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1
、
は
じ
め
に

・
『
彼
岸
過
迄
』
は
、
明
治
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
一
月
一
日
か
ら
四
月
二

十
九
日
ま
で
、
東
京
・
大
阪
の
両
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
新
聞
小
説
で
あ
る
。

大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
法
学
士
田
川
敬
太
郎
は
、
就
職
活
動
に
奔
走
す
る

う
ち
に
、
友
人
の
須
永
市
蔵
の
周
辺
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
須
永
は
、

従
姉
妹
の
千
代
子
と
の
恋
愛
感
情
と
継
母
と
の
親
子
関
係
が
、
複
雑
に
絡
ん
だ

苦
悩
を
抱
え
て
お
り
、
敬
太
郎
は
そ
の
真
相
を
千
代
子
、
須
永
本
人
、
須
永
の

叔
父
松
本
か
ら
告
白
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
説
が
公
に
さ

れ
る
際
の
緒
言
「
彼
岸
過
迄
に
就
い
て
」
に
は
、
新
聞
小
説
の
新
し
い
試
み
と

し
て
、
《
個
々
の
短
篇
が
相
合
し
て
一
長
篇
を
構
成
す
る
や
う
に
仕
組
》
む
こ
と
、

も
し
そ
れ
が
失
敗
し
て
も
《
離
れ
る
と
も
印
く
と
も
片
の
附
か
な
い
短
篇
が
績

く
丈
の
事
》
で
あ
り
、
《
夫
で
も
差
支
へ
な
か
ら
う
》
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
短
篇
を
重
ね
て
い
く
手
法
は
、
死
線
を
さ
ま
よ
っ
た
「
修
善
寺
の
大
患
」

後
、
一
年
半
ほ
ど
本
格
的
な
執
筆
活
動
を
控
え
て
い
た
、
漱
石
の
体
調
と
も
関

わ
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
彼
岸
過
迄
』
は
、
「
風
呂
の
後
」
「
停

留
所
」
「
報
告
」
「
雨
の
降
る
日
」
「
須
永
の
話
」
「
松
本
の
話
」
と
い
う
六
つ
の

短
篇
と
、
「
結
末
」
と
い
う
纏
め
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
「
雨
の
降
る

日
L
を
境
に
、
前
半
は
就
職
ロ
を
探
す
た
め
に
請
け
負
っ
た
、
田
川
敬
太
郎
の

探
偵
体
験
を
中
心
と
し
て
、
後
半
は
そ
の
体
験
の
中
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
、

個
々
の
真
相
の
告
白
を
中
心
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
構
成
は
、
《
自
然
派
》

で
も
、
《
象
徴
派
》
で
も
な
く
、
《
自
分
は
自
分
で
あ
る
と
い
ふ
信
念
》
を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
断
言
し
た
、
漱
石
独
自
の
試
み
で
あ
り
、
『
彼
岸
過
迄
』
の
新
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刊
紹
介
の
中
で
も
、
〈
従
来
世
に
出
て
居
る
小
説
類
の
行
き
方
と
趣
を
異
〉
に
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し
た
、
〈
文
壇
に
於
け
る
新
し
い
試
み
〉
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
時
間
構
造
の
在
り
方
は
、
昭
和
三
十
六
年
に
角
川
書
店

よ
り
出
版
さ
れ
た
漱
石
全
集
の
解
説
に
お
い
て
、
吉
田
精
一
氏
が
〈
ア
ン
バ
ラ

ン
ス
な
小
説
〉
と
指
摘
し
て
い
る
の
を
始
め
と
し
て
、
前
半
の
探
偵
物
語
の
必

要
性
、
及
び
作
品
世
界
の
導
き
手
と
し
て
の
敬
太
郎
の
存
在
意
味
な
ど
、
今
日

ま
で
様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
漱
石
の
五
女
ひ
な
子
の
死

を
題
材
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
「
雨
の
降
る
日
」
は
、
そ
れ
故
に
作
品
世
界
の

展
開
に
お
い
て
、
不
自
然
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
な
ぜ
、

漱
石
は
構
成
上
の
破
綻
と
い
う
危
険
を
冒
し
て
ま
で
も
、
作
品
の
中
心
部
に
「
雨

の
降
る
日
」
を
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
急
死
し
た
ひ
な
子
に
対
す
る
供
養
と

し
て
の
想
い
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
「
雨
の
降
る
日
」
が
前
半
部
と
後
半
部
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夏
目
漱
石
『
彼
岸
過
迄
』
論
 
-
子
ど
も
の
死
を
手
掛
か
り
に
し
て

の
境
目
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
別
の
意
図
も
見
え
て
く
る
。

例
え
ば
、
子
ど
も
の
死
に
つ
い
て
は
、
前
半
で
は
敬
太
郎
と
同
じ
下
宿
に
住
み
、

後
に
大
陸
放
浪
者
と
な
っ
た
森
本
の
子
ど
も
、
後
半
で
は
須
永
の
妹
妙
を
通
し

て
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
．
作
品
に
底
流
す
る
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
人
間
の
死
は
、
「
修
善
寺
の
大
患
」
を
体
験
し
た
ば

か
り
の
漱
石
に
と
っ
て
切
実
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
漱
石
が
「
雨
の

降
る
日
」
を
設
定
し
た
意
図
を
意
識
し
つ
つ
、
特
に
後
半
部
に
お
け
る
子
ど
も

（
須
永
の
妹
妙
）
の
死
に
注
目
し
、
〈
血
縁
〉
に
よ
っ
て
他
人
を
家
族
と
し
て

繋
ぐ
子
ど
も
の
存
在
が
、
須
永
と
そ
の
継
母
の
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
須
永
の
苦
悩
の
真
相
を
探
り
た

い
。 

 
2
、
時
間
構
造

 
『
彼
岸
過
迄
』
は
、
敬
太
郎
の
探
偵
体
験
に
お
け
る
謎
が
、
千
代
子
、
松
本
、

須
永
の
個
々
の
話
に
よ
り
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
時
間
構
造
を

取
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
わ
い
も
な
い
探
偵
物
語
に
登
場
し
た
平
凡
な
人
々

の
裏
側
に
、
様
々
な
ド
ラ
マ
が
隠
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
敬
太
郎
自
身
が
確
認
し

て
い
く
物
語
と
も
考
え
ら
れ
る
。
蛇
の
頭
を
彫
っ
た
奇
妙
な
洋
杖
を
残
す
こ
と

に
よ
り
、
間
接
的
に
敬
太
郎
の
探
偵
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
も
、
《
非
凡

の
経
験
に
富
ん
だ
平
凡
人
》
と
評
さ
れ
る
森
本
で
あ
る
。
前
半
部
に
お
い
て
、

森
本
は
大
陸
放
浪
者
と
な
り
、
敬
太
郎
の
前
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
も
の
の
、

そ
の
存
在
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
、
一
見
、
敬
太
郎
の
人

生
体
験
が
中
心
か
と
思
わ
れ
る
作
品
構
成
で
あ
る
が
、
そ
の
活
躍
は
「
雨
の
降

る
日
」
を
境
に
突
然
影
を
潜
め
、
後
半
部
で
は
傍
観
者
に
徹
し
て
い
る
。
ま
た
、

『
彼
岸
過
迄
』
の
構
成
を
時
間
に
即
し
て
並
び
替
え
て
み
る
と
、
敬
太
郎
は
全

て
の
出
来
事
が
起
こ
っ
て
か
ら
顔
を
覗
か
せ
た
人
物
で
も
あ
る
（
一
覧
表
参
照
）
。

《
自
分
は
た
ず
人
間
の
研
究
者
否
人
間
の
異
常
な
る
機
關
が
暗
い
闇
夜
に
運
擁

す
る
有
様
を
、
驚
嘆
の
念
を
以
て
眺
め
て
み
た
い
》
と
敬
太
郎
は
言
う
。
こ
の

よ
う
な
物
語
の
聴
き
手
と
し
て
の
敬
太
郎
の
立
場
を
認
め
た
場
合
、
む
し
ろ
敬

太
郎
に
心
の
奥
底
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
須
永
の
心
情
の
方
が
前
面
に

押
し
出
さ
れ
、
印
象
深
い
。
も
ち
ろ
ん
、
須
永
の
現
在
ば
か
り
で
は
な
く
、
須

永
が
抱
え
る
過
去
の
葛
藤
を
見
詰
め
る
敬
太
郎
の
役
割
も
重
要
で
あ
る
が
、
本

稿
で
は
後
半
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
須
永
の
苦
悩
に
注
目
し
た
い
。

＊
須
永
の
年
齢

幼
少
時

高
校
生

大
学
二
年
生
（
春
）

大
学
二
年
冬
（
三
月
）

大
学
三
年
生

大
学
四
年
生
（
夏
）

＊
出
来
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
関
係
の
章
」

須
永
の
母
、
千
代
子
を
須
永
の
嫁
に
欲
し
い
と
田
口

夫
婦
に
頼
む
。
 
 
 
 
 
 
 
 
「
須
永
の
話
」

須
永
の
母
、
千
代
子
の
こ
と
を
須
永
に
ほ
の
め
か
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
須
永
の
話
」

須
永
の
母
、
須
永
に
千
代
子
と
の
結
婚
話
を
持
ち
掛

け
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
須
永
の
話
」

須
永
、
田
口
夫
婦
に
千
代
子
と
の
縁
談
を
遠
ま
わ
し

に
断
ら
れ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
「
須
永
の
話
」

須
永
、
田
口
家
を
訪
問
。
風
邪
を
ひ
い
て
、
一
人
で

留
守
番
中
の
千
代
子
と
親
密
な
時
間
を
過
ご
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
須
永
の
話
」

須
永
、
鎌
倉
の
別
荘
で
、
高
木
に
嫉
妬
し
千
代
子
と

衝
突
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
須
永
の
話
」
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大
学
四
年
号
（
秋
）

大
学
四
年
生
（
四
月
）

卒
業
試
験
官

大
学
卒
業
後
（
秋
）

大
学
卒
業
後
（
冬
）

二
月
中
旬
～

松
本
の
末
娘
、
宵
立
急
死
。
 
 
「
雨
の
降
る
日
」

松
本
、
須
永
に
出
生
の
秘
密
を
打
ち
明
け
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
松
本
の
話
」

須
永
、
一
人
で
関
西
に
旅
行
に
出
掛
け
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
松
本
の
話
」

須
永
と
敬
太
郎
、
大
学
を
卒
業
す
る
。
「
風
呂
の
後
」

「
風
呂
の
後
」

「
停
留
所
」

敬
太
郎
、
千
代
子
か
ら
松
本
が
雨
の
日
の
訪
問
客
に

応
じ
な
い
理
由
を
聴
く
。
 
 
 
「
雨
の
降
る
日
」

敬
太
郎
、
須
永
か
ら
「
須
永
の
話
」
を
聴
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
須
永
の
話
」

敬
太
郎
、
松
本
か
ら
「
松
本
の
話
」
を
聴
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
松
本
の
話
」

 
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
時
間
構
造
を
整
理
し
た
上
で
、
な
お
異
質
な
も
の
と
し

て
浮
上
し
て
く
る
の
が
、
常
に
作
品
時
間
の
中
心
部
に
位
置
し
て
い
る
「
雨
の

降
る
日
」
と
い
う
章
で
あ
る
。
「
雨
の
降
る
日
」
は
、
な
ぜ
松
本
が
雨
の
降
る

日
に
訪
問
客
を
断
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
を
、
千
代
子
が
語
り
手

と
な
っ
て
説
明
す
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
章
は
「
千

代
子
の
話
」
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
み
ら
れ
る
。
こ

の
指
摘
は
、
『
彼
岸
過
量
』
を
須
永
と
千
代
子
の
恋
愛
物
語
と
し
て
読
み
解
く

場
合
、
特
に
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
確
か
に
、
『
彼
岸
過
迄
』
に
は
須

永
と
千
代
子
の
心
の
葛
藤
が
多
分
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
葛
藤
に
つ
い
て
は
、

夏
目
漱
石
『
彼
岸
過
迄
』
論
-
子
ど
も
の
死
を
手
掛
か
り
に
し
て

『
彼
岸
心
懸
』
の
中
心
が
「
須
永
の
話
」
で
あ
り
、
「
須
永
の
話
」
は
須
永
の

苦
悩
の
物
語
で
あ
り
、
そ
の
苦
悩
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
が
千
代
子
と
の
恋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
 

愛
問
題
で
あ
る
と
い
う
小
宮
豊
隆
の
考
察
を
始
め
と
し
て
、
多
く
の
研
究
者
の

問
で
論
じ
続
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
田
中
愛
氏
は
、
『
彼

岸
過
迄
』
は
、
「
雨
の
降
る
日
」
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
作
品
を
一
貫
し

た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
視
点
、
つ
ま
り
構
成
上
の
バ
ラ
ン
ス

を
保
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
鍵
と
し
て
千
代
子
の
存
在
の
重

 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

要
性
を
説
い
て
い
る
。
確
か
に
、
「
雨
の
降
る
日
」
を
「
千
代
子
の
話
」
に
置

き
換
え
る
こ
と
は
、
「
雨
の
降
る
日
」
の
特
殊
性
を
払
拭
し
、
作
品
世
界
を
ス
ム
ー

ズ
に
繋
ぐ
意
味
で
有
効
な
方
法
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
漱
石
は
「
雨
の
降
る

日
」
を
「
千
代
子
の
話
」
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
図
は
、
か
え
っ
て
「
雨

の
降
る
日
」
を
一
つ
の
短
篇
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
一
層
明
ら
か
に

見
え
て
く
る
。
「
雨
の
降
る
日
」
と
他
の
章
と
の
大
き
な
違
い
を
あ
げ
る
と
、
「
須

永
の
話
」
や
「
松
本
の
話
」
の
よ
う
に
、
語
り
手
の
内
面
の
告
自
に
終
始
し
て

い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
漱
石
の
実
際
の
体
験
、
五
女
ひ
な
子
の
突
然
の
死
を
題

材
と
し
て
描
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
実
子
の
突
然
の
死
に
直
面
し
た
漱
石
の

心
境
。
そ
こ
に
は
作
品
構
成
の
破
綻
の
可
能
性
を
孕
ん
で
い
て
も
、
作
品
世
界

に
取
り
込
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
、
漱
石
の
意
識
が
働
い
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

 
 
3
、
ひ
な
子
の
死

 
「
雨
の
降
る
日
」
は
、
明
治
十
一
年
十
一
月
末
に
漱
石
の
五
女
ひ
な
子
が
、

突
然
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
時
の
状
況

は
、
漱
石
の
日
記
、
断
片
、
書
簡
、
及
び
鏡
子
夫
人
の
手
記
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
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夏
目
漱
石
『
彼
岸
過
迄
』
論
 
一
子
ど
も
の
死
を
手
掛
か
り
に
し
て

な
ど
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
体
験
は
、
『
彼
岸
過
量
』
に
お
い
て
、

松
本
の
末
娘
宵
子
の
死
と
し
て
忠
実
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
死
は
、
「
修

善
寺
の
大
患
」
後
の
漱
石
に
と
っ
て
、
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
身
近
な
人
間
の
突
然
の
死
は
、
自
ら
も
「
死
」
の
危
険
に
晒
さ
れ
て
い

た
「
修
善
寺
の
大
患
」
時
に
、
担
当
医
だ
っ
た
長
与
病
院
長
、
及
び
恋
愛
の
噂

も
あ
っ
た
大
塚
楠
緒
子
な
ど
、
思
い
が
け
ず
親
し
い
人
々
と
の
別
れ
に
遭
遇
し

た
漱
石
に
と
っ
て
、
痛
切
な
体
験
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
修
善
寺
の
大
患
」

後
に
、
そ
の
体
験
を
赤
裸
々
に
描
い
た
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
で
は
、
二
人
の

死
を
知
っ
た
漱
石
の
驚
き
や
悲
し
み
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
彼
岸
過
迄
』

の
作
品
世
界
に
身
近
な
人
間
の
死
を
描
く
こ
と
は
、
五
女
ひ
な
子
の
供
養
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
、
突
然
の
運
命
に
直
面
し
た
漱
石
の
心
情
の
吐
露
と
も
捉
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ひ
な
子
の
死
に
対
す
る
漱
石
の
痛
み
は
、
日
記
に
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

○
自
分
の
胃
に
は
ひ
“
が
入
っ
た
。
自
分
の
留
手
に
も
ひ
“
が
入
つ
様
な

氣
が
す
る
。
如
何
と
な
れ
ば
回
復
し
が
た
き
哀
愁
が
思
ひ
出
す
度
に
起
る

か
ら
で
あ
る
。

○
ま
た
子
供
を
作
れ
ば
同
じ
ぢ
や
な
い
か
と
云
ふ
人
が
あ
る
。
ひ
な
子
と

同
じ
様
な
子
が
生
れ
て
も
遺
恨
は
同
じ
事
で
あ
ら
う
。
愛
は
パ
ー
ソ
ナ
ル

な
も
の
で
あ
る
。
（
…
中
略
…
）
其
人
自
身
に
封
ず
る
愛
は
之
よ
り
ベ
タ
ー

な
も
の
が
あ
っ
て
も
移
す
事
の
出
來
な
い
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
（
明
治
四
十
四
年
十
二
月
三
日
 
「
日
記
及
び
断
片
」
）

 
突
然
の
ひ
な
子
の
死
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ
り
漱
石
が
辿
り
つ
い
た
も
の
、

そ
れ
は
ひ
な
子
自
身
の
大
切
さ
、
つ
ま
り
ひ
な
子
へ
の
く
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
愛
〉

で
あ
ろ
う
。
こ
の
〈
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
愛
〉
に
つ
い
て
は
、
「
雨
の
降
る
日
」
の
 
 
幻

中
で
次
の
よ
う
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
口

○
生
き
て
居
る
と
き
は
ひ
な
子
が
ほ
か
の
子
よ
り
も
大
切
だ
と
も
思
は
な

か
っ
た
。
死
ん
で
見
る
と
あ
れ
が
一
番
可
愛
い
様
に
思
ふ
。
さ
う
し
て
残

っ
た
子
は
入
ら
な
い
様
に
見
え
る
。

○
表
を
あ
る
い
て
斎
い
子
供
を
見
る
と
此
子
が
健
全
に
遊
ん
で
み
る
の
に

吾
子
は
何
故
生
き
て
ゐ
ら
れ
な
い
の
か
と
い
ふ
不
審
が
起
る
。

（
略
）

○
昨
日
は
葬
式
今
〔
日
〕
は
骨
上
げ
、
明
後
日
は
納
骨
明
日
は
も
し
す
る

 
 
 
 
ぽ

と
す
れ
ば
待
夜
で
あ
る
。
多
忙
で
あ
る
。
然
し
凡
て
の
努
力
を
し
た
後
で

考
へ
る
と
凡
て
の
努
力
が
無
盆
の
努
力
で
あ
る
。
死
を
生
に
攣
化
さ
せ
る

努
力
で
な
け
れ
ば
凡
て
が
無
盆
で
あ
る
。
こ
ん
な
遺
恨
な
事
は
な
い
。

 
や
が
て
家
内
中
同
じ
室
で
書
飯
の
膳
に
向
つ
た
。
「
斯
う
し
て
見
る
と
、

ま
だ
子
供
が
澤
山
み
る
や
う
だ
が
、
是
で
一
人
も
う
訣
け
た
ん
だ
ね
」
と

須
永
が
云
ひ
出
し
た
。

 
「
生
き
て
る
内
は
夫
程
に
も
思
は
な
い
が
、
逝
か
れ
て
見
る
と
一
番
惜

し
い
様
だ
ね
。
此
所
に
み
る
連
中
の
う
ち
で
誰
か
代
り
に
な
れ
ば
言
い
と

思
ふ
位
だ
」
と
松
本
が
云
っ
た
。

 
「
非
道
い
わ
ね
」
と
重
子
が
喰
子
に
耳
語
い
た
。

 
「
叔
母
さ
ん
又
奮
暮
し
て
、
宵
子
さ
ん
と
瓜
二
つ
の
様
な
子
を
言
え
て

頂
戴
。
可
愛
が
つ
て
上
げ
る
か
ら
」

 
「
碍
子
と
同
じ
子
ぢ
や
不
可
な
い
で
せ
う
、
宵
子
で
な
く
つ
ち
や
。
御



茶
碗
や
帽
子
と
違
っ
て
代
り
が
出
隅
た
っ
て
、
亡
く
し
た
の
を
忘
れ
る
課

に
や
行
か
な
い
ん
だ
か
ら
し

 
「
己
は
雨
の
降
る
日
に
紹
介
状
を
持
っ
て
會
ひ
に
來
る
男
が
厭
に
な
っ

た
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
雨
の
降
る
日
」
 
・
八
）

 
こ
の
描
写
は
、
作
品
世
界
を
千
代
子
の
視
点
か
ら
読
み
解
こ
う
と
す
る
論
者

に
、
子
ど
も
の
死
を
深
刻
に
受
け
と
め
な
い
千
代
子
の
軽
薄
さ
な
ど
と
し
て
考

察
さ
れ
て
い
る
。
目
の
前
で
息
を
引
き
取
っ
た
、
宵
子
と
い
う
存
在
に
対
す
る
、

千
代
子
の
愛
情
の
薄
さ
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
漱
石
の
実
体

験
と
重
ね
た
場
合
、
人
間
の
死
の
不
可
思
議
さ
、
突
然
襲
っ
て
く
る
運
命
の
恐

ろ
し
さ
、
延
い
て
は
個
の
存
在
の
大
切
さ
と
し
て
も
、
受
け
と
め
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
子
ど
も
の
死
、
も
し
く
は
子
ど
も
の
不
在
に
よ
る
失
婦

間
の
危
機
は
、
漱
石
の
他
作
品
に
お
い
て
も
生
々
し
い
。
例
え
ば
、
『
彼
岸
過
迄
』

以
前
の
作
品
と
し
て
は
、
『
そ
れ
か
ら
』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
平
岡

と
三
千
代
の
不
和
の
原
因
に
は
、
彼
ら
の
子
ど
も
の
死
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
『
門
』
で
も
、
徳
義
上
の
罪
を
犯
し
た
罰
と
し
て
、
子

ど
も
が
で
き
な
い
宗
助
、
御
米
夫
婦
の
苦
悩
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
子
ど
も
の
不
在
に
よ
り
発
生
す
る
夫
婦
間
の
危
機
は
、
『
彼
岸
過
重
』

に
お
い
て
、
前
半
に
登
場
す
る
大
陸
放
浪
者
森
本
の
過
去
に
も
窺
う
こ
と
が
で

き
る
。
突
然
襲
っ
て
き
た
不
幸
な
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
人
間
の
姿
が
、
こ
こ
で

も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
《
一
家
の
主
人
公
で
あ
っ
た
》
森
本
は
、
《
山
肺
の

崇
に
は
實
際
恐
れ
を
作
し
て
み
た
》
か
ら
《
餓
鬼
が
死
ん
で
呉
れ
た
ん
で
、
ま

あ
助
か
っ
た
》
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
彼
の
本
心
と
は
い
え
ま
い
。
だ
か

夏
目
漱
石
『
彼
岸
過
迄
』
論
 
-
子
ど
も
の
死
を
手
掛
か
り
に
し
て

ら
こ
そ
、
森
本
が
大
陸
に
去
っ
た
後
、
敬
太
郎
は
偶
然
電
車
で
《
私
生
児
だ
か

普
通
の
子
だ
か
怪
し
い
赤
ん
坊
》
を
背
負
っ
た
、
《
黒
人
だ
か
素
人
だ
か
分
ら

な
い
女
》
と
出
会
い
、
森
本
が
語
っ
た
妻
に
対
す
る
未
練
の
言
葉
を
思
い
出
し
、

森
本
の
運
命
を
憂
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
前
半
に
見
ら
れ
る
、
森
本
の
子
ど
も

の
死
が
夫
婦
間
に
与
え
た
影
響
は
、
後
半
に
描
か
れ
て
い
る
、
須
永
の
妹
妙
の

死
が
、
周
囲
（
特
に
須
永
と
継
母
の
関
係
）
に
与
え
た
影
響
に
関
わ
る
伏
線
と

し
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
人
で
あ
る
夫
婦
を
、
そ
の
〈
血
縁
〉
に
よ

り
繋
ぎ
と
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
子
ど
も
。
そ
の
存
在
が
突
然
の
運
命
に

よ
り
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
時
、
周
囲
の
人
間
関
係
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。

人
生
の
放
浪
者
と
し
て
生
き
続
け
る
森
本
の
姿
は
、
今
後
須
永
が
辿
る
道
の
可

能
性
の
一
つ
と
し
て
も
数
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
『
彼

岸
過
迄
』
に
描
か
れ
た
、
子
ど
も
の
死
が
投
げ
か
け
る
問
題
は
、
単
な
る
悲
し
 
 
幻

み
だ
け
で
は
な
い
、
よ
り
深
い
意
図
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
図

 
 
4
、
須
永
の
苦
悩

 
須
永
市
蔵
は
、
軍
人
で
あ
っ
た
父
と
継
母
の
連
れ
子
で
あ
る
妹
の
病
没
後
、

継
母
と
二
人
き
り
で
生
活
し
、
大
学
卒
業
後
も
、
父
の
遺
産
に
頼
る
高
等
遊
民

と
し
て
生
活
し
て
い
る
。
友
人
の
敬
太
郎
か
ら
見
た
須
永
は
、
《
至
っ
て
退
嬰

主
義
の
男
》
で
あ
る
が
、
就
職
口
の
紹
介
に
も
事
欠
か
な
い
親
族
に
恵
ま
れ
て

も
い
る
。
そ
の
親
族
、
田
口
の
娘
で
あ
り
、
須
永
の
幼
な
じ
み
の
従
姉
妹
と
し

て
登
場
す
る
の
が
千
代
子
で
あ
る
。



夏
目
漱
石
『
彼
岸
過
迄
』
論
 
一
子
ど
も
の
死
を
手
掛
か
り
に
し
て

御
 
 
弓

 
一
-
須
永
市
蔵

須
永
の
父

 
一
-
妙

須
永
の
継
母
（
松
本
長
姉
）

一
田
口
の
妻
（
松
本
次
姉
）
1
松
本

 
 
 
一
-
千
代
子
一
百
代
子
一
吾
一

 
田
 
 
 
口

 
須
永
と
千
代
子
は
お
互
い
に
想
う
と
こ
ろ
は
あ
る
も
の
の
、
《
書
辞
の
鏡
ど

く
動
く
性
質
だ
か
ら
、
物
を
誇
大
に
考
へ
過
し
た
り
、
要
ら
ぬ
僻
み
を
起
し
て

見
た
り
す
る
弊
が
よ
く
あ
る
》
須
永
と
《
先
の
見
え
な
い
程
強
い
感
情
が
一
度

に
胸
に
湧
き
出
る
》
千
代
子
と
い
う
性
格
の
相
違
に
よ
り
、
な
か
な
か
素
直
に

接
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
。
ま
た
、
二
人
は
須
永
の
継
母
に
よ
っ
て
、
生

ま
れ
て
す
ぐ
に
許
嫁
と
い
う
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
口
約

束
で
あ
り
、
継
母
だ
け
が
強
く
信
じ
、
望
ん
で
い
る
関
係
で
あ
る
。
こ
の
許
嫁

と
い
う
問
題
は
須
永
と
千
代
子
の
関
係
、
及
び
須
永
と
継
母
の
関
係
、
ひ
い
て

は
須
永
の
内
面
の
葛
藤
に
深
く
絡
ん
で
く
る
。
確
か
に
「
須
永
の
話
」
以
降
、

須
永
と
千
代
子
の
恋
愛
問
題
が
中
心
に
描
か
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
須
永
の
人
間

性
が
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
関
係
に
不
自
然
に
関
わ
っ
て
く
る
の
が
須

永
の
継
母
で
あ
る
。
こ
の
継
母
の
行
動
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
継
母
を
実
母
と
信

じ
て
い
た
須
永
は
、
継
母
の
真
意
に
対
し
て
疑
問
を
持
ち
始
め
る
。
な
ぜ
、
母

は
こ
ん
な
に
熱
心
に
千
代
子
と
の
結
婚
を
望
む
の
か
。
こ
の
よ
う
な
母
親
の
言

動
の
原
因
は
様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
熊
坂
敦
子
氏
は
、

須
永
の
実
母
で
あ
る
、
小
間
使
い
御
弓
の
血
が
入
っ
て
し
ま
っ
た
、
須
永
家
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

血
統
を
正
す
為
と
考
え
る
。
ま
た
、
内
田
道
雄
氏
は
、
須
永
家
の
血
縁
、
及
び

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ら
 

家
名
を
維
持
す
る
た
め
の
継
母
の
執
念
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
確
か
に
、
一

家
の
妻
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
な
ら
ば
須
永
の
結
婚
相
手
が
、
必
ず
し
も
千
代
子
で
あ
る
必
要
性
は
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
《
世
の
中
と
接
陣
す
る
度
に
内
へ
と
ぐ
ろ
を

捲
き
込
む
性
質
》
で
あ
る
須
永
は
、
継
母
の
不
審
な
言
動
の
理
由
を
追
及
し
、

つ
い
に
自
分
の
出
生
の
秘
密
に
辿
り
つ
く
。
死
を
目
前
に
し
た
、
父
の
「
自
分

が
死
ぬ
と
御
母
さ
ん
の
厄
介
に
な
る
」
と
い
・
？
心
配
の
言
葉
、
父
の
葬
式
の
時

に
継
母
が
言
っ
た
「
御
父
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
も
、
今
迄
通
り
可
愛
が
る
」
と

い
う
不
可
解
な
言
葉
、
ジ
フ
テ
リ
ア
に
よ
っ
て
他
界
し
た
須
永
の
妹
妙
が
、
須

永
を
一
度
も
「
兄
」
と
呼
ば
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
、
不
自
然
な
言
動
は
絶
え

ず
須
永
を
苦
し
め
る
。
し
か
し
、
須
永
の
継
母
に
対
す
る
想
い
は
、
実
母
と
信

じ
て
い
た
母
親
が
、
実
は
継
母
で
あ
る
こ
と
を
、
叔
父
の
松
本
か
ら
打
ち
明
け

ら
れ
て
も
か
わ
る
こ
と
は
な
い
。
須
永
に
と
っ
て
の
継
母
は
、
常
に
《
慈
母
》

な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
須
永
の
継
母
に
と
っ
て
、
〈
血
縁
〉
と
い
う
問
題
は
、

自
分
が
須
永
家
と
の
繋
が
り
を
維
持
す
る
上
で
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

継
母
に
と
っ
て
、
須
永
の
父
と
の
間
に
誕
生
し
た
妙
の
死
は
、
〈
血
縁
〉
に
お

け
る
須
永
家
と
の
断
絶
を
意
味
す
る
。
確
か
に
、
須
永
と
継
母
の
問
に
〈
血
〉

の
繋
が
り
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
千
代
子
が
須
永
に
嫁
し
た
な
ら
ば
、
千

代
子
の
叔
母
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
利
用
し
、
須
永
家
と
の
〈
血
縁
〉
が
成
立

す
る
（
系
図
参
照
）
。
つ
ま
り
、
継
母
が
望
む
千
代
子
と
の
縁
談
は
、
複
雑
で

は
あ
る
が
、
自
分
を
須
永
家
と
繋
ぐ
唯
一
の
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

須
永
に
千
代
子
と
の
縁
談
を
勧
め
な
が
ら
、
「
須
永
の
た
め
で
は
な
く
、
自
分

（44）



の
た
め
し
に
と
涙
し
て
訴
え
る
、
継
母
の
様
子
な
ど
に
強
く
現
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
言
動
を
不
可
解
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
須
永
も
、

自
分
の
出
生
の
秘
密
を
聞
き
だ
し
た
時
の
、
松
本
の
言
葉
に
よ
り
、
そ
の
気
持

ち
を
察
す
る
の
で
あ
る
。

 
「
御
母
さ
ん
が
是
非
千
代
ち
ゃ
ん
を
貰
へ
と
い
ふ
の
も
、
矢
つ
張
血
統
．

上
の
考
へ
か
ら
、
身
縁
の
も
の
を
僕
の
嫁
に
し
た
い
と
い
ふ
意
味
な
ん
で

せ
う
ね
」

 
「
全
く
其
所
だ
。
外
に
何
に
も
な
い
ん
だ
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
松
本
の
話
」
・
六
）

 
つ
ま
り
、
継
母
は
純
粋
に
須
永
や
須
永
家
の
こ
と
を
考
え
、
千
代
子
と
の
縁

談
を
望
ん
だ
の
で
は
な
い
。
確
実
に
、
須
永
家
と
強
い
血
縁
を
持
つ
た
め
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
須
永
が
求
め
た
も
の
は
、
そ
の
純
粋
な
気
持
ち
、

つ
ま
り
自
分
と
い
う
存
在
に
対
す
る
、
継
母
の
〈
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
愛
〉
で
あ
っ

た
。
こ
の
相
反
す
る
二
人
の
感
情
こ
そ
が
、
須
永
と
継
母
の
関
係
に
お
け
る
不

幸
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
千
代
子
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
須
永
は
「
千
代
子
と

の
結
婚
の
何
が
不
都
合
な
の
か
」
を
自
問
し
て
い
る
が
、
《
理
由
も
何
も
ま
だ

考
へ
な
い
先
に
》
《
恐
ろ
し
く
な
っ
た
》
と
い
う
。
《
見
識
の
狡
い
》
千
代
子
は
、

《
肉
眼
で
指
す
事
の
出
島
る
灌
力
か
財
力
》
を
男
性
（
夫
）
に
望
ん
で
お
り
、

そ
れ
は
須
永
に
対
し
て
も
例
外
で
は
な
い
。
こ
れ
が
《
二
人
の
問
に
横
た
は
る

根
本
的
の
不
幸
》
で
あ
り
、
須
永
が
千
代
子
と
の
結
婚
に
踏
み
切
れ
な
い
重
要

な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。
千
代
子
も
ま
た
、
あ
る
が
ま
ま
の
須
永
の
存
在
を
受

け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

夏
目
漱
石
『
彼
岸
過
迄
』
論
 
-
子
ど
も
の
死
を
手
掛
か
り
に
し
て

 
5
、
お
わ
り
に

自
分
の
出
生
の
秘
密
を
知
っ
た
須
永
は
、

深
い
孤
独
に
陥
る
。

「
（
…
略
…
）
僕
は
貴
方
の
御
話
を
聞
く
迄
は
非
常
に
怖
か
っ
た
で
す
。

胸
の
肉
が
縮
ま
る
方
丈
か
っ
た
で
す
。
け
れ
ど
も
御
話
を
聞
い
て
凡
て
が

明
白
に
な
っ
た
ら
、
却
っ
て
安
心
し
て
氣
が
樂
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
怖

い
事
も
不
安
な
事
も
あ
り
ま
せ
ん
。
其
代
り
何
だ
か
急
に
心
細
く
な
り
ま

し
た
。
淋
し
い
で
す
。
世
の
中
に
た
っ
た
一
人
立
っ
て
る
る
主
な
氣
が
し

ま
す
」「

だ
っ
て
御
母
さ
ん
は
元
の
通
り
の
御
母
さ
ん
な
ん
だ
よ
。
お
れ
だ
っ
て

今
迄
の
お
れ
だ
よ
。
誰
も
御
前
に
重
し
て
攣
る
も
の
は
あ
り
や
し
な
い
ん

だ
よ
。
塾
風
を
起
し
ち
や
不
可
な
い
」

「
長
息
は
起
さ
な
く
つ
て
も
淋
し
い
ん
だ
か
ら
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
僕

は
是
か
ら
宅
へ
六
っ
て
母
の
顔
を
見
る
と
屹
度
泣
く
に
極
っ
て
ゐ
ま
す
。

今
か
ら
其
時
の
涙
を
豫
敵
し
て
も
淋
し
く
つ
て
堪
り
ま
せ
ん
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
松
本
の
話
」
 
・
六
）

 
ま
た
、
須
永
は
松
本
に
実
母
の
消
息
を
尋
ね
る
の
だ
が
、
実
母
御
弓
は
既
に

他
界
し
て
お
り
、
墓
の
在
処
も
継
母
だ
け
が
知
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
関
係
は

絶
え
て
し
ま
う
。
無
条
件
に
自
分
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
存
在
を
な
く
し
た
須

永
は
、
一
層
深
い
孤
独
を
感
じ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
継
母
と
も
普
段
通
り
の
対

応
が
で
き
ず
、
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
さ
え
苦
痛
だ
と
い
う
、
複
雑
な
感
情
に
襲

わ
れ
て
し
ま
う
。
松
本
に
物
事
を
深
く
考
え
過
ぎ
ず
、
《
浮
氣
》
に
な
る
こ
と
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夏
目
漱
石
『
彼
岸
過
迄
』
論
 
一
子
ど
も
の
死
を
手
掛
か
り
に
し
て

に
よ
り
自
己
を
解
放
す
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
須
永
は
、
一
人
旅
と
い
う
非
日

常
的
世
界
に
入
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
に
成
功
す
る
。
し
か
し
、
《
世
の
中
と

接
評
す
る
度
に
内
へ
と
ぐ
ろ
を
捲
き
込
む
性
質
》
を
持
ち
、
そ
れ
が
《
命
根
に

横
は
る
一
大
不
幸
》
で
あ
る
須
永
に
と
っ
て
、
旅
に
よ
る
自
己
回
復
は
あ
く
ま

で
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
日
常
に
お
け
る
平
安
は
保
証
で
き
ま

い
。
確
か
に
、
『
彼
岸
過
迄
』
に
は
、
須
永
と
千
代
子
の
恋
愛
物
語
が
切
々
と

描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
背
後
に
は
、
「
雨
の
降
る
日
」
に
流
れ
て
い

る
も
う
一
つ
の
主
題
、
つ
ま
り
、
漱
石
が
五
女
ひ
な
子
の
死
に
よ
り
実
感
し
た

〈
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
愛
〉
の
物
語
が
存
在
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
状
況
の
中
で
、
自
分

の
存
在
意
味
を
確
認
し
よ
う
と
し
、
苦
悩
す
る
須
永
。
彼
に
と
っ
て
、
他
者
か

ら
一
人
の
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
る
（
愛
さ
れ
る
）
こ
と
は
、

自
身
の
生
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
実
感
し
、
そ
の
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
唯
一

の
救
い
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
〈
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
愛
〉
は
、

『
彼
岸
過
迄
』
を
読
み
解
く
大
切
な
要
素
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
己

の
本
質
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
問
題
は
、
ま
と
め
で
あ
る
「
結
末
」
の
章
の

《
突
如
と
し
て
已
ん
だ
様
に
見
え
る
此
劇
が
、
是
か
ら
先
何
う
永
久
に
流
韓
し

て
行
く
の
だ
ら
う
か
》
と
い
う
一
文
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
く
解

決
へ
の
道
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
課
題
は
、
今
後
『
行
人
』
の
一
郎
、
『
こ
・

ろ
』
の
先
生
、
『
道
草
』
の
健
三
へ
と
持
ち
越
さ
れ
、
よ
り
深
く
追
求
さ
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。

（
注
3
）

（
注
4
）

（
注
5
）

＊
本
文
、

八
月
）
。

『
彼
岸
過
迄
』
論
1
「
雨
の
降
る
日
」
の
悲
劇
と
千
代
子
と
の
関
わ

り
を
中
心
に
一
（
熊
坂
敦
子
編
『
迷
羊
の
ゆ
く
え
1
漱
石
と
近
代
』

翰
林
書
房
 
平
成
八
年
六
月
）
。

『
彼
岸
中
空
』
1
我
執
の
ゆ
く
え
（
『
夏
目
漱
石
の
研
究
』
 
楓
三
社

昭
和
四
十
入
年
三
月
）
。

『
彼
岸
過
迄
』
再
考
（
「
古
典
と
現
代
」
第
五
十
五
号
 
昭
和
六
十
二

年
九
月
）
。

及
び
日
記
の
引
用
は
、
新
書
版
『
漱
石
全
集
』
に
よ
る
。

（46）

（
注
1
）

（
注
2
）

「
彼
岸
過
迄
」
を
読
む
（
筆
者
不
明
 
大
阪
朝
日
新
聞
 
大
正
元
年

十
月
十
三
日
）
。

『
彼
岸
過
迄
』
（
『
漱
石
全
集
』
第
六
巻
 
岩
波
書
店
 
昭
和
十
一
年


