り
や
、
こ
の
ち
ん
か
わ
さ
る
の
こ
ゑ
。

松
の
く
す
ぐ
れ
て
や
さ
し
き
は
ん
に
ゃ
。
い
や
そ
う
よ
や
、
松
の
す
ぐ
れ
て
や
さ
し
き
は
ん
に
や
。
あ
の
あ
ふ

が
や
笠
松
、
あ
の
を
う
が
や
そ
が
松
と
。
ち
い
と
り
り
う
ら
り
、
こ
の
ち
ん
か
わ
さ
る
の
こ
へ
。（
Ａ
懐
山
本
）

「
竹
の
立
合
」
が
歌
い
納
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
竹
に
並
ぶ
べ
き
も
の
と
し
て
「
松
」
を
題
に
立
合
を
す
る
。「
諸
国
に

名
高
き
松
と
い
え
ば
、
ま
ず
は
雀
の
松
原
で
し
ょ
う
ね
」
と
い
う
調
子
で
、
播
磨
に
あ
る
雀
の
松
原
や
、
高
野
山
開
創

縁
起
で
有
名
な
三
鈷
の
松
、
比
叡
山
の
下
が
り
松

�
�
�
�

、
大
萱
の
笠
松

�
�
�
�

を
数
え
て
い
る
。
四
度
繰
り
返
さ
れ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
こ
こ
で
も
東
南
西
北
の
順
に
唱
え
て
い
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

こ
れ
は
『
梁
塵
秘
抄
』
に
見
え
る
「
和
歌
に
す
ぐ
れ
て
め
で
た
き
は
　
人
麻
呂
赤
人
小
野
小
町
」
云
々
の
「
物
づ
く

し
」
の
一
類
型
で
、
ま
ず
主
題
を
掲
げ
、
次
に
具
体
的
な
品
々
を
並
べ
立
て
て
ゆ
く
「
数
え
」
歌
を
淵
源
と
す
る

�
�
�
�

。

懐
山
本
に
一
段
と
近
し
い
例
と
し
て
は
、
伊
勢
神
楽
の
「
あ
ん
や
ァ
　
ア
〻
い
ん
や
う
　
四
季
す
ぐ
れ
て
や
さ
し
き

ハ
　
い
ん
や
う
ヲ
ヽ
　
三
月
三
日
の
桃
の
花
酒
　
い
ん
や
う
ヲ
ヽ
　
五
月
や
五
日
の
若
せ
う
ぶ
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

「
す
ぐ
れ
て
や
さ
し
き
は
」
と
い
う
出
だ
し
が
一
致
し
て
い
る

�
�
�
�

。

も
う
ひ
と
つ
目
に
留
ま
る
の
は
、「
い
や
そ
う
よ
や
」
と
か
「
あ
の
」
と
い
っ
た
調
子
取
り
の
詞
で
あ
る
。
伊
勢
神
楽

に
も
「
い
や
さ
い
や
く
」「
あ
ん
の
」（
あ
の
）
等
々
、
と
よ
く
似
た
掛
け
声
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。〈
立
合
〉
が
か

つ
て
躍
動
的
な
歌
舞
の
芸
で
あ
っ
た
こ
と
が
偲
ば
れ
る

�
�
�
�

。

以
上
の
よ
う
に
「
松
竹
」
は
竹
と
松
の
め
で
た
い
物
づ
く
し
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
「
竹
」
の
段
で

は
、
ま
る
で
〈
翁
〉
の
宝
数
え
を
も
ど
く
か
の
よ
う
に
、
歌
謡
の
配
置
に
よ
っ
て
唐
土
か
ら
祭
礼
の
現
場
へ
と
竹

（
笛
）
を
持
ち
来
る
さ
ま
を
描
き
出
す
。
竹
の
由
来
を
唐
土
に
求
め
て
褒
め
た
た
え
た
の
ち
（
唐
の
太
子
賓
客
は
…
…
）、

（
19
）
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、

天
台
山
（
比
叡
山
の
通
称
）
へ

の
参
詣
路
と
し
て
も
有
名
な
一

乗
寺
の
下
が
り
松
で
あ
る
。『
梁

塵
秘
抄
』「
根
本
中
堂
へ
参
る

道
、
賀
茂
川
は
河
広
し
、
観
音

院
の
さ
が
り
ま
つ
」
や
、『
保
元

物
語
』
為
義
降
参
の
事
「
西
坂

本
さ
が
り
松
を
お
り
し
か
ば
、

篠
目
や
う
や
く
明
け
行
き
て
」

な
ど
。

（
20
）
確
証
は
無
い
が
、
滋

賀
・
大
津
の
交
通
の
要
衝
、
大

萱
（
お
お
が
や
）
か
。
近
衛
家

の
所
領
「
左
散
所
」
が
置
か
れ

た
ほ
か
、
粟
津
供
御
人
に
連
な

る
内
膳
司
供
御
人
の
存
在
が
認

め
ら
れ
、
芸
能
民
と
の
交
流
も

想
定
さ
れ
る
。

（
21
）
今
様
・
白
拍
子
が
「
数
え

る
」
芸
能
で
あ
る
こ
と
は
早
く

か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）「
す
ぐ
れ
て
や
さ
し
き
は
」

に
は
じ
ま
る
歌
は
他
に
も
「
イ

ヤ
ア
ン
　
月
の
夜
す
ぐ
れ
て
や

さ
し
き
ハ
ャ
　
十
四
夜
十
五
の

月
と
か
や
ャ
　
二
十
三
夜
ハ
夜

半
の
月
ャ
　
扨
ハ
三
日
月
い
と

や
さ
し
ャ
」
や
「
風
の
す
ぐ
れ

て
や
さ
し
き
ハ
　
さ
ん
西
秋

北
。
春
南
、
冬
こ
が
ら
し
の
風

吹
カ
ハ
　
ミ
ね
よ
り
お
り
く
る

柴
車
や
」
が
あ
る

（
23
）
神
歌
の
お
び
た
だ
し
い

共
有
、
翁
詞
章
と
の
共
通
点
、

ま
た
本
田
安
次
が
早
く
か
ら
問

題
提
起
し
て
い
る
「
松
か
げ
」

と
伊
勢
神
楽
「
末
社
拾
い
」
と

の
類
似
な
ど
、
三
信
遠
の
芸
能

と
伊
勢
神
楽
と
の
関
連
に
つ
い

て
は
今
後
の
課
題
と
な
る
。
こ

う
し
た
詞
章
の
共
有
に
つ
い
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そ
の
素
晴
ら
し
い
笛
竹
を
日
本
に
渡
来
さ
せ
（
唐
土
唐
の
笛
竹
は
…
…
）、
今
こ
こ
の
祭
場
に
持
ち
来
る
（
修
竹
黄
竹
漢
竹

…
…
）
と
い
う
、
ま
こ
と
に
隙
の
な
い
構
成
で
あ
る
。。

一
変
し
て
シ
ン
プ
ル
な
後
半
部
、「
松
」
の
立
合
は
、
芸
能
者
・
宗
教
者
の
交
通
を
想
像
さ
せ
る
よ
う
な
「
名
所
づ
く

し
」
と
な
っ
て
い
る
。
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
は
、
他
地
区
の
〈
立
合
〉
に
も
畿
内
か
ら
東
海
道
に
か
け
て
の
地
名
が
豊

富
に
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
Ｄ
滝
沢
本
で
は
「
近
江
の
上�

�
で
見
渡
せ
ば
、
荒
瀬
亀
山
、
小
倉
山
、
谷

峰
深
き
ま
き
河
の
、
い
ざ
く
さ
ら
ば
下
さ
ん
と
」
と
あ
り
、
琵
琶
湖
南
部
か
ら
の
景
観
を
歌
い
込
ん
で
い
る
。
ま
た

Ｂ
神
沢
本
の
後
半
部
で
は
、

奈
良
坂
山
な
る
か
な
つ
ぼ
に
、
弓
を
張
り
矢
を
つ
が
わ
せ
、
矛
を
杖
に
突�

か
せ
て
ん
、
此
の
矛
を
杖
に
突�

か
せ
て

ん
。
赤�

�
頭�

�
�を

こ
そ
、
攻�

め
に
け
る
（
Ｂ
神
沢
本
）

と
奈
良
坂
の
人
々

�
�
�
�

に
弓
矢
を
作
ら
せ
、
矛
を
持
た
せ
て
悪
鬼
（
赤
頭
）
を
退
治
し
て
い
る

�
�
�
�

。
奈
良
坂
で
兵
を
雇
う
と

い
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
詞
は
、
伝
聞
だ
け
で
は
作
れ
そ
う
に
な
い
。〈
立
合
〉
に
は
、
は
る
ば
る
と
旅
を
し
、
各
地

の
寺
社
と
参
勤
の
契
約
を
交
わ
し
て
い
っ
た
猿
楽
者
た
ち
の
視
界
が
、
赤
裸
々
か
つ
ふ
ん
だ
ん
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

Ⅲ

ま
り
の
か
が
り
─
見
え
な
い
蹴
鞠
の
奉
納

阿
弥
陀
如
来
の
回
向
に
蹴
鞠
を

春
く
れ
ば
、
何
処
に
つ
れ
な
い
阿
弥
陀
如
来
へ
、
回
向
し
参
ら
せ
ん
に
よ
つ
て
、
鞠
の
か
が
り
が
お
そ
な
り
候
。

暁
、
竜
王
か
そ
か
嶽
に
、
雪
こ
う
さ
ん
が
降
り
積
も
り
、
よ
り
く
う
が
た
け
に
余
り
け
り
候
得
ば
、
月
せ
ん
じ
や

う
、
明
ら
か
な
り
と
見
へ
て
候
。「
そ
う
に
覚
へ
て
候
。」（
Ａ
懐
山
本
）

「
松
竹
」
の
立
合
も
面
白
く
過
ぎ
て
、
ク
ラ
イ
マ
ク
ス
が
近
づ
い
て
き
た
。
前
段
を
歌
い
お
さ
め
た
北
役
が
、「
阿
弥

陀
如
来
へ
の
回
向
の
た
め
に
蹴
鞠
を
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
唐
突
な
提
案
を
し
、
そ
の
ま
ま
冬
の
景
色
を
述
べ
立
て

て
い
る
。

て
、
前
掲
『
懐
山
お
く
な
い
詞

章
集
』
の
注
釈
で
あ
る
程
度
整

理
し
て
お
い
た
。
ち
な
み
に
伊

勢
神
楽
は
明
治
期
に
廃
絶
し
て

お
り
、
残
念
な
が
ら
そ
の
節
付

け
、
芸
態
は
す
で
に
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

（
24
）「
か
な
つ
ぼ
」
が
問
題
に

な
る
が
、
こ
れ
は
各
地
の
三
番

叟
や
街
道
下
り
詞
章
に
見
え
る

「
眼
を
見
れ
ば
か
な
つ
ぼ
眼
」

を
ふ
ま
え
た
用
語
で
、
な
ん
ら

か
の
身
体
的
特
徴
を
指
す
語
で

あ
ろ
う
。
は
か
ら
ず
も
被
差
別

と
芸
能
の
問
題
が
立
ち
上
が
っ

て
く
る
。

（
25
）
神
沢
本
の
終
で
は
悪
鬼

を
退
治
し
た
の
ち
、
平
和
な
世

を
こ
と
ほ
い
で
酒
を
醸
し
、
長

寿
の
妙
薬
と
し
て
神
仏
に
献
じ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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な
ぜ
北
役
は
春
・
夏
・
秋
を
差
し
置
い
て
、
冬
の
景
色
を
語
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
台
詞
は
「
四
方
四
季
の
祝

言
」
で
は
な
く
、
蹴
鞠
を
提
案
し
た
申
し
開
き
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
暁
ご
ろ
、
向
か
い
の
竜
王
か
そ
か
嶽

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

に
雪

が
ど
っ
と
降
り
積
も
っ
た
の
で
、
今
宵
は
雪
明
か
り
も
味
方
し
て
、
と
り
わ
け
月
の
明
る
い
こ
と
で
す
」
─
─
つ
ま

り
、
蹴
鞠
を
す
る
に
は
絶
好
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
の
だ
。

思
い
返
せ
ば
北
役
は
「
四
節
の
四
季
」（
Ⅰ
章
）
の
末
尾
で
、
さ
り
げ
な
く
「
あ
の
竜
王
か
そ
か
嶽

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

に
降
る
雪
、
あ
の

雪
深
き
と
覚
ゆ
る
」
と
伏
線
を
張
っ
て
お
き
、
し
ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
か
か
る
提
案
を
し
た
の
だ
っ
た
。「
四
節
の
四

季
」
が
明
け
方
、「
松
竹
」
で
昼
を
過
ご
し
、「
鞠
の
か
が
り
」
に
至
っ
て
月
夜
が
や
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
芸
能
の
不

思
議
な
時
間
感
覚
が
立
ち
上
が
っ
て
こ
よ
う
か
。

す
る
と
他
の
衆
も
「
そ
う
で
す
ね
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
す
」
と
同
意
を
示
す
。
こ
う
し
た
合
い
の
手
は
、
田
遊
び

に
は
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
、
現
実
に
は
起
こ
り
そ
う
も
な
い
こ
と
も
み
な
が
声
を
合
わ
せ
て
同
意
し
、〝
掛
け
合
い
〟

の
力
で
実
現
し
た
も
の
と
す
る
趣
向
だ

�
�
�
�

。

さ
て
蹴
鞠
を
す
る
な
ら
装
束
が
な
く
て
は
始
ま
ら
な
い
と
、
気
の
利
い
た
東
役
が
す
か
さ
ず
舞
い
は
じ
め
る
。

春
く
れ
ば
、
春
は
四
方
の
山
辺
に
見
入
れ
よ
法
師
殿
。
梅
が
花
の
下
襲
に
、
桜
の
差
貫
を
も
つ
て
、
腰
す
に
か
へ

ぬ
藤
袴
を
着
て
、
参
り
て
候
。

「
春
の
御
装
束
、
承
り
候
。
夏
の
御
装
束
、
お
そ
な
り
候
。」「
そ
う
に
覚
え
て
候
。」（
Ａ
懐
山
本
）

「
四
方
の
山
辺
に
よ
く
よ
く
見
入
っ
て
く
だ
さ
い
。
梅
の
花
の
下
襲
と
、
桜
の
差
貫
、
そ
れ
に
藤
袴
ま
で
も
を
着

て
、
や
っ
て
き
ま
す
よ
」
─
─
山
々
を
染
め
る
春
の
色
彩
を
衣
装
に
見
立
て
て
い
る

�
�
�
�

。
他
の
一
人
が
「
ほ
う
、
こ
れ
は

よ
き
装
束
を
用
意
し
た
も
の
だ
。
さ
て
夏
の
装
束
は
ま
だ
か
い
な
」
と
同
意
し
た
う
え
で
、
次
な
る
役
を
う
な
が
す
。

夏
く
れ
ば
、
夏
は
わ
た
さ
の
山
に
、
霞
さ
ん
と
や
、
敬
つ
て
な
へ
よ
法
師
殿
。
せ
び
が
花
の
下
襲
に
、
柳
の
差
出

貫
を
も
つ
て
、
裏
吹
き
返
す
葛
袴
を
着
て
参
つ
て
候
。

「
夏
の
御
装
束
、
承
り
候
し
。
秋
の
御
装
束
、
お
そ
な
り
候
。」「
そ
う
に
覚
え
て
候
。」

秋
く
れ
ば
、
秋
は
あ
き
の
田
を
う
さ
ん
と
や
。
敬
つ
て
も
見
入
れ
よ
法
師
殿
。
菊
の
花
の
下
襲
に
、
紅
葉
の
差
出

貫
を
も
つ
て
、
腰
す
に
か
へ
ぬ
、
狩
袴
を
着
て
参
り
て
候
。

「
秋
の
御
装
束
、
承
り
候
し
。
冬
の
御
装
束
、
お
そ
な
り
候
。」「
そ
う
に
覚
え
て
候
。」

（
26
）
た
と
え
ば
大
阪
・
杭
全
神

社
の
御
田
で
、
田
主
の
「
一
鍬

打
て
ば
、
和
泉
も
ろ
は
く
の
香

が
ほ
つ
こ
と
す
る
」
に
応
じ
て

地
が
う
た
う
「
飲
み
た
し
く
」

な
ど
。

（
27
）
景
物
を
綾
や
錦
に
見
立

て
る
こ
と
は
古
く
か
ら
の
和
歌

の
伝
統
で
あ
る
。
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冬
く
れ
ば
、
冬
は
池
に
住
む
を
し
い
れ
よ
法
師
殿
、
朽
葉
の
衣
の
下
襲
に
、
霰
の
差
貫
を
も
つ
て
、
氷
も
繁
き
雪

沓
履
い
て
参
て
候
。
こ
れ
ほ
ど
の
御
座
敷
な
ぞ
へ
、
雪
沓
履
い
て
参
ら
ん
こ
と
、
は
や
く
び
ん
ろ
う
ぢ
く
候
。

は
や
く
雪
沓
を
脱
ぎ
候
。
こ
れ
こ
と
な
白
雪
な
ど
に
、
雪
沓
履
か
い
で
、
行
か
ん
た
る
。
早
々
雪
沓
を
脱
き

候
。（
Ａ
懐
山
本
）

引
き
続
き
衣
装
を
披
露
し
て
ゆ
く
。
南
役
が
「
う
ら
吹
き
返
す
」
で
「
葛
」
を
導
き
、「
葛
袴
」
に
繋
ぐ
な
ど

�
�
�
�

、
相
変

わ
ら
ず
エ
ス
プ
リ
を
利
か
せ
て
い
る
が
、
逸
脱
を
見
せ
る
の
は
や
は
り
北
役
で
あ
る
。「
冬
は
朽
葉
色
の
下
襲
に
、
霰
の

指
貫
に
、
雪
沓
を
履
い
て
参
り
ま
し
ょ
う
。
…
…
と
思
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
立
派
な
お
座
敷
へ
は
、
雪
沓
を
履
い

て
は
行
か
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ほ
ど
の
深
雪
の
な
か
、
雪
沓
を
脱
い
で
参
り
ま
し
ょ
う
」。
裸
足
で
深
雪
の
な
か
を
飛
び

跳
ね
て
行
く
よ
う
な
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
所
作
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

樹
木
引
き
 ─
 破
格
の
「
発
句
」
を
合
図
に

さ
る
さ
る
、
こ
こ
に
発
句
が
候
。
春
は
花
、
夏
ほ
と
と
ぎ
す
、
秋
は
菊
。

を
こ
な
所
業
で
場
を
か
き
乱
す
北
役
だ
が
、
何
や
ら
は
か
ら
い
あ
っ
て
の
こ
と
ら
し
い
。
突
然
、「
さ
て
さ
て
こ
こ
に

発
句
が
あ
る
ぞ
」
と
い
い
、
道
元
の
「
春
は
花
夏
ほ
と
と
ぎ
す
秋
は
月
　
冬
雪
さ
え
て
す
ず
し
か
り
け
り
」
か
ら
上
句

を
引
く
。

連
歌
に
お
い
て
大
事
と
さ
れ
る
最
初
の
句
（
＝
発
句
）
は
、
眼
前
に
あ
る
風
物
を
詠
う
の
が
ル
ー
ル
と
な
っ
て
い

る
。
発
句
に
春
・
夏
・
秋
を
一
気
に
歌
い
込
ん
で
し
ま
う
と
は
、
な
ん
と
も
破
格
で
あ
る
。
発
句
を
出
し
た
か
ら
に
は
、

そ
こ
か
ら
芸
能
が
は
じ
ま
る
は
ず
だ
が
、
他
の
三
人
は
う
ま
く
対
応
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。

い
ざ
や
く
殿
原
や
、
い
ざ
や
さ
ら
ば
殿
原
も
。
あ
の
大
井
川

�
�
�
�

に
い
ざ
入
ろ
と
、
大
井
川
い
ん
ざ
入
ろ
、
あ
の
大

井
川
な
ん
ぞ
に
、
あ
の
鞠
の
か
が
り
の
、
あ
の
小
松
引
に
い
ん
ざ
入
ろ
と
、
小
松
引
に
い
ざ
い
ざ
入
ろ
。
ら
い
と

り
り
う
ら
り
や
、
こ
の
ち
ん
か
わ
さ
る
の
こ
へ
。

い
ざ
や
く
殿
原
や
、
い
ざ
や
さ
う
ら
ば
殿
原
や
。
あ
の
龍
田
山

�
�
�
�

へ
い
ざ
入
ろ
と
、
龍
田
山
へ
い
ざ
入
ろ
、
龍
田

山
な
ん
ぞ
に
、
あ
の
鞠
の
か
が
り
の
、
あ
の
柳
引
に
い
ん
ざ
入
ろ
と
、
柳
引
き
に
い
ざ
入
ろ
と
。
ら
り
と
り
り
う

（
28
）『
古
今
和
歌
集
』
八
二
三

「
秋
風
の
吹
き
裏
返
す
く
ず
の

葉
の
う
ら
み
て
も
な
ほ
う
ら

め
し
き
か
な
」
な
ど
の
定
型
を

ふ
ま
え
る
。

（
29
）
静
岡
県
中
央
部
、
間
ノ

岳
南
麓
か
ら
駿
河
湾
へ
注
ぐ

川
。

（
30
）
奈
良
県
北
西
部
の
山
。

大
和
国
と
河
内
国
と
を
結
ぶ
道

が
あ
り
、
古
代
よ
り
紅
葉
の
名

所
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
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ら
り
や
、
こ
の
ち
ん
か
わ
さ
る
の
こ
ゑ
。

い
ざ
や
く
殿
原
や
、
い
ざ
や
さ
ら
ば
殿
原
や
。
あ
の
木
幡
山

�
�
�
�

へ
い
ざ
入
ろ
と
、
い
ざ
入
ろ
い
や
。
木
幡
山
へ
な

ん
ぞ
に
、
あ
の
鞠
の
か
が
り
の
も
み
じ
引
に
、
い
ざ
入
ろ
と
、
も
み
じ
引
に
い
ざ
入
ろ
と
。
ら
り
と
り
り
う
ら
り

や
、
こ
の
ち
ん
か
は
さ
る
の
こ
へ
。

い
ざ
や
く
殿
原
や
、
い
ざ
や
さ
ら
ば
殿
原
や
。
あ
の
吉
（
野
）
山
へ
い
ん
ざ
入
ろ
と
、
吉
野
山

�
�
�
�

に
い
ざ
入
ろ
、

吉
野
山
な
ん
ぞ
に
、
あ
の
鞠
の
か
が
り
の
、
あ
の
桜
引
に
、
い
ざ
入
ろ
と
。
ら
り
と
り
り
う
ら
り
や
、
こ
の
ち
ん

か
わ
さ
る
の
こ
へ
。（
Ａ
懐
山
本
）

す
る
と
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
「
い
ざ
や
殿
原

�
�
�
�

、
大
井
川
に
い
ざ
入
り
ま
し
ょ
う
。
小
松
引
き
に
入
り
ま
し
ょ
う
」
と

列
座
の
衆
を
巻
き
込
ん
で
〝
樹
木
引
き
〟
の
応
酬
が
は
じ
ま
る
。
演
目
名
に
も
な
っ
て
い
る
「
鞠
の
か
が
り
」（
蹴
鞠
の

庭
）
に
不
可
欠
な
「
懸
木

�
�
�
�

」
を
採
り
に
、
山
へ
と
分
け
入
る
の
で
あ
る
。
そ
の
山
々
が
和
歌
に
ゆ
か
り
の
深
い
霊
山
で

あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

北
役
の
発
句
は
、「
四
方
四
季
の
祝
言
」
を
基
調
と
す
る
〈
立
合
〉
な
ら
で
は
の
も
の
だ
っ
た
。
序
盤
で
趣
向
を
凝
ら

し
て
詠
わ
れ
て
き
た
四
季
の
景
色
は
、
芸
能
の
時
空
に
お
い
て
は
実
在
に
等
し
い
。
そ
れ
を
利
用
し
て
、「
今
ま
で
あ
の

山
々
を
眺
め
て
ば
か
り
い
た
が
、
今
度
は
あ
そ
こ
に
分
け
入
っ
て
懸
か
り
木
を
採
っ
て
こ
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
発
想

し
た
わ
け
で
あ
る
。
文
芸
の
美
を
尽
く
す
一
方
に
は
、
そ
れ
を
し
た
た
か
に
咀
嚼
す
る
芸
能
的
身
体
が
あ
っ
た
。
芸
能

は
つ
い
に
〝
歌
の
風
景
に
入
っ
て
い
く
〟
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
行
動
性
を
獲
得
す
る
。

滝
沢
「
筏
の
猿
楽
」
の
山
入
り
 ─
 花
の
筏
で
社
殿
造
営

と
こ
ろ
で
Ｄ
滝
沢
本
で
は
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
場
面
を
最
大
の
見
せ
場
と
し
て
い
る
。〈
立
合
〉
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

を
示
す
た
め
に
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。
序
盤
で
は
、
歌
を
う
た
い
つ
つ
現
れ
た
芸
能
者
た
ち
に
、
土
地
の
者
（
あ
ら
た

め
役
）
が
対
峙
し
、
問
答
す
る
。

春
の
野
に
霞
の
空
を
眺
む
れ
ば
、
田
ご
と
に
ひ
ば
る
舞
ひ
遊
ぶ
か
な
。

（
あ
ら
た
め
役
）「
あ
ら
く
お
も
し
ろ
く
も
候
。
何
を
唱
文
に
お
立
ち
あ
る
」

御
用
を
ば
唱
文
に
。

梅
が
枝
に
住
め
る
鶯
、
心
あ
れ
、
お
の
れ
が
葉
か
る
に
宿
る
月
を
見
よ
。

（
31
）
万
葉
以
来
の
歌
枕
で
あ

り
、
京
か
ら
宇
治
へ
の
難
所
と

さ
れ
た
木
幡
山
（
伏
見
山
）、

あ
る
い
は
神
仏
習
合
の
霊
地
と

さ
れ
る
福
島
県
安
達
郡
の
木
幡

山
。

（
32
）
古
く
か
ら
桜
の
名
所
と

し
て
有
名
な
奈
良
県
中
央
部
の

山
。
金
峰
山
寺
を
中
心
と
す
る

修
験
道
の
中
心
地
と
し
て
も
知

ら
れ
る
。

（
33
）「
殿
原
」
は
〈
立
合
〉
だ

け
で
な
く
、「
翁
」
や
「
田
遊

び
」
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要

な
語
で
あ
る
。
各
地
の
「
翁
」

（
語
り
の
翁
）
の
宝
数
え
の
冒

頭
部
に
は
、「
囃
し
て
給
べ
や
、

精
進
の
殿
原
」（
土
佐
・
吉
良
川

の
御
田
）
な
ど
と
「
殿
原
」
に

囃
子
を
所
望
す
る
一
節
が
挿
入

さ
れ
て
い
る
。「
翁
」
で
も
列
座

の
人
々
の
一
部
が
芸
能
に
参
加

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
ま
た
「
殿
原
」
と
い
え

ば
中
世
荘
園
の
地
侍
に
あ
た
る

特
権
階
級
を
さ
す
が
、
祭
礼
に

お
け
る
身
分
名
称
と
し
て
も
通

用
し
て
い
た
こ
と
は
、
早
く
一

三
世
紀
後
半
に
猿
楽
座
を
招
い

て
行
な
わ
れ
た
山
城
・
高
神
社

の
祭
礼
に
「
殿
原
サ
シ
キ
」「
女

房
サ
シ
キ
」
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
知
ら
れ
る
（「
山
城
国
綴
喜

群
多
賀
郷
大
梵
天
王
社
再
建
流

記
」）。
こ
れ
に
加
え
、
美
濃
・

北
方
の
翁
が
「
宝
数
え
」
の
第

一
に
「
殿
原
の
宝
」
を
数
え
上

げ
て
い
る
こ
と
も
思
い
合
わ
せ

る
な
ら
、
殿
原
階
級
は
オ
コ
ナ

イ
系
祭
祀
に
お
け
る
祭
神
に
次

ぐ
観
客
と
い
え
よ
う
か
。
稿
を

改
め
て
再
考
し
た
い
。

190［54］── 和光大学総合文化研究所年報『東西南北2016』



住
吉
の
松
の
隙
よ
り
眺
む
れ
ば
、
月
落
ち
か
か
る
淡
路
島
か
な
。

（
あ
ら
た
め
役
）「
何
を
唱
文
に
お
立
ち
あ
る
」

御
用
を
唱
文
に
。

（
あ
ら
た
め
役
）「
御
用
は
何
の
御
用
」

天
王
の
造
営
の
た
め
に
、
山
へ
入
り
材
木
を
く
だ
さ
ん
。

（
あ
ら
た
め
役
）「
あ
ら
く
お
も
し
ろ
く
候
。
現
れ
の
誰
の
供
が
な
い
一
人
。
さ
て
御
身
は
ど
の
山
、
さ
て
御
身
は

ど
の
山
、
さ
て
御
身
は
ど
の
山
、
さ
て
御
身
は
ど
の
山
」

ば
ら
ば
ら
の
方
角
か
ら
現
れ
た
、
出
所
不
明
の
芸
能
者
た
ち
。
土
地
の
者
（
あ
ら
た
め
役
）
が
「
何
を
唱
文
に
お
立

ち
あ
る
」
と
問
う
と
「
御
用
を
唱
文
に
」、
さ
ら
に
「
御
用
は
何
の
御
用
」
と
問
え
ば
「
天
王
の
造
営
の
た
め
に
、
山

へ
入
り
材
木
を
く
だ
さ
ん
」
と
答
え
る
。
あ
た
ら
め
役
は
「
あ
ら

く
お
も
し
ろ
く
候
。
現
れ
の
誰
の
供
が
な
い
一

人
」（
あ
あ
面
白
い
、
一
人
き
り
で
現
れ
て
天
王
の
社
殿
造
営
と
は
）
と
挑
発
し
、「
さ
て
御
身
は
ど
の
山
」
と
四
人
の
芸
能
者

に
そ
れ
ぞ
れ
問
い
た
だ
し
て
い
く
。
そ
し
て
以
下
の
よ
う
に
、
懐
山
本
同
様
の
山
入
り
と
な
る
。

宇
津
山
へ
は
何
十
人
、
柳
の
筏
組
む
な
ら
ば
、
棹
を
ば
い
か
で
差
す
べ
し
く
。

い
ざ
や
さ
ら
ば
殿
原
や
、
龍
田
山
へ
入
よ
く
。

龍
田
山
へ
は
何
十
人
、
紅
葉
の
筏
組
む
な
ら
ば
、
棹
を
ば
い
か
で
差
す
べ
し
く
。

い
ざ
や
さ
ら
ば
殿
原
や
、
吉
野
山
へ
入
よ
く
。

吉
野
山
へ
は
何
十
人
、
桜
の
筏
組
む
な
ら
ば
、
棹
を
ば
い
か
で
差
す
べ
し
く
。

い
ざ
や
さ
ら
ば
殿
原
や
、
木
幡
山
へ
入
よ
く
。

木
幡
山
へ
は
何
十
人
、
小
松
の
筏
組
む
な
ら
ば
、
棹
を
ば
い
か
で
差
す
べ
し
く
。（
Ｄ
滝
沢
本
）

材
木
で
筏
を
組
み
、
川
に
下
し
て
運
ん
で
い
く
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
面
白
い
こ
と
に
、
滝
沢
本
に
は
「
花�

�
筏�

�
�」

と

の
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る

�
�
�
�

。
つ
ま
り
芸
能
者
た
ち
は
木
材
を
刈
り
出
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
吉
野
山
で
有
名
な
「
花

筏
」（
花
び
ら
が
川
に
散
り
敷
き
、
筏
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
）
に
な
ら
っ
て
、
可
憐
な
花
び
ら
の
筏
を
下
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
竿
を
ば
い
か
で
差
す
べ
し
」（
竿
は
ど
う
や
っ
て
差
そ
う
か
）
と
慌
て
る
の
だ
。

Ｄ
滝
沢
本
で
は
こ
の
花
筏
下
し
の
あ
と
、
い
く
つ
か
の
神
歌
を
う
た
い
、「
山
の
左
前
後
に
筏
を
下
す
。
末
ま
で
も
守

（
34
）
前
出
『
中
世
芸
能
の
研

究
』
所
収
の
文
書
で
は
、
こ
の

段
の
後
に
「
は
な
い
か
た
」
と

の
表
記
が
記
さ
れ
て
い
る
。

研究プロジェクト：「諏訪学」提唱のための多角的研究 ──［55］189



護
神
と
な
り
た
ま
ひ
」
と
祈
念
す
る
。
神
や
精
霊
の
み
が
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
花
の
筏
で
、
想
像
上
の
社
殿
を
造
立

し
、
守
護
を
頼
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、

月
は
出
て
は
西
に
ゆ
く
、
花
は
咲
い
て
は
根
に
か
へ
る
、
花
も
ろ
と
も
に
散
ら
ん
よ
と
、
月
も
ろ
と
も
に
い
ざ
入

ら
ん
（
Ｄ
滝
沢
本
）

と
い
う
印
象
的
な
和
歌
を
残
し
て
演
者
は
幕
内
に
消
え
、
芸
能
は
終
結
す
る

�
�
�
�

。

目
の
前
に
は
な
い
も
の
が
、
卓
抜
な
歌
舞
の
応
酬
に
よ
っ
て
現
れ
て
は
消
え
る
、
変
幻
自
在
の
芸
能
空
間
。
四
人
の

芸
能
者
た
ち
は
、
あ
た
か
も
四
季
を
た
ず
さ
え
た
精
霊
の
よ
う
に
現
れ
て
、
ま
ぼ
ろ
し
の
宝
殿
を
建
立
し
、
土
地
の
神

仏
に
捧
げ
て
は
立
ち
去
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

か
が
り
木
を
植
え
、
具
足
を
調
達
し
、
蹴
鞠
を
奉
納
 ─
 歌
舞
の
力
で

さ
て
「
蹴
鞠
の
回
向
」
を
志
す
懐
山
の
猿
楽
は
、
木
を
刈
り
出
し
た
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
。
一
人
が
「
鞠
の
か
が

り
の
木
な
ん
ど
は
引
候
ひ
し
。
木
や
植
へ
る
具
足
に
、
何
わ
な
も
の
が
い
り
候
ひ
し
」（
か
が
り
木
は
引
い
て
き
た
が
、
植

え
る
道
具
に
は
な
に
が
要
る
？
）
と
問
い
か
け
る
と
、
も
う
一
人
が
「
何
わ
の
も
の
が
い
り
候
ひ
し
。
扇
（
の
）
笏
拍

子
、
し
て
い
ど
う
ど
う
と
打
ち
鳴
ら
し
、
直
垂
の
衣
紋
が
袖
を
引
合
わ
せ
、
言
葉
の
音
曲
を
も
つ
て
、
お
そ
な
り
候
」

と
答
え
る
。

道
具
な
ど
要
ら
な
い
、
歌
舞
音
曲
の
力
で
木
を
植
え
て
み
せ
よ
う
─
─
。〈
立
合
〉
の
面
白
み
を
凝
縮
さ
せ
た
よ
う

な
、
堂
々
た
る
返
答
で
あ
る
。
一
同
が
例
の
ご
と
く
「
そ
う
に
覚
へ
て
候
」
と
同
意
す
る
と
、
歌
舞
に
よ
る
道
具
揃
え

が
は
じ
ま
る
。

木
を
植
へ
る
具
足
に
要
る
も
の
は
ん
に
ゃ
。
あ
の
鋤
ふ
り
鍬
な
ん
と
要
る
も
の
、
あ
の
東
に
は
小
松
を
と
、
南
に

は
柳
を
と
、
西
も
み
じ
引
植
へ
て
、
北
に
桜
さ
し
植
へ
て
、
ど
ん
ど
と
踏
ん
で
、
退
い
て
ご
覧
じ
よ
。
あ
の
あ
ん

ぱ
れ
、
鞠
の
か
が
り
な
ん
。
ら
り
と
り
い
り
う
ら
り
や
、
こ
の
ち
ん
が
わ
ざ
る
の
こ
ゑ
。（
Ａ
懐
山
本
）

「
ど
ん
ど
と
踏
ん
で
」
と
い
っ
た
詞
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
躍
動
的
な
所
作
と
歌
で
、
あ
た
か
も
鋤
や
鍬
が
あ
る

か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
、
四
方
の
か
が
り
木
を
植
え
て
ゆ
く

�
�
�
�

。
仕
上
げ
に
「
退
い
て
ご
覧
じ
よ
」
と
後
ろ
へ
下
が
り
、

（
35
）『
千
載
集
』
春
歌
下
「
花

は
根
に
鳥
は
古
巣
に
帰
る
な
り

春
の
と
ま
り
を
知
る
人
ぞ
な

き
」
を
下
敷
き
と
す
る
。

（
36
）
実
際
の
鞠
庭
で
は
東
に

桜
、
南
に
柳
、
西
に
楓
（
紅

葉
）、
北
に
松
が
通
例
で
あ

る
。
懐
山
本
で
は
ひ
と
つ
ず
つ

ず
れ
た
植
え
方
に
な
っ
て
い
る

が
、
お
く
な
い
は
初
春
の
修
正

会
な
の
で
松
を
第
一
と
し
、
小

松
を
東
に
植
え
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
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出
来
上
が
っ
た
鞠
の
か
が
り
を
披
露
す
る
の
も
面
白
い
。
Ｃ
古
戸
本
で
も
「
さ
し
退
い
て
、
ご
覧
じ
や
う
。
あ
は
れ
長

生
殿
が
姿
か
な
」
と
同
じ
よ
う
に
語
ら
れ
て
お
り
、
な
に
か
格
別
の
所
作
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
な
お
伊
勢

神
楽
に
は
「
若
宮
三
所
を
造
る
に
ハ
ャ
　
か
や
ゝ
　
ゑ
づ
り
　
ぬ
り
ほ
こ
ヤ
　
白
か
ね
磨
け
る
下
垂
木
ヤ
　
こ
か
ね
交

り
の
御
簾
す
た
れ
ヤ
」
と
い
っ
た
類
歌
が
見
え
、
懐
山
本
が
こ
う
し
た
古
風
な
歌
舞
を
応
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。さ

て
「
木
は
植
え
た
が
、
鞠
を
絎
け
る
具
足
に
は
何
が
要
る
だ
ろ
う
」
と
同
様
の
問
答
を
し
た
あ
と
、
次
の
役
が

「
鞠
や
絎
け
る
具
足
」
を
舞
っ
て
ゆ
く
。

鞠
を
絎
け
る
具
足
に
要
る
も
の
は
ん
に
や
。
千�

色
や
百�

�
色
の
糸
は
へ
て
、
あ
の
鹿�

の
皮
が
千
枚
い
る
も
の
と
。
ら

り
と
り
り
う
ら
り
や
、
こ
の
ち
ん
か
わ
さ
る
の
こ
ゑ
。（
Ａ
懐
山
本
）

糸
を
は
え
た
り
皮
を
張
っ
た
り
と
実
物
の
鞠
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、「
千
色
の
糸
、
千
枚
の
鹿
皮
を
用
意
し
て
…
」
と
め

で
た
い
誇
張
を
加
え
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
。
次
に
は
と
う
と
う
「
鞠
を
蹴
る
具
足
」
を
揃
え
て
大
団
円
と
な
る
。

鞠
や
蹴
る
具
足
に
要
る
物
は
ん
に
ゃ
。
あ
の
水
干
袴
に
、
立
烏
帽
子
、
あ
の
殿
原
や
、
鞠
は
何
処
に
候
よ
と
、
鞠

は
か
が
り
に
上
げ
ら
れ
、
あ
の
縁
の
上
の
ひ
と
う
と
り
、
膝
が
上
の
上
げ
鞠

�
�
�
�

に
、
肩
の
上
の
横
鞠
と
、
蹴
る
殿
原

は
、
ざ
め
か
で
、
こ
の
蹴
ら
れ
る
鞠
の
さ
め
く
な
ん
と
、
鞠
は
さ
ぶ
り
ざ
う
ふ
ん
ぽ
う
と
、
鞠
は
ざ
ぶ
り
ざ
う
ふ

ん
ぽ
う
。（
Ａ
懐
山
本
）

水
干
・
烏
帽
子
を
着
て
、「
お
や
、
鞠
は
何
処
？
」
と
尋
ね
る
そ
ば
か
ら
、
す
で
に
蹴
鞠
は
始
ま
っ
て
い
る
。
鞠
が
懸

木
に
蹴
り
あ
げ
ら
れ
、
落
ち
て
膝
や
肩
で
受
け
、
ま
た
楽
し
げ
な
音
を
鳴
ら
し
な
が
ら
中
空
に
舞
い
上
が
る
よ
う
す

が
、
い
き
い
き
と
描
か
れ
る
。
蹴
鞠
に
の
め
り
込
む
う
ち
、
蹴
手
の
掛
け
声
は
い
つ
し
か
聞
こ
え
な
く
な
り
、「
ざ
ぶ
り

ざ
う
ふ
ん
ぽ
う
」
と
い
う
美
し
い
鞠
の
音
だ
け
が
リ
フ
レ
イ
ン
し
て
、
芸
能
は
そ
の
ま
ま
終
わ
り
を
迎
え
る
の
で
あ
っ

た
。

�
�
�
�

（
37
）
切
り
枝
に
結
び
つ
け
て

お
い
た
鞠
を
解
き
、
落
下
す
る

鞠
を
最
初
に
蹴
り
上
げ
る
こ
と
。

蹴
鞠
の
上
手
が
こ
れ
を
勤
め
、

鞠
会
で
最
も
名
誉
な
役
と
さ
れ

る
。

（
38
）
室
町
時
代
に
は
鞠
庭
に

瓶
を
埋
設
し
、
鞠
を
蹴
る
音
を

反
響
さ
せ
て
楽
し
む
風
が
あ
っ

た
。
な
お
末
尾
の
詞
を
繰
り
返

す
こ
と
も
能
と
の
関
連
を
思
わ

せ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。
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お
わ
り
に
─
立
合
と
猿
楽

以
上
、
懐
山
本
を
中
心
に
三
信
遠
の
〈
立
合
〉
詞
章
を
紹
介
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
演
目

だ
が
、
そ
の
内
容
は
中
世
期
の
芸
能
や
文
芸
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
、
巧
み
に
構
成
さ
れ
た
も
の
と
評
価
で
き
よ

う
。
整
理
の
た
め
に
、
四
例
の
後
半
部
を
要
約
し
て
お
く
。

Ａ
懐
山
本

蹴
鞠
の
庭
（
鞠
の
か
が
り
）
を
作
り
、
道
具
を
調
え
て
蹴
鞠
を
行
な
い
、
阿
弥
陀
如
来
を
回
向
す

る
。

Ｂ
神
沢
本

弓
矢
を
作
っ
て
「
悪
魔
外
道
」
を
追
い
払
い
、
そ
の
弓
矢
を
「
地
神
の
宮
」
や
「
宇
治
の
宝
蔵
」
に

納
め
る
。
そ
う
し
て
訪
れ
た
平
和
な
世
が
末
永
く
続
く
よ
う
に
、
仙
薬
を
入
れ
た
長
寿
の
酒
を
醸

し
、
肴
を
合
わ
せ
て
進
上
す
る
。

Ｃ
古
戸
本

清
水
観
音
堂
の
庭
に
長
生
殿
を
建
立
す
る
。

Ｄ
滝
沢
本

名
だ
た
る
霊
山
の
樹
木
を
筏
に
組
ん
で
流
し
（
実
は
花
び
ら
の
筏
）、
天
王
の
社
殿
を
造
営
。
後
の
世

ま
で
守
護
神
と
な
る
よ
う
祈
念
す
る
。

歌
舞
に
よ
っ
て
社
殿
を
建
立
し
た
り
、
悪
魔
を
追
い
払
っ
て
酒
宴
を
催
し
た
り
と

�
�
�
�

、
四
つ
の
〈
立
合
〉
は
〝
芸
能
に

よ
っ
て
生
み
出
し
た
も
の
を
神
仏
に
奉
納
〟
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
芸
能
の
供
物
を
神
仏
が
納
受
す
る
こ

と
で
、
地
域
全
体
の
五
穀
豊
穣
や
平
穏
無
事
、
子
孫
繁
栄
な
ど
が
見
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

前
稿
で
論
じ
た
〈
翁
〉
も
ま
た
〝
芸
能
に
よ
っ
て
生
み
出
し
た
も
の
を
神
仏
に
奉
納
〟
す
る
芸
能
で
あ
り
、
類
似
性

が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
翁
は
天
竺
・
唐
土
・
日
本
の
宝
を
数
え
上
げ
、
船
で
神
仏
の
宝
蔵
に
運
び
込
む
「
宝
数

え
」
を
最
大
の
眼
目
と
す
る
が
、〈
立
合
〉
で
も
、

い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
御
祝
い
く
。
御
祝
い
の
所
望
に
罷
り
立
つ
て
候
。
こ
れ
は
鶴
亀
松
竹
と
て
、
四
つ
の
御
祝

い
に
て
候
が
、
四
つ
の
御
祝
い
を
ば
、
清
水
の
宝
蔵
の
御
蔵
に
納
め
参
ら
せ
候
。（
Ｃ
古
戸
本
）

と
清
水
観
音
の
宝
蔵

﹅

﹅

に
納
め
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
翁
と
立
合
が
成
立
基
盤
を
同
じ
く
す
る
と
い
う

（
39
）
神
沢
の
「
申
が
く
」
で

は
、
扇
拍
子
の
歌
舞
に
よ
っ
て

赤
頭
を
退
治
す
る
と
「
悪
魔
外

道
を
せ
ん
な
い
先
に
収
め
た
世

は
、
久
し
き
こ
と
か
な
」
と
泰

平
の
世
の
訪
れ
を
祝
い
、
い
ま

や
不
要
と
な
っ
た
弓
矢
を
地
神

の
社
殿
な
ど
に
納
め
る
。
後
半

に
は
歌
舞
の
力
で
「
酒
」
を
造

る
。「
千
年
経
た
る
こ
の
瓶
に
、

万
年
経
た
る
こ
の
瓶
に
米
か
と

よ
、
麹
と
か
よ
。
か
ら
た
ち
と

ま
つ
ほ
ど
と
、
山
吹
の
花
と
か

よ
。
こ
れ
を
ち
ん
と
あ
わ
せ
て
、

此
こ
れ
を
ち
ん
と
あ
わ
せ
て
、

肴
は
な
ん
じ
ょ
と
問
い
つ
れ
ば
、

京
城
し
ま
の
る
り
の
い
と
ん
、

東
国
か
し
し
よ
よ
ん
の
茄
子
の

香
の
物
と
よ
、
た
ゆ
う
れ
の
梅

と
よ
。
こ
れ
を
ち
ん
と
肴
に
、

こ
れ
を
ち
ん
と
肴
に
」
と
神
仏

に
酒
食
を
献
じ
て
い
る
。
マ
ツ

ホ
ド
は
茯
苓
（
ぶ
く
り
ょ
う
）

と
い
う
生
薬
の
原
料
で
あ
る
か

ら
、
単
な
る
遊
宴
の
酒
で
は
な

く
、
平
和
な
世
の
長
久
を
祈
念

し
て
仙
薬
入
り
の
酒
を
醸
し
た

こ
と
に
な
る
。
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こ
と

�
�
�
�

を
理
解
す
る
う
え
で
も
、
四
つ
の
〈
立
合
〉
は
大
い
に
参
考
と
な
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
ま
た
、〈
立
合
〉
に
豊
富
な
芸
能
・
文
芸
の
知
識
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
て
き
た
。
こ
う
し

た
知
識
は
も
ち
ろ
ん
都
市
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
と
い
っ
て
即
座
に
「
都
で
生
ま
れ
た
芸
能
が
雛
へ
と
伝

播
し
た
」
と
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
四
つ
の
〈
立
合
〉
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
趣
向
や
知
識
が
散
り
ば
め

ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
高
い
完
成
度
を
誇
っ
て
い
る
。
同
一
の
曲
が
崩
れ
て
伝
わ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
そ
れ
ぞ

れ
の
土
地
の
祭
り
に
専
用
の
曲
が
創
作
さ
れ
た
と
す
る
ほ
う
が
む
し
ろ
自
然
な
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
中
期
以
降
に
地

方
へ
進
出
し
郷
村
寺
社
の
祭
祀
（
修
正
会
）
に
携
わ
っ
た
猿
楽
集
団
が
、
土
地
ご
と
に
異
な
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
〈
翁
〉

や
〈
立
合
〉
を
創
作
し
、
や
が
て
民
俗
芸
能
と
し
て
在
地
化
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
が
、
そ
こ
に
は
想
定
さ
れ
る
よ
う
に

思
う
。
歴
史
と
の
関
わ
り
を
今
後
の
課
題
と
し
て
見
据
え
な
が
ら
、
本
稿
の
筆
を
置
く
こ
と
と
し
た
い
。

﹇
み
や
じ
ま
  り
ゅ
う
す
け
］

（
指
導
：
山
本
ひ
ろ
子
  所
員
)

（
40
）
能
楽
五
流
が
伝
承
す
る

「
弓
矢
の
立
合
」「
舟
の
立
合
」

は
、「
翁
」
の
複
演
出
と
し
て
曲

中
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
世
阿
弥
が
「
都
良
香
の
立

合
」
に
つ
い
て
「
翁
の
言
葉
の

や
う
に
て
伝
わ
り
来
る
も
の
な

れ
ば
、
た
や
す
く
書
き
改
む
べ

き
に
あ
ら
ず
」（『
申
楽
談
義
』）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

〈
立
合
〉
が
能
よ
り
も
古
く
、

翁
と
関
係
深
い
芸
能
で
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
植
木

行
宣
は
「
猿
楽
能
の
形
成
―
翁

猿
楽
の
発
展
―
」（
日
本
史
研
究

会
史
料
部
会
編
『
中
世
の
権
力

と
民
衆
』
創
元
社
、
一
九
七
〇

年
）
で
、
立
合
猿
楽
は
「
翁
猿

楽
か
ら
分
出
し
て
、
翁
猿
楽
と

深
く
関
連
し
な
が
ら
も
「
立
合

猿
楽
」
と
い
う
一
つ
の
形
態
を

か
た
め
は
や
く
行
な
わ
れ
た
」

と
論
じ
て
い
る
。
筆
者
は
、
翁

猿
楽
と
立
合
は
類
似
し
な
が
ら

も
別
の
演
目
と
し
て
成
立
し
た

と
考
え
た
い
。
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