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岡
田
夫
人
か
ら
「
八
千
代
集
」
を
頂
い
た
。

　
ひ
と
昔
前
の
事
、
自
分
が
ま
だ
中
學
の
時
代
に
、
如ど
何う
い
ふ
心
持
で
讀
ん
だ
の
か
忘
れ
て
し
ま
つ
た
が
、

小 

山 

内 
薫 

を
さ
な
い
か
を
る

氏
の
「
夢
見
草
」
と
、
小
山
内
八
千
代
さ
ん
の
「
門
の
草
」
と
い
ふ
文
集
を
、
常
に
机
の
上

に
置
く
十
數
册
の
詩
歌
集
と
一
緒
に
並
べ
て
持
つ
て
ゐ
た
。
ヲ
サ
ナ
イ
と
呼
ぶ
事
を
知
ら
ず
に
コ
ヤ
マ
ウ

チ
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
。
小
山
内
氏
兄
妹
が
、
泉
鏡
花
先
生
の
作
品
の
愛
讀
者
で
あ
り
且
研
究
者
だ
と
い
ふ

事
を
、
あ
る
雜
誌
で
承
知
し
て
、
そ
の
爲
に
買
つ
た
二
册
だ
つ
た
か
と
思
ふ
。
本
の
裝
幀
が
美
し
か
つ
た

の
と
、
若
い
兄
妹
が
揃
つ
て
文
筆
に
親
し
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
事
が
、
當
時
の
自
分
に
は
羨
し
く
も
懷
し
く

も
思
は
れ
た
の
で
あ
る
。
當
今
思
ひ
つ
き
專
門
の
雜
誌
が
、
有
島
兄
弟
號
谷
崎
兄
弟
號
長
田
兄
弟
號
を
出

し
、
物
好
き
な
世
間
が
そ
れ
に
釣
ら
れ
る
心
持
を
、
自
分
は
自
分
自
身
持
つ
て
ゐ
る
事
を
拒
め
無
い
。

「
夢
見
草
」
は
今
も
自
分
の
本
箱
の
中
に
あ
る
が
、
「
門
の
草
」
は
何い
時つ
か
し
ら
古
本
屋
に
で
も
賣
拂
つ

た
の
で
あ
ら
う
、
自
分
の
手
も
と
に
は
無
く
な
つ
た
。

　
い
ろ
〳
〵
の
美
し
い
文
章
が
集
め
て
あ
つ
た
が
、
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
だ
つ
た
か
今
で
は
全
く
覺
え
て

ゐ
な
い
。
夜
寒
の
門
の
外
で
小
犬
の
啼
い
て
ゐ
る
景
色
が
、
そ
の
文
集
の
何
處
か
に
あ
つ
た
や
う
に
思
ふ

が
あ
て
に
は
な
ら
な
い
。
女
の
子
が
集
つ
て
、
お
は
じ
き
を
し
て
ゐ
る
景
色
も
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
記
憶
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し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
と
て
も
そ
れ
つ
き
り
で
、
後
も
前
も
ま
る
で
忘
れ
て
し
ま
つ
た
。
た
ゞ
自
分
が
幼
い

憧
憬
を
も
つ
て
「
門
の
草
」
を
讀
ん
だ
と
い
ふ
、
自
分
自
身
を
囘
顧
し
て
懷
し
む
心
地
ば
か
り
が
忘
れ
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
「
新
緑
」
と
い
ふ
新
派
の
俳
優
の
話
も
、
誰
は
誰
を
モ
デ
ル
に
し
た
の
だ
と
い
ふ
や
う
な
極
め

て
安
直
な
興
味
か
ら
自
分
を
誘
つ
た
が
、
僅
か
に
前
篇
を
讀
ん
だ
だ
け
で
止
め
て
し
ま
つ
た
。
後
年
久
保

田
万
太
郎
氏
が
し
き
り
に
此
の
小
説
を
推
稱
す
る
の
を
聞
い
た
が
、
そ
れ
は
役
者
好
き
の
久
保
田
氏
の
事

だ
か
ら
、
役
者
の
生
活
を
描
い
た
小
説
を
ほ
め
る
の
か
、
で
な
け
れ
ば
久
保
田
氏
は
岡
田
夫
人
が
贔
負
な

の
で
ほ
め
る
の
だ
と
、
た
か
を
く
ゝ
つ
て
讀
ま
な
か
つ
た
。
雜
誌
や
新
聞
に
出
た
夫
人
の
作
品
は
隨
分
澤

山
讀
ん
だ
筈
だ
け
れ
ど
、
あ
ん
ま
り
感
心
し
な
か
つ
た
と
見
え
て
、
殆
ど
ひ
と
つ
と
し
て
記
憶
に
殘
つ
て

ゐ
る
も
の
も
無
い
。

　
そ
れ
な
の
に
今
度
「
八
千
代
集
」
を
讀
ん
で
、
か
な
り
面
白
く
思
ひ
、
集
中
の
多
く
の
作
品
は
大
概
二

度
三
度
繰
返
し
た
。
夫
人
か
ら
そ
の
集
を
頂
い
た
時
、
自
分
は
發
熱
し
て
病
牀
に
あ
つ
た
。
な
ぐ
さ
ま
ぬ

心
が
大
層
な
ぐ
さ
め
ら
れ
た
。
本
を
頂
い
た
禮
状
に
か
へ
て
、
自
分
は
主
と
し
て
自
分
の
好
惡
か
ら
出
た
、

讀
後
の
感
想
を
、
聊
か
引
延
し
て
茲
に
記
し
度
い
と
思
ふ
。

　
序
に
か
へ
た
「
鳥
の
な
げ
き
」
と
い
ふ
詩
　
　
詩
と
呼
ぶ
外
に
何
か
適
當
で
、
且
も
う
少
し
安
つ
ぽ
い
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輕
蔑
し
た
言
葉
が
あ
れ
ば
、
喜
ん
で
い
ひ
か
へ
る
　
　
を
先
づ
讀
ん
で
不
愉
快
な
氣
持
が
し
た
。
自
分
の

推
察
が
間
違
つ
て
ゐ
た
ら
謝
る
他
は
無
い
が
、
想
ふ
に
此
の
詩
に
よ
つ
て
、
作
者
は
自
分
の
境
遇
を
、
暗

に
う
た
ひ
嘆
い
た
の
で
あ
ら
う
。
序
に
か
へ
て
と
斷
つ
て
ゐ
る
の
を
み
て
も
、
少
く
と
も
作
者
の
一
時
代

の
心
状
を
現
し
た
も
の
と
見
て
差
支
へ
無
い
や
う
に
思
ふ
。
無
理
解
の
周
圍
の
中
に
生
活
す
る
事
は
、
吾

々
に
と
つ
て
最
も
悲
し
い
事
で
あ
る
が
、
「
鳥
の
な
げ
き
」
の
浮うは
つ
い
た
氣き
障ざ
な
い
ひ
あ
ら
は
し
は
、
そ

の
悲
し
み
を
賣
物
に
し
て
ゐ
る
や
う
な
推
察
を
起
さ
せ
る
。
そ
の
點
に
於
て
自
分
は
、
此
の
「
鳥
の
な
げ

き
」
に
か
へ
て
、
ど
ん
な
序
文
で
も
い
ゝ
か
ら
別ほか
の
も
の
で
あ
つ
て
く
れ
ゝ
ば
よ
か
つ
た
と
思
ふ
。

「
八
千
代
集
」
中
、
自
分
が
一
番
面
白
い
と
思
つ
た
の
は
、
卷
頭
の
「
紅
雀
」
で
あ
る
。
茲
に
面
白
い
と

い
ふ
の
は
、
そ
れ
が
藝
術
品
と
し
て
勝
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
で
は
無
い
。
自
分
を
し
て
種
々
の
事
を
考

へ
さ
せ
た
點
を
指
す
の
で
あ
る
。
若
し
も
一
の
作
品
に
覘
ひ
ど
こ
ろ
と
い
ふ
も
の
が
あ
れ
ば
　
　
内
容
と

い
ふ
廣
い
意
味
の
言
葉
を
用
ゐ
る
よ
り
も
、
稍
々
狹
義
で
且
聊
か
不
純
な
意
味
を
持
つ
覘
ひ
ど
こ
ろ
と
い

ふ
言
葉
を
特
に
用
ゐ
る
　
　
此
の
作
品
は
、
そ
の
覘
ひ
ど
こ
ろ
に
於
て
極
め
て
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
、
そ
れ
を
一
篇
の
藝
術
品
と
し
て
形
造
る
形
式
に
於
て
は
、
最
も
拙
劣
で
あ
つ
た
。

　
一
人
の
青
年
は
、
死
な
ば
も
ろ
と
も
に
と
誓
つ
た
從
妹
に
死
に
遲
れ
、
死
な
う
死
な
う
と
思
ひ
な
が
ら

生
き
な
が
ら
へ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
何
時
し
か
他
の
女
に
戀
し
て
し
ま
ふ
。
け
れ
ど
も
死
ん
だ
從
妹
と
の
誓
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に
對
す
る
良
心
の
惱
み
か
ら
、
今
戀
ふ
る
女
に
は
そ
の
戀
を
な
か
〳
〵
う
ち
あ
け
か
ね
た
が
、
遂
に
そ
れ

を
う
ち
あ
け
る
と
、
女
も
亦
女
自
身
、
或
他
の
人
に
對
し
て
う
ち
あ
け
ぬ
戀
を
胸
に
祕
め
て
ゐ
る
事
を
う

ち
あ
け
る
。
傍
に
第
三
者
の
態
度
で
ゐ
た
主
人
あ
る
じ
と
呼
ば
れ
る
青
年
は
、
此
の
二
人
の
告
白
を
聞
い
て
み
る

と
、
自
分
の
友
の
青
年
が
戀
し
あ
つ
て
、
死
ぬ
時
も
共
に
と
誓
つ
た
從
妹
と
い
ふ
の
は
、
曾
て
自
分
に
戀

し
て
ゐ
た
女
で
あ
り
、
今
又
そ
の
惱
ま
し
き
同
じ
人
が
戀
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
女
は
、
自
分
自
身
戀
し
く
思

つ
て
ゐ
る
と
同
時
に
、
初
め
て
聞
い
た
女
の
告
白
に
よ
れ
ば
女
も
亦
自
分
を
戀
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。

「
紅
雀
」
の
中
の
二
人
の
男
と
二
人
の
女
　
　
一
人
は
死
ん
で
し
ま
つ
た
が
　
　
の
戀
愛
關
係
を
最
も
簡

短
に
紹
介
す
れ
ば
右
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
丈
で
も
此
の
作
が
、
如
何
に
よ
き
戲
曲
の
素
材
で
あ

る
か
を
、
人
々
は
直すぐ
に
想
像
す
る
事
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
岡
田
夫
人
が
此
の
一
篇
を
小
説
の
形
式
に
よ

ら
ず
、
戲
曲
の
形
式
で
描
い
た
な
ら
、
必
ず
勝
れ
た
も
の
が
出
來
た
ら
う
と
思
ふ
。
そ
の
理
由
は
、
平
面

的
の
描
寫
で
現
す
よ
り
も
、
も
つ
と
緊
縮
し
た
立
體
的
の
舞
臺
藝
術
が
、
こ
の
材
料
に
は
當
然
適
合
す
る

性
質
の
も
の
だ
と
い
ふ
一
言
に
盡
き
て
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば
人
と
人
と
の
關
係
が
、
長
い
時
間
を
經
過
し

て
發
展
し
て
來
る
の
と
は
反
對
に
、
瞬
間
的
に
披
瀝
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
畫
面
で
は
表
現
し
惡にく
い

も
の
に
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
一
體
に
、
吾
々
日
本
人
は
、
舞
臺
に
繪
畫
を
展
開
す
る
技
倆
に
は
勝
れ
て
ゐ
る
が
、
戲
曲
ら
し
い
戲
曲

6貝殼追放



を
組
立
て
る
事
は
、
今
日
の
所
謂
新
し
い
戲
曲
家
に
於
て
も
最
も
不
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
或
は
、

本
來
戲
曲
ら
し
い
戲
曲
を
構
成
す
る
能
力
が
無
い
ば
か
り
で
無
く
、
戲
曲
ら
し
い
戲
曲
の
材
料
を
掴
む
能

力
さ
へ
無
い
と
云
ふ
方
が
適
當
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
れ
な
の
に
此
の
一
篇
は
、
稀
に
見
る
戲
曲
的
な
も
の
で
、
自
分
が
「
八
千
代
集
」
中
一
番
興
味
を
覺

え
た
の
も
、
全
然
こ
の
特
質
の
爲
で
あ
る
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
自
分
は
近
頃
戲
曲
を
書
く
人
の
中
で
、
こ

れ
丈
戲
曲
的
な
人
間
關
係
を
、
時
間
と
場
所
の
適
確
な
る
一
致
に
於
て
描
き
出
し
た
人
を
外
に
は
知
ら
な

い
。
兎
角
女
と
い
ふ
と
馬
鹿
に
し
た
く
な
る
傾
向
を
持
つ
自
分
も
、
こ
の
作
を
讀
ん
だ
時
は
、
こ
れ
は
馬

鹿
に
は
出
來
な
い
と
思
つ
た
。
け
れ
ど
も
不
幸
に
し
て
岡
田
夫
人
は
、
此
の
戲
曲
的
の
場
面
を
把
握
し
な

が
ら
、
心
な
く
も
小
説
の
形
式
で
書
い
た
上
に
、
そ
の
小
説
も
新
派
の
芝
居
好
み
、
活
人
畫
の
背
景
好
み

の
、
有
平
糖
の
綺
麗
さ
で
飾
り
立
て
た
極
め
て
感
傷
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
つ
た
。
作
者
の
持
つ
て
ゐ
る

惡
趣
味
が
、
鮮
明
に
出
て
し
ま
つ
た
の
だ
ら
う
か
。

　
時
は
春
「
う
す
紫
に
う
ち
煙
つ
た
朧
月
夜
」
で
「
風
も
無
い
の
に
眞
白
に
咲
き
滿
ち
た
櫻
の
梢
か
ら
は
、

音
も
無
く
花
片びら
が
、
ひ
ら
ひ
ら
ひ
ら
　
　
ひ
ら
ひ
ら
と
し
つ
き
り
な
し
に
」
散
り
か
ゝ
る
と
い
ふ
や
う
な

婦
人
向
の
、
極
め
て
通
俗
に
美
し
い
と
呼
ば
る
べ
き
景
色
で
あ
る
。
人
物
も
亦
不
幸
に
し
て
、
安
本
龜
八

作
の
好
い
男
二
人
と
、
そ
の
二
人
と
肩
を
並
べ
て
も
見
劣
り
の
し
な
い
丈
の
高
い
、
「
う
る
み
を
持
つ
た
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大
き
な
眼
が
、
物
云
は
ぬ
先
に
云
ひ
し
れ
ぬ
氣
高
い
情
を
語
る
」
婦
人
で
あ
る
。

　
自
分
に
は
、
こ
の
二
青
年
が
、
ど
う
考
へ
て
も
、
そ
の
脱
線
し
た
服
裝
、
そ
の
輕
薄
な
言
葉
つ
き
、
そ

の
淺
薄
な
論
理
か
ら
推
し
て
、
新
派
の
芝
居
の
色
男
以
上
に
は
踏
め
な
い
。
新
派
の
芝
居
の
色
男
と
い
ふ

の
は
、
言
葉
を
換
へ
て
云
へ
ば
、
自
分
で
は
い
ゝ
男
の
つ
も
り
で
、
そ
の
實
氣
障
で
間
拔
け
な
男
の
事
な

の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
青
年
の
服
裝
其
他
を
、
作
者
は
十
分
の
好
意
を
以
て
描
い
た
調
子
が
歴
然
と
見

え
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

　
二
人
と
も
「
銀
鼠
色
の
ル
パ
シ
ュ
カ
」
「
紺
の
ビ
ロ
オ
ド
の
洋
袴
ズ
ボ
ン
」
と
い
ふ
、
想
像
す
る
丈
で
も
失
笑

を
禁
じ
得
な
い
み
な
り
を
し
て
ゐ
る
。
巴
里
の
一
隅
に
巣
を
く
つ
て
ゐ
る
露
西
亞
猶
太
人
や
、
バ
ル
カ
ン

半
島
邊
か
ら
出
て
來
た
下
手
な
畫
學
生
な
ど
の
中
に
、
た
ま
〳
〵
つ
ぎ
だ
ら
け
の
ル
パ
シ
ュ
カ
を
着
た
の

や
、
古
び
汚
れ
た
ビ
ロ
オ
ド
の
洋
袴
を
穿
い
た
の
な
ど
を
見
る
と
漫
畫
の
や
う
な
趣
致
を
感
じ
る
が
、
小

ざ
つ
ぱ
り
し
た
ル
パ
シ
ュ
カ
に
、
新
調
の
ビ
ロ
オ
ド
の
洋
袴
で
、
い
ゝ
男
の
坊
ち
や
ん
畫
工
が
、
と
り
す

ま
し
て
ゐ
る
樣
子
は
、
天
長
節
の
夜
會
に
出
る
洋
裝
の
日
本
婦
人
、
赤
十
字
社
の
大
會
に
集
る
片
田
舍
の

村
長
の
フ
ロ
ッ
ク
・
コ
オ
ト
よ
り
も
、
も
つ
と
悲
慘
な
可
笑
し
さ
を
覺
え
る
。
も
つ
と
も
、
銀
座
邊
を
い
ゝ

氣
に
な
つ
て
、
そ
ん
な
風
を
し
て
歩
い
て
ゐ
る
所
謂
藝
術
家
も
時
々
は
見
受
け
る
か
ら
、
或
は
そ
れ
も
別

段
を
か
し
が
ら
れ
も
し
な
い
で
通
用
し
て
ゐ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
に
し
て
も
作
者
の
爲
に
、
亦
こ
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の
小
説
を
安
價
に
し
た
結
果
の
爲
に
、
自
分
は
此
の
二
青
年
の
服
裝
を
忌
々
し
く
思
は
な
い
で
は
ゐ
ら
れ

な
い
。

　
曾
て
歐
羅
巴
の
都
で
、
ビ
ロ
オ
ド
の
服
を
着
て
得
意
が
つ
た
日
本
の
藝
術
家
が
、
或
商
店
に
買
物
に
行

つ
て
、
乞
食
と
間
違
へ
ら
れ
た
噂
を
聞
い
た
。
又
或
日
本
の
藝
術
家
が
ル
パ
シ
ュ
カ
を
着
て
巴
里
の
町
を

歩
か
う
と
し
た
の
で
、
そ
の
友
人
達
が
言
葉
を
盡
し
て
反
對
し
、
や
う
や
く
思
ひ
止
ら
せ
た
と
い
ふ
話
が

あ
つ
た
。
面
白
い
揷
話
と
し
て
茲
に
記
す
。

　
其
の
上
に
又
「
紅
雀
」
の
人
々
は
自
稱
し
て
江
戸
ッ
子
が
る
、
よ
く
あ
る
一
派
の
所
謂
藝
術
家
で
あ
る
。

主
人
の
青
年
の
口
を
か
り
て
出
る
樂
天
的
な
江
戸
が
り
に
耳
を
傾
け
る
と
、
世
に
謂
ふ
所
の
江
戸
ッ
子
の

最
も
惡
い
方
面
ば
か
り
を
、
最
も
い
ゝ
性
質
と
し
て
、
作
者
は
描
い
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
推
察
さ
れ
、
又

し
て
も
殘
念
に
思
ふ
の
で
あ
る
。
一
體
、
世
間
普
通
に
適
用
す
る
江
戸
ッ
子
と
い
ふ
も
の
ゝ
觀
念
に
は
、

か
う
い
ふ
冷
汗
の
出
る
や
う
な
の
が
勢
力
を
持
つ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
し
、
實
際
東
京
の
人
間
に
は
、
多
少

い
や
な 

浮 

調 

子 

う
は
つ
て
う
し
な
と
こ
ろ
も
あ
る
事
は
否
め
な
い
が
、
自
分
の
や
う
に
極
端
に
東
京
の
人
間
の
好
き
な

も
の
に
と
つ
て
は
、
か
ゝ
る
種
類
の
人
間
を
江
戸
ッ
子
と
呼
ば
れ
る
の
は
苦
痛
で
あ
る
。
正
直
の
と
こ
ろ

自
分
は
、
は
き
ち
が
ひ
の
江
戸
ッ
子
が
り
の
横
行
の
爲
か
、
近
頃
は
江
戸
ッ
子
と
い
ふ
言
葉
を
き
く
と
、

前
後
の
判
斷
も
無
く
、
直
に
侮
蔑
の
念
を
抱
く
や
う
に
さ
へ
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
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自
分
は
「
紅
雀
」
が
、
立
派
な
戲
曲
を
構
成
す
べ
き
素
質
を
備
へ
な
が
ら
、
あ
ま
り
出
來
榮
の
勝
れ
な

い
小
説
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
事
を
殘
念
に
思
へ
ば
思
ふ
丈
、
そ
の
小
説
と
し
て
の
價
値
を
殊
に
安
價
に
し

た
作
者
の
惡
趣
味
を
罵
倒
し
度
い
。
こ
の
自
分
が
、
甚
だ
強
く
感
じ
た
感
歎
と
殘
念
と
は
、
覘
ひ
ど
こ
ろ

に
於
て
秀
拔
で
、
小
道
具
と
背
景
、
そ
の
他
の
外
面
的
要
件
に
於
て
劣
惡
な
「
紅
雀
」
の
持
つ
不
思
議
に

混
亂
し
た
興
味
に
誘
は
れ
て
、
二
度
も
三
度
も
繰
返
し
て
讀
ま
せ
た
。

「
夢
子
」
と
い
ふ
小
説
は
、
そ
の
主
人
公
夢
子
の
數
奇
な
運
命
が
、
異
國
趣
味
に
似
た
面
白
さ
を
持
つ
て

ゐ
る
。
殆
ど
神
祕
の
國
の
城
の
中
を
覗
く
や
う
な
冒
頭
の
生
ひ
立
ち
の
記
の
數
頁
と
、
そ
の
城
の
姫
の
寵

愛
を
一
身
に
集
め
た
身
が
、
父
の
死
の
爲
に
雨
露
を
し
の
ぐ
處
さ
へ
無
く
な
つ
て
、
西
の
都
を
去
る
邊
の
、

豐
富
な
揷
話
を
持
つ
半
生
の
物
語
は
、
全
く
外
國
の
物
語
に
空
想
を
そ
ゝ
ら
れ
て
、
未
知
の
郷
土
を
憧
憬

す
る
幼
時
の
心
持
に
自
分
を
誘
惑
し
た
。
殊
に
前
半
の
簡
明
で
し
か
も
行
屆
い
た
文
章
は
、
大
ざ
つ
ぱ
な

心
持
で
虚
喝
恫
愒
を
事
と
す
る
當
時
流
行
の
作
家
な
ど
の
到
底
及
ば
な
い
正
當
な
文
章
で
あ
る
。
そ
の
上

に
、
兎
角
綺
麗
事
に
な
り
た
が
る
嫌
ひ
の
あ
る
此
作
者
と
し
て
は
、
き
び
〳
〵
と
力
に
充
ち
て
ゐ
る
事
も

感
歎
に
値
あ
た
ひす
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
物
語
に
特
有
の
面
白
さ
で
あ
る
。
描
か
れ
た
事
そ
の
も
の
が
、
直
ち

に
實
在
性
を
帶
び
て
吾
々
に
迫
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
物
語
が
引
起
す
吾
々
の
心
持
に
、
よ
り
多
く
頼

る
べ
き
性
質
の
興
味
で
あ
る
。
從
て
主
人
公
が
、
流
轉
の
身
を
東
京
に
落
着
け
た
時
か
ら
始
ま
る
昨
日
に
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變
る
生
活
を
描
い
た
處
に
な
つ
て
、
作
者
が
物
語
の
筆
を
捨
て
、
寫
實
的
描
寫
を
專
一
に
爲
始
め
る
と
、

全
く
異
國
趣
味
は
消
え
て
し
ま
つ
て
、
殆
ど
別
の
小
説
を
讀
む
や
う
な
氣
に
な
つ
て
來
た
。
同
時
に
作
者

は
、
夢
子
そ
の
人
の
心
持
に
も
、
囘
顧
的
に
書
い
た
前
半
と
は
違
つ
て
、
細
か
い
洞
察
と
温
い
同
情
を
缺

い
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
此
の
破
綻
が
一
篇
の
小
説
を
前
半
と
後
半
と
別
々
の
物
に
し
て
し
ま
つ
て
、
一
貫

し
て
變
ら
な
い
興
味
を
失
ふ
原
因
に
な
つ
た
。

　
立
入
つ
た
話
で
は
あ
る
が
、
技
巧
の
問
題
と
し
て
希
望
す
れ
ば
、
夫
人
は
此
の
小
説
を
全
く
會
話
拔
き

で
描
く
べ
き
位
置
に
あ
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。
そ
れ
が
夫
人
の
力
量
に
最
適
の
形
式
だ
つ
た
や
う
に
考
へ
ら

れ
る
。
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
種
々
の
境
遇
の
變
化
の
中
に
現
れ
る
主
人
公
の
性
格
を
強
調
し
た
心
理
描
寫

の
筆
を
揮ふる
ふ
べ
き
で
あ
つ
た
と
思
ふ
が
、
浮
雲
の
如
く
去
來
す
る
心
持
ム
ウ
ド
は
描
け
て
も
、
よ
り
深
く
根
ざ
す

心
理
の
描
寫
は
夫
人
の
最
も
不
得
手
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
無
理
な
注
文
と
し
て
差
控
へ

る
の
が
至
當
で
あ
ら
う
。

　
話
は
變
る
が
自
分
に
は
、
夢
子
の
意
地
張
り
な
と
こ
ろ
を
作
者
が
非
常
に
買
つ
て
ゐ
る
の
が
面
白
か
つ

た
。

「
餘
計
者
」
も
亦
冒
頭
の
朝
子
と
い
ふ
女
主
人
公
が
、
そ
の
親
、
兄
、
姉
に
さ
へ
餘
計
者
に
さ
れ
た
つ﹅
き﹅

の
惡
い
子
だ
つ
た
生
ひ
立
ち
を
描
い
た
と
こ
ろ
が
勝
れ
て
い
ゝ
。
讀
み
出
し
た
時
、
こ
れ
は
立
派
な
小
説

11



に
違
ひ
無
い
と
思
つ
た
。
け
れ
ど
も
「
夢
子
」
の
場
合
と
同
じ
く
、
現
在
を
描
い
た
と
こ
ろ
に
な
る
と
、

全
く
調
子
が
狂
つ
て
、
何
の
爲
に
あ
ん
な
堂
々
た
る
生
ひ
立
ち
の
記
が
必
要
だ
つ
た
の
か
わ
か
ら
な
く
な

つ
た
。
女
が
夫
の
家
を
出
る
動
機
と
か
、
そ
の
夫
と
の
關
係
、
そ
の
家
の
状
態
、
殊
に
朝
子
そ
の
人
の
な

ぐ
さ
ま
ぬ
心
状
が
、
一
切
不
明
瞭
で
あ
る
。
若
し
朝
子
が
そ
の
幼
時
の
如
く
餘
計
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

の
餘
計
者
で
あ
る
事
と
、
家
を
出
て
か
ら
の
行
爲
と
の
間
に
原
因
結
果
の
關
係
が
無
け
れ
ば
、
折
角
立
派

な
生
ひ
立
ち
の
記
も
無
用
の
贅
物
に
過
ぎ
な
い
。

　
例
に
よ
つ
て
臆
測
を
逞
し
く
す
る
と
、
作
者
は
事
實
の
興
味
に
乘
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
程
で
も
無
い
事
を

一
大
事
と
し
て
取
扱
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
く
と
も
自
分
に
は
、
内
に
は
激
し
い
苦
悶
不
滿
に
惱

み
、
外
に
は
不
愉
快
な
境
遇
の
壓
迫
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
男
女
と
は
思
は
れ
な
か
つ
た
。
殊
に
翼
た
す
くと
い
ふ
男

は
、
作
者
が
好
意
を
以
て
描
か
う
と
し
た
人
間
と
は
全
然
別
種
の
人
間
と
し
か
考
へ
ら
れ
な
い
。
茲
に
作

者
が
描
か
う
と
し
た
人
間
と
は
即
ち
朝
子
の
信
じ
る
翼
だ
と
云
つ
て
も
差
支
へ
あ
る
ま
い
。
朝
子
は
翼
を

ト
ル
ス
ト
イ
の
小
説
「
復
活
」
の
主
人
公
ネ
フ
リ
ュ
ド
フ
に
比
べ
て
ゐ
る
。
「
あ
の
ネ
フ
リ
ュ
ド
フ
の
眞

似
の
出
來
る
の
は
翼
一
人
だ
と
思
つ
た
。
翼
な
ら
シ
ベ
リ
ヤ
ま
で
行
く
位
何
で
も
な
く
思
ふ
で
あ
ら
う
。
」

と
云
つ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
吾
々
が
此
の
小
説
に
描
か
れ
た
丈
で
見
る
と
、
翼
は
「
戀
に
や
ぶ
れ
、
商
法

に
破
れ
、
遂
に
み
づ
か
ら
掛
け
た
わ
な
に
み
づ
か
ら
掛
つ
て
苦
し
ん
で
ゐ
な
が
ら
、
そ
れ
を
も
強
ひ
て
拔
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け
よ
う
と
は
し
な
い
で
、
苦
し
め
る
丈
苦
し
ま
う
と
い
ふ
や
う
な
男
」
と
呼
ば
れ
る
際きは
の
悲
壯
な
男
で
は

な
い
。
彼
は
戀
に
破
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
幾
多
の
浮
氣
な
男
が
し
く
じ
つ
た
戀
と
何
處

に
相
違
が
あ
る
の
か
。
「
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
關
係
し
た
女
」
と
夫
婦
に
な
る
こ
と
に
も
、
何
ん
の
悔
恨

も
伴
は
な
い
男
と
し
か
考
へ
ら
れ
な
い
男
の
戀
の
失
敗
は
、
や
が
て
彼
が
座
興
と
し
て
人
々
に
ほ
こ
り
得

る
程
度
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
彼
は
「
苦
し
め
る
丈
苦
し
ま
う
」
と
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
「
な
り
ゆ

き
に
任
し
て
進
ん
で
ゆ
く
よ
り
外
に
道
は
な
い
。
」
と
い
ふ
、
持
つ
て
生
れ
た
極
め
て
樂
天
的
な
考
へ
か

ら
、
懷
疑
的
な
反
省
的
な
人
間
な
ら
ば
苦
痛
と
す
る
事
さ
へ
苦
痛
で
な
く
過
し
て
行
け
る
人
間
な
の
だ
。

ネ
フ
リ
ュ
ド
フ
に
は
良
心
の
苛
責
が
あ
り
、
道
徳
的
倫
理
的
思
索
反
省
が
常
に
あ
つ
た
。
彼
が
シ
ベ
リ
ヤ

迄
も
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
は
そ
の
爲
で
あ
る
。
翼
に
は  

道    

徳    

感  

モ
オ
ラ
ル
・
セ
ン
ス

は
無
い
の
だ
。
彼
が

な
り
ゆ
き
に
任
し
て
、
呑
氣
な
顏
を
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
は
そ
の
爲
で
あ
る
。
ネ
フ
リ
ュ
ド
フ
が
、
ど
ん
な

苦
し
み
を
も
苦
し
ま
う
と
し
た
心
に
は
、
彼
の
道
徳
的
意
力
の
伴
つ
て
ゐ
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

翼
が
ど
ん
な
事
も
苦
に
な
ら
な
い
の
は
、
彼
に
は
何
ら
の
道
念
が
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
自
分
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
ネ
フ
リ
ュ
ド
フ
に
、
か
ゝ
る
男
を
比
較
さ
れ
た
の
を
見
て
、
失
笑
を
禁
じ
る

事
が
出
來
な
か
つ
た
。
さ
う
し
て
作
者
が
此
の
小
説
に
失
敗
し
た
の
は
、
つ
ま
ら
ぬ
男
女
の
氣
ま
ぐ
れ
を
、

さ
も
悲
劇
ら
し
く
買
ひ
か
ぶ
つ
た
結
果
だ
と
推
論
し
た
。
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ち
ひ
さ
な
事
を
大
げ
さ
に
考
へ
る
事
、
あ
ん
ま
り
し
つ
つ
こ
い
物
に
も
倦
き
た
か
ら
お
茶
漬
に
し
よ
う

と
い
ふ
や
う
な
輕
い
事
を
、
せ
つ
ぱ
つ
ま
つ
た
事
の
や
う
に
考
へ
る
内
容
の
不
充
實
が
、
此
の
比
較
的
に

長
い
、
當
然
複
雜
な
背
景
を
要
求
す
る
小
説
を
、
平
淡
無
味
な
も
の
に
し
て
し
ま
つ
た
。

　
た
ゞ
面
白
い
と
思
ふ
の
は
、
意
地
張
り
の
我
儘
者
に
對
す
る
作
者
の
同
情
が
、
露
骨
に
出
て
ゐ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
甚
だ
失
禮
な
申
状
だ
が
、
想
ふ
に
岡
田
夫
人
は
意
地
張
り
の
我
儘
者
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て

そ
の
爲
に
餘
計
者
に
さ
れ
る
不
滿
と
哀
愁
を
、
時
に
沁
々
感
じ
る
人
で
あ
ら
う
。
そ
の
哀
愁
の
伴
ふ
時
、

夫
人
は
「
餘
計
者
」
の
冒
頭
數
頁
が
持
つ
や
う
な
緊
張
し
た
描
寫
を
可
能
に
し
、
そ
の
憤
懣
の
み
が
堪
へ

難
く
荒すさ
ぶ
時
、
や
け
に
な
る
心
地
を
夫
人
は
切
實
に
感
じ
る
人
で
あ
ら
う
。
か
ゝ
る
時
、
夫
人
は
此
の
小

説
の
朝
子
の
心
を
經
驗
す
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

　
や
け
と
い
へ
ば
、
一
體
に
夫
人
の
作
品
に
は
、
何
處
か
に
捨
鉢
を
喜
ぶ
傾
向
が
顯あら
は
れ
る
。
そ
れ
は
捨

鉢
を
主
張
し
た
も
の
で
も
な
く
、
捨
鉢
に
同
情
し
て
ゐ
る
の
で
も
無
い
。
殆
ど
無
意
識
に
作
品
の
基
調
を

成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
丈
動
か
し
難
い
も
の
に
思
は
れ
る
。
若
し
此
の
捨
鉢
が
一
層
強
く
深
く
、

色
彩
を
鮮
明
に
し
て
來
る
日
が
あ
つ
た
ら
、
夫
人
の
作
品
に
は
更
に
遙
に
純
一
性
を
増
す
に
違
ひ
無
い
。

「
餘
計
者
」
の
朝
子
が
家
出
に
至
る
迄
の
心
状
は
、
正
面
か
ら
も
、
又
は
背
景
と
し
て
も
、
殆
ど
描
か
れ

ず
に
終
つ
て
し
ま
つ
た
が
、
要
す
る
に
一
切
の
事
に
な
ぐ
さ
ま
ぬ
心
が
そ
の
原
因
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
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ら
う
。
そ
の
な
ぐ
さ
ま
ぬ
心
、
そ
の
爲
に
世
を
捨
鉢
の
氣
ま
ぐ
れ
と
も
な
る
心
持
は
、
「
青
い
帽
子
」
及

び
「
假
裝
」
の
中
に
共
に
現
れ
る
二
人
の
女
に
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
二
人
の
女
は
不
愉
快
な
新
聞
語
を

以
て
呼
べ
ば
、
所
謂
新
し
い
女
で
あ
ら
う
。
自
分
の
や
う
な
、
女
性
に
對
し
て
は
、
自
分
自
身
の
主
我
的

な
要
求
か
ら
、
寧
ろ
古
め
か
し
い
優
し
さ
を
強
要
す
る
傾
向
の
者
に
は
、
反
感
を
持
た
な
い
で
は
ゐ
ら
れ

な
い
種
類
の
女
で
あ
る
。
勿
論
茲
に
新
し
い
女
と
は
、
新
聞
記
者
の
理
解
す
る
丈
の
意
味
に
於
て
の
新
し

い
女
で
、
決
し
て
よ
き
意
味
に
於
け
る
進
歩
し
た
女
を
意
味
す
る
の
で
は
無
い
。
殊
に
こ
の
二
人
、
即
ち

か
し
子
と
つ
ね
子
と
は
、
決
し
て
そ
の
思
想
に
於
て
新
し
い
女
で
は
な
く
、
た
だ
單
に
行
爲
の
上
に
、
慣

習
を
破
壞
し
た
あ
ば
ず
れ
が
現
れ
て
ゐ
る
際きは
の
女
な
の
で
あ
る
。
兎
に
角
今
此
の
小
説
の
中
で
は
、
二
人

は
何
か
心
も
躍
る
や
う
な
刺
戟
に
憧
れ
惱
ん
で
ゐ
る
事
は
確
か
で
あ
る
。
「
青
い
帽
子
」
に
於
て
は
、
夫

人
の
得
意
と
す
る
細
緻
な
觀
察
を
ほ
し
い
ま
ゝ
に
し
た
端
艇
ボ
ウ
ト
競
爭
の
場
景
の
中
に
明
確
に
描
か
れ
て
ゐ
る
。

う
ま
い
と
思
つ
た
。
し
か
も
自
分
の
我
儘
は
、
こ
の
二
人
の
女
の
態
度
の
小
憎
ら
し
さ
か
ら
、
こ
の
作
品

を
好
む
事
が
出
來
な
か
つ
た
。
作
者
が
彼
等
の
態
度
を
是
認
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
、
自
分
を
不
快
に
し
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
「
假
裝
」
の
方
は
散
文
詩
の
や
う
な
感
觸
を
持
つ
小
品
で
、
主
と
し
て
そ
の
作
品
を

貫
く
か
し
子
の
、
や
る
せ
な
い
や
う
な
心
持
に
は
自
分
は
同
感
す
る
事
が
出
來
た
。
或
時
の
人
の
心
の
動

搖
を
と
ら
へ
た
も
の
と
し
て
、
極
め
て
氣
の
利
い
た
作
品
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
形
式
を
氣
に
し
た
わ
ざ
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と
ら
し
さ
が
い
や
だ
。

　
右
の
二
篇
の
中
の
つ
ね
子
と
い
ふ
女
は
、
作
者
が
よ
り
多
く
同
情
し
て
ゐ
る
か
し
子
よ
り
も
、
爲な
す
事

す
る
事
が
付
燒
刄
で
堪
ら
な
く
「
い
や
な
奴
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
「
い
や
な
奴
」
よ
り
も
、
明
か
に

「
い
や
な
奴
」
と
し
て
描
か
れ
た
の
は
「
灯
」
の
夏
子
で
あ
る
。
し
か
も
自
分
に
は
此
の
「
い
や
な
奴
」

の
方
が
、
つ
ね
子
と
い
ふ
「
い
や
な
奴
」
よ
り
は
、
ま
だ
し
も
ま
し
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
は
作
者
が
つ
ね

子
に
對
し
て
は
そ
の
行
爲
に
反
感
を
持
た
ず
、
寧
ろ
そ
れ
を
肯
定
し
な
が
ら
、
夏
子
の
態
度
は
一
々
否
定

し
て
ゐ
る
の
が
、
か
へ
つ
て
吾
々
を
し
て
前
者
に
反
感
を
抱
か
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
つ
ま
ら
な

い
事
の
や
う
だ
け
れ
ど
、
描
寫
論
の
一
端
と
し
て
、
心
得
べ
き
事
に
思
は
れ
る
。

　
作
者
が
明
白
に
「
い
や
な
奴
」
と
し
て
取
扱
つ
て
ゐ
る
夏
子
に
對
し
て
、
作
者
が
明
白
に
贔
負
に
し
て

ゐ
る
千
の
助
は
、
複
雜
な
陰
影
の
多
い
半
生
を
背
景
に
し
た
人
ら
し
く
所
々
に
説
明
さ
れ
て
ゐ
な
が
ら
、

結
局
そ
の
心
持
は
極
め
て
淡
く
し
か
推
察
さ
れ
な
い
。
勿
論
作
品
の
性
質
が 

寫  

生 

ス
ケ
ッ
チ

風
の
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
に
對
し
て
廣
い
背
景
を
要
求
す
る
の
は
無
理
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
體
に
夫
人
の
作
品
に
は
、

背
景
バ
ッ
ク
の
淺
い
恨
み
が
あ
る
の
で
、
つ
い
で
を
借
り
て
云
ひ
度
い
の
で
あ
る
。
そ
の
か
は
り
、
此
の
夏
の
夕

の
一
揷
話
は
、
平
淡
に
描
か
れ
て
ゐ
る
丈
明
る
い
色
彩
で
、
男
も
女
も
當
代
の
浮
世
繪
の
や
う
に 

生  

々 

い
き
〳
〵

と
し
た
刺
戟
性
を
持
つ
て
印
象
を
殘
す
の
で
あ
る
。
好
き
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
點
に
於
て
う
ま
い
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作
品
に
は
違
ひ
な
い
。

　
う
ま
い
と
い
ふ
方
か
ら
行
く
と
「
雨
」
「
お
伊
勢
」
「
駒
鳥
」
な
ど
は
議
論
無
し
に
推
稱
さ
る
べ
き
作

品
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
作
品
に
あ
ら
は
れ
る
夫
人
の
特
質
は
、
觀
察
描
寫
共
に
細
緻
な
事
で
あ
る
。
規
模

の
大
き
い
或
事
件
の
進
展
を
描
い
た
他
の
小
説
に
は
、
夫
人
の
最
も
不
得
意
ら
し
い
心
理
描
寫
性
格
描
寫

の
極
め
て
粗
雜
な
事
が
、
明
確
に
觀
取
さ
れ
る
の
に
、
こ
れ
ら
の
短
篇
中
の
短
篇
に
は
さ
う
い
ふ
要
素
を

比
較
的
に
必
要
と
し
な
い
爲
に
、
無
瑕
の
寶
玉
の
光
を
帶
び
て
ゐ
る
。
夫
人
は
人
の
心
の
深
い
動
搖
、
變

化
、
展
開
を
描
く
事
に
は
拙
劣
だ
が
、
或
一
瞬
時
の
心
の
浮
動
は
、
極
め
て
親
切
叮
嚀
に
同
情
深
く
描
き

出
す
。
自
分
が
推
稱
す
る
作
品
中
の
「
お
伊
勢
」
「
駒
鳥
」
な
ど
は
正
に
こ
の
好
適
例
で
あ
る
。

「
雨
」
に
至
つ
て
は
「
八
千
代
集
」
中
最
も
短
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
最
も
完
全
な
短
篇
と
し
て

第
一
に
推
讚
し
度
い
。
夫
人
の
寫
生
家
と
し
て
の
冴
え
た
手う
腕で
が
、
他
の
作
品
で
は
兎
も
す
る
と
、
押
へ

て
も
押
へ
切
れ
な
い
夫
人
特
有
の
片
意
地
や
、
あ
て
氣
や
、
山
氣
に
邪
魔
さ
れ
て
、
本
來
の
光
を
現
さ
な

い
の
が
、
此
處
で
は
立
派
な
作
品
を
成
し
、
し
か
も
藝
術
家
に 

有  

勝 

あ
り
が
ち

の
芝
居
氣
の
ま
じ
ら
な
い
純
粹
の

人
の
愛
が
、
一
字
一
句
に
籠
つ
て
ゐ
て
、
幾
度
繰
返
し
て
讀
ん
で
見
て
も
、
自
分
は
歡
喜
に
伴
ふ
涙
ぐ
ま

し
い
程
の
心
地
を
覺
え
る
の
で
あ
る
。
ふ
と
乘
合
せ
た
電
車
の
中
の  

姉    

弟  

き
や
う
だ
い

の
、
そ
の
境
遇
性
格
、
全

生
涯
迄
も
、
僅
に
數
頁
の
文
字
の
中
に
暗
示
さ
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
無
く
、
も
つ
と
廣
い
人
間
社
會
が
、
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そ
の
背
後
に
横
た
は
る
事
さ
へ
歴
然
と
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
集
中
最
も
完
全
な
作
品
で
あ
る
と
同

時
に
、
波
瀾
に
富
ん
だ
長
篇
よ
り
も
、
遙
に
深
み
の
あ
る
作
品
で
あ
る
。
靜
止
せ
る
場
合
を
描
い
て
、
尚

且
動
い
て
止
ま
な
い
人
生
の
一
角
を
ま
ざ
／
″
＼
と
見
せ
た
逸
品
で
あ
る
。
紅
葉
時
代
の
文
脈
を
引
い
た

誇
張
の
無
い
氣
持
ち
の
い
ゝ
夫
人
の
文
體
は
、
此
作
に
於
て
、
初
め
て
し
つ
く
り
あ
て
は
ま
つ
た
や
う
な

氣
が
し
た
。
自
己
を
語
る
に
は
、
思
想
を
適
確
に
把
握
し
得
な
い
恨
み
が
あ
り
、
自
己
を
描
く
に
は
、
あ

ま
り
に
筆
の
弱
過
ぎ
る
嫌
ひ
の
あ
る
夫
人
は
、
要
す
る
に
そ
の
持
前
の
細
か
い
觀
察
に
、
女
性
特
有
の
温

い
同
情
の
伴
つ
た
時
、
寫
生
家
　
　
寫
實
主
義
者
と
い
ふ
文
字
の
與
へ
る
概
念
と
異
な
る
と
同
時
に
、
ホ

ト
ヽ
ギ
ス
の
所
謂
寫
生
文
を
書
く
人
と
も
違
ふ
意
味
で
　
　
と
し
て
の
本
來
の
技
能
が
最
も
自
然
に
發
露

し
て
、
か
ゝ
る
逸
品
を
創
作
し
得
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
敢
て
夫
人
が
今
後
の
筆
硯
の
爲
に
、
自
分

は
押
切
つ
た
事
を
云
ひ
添
へ
る
の
で
あ
る
。

「
雨
」
と
並
べ
て
、
自
分
が
最
も
愛
讀
し
た
の
は
「
う
つ
ぎ
」
で
あ
る
。
一
體
に
他
の
作
品
の
多
く
に
見

え
る
あ
ま
り
感
心
し
な
い
趣
味
と
、
か
な
り
力
強
く
働
い
て
ゐ
る
芝
居
氣
か
ら
、
此
作
品
は
全
然
免
れ
て
、

極
め
て
自
然
な
の
が
、
自
分
を
し
て
幾
度
も
繰
返
し
て
讀
ま
せ
た
所
以
で
あ
る
。

　
元
來
ど
の
作
家
で
も
、
追
憶
囘
想
の
作
品
に
は
、
不
知
不
識
詠
嘆
的
に
な
り
勝
で
あ
る
が
、
意
力
の
強

い
夫
人
は
、
全
然
こ
の
弱
點
を
見
せ
ず
に
、
飽
迄
客
觀
的
な
態
度
を
持
し
、
し
か
も
面
白
い
揷
話
の
ひ
と
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つ
ひ
と
つ
を
繪
卷
物
の
や
う
に
展
開
し
た
。
殊
に
一
人
稱
の
敍
述
に
似
も
や
ら
ず
、
作
中
の
人
の
す
べ
て

が
、
何
れ
も
截
然
と
し
た
特
色
を
持
つ
個
々
の
性
格
と
し
て
躍
動
し
て
ゐ
る
の
は
敬
服
に
値
あ
た
ひす
る
。
さ
う

し
て
そ
の
個
々
の
人
々
の
一
生
及
び
相
互
の
關
係
迄
吾
々
は
頭
を
痛
め
る
事
な
く
覗
ふ
事
が
出
來
る
。
こ
ゝ

に
も
亦
夫
人
の
寫
生
家
と
し
て
の
特
質
と
、
そ
の
柔
か
い
色
彩
と
、
そ
の
靜
に
寂
し
い
韻
律
を
持
つ
極
め

て
上
品
な
夫
人
の
文
章
を
推
稱
し
度
い
。

　
凡
そ
多
く
の
作
家
に
と
つ
て
、
最
も
懷
し
い
作
品
は
、
そ
の
構
想
表
現
に
工
風
を
凝
ら
し
た
作
品
で
は

な
く
、
極
め
て
自
然
に
自
分
の
心
胸
に
泉
の
如
く
湧
き
上
る
感
情
を
、
そ
の
ま
ゝ
筆
に
し
た
作
品
で
あ
ら

う
。
其
處
に
は
屡
々
心
あ
る
作
家
が
、
自
ら
冷
汗
を
覺
え
る
小
細
工
、
脅
迫
、
虚
僞
が
無
い
。
恐
ら
く
は

夫
人
が
自
己
の
作
品
中
最
も
自
ら
な
つ
か
し
と
す
る
も
の
は
「
う
つ
ぎ
」
以
外
に
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。

「
う
つ
ぎ
」
に
比
べ
る
と
、
同
じ
や
う
な
味
ひ
を
多
分
に
持
ち
な
が
ら
、
比
較
的
に
劣
る
の
は
「
指
輪
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
事
實
の
面
白
さ
を
羅
列
す
る
忙
し
さ
に
、
作
者
の
理
解
同
情
が
、
物
語
ら
る
ゝ
事
象
の

中
に
、
滲
透
し
切
れ
な
か
つ
た
結
果
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
も
「
う
つ
ぎ
」
に
比
べ
て
の
事
で
、
他
の

作
品
の
中
で
は
、
矢
張
り
自
分
の
好
む
物
の
ひ
と
つ
に
數
へ
て
憚
ら
な
い
。

　
自
分
が
最
も
つ
ま
ら
な
い
、
馬
鹿
々
々
し
い
作
品
だ
と
思
つ
た
の
は
「
横
町
の
光
氏
」
で
あ
る
。
低
級

子
女
が
見
て
光
氏
と
す
る
横
町
の
若
い
人
を
、
夫
人
も
亦
同
じ
程
度
に
肯
定
し
て
ゐ
る
の
が
馬
鹿
々
々
し
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い
。
且
そ
の
男
の
口
吻
の
氣
障
な
事
は
、
當
然
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
と
し
て
現
さ
る
べ
き
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。

こ
ゝ
に
又
不
幸
に
し
て
夫
人
の
惡
趣
味
の
流
露
を
見
た
。

「
堂
島
裏
」
も
「
横
町
の
光
氏
」
に
見
る
同
じ
い
や
み
を
感
じ
る
け
れ
ど
、
こ
の
方
は
作
品
と
し
て
の
纏

り
の
い
ゝ
事
が
、
彼
に
比
し
て
遙
に
勝
つ
て
ゐ
る
。

「
鷹
の
夢
」
は
久
保
田
万
太
郎
氏
が
、
岡
田
夫
人
の
噂
が
出
る
と
、
必
ず
「
新
緑
」
と
共
に
引
張
り
出
し

て
、
誇
大
に
感
服
し
て
見
せ
る
作
品
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
ま
〳
〵
久
保
田
万
太
郎
氏
の
淡
い
趣
致
を
喜

ぶ
獨
特
の
好
み
を
表
白
し
た
も
の
と
し
て
、
久
保
田
氏
を
評
す
る
時
に
よ
り
多
く
面
白
い
證
明
の
よ
す
が

と
な
る
可
き
話
は
な
しで
、
作
品
と
し
て
は
可
も
無
く
不
可
も
無
い
、
極
め
て
平
凡
な
も
の
だ
と
思
ふ
。

　
自
分
は
最
後
に
、
上
來
述
べ
て
來
た
と
こ
ろ
を
綜
合
し
て
、
夫
人
の
作
品
の
特
質
傾
向
及
び
夫
人
の
作

品
の
弱
點
短
所
を
簡
略
に
抽
出
し
度
い
と
思
つ
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
は
こ
ゝ
迄
の
長
々
し
い
批
評
の
中
に
斷

片
的
な
が
ら
云
ひ
盡
さ
れ
て
居
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
や
め
る
事
に
し
た
。

　
或
文
壇
の
老
大
家
が
曾
て
人
に
語
つ
て
「
俺
は
女
の
書
い
た
物
は
何
で
も
面
白
い
。
女
の
書
い
た
物
だ

と
思
ふ
と
惡
口
は
云
へ
な
い
。
」
と
云
つ
た
と
い
ふ
巷
ち
ま
たの
噂
を
聞
い
た
事
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
明
治
大
正

に
か
け
て
、
吾
々
の
時
代
が
生
ん
だ
女
流
作
家
中
、
歌
人
與
謝
野
晶
子
氏
と
小
説
家
樋
口
一
葉
女
史
以
外

に
、
無
條
件
に
推
讚
し
得
る
人
が
何
處
に
あ
る
か
。
殆
ど
す
べ
て
の
女
流
作
家
は
、
單
に
女
だ
と
い
ふ
先
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天
性
の
爲
に
、
文
壇
の
色
ど
り
と
し
て
介
在
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
た
ま
〳
〵
野
上
彌
生
、
中
條
百
合

子
二
氏
の
如
き
、
か
な
り
い
ゝ
素
質
を
持
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
人
が
現
れ
て
も
、
自
制
心
の
缺
乏
か
ら
、
中

途
に
し
て
邪
路
に
踏
入
つ
て
し
ま
ふ
時
、
同
じ
く
よ
き
素
質
を
持
ち
な
が
ら
、
多
年
創
作
の
筆
を
續
け
な

が
ら
、
尚
且
自
己
の
特
質
を
自
覺
し
な
い
ら
し
い
岡
田
夫
人
を
惜
し
い
と
思
ふ
。

　
あ
ま
り
度
々
引
合
ひ
に
出
し
て
濟
ま
な
い
が
、
久
保
田
万
太
郎
氏
の
如
き
は
、
今
日
迄
の
岡
田
夫
人
の

作
品
を
見
て
も
、
夫
人
は
現
代
女
流
作
家
中
唯
一
の
勝
れ
た
作
家
だ
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
自
分
は
左
程
に

思
は
な
い
。
し
か
し
夫
人
が
今
後
ほ
ん
と
に
自
己
の
持
つ
て
ゐ
る
い
ゝ
物
を
見
出
し
、
し
つ
か
り
と
そ
れ

を
把
握
し
た
時
、
必
ず
勝
れ
た
る
作
品
を
發
表
さ
れ
る
に
違
ひ
な
い
と
、
確
く
信
じ
て
疑
は
な
い
。

　  

乍    

末  

す
ゑ
な
が
ら

岡
田
夫
人
の
「
八
千
代
集
」
を
贈
つ
て
下
さ
つ
た
厚
情
を
感
謝
し
、
併
せ
て
夫
人
の
健
康
を

祈
り
つ
ゝ
筆
を
お
く
。
（
大
正
七
年
四
月
二
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
三
田
文
學
」
大
正
七
年
五
月
號
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
水
上
瀧
太
郎
全
集
　
九
卷
」
岩
波
書
店
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（
昭
和15

）
年12

月15

日
発
行

初
出
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「
三
田
文
學
」
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（
大
正7
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年5

月
号

※
以
下
の
ル
ビ
中
の
拗
音
、
促
音
な
ど
を
、
小
書
き
し
ま
し
た
。

寫
生
《
ス
ケ
ッ
チ
》
、
背
景
《
バ
ッ
ク
》

入
力
：
柳
田
節

校
正
：
門
田
裕
志

2005

年1

月19

日
作
成

2012

年5

月11

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

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

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

23



貝殼追放
「八千代集」を讀む

２０２０年　７月１７日　初版

奥　付

発行 青空文庫

著者 水上瀧太郎
URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


