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一

 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
上
巻
の
記
述
の
中
で
町
の
小
路
の
女
の
存
在
の
占
め

る
位
置
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
日
記
巻
頭
に
置
か
れ
た
序
に
「
か
く
あ
り
し
時

過
ぎ
て
、
世
の
中
に
い
と
も
の
は
か
な
く
、
と
に
も
か
く
に
も
つ
か
で
、
世
に

 
 
 
 
 
 
（
1
）

経
る
人
あ
り
け
り
」
「
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
ま
で
書
き
日
記
し
て
、
め
づ
ら

し
き
さ
ま
に
も
あ
り
な
む
」
と
あ
り
、
上
巻
末
に
「
か
く
年
月
は
つ
も
れ
ど
、
、

思
ふ
や
う
に
も
あ
ら
ぬ
身
を
し
嘆
け
ば
、
声
あ
ら
た
ま
る
も
よ
ろ
こ
ぼ
し
か
ら

ず
、
な
ほ
も
の
は
か
な
き
を
思
へ
ば
、
あ
る
か
な
き
か
の
こ
こ
ち
す
る
か
げ
ろ

ふ
の
日
記
と
い
ふ
べ
し
」
と
記
さ
れ
な
が
ら
、
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
上
巻
に

は
「
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
」
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
は
か
な
い
生
活
の
記
述
以

外
の
、
む
し
ろ
幸
福
と
も
見
え
る
日
々
の
記
述
の
多
い
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指

 
 
 
 
（
2
）

摘
さ
れ
て
い
る
。
上
巻
に
描
か
れ
た
十
五
年
の
歳
月
を
通
し
て
、
道
綱
の
母
よ

り
も
前
に
兼
家
と
結
婚
し
長
子
道
隆
を
得
て
い
た
時
姫
の
存
在
が
終
始
作
者
の

上
に
重
く
の
し
か
か
り
、
超
子
・
道
兼
・
詮
子
・
道
長
と
時
圏
の
あ
い
続
く
出

産
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
兼
家
と
の
平
穏
な
、
あ
る
い
は
幸
福
な
と
も
い
え
そ
う

な
日
々
を
、
か
げ
り
の
多
い
、
心
か
ら
平
穏
な
幸
福
に
ひ
た
り
え
な
い
も
の
と

し
て
い
た
こ
と
は
、
作
品
か
ら
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

天
暦
九
年
（
九
五
五
）
九
月
か
ら
二
年
余
り
続
い
た
兼
家
と
町
の
小
路
の
女
の

関
係
が
な
け
れ
ば
、
上
巻
を
は
か
な
い
身
の
上
の
日
記
と
し
て
規
定
す
る
こ
と

は
と
う
て
い
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
町
の
小
路
の
女
に
か
か
わ
る
日
記

の
記
述
を
正
し
く
読
み
取
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
作
者
の
心
情
を
よ
り
深
く
把

握
す
る
こ
と
は
、
日
記
成
立
の
問
題
を
考
え
る
上
で
も
必
須
の
課
題
で
あ
ろ
‘

う
。
と
こ
ろ
が
、
町
の
小
路
の
女
に
か
か
わ
る
記
述
の
中
に
は
、
解
釈
上
問
題

の
あ
る
部
分
が
か
な
り
存
す
る
の
で
あ
る
。

 
天
徳
元
年
（
九
五
七
）
夏
、
町
の
小
路
の
女
は
兼
愛
の
熱
愛
の
中
で
男
子
を

出
産
し
た
。
出
産
を
わ
ざ
わ
ざ
道
綱
の
母
に
告
げ
る
兼
家
の
手
紙
は
、

 
こ
の
ご
ろ
こ
こ
に
わ
づ
ら
は
る
る
こ
と
あ
り
て
、
え
ま
ゐ
ら
ぬ
を
、
昨
日
な

 
む
、
た
ひ
ら
か
に
も
の
せ
ら
る
め
る
。
臓
ら
ひ
も
や
忌
む
と
て
な
む
。

と
い
う
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
 
「
わ
づ
ら
は
る
る
」
 
「
も
の
せ
ら
る
め
る
」
と

い
う
二
つ
の
敬
語
の
使
用
は
、
町
の
小
路
の
女
に
対
す
る
粋
家
の
態
度
を
語

り
、
「
臓
ら
ひ
」
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
出
産
に
夫
と
し
て
里
家
が
立

ち
会
っ
て
い
た
ろ
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 
「
あ
さ
ま
し
う
め
づ
ら
か
な
る

G
と
か
ぎ
り
な
し
」
と
書
く
道
寄
の
母
の
心
情
は
き
わ
め
て
よ
く
理
解
で
き
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る
。
三
、
四
日
後
、
並
家
は
平
然
と
訪
問
し
て
来
る
が
、
作
者
は
「
な
に
か
来

た
る
と
て
見
い
れ
ね
ば
、
い
と
は
し
た
な
く
て
帰
る
こ
と
、
た
び
た
び
に
な
り

ぬ
」
と
書
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
層
．
こ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ

る
。 

 
 
七
月
に
な
り
て
 
相
撲
の
こ
ろ
、
古
き
新
し
き
と
、
ひ
と
く
だ
り
つ
つ

 
」
ひ
き
包
み
て
、
「
こ
れ
せ
さ
せ
た
ま
へ
」
と
て
は
あ
る
も
の
か
。
見
る
に
目
．

 
 
く
る
る
こ
こ
ち
ぞ
す
る
。
古
代
の
人
は
、
 
「
あ
な
い
と
ほ
し
。
か
し
こ
に

 
 
は
え
つ
か
う
ま
つ
ら
ず
こ
そ
は
あ
ら
め
」
「
な
ま
心
あ
る
人
な
ど
さ
し
集

 
 
り
て
、
す
ず
ろ
は
し
や
、
え
せ
で
、
わ
う
か
ら
む
を
だ
に
こ
そ
聞
か
め
」

 
 
な
ど
さ
だ
め
て
、
返
し
や
り
つ
る
も
し
る
く
、
こ
こ
か
し
こ
に
な
む
も
て

 
 
散
り
て
す
る
と
聞
く
。
か
し
こ
に
も
、
い
と
情
な
し
と
か
や
あ
ら
む
、
二

 
 
十
余
旧
お
と
つ
れ
も
な
し
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
一
四
六
）

 
衣
服
の
仕
立
を
頼
ま
れ
て
突
き
返
す
く
だ
り
だ
が
、

 
e
 
だ
れ
の
衣
服
か
。

 
⇔
 
そ
の
衣
服
は
何
の
た
め
に
必
要
な
の
か
。

 
㊨
 
だ
れ
が
道
綱
の
母
に
依
頼
レ
て
来
た
の
か
。

 
四
 
h
か
し
こ
に
は
え
つ
か
う
ま
つ
ら
ず
こ
す
は
あ
ら
め
」
の
「
か
し
こ
」

 
 
倣
ど
こ
を
指
す
か
。
 
 
 
 
 
 
“

 
㈲
 
「
古
代
の
入
」
 
（
母
）
の
発
言
内
容
は
ど
こ
ま
で
か
軌

と
い
っ
た
読
解
の
た
め
の
基
本
的
事
項
に
多
く
の
異
説
が
見
ら
れ
る
。
他
に
、

 
内
 
「
こ
れ
せ
さ
せ
た
ま
へ
」
の
「
さ
せ
」
は
使
役
か
、
尊
敬
か
。

 
㈲
 
 
「
わ
う
か
ら
む
だ
に
を
こ
そ
聞
か
め
」
は
ど
う
い
う
意
味
か
。

に
も
説
が
分
か
れ
て
、
短
い
文
な
が
ら
｝
こ
の
段
の
解
釈
は
、
注
釈
書
を
見
る

ご
と
に
少
し
ず
つ
異
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、
全
体
的
な
把
握
を
む
ず
か
し

く
し
て
い
る
。
主
語
を
補
わ
ず
、
・
だ
れ
の
た
め
の
衣
服
の
仕
立
な
の
か
と
い
う

注
も
な
く
、
た
だ
現
代
語
に
移
し
た
だ
け
で
、
細
部
に
つ
い
て
の
注
釈
者
の
考

え
が
わ
か
り
に
く
い
場
合
も
多
い
。
 
 
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）

 
ま
ず
蜻
蛉
日
記
解
環
の
解
ぐ
と
こ
ろ
を
見
よ
う
。

 
 
七
月
に
例
お
こ
な
は
る
＼
相
撲
の
節
也
。
む
か
し
は
国
々
よ
り
す
ま
ひ
を

 
 
め
し
て
叡
覧
あ
り
し
也
。
そ
の
折
公
の
着
用
の
物
な
ど
を
女
君
の
方
へ
も

 
 
あ
っ
ら
へ
ら
れ
し
也
。
こ
だ
い
は
古
代
也
σ

 
 
（
下
略
）

 
日
記
本
文
に
よ
れ
ば
、
解
環
の
よ
う
に
、
相
撲
の
節
の
頃
、
そ
の
た
め
の
兼

家
の
衣
服
の
調
達
が
行
わ
れ
た
と
読
む
の
が
一
応
順
当
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が

日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
、
日
本
一
々
の
天
徳
元
年
七
月
の
、

 
 
廿
七
日
壬
子
。
・
三
二
康
子
内
親
王
亮
一
、
停
コ
止
相
撲
事
一
。
無
二
相
撲
節
一
、

 
 
以
二
六
月
六
日
康
子
内
親
王
亮
井
飢
渇
疫
病
一
也
。

と
い
う
記
事
を
引
き
、
「
七
月
相
撲
の
頃
、
相
撲
節
会
は
な
か
っ
た
が
、
継
母

た
る
康
子
内
親
王
の
中
陰
の
法
事
に
参
加
す
る
た
め
、
服
装
を
調
進
す
る
必
要

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
注
解
し
て
い
る
。
全
講
蜻
蛉
日
記
も
そ
れ
に
従
っ
て

お
り
噛
、
康
子
内
親
王
の
中
陰
の
法
事
へ
の
参
加
の
料
と
ま
で
言
わ
な
く
て
も
、

相
撲
の
節
会
の
な
か
っ
た
こ
と
は
、
最
近
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
注
釈
が
指
摘

し
て
い
る
。
衣
服
の
主
は
兼
家
と
見
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
蜻
蛉
日
記
全
注
釈

は
、
厨
家
の
も
の
で
は
作
者
の
気
の
動
顛
ぶ
り
と
激
越
な
表
現
が
理
解
で
き
な

い
と
し
て
、
町
の
小
路
の
女
の
も
の
と
し
、
日
本
古
典
文
学
全
集
も
こ
れ
に
従

っ
て
い
る
。
依
頼
者
は
兼
家
と
見
る
考
え
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
最
近
増
田
繁
夫

氏
に
よ
っ
て
町
の
小
路
の
女
と
い
う
注
の
施
さ
れ
た
の
が
注
目
さ
れ
る
（
対
訳

日
本
古
典
新
書
 
か
げ
ろ
ふ
日
記
）
。
古
代
の
人
の
言
辞
中
の
「
か
し
こ
」
に
つ
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い
て
は
、
兼
家
方
（
指
窓
邸
）
．
と
見
る
説
（
全
集
・
蜻
蛉
日
記
注
解
・
全
注

釈
・
か
げ
ろ
ふ
月
記
抄
・
蜻
蛉
日
記
新
注
釈
・
蜻
蛉
日
記
全
訳
注
・
講
談
社
文

庫
）
の
他
に
町
の
小
路
の
女
の
側
と
考
え
る
説
も
多
い
（
大
系
・
全
講
・
橘

豊
、
田
口
予
々
 
蜻
蛉
日
記
）
。

．
こ
の
年
天
徳
元
年
の
七
月
に
相
撲
の
節
会
の
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
日
本
紀
略
は
相
撲
停
止
の
理
由
と
し
て
、
康
子
内
親
王
の
麗
去
の
他
，

に
飢
渇
と
疫
病
を
掲
げ
て
い
る
。
あ
れ
こ
れ
を
総
合
判
断
し
て
停
止
と
な
っ
た

も
の
で
、
停
止
の
決
定
も
そ
う
早
く
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
ら
、
あ

ら
か
じ
め
相
撲
の
節
会
用
の
衣
服
が
調
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
し
て
も
不

思
議
で
は
な
い
。
紀
略
に
よ
る
史
実
の
指
摘
に
よ
っ
て
も
、
解
環
に
解
か
れ
て

い
る
よ
う
な
、
節
会
に
着
用
す
る
も
の
と
い
う
考
え
が
否
定
し
き
れ
な
い
こ
と

は
斗
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
検
討
は
い
ま
し
ば
ら
く
お
く

こ
と
に
し
て
、
仕
立
を
依
頼
し
た
の
は
だ
れ
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
前

述
の
よ
う
に
こ
こ
は
兼
家
と
見
る
説
が
圧
倒
的
だ
が
、
兼
家
説
は
き
わ
め
て
問

題
の
多
い
、
ま
ず
は
成
り
立
ち
が
た
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

 
兼
家
と
し
た
場
合
、
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、

 
 
 
「
こ
れ
せ
さ
せ
た
ま
へ
」

と
い
う
依
頼
の
こ
と
ば
づ
か
い
で
あ
る
。
 
「
さ
せ
」
「
た
ま
ふ
」
と
二
つ
の
敬

語
が
重
ね
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
二
重
敬
語
と
も
最
高
敬
語
と
も
い
わ
れ
る
も

の
で
敬
意
の
度
が
強
い
。
そ
の
よ
う
な
敬
語
を
宮
家
が
道
綱
の
母
に
用
い
る
の

は
疑
問
で
、
事
実
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
中
で
、
兼
家
が
道
綱
の
母
に
二
重

敬
語
を
用
い
て
語
り
か
け
て
い
る
例
は
他
に
な
い
。
そ
こ
で
「
さ
せ
」
を
使
役

-
に
と
っ
て
「
こ
れ
を
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
ふ
う
に
訳
す
説
も
、
全
注

釈
他
に
見
ら
れ
る
（
抄
「
こ
れ
を
縫
わ
せ
ら
れ
よ
」
全
講
「
こ
れ
を
仕
立
て
さ

「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
私
注
 
-
町
の
小
路
の
女
を
め
ぐ
っ
て
一

せ
て
下
さ
い
」
）
。
道
綱
の
母
に
依
頼
し
て
も
、
彼
女
の
指
図
に
よ
っ
て
侍
女
が

縫
う
の
で
あ
ろ
う
こ
ど
は
ギ
後
年
、

 
A
 
か
く
て
経
る
ほ
ど
に
、
そ
の
月
の
つ
ご
も
り
に
、
「
小
野
の
宮
の
大
臣

 
 
か
く
れ
給
ひ
ぬ
」
と
て
世
は
騒
ぐ
。
あ
り
あ
り
て
、
「
世
の
中
い
と
騒
が
し

 
-
か
な
れ
ば
、
つ
つ
し
む
と
て
、
え
も
の
せ
ぬ
な
り
。
服
に
な
り
ぬ
る
を
、

 
 
こ
れ
ら
、
と
く
し
て
」
と
は
あ
る
も
の
か
。
い
と
あ
さ
ま
し
け
れ
ば
、

 
 
「
こ
の
ご
ろ
、
も
の
す
る
者
ど
も
里
に
て
な
む
」
と
て
返
し
つ
。
'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
申
 
P
二
二
五
（

這
い
う
口
実
で
仕
立
を
断
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
し
か
し
そ
れ
も

あ
く
ま
で
道
綱
の
母
の
責
任
・
載
量
で
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
依
頼
す
る
兼
家

側
か
ら
す
れ
ば
、
誰
が
縫
お
う
が
問
題
で
は
な
い
。
こ
こ
に
あ
げ
た
例
文
の
よ

う
に
「
し
て
」
と
、
使
役
の
助
動
詞
な
ど
使
わ
な
い
の
が
常
道
で
あ
ろ
う
。
日

記
中
か
ら
兼
家
の
縫
物
の
依
頼
を
描
い
た
他
の
箇
所
も
列
挙
し
て
み
よ
う
。

 
B
 
明
く
れ
．
ば
、
御
襖
の
い
そ
ぎ
近
く
な
り
ぬ
。
 
「
こ
こ
に
し
た
ま
ふ
べ
き

 
 
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
」
と
あ
れ
ば
、
い
か
が
は
と
て
、
し
騒
ぐ
傷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
上
 
二
〇
一
～
二
Y

 
C
 
そ
れ
よ
り
後
、
し
ひ
て
つ
れ
な
く
て
、
「
例
の
、
こ
と
わ
か
。
引
刷
、

 
 
と
し
て
か
く
し
て
」
な
ど
あ
る
も
、
い
と
憎
く
て
、
言
ひ
返
し
な
ど
し

 
 
 
ロ
こ
と

 
 
て
、
言
絶
え
て
二
十
余
日
に
な
り
ぬ
。
 
 
 
・
 
 
（
中
 
P
二
五
一
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
へ
の
き
ぬ

 
D
 
十
四
日
ば
か
り
に
、
古
き
抱
、
「
こ
れ
い
と
よ
う
し
て
」
な
ど
い
ひ
て

 
 
あ
り
 
 
 
 
 
監
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
（
下
 
P
三
〇
二
）

 
E
 
今
日
ぞ
、
「
こ
れ
縫
ひ
て
。
つ
つ
し
む
ζ
と
あ
り
て
な
む
」
と
あ
る
。

 
 
め
づ
ら
し
げ
も
な
け
れ
ば
、
 
「
給
は
り
ぬ
」
な
ど
つ
れ
な
う
も
の
し
け

 
 
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
下
 
P
三
二
四
）
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、

 
丁
 
二
十
日
の
ほ
ど
に
「
給
う
も
の
す
る
人
に
取
ち
せ
む
。
こ
の
餌
袋
の
う

 
 
ち
に
袋
結
び
て
」
と
あ
れ
ば
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
下
 
P
三
四
六
）

 
G
 
さ
て
二
十
余
日
に
こ
の
月
も
な
り
ぬ
れ
ど
、
あ
と
絶
え
た
り
。
あ
さ
ま

 
 
し
さ
は
、
「
こ
れ
し
て
」
と
て
、
冬
の
物
あ
り
。
「
御
文
あ
り
つ
る
は
、

 
 
は
や
お
ち
に
け
り
」
と
い
へ
ば
、
お
ろ
か
な
る
や
う
な
り
。
返
り
ご
と
せ

 
 
ぬ
に
で
あ
ら
む
と
て
、
何
事
と
も
え
知
ら
で
や
み
ぬ
。
あ
り
し
も
の
ど
も

 
 
は
し
て
、
文
も
な
く
て
も
の
し
つ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
下
 
P
三
五
〇
）
・

 
H
 
つ
ご
も
り
に
ま
た
、
「
『
こ
れ
し
て
』
と
な
む
」
と
て
、
果
て
は
文
だ
に

 
 
・
も
な
う
て
ぞ
、
下
襲
あ
る
。
い
か
に
せ
ま
し
と
思
ひ
や
す
ら
ひ
て
、
こ
れ

 
 
か
れ
に
言
ひ
合
は
す
れ
ば
、
「
な
ほ
、
こ
の
た
び
ば
か
り
こ
こ
ろ
み
に
せ

 
 
よ
。
い
と
忌
み
た
る
や
う
に
な
ど
あ
れ
ば
」
な
ど
、
さ
だ
む
る
こ
と
あ
り

 
 
て
、
と
ど
め
て
、
き
た
な
げ
な
く
し
て
、
つ
い
た
ち
の
日
、
大
夫
に
持
た

 
 
せ
て
も
の
し
た
れ
ば
、
「
『
い
と
清
ら
な
り
』
と
な
む
あ
り
つ
る
」
と
て
や

 
 
み
ぬ
。
あ
さ
ま
し
と
い
へ
ば
お
ろ
か
な
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
下
 
P
三
五
〇
）

 
い
ず
れ
の
場
合
も
使
役
の
助
動
詞
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
作
品
に
は
、
〃
使
役
の
助
動
詞
プ
ラ
ス
給
ふ
”
の
用
例
が
き
わ
め
て

少
い
こ
と
も
、
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
作
中
に
は
動
詞
に
「
せ
給
ふ
」

も
し
く
は
「
さ
せ
給
ふ
」
の
つ
い
た
も
の
が
四
十
例
近
く
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と

・
ん
ど
は
二
重
敬
語
で
あ
り
、
使
役
の
意
味
に
「
給
ふ
」
が
つ
い
た
と
目
さ
れ
る

の
は
、
次
の
二
例
に
過
ぎ
な
い
。

 
 
…
…
仏
を
念
じ
た
て
ま
つ
る
似
そ
の
心
ば
へ
、
た
だ
、
き
は
め
て
幸
ひ
な

 
・
か
り
け
る
身
な
り
。
年
ご
ろ
を
だ
に
、
世
に
心
ゆ
る
び
な
く
憂
し
と
思
ひ

 
 
つ
る
を
、
ま
し
て
か
く
あ
さ
ま
し
く
な
り
ぬ
。
と
く
し
な
さ
せ
た
ま
ひ
て

 
 
（
H
為
成
さ
せ
た
ま
ひ
て
）
、
菩
提
か
な
へ
た
ま
へ
と
そ
、
行
な
ふ
ま
ま

 
 
に
…
…
 
 
 
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
中
 
P
二
五
五
）

 
 
「
い
ま
は
、
か
ぎ
り
に
思
ひ
は
て
に
た
る
身
を
ば
、
仏
も
い
か
が
し
た
ま

 
 
は
む
。
た
だ
、
い
ま
は
、
こ
の
大
夫
を
人
々
し
く
て
あ
ら
せ
た
ま
へ
な
ど
r

 
 
'
ば
か
り
を
申
し
た
ま
へ
」
と
書
く
に
ぞ
…
…
 
 
 
（
下
 
P
三
三
二
）

 
共
に
仏
へ
の
祈
念
中
の
用
例
で
あ
り
、
特
殊
な
場
で
の
用
法
と
い
う
べ
き
で

あ
っ
た
。
侍
女
な
ど
を
も
考
慮
に
入
れ
た
使
役
の
意
を
含
む
「
せ
給
ふ
」
「
さ

せ
給
ふ
」
は
こ
の
日
記
で
は
用
例
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
‘
問
題
の
「
こ
れ
せ
さ

せ
た
ま
へ
」
は
ど
う
し
て
も
二
重
敬
語
と
考
え
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

 
前
掲
の
用
例
を
見
る
と
、
仕
立
物
等
の
依
頼
に
借
家
は
普
通
敬
語
を
用
い
て

い
な
い
が
、
B
だ
け
は
、
「
し
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
」
と
尊
敬
の
「
た
ま
ふ
」
が

使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
大
嘗
会
の
御
子
で
は
時
姫
腹
の
呼
子

が
女
御
代
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
兼
家
が
道
綱
の
母
に
頼
ん
だ
の

は
そ
の
た
め
の
衣
服
類
で
あ
っ
た
。
兼
家
の
依
頼
の
こ
と
ば
が
自
然
と
て
い
ね

い
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
こ
も
、
町
の
小
路
の
女
の
出
産
の
後
だ
か

ら
気
を
つ
か
い
に
う
か
っ
て
こ
ん
な
重
い
敬
語
を
使
っ
た
の
だ
と
も
、
一
応
考

え
て
み
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
依
頼
者
を
出
家
と
み
る
こ

と
の
で
き
な
い
事
実
が
他
に
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
仕
立
を
依
頼
さ

れ
た
と
き
の
、
古
代
の
人
（
作
者
の
母
）
の
反
応
で
あ
る
。

 
兼
言
が
仕
立
物
を
依
頼
し
た
の
だ
と
し
て
は
胆
道
綱
の
母
の
動
顛
ぶ
り
と
拒

否
反
応
は
た
し
か
に
激
し
い
。
し
か
し
、
A
・
C
・
G
」
H
の
例
の
よ
う
に
、
．

兼
家
の
依
頼
を
、
不
快
に
思
っ
た
例
は
他
に
も
あ
る
。
A
・
C
の
場
合
は
、
仕
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立
物
を
突
き
返
し
て
も
い
る
。
A
は
、
兼
家
の
訪
れ
が
絶
え
、
 
「
か
く
て
数
ふ

れ
ば
、
夜
見
る
こ
と
は
三
十
余
日
、
昼
見
る
こ
と
は
四
十
余
日
に
も
な
り
に
け

り
」
と
い
う
文
の
書
か
れ
る
寸
前
と
い
っ
た
と
き
で
あ
り
、
C
は
、
結
婚
後
初

め
て
元
日
に
兼
家
が
訪
わ
ず
、
近
江
と
の
仲
が
う
わ
さ
さ
れ
、
二
人
の
仲
が
こ

じ
れ
た
と
き
。
G
・
H
も
、
道
綱
の
母
が
広
幡
門
川
に
転
居
し
、
「
夢
の
通
ひ

路
絶
え
て
、
年
暮
れ
は
て
ぬ
」
と
い
う
頃
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
状
況
の
中
で
の

女
の
苦
悩
に
は
ま
る
っ
き
り
目
を
向
け
ず
、
仕
立
物
だ
け
を
ま
わ
し
て
来
る
兼

家
の
無
神
経
さ
が
道
綱
の
母
に
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
…
…

と
て
は
あ
る
も
の
か
。
見
る
に
目
ぐ
る
る
こ
こ
ち
ぞ
す
る
」
と
い
う
作
者
の
心

情
は
理
解
で
き
る
し
、
も
し
持
ち
込
ん
で
来
た
の
が
女
物
で
、
町
の
小
路
の
女

の
料
と
推
測
で
き
る
も
の
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
代
の
人
の

「
あ
な
い
と
ほ
し
。
か
し
こ
に
は
え
つ
か
う
ま
つ
ら
ず
こ
そ
は
あ
ぢ
め
」
と
い

う
反
応
は
、
兼
家
相
手
で
は
全
く
理
解
し
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

 
古
代
の
人
は
、
衣
服
の
仕
立
を
頼
ん
で
来
た
理
由
を
「
か
し
こ
に
は
え
つ
か

う
ま
つ
ら
ず
こ
そ
は
あ
ら
め
」
i
端
的
に
い
え
ば
「
か
し
こ
」
で
は
縫
う
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
判
断
し
、
「
ま
あ
お
気
の
毒
な
」
と
同
情
ま
で

し
て
い
る
。
し
か
し
、
妻
の
側
で
男
の
衣
服
を
縫
う
こ
と
は
、
平
安
時
代
に
ご

く
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
に
も
多
く
の

事
例
が
あ
る
の
だ
し
、
E
で
は
「
め
づ
ら
し
げ
も
な
け
れ
ば
」
と
も
書
か
れ
て

い
る
。
天
延
元
年
（
九
七
三
）
・
二
月
の
記
事
で
、
採
血
に
つ
い
て
、

 
 
…
わ
が
染
め
た
る
と
も
い
は
じ
、
に
ほ
ふ
ば
か
り
の
桜
襲
の
綾
、
文
こ
ぼ

 
 
一
れ
ぬ
ば
か
り
し
て
、
固
文
の
表
袴
つ
や
つ
や
と
し
て
、
は
る
か
に
追
ひ
ち

 
 
ら
し
て
帰
る
を
聞
き
つ
つ
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
下
 
P
三
四
一
）

『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
私
注
 
一
町
の
小
路
の
女
を
め
ぐ
っ
て
一

と
い
う
印
象
的
な
描
写
が
あ
る
が
、
こ
の
装
束
な
ど
染
織
か
ら
仕
立
ま
で
道
綱

の
直
結
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
仕
立
物
を
妻
妾
に
頼
む
こ

と
と
、
自
分
の
邸
で
そ
れ
が
で
き
る
か
で
き
な
い
か
と
は
全
く
関
係
の
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
。
、

，
兼
家
は
藤
原
師
輔
の
三
男
で
、
天
徳
元
年
七
月
当
時
二
十
九
歳
で
少
納
言
で

あ
る
。
帯
解
輔
は
正
二
位
右
大
臣
、
四
月
に
五
十
の
賀
が
祝
わ
れ
た
が
．
『
か
げ

ろ
ふ
の
日
記
」
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
長
兄
直
言
は
三
十
五
歳
で
、
左
近

権
中
将
で
蔵
人
頭
、
春
宮
権
亮
も
兼
ね
て
い
る
。
次
兄
熟
通
は
三
十
三
歳
、
左

少
将
で
近
江
権
介
を
兼
ね
て
い
た
。
兼
家
兄
弟
は
ま
だ
さ
ほ
ど
の
高
位
高
官
に

は
至
っ
て
お
ら
ず
、
五
師
輔
の
権
勢
下
・
庇
護
下
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

三
男
で
あ
る
兼
家
な
ど
、
一
人
立
ち
し
て
邸
宅
を
構
え
て
い
た
か
も
疑
問
で
あ

る
。
兼
家
の
邸
宅
が
一
条
に
あ
っ
た
こ
と
は
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
か
ら
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
師
輔
の
日
記
に
も
、

 
。
下
官
向
一
二
条
宅
一
。
卿
餐
二
次
官
良
書
朝
臣
井
内
舎
人
・
内
竪
・
大
舎
人

 
 
等
噂
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
九
条
殿
記
 
承
平
六
年
十
二
月
十
六
日
）
．

噛
。
奉
コ
為
今
宮
一
、
於
二
東
家
一
、
令
レ
転
コ
読
大
般
若
経
「
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
九
暦
逸
文
 
天
暦
四
年
六
月
十
七
日
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

と
い
う
よ
う
に
、
一
条
宅
、
東
家
の
、
一
条
に
あ
る
二
つ
の
邸
宅
の
名
が
よ
く

出
て
来
る
。
こ
の
東
家
あ
た
り
に
兼
家
が
住
ん
で
い
た
可
能
性
も
強
い
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
父
師
輔
の
政
所
が
兼
家
の
衣
服
な
ど
の
世
話
を
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
に
は
、
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
七
月
の
条
に

 
 
 
七
月
十
余
日
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
世
の
人
の
騒
ぐ
ま
ま
に
、
盆
の
こ

 
 
と
、
年
．
ご
ろ
は
政
所
に
も
の
し
つ
る
も
、
離
れ
や
し
ぬ
ら
む
と
、
あ
は
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ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
き

 
 
れ
、
亡
き
人
も
悲
し
う
思
す
ら
む
か
し
、
し
ば
し
こ
こ
ろ
み
て
、
斎
も
せ

 
 
む
か
し
｛
と
思
ひ
つ
づ
く
る
に
、
涙
の
み
宿
り
暮
ら
す
に
、
例
の
ご
と
調
じ

 
 
て
、
文
添
ひ
て
あ
り
。
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
（
申
 
P
二
三
六
）
，

ま
た
天
禄
三
年
七
月
の
記
に
は
、

 
 
 
七
月
十
余
日
に
な
り
て
、
客
人
帰
り
ぬ
れ
ば
、
な
ご
り
な
う
、
つ
れ
づ

 
 
れ
に
て
、
盆
の
こ
と
の
料
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
嘆
く
人
々
の
い
き
ざ
し
を

 
 
聞
く
も
、
あ
は
れ
に
も
あ
り
、
安
か
ら
ず
も
あ
り
。
四
日
置
例
の
ご
と
調

 
 
じ
て
、
政
所
の
お
く
り
文
添
へ
て
あ
り
。
 
 
 
 
（
下
 
P
三
三
五
）

と
見
え
て
、
兼
家
の
政
所
の
例
年
の
働
き
を
述
べ
て
い
る
。
大
輔
の
家
か
ら
独
立

す
れ
ば
兼
家
邸
に
も
政
所
は
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
い
．
ず
れ
に
し
て
も
、
兼
家
ほ

ど
の
貴
族
が
、
妻
妾
に
衣
の
調
達
を
依
頼
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
兼
家
側
で
は

調
達
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
な
ど
と
同
情
垂
れ
る
い
わ
れ
は
な
か
っ
た
。
ま

し
て
道
士
の
母
に
断
わ
ち
．
れ
て
「
返
し
や
り
つ
る
も
し
る
く
、
こ
こ
か
し
こ
に

な
む
も
て
散
り
て
す
る
と
聞
く
」
-
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
ま
い
。
そ
れ

に
続
く
「
か
し
こ
に
も
、
い
と
情
な
し
と
か
や
あ
ら
む
、
二
十
余
日
お
と
つ
れ

も
な
し
」
の
「
か
し
こ
」
が
三
家
を
指
す
こ
と
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
が
、
 
「

も
て
散
り
て
す
る
」
の
が
皇
家
で
あ
れ
ば
一
「
か
し
こ
に
も
」
の
語
は
浮
い
て

し
ま
う
。
「
か
し
こ
に
も
」
と
説
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
こ
か
ら
は
「

も
て
散
り
て
す
る
」
ま
で
と
主
語
が
異
る
と
読
む
の
が
、
こ
の
構
文
に
即
し
た

理
解
の
は
ず
で
あ
っ
た
。

 
古
代
の
人
の
こ
と
ば
の
，
「
か
し
こ
」
を
町
の
小
路
の
女
の
衣
服
と
解
し
て
み

て
も
、
依
頼
主
が
兼
家
で
あ
る
と
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
こ
幽
と
は
、
前
述
の
論

理
で
も
す
で
に
証
さ
れ
て
い
よ
う
。
町
の
小
路
の
女
は
ゴ
ニ
温
し
き
り
て
見
え

ぬ
時
あ
り
」
 
（
P
一
四
五
～
六
）
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
は
正
規
の

婚
姻
の
手
続
き
を
ふ
ん
で
い
た
と
見
て
よ
い
。
そ
し
て
並
家
の
立
ち
会
い
の
も

と
に
男
子
を
出
産
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
兼
家
の
妻
妾
と
し
て
り
っ
ぱ
に
認
知

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
旧
師
輔
の
政
所
も
利
用
で
き
る
。
町
の
小
路
の
女

に
衣
服
を
贈
「
ろ
う
と
思
っ
た
と
し
て
も
、
仕
立
を
道
綱
の
母
に
頼
む
必
要
は
な

い
。
ま
た
女
物
の
仕
立
を
頼
ま
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
贈
り
先
の
裁
縫
の
能

力
の
有
無
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
。
贈
り
先
で
は
自
分
の
衣
服
き
え
縫
え
な

い
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
同
情
す
る
な
ど
、
常
識
か
ら
外
れ
て
い
る
と
し
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。

 
結
局
、
こ
の
仕
立
物
の
依
頼
者
ば
兼
家
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
で
は

誰
か
。
対
訳
日
本
古
典
新
書
が
、
古
代
の
人
の
言
辞
中
の
〃
か
し
こ
”
に
「
現

在
並
家
が
通
っ
て
い
る
町
の
小
路
の
女
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
当
時
夫
の
衣
服

は
妻
の
方
で
準
備
す
る
。
そ
れ
を
作
者
の
と
こ
ろ
へ
頼
ん
だ
の
は
、
作
者
の
家

は
裁
縫
が
上
手
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
注
し
て
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
こ

と
だ
が
、
道
綱
の
母
に
仕
立
物
を
頼
ん
で
来
た
の
は
、
町
の
小
路
の
女
以
外
に

は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
二
 
 
 
 
。
．
、

 
町
の
小
路
の
女
の
素
姓
に
つ
い
て
は
、
彼
女
の
零
落
を
記
む
た
あ
の
有
名
な

文
の
中
に
道
綱
の
母
が
書
い
て
い
る
以
外
の
資
料
は
な
い
。
他
に
考
察
し
た
い

こ
と
も
あ
る
の
で
、
そ
の
段
全
体
を
引
い
て
み
よ
う
。

 
 
 
か
う
や
う
な
る
ほ
ど
に
、
か
の
め
で
た
き
と
こ
ろ
に
は
、
子
産
み
て
し

 
 
よ
り
、
す
さ
ま
じ
げ
に
な
り
に
た
べ
か
め
れ
ば
、
人
皇
か
り
し
心
思
ひ
し

 
 
や
う
は
、
命
は
あ
ら
せ
て
、
わ
が
思
ふ
や
う
に
、
お
し
か
へ
し
も
の
を
思
は

 
 
せ
ば
や
と
思
ひ
し
を
、
さ
や
う
に
な
り
に
し
は
て
は
て
は
、
産
み
の
の
し

 
 
 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
み
こ
お
と
し
だ
ね

 
 
り
し
子
さ
へ
死
亙
る
も
の
か
。
孫
王
の
、
ひ
が
み
た
り
し
皇
子
の
落
胤
な
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り
。
い
ふ
か
ひ
な
く
わ
ろ
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
た
だ
こ
の
ご
ろ
の
知
ら

 
 
ぬ
人
の
も
て
騒
ぎ
つ
る
に
か
か
り
て
あ
り
つ
る
を
、
に
は
か
に
か
く
な
り

 
 
ぬ
れ
ば
、
い
か
な
る
心
ち
か
し
け
む
。
わ
が
思
ふ
に
は
い
ま
す
こ
し
う
ち

 
 
ま
さ
り
て
嘆
く
ら
む
と
思
ふ
に
、
い
ま
ぞ
胸
は
あ
き
た
る
。
い
ま
ぞ
例
の

 
 
と
こ
ろ
に
う
ち
払
ぴ
て
な
ど
聞
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
上
 
P
一
五
〇
）

 
「
孫
王
の
ひ
が
み
た
り
し
皇
子
の
落
胤
な
り
」
の
解
釈
に
は
い
く
つ
も
の
説

 
 
 
 
 
 
 
 
 
八
5
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
）

が
あ
る
が
、
遠
藤
和
彦
氏
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
、
上
村
悦
子
氏
が
そ
れ
を
是
と

さ
れ
、
全
集
・
全
評
解
・
新
注
釈
・
対
訳
日
本
古
典
新
書
な
ど
最
近
の
注
釈
書

の
解
の
多
く
が
一
致
し
て
も
い
る
よ
う
に
、
」
町
の
小
路
の
女
の
素
姓
の
説
明

■
で
、
町
の
小
路
の
女
が
「
孫
王
」
で
あ
っ
て
、
も
う
少
し
説
明
を
加
え
れ
ば
「

ひ
が
み
た
り
し
皇
子
の
落
胤
」
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
「
ひ
が
み
た

り
し
皇
子
」
は
、
「
嫡
出
で
は
な
い
皇
子
」
 
（
全
集
）
の
よ
う
な
解
が
多
い
も

の
の
、
嫡
出
と
い
う
語
は
平
安
時
代
の
婚
姻
制
度
に
は
な
じ
ま
な
い
。
・
心
の
ひ

ね
く
れ
た
、
つ
ま
り
は
世
間
か
ら
正
当
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
す
ね
者

の
親
王
と
い
う
よ
ヶ
な
意
味
で
あ
る
。
「
落
胤
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な

親
王
が
身
分
の
い
や
し
い
女
と
の
一
時
的
な
愛
に
よ
っ
て
生
ま
せ
た
の
が
、
町

の
小
路
の
女
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
出
産
後
、
町
の
小
路
の
女
へ
の
兼
家
の
愛
情
は
急
激
に
衰
え
た
と
い
㌧
つ
。
彼

女
の
出
産
は
「
夏
に
も
な
り
ぬ
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
天
徳
元
年
の

四
、
五
月
頃
で
あ
ろ
う
か
。
出
産
後
の
産
養
な
ど
は
兼
家
が
盛
大
に
催
し
た
で

あ
ろ
う
し
、
仕
立
物
依
頼
の
記
事
の
あ
る
七
月
の
頃
が
、
町
の
小
路
の
女
と
十

島
と
の
間
に
大
き
な
ひ
び
の
入
り
は
じ
め
た
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
ん
な
頃
、
．

折
し
も
相
撲
の
節
の
頃
で
あ
り
、
-
町
の
小
路
の
女
は
兼
家
に
衣
服
を
贈
る
こ
と

「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
私
注
 
一
町
の
小
路
の
女
を
め
ぐ
っ
て
一

を
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
町
の
小
路
の
女
が
経
済
的
に
恵
ま
れ
ぬ
家
庭
に
育
つ
売
こ
と
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん

に
・
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
き
ち
ん
と
し
た
教
養
も
し
つ
け
も
身
に
つ
け
て
も
ら

っ
て
は
い
ず
、
気
の
利
い
た
侍
女
も
、
染
織
・
裁
縫
と
い
っ
た
技
術
の
巧
み

な
侍
女
も
側
に
い
な
か
っ
た
ろ
う
こ
と
も
、
想
像
に
か
た
く
な
い
。
三
綱
の
母

に
仕
立
を
頼
ん
だ
の
も
、
道
綱
の
母
の
家
が
裁
縫
上
手
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
以

上
に
、
気
の
利
い
た
衣
服
を
上
家
に
贈
る
に
は
、
自
分
の
周
辺
で
は
ど
う
に
も

な
ら
ず
、
そ
う
す
る
よ
り
他
に
方
法
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
道
綱
の
母

は
、
自
分
よ
．
り
先
に
兼
家
と
結
婚
し
て
い
た
時
評
に
つ
い
て
「
文
な
ど
通
ふ
こ

と
あ
り
け
れ
ば
」
 
（
P
一
三
九
）
と
書
い
て
い
る
。
結
婚
し
た
翌
々
年
天
暦
十

年
（
九
五
六
）
の
五
月
の
記
事
の
中
の
文
で
、
結
婚
し
て
そ
う
時
の
経
た
な
い

頃
か
ら
二
人
の
間
に
文
通
が
何
回
も
あ
・
つ
た
の
で
あ
る
。
二
人
の
歌
の
贈
答
は

日
記
に
も
何
回
か
出
て
来
る
。
町
の
小
路
の
女
が
兼
家
と
結
婚
し
た
の
は
天
暦

九
年
十
月
下
旬
で
、
「
天
徳
元
年
七
月
ま
で
に
二
年
近
い
時
間
が
経
過
し
て
い

る
。
町
の
小
路
の
女
と
道
者
の
母
と
の
間
に
す
で
に
何
ら
か
の
交
渉
も
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
兼
家
の
衣
服
の
仕
立
．
を
頼
む
と
い
う
の
は
、
何
と

い
っ
て
も
思
い
切
っ
た
行
為
で
は
あ
っ
た
。
ど
ん
な
に
丁
重
に
頼
ま
れ
て
も
、

道
綱
の
母
が
驚
き
呆
れ
、
「
見
る
に
誘
く
る
る
こ
こ
ち
ぞ
す
る
」
と
い
う
の
は

当
然
で
あ
っ
た
。
母
は
「
古
代
の
人
」
・
と
い
わ
れ
、
兼
家
の
求
婚
の
と
き
も
そ

う
で
あ
っ
た
が
、
間
に
立
っ
て
、
相
手
の
立
場
を
も
考
え
プ
つ
る
性
質
の
人
で
あ

る
。
「
あ
な
い
と
ほ
し
。
か
し
こ
に
は
え
つ
か
う
ま
つ
ら
ず
こ
そ
は
あ
ら
め
」

一
〃
ま
あ
お
気
の
毒
な
．
あ
ち
ら
で
は
し
て
さ
し
あ
げ
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ

う
ね
”
と
い
う
反
応
も
、
ま
た
当
然
と
い
え
よ
う
。
侍
女
達
も
町
の
小
路
の
女
側

の
能
力
の
無
さ
を
見
抜
い
て
い
た
。
「
な
ま
心
あ
る
人
な
ど
さ
し
集
り
て
」
と

（29）

ノ



い
う
の
は
地
の
文
で
、
道
綱
の
母
の
侍
女
達
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
す
ず

ろ
は
し
や
」
「
え
せ
で
」
「
わ
う
か
ら
む
を
だ
に
こ
そ
聞
か
め
」
1
〃
む
か

む
か
し
て
く
る
わ
ね
”
〃
で
き
も
し
な
い
で
”
〃
（
こ
の
ま
ま
突
き
返
し
）
へ

た
に
仕
立
て
て
笑
わ
れ
る
の
だ
け
で
も
聞
い
て
や
り
ま
し
ょ
う
よ
”
な
ど
と
言

い
定
め
た
の
も
、
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
わ
う
か
ら
む
を
だ
に
こ
そ

聞
か
め
」
の
解
釈
に
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
り
、
注
釈
書
一
冊
ご
と
に
微
妙
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
が
見
ら
れ
る
ほ
ど
だ
が
、
大
別
し
て
、

 
A
 
こ
の
ま
ま
返
し
て
や
る
と
、
さ
ぞ
か
し
悪
口
を
い
う
だ
ろ
う
が
、
せ
い

 
 
ぜ
い
そ
の
悪
口
だ
け
で
も
聞
い
て
や
り
ま
し
ょ
う
よ
。
 
（
全
集
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
B
 
 
（
こ
ち
ら
で
仕
立
て
る
と
）
、
せ
い
ぜ
い
あ
ら
を
探
し
て
悪
口
を
聞
か

 
 
さ
れ
る
の
が
お
ち
で
す
。

 
 
（
注
解
。
全
注
釈
・
全
訳
注
・
講
談
社
文
庫
・
対
訳
日
本
古
典
新
書
も
こ

 
 
れ
に
近
い
）

 
α
 
仕
立
て
も
上
手
に
で
き
な
い
で
困
っ
て
い
る
噂
で
も
聞
こ
う
よ
。
 
（
全

 
 
講
、
全
評
解
も
こ
れ
に
近
い
）

 
 

 
C
 
あ
ち
ら
で
よ
う
縫
わ
な
い
で
不
体
裁
で
困
り
ま
し
よ
う
様
子
で
も
聞
い

 
 
て
み
ま
し
よ
う
よ
。
 
（
抄
）

 
D
 
 
（
あ
ち
ら
様
で
）
 
『
私
の
方
で
仕
立
て
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
が

 
 
…
…
』
と
い
う
弁
解
で
も
聞
く
の
が
お
ち
だ
。
 
（
新
注
釈
。
た
だ
し
こ
れ

 
 
は
、
 
「
え
せ
で
わ
う
か
り
な
む
」
で
一
ま
と
め
に
し
て
解
し
て
い
る
）

の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。
日
記
の
文
は
「
な
ど
さ
だ
め
て
、
返
し
や
り
つ
る
も
し

る
く
、
こ
こ
か
し
こ
に
…
」
と
続
い
て
い
る
。
「
こ
こ
か
し
こ
に
な
む
毛
て
散

り
て
す
る
（
と
聞
く
）
」
こ
と
が
、
返
し
て
や
っ
た
と
こ
ろ
〃
案
の
定
”
〃
思

っ
た
と
お
り
”
と
い
う
文
の
後
に
続
く
の
だ
か
ら
、
A
軌
B
・
D
の
よ
う
な
解

釈
で
は
う
ま
く
続
か
な
い
し
、
，
「
か
し
こ
」
が
町
の
小
路
の
女
で
あ
り
、
そ
ち

ら
の
無
能
力
さ
を
見
抜
き
、
の
の
し
っ
て
い
る
侍
女
の
態
度
を
考
え
合
わ
せ
れ

ば
、
C
系
統
の
解
が
も
っ
と
も
妥
当
性
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
仕
立
物
の
依
頼
者
を
町
の
小
路
の
女
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
、
こ
の
仕
立
物
依
頼
の
段
は
、
語
法
面
で
も
心
理
面
で
も
矛
盾
な
く
読
み
解

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
こ
で
初
め
て
、
町
の
小
路
の
女
が
道
綱
の
母
の
前

に
素
顔
の
一
部
を
さ
ら
け
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
解
釈

で
は
、
町
の
小
路
の
女
は
常
に
兼
家
の
言
動
の
背
後
に
あ
り
、
伝
聞
の
向
う
側

に
あ
っ
た
。
出
産
を
控
え
て
、
兼
家
と
同
車
し
て
鼻
綱
の
母
宅
の
前
層
通
っ
た
一

こ
と
が
、
道
綱
の
母
、
ひ
い
て
は
読
者
の
目
の
前
に
も
っ
と
も
近
く
追
っ
て
来

た
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
も
、
町
の
小
路
の
女
の
こ
と
ば
が
聞
か
れ
た

り
、
そ
の
思
い
が
伝
え
ら
れ
た
り
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
女
と
道
綱
の
母
と
の
．

間
に
通
り
一
遍
の
文
通
位
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
者
は
そ
れ
を
記
し

て
は
い
な
い
。
こ
こ
で
初
め
て
、
彼
女
は
読
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
前
に
も
、
む

き
出
し
の
姿
を
見
せ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
．
何
と
い
っ
て
も
ラ
イ
バ
ル
の

一
人
で
あ
る
道
綱
の
母
に
身
を
低
く
し
て
仕
立
物
を
頼
む
の
だ
か
ら
、
せ
っ
ぱ

つ
ま
っ
て
の
行
動
で
あ
っ
た
。
思
慮
分
別
の
あ
る
行
動
だ
と
は
け
っ
し
て
い
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
季
節
の
着
物
を
愛
す
る
人
の
た
め
に
縫
う
才
覚
も
能
力
の
あ

る
侍
女
も
持
た
ず
、
思
い
あ
ま
っ
て
、
自
分
を
恨
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
道
綱

の
母
に
頼
ろ
う
と
す
る
、
愚
鈍
さ
・
誠
実
さ
・
善
良
さ
を
あ
わ
せ
も
っ
た
女

の
、
こ
っ
け
い
な
ま
で
の
愛
の
一
途
さ
が
、
眼
前
に
突
き
出
さ
れ
た
よ
う
な
、

そ
ん
な
行
為
で
あ
っ
た
q
 
「
こ
れ
せ
さ
せ
給
へ
」
と
頼
ん
で
き
た
の
は
「
古
き

 
き
ぬ
 （

衣
）
」
と
「
新
し
き
（
衣
）
」
と
で
あ
っ
た
。
古
き
衣
の
仕
立
直
し
は
、
町

（30）



 
の
小
路
の
女
の
経
済
事
情
も
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
古
き
衣
は
、

 
女
の
母
が
大
切
に
し
て
い
た
父
親
王
の
形
見
の
着
衣
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き

 
い
だ
ろ
う
。
そ
う
見
る
と
、
新
し
き
衣
だ
け
で
は
な
く
、
古
き
衣
を
添
え
た
と

 
こ
ろ
に
も
、
町
の
小
路
の
女
の
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
と
読
め
そ
う
で
あ
る
。

 
 
こ
の
町
の
小
路
の
女
の
一
途
さ
は
道
綱
の
母
に
も
伝
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
出

 
過
ぎ
た
と
も
、
図
々
し
い
と
も
、
お
ろ
か
だ
と
も
受
け
取
っ
て
、
そ
の
ど
れ
に

 
も
た
ま
ら
な
い
嫌
悪
感
を
覚
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
兼
家
へ
の
愛
の
し
た

 
た
か
さ
に
ひ
る
み
、
あ
る
種
の
怖
れ
や
ね
た
み
を
覚
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ

 
の
あ
た
り
の
詮
索
は
ど
う
並
べ
た
て
た
と
こ
ろ
で
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は

 
な
い
が
、
こ
の
町
の
小
路
の
女
の
文
に
接
し
た
と
き
の
道
綱
の
母
の
心
の
動
揺

 
が
、
町
の
小
路
の
女
に
対
す
る
憎
悪
の
情
を
い
っ
そ
う
か
き
た
て
た
こ
と
だ
け

 
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
三

 
 
こ
の
町
の
小
路
の
女
に
対
す
る
達
子
の
母
の
激
し
い
憎
悪
の
情
が
あ
か
ら
さ

 
ま
に
表
白
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
先
に
掲
げ
た
「
か
う
や
う
な
る
ほ
ど
に
、
か

 
の
め
で
た
き
と
こ
ろ
に
は
」
で
始
ま
る
文
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
兼
家

 
の
愛
を
失
い
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
さ
え
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
女
に
、
追
い
討
ち

，
を
か
け
る
よ
う
に
浴
び
せ
か
け
る
憎
悪
と
快
哉
の
叫
び
は
、
時
と
し
て
読
む
人

 
の
眉
を
ひ
そ
め
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
日
記
を
読
み
進
め
て
こ
の
段

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
）

・
 
に
い
た
る
と
、
ま
ず
引
っ
か
か
る
の
は
、
西
尾
光
雄
氏
の
指
摘
し
て
お
ら
れ
る

 
助
動
詞
「
き
」
の
多
用
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
 
日
本
古
典
文
学
全
集
は
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
の
上
巻
を
二
十
八
の
節
に
分

 
け
て
い
る
。
日
記
上
巻
に
お
け
る
「
き
」
の
使
用
状
況
を
概
観
す
る
た
め
に
、

 
「
き
」
の
使
わ
れ
て
い
る
場
所
を
、
地
の
文
、
・
会
話
文
、
心
内
話
文
、
和
歌
に
分

『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
私
注
 
i
町
の
小
路
の
女
を
め
ぐ
っ
て
一

9

け
て
、

る
。

節
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
句
数
を
表
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な

節

行
旧

地

鐘
胡

      九八七六五四三ニー五四三ニー○

二二八八一五二七三三三二四一一
〇八八三五二六八○八六九．九八一

二三二〇七〇〇五一〇〇〇〇二二
○一一〇〇〇〇二〇〇'○○○○○

ooooooooooooooo
和
歌○○一四〇二〇三二〇〇〇〇〇〇

難
行
数

八七ホ五四三ニー〇九八七六

 六六六三一二三二八二二九
四一四四三四九五三三七五七

地

会話

心内

○一四〇一〇〇三〇二〇二六

○〇二〇〇〇〇〇”ニー○一〇

ooooooo-ooooo

計
三
三
号
三
δ
＝

和
歌○○○〇二〇〇〇一一〇二二

ゴ
ニ

 
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
は
後
年
の
回
想
記
で
、
特
に
上
巻
に
は
そ
の
性
格
は
'

強
い
が
、
過
去
形
で
語
る
の
で
は
な
く
、
通
常
は
現
在
形
を
用
い
て
文
を
綴
っ

て
い
る
。
今
問
題
に
し
た
い
の
は
地
の
文
で
の
用
法
だ
が
、
「
き
」
は
序
と
兼

家
の
求
婚
の
段
に
少
し
使
わ
れ
て
か
ら
は
十
ペ
ー
ジ
以
上
も
姿
を
見
せ
な
い
。

町
の
小
路
の
女
の
零
落
を
記
し
た
の
は
＝
節
で
、
こ
こ
と
母
の
死
を
描
い
た

一
六
節
で
の
使
用
数
の
多
さ
1
特
に
こ
の
一
一
節
で
の
使
用
度
の
高
さ
が
目

（ 31 ）



に
つ
く
。
和
歌
で
の
使
用
数
の
多
い
の
は
、
長
歌
の
贈
答
の
部
分
で
あ
る
。

 
中
・
下
巻
に
ま
で
目
を
通
し
て
み
て
遇
、
養
女
を
迎
え
よ
う
と
い
う
く
だ
ヶ

で
、
兼
家
が
源
兼
忠
の
女
に
通
っ
て
い
た
頃
の
こ
と
を
〃
そ
う
そ
う
、
そ
ん
な

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
”
と
何
か
な
つ
か
し
げ
に
語
る
愚
母
の
母
の
会
話
中
の
使

用
率
の
高
さ
（
二
四
行
中
一
六
例
と
三
家
の
こ
と
ば
の
引
用
中
の
一
例
）
が
注

目
さ
れ
、
過
去
の
助
動
詞
を
基
調
と
し
て
あ
か
し
日
を
語
る
と
い
う
へ
日
記
文

学
の
文
体
の
今
一
つ
の
可
能
性
に
つ
い
て
ま
で
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
が
、
地

の
文
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
上
巻
の
一
一
ほ
ど
助
動
詞
「
き
」
が
多
数
連
続
使
用

さ
れ
て
い
る
例
は
な
い
。
一
一
節
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
記
の
叙
述
と
は
違
っ
て

過
去
の
助
動
詞
「
き
」
を
基
調
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。

 
母
の
死
を
記
し
た
一
六
節
で
は
、
母
の
死
そ
の
も
の
を
、
過
去
の
助
動
詞

「
き
」
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。

 
。
…
今
日
、
み
な
出
で
立
つ
日
に
な
り
ぬ
。
来
し
時
は
、
膝
に
臥
し
た
ま
へ

 
 
り
し
人
を
 
い
か
で
か
安
ら
か
に
と
思
ひ
つ
つ
、
わ
が
身
は
汗
に
な
り
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
砂

 
 
つ
、
さ
り
之
も
と
思
ふ
心
そ
ひ
て
、
た
の
も
し
か
り
き
。
こ
た
み
は
、
い

 
 
と
安
ら
か
に
て
…
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
一
六
九
）

 
。
さ
て
、
寺
へ
減
せ
し
と
き
、
か
う
取
り
乱
り
し
物
ど
も
、
F
つ
れ
づ
れ
な
る

 
 
ま
ま
に
し
た
た
む
れ
ば
、
明
け
暮
れ
取
り
使
ひ
し
物
の
具
な
ど
も
、
ま
た

 
 
書
き
お
き
た
る
文
な
ど
見
る
に
、
絶
え
い
る
こ
こ
ち
ぞ
す
る
泊
弱
ぐ
な
り

 
 
た
ま
ひ
U
時
、
忌
む
こ
と
受
け
た
ま
ひ
U
日
、
あ
る
大
徳
の
袈
裟
を
ひ
き

 
 
か
け
た
り
し
ま
ま
に
、
や
が
て
臓
ら
ひ
に
し
か
ば
、
も
の
の
中
よ
り
い
ま

 
 
ぞ
見
つ
け
た
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
一
七
〇
）

 
後
の
例
は
、
地
の
文
で
の
「
き
」
の
連
続
使
用
と
い
う
点
で
日
記
中
唯
一
町

の
小
路
の
女
の
零
落
の
段
と
肩
を
並
べ
る
部
分
で
あ
る
。
ζ
こ
で
は
、
母
を
喪

 
っ
て
し
ま
っ
た
悲
し
み
の
今
を
基
点
と
し
て
、
母
の
生
き
て
い
た
時
の
こ
と
が

 
語
ら
れ
て
い
る
。
生
々
し
く
よ
み
が
え
っ
て
は
来
て
も
、
確
実
に
過
ぎ
去
っ

 
た
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
過
去
で
あ
っ
た
。

 
-
 
か
く
あ
り
し
時
過
ぎ
て
、
世
の
中
に
い
と
も
の
は
か
な
く
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
 
 
 
 
（
P
＝
一
五
）

・
と
い
う
書
出
し
に
し
て
も
、

 
 
 
過
ぎ
に
し
年
月
ご
ろ
の
こ
と
も
お
．
ぼ
っ
か
な
か
り
け
れ
ば
…
…
（
同
前
）

 
に
し
て
も
 
本
題
に
入
る
と
き
の
、

 
 
 
さ
て
、
あ
へ
な
か
り
し
す
き
ご
と
ど
も
の
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
P
一
二
六
）

 
に
し
て
も
、
「
か
く
あ
り
し
」
「
過
ぎ
に
し
」
「
あ
へ
な
か
り
し
」
と
感
じ
て

 
い
る
今
は
、
前
の
母
の
死
の
文
の
と
き
と
は
異
っ
て
、
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』

 
の
執
筆
・
時
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
過
ぎ
去
っ
た
も
の
・
こ
と
と
し
て

 
認
識
す
る
今
に
は
、
時
間
的
に
か
な
り
の
幅
が
あ
る
の
だ
が
、
執
筆
時
の
作
者

 
の
思
い
を
た
ど
る
た
め
に
は
、
後
者
の
よ
う
な
用
法
の
方
が
参
考
に
な
る
。
現

 
在
形
を
中
心
に
し
て
作
品
を
綴
っ
て
い
る
中
で
、
と
り
わ
け
て
そ
こ
に
過
去
形

 
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
回
想
の
世
界
の
中
で
そ
の
事
柄
や
思
い
を
過
ぎ
去
っ
た

 
も
の
と
し
て
把
え
る
意
識
が
特
に
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
、

 
 
町
の
小
路
の
女
の
零
落
を
記
す
段
は
「
人
憎
か
り
し
卒
倒
ひ
し
ゃ
う
は
・
．
芦
．

 
と
思
ひ
し
」
と
執
筆
時
を
基
点
と
し
て
の
「
き
」
を
」
用
い
て
本
題
に
入
っ
て
い

 
る
。
柿
本
奨
氏
は
全
注
釈
の
中
で
、
〃
す
さ
ま
じ
い
本
属
の
叙
述
は
、
ヒ
ュ
ー

 
マ
ニ
ズ
ム
以
前
匙
思
い
た
く
な
る
ほ
ど
で
、
そ
れ
に
わ
ず
か
に
救
い
と
な
っ
て

 
い
る
一
つ
の
こ
と
は
、
執
筆
時
現
在
の
作
者
に
と
っ
て
、
も
は
や
無
関
係
に
な

 
つ
た
遠
い
過
去
の
事
で
あ
る
こ
と
、
他
の
一
つ
は
、
当
時
の
お
の
が
心
を
「
人

（32）



憎
か
り
し
心
」
と
み
ず
か
ら
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
”
と
い
わ
れ
る
。
執
筆

時
の
道
綱
の
母
は
、
「
命
は
あ
ら
せ
て
、
わ
が
思
ふ
や
う
に
、
お
し
か
へ
し
物

を
思
は
せ
ば
や
」
と
い
う
あ
り
し
日
の
思
い
が
、
・
人
を
憎
悪
す
る
あ
ま
り
の
、

意
地
悪
な
、
他
人
か
ら
は
さ
ぞ
憎
ら
し
げ
な
も
の
に
見
え
た
に
違
い
な
い
、
そ

ん
な
心
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
承
知
し
、
読
者
に
も
断
り
書

き
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
思
い
も
、
町
の
小
路
の
女
に
か
か
わ
る
一

切
の
事
柄
も
、
み
な
過
ぎ
去
っ
た
、
現
在
と
は
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
把

握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
仕
立
物
の
依
頼
の
段
の
中
で
、
「
な
ま

心
あ
る
人
な
ど
さ
し
集
り
て
」
を
会
話
文
か
ち
外
し
て
地
の
文
と
し
て
解
し

た
。
こ
う
解
す
る
の
は
、
注
解
・
新
注
釈
・
全
注
釈
・
全
評
解
・
全
訳
甘
い
対

訳
な
ど
も
同
じ
で
、
一
応
主
流
に
立
つ
解
と
し
て
詳
論
は
避
け
た
の
だ
が
、
集

ま
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
町
の
小
路
の
女
へ
の
悪
口
を
述
べ
た
て
る
わ
が
家
の
侍
女

 
 
 
ヘ
 
 
へ

達
を
「
な
ま
心
あ
る
人
」
と
弁
解
的
に
表
現
す
る
だ
け
の
ゆ
と
り
を
執
筆
時
の

三
綱
の
母
は
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
度
を
越
し
た
感
情
で
、
人
か
ら
は
憎
々

し
げ
に
見
え
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
と
に
か
く
忠
実
に
あ
り
し
日
の
思

い
を
あ
っ
た
ま
ま
に
書
い
て
み
よ
う
、
と
い
う
態
度
と
方
法
が
、
町
の
小
路
の

女
に
か
か
わ
る
文
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の

上
ま
で
書
き
日
詑
し
て
、
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
も
あ
り
な
む
」
と
い
う
序
の
決

意
に
通
じ
、
記
述
し
た
夢
の
自
分
の
判
断
は
示
さ
ず
「
こ
れ
も
悪
し
善
し
も
知

ら
ね
ど
、
か
く
記
し
お
く
や
う
は
、
か
か
る
身
の
果
て
を
見
聞
か
む
人
、
夢
を

も
仏
を
も
用
み
る
べ
し
や
、
用
み
る
ま
じ
ゃ
と
、
定
め
よ
と
な
り
」
 
（
申
 
P
二

五
六
）
と
、
あ
り
の
ま
ま
に
示
す
だ
け
で
判
断
は
読
者
に
ゆ
だ
ね
る
方
法
に
も

通
う
も
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
町
の
小
路
の
女
の
零
落
を
語
る
段
で
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
に
も

≒
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
私
注
 
1
町
の
小
路
の
女
を
め
ぐ
っ
て
一

か
か
わ
ら
ず
、
・
作
者
の
思
い
と
筆
は
、
た
ち
ま
ち
に
女
へ
の
憎
悪
の
中
に
の
め

り
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
執
筆
時
か
ら
は
過
去
の
、
今
と
は
断
ち
切

れ
た
も
の
と
し
て
描
き
は
じ
め
た
町
の
小
路
の
女
へ
の
思
い
と
記
述
は
、
「
い

ま
ぞ
胸
は
あ
き
た
る
」
で
一
ま
ず
結
ば
れ
る
。
こ
の
「
い
岐
」
と
は
、
町
の
小

路
の
女
の
、
兼
家
の
愛
を
失
い
子
ど
も
を
亡
く
し
た
悲
嘆
を
知
っ
た
今
で
あ
る

と
同
時
に
、
執
筆
時
の
今
で
も
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
 
「
…
…
嘆
く

ら
む
と
思
ふ
に
ぞ
、
胸
は
あ
き
し
か
」
な
ど
と
道
綱
の
母
は
書
き
は
し
な
い
。

過
去
の
助
動
詞
「
き
」
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
彼
女
は
そ
の
日
の
感
情
を
今
に

よ
み
が
え
ら
せ
、
憎
悪
の
情
を
ほ
し
い
ま
ま
に
ほ
と
ば
し
ら
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
だ
け
町
の
小
路
の
女
と
対
峙
し
て
い
た
と
き
の
道
綱
の
母
の
苦
し
み

と
憎
し
み
の
情
の
強
さ
が
あ
ら
た
め
て
思
い
知
ら
せ
れ
る
。
仕
立
物
の
段
の
解

き
難
さ
は
、
お
そ
ら
く
は
わ
れ
わ
れ
の
側
の
責
任
で
あ
ろ
う
。
敬
語
法
を
お
の

が
も
の
と
し
、
・
貴
族
の
衣
服
調
達
の
実
情
を
よ
く
知
っ
て
い
た
当
時
の
読
者
に

と
っ
て
は
、
主
語
は
明
記
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
仕
立
物
依
頼
主
が
誰
か
は
す

、
ぐ
わ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
町
の
小
路
の
女
の
零
落
を
語
っ
た
こ
の

段
で
は
h
ひ
が
み
た
り
し
皇
子
の
落
胤
な
り
」
に
し
て
も
、
「
い
ふ
か
ひ
な
く

わ
ろ
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」
に
し
て
も
「
た
だ
こ
の
ご
ろ
の
知
ら
ぬ
人
の
も
て

騒
ぎ
つ
る
に
か
か
り
て
あ
り
つ
る
を
」
に
し
て
も
、
き
わ
め
て
主
観
的
な
叙
述

で
あ
り
、
そ
の
難
解
さ
は
、
当
時
の
読
者
に
も
免
れ
え
な
か
っ
た
・
ろ
う
。
つ
と

め
て
客
観
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
と
、
感
情
に
の
め
り
込
ん
で
い
く
主
体
と

が
表
わ
れ
た
章
段
と
し
て
も
興
味
深
い
。
「
蜻
蛉
日
記
の
文
体
構
造
の
基
底
と

し
て
、
客
観
性
と
主
観
性
と
の
矛
盾
相
剋
、
殊
に
客
観
化
に
跨
り
つ
く
主
観
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）

牽
引
力
」
を
指
摘
さ
れ
た
木
村
正
中
氏
の
三
論
が
想
起
さ
れ
る
。

 
そ
れ
に
し
て
も
、
町
の
小
路
の
女
へ
の
道
導
の
母
の
憎
悪
は
す
さ
ま
じ
か
つ

ノ

（33）



＼

 
 
 
 
 
（
9
）

た
。
上
村
悦
子
氏
は
、
「
執
筆
時
既
に
零
落
し
、
お
そ
ら
く
そ
の
消
息
も
不
明

で
あ
る
町
小
路
女
を
こ
れ
程
烈
し
く
鞭
っ
た
筆
勢
は
当
の
町
小
路
女
自
身
よ
り

も
む
し
ろ
表
面
に
は
出
し
得
な
い
時
姫
や
近
江
に
対
す
る
作
者
の
苦
悩
・
響
情

の
ひ
そ
か
な
発
散
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
、
無
意
識
的
に
そ

の
よ
う
な
発
散
の
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
お
か
つ
、
町
の

小
路
の
女
へ
の
憎
悪
自
体
の
激
烈
さ
も
否
定
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
激
情

の
よ
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
を
考
え
る
上
で
も
、
仕
立
物
依
頼
の
段
は
今
後
と
も

さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
「

注
1
 
以
下
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
の
本
文
の
引
用
は
、
木
村
正
中
・
伊
牟
田

 
 
経
久
両
氏
校
注
の
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
る
。
た
だ
し
多
く
の
場
合

 
 
ル
ビ
は
省
か
せ
て
い
た
だ
い
た
σ

 
2
 
た
と
え
ば
、
川
嶋
明
子
氏
 
蜻
蛉
日
記
に
お
け
る
不
幸
の
変
容
i
成
立

 
 
を
探
る
一
つ
の
手
が
か
り
i
（
国
語
国
文
研
究
 
三
三
 
昭
和
4
1
・
3
）

 
 
．
松
原
一
義
氏
 
 
『
蜻
蛉
日
記
」
の
原
初
形
態
1
「
幸
せ
の
記
」
の
想
定
i

 
 
（
国
語
と
国
文
学
 
昭
和
5
1
・
8
）
な
ど
。

 
3
 
糊
慨
国
文
注
釈
全
書
本
に
よ
り
、
句
読
点
・
濁
点
を
付
し
た
。

 
4
 
大
日
本
古
記
録
『
九
三
」
で
は
、
「
東
家
」
に
「
東
一
条
」
と
注
記
し

 
 
て
い
る
。

 
ヲ
 
蜻
蛉
日
記
に
見
え
る
町
の
小
路
の
女
の
素
性
に
つ
い
て
（
平
安
文
学
研

 
 
究
 
四
二
 
昭
和
4
4
・
6
）

 
6
 
 
『
蜻
蛉
日
記
の
研
究
』
 
P
四
九
六
。

 
7
 
『
日
本
文
章
史
の
研
究
 
中
古
篇
』
 
P
一
四
八
。

 
8
 
蜻
蛉
日
記
の
文
体
構
造
と
本
文
批
判
（
国
語
と
国
文
学
昭
和
3
5
・
3
）

・
9
 
注
6
に
同
じ
。
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