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唱
導
と
い
ふ
の
は
、
元
、
寺
家
の
用
語
で
あ
る
。
私
の
此
方
面
に
関
心
を
持

ち
出
し
た
の
も
、
実
は
さ
う
し
た
側
の
、
殊
に
近
代
に
倚
つ
て
の
、
布
教
者

の
漂
遊
を
主
題
と
し
て
ゐ
た
。
だ
が
、
最
近
さ
う
し
た
方
法
が
、
寺
家
及
び

そ
の
末
流
　
　
主
と
し
て
、
此
等
の
人
々
の
自
由
運
動
に
属
す
る
者
が
多
い

が
　
　
の
採
用
す
る
こ
と
に
な
る
よ
り
も
前
の
形
の
方
が
、
も
つ
と
大
切
な

事
の
様
に
考
へ
ら
れ
て
来
た
。
即
日
本
に
お
け
る
、
特
殊
な
文
学
運
動
で
も

あ
り
、
又
其
よ
り
も
更
に
、
大
き
な
宗
教
運
動
の
形
を
作
る
基
礎
に
な
り
、

又
地
方
経
済
生
活
の
大
き
な
因
由
を
開
い
た
も
の
な
る
こ
と
を
、
思
は
ず
に

居
ら
れ
な
く
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

唱
導
文
学
と
言
ふ
よ
り
も
、
寧
唱
導
芸
能
と
い
ふ
方
が
、
更
に
適
切
ら
し
い
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気
が
す
る
。
其
ほ
ど
、
関
聯
深
き
他
の
芸
と
の
連
鎖
が
緊
密
で
あ
つ
て
、
到

底
放
し
て
は
、
考
へ
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
其
れ

の
文
学
側
か
ら
見
た
も
の
な
る
こ
と
を
意
味
さ
せ
る
為
に
、
仮
り
に
唱
導
文

芸
と
言
ふ
程
の
名
に
し
て
お
き
た
い
。
文
学
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
ま
づ
声

楽
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
更
に
多
く
は
、
単
な
る
声
楽
た
る
に
止
ら
ず
、
舞

踊
を
も
伴
う
て
居
た
の
で
あ
る
。
又
更
に
、
ほ
ん
の
芽
生
え
で
は
あ
る
が
、

演
劇
的
の
要
素
を
も
持
つ
て
居
り
、
後
代
に
な
る
と
、
偶
人
劇
と
し
て
あ
る

程
度
ま
で
、
発
達
し
た
形
を
す
ら
顕
し
て
来
る
様
に
も
な
つ
た
。
類
似
の
芸

能
の
上
に
見
て
も
、
必
奇
術
・
曲
芸
の
類
の
演
技
を
も
含
ん
で
居
つ
た
こ
と

が
思
は
れ
る
。
殊
に
、
其
が
漂
遊
を
、
生
活
の
主
な
様
式
と
す
る
人
々
の
間

に
発
達
し
た
こ
と
に
お
い
て
、
後
世
の
所
謂
演
芸
分
子
の
愈
増
大
し
た
事
が
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想
は
れ
、
又
事
実
に
お
い
て
、
さ
う
し
た
傾
向
が
、
著
し
く
窺
は
れ
も
す
る

の
で
あ
る
。

唱
導
文
学
と
は
、
宗
教
文
学
で
あ
る
と
共
に
、
宣
教
の
為
の
方
便
の
文
学
で

あ
り
、
又
単
に
一
地
方
の
為
の
み
で
は
な
く
、
広
い
教
化
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
あ
る
宣
布
を
終
へ
た
地
方
か
ら
、
未
教
化
の
土
地
へ
向
け
て
、

無
終
に
展
べ
ら
れ
て
行
く
事
を
考
へ
て
ゐ
る
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ

か
ら
当
然
、
旅
行
的
な
文
学
で
あ
る
。
さ
う
し
て
唯
、
其
文
学
が
旅
行
す
る

ば
か
り
で
な
く
、
文
学
そ
の
も
の
ゝ
主
題
が
亦
、
旅
行
的
な
も
の
に
す
ら
傾

い
て
来
る
の
で
あ
る
。
此
は
、
概
論
で
な
く
、
事
実
で
あ
つ
た
。
譬
へ
ば
、

最
後
代
的
な
も
の
を
捉
つ
て
見
て
も
、
さ
う
で
あ
る
。

高
野
山
に
於
け
る
浄
土
聖
、
萱
堂
の
非ヒ
事ジ
吏リ
の
間
に
発
達
し
た
と
思
は
れ
る
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苅
萱
道
心
親
子
の
物
語
は
、
出
発
点
を
九
州
に
、
頂
点
を
高
野
山
に
、
結
末

を
信
州
に
置
い
て
、
一
見
、
此
説
経
者
の
文
芸
が
、
其
三
つ
の
地
の
何
れ
に

発
祥
し
た
も
の
か
知
れ
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。
又
、
お
な
じ
五
説
経
の
「
山
椒

太
夫
」
に
し
て
も
、
前
者
が
、
善
光
寺
親
子
地
蔵
の
縁
起
で
あ
る
様
に
、

「
か
な
や
き
地
蔵
」
の
由
来
と
伝
へ
て
、
丹
後
由
良
湊
の
事
の
様
に
見
え
て

ゐ
る
が
、
事
実
は
津
軽
岩
木
山
の
神
と
、
切
つ
て
も
切
れ
ぬ
因
縁
を
持
つ
て

ゐ
る
。
簡
単
な
結
論
の
容
易
に
つ
け
ら
れ
な
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
あ
る
部

分
ま
で
言
う
て
正
し
い
こ
と
は
、
一
つ
の
地
方
に
根
ざ
し
た
信
仰
が
、
搬
ば

れ
て
行
つ
た
途
中
に
も
、
根
を
卸
す
場
所
が
出
来
て
、
其
処
を
以
て
、
一
条

の
物
語
の
結
末
を
告
げ
、
又
く
ら
い
ま
っ
く
す
を
作
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で

あ
る
、
と
言
ふ
見
方
も
確
か
に
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
文
芸
が
旅
行
す
る
こ
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と
に
よ
つ
て
、
そ
の
物
語
の
主
人
公
も
、
漂
遊
を
重
ね
る
と
謂
つ
た
風
に
考

へ
ら
れ
、
更
に
其
旅
程
も
、
次
第
に
確
実
な
も
の
と
な
つ
て
来
る
訣
で
あ
る
。

其
文
芸
の
中
、
可
な
り
古
代
的
な
も
の
か
ら
見
て
も
、
さ
う
で
あ
る
。
譬
へ

ば
、
「 

天 
田 
振 

ア
マ
タ
ブ
リ

」
と
し
て
、
大
歌
　
　
宮
廷
詩
　
　
に
採
用
せ
ら
れ
た
も

の
に
就
い
て
見
て
も
、
さ
う
で
あ
る
。
啻ただ
に
謫
流
地
の
伊
予
と
、
元
の
地
な

る
都
と
の
間
に
お
け
る
事
件
を
述
べ
る
に
止
め
ず
し
て
、
尊
い
女
性
が
、
思

ひ
人
の
後
を
追
う
て
漂
浪
す
る
風
に
語
り
ひ
ろ
げ
る
様
に
す
ら
な
つ
て
ゐ
る
。

旅
行
の
主
題
に
添
う
て
物
語
ら
れ
る
事
に
よ
つ
て
、
次
第
に
旅
の
気
分
が
深

ま
つ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
譬
へ
ば
又
、
「
天
田
振
」
の
、
や
ゝ
文
学
的

要
素
の
濃
度
を
加
へ
た
と
思
は
れ
る
、  
石 
上 

乙 

麻 

呂  
イ
ソ
ノ
カ
ミ
ノ
オ
ト
マ
ロ

の
土
佐
流
謫
事
件

を
謡
う
た
万
葉
集
所
収
の
小
長
歌
に
し
て
も
、
さ
う
で
あ
る
。
乙
麻
呂
自
身
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の
心
に
浮
ん
で
来
る
は
ず
の
な
い
様
な
叙
述
の
詞
章
の
心
の
底
に
は
、
先
行

し
て
行
は
れ
た
天
田
振
が
流
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
も
之
を
、
幾
種
か
の

類
型
を
間
に
立
て
た
中
臣
宅
守
・
茅
上
郎
女
の
相
聞
歌
と
比
べ
て
見
る
と
、

其
が
文
学
意
識
を
濃
厚
に
持
つ
た
極
め
て
長
い
連
作
短
歌
の
集
団
と
言
ふ
特

殊
な
形
を
は
つ
き
り
出
し
て
ゐ
る
。
其
は
一
方
に
か
う
し
た
二
つ
の
事
件
を

表
現
す
る
上
に
お
い
て
、
幾
様
か
の
同
時
代
の
相
が
見
ら
れ
る
の
だ
と
も
言

へ
よ
う
。
即
、
あ
る
層
に
お
い
て
は
、
古
物
語
の
中
の
、
く
ど
き
の
部
分
と

も
見
る
べ
き
形
で
、
如
何
に
も
、
個
性
乏
し
い
も
の
に
な
つ
て
出
て
居
る
。

が
、
又
あ
る
層
に
属
す
る
人
々
は
、
之
を
新
文
学
に
お
け
る
、
地
の
文
は
漢

文
、
抒
情
部
分
短
歌
と
謂
つ
た
、
奈
良
期
の
新
感
覚
に
適
し
た
様
式
に
為
立

て
あ
げ
て
来
た
訣
な
の
だ
。
而
も
、
此
二
篇
と
も
、
旅
行
の
印
象
を
叙
べ
る
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側
に
、
著
し
く
進
ん
で
来
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
。

こ
の
様
に
、
事
件
を
叙
述
す
る
事
よ
り
も
、
旅
先
又
は
旅
の
中
途
の
感
情
を

主
と
す
る
の
が
、
つ
ま
り
二
つ
の
土
地
の
聯
絡
と
言
ふ
こ
と
を
心
に
持
つ
て

来
た
こ
と
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
謂
は
ゞ
後
者
は
、
古
い
道
行
き
ぶ
り

の
形
の
進
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
、
主
題
以
外
は
齣
毎
に
目
的
を
展
開

す
る
多
幕
劇
に
近
づ
い
て
来
て
ゐ
る
の
だ
。
だ
が
と
も
か
く
も
、
唱
導
的
な

意
義
の
遺
却
せ
ら
れ
な
い
文
芸
と
し
て
、
一
貫
的
に
、
そ
の
信
仰
の
中
心
た

る
神
・
仏
或
は
人
の
、
其
大
を
成
す
に
到
る
道
程
の
発
達
を
意
味
す
る
苦
し

み
を
語
る
事
に
力
を
集
め
て
居
り
、
其
に
多
く
の
漂
浪
の
歎
き
を
絡
ま
し
て

居
る
。

日
本
古
代
に
お
け
る
威
力
神
が
、
常
に
あ
る
旅
程
を
経
て
来
り
、
而
も
か
よ
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わ
い
神
で
あ
つ
た
者
が
、
此
土
に
お
い
て
、
俄
か
に
其
能
を
発
揮
す
る
と
考

へ
ら
れ
た
　
　
と
言
ふ
よ
り
も
、
逆
に
さ
う
し
た
信
仰
を
生
み
出
す
習
俗
が

行
は
れ
て
居
た
　
　
と
こ
ろ
か
ら
、
か
う
し
た
唱
導
の
主
題
は
生
ま
れ
て
来

る
の
で
あ
る
。
同
時
に
又
、
多
趣
多
様
の
唱
導
が
、
元
極
め
て
少
数
類
型
の

分
化
に
過
ぎ
な
か
つ
た
事
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
此
種
の
文

芸
は
、
古
い
物
程
、
罪
障
に
よ
つ
て
の
流
離
を
説
く
。
此
点
殊
に
、
説
明
を

要
す
る
所
で
あ
る
が
、
今
は
此
程
度
に
止
め
る
。
此
は
、
そ
の
神
人
の
奨
め

る
禊
祓
の
法
の
起
原
を
説
明
し
、
贖
罪
の
原
由
を
、
神
に
基
く
も
の
と
す
る

様
に
な
つ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
古
代
宗
教
の
中
、
旅
行
に
よ
る
布
教
法
を
と
つ
た
も
の
　
　
す
べ
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て
の
宗
教
が
、
其
で
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
が
　
　
は
、
何
時
か
ら
か
、
海
の

水
或
は
、
山
の
水
を
以
て
す
る
禊
ぎ
を
、
儀
礼
の
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
つ

た
。
時
と
し
て
は
、
単
に
其
を
行
ふ
呪
法
そ
の
も
の
ゝ
様
に
も
見
え
た
。
さ

う
し
て
、
神
は
其
を
人
々
に
慂
め
る
為
に
、
此
土
に
姿
を
現ゲン
じ
て
居
る
も
の
ゝ

様
に
す
ら
考
へ
ら
れ
た
。
さ
う
し
て
多
く
の
場
合
、
此
神
自
身
之
を
行
ふ
事

の
代
り
に
、
神
の
介
添
へ
と
も
、
神
の
育
て
主
と
も
言
ふ
べ
き
大
忌
人
が
あ

つ
て
、
神
を
守モ
り
な
が
ら
、
諸
国
を
歩
く
。

さ
て
、
此
神
人
団
は
、
時
と
し
て
分
裂
し
て
、
あ
る
適
当
な
地
に
残
り
、
一

部
は
更
に
旅
行
を
続
け
て
行
く
と
謂
つ
た
形
を
持
つ
て
居
た
。
さ
う
し
て
、

其
儀
礼
の
威
力
を
正
当
に
顕
す
為
に
、
其
神
と
、
其
儀
礼
と
の
関
聯
す
る
本

縁
を
説
く
所
の
詞
章
を
諷
誦
し
た
も
の
ら
し
い
。
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譬
へ
ば
、
穴
師
ア
ナ
シ
神
人
の
山
の
聖
水
を
以
て
す
る
呪
法
は
、
恐
ら
く
穴
師
部
所

伝
の
詞
章
を
生
ん
だ
も
の
と
思
は
れ
る
。
即
、
穴
師 

兵  

主 

ヒ
ヤ
ウ
ズ

神カミ
な
る
水
神
に

関
す
る
物
語
と
し
て
、
抱
き
守
り
の
巫
女
と
、
幼
君
を
主
と
し
た
も
の
に
飜

訳
せ
ら
れ
、
一
つ
の
「
ひ
な
神
」
信
仰
の
形
を
採
る
事
に
な
つ
た
。
又
譬
へ

ば
、
丹
後
風
土
記
逸
文
に
見
え
た
、
八
処
女
起
原
説
明
古
伝
と
も
言
ふ
べ
き
、

天
真
名
井
の
羽
衣
物
語
で
あ
る
。
記
述
で
は
、
わ
な
さ
翁
は
、
薄
情
な
人
間

悪
の
初
ま
り
を
見
た
様
に
説
か
れ
て
ゐ
る
が
、
此
物
語
の
彼
方
に
見
え
る
も

の
は
、
わ
な
さ
翁
な
る
神
人
に
し
て
、
遂
に
神
と
斎
か
れ
た
も
の
が
、
元
ひ

な
神
の
抱
き
守
り
だ
つ
た
俤
を
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
阿ア
波ハ
来キ
経ヘ
わ

な
さ
彦
」
と
言
ふ
出
雲
風
土
記
に
見
え
た
神
は
、
尠
く
と
も
出
雲
国
だ
け
で

言
へ
ば
、
あ
る
古
代
に
阿
波
の
美
馬
（
ミ
ル
メ
）
か
ら
、
此
亦
出
雲
に
斎
か
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れ
た
社
の
多
い
「
み
ぬ
ま
」
の
女
神
を
将
来
し
た
神
人
の
神
格
化
し
た
も
の

で
あ
る
。
此
「
み
ぬ
ま
」
の
女
神
の
、
信
仰
の
中
心
と
な
つ
た
も
の
は
、
天

真
名
井
に
行
は
れ
た
以
来
の
行
法
と
信
ぜ
ら
れ
た
禊
ぎ
で
あ
る
。
此
が
亦
宮

廷
の
神
及
び
主
上
に
伺
候
す
る
丹
波
の
八
処
女
の
起
原
で
あ
る
と
共
に
、
丹

後
風
土
記
に
は
、
み
ぬ
ま
　
　
風
土
記
的
に
は
、
ひ
ぬ
ま
　
　
の
女
神
自
身
、

禊
ぎ
を
し
た
事
の
様
に
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

わ
な
さ
神
人
の
手
で
育
ま
れ
た
ひ
な
神
、
長
じ
て
家
を
放
た
れ
、
漂
浪
し
て

遂
に
道
に
斃
死
し
、
其
が
復
活
転
生
し
て
威
力
あ
る
米
の
神
　
　
飯
及
び
酒

の
神
　
　
と
な
る
。
か
う
言
ふ
風
に
、
代
表
的
な
遊
行
神
伶
の
持
ち
伝
へ
た

神
の
姿
を
見
せ
て
居
る
。

此
丹
後
風
土
記
所
伝
の
女
神
の
物
語
は
、
甚
竹
取
物
語
の
要
素
に
牽
か
れ
て
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来
た
様
に
見
え
る
。
ど
う
し
て
も
、
禊
ぎ
の
介
添
へ
た
る
湯ユ
坐ヱ
の
巫
女
と
、

巫
女
の
父
な
る
大
忌
人
と
の
上
に
今
一
つ
、
此
物
語
で
は
、
巫
女
の
陰
に
没

し
て
ゐ
る
幼
神
が
あ
つ
た
に
相
違
な
い
の
だ
。
即
、
竹
取
型
に
な
る
以
前
の

形
が
あ
つ
て
、
誉
津
部

ホ
ム
ツ
ベ

・
多タ
遅ヂ
比ヒ
部ベ
な
ど
の
部
曲
伝
承
に
近
か
つ
た
も
の
と

思
は
れ
る
。

誉
津
部
の
伝
承
と
思
は
れ
る
も
の
は
、
此
子
代
部

コ
シ
ロ
ベ

の
開
祖
誉
津
別
皇
子
の
歴

史
を
説
い
た
貴
種
養
育
譚
に
お
い
て
、
出
雲
風
土
記
所
伝
の
鴨
神
あ
ぢ
し
き

た
か
ひ
こ
ね
の
物
語
と
殆
ど
一
つ
で
あ
る
。
又
謂
は
ゞ
、
通
常
称
す
る
所
の

鴨
神
の
其
父
神
大
国
主
、
更
に
其
父
神
す
さ
の
を
に
も
、
共
通
す
る
部
分
が

あ
る
。
即
、
妣
の
国
を
慕
ひ
哭
く
荒
神
の
慟
哭
の
描
写
は
、
「
八
拳
ヤ
ツ
カ
髯 

胸  

ム
ナ
サ

前 キ
に
垂
れ
云
々
」
か
ら
が
、
其
印
象
の
ま
ゝ
で
あ
る
。
又
、
兄
八
十
神
に
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殺
さ
れ
て
は
、
復
活
を
重
ね
、
其
都
度
偉
大
に
成
り
整
う
た
大
国
主
の
、
母

神
及
び
貝カヒ
姫
の
介
添
へ
を
得
た
様
は
、
全
く
そ
の
ま
ゝ
誉
津
別
皇
子
の
物
語

に
入
つ
て
居
る
。
而
も
、
此
皇
子
の
威
力
は
、
出
雲
大
神
の
霊
験
に
由
つ
て

現
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
、
上
の
二
柱
を
祖
神
と
す
る

出
雲
国
造
家
の
禊
ぎ
に
由
来
す
る
も
の
な
る
こ
と
は
察
せ
ら
れ
る
。
而
も
、

其
出
雲
人
の
系
図
は
、
記
紀
何
れ
の
伝
へ
で
見
て
も
、
殆
ど
総
べ
て
水
神
　

　
寧
、
水
の
聖
役
を
奉
仕
す
る
者
と
し
て
　
　
を
列
ね
て
ゐ
る
も
の
、
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
に
伝
は
ら
な
い
事
で
、
出
雲
の
神
道
に
は
、
喫

ぎ
を
中
心
と
し
た
鎮
魂
術
の
存
在
し
て
居
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
其

上
此
行
法
に
由
る
布
教
と
、
そ
の
由
来
を
説
く
詞
章
と
が
あ
つ
た
ら
う
と
言

ふ
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
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又
一
方
、
多
遅
比
部
の
伝
承
と
お
な
じ
も
の
が
、
少
な
く
と
も
三
種
類
は
見

ら
れ
る
。
幼
神
を
と﹅
り﹅
あ﹅
げ﹅
・
養ヒ
育タ
す
事
を
説
く
に
、
や
は
り
選
ば
れ
た

「
島
の
清
水
」
　
　
淡
路
の
瑞
井
　
　
と
、
特
殊
な
呪
法
と
の
あ
つ
た
こ
と

が
窺
は
れ
る
。
而
も
歴
史
の
記
述
以
外
に
、
丹
氏
タ
ン
シ
の
広
く
諸
国
に
拡
つ
て
ゐ

る
の
は
、
此
物
語
を
以
て
、
儀
礼
の
起
原
と
威
力
と
を
盛
ん
に
し
た
布
教
団

の
あ
つ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

偶
然
乍
ら
、
誉
津
部
の
場
合
に
は
、
幾
分
其
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
古
事
記
に

よ
る
と
、
皇
子
、
出
雲
大
神
を
拝
み
に
、
大
和
か
ら
出
向
か
れ
る
時
、
到
る

所
に
誉
津
部
を
残
さ
れ
た
由
が
見
え
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
、
此
皇
子
を
中
心
に

し
て
、
出
雲
神
道
の
分
派
を
、
宣
伝
し
た
神
伶
部
曲
が
、
其
止
る
所
毎
に
部

落
を
構
へ
、
又
幼
神
養
育
の
物
語
を
伝
へ
て
行
法
を
事
と
し
た
痕
を
示
し
て
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ゐ
る
の
だ
。

凡
、
か
う
謂
つ
た
種
類
の
数
限
り
な
い
古
代
の
宣
教
部
曲
は
、
そ
の
構
成
と

方
法
と
、
旅
行
の
形
と
詞
章
の
内
容
と
に
亘
つ
て
、
類
型
的
な
も
の
を
通
有

し
て
ゐ
た
こ
と
は
事
実
だ
つ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

私
は
、
此
等
の
部
曲
の
運
動
か
ら
説
き
起
し
て
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
文
学

の
内
容
と
形
式
と
の
推
移
を
尋
ね
た
い
と
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
私
は
、
今
日
こ
の
原
稿
を
江
州
日
野
の
外
山
に
向
ひ
乍
ら
、
書
い
て
ゐ

　
　
る
。
明
日
か
ら
の
数
日
は
、
緘
黙
シ
ヾ
マ
の
近
代
民
な
る
木
地
屋
の
本
貫
、
君

　
　
畑
・
大
君
畑
の
山
わ
た
り
し
て
、
勢
州
へ
越
え
る
。
そ
の
山
道
が
空
想

　
　
ら
し
く
、
極
め
て
寂
し
げ
に
浮
ん
で
来
る
。
実
は
、
此
黙
々
た
る
山
の

　
　
部
曲
も
、
昔
は
あ
る
文
芸
を
携
へ
て
、
里
人
の
上
に
唱
導
の
影
を
落
し
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て
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
。
か
う
し
た
考
へ
す
ら
、
ひ
ら
り
〳
〵
心
を

　
　
か
す
め
て
通
つ
て
ゐ
る
。
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