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唱
導
文
学
と
い
ふ
語
は
、
単
な
る
「
唱
導
」
の
「
文
学
」
と
言
ふ
事
で
な
く
、

多
少
熟
語
と
し
て
の
偏
傾
を
持
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
事
実
に
お
い
て
、
唱

導
文
学
は
、
説
経
文
学
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国

民
族
文
学
の
上
に
は
、
特
に
説
経
と
称
す
る
も
の
が
あ
り
、
又
其
が
唱
導
文

学
の
最
大
な
る
部
分
に
も
な
つ
て
ゐ
る
。
だ
が
、
そ
の
語
自
身
、
あ
ま
り
特

殊
な
宗
教
　
　
仏
教
　
　
的
主
題
を
含
ん
で
ゐ
る
為
、
其
便
利
な
用
語
例
を

避
け
て
、
わ
ざ
〳
〵
、
選
ん
だ
字
面
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
其
れ
が
今
日
で

は
、
既
に
多
少
普
遍
化
し
て
来
て
、
又
語
ら
ざ
る
に
、
却
て
仏
教
的
な
説
経

文
学
の
意
義
に
考
へ
ら
れ
か
け
て
居
る
。
実
は
、
も
う
さ
う
な
つ
て
も
よ
い
、

と
考
へ
て
ゐ
る
私
で
あ
る
。
元
、
漂
遊
者
の
文
学
、
巡
游
伶
人
の
文
学
な
ど
ゝ
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命
け
て
、
考
察
を
続
け
て
来
た
間
に
、
そ
の
頃
此
国
の
文
学
史
家
が
、
徐
ろ

に
と
り
入
れ
か
け
た
の
が
、
も﹅
う﹅
る﹅
と﹅
ん﹅
が
、
如
何
に
も
気
易
げ
に
感
ぜ
ら

れ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
も
う
る
と
ん
氏
を
立
て
る
方
々
の
間
に
、
漂
流
文

学
と
言
ふ
術
語
が
喜
ば
れ
出
し
た
時
期
が
あ
つ
た
。
で
其
混
乱
を
避
け
る
為

に
、
わ
ざ
と
唱
導
文
学
の
字
面
を
採
る
こ
と
に
も
し
た
の
で
あ
つ
た
。
だ
か

ら
、
宗
教
以
前
か
ら
、
そ
の
以
後
ま
で
を
包
含
し
て
ゐ
る
訣
な
の
だ
。

殊
に
民
俗
文
学
の
発
生
を
説
く
事
に
力
を
入
れ
た
い
、
と
言
ふ
私
自
身
の
好

み
か
ら
は
、
是
非
と
も
此
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
う
と
考
へ
る
。
さ
う
し

て
同
時
に
、
「
非
文
学
」
及
び
「
文
学
」
を
伝
承
、
諷
誦
す
る
事
に
よ
つ
て
、

徐
々
に
文
学
を
発
生
さ
せ
、
而
も
此
同
じ
動
向
を
以
て
、
文
学
を
崩
壊
さ
せ

て
行
く
、
団
体
の
宗
教
的
な
運
動
を
中
心
と
し
て
見
る
と
謂
つ
た
と
こ
ろ
を
、
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放
さ
な
い
で
行
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
文
学
は
旅
行
す
る

題
目
の
少
し
、
効
果
的
で
あ
る
事
は
恥
し
い
が
、
殆
ど
宿
命
的
に
、
唱
導
文

学
に
は
、
旅
行
と
言
ふ
こ
と
が
つ
い
て
廻
つ
て
居
た
の
で
あ
る
。
ま
づ
発
生

の
第
一
歩
か
ら
し
て
、
さ
う
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
、
「
非
文
学
」
が
次
第

に
、
文
学
と
な
つ
て
行
つ
て
居
る
間
に
も
、
一
方
絶
え
ず
、
旅
行
が
文
学
と

な
つ
て
居
た
。
其
ほ
ど
文
学
は
、
旅
行
そ
の
も
の
で
あ
つ
た
。
私
は
実
際
口

の
す
つ
ぱ
く
な
る
ほ
ど
、
異
人
の
文
学
と
言
ふ
も
の
を
説
い
て
来
た
。
常
世
ト
コ
ヨ

と
称
す
る
異
郷
か
ら
、
「
ま
れ
び
と
」
と
言
ふ
べ
き
異
人
が
週
期
的
に
、
此
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土くに
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
そ
の
都
度
、
儀
礼
と
呪
詞
と
を
齎
ら
し

た
。
儀
礼
が
大
体
に
お
い
て
、
祭
祀
と
な
り
、
芸
術
的
に
は
、
演
劇
と
舞
踊

と
、
又
若
干
の
奇
術
と
を
分
化
し
た
。
呪
詞
は
常
に
、
同
一
詞
章
の
く
り
返

さ
れ
て
ゐ
る
間
に
、
次
第
に
小
区
分
を
生
じ
、
種
々
の
口
頭
伝
承
を
分
化
し

た
。
何
故
文
学
が
、
非
文
学
か
ら
生
じ
た
か
と
言
ふ
事
の
、
第
一
条
件
と
な

る
も
の
は
、
さ
う
し
た
来
訪
者
の
口
唱
す
る
呪
詞
の
固
定
で
あ
る
。
だ
が
、

其
よ
り
も
先
に
大
切
な
事
は
、
そ
の
人
々
は
、
実
は
旅
行
者
で
な
く
、
あ
る

邑
落
と
不
即
不
離
の
関
係
で
、
生
活
し
て
ゐ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ

た
。
此
言
ひ
方
は
実
は
少
々
、
錯
乱
を
含
ん
で
ゐ
る
。
同
じ
村
の
生
活
者
の

一
部
が
、
週
期
的
の
来
訪
時
と
考
へ
ら
れ
た
時
期
に
、
恰
も
遥
か
な
　
　
譬

へ
ば
通
例
、 

海 

彼 

岸 

カ
イ
ヒ
ガ
ン

に
在
る
と
考
へ
ら
れ
た
　
　
国
土
か
ら
出
発
し
て
来
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向
つ
た
も
の
、
と
信
仰
的
に
考
へ
ら
れ
て
居
た
。
こ
れ
が
多
分
、
最
古
く
か

ら
の
正
し
い
形
で
、
亦
最
後
世
ま
で
も
俤
を
存
し
た
も
の
と
見
え
る
。
其
に

対
し
て
、
或
は
今
一
つ
前
の
姿
と
誤
認
せ
ら
れ
易
い
の
は
、
次
に
言
ふ
も
の

で
あ
る
。
其
邑
落
と
、
平
常
に
何
の
交
渉
も
な
い
社
会
生
活
を
続
け
て
居
て
、

単
に
祭
祀
の
短
い
期
に
お
い
て
の
み
、
訪
問
し
て
来
る
団
体
の
出
る
、
別
殊

の
部
落
　
　
多
く
は
、
訪
れ
を
受
け
る
村
よ
り
は
、
小
い
組
織
の
村
と
考
へ

ら
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
　
　
が
あ
つ
た
。
要
す
る
に
、
後
代
ま
で
山
奥
或
は
、

岬ミサ
キ・
島
陰
の
僻
陬
に
構
へ
た
隠
れ
里
か
ら
、
里
の
祝
福
を
述
べ
る
為
に
、
年

暦
の
新
な
る
機
会
毎
に
来
訪
す
る
と
言
ふ
形
の
、
部
落
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

此
意
味
に
お
い
て
、
古
代
日
本
民
族
の
中
心
と
な
つ
て
ゐ
た
邑
落
に
対
し
て
、

海ア
部マ
或
は 

山  

人 

ヤ
マ
ビ
ト

の
住
み
か
と
言
ふ
も
の
が
、
多
く
は
指
顧
す
る
事
の
出
来
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る
様
な
近
い
距
離
に
、
構
へ
ら
れ
る
様
に
も
な
つ
た
。
其
為
こ
そ
、
伝
襲
的

に
愈
々
盛
ん
に
な
つ
た
文
学
上
の
題
目
、
海ア
士マ
や 

山  

賤 

ヤ
マ
ガ
ツ

の
生
活
が
あ
つ
た

の
で
あ
る
。
後
に
段
々
、
単
に
文
学
者
の
優
美
に
触
れ
る
も
の
と
し
て
よ
り

か
、
扱
は
れ
な
か
つ
た
と
し
て
も
、
言
語
伝
承
と
し
て
、
其
形
骸
だ
け
で
も

久
し
く
存
続
し
た
訣
な
の
だ
。
此
意
味
の
も
の
も
、
最
古
い
姿
に
お
い
て
は

存
外
、
邑
落
自
身
の
民
の
派
出
し
て
生
じ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
祭
祀
の
時
の
神
と
し
て
来
向
ふ
若
干
の
神
人
が
、
臨
時
に
山
中
・
海

島
に
匿
れ
て
物
忌
み
の
後
、
神
に
扮ヤ
装ツ
し
て
来
る
と
言
ふ
風
が
、
半
定
住
の

形
を
採
つ
た
の
で
あ
る
。
即
、
さ
う
し
た
里
離
れ
た
地
に
お
け
る
隔
離
生
活

が
、
段
々
延
長
せ
ら
れ
て
行
つ
て
、
遂
に
は
あ
る
邑
落
に
関
聯
深
い
特
殊
な

儀
礼
奉
仕
の
部
落
が
成
立
す
る
様
に
な
る
。
と
ゞ
の
つ
ま
り
、
祭
儀
の
為
の
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奴
隷
村
と
言
つ
た
形
を
採
つ
て
、
村
同
士
の
関
係
が
固
定
し
た
ま
ゝ
、
永
続

す
る
様
に
な
つ
て
行
く
。
而
も
更
に
次
に
言
は
う
と
す
る
形
の
団
体
と
、
部

落
以
外
の
人
か
ら
は
同
一
視
せ
ら
れ
て
、
邑
落
と
の
関
係
が
、
非
常
に
自
由

に
な
つ
て
行
く
。
数
個
の
邑
落
と
交
渉
を
生
じ
、
更
に
幾
つ
と
も
知
れ
ぬ
檀パ

   

那 

ト
ロ
ン
村
を
生
じ
て
、
祝
福
を
職
業
と
す
る 

乞 

食 

者 

ホ
カ
ヒ
ビ
ト

と
な
つ
て
行
つ
た
も
の

も
あ
る
。
だ
か
ら
実
際
は
、
山
部
ヤ
マ
ベ
・
海
部
ア
マ
ベ
の
種
族
と
言
ふ
で
ふ
、
元
日
本
民

族
の 

分  

岐 

エ
ダ
モ
ノ

者
で
あ
つ
た
の
が
、
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
さ
う
し
て

其
を
逆
に
、
俘
虜
・
新
降
の
徒
ト
モ
ガ
ラ、
即
異
神
を
奉
じ
て
、
其
力
を
以
て
、
宮
廷

及
び
地
方
的
権
威
者
を
祝
福
す
る
も
の
だ
、
と
信
じ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
も

の
ゝ
方
が
、
多
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
。

第
三
は
、
真
の
旅
行
団
体
、
巡
游
伶
人
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
此
こ
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そ
今
挙
げ
た
も
の
と
、
前
後
の
関
係
を
交
錯
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
判
然
と

言
ひ
わ
け
る
事
は
、
却
て
不
自
然
で
、
謬
つ
た
結
果
に
陥
る
訣
な
の
で
あ
る
。

先
住
民
或
は
、
後
住
族
が
、
何
時
ま
で
も
国
籍
を
持
つ
こ
と
な
く
、
移
動
を

く
り
返
す
事
、
あ
ま
り
に
古
代
日
本
中
心
民
族
と
、
生
活
様
式
を
異
に
し
て

居
た
。
さ
う
し
て
、
そ
の
訪
問
す
る
邑
落
の
範
囲
は
、
極
め
て
広
く
遠
く
及

ん
で
ゐ
た
為
に
、
中
世
武
家
盛
ん
な
る
時
に
及
ん
で
、
漸
く
人
中
に
韜
晦
し

て
了
ふ
も
の
が
出
来
て
も
、
尚
そ
の
落
伍
者
は
、
過
去
千
年
以
前
か
ら
の
流

転
の
形
を
保
つ
て
居
た
。
さ
う
し
て
今
も
恐
ら
く
は
、
さ
う
し
た
種
族
の
後

と
思
は
れ
る
者
が
、
南
島
の
海
士
の
中
に
、
又
旧
日
本
の
山
伝
ひ
を
す
る
剽

悍
な
部
族
と
し
て
残
つ
て
ゐ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
。

古
代
か
ら
の
素
朴
な
考
へ
方
か
ら
す
れ
ば
、
此
形
式
の
も
の
ば
か
り
を
考
へ
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て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
現
実
に
存
在
す
る
も
の
、
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
此
は

真
実
も
あ
り
、
錯
誤
も
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
だ
が
、
か
う
し
た
種
族
の
存

在
を
考
へ
る
に
到
つ
た
元
は
、
そ
の
人
々
と
同
じ
く
し
て
、
も
つ
と
畏
し
い

も
の
と
し
て
迎
へ
ら
れ
た
神
々
の
群
行
で
あ
つ
た
の
だ
。
週
期
的
に
異
神
の

群
行
が
あ
つ
て
、
邑
落
を
訪
れ
、
復
来
む
ま
で
の
祝
福
を
し
て
通
る
も
の
と

信
じ
て
ゐ
た
事
に
あ
る
。
此
信
仰
が
深
ま
る
と
共
に
、
時
と
し
て
忽
然
極
め

て
新
な
る
神
々
の
来
臨
に
遭
ふ
事
も
、
屡
し
ば
し
ばで
あ
つ
た
。
さ
う
し
た
定
期
の
を

も
、
臨
時
の
を
も
、
等
し
く
漠
た
る
古
代
か
ら
の
考
へ
方
で
信
じ
て
ゐ
た
の

で
あ
る
。
畏
し
く
し
て
、
又
信
頼
す
べ
き
も
の
と
し
て
ゐ
た
。
其
等
の
神
の

持
ち
来
し
た
詞
章
は
勿
論
、
舞
踊
・
演
劇
の
類
は
、
時
を
経
る
と
共
に
、
此

土
の
芸
術
と
し
て
形
を
著
し
く
固
め
て
行
つ
た
次
第
で
あ
る
。
た
と
ひ
此
等
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の
異
人
の
真
の
来
訪
の
な
い
時
代
に
も
、
村
々
の
宿ト
老ネ
は
、
新
し
く
小
邑
落

の
生
活
精
神
と
し
て
の
呪
術
を
継
承
す
る 

新  

人 

ニ
ヒ
ビ
ト

を
養
成
す
る
為
に
、
秘
密

結
社
を
断
や
す
事
な
き
様
に
努
め
て
来
た
。
其
処
で
、
あ
る
期
間
の
禁モ
欲ノ
生イ

活ミ
を
経
た
若
者
た
ち
は
、
そ
の
解
放
を
意
味
す
る
儀
礼
と
し
て
の
祭
祀
に
お

い
て
、
神
群
行
の
聖
劇
を
行
つ
た
。
行
道
或
は
地
霊
克
服
を
内
容
と
し
て
の

演
劇
で
あ
つ
た
。
又
苛
酷
な
訓
練
や
、
使
役
の
反
覆
、
憑
霊
状
態
に
入
る
前

後
の
動
作
、
さ
う
謂
つ
た
も
の
が
次
第
に
固
定
し
、
意
識
化
せ
ら
れ
て
芸
能

と
な
つ
て
来
た
。
つ
ま
り
其
等
の
信
仰
の
原
体
は
、
「
常
世
の 

稀  

人 

マ
レ
ビ
ト

（
賓

客
）
」
な
る
妖
怪
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
、
合
理
化
し
て
は
、
邑
落
の
祖
先

な
る 

考  

妣 

チ
ヽ
ハ
ヽ

二
体
を
中
心
と
す
る
多
数
の
霊
魂
で
あ
る
と
し
た
。
我
が
国
古

風
の
祭
祀
で
は
、
そ
の
古
義
を
存
す
る
も
の
程
、
其
多
く
の
群
行
す
る
賓
客
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を
迎
へ
る
設
備
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
藤
原
の
氏
の
長
者
権
の
移
動
を
示
す

も
の
と
し
て
、
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
朱
器
シ
ユ
キ
・ 

台  

盤 

ダ
イ
バ
ン

の
意
義
を
、
私
は
古
く
か

ら
、
此
賓
客
を
饗
応
す
る
権
力
即
「
あ
る
じ
」
た
る
力
を
獲
る
事
に
あ
る
と

し
て
居
た
。
近
頃
、
村
田
正
言
学
士
が
、
此
「
二
種
の
神
器
」
の
外
に
、
蒭

量
と
言
ふ
も
の
の
あ
る
事
を
教
へ
て
く
れ
た
。
ま
だ
円
満
な
解
釈
に
達
し
な

い
が
、
字
か
ら
見
れ
ば
、
「
く
さ
は
か
り
」
又
は
「
ひ
く
さ
ち
ぎ
り
」
と
で

も
言
ふ
べ
き
、
古
代
の
重
さ
を
見
る
計
量
器
　
　
即
、
恐
ら
く
は
其
容
れ
物

　
　
で
あ
つ
た
ら
し
い
事
は
察
せ
ら
れ
る
。
さ
す
れ
ば
、
馬
の
飼
葉
カ
ヒ
バ
を
与
へ

る
事
を
意
味
し
て
ゐ
る
も
の
が
あ
り
さ
う
に
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
其
駒
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そ
の
駒
ぞ
や
　
わ
れ
に
草
乞
ふ
。
草
は
と
り
飼カ
は
む
。
み
づ
は
と
り
　

　
　
草
は
と
り
飼
は
む
や
　
　
其
駒

　
　
さ
ゝ
（
ひ
）
の
く
ま
　 

日  

前 

ヒ
ノ
ク
マ

川
に
駒
と
め
て
、
し
ば
し
飲
ミ
ヅ
カへ
。
か
げ

　
　
を
だ
に
（
我
よ
そ
に
）
見
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
今
集
　
昼
目

又
、

　
　
い
づ
こ
に
か
　
駒
を
つ
な
が
む
。
あ
さ
ひ
こ
が
さ
す
や
　
岡
べ
の
た
ま

　
　
篠
の
う
へ
に
。
た
ま
篠
の
う
へ
に
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神
楽
　
昼
目

　
　
此
岡
に
　
草
刈
る
小
子
ワ
ク
ゴ
。
然シカ
な
刈
り
そ
ね
。
あ
り
つ
ゝ
も
　
君
が
来
ま

　
　
さ
む
御
馬
草

ミ
マ
ク
サ

に
せ
む
　
　
万
葉
巻
七

類
例
は
、
煩
は
し
い
程
あ
る
。
我
々
は
昔
か
ら
唯
の
処
女
が
、
恋
人
を
待
ち

兼
ね
て
の
心
い
そ
ぎ
の
現
れ
と
見
て
、
単
に
い
ぢ
ら
し
い
も
の
ゝ
類
型
と
考

へ
て
来
た
。
だ
が
古
い
思
案
は
ち
よ
つ
と
待
て
、
と
云
ひ
た
く
な
る
。
私
ど

も
の
長
く
最
親
し
い
同
伴
者
西
角
井
正
慶
君
の
新
著
「
神
楽
研
究
」
は
劃
期

的
の
良
書
で
あ
る
。
此
章
で
は
、
暫
ら
く
西
角
井
君
と
二
人
分
し
や
べ
ら
し

て
頂
く
つ
も
り
で
あ
る
。
神
楽
の
「
昼
目
歌
」
は
、
勿
論
其
直
前
の
「
朝
倉
」

に
引
き
続
い
て
の
朝
歌
で
あ
る
。
詳
し
く
言
へ
ば
、
吉
々 

利  

々 

キ
リ
キ
リ

で
、 

明  

ア
カ
ボ

星 シ
を
仰
い
で
、
朝
歌
は
初
ま
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
実
は
も
う
朝
倉
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だ
け
で
、
神
楽
は
夜
の
物
の
、
「
遊
び
上
げ
」
に
な
つ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
其
を
延
長
し
た
も
の
と
し
て
、
昼
目
歌
が
続
く
訣
で
あ
る
。
御
覧

の
と
ほ
り
、
昼
目
・
其
駒
、
実
質
的
に
は
変
り
は
な
い
。
其
他
に
、
本
に
よ

つ
て
、
色
ん
な
歌
の
つ
い
て
来
る
の
は
、
「
名
残
り
遊
び
」
で
、
庭
浄ギヨ
め
に

過
ぎ
な
い
。
即
、
朝
倉
・
昼
目
・
其
駒
、
一
つ
物
の
分
化
し
た
ゞ
け
に
過
ぎ

な
い
の
で
、
神
楽
は
実
に
、
茲
き
り
の
物
だ
つ
た
の
だ
ら
う
。
此
等
を
通
じ

て
見
え
る
精
神
は
、
「
神
上
げ
」
で
あ
り
、
「
名
残
惜
し
み
」
に
過
ぎ
な
い
。

だ
か
ら
、
神
の
乗
り
物
の
脚
遅
か
ら
む
こ
と
を
望
む
こ
と
が
、
同
時
に
神
を

満
足
さ
せ
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
神
送
り
は
い
づ
れ
も
、
さ
う
す
る
の
で

あ
つ
た
。
だ
か
ら
、
駒
を
主
題
と
し
て
、
「
お
な
ご
り
惜
し
の
。
ま
た
来
て

賜
れ
」
の
発
想
を
、
古
今
集
の  

神    

楽  

カ
ミ
ア
ソ
ビ

歌
の
「
さ
ゝ
の
く
ま
」
で
は
、
名

16唱導文学



残
り
惜
し
み
の
義
に
片
寄
せ
て
用
ゐ
て
居
た
の
だ
。
神
楽
の
は
、
「
つ
な
が

む
」
で
其
が
示
さ
れ
て
居
る
つ
も
り
で
謡
は
れ
た
の
だ
ら
う
が
、
全
体
と
し

て
は
、
神
讃
め
と
言
つ
た
形
に
近
い
。
さ
う
し
て
何
だ
か
支
離
滅
裂
な
気
分

歌
で
あ
る
。
万
葉
の
は
、
待
つ
間
の
あ
る
一
日
の
感
懐
と
言
ふ
や
う
に
見
え

る
が
、
ほ
ん
た
う
な
ら
ば
、
こ
ん
な
表
現
は
し
な
い
筈
で
あ
る
。
段
々
類
型

が
偏
傾
を
生
じ
て
、
か
う
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
若
し
も
之
を
神
楽
な
ど
に
利

用
す
れ
ば
、
今
度
来
る
時
へ
の 

誓  

約 
カ
ネ
ゴ
ト

と
し
て
利
い
て
来
る
。
草
苅
る
事
を

禁
ず
る
形
式
の
歌
は
、
此
型
を
外
に
し
て
、
ま
だ
幾
つ
か
の
違
つ
た
形
を
持

つ
て
居
る
。
と
も
か
く
も
、 

遠  
旅 

ト
ホ
タ
ビ

を
来
た 

賓  

客 

マ
レ
ビ
ト

に
対
し
て
、
「
そ
の
駒
」

に
蒭
飼
ク
サ
カ
ふ
事
は
、
歓
待
の
一
表
出
で
あ
る
。
「
其
駒
」
自
体
の
様
に
、
何
処

に
目
的
の
あ
る
や
ら
、
だ
か
ら
、
腑
の
抜
け
た
様
な
歌
が
、
生
彩
を
放
つ
て

17



来
る
訣
で
あ
る
。

田
楽
は
、
恐
ら
く
固
有
の
「 

田  

遊 

タ
ア
ソ
ビ

」
と
踏
歌
タ
ウ
カ
・
呪
師
ジ
ユ
シ
芸
能
の
色
ん
な
形
に

混
合
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
だ
が
単
に
庭
或
は
、
座
敷
芸
と
考
へ
て
は
な

ら
な
い
。
群
行
即
道
行
き
の
練
り
物
で
あ
り
、
又
「
門
入
り
」
を
主
と
す
る

も
の
で
あ
つ
た
事
は
訣
る
。
即
、 

練  

道 

レ
ン
ダ
ウ

の
途
次
、
立
ち
寄
つ
て
、
芸
能
の

一
部
を
演
じ
て
行
く
家
々
が
あ
つ
た
。
水
駅
・
飯
駅
・
蒭
駅
な
ど
呼
ん
だ
と

こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
旅
人
の
駅
路
を
来
る
に
擬
し
た
も
の
と
思
つ
て
よ
い
。

飯
駅
は
、
そ
の
家
で
は 

屯  

食 

ト
ン
ジ
キ

に
で
も
あ
り
つ
く
の
だ
ら
う
。
水
駅
は
、
人

の
上
に
も
解
せ
ら
れ
る
が
、
主
と
し
て
、
馬
に
飲
み
づ
かふ
駅
舎
に
見
立
て
た
の
だ

ら
う
。
蒭
駅
は
勿
論
、
馬
に
飼
ふ
干
草
ヒ
ク
サ
を
く
れ
る
処
と
の
考
へ
で
あ
る
。
だ

か
ら
考
へ
る
と
、
蒭
量
を
藤
氏
の
氏
上
相
承
の
宝
と
し
た
訣
も
わ
か
つ
て
来
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る
。
秣
と
称
し
て
、
実
は
馬
に
扮
し
た
人
の
纏
頭
と
な
る
物
が
与
へ
ら
れ
た

の
で
も
あ
ら
う
か
。
が
古
く
は
、
や
は
り
想
像
に
も
能
は
ぬ
事
だ
が
、
馬
糧

の
草
籠
の
類
が
用
ゐ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
「
蒭
」
は
、
ひ﹅
く﹅
さ﹅
に
な
つ
た

諸
国
の
田
楽
で
も
、
凡
皆
「
中
門
口
」
と
称
す
る
曲
目
は
、
名
だ
け
で
も
失

は
ず
居
た
。
此
が
田
楽
の
「
能
」
と
し
て
、
俤
を
残
し
た
と
思
は
れ
る
の
は
、

名
だ
け
伝
つ
た
「
熱
田
春
敲
門
の
能
」
と
称
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
中
門
は
、

外
廓
の
門
を
入
つ
て
、
更
に
内
庭
に
入
ら
う
と
す
る
所
に
あ
つ
た
。
宮
殿
と

後
に
言
ふ
「
寝
殿
」
へ
通
る
入
り
口
で
あ
る
。
群
行
神
な
れ
ば
こ
そ
、
中
門

を
入
ら
う
と
し
て
此
口
に
お
い
て
、
芸
を
奏
し
た
の
で
あ
る
。
万
葉
巻
十
六

の
「 

乞  

食  

者  

詠 

ホ
カ
ヒ
ビ
ト
ノ
エ
イ

」
の
「
蟹
」
の
歌
に
、
「
ひ
む
が
し
の
中
の
御
門
ゆ
参
マ
ヰ

入
り
来
て
は
…
…
」
と
あ
る
の
は
、
祝
言
職
者
の
歌
で
あ
る
為
、
中
門
口
を
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言
う
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
後
に
は
、
中
門
も
、
東
西
に
開
き
、  

泉    

殿  

イ
ヅ
ミ
ド
ノ

・

釣ツリ
殿
を
左
右
に
出
す
様
に
、
相
称
形
を
採
る
様
に
な
つ
た
が
、
古
く
は
ど
ち

ら
か
に
一
つ
、
地
形
に
よ
つ
て
造
ら
れ
て
居
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
だ
か
ら

場
合
に
よ
つ
て
は
、
南
が
正
面
に
も
、
北
が
其
に
な
る
事
も
、
あ
つ
た
で
あ

ら
う
。
又
、
宮
廷
の
如
き
は
、
四
方
の
門
を
等
し
く
重
く
見
る
の
が
旧
儀
で

あ
つ
て
、
其
が
次
第
に
、
南
面
思
想
に
引
か
れ
て
行
つ
た
も
の
ら
し
い
所
を

見
る
と
、
宮
廷
内
郭
の
玄
輝
門
或
は
、
其
正
北
、
外
廓
に
当
る
朔
平
門
に
関

し
て
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
北
の
最
外
郭
に
あ
る
の
は
、
古
く
か
ら
不 

開 

ア
ケ
ズ
ノ

御 

門 

ミ
カ
ド

と
呼
ば
れ
た 

偉 

鑒 

門 

ゐ
か
ん
も
ん

で
あ
る
。
即
、
正
南
門
の
朱
雀
門
に
、
対
当

す
る
建
て
物
で
あ
つ
た
。
彼
通
称
を
得
た
理
由
と
し
て
は
、
花
山
院
御
出
家

に
際
し
て
、
此
門
か
ら
遁
れ
出
ら
れ
た
事
の
不
祥
を
説
い
て
居
る
が
、
此
は
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民
俗
的
な
考
へ
方
だ
け
に
、
史
実
で
な
い
事
が
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　 

北 

御 

門 

キ
タ
ミ
カ
ド

普
通
、
社
寺
或
は
民
家
で
、
「
あ
け
ず
の
門
」
と
称
す
る
物
は
、
必
祭
日
或

は
、
元
旦
な
ど
に
、
神
を
迎
へ
る
為
に
開
く
為
の
み
の
用
途
を
持
つ
て
居
た

も
の
、
と
言
ふ
事
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
其
だ
け
に
、
此
宮
門
正
北
の
不
開

門
も
、
昔
は
時
を
定
め
て
稀
に
開
く
事
が
あ
つ
た
事
と
思
は
れ
る
。
北
方
の

諸
門
は
、
皇
后
・
中
宮
そ
の
他
、
後
宮
の
出
入
所
に
な
つ
て
居
た
。
だ
か
ら

従
つ
て
偉
鑒
門
も
、
後
宮
に
関
係
深
か
つ
た
も
の
だ
、
と
思
は
れ
る
。
所
謂

不
開
門
に
な
つ
て
か
ら
は
、
そ
の
為
事
を
達
智
門
に
譲
る
こ
と
に
な
つ
た
。
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宮
廷
に
行
は
れ
た
四
種
の
鎮
魂
儀
礼
の
中
、
鎮
魂
祭
は
、
大
倭
宮
廷
の
旧
儀

で
あ
る
。
其
外
、
清
暑
堂
の
御
神
楽
と
、
内
侍
所
の
御
神
楽
と
で
は
、
自
ら

性
質
が
違
つ
て
居
り
、
尚
そ
の
他
に
も
幾
種
類
同
様
な
も
の
が
練
り
込
ん
だ

か
知
れ
な
い
が
、
其
中
俤
の
察
せ
ら
れ
る
の
は
、
北
御
門
の
御
神
楽
な
る
も

の
ゝ
存
在
で
あ
る
。
唯
、
其
が
独
立
し
て
居
た
も
の
や
ら
、
こ
の
神
楽
の
一

部
分
や
ら
訣
ら
ぬ
事
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
神
楽
歌
の
名
称
に
は
其
北
方
か

ら
、
宮
廷
に
参
入
し
て
来
た
姿
を
留
め
て
居
る
の
で
は
な
い
か
。
結
局
「
承

徳
三
年
書
写
古
謡
集
」
に
並
記
せ
ら
れ
た
介ケ
比ヒ
乃ノ
神
楽
（
気
比
神
楽
）
と
一

続
き
の
も
の
で
あ
る
ま
い
か
。
宮
廷
に
お
い
て
北
御
門
と
正
式
に
呼
ぶ
事
の

出
来
る
の
は
、
此
門
だ
け
で
あ
る
。
私
は
曾
て
、
偉
鑒
門
外
で
警
蹕
を
か
け
、

反
閇
を
行
う
た
神
楽
の
あ
つ
た
事
を
想
像
す
る
。
た
と
へ
ば
、
あ
る
神
に
属
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す
る
神
楽
は
、
応
天
門
　
　
勿
論
朱
雀
門
を
過
ぎ
て
　
　 

豊 

楽 

院 

ブ
ラ
ク
ヰ
ン

の
後
房

な
る
清
暑
堂
に
入
り
来
つ
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
此
歴
史
を
守
つ
た
の
が
、

清
暑
堂
の
御
神
楽
と
な
つ
た
。
西
角
井
君
の
「
研
究
」
に
拠
つ
て
物
を
言
へ

ば
、
明
ら
か
に
単
に
、
数
種
の
宮
廷
神
楽
の
一
つ
の
名
称
を
言
ふ
事
に
と
つ

て
よ
い
の
だ
。
清
暑
堂
焼
亡
の
後
も
、
他
の
殿
舎
の
辺
り
で
、
「
清
暑
堂
御

神
楽
」
と
言
ふ
名
で
行
は
れ
て
よ
い
訣
な
の
で
あ
る
。
此
は
、
大
内
裡
全
体

に
対
し
て
行
は
れ
た
も
の
と
考
へ
る
。
内
侍
所
の
御
神
楽
は
、
今
す
こ
し
小

規
模
で
、
至
尊
平
常
起
臥
の
構
内
に
関
係
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
言
ふ
ま

で
も
な
く
、
神
楽
奉
奏
の
為
に
、
神
参
入
す
る
の
で
な
く
、
神
入
り
来
つ
た

事
の
条
件
と
し
て
、
神
楽
が
奉
仕
せ
ら
れ
た
訣
で
あ
る
。
後
に
本
末
顛
倒
し

て
、
神
楽
の
為
に
時
を
設
け
る
様
に
な
つ
た
が
、
結
局
神
楽
は
、
元
宮
廷
内
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で
発
生
し
た
も
の
で
な
く
、
冬
期
の
祭
日
に
、
外
か
ら
入
り
来
る
異
人
の
反ヘ

   
閇 

ン
バ
イ
所
作
で
あ
つ
た
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
神
楽
次
第
か
ら
す
る
と
、
内
侍
所

の
御
神
楽
は
、  

人    

長  

ニ
ン
ヂ
ヤ
ウ

の
警
蹕
か
ら
は
じ
ま
る
。
二
声
「
鳴
り
高
し
」
を

く
り
返
す
と
言
ふ
。
即
、
群
行
神
の
主
神
が
、
茲
に
出
現
し
た
形
で
あ
る
。

警
蹕
の
本
義
か
ら
見
れ
ば
、
か
う
し
た
形
は
第
二
次
以
下
の
も
の
で
は
あ
る

が
、
と
も
か
く
も
風
俗
歌
譜
で
見
る
と
、
一
つ
の
歌
詞
の
や
う
に
ま
で
な
つ

て
居
た
の
だ
。
「
音
な
せ
そ
や
。
み
そ
か
な
れ
。
大
宮
近
く
て
、
鳴
り
高
し
。

あ
は
れ
の
。
鳴
り
高
し
」
「
あ
な
か
ま
。 

従  

者 

コ
ン
ド
モ

等
や
。
み
そ
か
な
れ
。
大

宮
近
く
て
、
鳴
り
高
し
。
あ
は
れ
の
。
鳴
り
高
し
」
。
此
か
ら
見
る
と
、

「
鳴
り
高
し
」
の
意
義
が
思
は
れ
る
。
宮
門
に
お
い
て
す
る
警
蹕
な
の
で
あ

る
。
内
侍
所
御
神
楽
は
、
伝
来
を
尋
ね
る
と
、
確
か
に
石
清
水
八
幡
出
の
も
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の
で
あ
る
。
だ
が
、
此
由
緒
は
、
清
暑
堂
の
御
神
楽
と
混
淆
し
て
居
な
い
と

も
限
ら
な
い
。
「 

韓  

神 

カ
ラ
カ
ミ

」
の
歌
、
或
は
枯
荻
を
か
ざ
し
舞
ふ
所
作
な
ど
が
、

重
要
視
せ
ら
れ
、
あ
る
種
の
神
楽
に
よ
る
と
、
韓
神
歌
が
重
複
し
た
り
し
て

ゐ
る
。
其
か
ら
見
る
と
、
平
安
京
城
の
地
主
神
た
る
薗
・
韓
神
の
宮
廷
祝
福

の
為
に
、
参
入
し
た
事
を
暗
示
し
て
ゐ
る
の
で
な
い
か
と
思
ふ
。

ど
れ
が
ど
れ
と
言
ふ
風
に
、
三
種
の
神
遊
以
外
に
更
に
あ
つ
た
と
思
は
れ
る

宮
廷
神
楽
を
明
確
に
分
た
う
と
す
る
事
が
、
不
自
然
で
あ
り
、
現
に
其
目
安

と
な
つ
て
ゐ
る
歌
詞
さ
へ
、
混
乱
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
出
来
な
い
相
談
で

も
あ
る
。
が
、
北
御
門
の
神
楽
の
所
属
は
、
あ
る
神
楽
謂
は
ゞ
、
中
門
口
の

芸
で
あ
つ
た
所
か
ら
、
詞
章
が
少
か
つ
た
の
か
、
又
全
然
別
殊
の
も
の
か
、

今
後
も
、
尚
問
題
に
な
る
事
と
思
ふ
。

25



　
　
椎
柴
に
　
幡ハタ
と
り
つ
け
て
、
誰タ
が
世
に
か
　
北
の
御
門
ミ
カ
ド
と
　
い
は
ひ
初ソ

　
　
め
け
む
　
　
北
御
門
の
末
歌

　
　
三
島
木
綿
肩
に
と
り
か
け
、
誰
が
世
に
か
　
北
の
御
門
と
　
い
は
ひ
そ

　
　
め
け
む
　
　
本

　
　
八
平
盤
ヒ
ラ
デ
を
手
に
と
り
持
ち
て
、
誰
が
世
に
か
　
北
の
御
門
と
　
い
は
ひ

　
　
初
め
け
む
　
　
末

此
後
の
二
首
は
普
通
は
、
下
の
句
は
「
我
韓
神
の
か
ら
を
ぎ
せ
む
や
」
と
な

つ
て
ゐ
る
。
ど
ち
ら
か
が
替
へ
文
句
で
あ
る
。
全
体
か
ら
見
て
訣
る
や
う
に
、

韓
神
の
歌
の
下
の
句
の
自
由
性
を
模
倣
し
、
上
句
を
そ
の
儘
に
し
て
お
い
た

の
が
「
北
御
門
」
の
伝
文
の
方
ら
し
い
。
即
、
替
へ
歌
で
あ
る
。
韓
神
の
歌

を
転
用
し
て
居
る
点
か
ら
見
て
も
、
　
　
却
て
近
い
関
係
を
説
く
論
理
も
な
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り
立
ち
さ
う
だ
が
　
　
韓
神
と
は
、
別
の
遊
行
神
に
属
す
る
神
楽
だ
と
思
は

れ
る
。

神
楽
は
そ
の
奏
上
次
第
か
ら
見
て
、
正
し
く
宮
廷
外
の
神
の
練
道
芸
能
で
あ

る
。
つ
ま
り
一
種
の
野
外
劇
に
な
つ
て
行
く
傾
向
を
示
し
て
ゐ
る
。
だ
が
、

偶
然
、
日
本
の
神
事
の
特
色
と
し
て
、 

大  

家 

オ
ホ
ヤ
ケ

に
練
り
込
む
と
言
ふ
慣
例
の

あ
つ
た
の
に
引
か
れ
て
、
謂
は
ゞ
「
庭
の
芸
能
」
と
言
ふ
形
を
主
と
す
る
事

に
な
つ
て
行
つ
た
訣
だ
。
だ
か
ら
此
形
の
外
に
、
ぺ
い
ぜ
ん
と
の
形
式
を
採

つ
た
部
分
も
あ
つ
た
事
が
、
辿
れ
る
や
う
に
な
る
事
と
思
ふ
。
さ
す
れ
ば
、

踏
歌
や
、
田
楽
と
極
め
て
よ
く
似
て
居
て
、
唯
、
あ
る
差
異
が
あ
つ
た
と
言

ふ
事
に
な
る
。
即
、
神
楽
で
は
、
謡
ひ
物
と
し
て
は
、
短
歌
形
式
が
主
要
視

せ
ら
れ
た
事
が
、
其
一
つ
で
あ
る
。
其
二
は
、
古
く
か
ら
「
神
遊
び
」
と
称
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せ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
に
似
て
居
て
、
同
一
の
見
方
に
這
入
る
こ
と
が
出
来
た

事
、
さ
う
し
て
其
が
其
特
徴
た
る
「
か
ぐ
ら
」
の
名
を
発
揮
し
て
来
た
こ
と
。

だ
か
ら
最
初
「
か
ぐ
ら
神
楽

カ
ム
ア
ソ
ビ」
な
ど
言
ふ
名
で
呼
ば
れ
て
居
た
事
を
考
へ
て

見
る
方
が
、
古
態
を
思
ひ
易
く
て
よ
い
。
第
三
は
、
其
巡
行
の
中
心
と
し
て

所
謂
「
か
ぐ
ら
」
な
る
も
の
が
行
進
の
列
に
加
つ
て
居
た
事
。
さ
う
し
て
其

神
座
カ
グ
ラ
に
据
ゑ
た
神
体
が
、
異
風
な
も
の
で
あ
つ
た
ら
し
い
事
。
さ
う
し
て
、

其
神
座
カ
グ
ラ
に
居
る
神
の
実
体
は
、
後
の
神
楽
に
は
、
閑
却
せ
ら
れ
て
了
ふ
様
に

な
つ
た
ら
し
い
。
だ
か
ら
神
楽
も
、
古
い
も
の
ほ
ど
、
神
体
を
据
ゑ
た
神
座
カ
グ
ラ

な
る
も
の
を
中
心
と
し
た
群
行
だ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
神
楽
で
は
、
安
曇
磯

良
を
象
つ
た
鬼
面
幌
身
ホ
ロ
ミ
の
神
楽
獅
子
に
近
い
も
の
だ
つ
た
の
で
は
な
い
か
。

才サイ
男ヲ
が
、
宮
廷
以
外
は
、
多
く
人
形
を
用
ゐ
た
ら
し
い
処
か
ら
見
る
と
、
神
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楽
の
形
も
想
像
が
出
来
る
と
思
ふ
。
此
事
は
却
て
逆
に
神
自
身
が
、
偶
像
に

近
い
形
の
も
の
で
、
之
を
持
ち
出
す
事
に
よ
つ
て
、
俄
か
に
、
威
霊
が
活
躍

し
出
す
と
謂
つ
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
ふ
。
た
と
へ
ば
神
楽
と
最
関

係
深
い
八
幡
神
布
教
状
態
か
ら
見
て
も
知
れ
る
様
に
、
高
良
山
神
　
　
武
内

宿
禰
と
説
く
　
　
に
象
つ
た
と
称
す
る
人
形
を
先
頭
に
立
て
ゝ
歩
い
た
の
で

あ
つ
た
。
そ
の
為
、
高
良
の
大
太
良
男
大
太
良
女

オ
ホ
タ
ラ
ヲ
オ
ホ
タ
ラ
メ

神
が
、
世
間
に
知
ら
れ
て
、

大
太
郎

ダ
イ
タ
ラ

法
師
と
言
ふ
も
の
ゝ
信
仰
が
行
は
れ
た
訣
で
あ
る
。
八
幡
神
を
直
に

人
形
身
で
示
し
た
証
拠
が
な
く
と
も
、
其
最
側
近
な
る
神
を
偶
像
を
以
て
表

し
、
又
其
を
緩
慢
に
で
も
操
ア
ヤ
ツる
事
に
よ
つ
て
、
一
種
の
効
果
を
齎
し
た
も
の

と
す
れ
ば
、
石
清
水
系
統
に
神
座
カ
グ
ラ
の
あ
つ
た
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
八
幡
神
の

如
き
も
、
大
い
に
遊
行
す
る
神
で
あ
つ
て
、
宇
佐
か
ら
上
つ
て
、
東
大
寺
の
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大
仏
を
拝
し
た
如
き
は
、
聖
武
天
皇
の
朝
の
事
で
、
其
群
行
と
主
神
の
如
何

様
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
ゞ
、
判
断
出
来
る
訣
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
巡
游
伶
人

神
楽
の
神
が
旅
を
し
て
、
而
も
あ
る
種
の
文
学
を
生
み
ひ
ろ
げ
て
行
く
事
を

語
つ
た
。
北
御
門
へ
来
る
神
楽
は
、
恐
ら
く
北
方
か
ら
く
る
神
で
あ
つ
て
、

或
は
お
な
じ
八
幡
に
仮
託
せ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
と
し
て
も
、
気ケ
比ヒ
の
神
ら

し
い
処
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
八
幡
神
が
、
誉
田
ホ
ム
ダ
天
皇
の
御
事
と
定
ま
つ
て

来
た
の
も
、
単
な
る
紀
氏
の
僧  

行    

教  

ギ
ヤ
ウ
ケ
ウ

な
ど
の
さ
か
し
ら
よ
り
も
早
く
、

神
楽
に
よ
つ
て
、
合
理
的
な
説
明
が
試
み
ら
れ
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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「
優
婆
塞
が
行
ふ
山
の
椎
が
本
」
な
ど
言
ふ
語
は
、
譬
へ
ば
後
世
の
所
謂
法

印
神
楽
な
ど
に
関
聯
す
る
所
が
多
い
様
に
見
え
る
。
だ
が
歌
な
ど
は
、
何
と

で
も
説
明
出
来
る
が
、
ま
あ
か
う
し
た
歌
を
用
ゐ
る
や
う
に
な
つ
た
ゞ
け
、

遅
い
時
代
の
游
行
神
の
文
学
の
姿
を
示
し
た
も
の
と
、
言
ふ
事
が
出
来
る
訣

で
あ
る
。
一
体
神
楽
は
、
か
う
し
た
旅
行
異
人
の
齎
し
た
文
学
と
し
て
は
、

様
式
こ
そ
昔
な
が
ら
な
れ
、
内
容
は
新
し
く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
極
め

て
古
い
物
は
、
呪
詞
の
形
を
採
つ
て
ゐ
た
の
に
、
平
安
朝
に
な
る
と
、
か
う

し
た
歌
の
形
を
主
と
す
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
而
も
此
後
と
い

へ
ど
も
幾
回
、
幾
百
回
、
か
う
言
ふ
儀
礼
が
く
り
返
さ
れ
た
か
知
れ
な
い
の

で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
転
じ
て
は
又
「
今
様
」
を
主
と
す
る
時
代
さ
へ
も
、

や
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。
其
が
変
じ
て
武
家
時
代
の
初
頭
に
は
、
「
宴
曲
」
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な
ど
が
そ
の
意
味
に
お
い
て
の
主
要
な
も
の
に
な
り
代
り
、
又
一
転
し
て
、

説
経
の
伴
奏
琵
琶
が
勢
力
を
得
る
や
う
に
な
つ
て
、
説
経
が
永
く
本
流
と
な

る
や
う
に
な
り
、
而
も
其
が
分
岐
し
て
、
浄
瑠
璃
を
生
じ
る
事
と
な
つ
た
。

か
う
し
て
盲
目
の
唱
導
者
が
、
漸
く
著
し
く
な
つ
て
行
つ
た
。

私
ど
も
は
今
、
顧
み
て
神
楽
以
前
、
日
本
文
学
の
発
生
時
代
の
事
を
語
つ
て

よ
い
時
に
達
し
た
様
で
あ
る
。

最
初
に
色
々
あ
げ
た
形
の
う
ち
、 

遠  

旅 

ト
ホ
タ
ビ

を
来
る
と
し
た
も
の
が
、
此
論
文

で
は
主
要
な
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
つ
て
、
此
咄
し
初
め
に
、

神
楽
を
主
題
と
し
た
訣
で
も
あ
る
の
だ
。
此
は
単
に
出
て
来
る
本
貫
の
、
遥

か
だ
と
言
ふ
に
は
止
ら
な
い
。
旅
の
途
次
、
種
々
の
国
々
邑
落
に
立
ち
寄
つ

て
、
呪
術
を
行
ふ
事
を
重
点
に
お
い
て
考
へ
る
の
で
あ
る
。
神
と
し
て
の
為
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事
と
言
ふ
事
は
勿
論
、
或
は
神
に
扮
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
事
を
す
ら
忘
却
す
る

様
に
な
る
。
す
る
と
、
人
間
と
し
て
の
為
事
即
、
祝
言
職
だ
と
言
ふ
意
識
が

明
ら
か
に
起
つ
て
来
る
。
祝
福
す
る
こ
と
を
、
民
族
の
古
語
で
は
　
　
今
も
、

教
養
あ
る
人
に
は
突
如
と
し
て
言
つ
て
も
感
受
出
来
る
程
度
に
識
ら
れ
て
ゐ

る
　
　
「
ほ
く
」
或
は
「
ほ
か
ふ
」
と
言
つ
て
居
た
。
二
つ
な
が
ら
濁
音
化

し
て
、
「
ほ
ぐ
」
「
ほ
が
ふ
」
と
言
ふ
風
に
も
訓ヨ
ま
れ
て
来
て
ゐ
る
。
そ
の

名
詞
は
、
「
ほ
き
」
又
は
「
ほ
か
ひ
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
祝
言
職
が
、
人
に

 

口  

貰 

ク
チ
モ
ラ

ふ
事
を
主
に
す
る
様
に
な
つ
て
か
ら
は
、
語
そ
の
物
が
軽
侮
の
意
義

を
含
む
や
う
に
な
つ
て
来
た
。
そ
の
職
人
を
「
ほ
き
ひ
と
」
「
ほ
か
ひ
ゞ
と
」

と
称
し
た
の
が
、
略
せ
ら
れ
て
、
「
ほ
き
と
」
を
経
た
形
は
「
ほ
い
と
」
と

な
り
、
　
　
陪
堂
の
字
を
宛
て
る
の
は
、
仏
者
・
節
用
集
類
の
さ
か
し
ら
で
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あ
る
。
　
　
又
単
に
「
ほ
か
ひ
」
と
称
せ
ら
れ
る
事
に
な
つ
た
。
此
等
の
者

の
職
業
は
、
だ
か
ら
一
面
、
極
め
て
畏
怖
す
べ
き
も
の
を
持
つ
て
居
て
、
其

過
ぎ
行
く
邑
落
に
お
い
て
、
怨
み
嫉
み
を
受
け
る
事
を
避
け
る
と
共
に
、
呪

術
を
以
て
、
よ
い
結
果
を
与
へ
去
つ
て
貰
は
う
と
し
た
心
持
ち
が
、
よ
く
訣

る
。
即
、
既
に
神
そ
の
物
で
な
く
な
つ
て
ゐ
た
と
し
て
も
、
神
を
負
ふ
者
で

あ
り
、
神
を
使
ふ
者
で
あ
る
。
だ
か
ら
大
概
は
、
食
物
を
多
く
喰
は
せ
、
又

は
持
ち
還
ら
せ
る
事
に
よ
つ
て
、
其
を
ね
ぎ
ら
ひ
、
あ﹅
た﹅
せ
ら
れ
ざ
ら
む
こ

と
を
期
し
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
当
然
多
く
の 

檀  

那 

パ
ト
ロ
ン

場
を
廻
る
こ
と
に
な
つ
た

の
で
あ
る
。
乞
食
者
の
字
面
を
「
ほ
か
ひ
ゞ
と
」
に
宛
て
ゝ
居
る
の
は
、
必

ず
し
も
正
確
に
当
つ
て
居
な
い
の
で
あ
る
。
此
方
か
ら
与
へ
る
と
言
つ
た
意

味
の
方
が
多
い
の
だ
。
か
う
言
ふ
生
活
法
を
採
つ
て
居
る
か
ら
と
言
つ
て
、
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必
ず
す
べ
て
が
前
述
の
如
き
流
離
の
民
の
末
と
は
言
へ
な
い
。
あ
る
呪
術
あ

る
村
人
が
、
其
生
活
法
を
嫻ナラ
つ
て
さ
う
し
た
一
団
を
組
織
し
た
例
も
多
い
の

で
あ
る
。
彼
等
の
間
に
は
、
勢
ひ
、
食
物
の
貯
蔵
に
関
す
る
知
識
が
発
達
し

た
。
か﹅
れ﹅
い﹅
ひ﹅
・
ち﹅
げ﹅
又
は
、
ち
ぎ
櫃ビツ
と
言
ふ
　
　
は
、
大
久
保
彦
左
用
ゐ

る
所
の
首
桶
だ
と
言
ふ
。
而
も
食
物
容
れ
だ
と
言
ふ
事
は
、
其
処
で
も
忘
ら

れ
て
は
居
な
い
。
其
上
、
今
も
祭
礼
・
婚
葬
の
儀
礼
の
食
物
は
、
之
に
盛
つ

て
贈
る
風
が
、
関
東
・
東
山
の
国
々
に
は
行
は
れ
て
居
て
、
ほ
か
い
・
ほ
け

な
ど
称
へ
て
ゐ
る
。
一
方
又
、
梓
巫
女
の
携
へ
て
ゐ
る
筥
は
、
行
器
と
は
形

は
違
つ
て
ゐ
る
が
、
此
中
に
犬
の
首
が
入
れ
て
あ
る
の
だ
な
ど
ゝ
伝
へ
て
ゐ

る
。
巡
游
神
伶
の
持
ち
物
の
中
に
は
、
本
尊
と
信
ぜ
ら
れ
た
、
あ
る
神
体
の

一
部
が
這
入
つ
て
ゐ
る
も
の
だ
、
と
言
ふ
外
部
の
固
い
推
測
が
、
長
く
持
ち
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伝
へ
ら
れ
る
だ
け
の
、
信
仰
的
根
柢
が
あ
つ
た
に
は
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
。

祝
言
の
乞
食
者
が
持
ち
廻
つ
た
神
器
が
、
又
謂
は
ゞ
一
種
の
神
座
カ
グ
ラ
で
も
あ
る

訣
で
あ
り
、
同
時
に
食
器
で
あ
り
、
更
に
運
搬
具
で
も
あ
つ
た
の
だ
。
之
を

垂
下
し
、
又
枴
ア
フ
ゴで
担
ひ
、
或
は
頭
上
に
戴
い
て
も
歩
い
て
居
た
。
時
と
し
て

は
、
之
に
腰
を
卸
し
て
祝
言
を
陳
べ
る
様
な
事
も
あ
つ
た
。
武
家
時
代
に
残

存
し
て
ゐ
た 

桂  

女 

カ
ツ
ラ
メ

な
ど
は
、
「
ほ
か
ひ
」
を
携
へ
て
「
ほ
か
ひ
」
し
て
歩

い
た
「
ほ
か
ひ
ゞ
と
」
の
有
力
な
残
存
者
で
あ
つ
た
訣
で
あ
る
。
「
ほ
か
ひ
」

に
宛
て
る
に
行
器
の
字
を
以
て
し
、
又
普
通
人
の
旅
行
に
も
、
之
が
模
造
品

を
持
ち
歩
い
た
処
を
見
て
も
、
如
何
に
神
人
の
游
行
の
著
し
か
つ
た
か
ゞ
察

せ
ら
れ
る
訣
だ
。
而
も
此
「
巡
伶
」
の
人
々
が
、
悉
く
ほ
か
ひ
な
る
行
器
を

持
つ
て
居
た
訣
で
も
な
か
ら
う
し
、
同
じ
く
「
ほ
か
ひ
ゞ
と
」
と
言
は
れ
る
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人
々
の
間
に
も
、
別
殊
の
神
の
容
器
を
持
つ
た
者
の
あ
る
事
が
考
へ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
何
種
類
と
も
知
れ
ぬ
、
「
ほ
き
と
」
「
ほ
か
ひ
ゞ
と
」
が
、
古
く

は
国
家
確
立
前
か
ら
、
新
し
く
は
中
世
武
家
の
初
中
期
ま
で
も
、
鮮
や
か
な

形
に
お
い
て
、
一
種
唱
導
の
旅
を
続
け
て
居
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
た
団
体

が
、
五
百
年
、
千
年
の
間
に
、
さ
し
た
る
変
化
も
あ
つ
た
ら
し
く
な
い
や
う

に
、
内
容
の
各
方
面
も
、
時
代
の
影
響
は
濃
厚
に
受
け
る
部
分
は
あ
り
な
が

ら
、
又
一
方
殆
罔
極
の
過
去
の
生
活
を
保
存
し
て
居
た
事
も
、
思
は
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
こ
と
ほ
ぎ
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神
座
を
持
つ
て
廻
つ
て
、
遂
に
神
楽
と
言
ふ
一
派
の
呪
術
芸
能
を
開
い
た
も

の
で
も
、
亦
「
ほ
か
ひ
」
で
あ
る
点
で
は
一
つ
で
あ
つ
た
。
唯
大
倭
宮
廷
に

古
く
あ
つ
た
鎮
魂
術

タ
マ
フ
リ

の
形
式
上
の
制
約
に
入
つ
て
、
舞
踏
を
主
と
し
て
、
反

閇
の
効
果
を
挙
げ
よ
う
と
し
た
の
が
、
か﹅
ぐ﹅
ら﹅
に
し
て
持
つ
も
の
が
、
「
ほ

か
ひ
」
で
あ
つ
た
と
は
言
へ
る
。
さ
う
し
て
、
ほ﹅
か﹅
ひ﹅
唱
へ
た
も
の
ら
し
い
。

「
歌
」
物
語
以
外
に
お
い
て
、
日
本
文
学
の
滑
稽
の
出
発
点
を
求
め
れ
ば
、

此
点
を
第
一
に
見
ね
ば
な
る
ま
い
。
態
度
と
し
て
の
滑
稽
は
、
「
歌
」
ば
か

り
か
ら
は
出
て
来
な
い
訣
だ
か
ら
で
あ
る
。
歌
物
語
に
お
け
る
滑
稽
は
、
歌

諺
類
を
、
す
べ
て
の
人
を
し
て
、
信
じ
難
い
方
法
で
以
て
、
而
も
強
ひ
て
巧

み
に
説
明
す
る
技
巧
か
ら
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
其
外
に
確
か
に
、

今
挙
げ
た
別
途
の
笑
ひ
の
要
素
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
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か
う
し
た
「
い
は
ひ
詞
」
を
持
つ
て
、
諸
国
の
檀
那
場
を
廻
る
様
に
な
る
。

其
が
、
進
む
と 

千  

秋  

万  

歳 

セ
ン
ジ
ユ
マ
ン
ザ
イ

で
あ
る
。
此
は
、
平
安
朝
に
早
く
現
れ
て
、

而
も
人
の
想
像
す
る
程
の
変
化
も
な
く
、
近
代
の
万
歳
芸
に
連
接
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

併
し
さ
う
し
た
笑
ひ
を
要
素
と
し
た
祝
言
職
以
外
に
、
も
つ
と
古
風
な
呪
芸

者
の
群
れ
が
あ
る
。
自
団
の
呪
術
　
　
主
と
し
て
禊
祓
の
起
原
に
関
聯
し
た

叙
事
詩
を
説
く
事
に
よ
つ
て
其
術
の
効
果
の
保
証
せ
ら
れ
る
も
の
と
信
じ
て

居
た
　
　
を
持
つ
て
廻
つ
た
、
各
所
の
霊
地
の
神
人
団
が
、
其
だ
。
此
に
信

仰
の
宣
布
と
共
に
、
新
地
の
開
拓
と
言
ふ
根
本
的
目
的
を
持
つ
て
居
た
。
つ

ま
り
あ
る
信
仰
の
拡
ま
る
事
は
、
其
国
土
の
伸
び
る
事
と
な
る
の
だ
。

天
子
の 

奉  

為 

オ
ン
タ
メ

の
神
人
団
と
し
て
は
、
其
朝テウ
々
に
親
※
申
し
た
舎
人
ト
ネ
リ
た
ち
の
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大
舎
人
部

オ
ホ
ト
ネ
リ
ベ
　
　
詳
し
く
言
へ
ば
、 

日  

置 

ヒ
オ
キ
ノ

大
舎
人
部
、
又
短
く
換
へ
て
言
ふ

と
、
日
置
部 

日 

祀 

部 

ヒ
マ
ツ
リ
ベ

な
ど
　
　
の
宣
教
す
る
範
囲
、
天
神
の
御
指
定
以
外

に
天
子
の
地
と
な
る
。
皇
后
の
為
に
も
、
同
様
の
意
義
に
お
い
て
、  

私    

キ
サ
イ
ツ

部  ベ
が
段
々
出
来
て
行
つ
た
。
か
う
し
て
次
第
に
、
此
他
の
大
貴
族
の
為
に
、

飛
び
〳
〵
に
認
可
せ
ら
れ
た
私
有
地
が
出
来
て
来
る
。
さ
う
言
つ
た
地
に
は
、

此
に
其
建
て
主
又
は
、
其
邑
落
に
信
奉
せ
ら
れ
て
ゐ
る
呪
法
の
起
原
の
繋
る

所
の
叙
事
詩
の
主
人
公
　
　
元
来
の
土
地
所
有
者
の
生
涯
の
断
片
に
関
し
て

語
り
伝
へ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
同
一
起
原
を
説
く
土
地
の
間
に
お

い
て
、
歴
史
的
関
係
が
結
ば
れ
て
来
る
訳
で
あ
る
。

過
去
の
人
及
び
神
を
中
心
と
し
て
、
種
々
の
信
仰
網
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
が
、

全
国
に
敷
か
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
之
を
行
う
た
の
は
、
誰
か
。
言
ふ
ま
で
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も
な
く
、
巡
游
伶
人
で
あ
る
。
而
も
、
其
中
最
そ
の
意
味
の
事
業
を
、
無
意

識
の
間
に
深
く
成
就
し
て
行
つ
た
の
は
、
何
れ
の
団
体
で
あ
ら
う
。
其
は
、

海
部
の
民
た
ち
で
あ
る
。

之
を
外
に
し
て
は
、
大
体
に
お
い
て
、
山
部
と
称
へ
て
よ
い
種
類
の
、
山
の

聖
水
に
よ
つ
て
す
る
禊
ぎ
を
勧
め
る
者
が
多
く
游
行
し
た
様
に
思
は
れ
る
。

　
　
ま
き
も
く
の
　
穴
師
の
山
の
山
び
と
と
　
人
も
見
る
か
に
、
山
か
づ
ら

　
　
せ
よ

穴
師
ア
ナ
シ
神
人
の
漂
遊
宣
教
は
、
播
磨
風
土
記
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
が
、
同
時
に

此
詞
章
が
、
神
楽
歌 

採  

物 

ト
リ
モ
ノ

「
蘰
カ
ツ
ラ」
の
も
の
で
あ
る
事
を
思
ふ
と
、
様
々
な

事
を
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
。
山
人
が
旅
を
す
る
事
の
外
に
、
近
い
里
の
祭
儀
に

参
加
し
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
祝
福
の
詞
を
述
べ
た
事
が
屡
あ
つ
た
。
此
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は
、
奈
良
都
以
前
か
ら
行
は
れ
て
居
た
事
で
、
更
に
持
ち
越
し
て
、
平
安
朝

に
お
い
て
す
ら
、
尚
大
社
々
々
の
祭
り
に
、
山
人
の
来
る
こ
と
、
日
吉
・
松

尾
・
大
原
野
の
如
き
、
皆
其
で
あ
つ
た
。

海
部
と
言
ひ
、
山
人
と
言
ひ
、
小
曲
を
謡
ふ
や
う
に
な
つ
た
と
言
ふ
事
は
、

同
時
に
元
は
じ
め長
い
詞
章
の
あ
つ
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
と
も
言
へ
る
。
呪
詞
又
は

叙
事
詩
に
替
る
に
、
其
一
部
と
し
て
発
生
し
た
短
歌
が
用
ゐ
ら
れ
る
こ
と
に

な
つ
た
の
で
、
之
を
謡
ふ
こ
と
が
、
長
章
を
唱
へ
る
の
と
同
等
の
効
果
あ
る

も
の
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
小
曲
の
説
明
と
し
て
、
長

章
が
諷
唱
せ
ら
れ
る
事
が
あ
る
や
う
に
な
つ
た
。
即
順
序
は
、
正
に
逆
で
あ

る
。
か
う
言
ふ
場
合
に
、
之
を
呼
ん
で
「
歌ウタ
の
本モト
」
と
称
し
て
ゐ
た
。
歌
の

本
辞
ホ
ン
ジ
（
も
と
つ
ご
と
）
言
ひ
換
へ
れ
ば
、  

歌  
物  
語  

ウ
タ
モ
ノ
ガ
タ
リ

の
古
形
で
あ
つ
て
、
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ま
た
必
し
も
歌
の
為
の
み
に
有
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
居
な
か
つ
た
時
代

の
形
な
の
だ
。

古
く
溯
る
程
、
歌
よ
り
も
、
そ
の
本
辞
た
る
叙
事
詩
或
は
、
呪
詞
の
用
ゐ
ら

れ
る
こ
と
が
、
原
則
的
に
行
は
れ
て
ゐ
た
。
歌
の
行
は
れ
る
様
に
な
る
と
、

同
時
に
「
諺
」
が
唱
へ
ら
れ
た
ら
し
い
。
「
諺
」
は
、
半
意
識
状
態
に
人
の

心
を
導
く
一
種
の
謎
の
様
な
表
現
を
古
く
か
ら
持
つ
た
も
の
で
、
同
時
に
あ

る
諷
諭
・
口
堅
め
の
信
仰
を
含
ん
で
ゐ
る
も
の
で
も
あ
つ
た
。
簡
単
な
対
句
ツ
ヰ
ク

的
な
形
式
の
中
に
、
古
代
人
と
し
て
の
深
い
知
識
を
含
ん
で
ゐ
る
も
の
で
も

あ
つ
た
。
だ
か
ら
、
諺
に
対
し
て
は
、
あ
る
解
説
を
要
す
る
場
合
が
多
く
、

其
解
説
者
と
し
て
の
宿ト
老ネ
が
、
何
処
に
も
居
つ
た
の
で
あ
る
。
其
で
諺
に
つ

い
て
は
、
ど
う
し
て
も
説
話
が
発
達
し
な
い
で
は
居
な
か
つ
た
。
歌
と
呪
詞
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・
叙
事
詩
と
の
関
係
を
、
寧
逆
に
し
た
の
が
諺
の
場
合
で
あ
る
。
所
謂
歌
か

ら
生
じ
た
後
の
歌
物
語
な
る
も
の
は
、
諺
と
そ
の
説
話
と
の
関
係
を
見
倣
つ

て
進
ん
で
来
た
の
だ
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
諺
の
最
も
つ
と
も諺
ら
し
い
表
現
を
せ

ら
れ
る
時
は
、
即
「
謎ナゾ
」
に
近
づ
い
て
来
る
。
と
言
ふ
よ
り
、
謎
は
此
か
ら

出
た
と
言
ふ
の
が
、
正
し
い
で
あ
ら
う
。
懸
け
合
ひ
す
る
こ
と
を
、
祭
祀
の

儀
礼
の
重
要
な
部
分
と
す
る
の
が
、
古
代
の
習
慣
で
あ
つ
た
。
神
及
び
精
霊

の
間
に
、
互
に
相
手
方
の
唱
和
を
阻
止
す
る
様
な
技
巧
が
積
ま
れ
て
来
て
ゐ

た
。
即
応
す
る
事
が
出
来
ね
ば
負
け
と
な
る
訣
で
あ
る
。
元
来
は
真
の
頓
才
ヰ
ツ
ト

に
よ
る
問
答
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
次
第
に
固
定
し
て
双
方
と
も
に
き
ま
つ
た

も
の
を
く
り
返
す
様
に
な
つ
た
事
で
あ
る
。
唯
、
僅
か
づ
ゝ
の
当
意
即
妙
式

な
変
化
と
、
順
序
の
飛
躍
と
が
あ
つ
た
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
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歌
物
語
に
お
い
て
は
、
如
何
に
も
真
実
ら
し
く
感
じ
る
所
か
ら
、
自
然
悲
劇

的
な
内
容
を
持
つ
も
の
が
多
く
な
つ
て
行
く
が
、
諺
物
語
に
お
い
て
は
、
次

第
に
周
知
の
伝
承
を
避
け
、
而
も
意
表
に
出
る
を
努
め
る
所
か
ら
、
嘘
話
と

し
て
の
効
果
を
ね
ら
ふ
様
に
な
り
、
喜
劇
的
な
不
安
な
結
末
を
作
る
方
に
傾

く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　 

早  

歌 

ハ
ヤ
ウ
タ

　
　
（
い
づ
れ
ぞ
や
。
と
う
ど
ま
り
。
彼
崎
越
え
て
）

　
　
本
」
何
処
だ
い
。
行
き
止
り
は
。
末
」
そ
ん
な
こ
つ
ち
や
駄
目
だ
。
あ

　
　
の
崎
越
え
て
ま
だ
〳
〵
。
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（
み
山
の
小
黒
葛
。
く
れ
〳
〵
。
小
黒
葛
）

　
　
本
」
山
の
つ
ゞ
ら
で
言
へ
ば
、
末
」
も
つ
と
繰
れ
〳
〵
。
山
の
小
つ
ゞ

　
　
ら
。

　
　
（
鷺
の
頸
と
ろ
む
と
。
い
と
は
た
長
う
う
て
）

　
　
本
」
鷺
の
首
を
し
め
よ
う
と
す
る
と
。
末
」
と
こ
ろ
が
又
む
や
み
に
長

　
　
く
つ
て

　
　
（
あ
か
ゞ
り
踏
む
な
。
後
な
る
子
。
我
も
目
は
あ
り
。
先
な
る
子
）

　
　
本
」
踵
の
あ
か
ぎ
れ
を
踏
ん
で
は
困
る
。
う
し
ろ
の
人
間
よ
。
末
」
言

　
　
ふ
な
。
お
れ
だ
つ
て
、
目
が
つ
い
て
る
ぞ
。
先
に
行
く
奴
め
。

　
　
（
舎
人
こ
そ
う
。
し
り
こ
そ
う
。
わ
れ
も
こ
そ
う
。
し
り
こ
そ
う
）

　
　
本
」
若
い
衆
来
い
。
つ
い
て
来
い
。
末
」
手
前
も
来
い
。
つ
い
て
来
い
。
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（
あ
ち
の
山
。
せ
山
。
せ
山
の
あ
ち
の
せ
）

　
　
本
」
向
う
の
山
だ
か
ら
、
其
で
背
山
だ
。
末
」
背
山
で
さ
う
し
て
、
向

　
　
う
の
せ
山
。

　
　
（
近
衛
の
み
か
ど
に
、
巾コ
子ジ
お
と
い
つ
。
髪
の
根
の
な
け
れ
ば
）

　
　
本
」
陽
明
門
の
前
で
、
冠
の
巾
子
を
ぽ
ろ
り
と
落
し
た
。
末
」
為
方
が

　
　
な
い
ぢ
や
な
い
か
。
髪
の
も
と
ゞ
り
が
な
い
か
ら
。

　
　
（
を
み
な
子
の
才ザエ
は
、
霜
月
・
師
走
の
か
い
こ
ぼ
ち
）

　
　
本
」
そ
ん
な
ら
問
は
う
。
婦
人
の
六
芸
に
達
し
た
と
言
ふ
の
は
。
末
」

　
　
十
一
、
十
二
月
に
、
少
々
降
る
雨
雪
で
、
役
に
も
立
た
ぬ
。

　
　
（
あ
ふ
り
ど
や
。
ひ
は
り
ど
。
ひ
は
り
ど
や
、
あ
ふ
り
戸
）

　
　
本
」
ば
た
〳
〵
開
く
戸
。
（
其
も
困
る
が
）
つ
つ
ぱ
つ
て
あ
か
ぬ
　
末
」
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（
此
奴
も
困
り
者
だ
）
。
つ
つ
ぱ
り
戸
に
、
ば
た
／
″
＼
戸
。

　
　
（
ゆ
す
り
あ
げ
よ
。
そ
ゝ
り
あ
げ
。
そ
ゝ
り
あ
げ
よ
。
ゆ
す
り
あ
げ
）

　
　
本
」
戸
な
ら
ば
ゆ
す
つ
て
あ
げ
ろ
。
し
や
く
つ
て
あ
げ
ろ
。
末
」
し
や

　
　
く
つ
て
あ
げ
ろ
。
ゆ
す
つ
て
あ
げ
ろ
。

　
　
（
谷
か
ら
い
か
ば
、
岡
か
ら
い
か
む
。
岡
か
ら
行
か
ば
、
谷
か
ら
行
か

　
　
む
）

　
　
本
」
お
前
が
谷
か
ら
行
く
と
す
り
や
、
お
れ
は
高
み
か
ら
行
か
う
。
末
」

　
　
お
前
が
高
み
か
ら
行
く
と
す
り
や
、
お
れ
は
谷
か
ら
行
か
う
。

　
　
（
こ
れ
か
ら
い
か
ば
、
か
れ
か
ら
い
か
む
。
か
れ
か
ら
い
か
ば
、
こ
れ

　
　
か
ら
い
か
む
）

　
　
本
」
お
前
が
此
処
を
ば
通
る
な
ら
、
お
れ
は
向
う
を
通
る
。
末
」
お
前
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が
向
う
を
通
る
な
ら
、
お
れ
は
此
処
を
通
る
。

か
う
し
た
口
訳
を
作
る
こ
と
は
、
く
ど
い
事
だ
し
、
尚
、
当
然
誤
訳
も
あ
る

だ
ら
う
し
、
私
自
身
に
別
説
も
あ
る
。
こ
れ
は 

頓  

作 

ト
ン
サ
ク

問
答
だ
か
ら
、
早
歌

と
言
つ
た
の
だ
が
、
歌
と
言
ふ
ほ
ど
の
物
で
も
な
か
ら
う
。
そ
の
中
「
近
衛

御
門
云
々
」
は
即
座
の
応
酬
だ
ら
う
し
、
「 

女  

子 

ヲ
ミ
ナ
ゴ

の
才ザエ
云
々
」
は
諺
だ
つ

た
ら
う
。

神
楽
の
歌
詞
か
ら
、
神
楽
の
原
義
は
固
よ
り
、
そ
の
過
程
を
引
き
出
さ
う
と

す
る
事
の
無
謀
で
あ
る
こ
と
は
、
勿
論
の
事
で
あ
る
。
其
だ
け
替
へ
歌
が
、

沢
山
這
入
つ
て
来
て
ゐ
る
訣
だ
。
だ
が
、
早
歌
を
見
る
と
、
如
何
に
も
山
及

び
遠
旅
の
印
象
が
、
明
ら
か
に
出
て
ゐ
る
。
其
上
に
、
「
近
衛
御
門
に
巾
子

落
い
つ
」
な
ど
に
な
る
と
、
踏
歌
に
出
る
仮
装
者
の 

高 

巾 

子 

カ
ウ
コ
ン
ジ

や
、
其
に
関
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聯
し
て
中
門
口
の
行
事
な
ど
が
思
ひ
浮
べ
ら
れ
る
。
謡
ひ
方
も
勿
論
早
か
つ

た
で
あ
ら
う
が
、
其
は
問
答
に
伴
ふ
懸
け
合
ひ
の
早
さ
で
あ
り
、
頓
作
問
答

と
し
て
の
意
義
を
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
人
長
・
才
男
の
問
答
で
、
其
早

歌
が
流
行
し
た
結
果
、
白
拍
子
歌
に
ま
で
入
り
こ
ん
で
、
幾
つ
も
の
今
様
を

懸
け
合
ひ
で
連
ね
て
行
く
と
こ
ろ
か
ら
、
宴
曲
の
早
歌
が
出
て
来
た
も
の
と

考
へ
ら
れ
る
。
と
も
か
く
も
、
神
楽
に
お
い
て
は
、
才サイ
男ヲ
は
、
こ
れ
で
引
き

こ
み
に
な
る
訣
で
、
全
体
の
趣
き
か
ら
見
て
も
、
名
残
惜
し
み
の
様
子
が
見

え
て
ゐ
る
。

海
部
の
伝
承
は
、
記
紀
・
万
葉
を
見
て
も
、
其
物
語
歌
の
性
質
か
ら
見
て
、

或
は
、
そ
の
名
称
か
ら
見
て
察
す
る
事
の
出
来
る
も
の
が
多
い
。
更
に
大
き

な
一
群
と
し
て
は
、 

海 

語 

部 

ア
マ
ガ
タ
リ
ベ
の
手
を
経
て
宮
廷
に
入
つ
た
も
の
と
思
は
れ
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る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
此
に
は
多
少
の
疑
問
は
あ
り
乍
ら
、
私
ど
も
に

と
つ
て
は
、
既
に
一
応
の
検
査
ず
み
に
な
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
処

で
は
、
山
人
及
び
山
部
に
属
す
る
人
々
の
伝
承
は
、
鎮
魂
と
そ
の
舞
踊
と
が

名
高
く
な
つ
て
、
其
詞
章
の
長
い
も
の
は
、
わ
り
に
失
は
れ
た
も
の
が
多
い

様
に
見
え
る
。
今
度
の
試
み
に
お
い
て
、
西
角
井
君
の
為
事
を
記
念
す
る
意

味
に
お
い
て
、
神
楽
を
主
題
に
し
た
の
も
、
実
に
こ
ゝ
に
一
つ
の
焦
点
を
結

ば
う
と
し
た
理
由
も
あ
る
の
だ
。
日
本
紀
に
は
、
「
山
」
に
つ
い
て
、
却
て

大
き
な
伝
承
群
の
あ
つ
た
ら
う
趣
き
を
示
し
て
ゐ
る
。
応
神
帝
崩
後
、
額
田
ヌ
カ
タ

ノ  

大  

中  

彦  

オ
ホ
ナ
カ
ツ
ヒ
コ

、
倭
ノ
屯
田
・
屯
倉
を
自
由
に
し
よ
う
と
な
さ
れ
て
、
是
屯

田
は
元
来
「
山
守
ノ
地
」
だ
か
ら
、
我
が
地
だ
と
言
は
れ
た
。
大
中
彦
は
、

大
山
守
尊
の
同
母
弟
だ
か
ら
と
言
ふ
が
、
実
は
一
つ
の
資
格
な
の
だ
。
大
鷦

51



鷯
尊
、
倭
ノ
直
ア
タ
ヘ祖
麻
呂
を
召
し
上
げ
て
、
其
正
否
を
問
は
れ
た
時
、
「
私
は

存
じ
ま
せ
ん
。
唯
、
臣
の
弟
吾ア
子コ
籠ゴ
、
此
事
を
知
れ
り
」
と
奏
上
し
た
。
其

で
、 
韓  
国 

カ
ラ
ク
ニ

に
使
し
て
居
た
同
人
を
急
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
。
吾
子
籠
の
御

答
へ
に
は
「
倭
の
屯
田
は
天
子
の
御
田
で
す
。
天
子
の
皇
子
と
申
し
て
も
掌

る
事
は
許
さ
れ
ぬ
事
に
な
つ
て
居
ま
す
」
と
答
へ
た
の
は
、
倭
ノ
直
氏
人
の

中
、
神
聖
な
物
語
を
継
承
す
る
資
格
即 

語  

部 

カ
タ
リ
ベ

た
る
選
ば
れ
た
力
が
吾
子
籠

に
あ
つ
た
の
だ
。
さ
う
し
て
、
倭
氏
で
あ
る
だ
け
に
、
「
山
」
に
関
係
が
深

か
つ
た
の
で
あ
る
。
山
神
に
仕
へ
る
資
格
を
持
つ
た
倭
国
造
家
の
人
で
あ
る
。

こ
れ
も
単
に
唯
、
保
証
人
と
謂
つ
た
為
事
だ
け
な
ら
、
わ
ざ
／
″
＼
韓
国
か

ら
、
氏
人
の
中
、
限
ら
れ
た
者
の
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
理
由
は
な
か
つ
た
筈
だ
。

か
う
し
た
「
山
の
伝
承
」
が
、
山
人
、
山
部
及
び
そ
の
類
の
神
人
の
間
に
あ
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つ
た
の
が
、
早
く
詞
章
を
短
縮
し
た
歌
殊
に
短
歌
の
方
に
趣
い
た
の
は
、
神カ

     
遊   
ム
ア
ソ
ビ

詞
章
の
特
殊
化
で
あ
つ
た
。
私
な
ど
は
、
海
部
が
其
豊
富
な
海
の
幸

と
、
広
い
生
活
地
を
占
め
て
ゐ
る
為
の
発
展
力
を
、
何
処
ま
で
も
伸
し
て
、

神
遊
び
ま
で
も
、
平
安
朝
に
到
つ
て
自
家
の
も
の
を
推
し
出
し
て
来
た
が
、

元
は
、
「
山
神
楽
」
が
重
要
な
も
の
だ
つ
た
と
思
ふ
。
「
採
物
」
を
見
て
も
、

殆
ほ
と
ん
ど山
及
び
山
人
、
山
の
水
に
関
係
あ
る
物
で
は
な
い
か
。

あ
ま
り
に
物
を
対
比
的
に
見
る
こ
と
は
、
誤
つ
た
し﹅
う﹅
ち﹅
に
違
ひ
な
い
が
、

私
は
後
世
式
に
か
う
言
は
う
。
海ア
部マ
の
浄
瑠
璃
、
山
部
の
小
唄
。
即
前
者
は
、

平
安
期
の
末
ま
で
、
長
い
叙
事
詩
を
持
ち
歩
き
、
後
者
は
早
く
奈
良
朝
又
は

其
前
に
す
ら
短
歌
を
盛
ん
に
携
行
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と

へ
ば
、
山
部
宿
禰
赤
人
、
高
市
連
黒
人
、
皆
山
ノ
部
に
関
係
深
い
人
々
で
あ
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る
。
柿
本
ノ
朝
臣
人
麻
呂
に
し
て
か
ら
が
、
倭
の
和
邇
氏
の
分
派
で
あ
り
、

其
本
貫
、
其
同
族
を
参
考
に
し
て
も
、
山
に
関
係
が
深
い
の
で
あ
る
。
か
う

言
ふ
見
方
は
、
必
し
も
正
確
を
保
す
る
事
は
出
来
な
い
。
が
、
一
応
は
考
へ

に
置
い
て
見
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ひ
と
言

私
の
言
ふ
べ
き
事
は
、
単
に
緒
に
つ
い
た
ま
で
ゞ
あ
る
。
此
等
の
海
及
び
山

の 

流 

離 

民 

ウ
カ
レ
ビ
ト

が
、
国
中
を
漂
遊
し
て
、
叙
事
詩
、
抒
情
詩
を
撒
布
し
て
歩
い

た
形
か
ら
、
其
が
諸
国
に
諸
種
の
文
芸
を
発
生
す
る
事
を
述
べ
る
の
は
、
此

か
ら
で
あ
る
。
其
上
、
其
中
心
は
、
何
と
謂
つ
て
も
、
都
の
流
行
で
あ
る
。
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此
芸
能
者
の
交
迭
が
、
色
々
な
文
学
・
芸
能
を
、
宗
教
的
に
説
経
的
に
生
ん

で
行
く
事
を
、
も
つ
と
落
ち
つ
い
て
咄
す
筈
で
あ
つ
た
。
だ
が
、
其
に
入
る

前
に
制
限
は
、
既
に
遥
か
に
の
り
越
し
て
ゐ
る
。
是
非
な
く
こ
ゝ
に
筆
を
擱

く
。
だ
が
、
日
本
の
唱
導
文
学
は
、
此
後
何
時
ま
で
も
、
江
戸
の
末
期
ま
で

も
、
形
こ
そ
変
へ
た
れ
、
主
題
は
一
つ
。
神
　
　
及
び
仏
　
　
の
流
離  

転  

テ
ン
ジ

  

生  

ヤ
ウ

を
説
く
も
の
ゝ
、
種
々
な
形
の
変
化
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
其
が
近
代

ほ
ど
貴
人
と
な
り
、
又
理
想
的
雛
男
と
な
り
易
る
だ
け
で
あ
つ
た
。
さ
う
し

て
、
江
戸
期
に
お
い
て
、
ほ
ゞ
大
き
な
四
つ
の
区
分
、
説
経
・
浄
瑠
璃
・
祭サ

   

文 

イ
モ
ン
・
念
仏
が
目
に
つ
く
が
、
此
が
長
く
続
い
た
叙
事
詩
の
末
で
あ
る
。
其

他
に
も
幾
多
の
芸
能
文
学
が
出
没
し
た
が
、
す
べ
て
皆
奴
隷
宗
教
家
の
口
舌

の
上
に
転コロ
が
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
維
持
せ
ら
れ
て
来
た
事
も
、
一
つ
の
忘
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る
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
。
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発
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空
文
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作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
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タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
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