
あ
る
少
女
の
旅

久

野

昭

ある少女の旅

ひ

と

ま

先
ず
は
、
学
者
を
輩
出
す
る
こ
と
多
く
、
代
々
文
章
博
士
、
侍
読
、
大
学
頭

な
ど
に
任
じ
ら
れ
て
き
た
菅
原
氏

の
、
わ
け
て
も
学
才

の
誉
れ
高
か

っ
た
右
大

た
か
す
え

と
も
や
す

臣
菅
原
道
真
か
ら
数
え
て
五
代
目
に
あ
た
る
菅
原
孝
標
を
父
と
し
、
藤
原
倫
寧

む
す
め

か
げ
ろ
う

の
女
子
で

『蜻
蛉
日
記
』

の
作
者
と
し
て
著
名
な
道
綱
母
を
姉
に
持

つ
女
性
を

母
と
し
て
生
ま
れ
た
女
子

の
、
少
女
期

の
記
憶
を
辿
る
こ
と
に
し
た
い
。

ぢ

当
時
、
少
女
は

「あ
づ
ま
路

の
道

の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥

つ
か
た
」

(『更

級
日
記
』
か
ら
の
引
用
は
岩
波
文
庫
版
に
拠
る
)
に
い
た
。
彼
女
十
歳

の
と
き
、

す
な
わ
ち
後

一
条
天
皇

の
寛
仁
元
年

(
一
〇

一
七
年
)
に
、
父
親

の
孝
標
が
上

総
介
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

上
総
介
と
い
う
役
職
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
居
宅

は
上
総
国

の
国
府
、
国
分
寺

と
も
に
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
た
今
日
の
千
葉
県
市
原
市
に
在

っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
九
七
六
年
か
ら
翌
年

に
か
け
て
の
上
総
国
分
寺
台
遺
跡
調
査
で
、
稲
荷
台

一

号
古
墳
か
ら
銀
象
嵌

の

「
王
賜
」
銘
鉄
剣
が
出
土
し
た
こ
と
は
記
憶

に
新
し
い

と
こ
ろ
だ
が
、
そ

の
古
墳
が
位
置
し
、
ま
た
縄
文
時
代
後
期
、
弥
生
時
代
後
期
、

古
墳
時
代
前
期
、
そ
し
て
奈
良

・
平
安
時
代
を
ピ
ー
ク
と
し
た
集
落
の
、
だ
か

ら
藤
原
孝
標
が
上
総
介
だ

っ
た
時
代
も
集
落

の
存
在
し
た
痕
跡

の
残

っ
て
い
た

市
原
市
山
田
橋
あ
た
り
に
、
も
し
孝
標

一
家
が
住
ん
だ
と
す
れ
ば
、
当
時
な
ら

東
京
湾
が
間
近
か
に
望
め
た
は
ず
だ
。
そ
の
海

の
先
、
ほ
と
ん
ど
真
西
の
方
角

の
は
る
か
彼
方

に
は
富
士

の
嶺
が
聳
え
る
。
眺
望
に
も
、
ま
た
新
鮮
な
食
物
に

も
恵
ま
れ
た
土
地

で
あ
る
。
だ
が
、
彼
女
が
生
ま
れ
、
憧
れ
て
い
る
京

へ
は
、

い
か
に
も
遠

い
。
こ
こ
は
、
「
あ
づ
ま
路

の
道

の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥

つ
か

た
」
な

の
で
あ
る
。

彼
女

の
実
母
は
京
に
残

っ
て
い
た
。
継
母
と

一
緒
だ

っ
た
。
そ
の
継
母
は

一

家
が
京

に
戻

る
と
家
を
出
て
、
今
度
は
実
母
と
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
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そ
れ
は
も
う
少
し
後

の
話

で
あ
る
。

い
ま

は
父
親
と
継
母
に
兄
と
姉
、
そ
し
て

め

の

と

乳
母
が

い
た
。

血
筋
か
ら
見

て
も
、
彼
女
が
多
感
な
文

学
少
女
で
あ

っ
て
お
か
し
く
な
い
。

当
時

の
物
語
文
学
が
、
彼
女
を
惹

い
て

い
た
。
「世

の
中
に
物
語
と
い
ふ
物

の

あ
ん
な
る
を
、

い
か
で
見
ぽ
や
と
思
ひ
つ
〉
、

つ
れ
づ
れ
な
る
晝
ま
、
宵
ゐ
な

ど
に
、
姉
繼
母
な
ど
や
う
の
人
々
の
、
そ

の
物
語
、
か
の
物
語
、
光
る
源
氏
の

あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
語
る
を
聞
く
に
、
い
と
ど
ゆ
か
し
さ
ま
さ
れ

ど
、
わ
が
思
ふ
ま
〉
に
、
そ
ら
に
、
い
か
で
か
お
ぼ
え
語
ら
む
。
い
み
じ
く
心

や
く
し
ほ
と
け

も
と
な
き
ま

〉
に
、
等
身

に
藥
師
佛
を

つ
く
り
て
、
手
あ
ら
ひ
な
ど
し
て
、
人

ま
に
み
そ
か
に
入
り

つ
〉
、
「京
に
と
く
あ
げ
給
ひ
て
、
物
語
の
お
ほ
く
候
ふ

ぬ
か

な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
見
せ
給

へ
」
と
、
身

を
す
て
て
額
を

つ
き
、
祈
り
申
」
し

た
と
、
彼
女
は
後
年
、
『更
級
日
記
』

に
書

い
て
い
る
。

都

に
上

っ
て
物
語
を
心
行
く
ま
で
読
み
た
い
と
い
う
願
い
の
実
現
さ
れ
る
の

は
、
父
親
の
任
期
が
終
了
七
て

一
家
が
都

に
帰
り
着

い
た
寛
仁
四
年

(
一
〇
二

〇
年
)
末

の
こ
と
に
な
る
。
彼
女
十
三
歳

の
と
き

で
あ
る
。
十
歳
か
ら
十
三
歳

ま
で
を
、
京

へ
の
、
ま
た
京
に
流
行

る
物
語

へ
の
憧
憬

の
思
い
の
う
ち
に
、
彼

女
は
過
ご
し
た
。
「人
ま
に
み
そ
か
に
入

り

つ
〉
」
、
そ
の
思

い
を
薬
師
如
来
像

に
訴
え
な
が
ら
。

東
京
湾
を
見
下
ろ
す
台
地
に
建

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
上
総
介

の
居
宅
は
、
寝

殿
造
り
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
当
地

で
は
無
論
、
高
官
な
の
で
あ
る
。
京
か
ら

派
遣
さ
れ
た
身
分
の
高

い
地
方
行
政
官

の
権
威
に
も
か
か
わ
ろ
う
。
そ
う
貧
弱

な

建

物

で

は

な

か

っ
た

で

あ

ろ

う

。

「
門

出

し

た

る

と

こ

ろ

は
、

め
ぐ

り

な

ど

も

な

く

て

、

か

り

そ

め

の
茅

屋

の
、

す
だ
れ

し
と
み
な
ど
も
な
し
。
簾

か
け
、
幕
な
ど
ひ
き
た
り
」
と
、
『更
級
日
記
』
に

あ
る
の
は
、

一
家
が

い
よ
い
よ
京
に
立
ち
戻

る
に
当
た

っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
居

宅
か
ら

一
旦
別

の
場
所
に
移

っ
て
後
旅
立

っ
た
、
そ
の
仮

の
宿
の
描
写

で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
普
段

の
住
ま
い
が
寝
殿
造
り
だ

っ
た
に
し
て
も
、
言
う
ま
で
も

た
い
の
や

な
く
、
こ
の
時
代
、
ま
だ
寝
殿
も
東
西
の
対
屋
も
、
内
部
は
板
敷
き
で
あ
る
。

間
仕
切
り
も
ほ
と
ん
ど
無

か
っ
た
は
ず
だ
。
柱
と
柱

の
間
隔
は
十
尺
ほ
ど
だ

っ

は
し
ら
ま

た
ろ
う
か
。
そ
の
縦
横

の
柱
問

一
つ
の
空
間
が

「
ひ
と
ま
」
で
あ
る
。

有
職
故
実

の
教
科
書
ど
お
り
の
建
物
が
そ
う
そ
う
ざ
ら
に
存
在
し
た
と
も
思

す
の
こ

え
な
い
が
、
型
通
り
な
ら
ぽ
、
建
物

の

一
番
外
側

の
簀
子
と
よ
ぼ
れ
る
廻
り
縁

ひ
さ
し

の
内
側

に
、

一
段
と
高
く
廂
が
あ

っ
て
、
こ
こ
も
居
間
、
客
間
な
ど
の
居
住
空

間
と
し
て
の
役
割
を
担

っ
て
は
い
た
。
だ
が
、
廂
に
薬
師
如
来
像
が
置
か
れ
て

い
た
と
は
、
ち

ょ
っ
と
想
像
し
に
く
い
。
少
女
が

「
み
そ
か
に
」
、
家

の
者

に

内
緒
で
そ

っ
と
入
り
込
む
こ
と
も

で
き
ま
い
。
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
の
は

も

や

廂
の
内
側

の
柱
の
列
か
ら
更
に
内
部
、

つ
ま
り
母
屋
に
属
す
る
空
間
だ

っ
た
と

ふ
す
ま

見
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
そ
の
母
屋
と
廂
と

の
境
目
に
は
、
襖
が
あ

っ
た
ろ
う

み

す

か
。
そ
れ
と
も
、
た
だ
御
簾
だ
け
だ

っ
た
ろ
う
か
。

そ
の
外
側
、
廂
と
簣
子
と
の
境
を
成
す
の
は
、
お
そ
ら
く
引
き
戸
の
形
式

の

し
と
み
ど

し
と
み

蔀
戸
で
な
く
、
上
下
二
枚
か
ら
成
る
蔀
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
黒
塗
り
の
格
子
の

な
げ

し

裏

に
板
を
張

っ
た
蔀
の
上
半
分
は
長
押
か
ら
釣
り
金
具
で
吊
ら
れ
、
昼
間
は
内
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ある少女の旅

側

に
水
平
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
。
下
半
分

は
嵌
め
た
り
外
し
た
り
で
き
る
形
式

に
な

っ
て
い
た
ろ
う
。

こ
の
工
夫
が
眩
し
す
ぎ
る
日
光
を
遮

っ
た
り
、
激
し
す

ぎ

る
風
雨
を
防
ぐ
。
た
だ
し
、
西
洋
建
築
風
の
壁
面
と
は
基
本
的
に
違
う
。

こ

の
日
本
建
築

に
お
い
て
は
、
内
部
空
間
は
ご
く
自
然
に
外
部
空
間
に
連
な
り
う

る
。
外

の
風
を

い
つ
で
も
内
に
取
り
込
む

こ
と
が
で
き
る
。
た
と
い
廂

の
奥
に

襖
と
い
う
間
仕
切
り
が
あ

っ
た
に
し
て
も
、
こ
れ
と
て
、

い
と
も
容
易

に
開
閉

で
き
る
の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
主
と
し
て
休
養

の
た
め
の
空
間
だ

っ
た
母
屋
内
部
は
、
か
な
り

ひ
わ
だ

暗
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
檜
皮
葺

だ

っ
た
で
あ
ろ
う
屋
根
が
、
そ

の
緩

や
か
な
斜
め
の
面
を
、
周
囲
の
柱

の
外
部

へ
ぐ

っ
と
押
し
出
す
。
そ
の
屋
根

に

覆
わ
れ
た
内
部
空
間

の
更
に
内
側
で
あ
る
。
天
井
は
ま
だ
な
い
。
見
上
げ
れ
ぽ
、

暗
さ
に
慣
れ
た
眼
に
、
屋
根

の
勾
配
が
そ

の
ま
ま
映
る
。
そ
の
よ
う
な

「
ひ
と

ま
」

で
、
少
女
が
等
身
の
薬
師
像

の
前
に
額
ず
く
。
い
や
、

ひ
た
む
き

に
都
の

物
語

の
世
界
を
憧
れ
て
い
た
彼
女
に
と

っ
て
、
そ
れ
は
仏
像
で
は
な
か

っ
た
ろ

う
。
仏
そ
の
も
の
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

い
ま
、
こ
こ
に
薬
師
如
来
が
ま
し
ま
す
。

そ
れ
は
薬
師
如
来
で
は
あ
る
が
、
当
時
は
も
は
や
、
た
ん
な
る
治
病

の
た
め
の

崇
拝
の
対
象

で
は
な
か

っ
た
。
現
に
、

こ
の
早
熟
な
少
女

の
願

い
も
病
い
の
平

癒

で
は
な
か

っ
た
。

時
は
藤
原
氏
が
政
界

の
頂
点
に
居
座

っ
て
い
た
時
代
で
あ

る
。
私
た
ち
の
国

の
歴
史
上
、
造
仏
が
最
も
多
く
行
わ
れ

た
時
代

で
も
あ

っ
た
。
そ
れ
は
都
だ
け

の
現
象

で
は
な

い
。
京
を
遠
く
離
れ
た
地
方

に
も
、
仏
像
造
顕
の
流
行
は
及
ん

で
い
た
。
ま
た
、
造
形
さ
れ
る
仏

の
本
願
と
は
無
関
係
な
願

い
が
、
そ
の
仏
像

に
託
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

『更
級
日
記
』
の
筆
者

の
誕
生
よ
り
百
三
十
年
ほ
ど
後
の
こ
と
だ
が
、
藤
原
頼

長
が

『臺
記
』

の
康
治
元
年

(
=

四
二
年
)
八
月
六
日

の
条

に

「僕
少
年
養

猫
、
有
疾
、
即
晝
千
手
像
、
祈
之
日
請
疾
速
除
愈
」
と
、
自
分
の
飼

っ
て
い
る

猫

の
病
気

の
平
癒
を
千
手
観
音

の
画
像
に
祈
願
し
た
少
年

の
こ
と
を
書

い
て
い

る
。

こ
の
少
年
は
、

つ
い
で
に
そ
の
猫
が
満
十
歳
ま
で
生
き
る
よ
う
に
願

っ
た
。

猫

の
病
気

は
癒
り
、
し
か
も
満
十
歳
ま
で
生
き
た
。
「知
此
菩
薩
靈
驗
新
」
と

頼
長
は
そ

の
条

に
書
い
て
い
る
。
造
仏

の
盛
ん
だ

っ
た
藤
原
時
代
を
通
じ
て
、

人
間
た
ち
は
こ
の
類

の
勝
手
な
願

い
を
、
仏
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
と
は
無
関
係

に
、

む
す
め

仏
た
ち
に
引
き
受
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
菅
原
孝
標

の
女
も
そ

の
例
外

で

な
か

っ
た
と
い
う
見
方
も
成
り
立

つ
。

願

い
叶

っ
て

一
家
が
京
に
戻
れ
る
と
決
ま

っ
た
と
き
、
少
女
は
い
か
に
悦

ん

だ
こ
と
だ
ろ
う
か
。
い
か
に
仏

に
感
謝
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
十
三
歳

の
九
月
、

い
よ
い
よ
旅
立

つ
こ
と
に
な
る
。
夕
刻

で
あ
る
。
「
日
の
入
り
ぎ
は

の
、

い
と

す
ご
く
き
り
わ
た
り
た
る
に
、
車
に
乘
る
と
て
、
う
ち
見
や
り
た
れ
ば
、
人
ま

ぬ
か

や
く
し
ほ
と
け

に
は
ま
ゐ
り

つ
〉
、
額
を
つ
き
し
藥
師
佛
の
た
ち
給

へ
る
を
、
見
す
て
た
て
ま

つ
る
悲
し
く
て
、
人
し
れ
ず
う
ち
泣
か
れ
ぬ
」
。

泣

い
て
し
か
る
べ
き

で
あ
る
。
他

の
ど
の
仏

で
も
な
く
、
こ
の
仏
に
少
女
は

祈

っ
た
。
彼
女

の
祈
り
に
応
え
た
の
は
、
こ
の
仏

で
あ

っ
た
。

い
ま
、
こ
の
仏

に
彼
女
は
訣
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
こ
の
仏
の
お
わ
し
ま
す

「
ひ
と
ま
」
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を
後

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
容
易
に
外
部
空
間
と
も
、
ま
た
他

の

「ま
」
と
も
連
な
り
う
る

「
ひ

と
ま
」
だ

っ
た
に
は
違

い
な
い
。
だ
が
、
余
人
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
彼

女
に
と

っ
て
は
特
別

の
意
味
を
持

つ
、
他
と
は
異
質
な
空
間
だ

っ
た
は
ず
だ
。

い
わ
ば
、
日
常
の
う
ち
な
る
異
界
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

薬

師

仏

涙
で
そ
の
異
界
に
訣
れ
を
告
げ
た
少
女

は
、
京

へ
の
途
中
、
大
井
川
を
渡
る
。

わ
た
り

駿
河
と
遠
江
と
の
境

で
あ
る
。
「大
井
川

と
い
ふ
渡
あ
り
。
水

の
、
世

の
常

な

ら
ず
、
す
り
粉
な
ど
を
、
濃
く
し
て
流
し
た
ら
む
や
う
に
、
白
き
水
、
早
く
流

れ
た
り
」。

物
語
本
に
飢
え
て
い
た
彼
女
が
書
物
を
貪
り
読
む
の
は
も
う
少
し
後
、
入
洛

し
て
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
、
二
百
年
ほ
ど
前

に
成
立
し
た
本
だ
が
、
仏
教
説

話
集
で
あ
る

『
日
本
靈
異
記
』
な
ど
、
読

ん
で
は
い
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
奈

良

の
薬
師
寺

の
僧
景
戒

の
撰
に
な
る
こ
の
日
本
最
古
の
仏
教
説
話
集
は
、
そ
の

中
巻
第
三
十
九
条

で
、
淳
仁
天
皇

の
天
平
宝
字

二
年

(七
五
八
年
)、
こ
の
大

う

だ

井
川

の
上
流

の
鵜
田
の
里
に
起
こ

っ
た
と

い
う
霊
異
を
記
し
て
い
る
。

鵜
田

の
里

の
川
辺

の
砂
中
か
ら

「我
を
取
れ
、
我
を
取
れ
」
と
い
う
声
が
聞

こ
え
る
。
偶
然
そ
れ
を
聞

い
た
旅

の
僧
が

、
砂
に
埋

め
た
死
人
が
生
き
返

っ
た

の
か
と
思

っ
て

「掘
り
て
見
れ
ぽ
、
藥
師

佛
の
木
像
あ
り
、
高
さ
六
尺
五
寸
、

ゐ

左
右

の
耳
缺
け
た
り
」
。
僧
侶

は

「知
識
を
引
き
率
、
佛
師
を
勸
請
し
て
、
佛

す

の
耳
を
造
ら
し
む
。
鵜
田
の
里
に
堂
を
造
り
て
、
尊
像
を
居
ゑ
、
も
ち
て
供
養

な
つ

す
。
今
號
け
て
鵜
田
の
堂
と
日
ふ
。
こ
の
佛
像
、
驗
あ
り
て
光
を
放
ち
、
願
ふ

所
能
く
與
ふ
る
が
故

に
、
道
俗
歸
敬
す
」
(引
用
は
角
川
文
庫
版
に
拠
る
)。

こ
れ
ま
た
薬
師
如
来
像

で
あ
る
。
そ
の
仏
像
、
霊
験
あ
ら
た
か
で

「願
ふ
所

能
く
與
ふ
る
」
の
だ
。
何
が
願
わ
れ
、
与
え
ら
れ
た
か
、
治
病

・
施
薬
だ
け
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
含
め
て

一
般
に
現
世
利
益

の
仏
と
し
て
、
薬

師
如
来
は
崇
拝
さ
れ
て
い
た
。
菅
原
孝
標
女
が

一
刻
も
早
く
京
に
上

っ
て
物
語

を
読

め
る
よ
う
に
と
祈

っ
た
と
し
て
も
、
不
自
然
で
は
な
か
っ
た
。
十
歳
か
ら

十
三
歳
ま
で
の
僅
か
四
年

に
も
満
た
な
い
辛
抱
で
平
安

の
都
に
戻
れ
た
の
も
、

薬
師
仏

の
御
利
益
か
も
知
れ
な
い
。
い
や
、
そ
う
に
違

い
な
い
と
、
少
女
は
思

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

彼
女
は
十
歳

の
と
き
、
任
地

に
下
向
す
る
父
孝
標
に
随

っ
て
京
都
を
出
た
の

だ

っ
た
。
ま
さ
か

「貴
人
多
忘
事
」
を
気
取

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
記
憶
に

な
か

っ
た
の
か
、
誌
す
ほ
ど

の
出
来
事
も
な
か

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
書
き
た

く
な
か

っ
た
の
か
、
『更
級
日
記
』

に
は
、
彼
女
が
幼
い
日
々
を
過
ご
し
た
は

ず

の
都
に
つ
い
て
の
記
述

は
な

い
。

い
ま
自
分
が
都

に
向
か

っ
て
上

っ
て
い
る

道
を
四
年
前

に
は
逆
に
下

っ
た
と

い
う
記
憶
の
あ

っ
た
こ
と
は
、

た
と
え
ば
浜

名

の
橋
が

「
下
り
し
時
は
黒
木
を
わ
た
し
た
り
し
、

こ
の
度
は
、
跡
だ
に
見
え

ね
ば
、
舟
に
て
渡
る
。
入
江
に
わ
た
り
し
橋
な
り
」
と
い
う
記
述

か
ら
も
明
ら

か
な
の
に
。

お

冒
頭
で
自
ら
を

「あ
づ
ま
路
の
道

の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥

つ
か
た
に
生
ひ
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い
で
た
る
人
」
と
よ
び
、
富
士
山
を
仰

い
で

「わ
が
生
ひ
い
で
し
國

に
て
は
西

お
も
て
に
見
え
し
山
な
り
」
と
説
明
す

る
。
あ
た
か
も
上
総
に
生
ま
れ
出
た
田

舎
人
と
自
認
し
て
い
る
よ
う
な
書
き
よ
う
で
あ
る
。

い
ま
上
り
つ
つ
あ
る
京
が

久
し
く
恋
い
焦
が
れ
て
き
た
全
く
未
知

の
土
地
、
た
だ
し
長
く
求
め

つ
づ
け
て

き
た
自
ら

の
魂

の
故
郷
で
で
も
あ
る
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。

「あ
づ
ま
路

の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥

つ
か
た
」
の
仮
宅

の

「
ひ
と
ま
」

に
ひ
そ
か
に
入

っ
て
、
西

へ
の
旅

の
実

現
を
薬
師
仏

に
祈
願
し
た
少
女
は
、

い

ま
、
世

の
常
な
ら
ぬ
白

い
水
の
流
れ
る
大
井
川
を
越
え
て
西
方

に
向
か
っ
て
い

る
。祈

願
さ
れ
た
薬
師
仏

は
、
仏
国
土

の
果
て
よ
り
も
、
な
お
奥

つ
か
た
、
は
る

か
な
る
東
方
の
浄
瑠
璃
世
界

の
主
尊

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
薬
師
如
来
が
衆

生
を
西
方
浄
土

へ
と
導
き
た
ま
う
と
い
う
発
想
が
、

い
つ
の
頃
か
ら
か
、
私
た

ち
の
国
の
薬
師
信
仰
の
な
か
に
は
あ

っ
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
表
象
が
重
な
ら

な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
女
が
そ

の
華
や
か
さ
に
憧
れ
て
き
た
都

で
の
生
活

に
幻
滅
を
抱
く
の
は
、
も

っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。
女
人
往
生
に
か
か
わ
る
教

学
上
の
議
論
な
ど
と
は
ま
る
で
無
縁

の
と
こ
ろ
で
言
わ
せ
て
も
ら
、兇
ば
、
少
女

に
と

っ
て
、
宮
廷
の
女
性
た
ち
の
優
雅

な
生
活
を
物
語
が
華
麗

に
描

い
て
み
せ

る
京
の
都
は
、

一
種

の
浄
土
、
安
楽
世

界
で
は
な
か

っ
た
か
。
し
か
も
、
そ
れ

は
上
総

の
国
府

か
ら
遠
望
す
る
富
士

の
高
嶺

の
、
更

に
遥
け
き
西
方
に
あ

っ
た
。

い
ま
、
彼
女
の
祈

っ
た
薬
師
仏

の
導
き

で
、
少
女
は
西
方
安
楽
浄
土
を
目
指
す
。

と
す
れ
ば
、
十
三
歳

の
女
子

に
は
そ

こ
ま
で
の
意
識
は
な
か

っ
た
ろ
う
が
、

こ
れ
も
ま
た
、
あ
る
日
常

の
う
ち
な
る
異
界
か
ら
、
あ
る
非
日
常

の
他
界

へ
の

旅
で
あ

っ
た
。

だ
が
、
そ
の
旅

は
現
実
に
は
楽
な
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
た
と
え
ば
上
総
を

い
ほ

出

て
下
総
に
入

っ
て
泊
ま

っ
た
庵
に
、
そ
の

「庵
な
ど
も
浮
き
ぬ
ば
か
り
に
」

降
り

つ
け
る
豪
雨
の

「恐
ろ
し
く
て
い
も
ね
ら
れ
ず
」
と
か
、
下
総
と
武
蔵

の

境

で
の
出
産

の
身

の
穢
れ
の
た
め
、
し
ぼ
し

「離
れ
て
別
に
の
ぼ
る
」
こ
と
に

な

っ
た
乳
母

へ
の

「
い
と
戀
し
」
い
思

い
と
か
、
「
お
そ
ろ
し
げ
に
暗
が
り
わ

た
」

っ
た
足
柄
山

の
麓

の

「
え
も

い
は
ず
茂

り
わ
た
り
て
恐
ろ
し
げ
」
で
、

「
ま
い
て
山

の
中

の
恐
ろ
し
げ
な
る
事

い
は
む
方
な
し
」
と
か
、
大
井
川
を
渡

っ
て
遠
江

に
か
か
っ
た
あ
た
り
で

「
い
み
じ
く
わ
づ
ら
ひ
出
で
て
」、
「
い
み
じ

く
苦
し
け
れ
ば
、
天
ち
う
と
い
ふ
河
」、
お
そ
ら
く
は
天
竜
川

「
の

つ
ら

に
、

假
屋
作
り
設
け
た
り
け
れ
ば
」
、
そ
こ
に
逗
留
し
て
、
や

っ
と
病
気

の
方
は
癒

っ
た
も

の
の
、
「冬
深
く
な
り
た
れ
ば
、
河
風
け
は
し
く
吹
き
上
げ

つ
〉
、
堪

へ
難
く
お
ぼ
え
け
り
」
と
か
。

そ
う

い
う
難
儀
を
重
ね

て

一
行
は
京
に
辿
り
着
く
の
だ
が
、
そ

の
直
前
、

「粟
津

に
と
ゴ
ま
り
て
、
師
走

の
二
日
京

に
入
る
。
暗
く
い
き
着

く
べ
く
と
、

さ
る

ゆ

申

の
時
ば
か
り
に
立
ち
て
行
け
ば
、
關
ち
か
く
な
り
て
、
山
づ
ら
に
か
り
そ
め

な
る
き
り
か
け
と

い
ふ
物
」
、
横

に
板
を
何
枚
か
重
ね
て
作

っ
た
垣

の
こ
と
だ

か
み

が
、
そ
の
垣

の

「上
よ
り
、
丈
六

の
佛

の
い
ま
だ
荒
作
り
に
お
は
す
る
が
、
顔

ば

か
り
見
や
ら
れ
た
り
、
あ
は
れ
に
、
人
離
れ
て
、

い
つ
こ
と
も
な
く
て
お
は

す
る
佛
か
な
と
、
う
ち
見
や
り
て
過
ぎ

ぬ
」
。
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申
の
時
と
言
え
ぽ
今
日
の
午
後
四
時
。

た
だ
し
師
走
だ
か
ら
、
夕
刻
と
言

っ

て
も

い
い
。
京
師

へ
の
東

か
ら
の
入
り

口
で
あ
る
逢
坂

の
関

の
手
前

で
、
「き

り
か
け
」

の
垣
の
前
を
通

っ
た
の
は
何
時

ご
ろ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
垣
越

し
に
丈

六
仏

の
顔
だ
け
が
、
薄
ら
闇

の
な
か
に
見

え
る
。

は
つ
さ
い

丈
六
と
は

一
丈
六
尺
。
髪
際
ま
で
の
高

さ
が
、
お
よ
そ
四
メ
ー
ト
ル
八
十
五

セ
ン
チ
に
当
た
る
。
釈
迦

の
身
長
が
、
周

尺
で
八
尺
と
さ
れ
る
常
人

の
身
長
の

倍
あ

っ
た
と

の
信
仰
に
よ
る
。
周
尺
と
日
本

の
曲
尺
と
で
は
長
さ
に
差
が
あ

っ

て
、
周
尺
は
曲
尺
の
約
四
分

の
三
に
当
た
る
が
、
両
者
は
あ
ま
り
厳
密

に
区
別

さ
れ
ず
、
こ
の
四
メ
ー
ト
ル
八
十
五
セ

ン
チ
と
い
う
数
値

は
日
本
式
尺
度

(曲

尺
)
で
の
計
算

で
あ
る
。
そ
の
丈
六
仏
と
等
身
仏
と
が
、
藤
原
時
代

の
造
仏

の

基
本
だ

っ
た
。
た
と
え
ば
同
じ
こ
の
年

の
春
、
寛
仁
四
年
三
月
二
十
二
日
、
と

い
う
こ
と
は
菅
原
孝
標

一
家
が
ま
だ
任
地
上
総

に
い
た
時
期
だ
が
、
当
時
す
で

に
出
家

の
身
だ

っ
た
藤
原
道
長
は
、
法
成
寺
阿
弥
陀
堂

(無
量
寿
院
)
で
、
金

色

に
眩

い
丈
六
阿
弥
陀
如
来
坐
像
九
体

の
開
眼
供
養
を
行

っ
て
い
る
。

「き
り
か
け
」
は
そ
う
背

の
高
い
も

の
で
は
な
か
ろ
う
。
他
方
、
仏
像
の
方
は

丈
六
で
あ
る
。
立
像
な
ら
五
メ
ー
ト
ル
近

く
、
坐
像

で
そ
の
半
分

の
高
さ
に
な

る
。
半
分
で
も
、
か
な
り
高

い
。
そ
れ
な

の
に
、
顔
か
ら
下
が
見
え
な
か
っ
た

の
は
、
そ
れ
が
坐
像
だ

っ
た
け
れ
ど
も
、

た
だ
し
少
女

の
眼
の
位
置
が
低
か

っ

た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
立
像
だ

っ
た
け
れ
ど
も
、
木
割
り
、
木
寄
せ

こ
う
し
よ
う

じ
よ
う
ち
よ
う

と
よ
ぼ
れ
、
仏
師
康
尚
が
基
礎
を
築
き
、

そ
の
子
定

朝

が
完
成
さ
せ
た
と

い

わ
れ
る
造
仏
技
術
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ

一
定
の
割
合

の
寸
法
に
切

っ
た
木
材

で
像

の
各
部
分
を

「荒
作
り
」
し
た
後

に
、
そ
の
要
所
に
柄
を
入
れ
て
膠
か
漆

で
繋
ぎ
、
細
部

の
仕
上
げ

に
か
か
る
と
い
う
造
仏
法

の
、
ま
だ
は
じ
め
の
段
階

で
、
そ
の
顔
か
ら
上
の
部
分
が
台
の
上

に
で
も
載

っ
て
い
て
、
そ
の
大
き
さ
か

ら
丈
六
と
推
測
し
た
の
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「顔
ば

か
り
見
や
ら
れ
た
」
の
な
ら
、
当
然
、
頭
部
は
見

、兄
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
宝
冠
台

の
上
に
変
化
面
、
更
に
そ
の
上
に
頂
上
仏
面

が
載

っ
て
い
た
の
な
ら
と
も
か
く
、
「顔
ば

か
り
見
や
ら
れ
た
」
「荒
作
り
」
の

仏

の
姿
か
ら
そ

の
仏
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
十
三
歳
の
少
女

に
は
無
理
と
い
う

も

の
で
あ

る
。
完
成
し
た
薬
師
如
来
像
だ

っ
た
ら
、
頭
頂
に
肉

の
隆
起
が
あ
り
、

び
や
く
こ
う

眉
間

に
白
毫
が
付

い
て
い
た
ろ
う
が
、
頭
と
顔
だ
け
に
し
て
も
、
「
い
ま
だ
荒

作
り
に
お
は
す
る
」
し
、
闇
も
迫

っ
て
い
る
。
し
か
と
確
か
め
ら
れ
た
と
も
思

え
な
い
。
そ
れ
は
薬
師
仏
だ

っ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
ま
た
他

の
仏
だ

っ
た
か
も

し
れ
な

い
。

た
だ
し
、

こ
の
逢
坂
山

に
差
し
掛
か

っ
て
関
所
も
間
近
く
な

っ
た
道

の
際

の

垣
越
し
に
仏
像

の
頭
部
を
見
た
と
き
、
少
女
は
上
総

の
国
の
住
ま
い
の
母
屋

の

「
ひ
と
ま
」、
あ

の
昼
聞
も
薄
暗
か
っ
た
異
界
に
残
し
て
き
た
等
身

の
薬
師
仏

の

こ
と
を
、
憶
わ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
「あ

は
れ
に
、
人
離

れ
て
、
い
つ
こ

と
も
な
く
て
お
は
す
る
佛
か
な
」
の
詠
歎
が
、
も
う
少
し
で
終
わ
ろ
う
と
す
る

こ
の
京

へ
の
旅

に
自
分
を
送
り
出
し
た
も
う
た
等
身

の
薬
師
仏
に
も
向
け
ら
れ

て
い
た
と
し
て
も
、

一
向
に
お
か
し
く
な
い
の
だ
が
。

と
も
あ
れ
、
こ
の

「き
り
か
け
」
に
よ

っ
て
こ
ち
ら
側
か
ら
区
切
ら
れ
、
そ
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の

「き
り
か
け
」
越

し
に
仏
像

の
頭
部

の
み
を
仰
ぐ
こ
と
の
で
き
た
空
間
に
も
、

こ
の
鋭
敏
な
少
女

は
、
日
常

の
う
ち
な

る
異
界
を
感
じ
取

っ
た
は
ず
な
の
で
あ

る
。

阿

弥

陀

仏

藤
原
道
長

の
住
ま
い
は
京
極
殿
と
よ
ば
れ
て
い
た
。
そ

の
京
極
殿

の
隣
り
、

東
京
極
大
路

の
東
で
鴨
川
の
西
岸
、
北

は
土
御
門
大
路
、
南
は
近
衛
大
路
に
面

し
た
広
大
な
地
に
、
法
成
寺
は
建
立
さ
れ
た
。
先
ず
阿
弥
陀
堂
が
建

て
ら
れ
た
。

は
じ
め
中
河
御
堂
と
も
京
極
御
堂
と
も

よ
ぼ
れ
た
が
、
後
に
無
量
寿
院
と
呼
称

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
右
に
触
れ
た
九
体
の
丈
六
阿
弥
陀
如
来
坐
像

の
開
眼
供

養

の
年
、
従

っ
て
菅
原
孝
標

一
家

の
入
洛
の
年

に
は
、
阿
弥
陀
堂
だ
け
だ

っ
た
。

後
に
金
堂
、
講
堂
等
が
建
て
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
を
含
め
て
、

こ
の

一
大
伽
藍
が

法
成
寺

の
名
を
も

っ
て
よ
ぼ
れ
る
の
も
、
無
論
、
我
々
の
女
主
人
公
が
京

に
上

っ
て
か
ら
後
の
こ
と
だ
。

「
ま
つ
は
、

つ
く
ら
し
め
た
ま

へ
る
御
堂
な
ど
の
あ
り
さ
ま
、
か
ま
た
り
の
お

と
ゴ
の
多
武
峯

・
不
比
等

の
大
臣
の
山
階
寺

・
基
經

の
お
と
ゴ
の
極
樂
寺

・
忠

平

の
大
臣

の
法
性
寺

・
九
條
殿

の
楞
嚴
院

・
あ
め
の
み
か
ど
の
つ
く
り
た
ま

へ

る
東
大
寺
も
、
ほ
と
け
ば
か
り
こ
そ
お
ほ
き
に
お
は
す
れ
ど
、
猶
こ
の
無
量
壽

院

に
は
な
ら
び
た
ま
は
ず
」
、
「兜
率
天

の

一
院
を
」
移
造
し
た

「
天
竺
の
祗
園

精
舎
を
」
「
う

つ
し
つ
く
」

っ
た

「唐

の
西
明
寺

の

一
院
を
」
さ
ら

に

「此
國

の
み
か
ど
」
が

「う

つ
さ
し
め
給

へ
」

る
大
安
寺
よ
り
も

「
た
ゴ
い
ま
は
、
な

を

こ
の
無
量
壽
院
ま
さ
り
給

へ
り
」
と
い
う
旦
ハ合

に
、
『大
鏡
』
は
、
他

の
さ

ま
ざ
ま
な
寺
院

に
較
べ
て
無
量
寿
院
が

い
か
に
優
れ
て
い
る
か
を
述

べ
て
い
る

(引
用
は
岩
波
文
庫
版
に
拠
る
)。
「
難
波

の
天
王
寺
な
ど
、
聖
徳
太
子

の
御

こ
〉

う
に
い
れ

つ
く
り
給

へ
れ
ど
、
な
を
こ
の
無
量
壽
院
ま
さ
り
給

へ
り
。
奈
良
は
、

七
大
寺

・
十
五
大
寺
な
ど
み
く
ら
ぶ
る
に
、
な
を
こ
の
無
量
壽
院

い
と
め
で
た

く
、
極
樂
浄
土

の
こ
の
よ
に
あ
ら
は
れ
け
る
と
み
え
た
り
」
。

か
く

『大
鏡
』
が
激
賞
し
て
い
る

「無
量
壽
院
」
が
、
か
り
に
、
た
だ
そ
の

名

で
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
阿
弥
陀
堂
の
み
な
ら
ず
法
成
寺
全
体
を
さ
す
に

し
て
も
、
こ
の
阿
弥
陀
堂
が
法
成
寺

の
豪
華
絢
爛
を
代
表
す
る
も
の
だ

っ
た
こ

と
は
、
否
め
ま
い
。
そ
し
て
、
こ
の
阿
弥
陀
堂
、
す
な
わ
ち
無
量
寿
院
は
、
阿

弥
陀
如
来
坐
像
を
中

に
し
て
左
右

に
同

一
形
式

の
阿
弥
陀
如
来
像
を
四
体
ず

つ

配
置
す
る
、
い
わ
ゆ
る
九
体
阿
弥
陀
像
と

い
う
様
式

の
先
駆
け
で
も
あ

っ
た
。

こ
の
阿
弥
陀
堂
、
そ
し
て
そ
こ
に
安
置
さ
れ
た
九
体
阿
弥
陀
像
を
、
少
女
が
都

に
上
る
こ
と
に
な
る
年
の
春
に
は
、
道
長
は
完
成
せ
し
め
て
い
た
。

こ
の
阿
弥
陀
堂
は
法
成
寺
境
内

の
西
寄
り
に
あ

っ
た
。
引
き
続
き
建
立
さ
れ

た
東
寄
り
の
薬
師
堂
と
、
対
を
な
す
位
置

で
あ
る
。
薬
師
堂
に
安
置
さ
れ
た
の

は
、
無
論
、
薬
師
如
来
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
堂

の
東
西

の
位
置
関
係
は
、
阿
弥
陀
如
来

の
ま
し
ま
す
西
方
極

楽
浄
土
と
薬
師
如
来
の
お
わ
し
ま
す
東
方
瑠
璃
光
浄
土
と
の
位
置
関
係
に
対
応

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
西
方
浄
土
に
せ
よ
東
方
浄
土
に
せ
よ
、
浄

土
は
現
世
で
は
な
い
。
現
世

は
穢
土
な
の
で
あ
る
。
末
法
思
想
を
背
景
に
、
源
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信
の

『往
生
要
集
』
な
ど
に
よ

っ
て
、
厭
離
穢
土

・
欣
求
浄
土
の
念
が
し
き
り

に
掻
き
立

て
ら
れ
て
い
た
時
代
だ

っ
た
。
阿
弥
陀
堂
、
薬
師
堂
と
も
に
、
そ
の

欣
求
さ
る
べ
き
浄
土

の
、
雑
駁
な
言

い
方
を
し
て
し
ま
え
ば
、
本
来
こ
の
世

に

現
出
す
る
は
ず
の
な

い
世
界
の
現
世
的

見
本
だ

っ
た
で
は
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

そ
れ
が
こ
の
世
に
お
け
る
他
界
の
見
本

に
す
ぎ
な
か

っ
た
に
し
て
も
、
な
お
堂

内
が
日
常
的
空
間
、
日
々
の
生
活

の
場

か
ら
は
厳
然
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
異
界

だ

っ
た
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
異
界
を
、
た
し
か
に
、
こ
の
十

三
歳
の
少
女
は
訪
れ
て
は
い
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
が

い
か
に
荘
厳

に
し
て
華

麗
で
あ

っ
た
に
し
ろ
、
そ
れ
と
、
京
を

夢
見
て
い
た
彼
女
が
薬
師
仏

に
祈
る
た
め
に
ひ
そ
か
に
入
る
の
を
常
と
し
た
あ

の
上
総
の
館

の
、
お
そ
ら
く
は
か
な
り
貧

相
だ

っ
た
ろ
う

「
ひ
と
ま
」
と
の
あ

い
だ
に
は
、
そ
の
規
模
に
お
い
て
で
な
く
、
こ
の
異
質
性

に
お
い
て
、
ど
れ
だ

け
の
相
違
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
女

に
と

っ
て
は
、
そ
こ
も
、
そ
れ
な
り

に
仏
堂
た
り
え
た
は
ず
な

の
で
あ
る
。

無
量
寿
堂
を
建
立
し
た
藤
原
道
長
は
、
堂
内

の
九
体
阿
弥
陀
如
来
像

の
開
眼

供
養
を
行

っ
た
年
か
ら
七
年

の
後
、
万
寿

四
年

(
一
〇
二
七
年
)
十
二
月
四
日
、

同
じ
堂
内

で
薨
じ
る
こ
と
に
な
る
。
「佛

の
相
好
に
あ
ら
ず
よ
り
外

の
色
を
見

む
と
お
ぼ
し
め
さ
ず
、
佛
法

の
聲

に
あ
ら
ず
よ
り
外

の
聲
を
聞
か
ん
と
お
ぼ
し

め
さ
ず
。
後
生

の
事
よ
り
外

の
事
を
お
ぼ
し
め
さ
ず
」
と
、
『榮
華
物
語
』
は

臨
終
目
前

の
道
長
を
描
写
し
て
み
せ
る
。
「御
眼
に
は
阿
彌
陀
如
來

の
相
好
を

見
奉
ら
せ
給
、
御
耳

に
は
か
う
尊
き
念
佛

を
き
こ
し
め
し
、
御
心
に
は
極
樂
を

お
ぼ
し
め
し
や
り
て
、
御
手
に
は
彌
陀
如
來

の
御
手
の
絲
を
ひ
か
へ
さ
せ
給

て
、

北
枕
に
西
向

に
臥
さ
せ
給

へ
り
」

(引
用
は
日
本
古
典
文
學
大
系
版
に
拠
る
)。
さ

ら
に
そ
の
四
半
世
紀
後

に
は
、
世
は
末
法
の
代

に
突
入
す
る
で
あ
ろ
う
。

阿
弥
陀
仏
も
薬
師
仏
も
、
如
来
で
あ
る
。
そ
の

「如
来
」
と
い
う
呼
称

の
元

に
な

っ
た
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
原
語

の
解
釈
に
は
諸
説
あ
る
に
し
て
も
、
中
国
仏

教

で
い
う
漢
語

の

「如
来
」
は
、
概
し
て
、
真
如

(如
)
か
ら
衆
生
の
世
界

に

来
た

(来
)
者

の
意
に
解
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
真
如

の
世
界
、
真
実

の

世
界
を
浄
土

に
求
め
る
な
ら
、
如
来
は
浄
土
か
ら

の
来
訪
者
で
あ
る
。
浄
土

へ

の
導
き
手
は
如
来
を
措

い
て
存
在
し
な
い
。
死
期

の
迫

っ
た
藤
原
道
長
の
手
に

し
か
と
握
ら
れ
、
そ
の
手
を
丈
六
阿
弥
陀
如
来
坐
像

の
手
に
結
び
付
け
て
い
る

糸

に
は
、
こ
の
大
入
道
殿

の
浄
土

へ
の
熱

い
憧
憬
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
に
ち
が

い
な
い
。

道
長
薨
去

の
年

に
は
、
少
女
は
も
う
二
十
歳
に
達
し
て
い
て
、
少
女
期
に
抱

い
た
京

へ
の
夢
は
と
う
に
消
え
失

せ
て
い
た
。
都
で
味
わ
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
幻
滅

の
、

い
か
に
深
く
、
味
気
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に

後
年
、
同
じ
幻
滅

の
続
く
な
か
で
、
彼
女
は
阿
弥
陀
仏
来
迎

の
夢
を
見
る
こ
と

に
な
る
。
天
喜
三
年

(
一
〇
五
五
年
)
十
月
十
三
日
の
夜
、
彼
女
四
十

八
歳

の

冬
で
あ
る
。

ア
ブ

さ
す
が
に
命
は
憂
き
に
も
絶
え
ず
、
な
が
ら
ふ
め
れ
ど
、

の
ち
の
世
も
、

思
ふ
に
か
な
は
ず
ぞ
あ
ら
む
か
し
と
そ
、
う
し
ろ
め
た
き
に
、
頼
む
こ
と

か
み
な
づ
き

一
つ
ぞ
あ
り
け
る
。
天
喜
三
年
、
十
月
十
三
日
の
夜

の
夢

に
、
ゐ
た
る
所
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ある少女の旅

ぼ
と
け

の
屋
の
つ
ま
の
庭

に
、
阿
彌
陀
佛

た
ち
給

へ
り
。
さ
だ
か
に
は
見
え
給
は

ず
、
霧
ひ
と

へ
隔
た
れ
る
や
う
に
、
透
き
て
見
え
給
ふ
を
、
せ
め
て
絶
え

れ
ん
げ

さ
く

間

に
見
た
て
ま

つ
れ
ぽ
、
蓮
花
の
座

の
、
土
を
あ
が
り
た
る
高
さ
三
四
尺
、

ほ
と
け

み

た
け

こ
ん
じ
き

佛

の
御
丈
六
尺
ば
か
り
に
て
、
金
色

に
光
り
輝
や
き
給
ひ
て
、
御
手
か
た

い
ん

つ
か
た
を
ぽ

ひ
ろ
げ
た
る
や
う
に
、

い
ま
片

つ
か
た
に
は
、
印
を

つ
く
り

こ
と
び
と

給
ひ
た
る
を
、
異
人

の
目
に
は
見

つ
け
奉
ら
ず
、
我

一
人
見
た
て
ま

つ
る

す
だ
れ

に
、

さ

す
が

に

い

み

じ

く

、

け

恐

ろ

し

け

れ

ぽ

、

簾

の
も

と
近

く

寄

り

て

の
ち

も
、
え
見
奉
ら
ね
ば
、
佛
、
「
さ
は
、
こ
の
度

は
歸

り
て
、
後

に
迎

へ
に

來
む
」
と
の
た
ま
ふ
聲
、
わ
が
耳

一
つ
に
聞
え
て
、
人
は
え
聞
き

つ
け
ず

と
見
る
に
、
う
ち
驚
き
た
れ
ぽ
、

十
四
日
な
り
。

こ
の
夢
ぼ
か
り
ぞ
、
後

の
頼
み
と
し
け
る
。

こ
の

一
段

の
書
き
出
し
か
ら
も
、
不
運
の
重
な
り
の
な
か
、
も
う
彼
女

に
と

っ
て
現
世

に
期
待
す
べ
き
も
の
が
ほ
と

ん
ど
皆
無
だ

っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
察
し

が

つ
く
。
頼
り
と
て
は
、

こ
の
阿
弥
陀
如
来

の
来
迎
の
夢
ひ
と

つ
。
表
象
と
し

て
は
、
末
法
第

二
年

の
天
喜
元
年

(
一
〇
五
三
年
)
三
月
四
日
、
関
白
藤
原
頼

通
に
よ

っ
て
供
養
さ
れ
た
宇
治
平
等
院

の
阿
弥
陀
堂
す
な
わ
ち
鳳
凰
堂

に
安
置

さ
れ
た
仏
師
定
朝

の
作
、
丈
六
阿
弥
陀
如
来
坐
像

か
。

だ
が
、
こ
れ
は
無
論
ず

っ
と
後
年
、
少
女
が
期
待
に
胸
と
き
め
か
し
て
京

に

向
か

っ
て
か
ら
三
十
五
年
も
経

っ
て
後

の
話
で
あ
る
。
そ
の
間
の
彼
女

の
不
運
、

苦
労
を
辿

る
こ
と
が
本
稿
の
意
図

で
は
な

い
。

こ
の
後
年

の
彼
女

の
浄
土

へ
の

志
向
も
、
主
題
で
は
な
い
。

い
ま
の
我

々
の
関
心
は
、
十
三
歳
の
少
女
が
京

へ

の
旅

に
ひ
そ
か
に
思
い
入
れ
た
意
味

に
あ
る
。

そ
の
旅
の
起
点
と
、
ほ
ぼ
終
点

に
近
い
と
こ
ろ
に
、
仏
が
ま
し
ま
す
。
は
じ

め
は
薬
師
如
来
で
あ
る
。
後

の
方
は
、
時
代
か
ら
す
れ
ば
阿
弥
陀
如
来
か
薬
師

如
来

の
可
能
性
き
わ
め
て
大
き

い
も
の
の
、
仏
と
し
か
わ
か
ら
な

い
。
当
時
す

で
に
仏
師
の
ギ

ル
ド
的
な
集
団
、

い
わ
ゆ
る
仏
所
は
組
織
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
治
安
二
年

(
一
〇
二
二
年
)
に
は
法
成
寺
金
堂

の
造
仏

の
功

に
よ

っ
て
仏

ほ

つ
き
よ
う

師
と
し
て
最
初

の
法
橋
の
位
階
を
賜
る
栄
誉
を
得
る
こ
と
に
な
る
定
朝
は
、
そ

の
よ
う
な
仏
所

の
統
率
者
、
す
な
わ
ち
大
仏
師
だ

っ
た
。
逢
坂
の
関

の
す
ぐ
東

に
見
た

「き
り
か
け
」

の
向
こ
う
は
、
そ
の
よ
う
な
仏
所

に
属
す
る
作
業
場
で

で
も
あ

っ
た
ろ
う
か
。

は
つ
か
あ
ま
り

『更
級
日
記
』
に
は
、
寛
徳

二
年

(
一
〇
四
五
年
)
の

「霜
月

の
廿
よ
日
、
石

山
に
ま
ゐ
」

っ
た
記
述
が
あ
る
。
「雪
う
ち
降
り

つ
》
、
道

の
ほ
ど
さ

へ
を
か

あ
ふ
さ
か

し
き

に
、
相
坂

の
關
を
見

る
に
も
、
昔
越
え
し
も
冬
ぞ
か
し
と
思
ひ
出

で
ら

る
ン
に
、
そ
の
ほ
ど
し
も

い
と
荒
う
吹

い
た
り
。

相
坂

の
關
の
せ
き
風
吹
く
聲
は
む
か
し
聞
き
し
に
か
は
ら
ざ
り
け
り

せ
き
で
ら

み

か
ほ

關
寺

の
い
か
め
し
う
造
ら
れ
た
る
を
見
る
に
も
、
そ
の
を
り
荒
造
り

の
御
顔

ば
か
り
見
ら
れ
し
を
り
思

ひ
出
で
ら
れ
て
、
年
月

の
過
ぎ
に
け
る
も
い
と
あ
は

れ
な
り
」
。

こ
の
関
寺

の
御
仏
こ
そ
、
か
つ
て
顔

の
み
の
見
ら
れ
た
荒
造
り
の
仏
と
読
み

取
る
の
は
、
い
か
に
も
軽
率
だ
ろ
う
。
日
記

の
筆
者
三
十
八
歳
。
ほ
ぼ
正
確

に

四
半
世
紀
も
の
年
月
が
過
ぎ
て
い
る
。
場
所
は
ほ
ぼ
同
じ
と
し
て
も
、
二
十
五
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年
前

の
夕
暮
れ
に
そ
の
前
を
通

っ
た

「
き
り
か
け
」
が
関
寺
の
垣
だ

っ
た
と
の

証
拠

は
な

い
し
、
ま
し
て
、
そ
の
折
り

に
夕
闇
の
な
か
に
顔
の
み
を
見
た
仏
が

実
は
関
寺

の
本
尊

に
な

っ
た
と
保
証
す

る
も
の
は
何
も
な
か
ろ
う
。

物

語

ち

こ
こ
で
、
も
う

一
度
、
「あ
づ
ま
路

の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥

つ
か
た
」、

上
総
国
の
国
府
、
国
分
寺
に
近

い
と
こ
ろ
に
在

っ
た
で
あ
ろ
う
上
総
介
菅
原
孝

標

の
居
宅
に
戻
ろ
う
。

今
日
で
は
東
京
湾
岸

は
埋
め
立

て
ら
れ
、
工
場
地
帯
に
な

っ
て
い
る
。
湾
岸

に
沿

っ
て
走

っ
て
い
る
国
道
十
六
号
線
を
、
千
葉
市
を
経

て
市
原
市

に
入

っ
て

も
、
右
手
に
海
を
見

る
こ
と
は
、
川
を
渡
る

一
瞬
を
除

い
て
は
至
難
な
の
で
あ

る
。
だ
が
実
は
、
昔
な
ら
湾
岸
で
な
く
湾
内
を
走

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
旧

道
は
、

こ
の
重
化
学
工
業

の
発
達

に
つ
れ
て
拡
大

し
た
京
葉
工
業
地
帯

の
核
心

部
を
縫
う
幹
線
よ
り
も
、
も

っ
と
左
手
を
通

っ
て
い
る
。

上
総
国
分
寺
台
に
出

る
に
は
、
国
道
十
六
号
線

か
ら
左
折
し
、
旧
道
を
含
む

数
本

の
道
路
を
横
切
り
、
鉄
道
線
路

の
上

の
跨
橋
を
渡

っ
て
も
、
な
お
し
ば
ら

く
走
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
養
老
川
と
村
田
川
に
挟
ま
れ
た
南
北
約
七
キ

ロ
強
、

東
西
約
四
キ

ロ
弱

の
三
角
形
に
近

い
市

原
台
地

の
南
西
側
が
国
分
寺
台
で
あ

っ

て
、
上
総
国
府
は
こ
の
台
地
の
周
辺
部
、
海
岸
平
野
側
の
低
地

に
在

っ
た
と
推

定
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
今
日

の
市
原
市
役
所
か
ら
程
遠
か
ら
ず
、

だ
か
ら
、
上
総
介

の
居
宅
を
市
役
所
か
ら
程
遠
か
ら
ぬ
国
分
寺
台
の
、
平
安
時

代

に
も
集
落

の
あ

っ
た
市
原
市
山
田
橋
あ
た
り
と
想
像
し
て
も
、
あ
な
が
ち
無

理

で
は
あ
る
ま
い
。

海
が
見
え
た
、
と
、
過
去
形

で
言
わ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
の
が
残
念

で
あ
る
。
そ
の

海
を
隔

て
た
向
こ
う
が
相
模
で
あ
る
。
そ
の
相
模
に
出
る
に
も
、
こ
の
上
総
か

ら
下
総
、
武
蔵
を
通

っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
先
に
は
駿
河
、

遠
江
、
参
河
、
尾
張
、
美
濃
、
近
江
と
、

い
く

つ
も
の
国
が
続
い
て
い
て
、
平

安

の
都

は
気
の
遠
く
な
る
く
ら
い
、
は
る
か
彼
方

で
あ

っ
た
。

そ
の
都

に
つ
い
て
の
記
憶
が
、
ど
の
程
度
、

こ
の
少
女
に
残

っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
か
。
父
孝
標

に
随
い
て
彼
女
が
上
総
国

に
下

っ
た
の
は
、
十
歳

の
時

で
あ

る
。
数
え
年

に
せ
よ
十
歳
な
ら
、
あ
る
程
度

の
記
憶
は
残

っ
て
い
て
い
い
。
そ

れ
な

の
に
、
ま
る
で
生
ま
れ
も
育
ち
も
上
総
、
そ
れ
ま
で
の
都
を
見
た
こ
と
も

な
か
っ
た
か
の
よ
う
な

『更
級
日
記
』
の
書
き
よ
う
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
。
幼

い

少
女
に
と

っ
て
の
都

の
経
験
な
ど
、
ど
う
せ
、
た
か
が
知
れ
た
も
の
だ
と
も
解

釈
で
き
よ
う
。
代
々
、
大
学
頭
や
文
章
博
士
を
出
し
た
家
系
な
の
に
、
父
親

の

孝
標
だ
け
は
、
不
運
だ

っ
た
た
め
か
、
そ
れ
と
も
他

に
何
か
理
由
あ

っ
て
か
、

職
に
恵
ま
れ
ず
、
暮
ら
し
も
低
か

っ
た
。
だ
か
ら
幼

い
娘
に
は
華
や
か
な
都

で

生
活
し
た
と
い
う
実
感
が
欠
け
て
い
た
の
だ
と
も
説
明
で
き
よ
う
。
だ
が
、
そ

れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

ぢ

「あ
づ
ま
路

の
道

の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥

つ
か
た
」
の
任
地

に
来
て
、
と
も

か
く
上
総
介
と
い
う
職
を
得
た
父
親

の
こ
と
は
措
く
と
し
て
も
、
他
の
家
族

に

鬱
々
と
し
た
思
い
が
あ

っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
受
け
止
め
方
は
、
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た
と
え
ば
兄
と
姉
と
で
は
違

っ
て
い
た
ろ
う
。
と
言
う
よ
り
も
、
口
に
は
出
さ

ね
、
各
々
が
生
活
環
境

の
変
化
を
各
々
な
り
に
受
け
止
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
と
り
わ
け
女
た
ち
に
と

っ
て
は
、
激
変
と
言

っ
て
い
い
変
化
だ

っ
た

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
実
母
が
夫
と
行
を
共
に
し
な
か

っ
た
か
、

一
家
が
京
に
戻

っ

た
と
き
、
今
度

は
継
母
が
家
を
出
る
こ
と

に
な

っ
た
の
か
、
そ
う
い
っ
た
疑
問

に
関
し
て

『更
級
日
記
』
に
は
何

の
記
述
も
な

い
が
、
そ
れ
も
こ
の
激
変
と
無

関
係
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
「
つ
れ
づ
れ
な
る
晝
ま
、
宵
ゐ
な
ど
に
、
姉
繼
母
な
ど
や
う

の

人
々
の
、
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
光
る
源
氏

の
あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
語
る
」
と
き
、
彼
女
ら
の
胸

に
、
自
分
た
ち
の
生
ま
れ
育

っ
た
都

へ
の
熱

い
憶

い
の
あ

っ
た
ろ
う
こ
と
、
そ
の
思
い
が
物
語

の

一
節
を
語
る
こ
と
で
増
幅

さ
れ
て
い
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
も
、

こ
れ
ま

た
想
像

に
難
く
な
い
。

で
は
、
彼
女
ら
の

「語
る
を
聞
く
に
、

い
と
ど
ゆ
か
し
さ
ま
さ
れ
ど
」、
「
い

み
じ
く
心
も
と
な
き
ま

〉
に
、
等
身
に
藥
師
佛
を

つ
く
」

っ
た
少
女

の
方

は
ど

う
だ

っ
た
ろ
う
。

彼
女
自
身
、
薬
師
仏
が
欲
し
い
と
父
親

に
ね
だ

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
誰
か

家
人
の
願

い
だ

っ
た
か
、
『更
級
日
記
』

の
記
述
で
は
彼
女
自
ら

の
発
案
と
読

め
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
も
う
当
時
は

こ
の
土
地
で
も
、
た
と
い
組
織
的
な

仏
所

は
ま
だ
未
発
達
だ

っ
た
に
し
て
も
、
造
仏
は
か
な
り
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
ど
う
せ
任
地
で
の
生
活
が

一
生

の
あ

い
だ
続
く
わ
け
で
も
な

く
、
丈
六
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
都

に
戻
る
と
き

に
は
運
搬
不
可
能

に
近

い
、

そ
し
て
事
実
残
し
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
等
身
仏
を
仏
師
に
造
ら
せ
た
こ
と
か

ら
も
、
当
時

の
造
仏

の
流
行
が
窺
え
る
。
上
総
介

一
家

の
造
仏

の
動
機
が
、
た

だ
少
女

の

「京

に
と
く
あ
げ
給
ひ
て
、
物
語
の
お
ほ
く
候
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ

り
見
せ
給

へ
」
と
い
う
願

い
と
は
別

の
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
と
見
る
方
が
、
お
そ

ら
く
は
自
然
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、

い
ま
は
こ
の
文
学
少
女

の
側
の
願

い
に
つ
い
て
言
え
ば
、
は
た
し

て
、

い
く
つ
も
存
在
す
る
物
語
本
を
全
部
読
破
し
た
い
と
い
う
、
こ
の
記
述

の

額
面
通
り
に
、
そ
れ
だ
け
の
も

の
と
解

し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
京
に
早
く
行

き
た
い
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
を
全
部
読
み
た
い
と
い
う
こ
と
の
前
提
条
件

に

す
ぎ
ず
、
目
的
は
あ
く
ま
で
後
者

に
あ

っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
少
女

の
憧
れ

は
物
語
を
読
む
こ
と
だ
け
に
限
ら
れ
、
そ
の
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
女
御
や
更

衣

の
き
ら
び
や
か
な
生
活
を
め
ざ
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
、
言
い
切
れ
る
だ

ろ
う
か
。

無
論
、
そ
の
更
衣
た
ち

の
勤
務

の
場
で
あ
る
後
宮
が
、
そ
も
そ
も
女
性

に
と

っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
の
か
と
か
、
女
御
が
、
ま
た
更
衣
も
だ
が
、
天

皇

の
寝
所
で
ど

の
よ
う
な
勤
め
を
要
求
さ
れ
る
の
か
と
か
、
そ
の
類

の
知
識
は
、

少
女

に
は
欠
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
知
識
を
授
け
ら
れ
た
と
き
の

彼
女

の
反
応
に
つ
い
て
の
興
味
と
は
全
く
無
関
係
の
と
こ
ろ
で
、
私
は
い
ま
、

こ
の
少
女
の
憧
憬
を
問
題

に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
物
語
を
読
む
こ
と
だ

け
に
あ

っ
た
の
か
。
そ

の
た
め
に
の
み
、
京

に
上
り
た
か

っ
た
の
か
。

「
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
光

る
源
氏

の
あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
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を
継
母
や
姉
が
語

っ
て
い
た
、
そ

の

「物

語
、
か
の
物
語
」
が
何
だ

っ
た
か
は

判
然
と
し
な

い
が
、
当
然
、
『源
氏
物
語
』
に
先
立

つ

一
連

の
物
語
文
学
が
考

え
ら
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
作
者
不
詳
だ
が
、
平
安
時
代

の
貴
族
社
会

の

あ
り
よ
う
を
伝
え
る
。
和
歌
を
軸

に
し
た
短
編
百
二
十
余
編
か
ら
成
り
、
在
原

業
平

の

一
代
記
と
も
取
れ
る

『伊
勢
物
語
』
、
か
ぐ
や
姫
が
貴
公
子
た
ち
の
求

婚
に
無
理
難
題
で
応
じ
た
後
に
自
分

の
故
郷
で
あ
る
異
界
に
戻

っ
て
い
く
の
を
、

こ
の
世
の
者

に
は
所
詮
と
ど
め
る
す
べ
も
な

い

『竹
取
物
語
』
、
貴
族
た
ち
の

学
問
や
芸
術
と

の
か
か
わ
り
に
主
眼
を
置

く
そ
の
前
半
部

の
語
り
口
は

『竹
取

物
語
』
に
近

い
が
、
貴
族
社
会

に
お
け

る
恋
愛
を
描
写
す

る
そ
の
後
半
部

は

『源
氏
物
語
』

の
先
駆
け
と
も
取
れ
る

『
宇
津
保
物
語
』

(『空
穂
物
語
』
)
、
継

母

に
虐

め
ら
れ

て
き
た
姫
君
、
落
窪

の
君
が
貴
公
子

に
よ

っ
て
倖
せ
を
得

る

『落
窪
物
語
』
、
等
。
そ
れ
ら
を
承
け

て
、
「
光
る
源
氏

の
あ
る
や
う
」
を
伝
、兄

る
紫
式
部
の

『源
氏
物
語
』
が
最
新
の
流
行
作
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
物
語
が
少
女
を
魅
惑
し
た
と
す
れ
ぽ

、
そ
れ
は
何

に
よ

っ
て
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
継
母
の
許
に
在
る
ゆ
え
に
、
わ
が
身
を
落
窪

の
君
に
準
、兄
よ
う
と
す

る
少
女
像
を
思
い
描
く
と
し
た
ら
、
あ
ま
り
に
穿
ち
過
ぎ
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

物
語

の
一
節
を
口
に
す
る
こ
と
で
懐
か
し
い
都
を
偲

ん
だ
に
し
て
も
、
物
語

の
世
界
と
現
実

の
世
界
と
の
乖
離
を
、
宮
仕
え

の
経
験
の
あ
る
継
母
も
、
ま
た

年
齢
は
不
詳
だ
が
姉
も
、
充
分
に
心
得

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
京

に
戻

っ
た
か
ら

と
て
、
自
分
が
物
語
中

の
登
場
人
物
た
り
え
な
い
の
は
、
わ
か
り
き

っ
た
事
柄

で
あ
る
。
こ
の
少
女

に
だ

っ
て
、
そ
れ
く
ら

い
の
分
別
は
要
求
し
て
も

い
い
。

思
う
に
、
少
女
が
憧
れ
、
ま
た
欲
し
た
の
は
、
物
語
が
艶
や
か
に
描
き
出
し

て
み
せ
る
女
御
や
更
衣
そ
の
も
の
に
な
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
彼
女
は
、
今

様

の
言
い
方
を
す
れ
ぽ
、
物
語
に
登
場
す
る
よ
う
な
高
貴
に
し
て
麗

し
き
女
た

ち
の
フ
ァ
ン
だ

っ
た
の
だ
。
物
語
が

ヒ
ロ
イ

ン
と
し
て
舞
台

の
正
面
に
押
し
出

し
、
相
手
役

の
貴
公
子

へ
の
慕
情
と
、
そ
の
恋
ゆ
え
の
苦
悩
と
が
彼
女
た
ち
の

運
命
を
美
し
く
織
り
上
げ

て
い
く
女
性

た
ち
は
、
彼
女
に
と

っ
て
、
い
わ
ば

ス

タ
ー
だ

っ
た
。
そ
の
ス
タ
ー
た
ち
と
同
じ
空
気
を
吸
う
だ
け

で
、
こ
の
フ
ァ
ン

は
満
足
す

る
。
で
き
る
だ
け
同
じ
空
気
を
吸

い
た
い
、
吸

っ
て
い
た
い
。

で
き

る
だ
け
近
く
に
居
た
い
。
そ

の
空
気
が
清
浄
で
あ
る
こ
と
を
、

フ
ァ
ン
は
露
ほ

ど
も
疑
わ
な
い
。

『更
級
日
記
』
か
ら
窺
わ
れ
る
作
者

の
性
格
が
、
あ
ま
り
現
実
直
視
型

で
は
な

く
、
そ
の
強
い
個
性
が
現
実
と
の
妥
協
を
拒
ん
で
、
む
し
ろ
、
自
分

の
直
面
す

る
不
運
な
現
実

の
境
遇
で
は
充
た
さ
れ
ぬ
も
の
を
夢
想

の
世
界
に
求
め
た
、
と

は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
う

い
う
と
こ
ろ

が
あ

る
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
性
格
は
こ
の
上
総
国

で
暮
ら
し
た
少
女
期
か

ら
顕
れ

つ
つ
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
し
て
、
恵
ま
れ
た
境
遇
と
は
言
え
ぬ
。

そ
の
不
遇
な
現
実
と

の
折
り
合

い
を

つ
け
る
よ
り
は
、
彼
女
な
り
の
疎
外
感

の

な
か
で
、
少
女
は
物
語

の
世
界
に
の
め
り
こ
ん
で
い
く
。
そ
の
世
界
を
き
ら
び

や
か
に
彩
る
ス
タ
ー
た
ち
に
、
自
分

の
夢
を
託
す
る
。
自
分
が
物
語
の
ヒ
ロ
イ

ソ
で
な

い
こ
と
ぐ
ら

い
、
少
女
に
だ

っ
て
分
か

っ
て
い
る
。
自
分
に
代
わ

っ
て

ヒ
ロ
イ
ソ
が
優
雅
に
振

る
舞
い
、
そ
の

一
途
な
恋
を
貴
公
子
が
、
た
と
、兄
ば
光
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源
氏
が
優
し
く
受
け
止
め
て
く
れ
れ
ば

い
い
。
そ
の
た
め
に
も
、

ヒ
ロ
イ
ソ
と

同
じ
空
気
を
吸

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
ろ
う
。

こ
の
少
女
が
夢
見
た
世
界
は
、
も
う
、
彼
女
が
日
頃
経
験
し
て
い
る
現
実

の

世
界

か
ら
す
れ
ば
、
異
質

の
世
界

で
あ

る
。
「京

に
と
く
あ
げ
給
ひ
て
」
と
彼

女
が
薬
師
仏
に
祈
願
す
る

「京
」
と
は
、

た
だ
心
ゆ
く
ま
で
物
語
に
読
み
耽
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
幼

い
少
女
で
す

ら
容
易
に
現
実
性
に
転
換
し
う
る
よ

う
な
可
能
性
を
持

つ
、
遠

い
け
れ
ど
も
確
実

に
存
在
す
る

「京
」

に
は
と
ど
ま

ら
な
い
。
物
語

に
没
入
し
て
い
く
先
に
は
、
現
実
と
は
異
質

の
世
界
が
開
け
る
。

そ
の
世
界

の
空
気
を
、
少
女
は
胸

一
杯

に
吸
い
た
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
現

実
に
存
在
す
る

「京
」

の
奥

の
夢
幻

の

「京
」

に
、
彼
女
は

一
歩
も
二
歩
も
踏

み
込
み
た
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
人
ま

に
み
そ
か
に
入
り

つ
〉
」
、
そ

の

ぬ
か

「京
」
に
彼
女
を
導
き
た
ま
う
べ
き
薬
師
仏

に
、
「身
を
す
て
て
額
を

つ
き
、
祈

り
申
す
」
姿
は
、
秘
儀
を
思
わ
せ
る
。

そ
し
て
、
秘
儀
は
日
常

の
時
空

の
裂
け

目
で
の
み
有
効
な
の
で
あ
る
。

関

薬
師
仏

に
、
「身
を
す
て
て
額
を

つ
き
、
祈
り
申
す
ほ
ど

に
、
十
三

に
な
る

な
が
つ
き

年
、

の
ぼ

ら
む
と
て
、
九
月
三
日
門
出

し
て
、

い
ま
た
ち
と
い
ふ
所

に
う

つ

る
」
。こ

こ
で

「門
出
」
と
は
、
た
だ
旅
立

つ
べ
く
家

の
門
を
出

る
こ
と
で
は
な
い
。

旅
立
ち
に
際
し
て
吉
日
を
選
び
、

一
旦

こ
れ
ま
で
暮
ら
し
た
家
を
出
て
、
仮
り

の
住
ま
い
に
移

る
こ
と
で
あ
る
。

一
種

の
物
忌
み
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
旅
行

く
べ
き
方
向

に
直
ち
に
向

か
う
こ
と
を
避
け
て
、
別

の
集
落
に

一
旦
移
る
。
そ

の
仮
宅
を
出

る
と
き
、
旅
が
始
ま
る
。
実
際
、
菅
原
孝
標

一
家

の
旅
立
ち
の
た

め
に
移

っ
た
の
が

「
い
ま
た
ち
と
い
ふ
所
」
で
あ
り
、
そ

の

「
い
ま
た
ち
」
が

う
ま
た
て

今
日
の
市
原
市
馬
立
だ

っ
た
と
す
れ
ぽ
、
「
の
ぼ
ら
む
」
方
向
と
は
む
し
ろ
逆

に

「
く
だ
る
」
こ
と
に
な
る
。

も
し
居
宅
が
山
田
橋
あ
た
り
に
在

っ
た
と
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
今
日

の
国
道

二
九

七
号
に
沿

っ
た
道
を
南
下
し
た
で
あ
ろ
う
。
途
中
で
養
老
川
を
右
に
見
な
が
ら

馬
立
ま
で
、
お
よ
そ
八
キ

ロ
の
道
程
で
あ
る
。
旅
立

つ
と
き
に
は
、
今
度
は
養

老
川
を
左

に
見
な
が
ら
北
上
し
、
そ
の
ま
ま
弧
を
描

い
て
流
れ
る
川
に
沿

っ
て

西
に
向
か
い
、
当
時

の
河
口
近
く
か
ら
東
京
湾
岸

の
道
を
あ
ら
た
め
て
北
に
向

か
っ
て
進
む
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

門
出

は
夕
暮
れ
で
あ

っ
た
。
霧
が
深
か

っ
た
。
「車
に
乘
る
と
て
、
う
ち
見

ぬ
か

や
く
し
ほ
と
け

や
り
た
れ
ば
、
人
ま
に
は
ま
ゐ
り

つ
〉
、
額
を

つ
き
し
藥
師
佛
の
た
ち
給

へ
る

を
、
見
す
て
た
て
ま

つ
る
悲
し
く
て
、
人
し
れ
ず
う
ち
泣
か
れ
ぬ
」
。

文
面
か
ら
す
れ
ぽ
、
こ
の
等
身
薬
師
如
来
像
は
立
像
で
あ
る
。
木
像
と
は
い

え
、
や
は
り

「
見
す
て
た
て
ま

つ
る
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
少
女

は
も
う
二
度
と
こ
の
薬
師
仏

に
会
う
こ
と
は
な
い
。
長
旅
ゆ
え

に
、
道
中
、

い

く

つ
か
の
寺
を
観
、
仏
を
見
る
機
会
は
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
十
三
歳

の

少
女

の
心
に
深
く
痕
跡
を
残
し
た
仏
は
、
こ
の

「
ひ
と
ま
」

の
薬
師
仏
と
、
逢

坂
の
関

の
手
前
の

「き
り
か
け
」

の
向

こ
う
に
顔

の
み
を
見
た
仏
と
だ
け
で
あ
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っ
た
。

「
ひ
と
ま
」
の
薬
師
仏

の
御
姿
を
心

の
内

裡
に
秘
め
な
が
ら
、
少
女
は
旅
を
続

げ
た
で
あ
ろ
う
。
門
出

の
た
め
の
仮
宅

に
移

っ
た
と
き
こ
そ
、
旅
先

へ
の
期
待

の
な
か
で
、
初

め
て
の
地

に
見
る
風
景
を

「
い
と
お
も
し
ろ
し
」
と
捉
え
、
立

ち
渡
る
夕
霧

に

「
い
み
じ
う
を
か
し
」
と
感
じ
た
彼
女
も
、
じ
き

に
旅

の
苦
し

さ
、
辛
さ
を
思

い
知
ら
さ
れ
る
。
決
し
て
楽
な
旅
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
旅
の

果

て
な
ん
と
す
る
夕
暮
れ
、
薄
ら
闇
の
な

か
に
拝
む
仏

の
顔
が
、
彼
女

に
と

っ

て

一
際
印
象
深

い
も
の
だ

っ
た
ろ
う
こ
と

は
、
容
易
に
想
像

で
き
る
の
で
あ
る
。

理
想

へ
の
旅
が
幻
滅

に
終
わ
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
こ
と
、
自
分

の
目
指

し
て
き

た

「京
」
が
現
実

に
は
清
浄
な
夢
幻
的
世
界

で
は
あ
り
え
ず
、
あ
ま
り
に
も
現
世

的
な
穢
土

で
し
か
な
い
こ
と
、
自
分

の
吸
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
空
気

の
汚
れ
を
、
そ

の
と
き
、
彼
女
は
す
で
に
予
感
し
て
い
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
到

る
ま
で
に
通
過
し
た
関
と
し

て
、
彼
女
が
後
に
記
録
す
る
の
は
、

よ
こ
は
し
り

き
よ
み

ふ

わ

駿
河
の
横
走
、
同
じ
く
駿
河
の
清
見
、
美

濃
の
不
破

の
三
関
で
あ
る
。
足
柄
山

を
越
え
て
い
る
か
ら
、
当
然
、
足
柄

の
関

も
通

っ
た
は
ず
だ
が
、
関

の
こ
と
は

書

い
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と

つ
に
は
、
当
時

は
す
で
に
関
所
が
有

名
無
実
の
も

の
に
な

っ
て
い
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

ま
た
、
ひ
と
つ
に
は
、
足
柄
山

一
帯

の

「
お
そ
ろ
し
げ

に
暗
が
り
わ
た
」

っ

た
不
気
味
な
印
象

の
強
か
っ
た
た
め
と
、

そ
れ
よ
り
も

「
月
も
な
く
暗
き
夜
の
、

や
み
に
ま
ど
ふ
や
う
な
る
に
、
い
つ
く

よ
り
と
も
な
く
出

で
來
た
」

っ
て
、

「見
る
目
の
い
と
き
た
な
げ
な
き
に
、
聲

さ

へ
似

る
も
の
な
く
歌
ひ
て
、
さ
ば

あ

そ
び

か
り
恐
ろ
し
げ
な
る
山
中

に
た
ち
て
行
」

っ
た
三
人
連
れ
の
遊
女

の
残
し
た
感

銘

の
鮮
烈
だ

っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
、
少
女
は
異
界
を
感
じ
取

っ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
。
旅
に
は
多
少
と
も
日
常

の
世
界
か
ら
の
離
脱

の
意
味
が
あ

っ
て
、
あ
た
り
の
光
景
が
異
界

に
踏
み
込
ん
だ
思
い
を
さ
せ
る
よ
う
な
場
面
も

少
な
く
な
か

っ
た
ろ
う
。
こ
こ
が
少
女
に
と

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
場
面

の
ひ
と

つ
だ

っ
た
と
し
て
も
、
お
か
し
く
な
い
。
ま
た
、
旅

の
途
上

の
こ
の
場
面

に

「
い
つ
く
と
も
な
く
」
出
現
し
て
は
去

っ
て
行

っ
た
遊
女
た
ち
が
、
日
常

の
世

界
で
は
出
会
う
は
ず

の
な
い
異
様
な
存
在
、

い
わ
ば
異
界
か
ら
の
ま
れ
び
と
と

し
て
、
幼

い
眼
に
映
じ
た
と
し
て
も
、
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
。

そ

の
足
柄
山
を
越
え
て
か
ら
、
は
や
二
ヵ
月
余
り
経

っ
て
い
た
は
ず
だ
。
京

は
も
う
目
前

で
あ
る
。
少
女
は
逢
坂
山

に
差
し
掛
か

っ
て

「關
ち
か
く
」
ま
で

来

て
い
る
。
「
ひ
と
ま
」
の
薬
師
仏
に
訣
れ
を
告
げ
た
の
は
九
月

の
三
日
だ

っ

た
。
そ
れ
が

い
ま
は
十
二
月

の
二
日
、
陽

の
落
ち
る
の
は
早
い
。

朝
廷
が
畿
内
防
衛

の
た
め
に
東
海
道
は
伊
勢
の
鈴
鹿
、
東
山
道
は
美
濃
の
不

あ
ら
ち

破
、
そ
し
て
北
陸
道

は
越
前

の
愛
発
に
関
を
設
け
た
の
は
、
大
化
二
年

(六
四

六
年
)
で
あ

っ
た
。

い
わ
ゆ
る
三
関
だ
が
、

い
ま
少
女
が
通
過

し
よ
う
と
し
て

い
る
逢
坂

(相
坂
)

の
関
も
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
設
置
さ
れ
、
や
が
て
愛
発

の
関
に

代
わ

っ
て
三
関

の
ひ
と

つ
と
し
て
、
畿
内
防
衛
上
の
要
衝
と
な

っ
た
。
防
衛
拠

点
が
さ
ら
に
遠
方

に
も
置
か
れ
る
に
及
ん
で
、
彼
女
が
す
で
に
通
過
し
た
駿
河

の
横
走

の
関
、
相
模

の
足
柄
の
関
な
ど
が
設
け
ら
れ
、
国
家
危
急
存
亡

の
時
来

こ

げ
ん
し

る
や
、
固
関
使
が
派
遣
さ
れ
て
関
を
ぴ
た
り
と
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
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こ
れ
は
無
論
、
少
女

の
あ
ず

か
り
知
ら
ぬ
昔

の
話
で
あ
る
。
延
暦
八
年

(七
八

九
年
)
に
三
関

は
廃
止
さ
れ
、
そ

の
五
年

後
に
は
、
朝
廷

は
い
ま
少
女
が
入
ろ

う
と
す
る
京
都

に
移

っ
た
。
そ
れ
か
ら
二
百
年
以
上
も
経

っ
た
寛
仁
四
年

(
一

〇
二
〇
年
)
の
い
ま
、
関

は
そ
の
軍
事
的
機
能
を
完
全

に
放
棄
し
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
関
の
軍
事
的
役
割

の
消
失

は
、
必
ず
し
も
、
そ
の
ま
ま
関
屋

の
消
滅

を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
『源
氏
物
語
』
第
十
六
帖
も
、
「關
屋
」

の
名
を

持

っ
て
い
る
。

少
女
が

『源
氏
物
語
』
を

コ

の
巻
よ
り
し
て
、
人
も
ま
じ
ら
ず
、
几
帳
の

内

に
う
ち
臥
し
て
引
き
出
で
つ
〉
見
る
心
地
、
后

の
位
も
何
に
か
は
せ
む
。
晝

は
日
ぐ
ら
し
、
夜
は
目

の
さ
め
た
る
か
ぎ

り
、
火
を
近
く
と
も
し
て
、
こ
れ
を

見
る
よ
り
ほ
か
の
事
な
」
し
と
い
う
状
態

に
な
れ
る
の
は
、
無
論
、
京
に
入

っ

た
後
で
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
以
前

に
継
母
か
姉
が
こ
の
帖
を
語
る
の
を
聞

な
が

つ
き

い
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
彼
女
が
こ
こ
で
、
光
源
氏
二
十
九
歳

の
晩
秋
、
九
月

の

つ
ご
も
り

晦
日
、
紅
葉
の
色
鮮
や
か
に
、
霜
枯
れ
の
草

一
面

に
叢
な
す
逢
坂
山
で
の
源
氏

と
空
嬋
と
の
巡
り
合

い
の
場
を
連
想
し
え

た
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
。

た
だ
、
『源
氏
』

の
こ
の
帖
が
伝
え
る
よ
う
に
、
当
時
、
逢
坂
の
関
は
関
所

で

あ
る
よ
り
は
、
石
山
詣
で
の
折
り
に
通
る

一
様

の
行
楽

の
地
点
に
な

っ
て
い
た
。

た
だ
し
、

い
ま
は
、
と
う
に
紅
葉
は
落

ち
て
い
る
。
ま
し
て
、
三
条

の
宮

の

西
な
る
家

に

「暗
く
い
き
着
く
べ
く
と
」
、
暗
く
な

っ
て
か
ら
着
く
よ
う
に
、

瀬
田

の
西
、
今
日
の
膳
所
あ
た
り
の
粟

津
を
出

た
の
が
午
後
四
時
頃
。
「關
ち

か
み

か

く

な

り

て
、

山

づ

ら

に

か

り

そ

め

な

る

き

り

か

け

と

い

ふ
物

し

た

る
上

よ

り
、

丈
六
の
佛

の
い
ま
だ
荒
作
り
に
お
は
す
る
が
、
顔
ば
か
り
見
や
ら
れ
た
り
。
あ

は
れ
に
、
人
離
れ
て
、

い
つ

こ
と
も
な
く
て
お
は
す
る
佛

か
な
と
、
う
ち
見
や

り
て
過
ぎ
ぬ
」
。

「あ
は
れ

に
、
人
離
れ
て
、
い
つ
こ
と
も
な
く
て
お
は
す
る
」
と
、
こ
の
荒
作

り
の
御
仏

に
つ
い
て
少
女
が
抱
い
た
思
い
は
、
実
は
彼
女
自
身

の
内
面

の
、
名

状
し
が
た
い
頼
り
な
い
思
い
が
仏
像

に
投
影
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
だ

か
ら
、
問
う
の
だ
。
こ
の
と
き
少
女

は
す
で
に
、
そ
の
理
想
と
し
た
清
浄

の
世

界
が
現
実

に
は
穢
土

で
し
か
な

い
こ
と
を
、
予
感
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
。

旅
が
人
を
変
え
る
。
三
月
に
及
ん
だ
旅
が
、
こ
の
十
三
歳

の
少
女
を

「
あ
は
れ

に
」
大
人
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
の
旅

の
最
後
に
通

っ
た
逢
坂

の
関

に
つ
い
て
の
印
象
を
、
彼
女
は

「
こ
〉
ら
の
國
々
を
過
ぎ
ぬ
る
に
、
駿
河

の
清
見
が
關
と
、
相
坂

の
關
と
ぼ

か
り
は
な
か
り
け
り
」、

こ
れ
ま
で
多
く

の

国
々
を
過
ぎ

て
き
た
も

の
の
最
も
印
象
深
か
っ
た
の
は
駿
河

の
清
見
の
関
と
こ

の
逢
坂

の
関
だ
け
だ

っ
た
と
、
後
年
、
書

い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
言
わ
ぬ
は

言
う
に
い
や
ま
さ
る
、

の
類
か
。

伝

説

三
ヵ
月
に
及
ぶ
少
女
の
道
中

の
見
聞
が
、
後
年
記
憶
を
手
繰
り
寄
せ
て
記
録

さ
れ
た
な
か
に
、
物
語
め
い
た
伝
説
が
二
つ
出

て
く
る
。

ひ
と

つ
は
、
武
蔵

の
竹
芝
で
里
人
か
ら
聞

い
た
話
。
国
司
が
土
地

の
者
を
宮

え

じ

中

に
衛
士
と
し
て
差
し
出
す
。
そ
の
男
、
禁
裏
で
庭
を
掃
き
な
が
ら
不
平
を
呟
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く
。
「
な
ど
や
苦

し
き
め
を
見

る
ら
む
、
わ
が
國
に
七

つ
三
つ
つ
く
り
す
ゑ
た

る
酒
壺
に
、
さ
し
渡
し
た
る
ひ
た
え
の
ひ
さ
ご
の
、
南
風
ふ
け
ば
北

に
な
び
き
、

北
風
ふ
け
ば
南

に
な
び
き
、
西
ふ
け
ば
東

に
な
び
き
、
東
ふ
け
ば
西
に
な
び
く

み
む
す
め

を
見
て
、
か
く
て
あ
る
よ
」
。
そ
れ
を

「
み
か
ど

の
御
女
」
に
聞
か
れ
た
。
彼

女
は
そ
の
酒
壷
が
見
た
い
と
せ
が
む
。
男

は
皇
女
を
背
に
負

っ
て
武
蔵

の
国
に

逃
げ
帰
り
、
後
、
帝

の
許
し
も
得

て
、
こ

の
竹
芝
で
皇
女
と
暮
ら
し
た
と
い
う

伝
説

で
あ
る
。

も
う
ひ
と

つ
は
、
富
士
川
で
聞

い
た
話
。
川
上
か
ら
黄
色

い
紙
が
流
れ
て
く

る
。
拾

い
上
げ
る
と
、
翌
年
新
た
に
国
司
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る

諸
国
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
名
と
新
国
司

の
氏
名
と
が
朱
色

で
書
い
て
あ

つ
か
さ
め
し

ふ
み

る
。
「
か

へ
る
年

の
司
召
に
、

こ
の
文
に
書
か
れ
た
り
し
、

一
つ
た
が
は
ず
」
。

年
が
明
け
て
の
任
命
は
、
こ
の
紙
に
書

か
れ
た
通
り
に
な

っ
て
い
た
。
こ
の
駿

河
国
に
つ
い
て
は
、
任
官
者
名
が
二
人
書

い
て
あ

っ
た
の
だ
が
、
そ
の

一
人
は

任
官
後
三
ヵ
月
で
死
ん
で
、
並
ん
で
名

の
記
さ
れ
て
い
た
も
う

一
人
が
あ
ら
た

め
て
国
司
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う
話

で
あ

る
。
こ
の
伝
説
は
、
「
い
と
世

に
見

え
ぬ
さ
ま
」

の
富
士
山
か
ら
流
れ
下
る
川
水
の
不
思
議
な
予
言

の
力
と
い
う
こ

と
も
あ
ろ
う
が
、
そ

の
予
言

の
内
容
が
と
り
わ
け
地
方
行
政
官

の
娘

に
と

っ
て

は
他
人
事
と
も
思
え
ぬ
ゆ
え
に
、
か
な
り
印
象
的
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

古
代
律
令
国
家
は
、
諸
国
を
そ
の
規
模

に
よ
っ
て
大
国

・
上
国

・
中
国

・
下

か
み

国
に
分
類
し
た
。
国
司
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
定
員

の
決
ま

っ
た
守
、

す
け

じ
よ
う

さ
か
ん

介
、
掾
、
目

の
四
等
官
が
任
命
さ
れ
派
遣

さ
れ
た
が
、
少
女
の
父
菅
原
孝
標
は
、

こ
の
う
ち
の
介
を
上
総

で
勤
め
た
。
「
す
け
」
と
は
四
等
官
の
う
ち
長
官

(「
か

み
」
)
を
補
佐
す
る

「次
官
」

の
こ
と
で
あ
り
、
国
司

の
場
合

に
は

「介
」
の

字
を
書

い
た
。

む

つ
き

後
年

の
こ
と
だ
が
、
万
寿
二
年

(
一
〇
二
五
年
)、
「睦
月

の
司
召

に
、
親

の

よ
ろ
こ
び
す

べ
き
こ
と
あ
り
し
に
、
か
ひ
な
き

つ
と
め
て
」、

つ
ま
り
そ
の
年

の
正
月

の
司
召
の
と
き
、
孝
標

は
任
官

の
選

に
洩
れ
る
。
長
元
五
年

(
一
〇
三

二
年
)
に
な

っ
て
、
や

っ
と
常
陸
介

の
職
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
地
方
官
の
任
期
は
、
大
宝
令

で
は
六
年
と
決
ま

っ
て
い

た
が
、
平
安

の
こ
の
時
代

に
は
四
年

に
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
菅
原
孝
標

一
家
の
誰
も
が
知

っ
て
い
た
は
ず
だ
。
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
と
も
思
わ
れ
な

い
。
何
か
の
折
り
に
話
題

に
出
て
、
そ
れ
が
少
女

の
耳
に
入

っ
て
い
て
も
、
少

し
も
不
自
然

で
は
な
い
。
少
女
も
知

っ
て
い
た
と
見
る
方
が
、
お
そ
ら
く
事
実

に
近
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
女
が
ひ
そ
か
に

「京
に

と
く
あ
げ
給
ひ
て
」
と
薬
師
仏

に
祈
願
し
た
こ
と
ま
で
、
無
駄
と
評
し
て
い
い

か
。
嘲

っ
て
い
い
の
か
。

道
中
で
聞

い
た
も
う
ひ
と
つ
の
伝
説
、
武
蔵
国
か
ら
徴
用
さ
れ
た
衛
士
に
よ

る
皇
女
の
略
奪
結
婚
の
話

の
方

は
、
少
女
が
憧
れ
、
そ
の
世
界

の
空
気

の
吸
え

る
よ
う
に
と
薬
師
仏
に
も
祈

っ
て
き
た
、
宮
廷
を
め
ぐ
る
美
し
い
物
語
の
世
界

の
な
か
に
所
を
得
さ
せ
て
も

い
い
。

こ
こ
で
、
池

の
辺
の
茂
み
か
ら
、
寝
殿

の
前

の
南
庭

に
注
が
れ
た
眼
を
想
像

た
い
の
や

し
て
も
よ
か
ろ
う
。
寝
殿
と
東

の
対
屋

の
あ

い
だ
の
渡
殿

の
下
に
は
遣
水
が
設
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ある少女の旅

え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
水
が
廊

に
沿

っ
て
こ
ち
ら
に
流
れ
、
こ
の
池

に
注
い
で

い
る
。
寝
殿
前

の
東
に
桜
、
西
に
橘
を
置

い
て
み
て
も

い
い
。
東
か
西
の
対
屋

に
皇
女
が
住
ん
で
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
対

屋
か
ら
南

に
廊
が
延
び
て
、
庭
を
挟

む
形
に
な
る
。

こ
こ
で
の
表
象
は
、
有
職

故
実

の
教
科
書
通
り
で
も

一
向
に
構

わ
な
い
だ
ろ
う
。
東

の
廊

の
こ
ち
ら
は
泉

殿
、
西

の
方

は
釣
殿
に
な

っ
て
い
て
、

ど
ち
ら
も
こ
の
池
に
面
す
る
。
池
に
は
中

の
島
も
あ

っ
て
、
橋
が
架

か
っ
て
い

る
。

ひ
た
え

衞
士
が
庭
を
掃
き
な
が
ら
故
郷
を
憶

い
、
酒
壷

に
差
し
掛
け
て
あ
る
直
柄

の

ひ
さ
ご
が
風

に
靡
く
さ
ま
を
呟

い
て
い
る
。
そ
れ
を
、
「
た
だ
ひ
と
り
」
対
屋

み

す

の
廂

と
簀
子

の
あ

い
だ
の

「御
簾

の
き

は
に
た
ち
出
で
給
ひ
て
、
柱

に
よ
り

か
〉
り
て
」
聞
き
な
が
ら
、
「
い
と
あ
は
れ
に
、
い
か
に
な
び
く
な
ら
む
と
、

い
み
じ
う
ゆ
か
し
く
」
思

っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で

「
い
み
じ
う
か
し
づ
か

み
む
す
め

れ
」

て
育

っ
て
き
た
、
や
ん
ご
と
な
い

「
み
か
ど
の
御
女
」
で
あ
る
。
そ
の
姿

を
、

こ
ち
ら

の
眼
が
捉
え
る
。
こ
れ
は
、

そ
の
ま
ま
、
こ
の
少
女

の
憧
れ
て
き

た
世
界
の
な
か
の

一
情
景
た
り
え
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、
強
く
記
憶

に
残

っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
伝
説
は

か
な
り
詳
細

に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
し

て
、
竹
芝
で
こ
れ
を
聞

い
た
の
は
、

ま
だ
旅
立

っ
て
間
も
な
い
時
期
だ
。

一
刻

も
早
く
京

に
上
り
た
い
と
い
う
彼
女

の
思
い
は
、

こ
の
話
を
耳

に
し
た
こ
と

で
、

一
層

つ
の
っ
た
で
あ
ろ
う
。

門
出

の
さ
ま
を
書

い
た
な
か
に
、
「車

に
乘
る
と

て
」
と
あ
る
。
女
性
、
そ

れ
も
少
女
だ
か
ら
、
当
然
車
に
乗

っ
て
の
旅
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
介
と
い
う

地
方
官
は
大
国

の
場
合
で
も
正
六
位
下
が
相
場
だ
か
ら
、
そ
う
贅
沢
な
車

で
は

あ
る
ま
い
。
そ
れ
で
も
、
乗
用
車
は
お
そ
ら
く
は
網
代

の
屋
形
に
文
様

の
入

っ

た
車

で
、
御
簾
も
付

い
て
い
た
は
ず
だ
。
荷
を
積
ん
だ
車
も
何
台
か
あ

っ
た
ろ

う
。
牛
に
牽
か
れ
た
車
が
列
を
組
ん
で
、
悠
然
と
進
む
。
途
中
、

一
箇
所
に
何

日
も
留
ま
る
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
あ

の
皇
女
が
い
か
つ
い
東
男
に

背
負
わ
れ
て

一
気

に
武
蔵
に
下

っ
た
こ
の
道
を
、
少
女
は
逆
に
ゆ

っ
く
り
都

へ

と
上

っ
て
き
た
。
物
語

の
世
界
に
近
付

い
て
き
た
。
も
う
京
は
眼

の
前

で
あ
る
。

体

験

だ
が
他
方

で
、
ど
う
逃
避

し
よ
う
も
な
い
現
実
を
も
、
旅
は
少
女
に
突
き
付

け
て
い
る
。

す
で
に
竹
芝
よ
り
も
手
前
、
下
総
と
武
蔵

の
境
の
太
井
川

の
上
流
で
、
乳
母

が
子
を
産

ん
だ
た
め
に
、
少
女
は
乳
母
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
。
そ
の
乳
母

の
い

る
仮
屋
に
、
兄
が
彼
女
を
抱

い
て
連
れ
て
行

っ
て
く
れ
た
。
「
い
と
手
は
な
ち

と
ま

ひ
と
へ

に
、
あ
ら
あ
ら
し
げ

に
て
、
苫
と
い
ふ
物
を

一
重
う
ち
ふ
き
た
れ
ぽ
、
月
殘
り

く
れ
な
ゐ

な
く
さ
し
入
り
た

る
に
、
紅
の
き
ぬ
上

に
着
て
、
う
ち
惱

み
て
臥
し
た
る
」
、

苫

一
枚
葺
い
た
だ
け
の
粗
末
な
仮
屋
の
奥

に
ま
で
月

の
光
が
射
し
込
ん
で
い
る

な
か
に
、
紅

の
着
物
を
上

に
掛
け
て
、
病
み
伏
し
て
い
る
乳
母

の
姿

に
、
少
女

と
て
、
凄
烈
な
現
実

を
見
ざ
る
を
え
ま
い
。
乳
母
が

「
う
ち
泣
く
」
。
そ
れ
を

「
い
と
あ
は
れ
に
見
捨

て
が

た
く
思

へ
ど
、
い
そ
ぎ
ゐ
て
行
か
る
〉
心
地
、

い

と
飽
か
ず
わ
り
な
し
」
。
そ
の
乳
母
か
ら
引
き
裂
か
れ
る
よ
う

に
し
て
連
れ
て
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行
か
れ
た
の
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
不
条
理
な
の
だ
。
別
れ
て
も
、
そ
の
顔

が
眼
の
前

に
ち
ら

つ
い
て
離
れ
な
い
。
「
面
影

に
お
ぼ
え
て
悲
し
け
れ
ぽ
、
月

の
興
も
お
ぼ
え
ず
、
く
ん
じ
臥
し
ぬ
」。

少
女
自
身
も
、
遠
江
に
差
し
掛
か

っ
た
と
こ
ろ
で
、
病

い
に
臥
せ
る
こ
と
に

な
る
。
も
う
冬
も
深
く
な

っ
て
い
た
。

仮
屋

で
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た

日
々
、
「け
は
し
く
吹
き
上
げ
」
る
川
風

の
い
か
に
身
に
染
み
た
こ
と
だ
ろ
う
。

京
を
夢
見
な
が
ら

の
み
、
旅
を
続
け
た

の
で
は
な
い
。
現
実

の
不
条
理
を
も

思
い
知
ら
さ
れ

つ
つ
、
こ
の
逢
坂

の
関
ま

で
、
や

っ
と
辿
り
着

い
た
の
だ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
こ
〉
ら

の
國
々
を
過
ぎ
ぬ
る
に
、
駿
河

の
清
見
が
關
と
、

相
坂
の
關
と
ば
か
り
は
な
か
り
け
り
」
と

の

『更
級
日
記
』
の
あ

っ
さ
り
し
た

書
き
ぶ
り
に
は
、
ど
う
や
ら
奥
が
あ
ろ
う
。

清
見
が
関
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
を
通

っ
た
と
き
の
関

の
情
景
も
筆
に
さ
れ
て

か
た

い
る
。
「清
見
が
關

は
、
片

つ
方
は
海

な
る
に
、
關
屋
ど
も
あ
ま
た
あ
り

て
、

海
ま
で
く
ぎ
ぬ
き
し
た
り
。
け
ぶ
り
あ
ふ
に
や
あ
ら
む
、
清
見
が
關
の
浪
も
高

く
な
り
ぬ
べ
し
。
お
も
し
ろ
き
こ
と
か
ぎ

り
な
し
」
。
関
屋
な
ど
が
い
く

つ
も

並
ん
で
い
て
、
柵
が
海
ま
で
続
き
、
そ
の
柵

の
尽
き
る
あ
た
り
、
海
辺
は
波
し

ぶ
き
で
霞
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
眼

の
捉
え
た
風
景

で
あ
る
。

だ
が
、
逢
坂
の
関

の
場
合

は
ど
う
だ
ろ
う
。
関
そ
の
も
の
の
情
景
の
描
写
は

な
い
。
し
か
も
、
ど
う
考
え
て
も
、
菅
原
孝
標

一
行
が

こ
の
関
を
通

っ
た
と
き

は
、
も
う
か
な
り
暗
く
な

っ
て
い
た
は
ず

だ
。
そ
ん
な
時
刻
に

一
家
が
こ
こ
で

行
楽

に
時
を
過
ご
し
、
少
女
が

こ
こ
の
光
景

に
感
銘
を
受
け
た
と
思
う
方
が
無

理
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
彼
女
が
清
見
が
関
で

「
お
も
し
ろ
き
こ
と

か
ぎ
り
な
し
」
と
感
じ
た
際

の
印
象
と
、
こ
の
逢
坂
の
関
で
の
印
象
と
は
、
違

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

の
に
、
な
ぜ
、
こ
こ
で
二
つ
の
関
を
並
べ
た

の
だ
ろ
う
。

清
見
が
関

の
場
面

に
は
、
「く
ぎ
ぬ
き
」
が
出

て
い
る
。
柱
を
並

べ
立

て
横

木
を
貫
き
通
し
た
簡
単
な
柵

で
あ
る
。
逢
坂
山
で
そ
れ
に
対
応
す
る
の
は
、
関

そ
の
も
の
の
情
景

で
は
な
い
が
、
関
近
く
の

「き
り
か
け
」
で
あ
る
。
柱
の
あ

い
だ
に
鎧
戸
ふ
う
に
横
板
を
張

っ
た
簡
単
な
板
塀
で
あ
る
。
「
か
り
そ
め
な
る

き
り
か
け
と

い
ふ
物
」
と
あ
る
か
ら
、

一
時

の
目
隠
し
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

「き
り
か
け
」

か
ら

「
く
ぎ
ぬ
き
」
が
連
想
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
。
「き
り

か
け
」
と
よ
ば
れ
る
塀
に
せ
よ
、
「く
ぎ
ぬ
き
」
と
言
わ
れ
る
柵

に
せ
よ
、
ど

ち
ら
も
囲

い
で
あ
る
。
少
女
は
囲

い
の
外
に
立

っ
て
い
た
。
外
か
ら
囲

い
の
内

側
を
見
て
い
る
。
夕
闇

に
見
る
御
仏

の
顔
と
、
陽
射
し
の
な
か
に
見
る
関
屋
と

で
は
違
う
。
そ
ん
な
こ
と
は
分

か

っ
て
い
る
。
逢
坂

で
は
、
「き
り
か
け
」

の

き
り
か
け

向

こ
う
に
彼
女
は
異
界
を
感
じ
取

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
切
懸
は
異
界
の
囲

い

で
も
あ

っ
た
。
常
人
が
踏
み
込
も
う
と
し
て
も
、
そ
の
囲
い
に
よ

っ
て
堰
き
止

く
ぎ

ぬ
き

め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
は
堰

で
あ
り
、
関
で
あ
る
。
こ
こ
で
関
の
釘
貫
を
連
想
し

て
も
、
不
自
然

で
は
な

い
。

た
し
か
に
、
記
述

は
十
三
歳

の
少
女

の
筆

に
よ
る
も

の
で
は
な
い
。
お
そ
ら

く
、
五
十
歳
を
過
ぎ

て
か
ら
書
か
れ
た
。
記
憶
違
い
も
あ
ろ
う
。
道
中

の
地
名

の
出

て
く
る
順
序

に
も
狂
い
が
あ

る
。
だ
が
、
こ
の
感
じ
や
す
い
少
女

の
心
に
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深
く
焼
き
付

い
た
も

の
に
は
、
さ
ほ
ど
の
狂
い
は
な
か
ろ
う
。
清
見
が
関
に
か

か
わ
る
記
述

の
う
ち
、
彼
女
の
主
観
を
伝
え
る
の
は

「け
ぶ
り
あ
ふ
に
や
あ
ら

む
」
と

「
お
も
し
ろ
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」
と
だ
が
、
「け
ぶ
り
あ
ふ

に
や
あ

ら
む
」
、
波

の
し
ぶ
き
で
煙
り
合
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
は
、
推
測
に
す
ぎ
な

い
。
「お
も
し
ろ
き

こ
と
か
ぎ
り
な
し
」

は
、
端
的
な
評
価
と
評
し
て
よ
か
ろ

う
。し

か
し
、
逢
坂
山

の
、
右
に
言

っ
た
意
味
で
の
関

(堰
)

の
場
面
で
の

「あ

は
れ
に
、
人
離
れ

て
、

い
つ
こ
と
も
な
く

て
お
は
す
る
佛
か
な
」
は
、
も
と
よ

り
客
観
的
判
断
で
は
な
い
が
、
ま
た
、
推
測
で
も
な
け
れ
ば
評
価
で
も
な
い
。

こ
こ
に
は
少
女

の
感
動
が
、
お
そ
ら
く
率
直
に
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ

れ
は

一
時
の
感
動

で
は
あ
る
ま
い
。
あ

の

「
ひ
と
ま
」

の
薬
師
仏
に
訣
れ
て
、

遥
け
く
も
上
総
国

か
ら
苦
労
し
て
辿

っ
て
き
た
旅
路

の
ま
さ
に
終
わ
ら
ん
と
す

る
、
憧
れ

の
京

へ
の
入
り
口
の
す
ぐ
手
前

で
、
侵
入
を
拒
む
囲
い
の
向

こ
う
に

仏

の
顔
を
見
た
と
き
に

一
気

に
集
約
さ
れ
た
こ
の
少
女
自
身
の
旅

の
思
い
が
、

そ
の
仏
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
思

い
は
、
こ
の
旅

の
は
じ
め
に
悲

し
く
も

「見
す
て
た
て
ま

つ
」

っ
た

あ
の
薬
師
仏

へ
の
憶
い
で
も
あ
り
え
た
に
相
違
な

い
。
だ
か
ら
、
「あ
は
れ
に
、

人
離
れ
て
、

い
つ
こ
と
も
な
く
て
お
は
す

る
佛
」
が
後

の
関
寺

の
本
尊
で
あ
ろ

う
と
な
か
ろ
う
と
、
そ
ん
な
詮
索
は
ど
う
で
も
い
い
。
「
あ
は
れ
に
、
人
離
れ

て
、

い
つ
こ
と
も
な
く
て
お
は
す
る
」
と

い
う
思

い
そ
の
も

の
が
、
こ
の
少
女

の
全
人
格

に
か
か
わ
る
事
柄
と
七
て
、
大
切
な

の
で
あ
る
。

こ
の
仏
も
、
あ
の
薬
師
仏
も
、
ま
た
少
女
自
身
も

「
い
つ
こ
と
も
な
く
て
お

は
す
る
」
、

つ
ま
り
何
処
と
い
う
あ

て
も
な
く
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

た
し
か
に
、

こ
の
荒
作
り
の
丈
六
仏
は
い
ま
逢
坂

の
関

の
近
く
に
お
わ
す
。

こ
れ
だ
け

の
大
き
さ

の
仏
像
ゆ
え
、
完
成
後
に
安
置
さ
れ
る
べ
き
寺
も
す
で
に

決
ま

っ
て
い
る
は
ず
だ
。
他
方
、
上
総
国
の
あ

の
家

に
は
、

い
ま
誰
か
が
住
ん

で
い
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
空
き
家
の
ま
ま
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
誰
も
住
ん

で
い
な
く
て
も
、
あ

の
薬
師
仏
が

い
ま
も
あ

の
日
の
ま
ま
、
あ

の
同
じ

「
ひ
と

ま
」
に
お
わ
す
こ
と
を
、
少
女
は
い
さ
さ
か
も
疑
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

彼
女
自
身
も
い
ま
、
彼
女
の
憧
れ
の
対
象
だ

っ
た
目
的
地

の
一
歩
手
前
ま
で
来

て
い
る
。
三
者
と
も

に
、
何
処
と
い
う
あ
て
も
な
く
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
そ
う
言
え
る
。

し
か
し
、
本
当

に
そ
う
言

い
切
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
女
は
い
ま
、
明
確

に

で
は
な
い
が
、
人
が

こ
の
世
に
在
る
こ
と
の
意
味
を
捉
え
か
け
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
孤
独
な
旅
で
は
な
か
っ
た
。
父
親
も
継
母
も
、
兄
も
姉
も
、
ま

た
旅
立

っ
て
間
も
な
い

一
時
は
そ
の
出
産

の
穢
れ
ゆ
え
に
別
行
動
を
取
り
は
し

た
も
の
の
乳
母
も
、

一
家
揃

っ
て
の
旅
で
あ

っ
た
。
京

に
落
ち
着

い
て
後
も
、

菅
原
孝
標
家
と
し
て
の
生
活
が
続
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
、
少
女
は
決
し
て

「人
離
れ
て
」
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
言

っ
て
い
い
。

し
か
し
、
は
た
し
て
そ
う
言
い
切

っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
少
女
は
い
ま
、

ま
だ
お
ぼ
ろ
げ

に
で
は
あ
る
が
、
人
が
こ
の
世
に
生
き
て
い
く
こ
と
の
意
味
に
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気
づ
き
は
じ
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

も
し
そ
う
な
ら
、
以
前

に

「京
に
と
く
あ
げ
給
ひ
て
、
物
語

の
お
ほ
く
候
ふ

な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
見
せ
給

へ
」
と
祈

っ
た
薬
師
仏
も
、
切
懸

の
向

こ
う
に
顔

の
み
を
見
せ
て
い
る
仏
を
媒
介

に
し
て
、

い
ま
、
新
た
な
意
味
を
持
ち
は
じ
め

て
い
る
。
如
来

の
導
き
た
ま
う
べ
き
、
こ

の
世
な
ら
ぬ
清
浄

の
地

に
つ
い
て
の

少
女
な
り
の
表
象
が
、
す

で
に
変
わ
り
は
じ
め
て
い
る
。
物
語

の
描
き
出
す
華

麗
な
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち

の
フ
ァ
ン
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
女
は
辞
め
た
わ
け
で
は
な

い
。
入
洛
後
じ
き
に
、
彼
女
は
憑
か
れ
た
よ
う
に

『源
氏
物
語
』
に
読

み
耽
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
や
は
り
、

こ
の
と
き
彼
女
は
す
で
に
、
上
総
に

在

っ
た
時

の
少
女
で
は
な
く
な
り

つ
つ
あ

っ
た
。
「
あ
は
れ
に
、
人
離
れ
て
、

い
つ
こ
と
も
な
く
て
お
は
す
る
佛

か
な
」

は
、
そ
の
心

の
表
面
を
擦

っ
て
過
ぎ

た
だ
け
の
感
銘
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
人
格
を
揺
す
る
類

の
体
験
だ

っ
た
は
ず

だ
。
暗
さ
と
寒
さ
の
な
か
に
心
の
震
え
を
隠
し
な
が
ら
、
こ
の
仏
を

「
う
ち
見

や
り
て
過
ぎ
」
た
と
き
か
ら
、
そ
の
体
験

を
ど
う
受
け
止
め
る
か
が
、
お
そ
ら

く
少
女

に
と

っ
て
重
い
課
題
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

二
十
五
年
後

の
十

一
月

の
二
十
日
過
ぎ
、
や
は
り
冬

の
さ
な
か
、
石
山
詣
で

の
折
り
に
同
じ
逢
坂
の
関
を
通

っ
て
彼
女
が
詠
む

「相
坂

の
關
の
せ
き
風
吹
く

聲
は
む
か
し
聞
き
し
に
か
は
ら
ざ
り
け
り
」
は
、
そ
の
後

の
彼
女

の
あ
ま
り
倖

せ
と
は
言
え
ぬ
世
俗

の
生
活

の
雑
音
も
、

こ
の
と
き
少
女

の
幼
い
胸
を
駆
け
抜

け
て
行

っ
た
風

の
響
き
を
消
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

の
折
り
に

も
、
切
懸
の
向
こ
う
に
見
た
荒
作
り
の
御
仏

の
顔
の
記
憶
は
、
そ
の
胸

に
鮮
明

に
蘇

る

こ

と

に

な

る
。

逢

坂

某
年
九
月
三
十
日
、
任
を
終
え
て
都
に
戻

る
常
陸
介

一
行
が
、
近
江
の
宿
を

発

っ
て
西
に
向
か

っ
た
。
こ
の

一
行
が
逢
坂
の

「關
入
る
日
し
も
、
こ
の
殿
、

ご
ぐ
わ
ん

石
山
に
、
御
願
は
た
し
に
、
ま
う

で
給
ひ
け
り
」
。

つ
ま
り
同
日
、
石
山
詣

で

の
た
め
に
光
源
氏

の

一
行
が
同
じ
道
を
逆

に
東

に
向
か
う
。
そ
の
こ
と
を
、
常

陸
介

は
迎
え

の
者

か
ら
聞
く
。
『源
氏
物
語
』

の

「關
屋
」

の
前
段

の
部
分

で

あ
る

(引
用
は
岩
波
文
庫
版
に
拠
る
)。

常
陸
も
上
総
も
、
大

・
上

・
中

・
下
の
国
々
に
別

の
あ
る
う
ち
の
大
国
で
あ

り
、
し
か
も
、
と
も
に
親
王
任
国
だ

っ
た
。
官
位

の
上
で
は
、
常
陸
介
と
上
総

介
は
同
格

で
あ
る
。
任
地
か
ら
京

に
戻
る
車
列

の
規
模
に
そ
れ
ほ
ど

の
差
は
な

か
っ
た
と
見
て
も

い
い
だ
ろ
う
。

源
氏

の

一
行
と
擦
れ
違
う
と
な
る
と
、
よ
け
い

「道

の
程
、
さ
わ
が
し
か
り

な
む
物
ぞ
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
常
陸
介

の
方

は
、
「
ま
だ
あ

か

せ

つ
き

よ

り

、

急

ぎ

け

る

を

、

女

車

お

ほ
く

、

所

狹

う

ゆ

る
ぎ

來

る

に
、

日

た

け

う
ち
い
で

ぬ
」
。
こ
れ
で
、
車
列

の
規
模

の
見
当
は
付
く
。
「打
出

の
濱
く
る
ほ
ど

に
」
、

源
氏
が
す
で
に
粟
田
山
を
越
え
た
と
の
知
ら
せ
が
入
る
。
そ
の
た
め
、

一
行

は

「關
山
に
皆
お
り
ゐ
て
、
こ
〉
か
し
こ
の
杉

の
下

に
、
車
ど
も
か
き
お
ろ
し
、

こ
が
く
れ

木
隠
に
居
か
し
こ
ま
り
て
、
す
ぐ
し
た
て
ま
つ
る
」
こ
と
に
し
た
。
逢
坂

の
関

の
と
こ
ろ
で
、
源
氏

の

一
行
を
や
り
す
ご
そ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
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徳
川
本

『源
氏
物
語
繪
巻
』
で
は
、

こ
の
場
面
、
左
上
に
遠
く
琵
琶
湖
が
見

え
る
。
画
面
中
央
部
か
ら
右
に
か
け
て
逢
坂
山
。
右
下
か
ら
岩
山
を
縫
う
よ
う

に
源
氏

の

一
行
が
中
央
左
手
前
に
来
か

か
る
。
そ
れ
を
迎
え
る
よ
う
に
牛
車
。

い
ま
は
常
陸
介

の
妻

に
な

っ
て
い
る
空
嬋

の
乗

っ
た
車
か
。
そ
の
牛
車

の
奥

に

常
陸
介

一
行
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
更
に
向

こ
う

の
遠
景
、
湖

の
な
か
に
湾

曲
し
て
い
る
あ
た
り
が

「打
出

の
濱
」
だ
ろ
う
か
。

「打
出
の
濱
」
と
は
、
今
日
の
大
津
市
打
出
浜
で
あ
ろ
う
。
京
阪
石
山
坂
本
線

の
石
場
の
北
、
琵
琶
湖
文
化
館
あ
た
り
か
ら
東
に
か
け
て
の
海
岸

で
あ
る
。
そ

の
海
岸
を
常
陸
介

一
行
が
通

っ
て
い
る
頃

に
は
、
源
氏

一
行
は
粟
田
山
を
越
え

て
い
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り

の
規
模

の
車
列
の
擦
れ
違

い
の
可
能
な

逢
坂

の
関

で
、
常
陸
介
や
空
蝉
た
ち
は
光
源
氏

の
通
り
過
ぎ
る
の
を
待

つ
こ
と

に
し
た
。

こ
の
関
を
抜
け
、
山
科
か
ら
粟
田
口
を
経
由
し
て
京

に
入
る
の
で
あ

る
。
上
総
介
の

一
行
も
、
同
じ
経
路
で
都
に
入

っ
た
は
ず

で
あ
る
。

た
だ
し
、
寛
仁
四
年
十
二
月

の
上
総
介

一
行

の
入
洛
は
夜
で
あ

っ
た
。
「暗

く

い
き
着
く
べ
く
と
」
、
故
意

に
夜
間

の
到
着
を
狙

っ
た
の
は
、
な
に
か
刻
限

に
か
か
わ
る
呪
術
宗
教
的
な
問
題
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
ま
た
、
長
旅

の

疲
れ
な
り
垢
な
り
、
な

に
か
他
人
に
見

ら
れ
る
こ
と
を
嫌

っ
て
の
こ
と
か
。

い

ず
れ
に
せ
よ
、
「申

の
時
ぼ
か
り
に
」
粟
津
、
今
日

の
膳
所
あ
た
り
を
発

っ
て
、

常
陸
介

の
場
合
と
同
様

に

「女
車
お
ほ
く
、
所
狹
う
ゆ
る
ぎ
來

る
」
と

い
う
状

態
だ

っ
た
と
す
れ
ぽ
、

い
や
、
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
逢
坂
の

関

の
通
過
時
に
は
、
常
陸
介

の
場
合
と

は
違

っ
て
、
も
う
か
な
り
暗
く
な

っ
て

い
た
に
違

い
な
い
。
し
か
も
、
少
女
が
荒
作
り

の
仏
を
見
た
の
は
、
お
そ
ら
く

は
車

の
上
か
ら
で
あ

っ
た
。
御
簾
を
透
か
し
て
見
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な

の
に
、
仏
が
強
烈
な
印
象
を
彼
女
に
残
し
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
の
素
地
が

こ
の
少
女

に
は
あ

っ
た
の
だ
。

逢
坂

の
関
で
、
源
氏
と
空
蝉
と
は
直
接
に
逢

っ
て
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
な
く

擦
れ
違
う
。
後
に
、
空
蝉
が
詠
む
。

あ
ふ
さ
か

逢
坂
の
關
や
い
か
な
る
關
な
れ
ぽ
し
げ
き
な
げ
き

の
な
か
を
分
く
ら
ん

古
来
、
逢
坂

の
関

は
し
ば
し
ば
歌
中

に
詠
ま
れ

て
い
る
。
無
論
、
逢
坂

の

「逢
ふ
」
を
男
と
女

の

「
逢
ふ
」

に
掛
け
て
で
あ
る
。
畿
内

の
北
東

の
境
界
を

な
す
防
衛
上

の
拠
点
だ

っ
た
逢
坂
山

の
、

こ
の
関
が
廃
止
さ
れ
て
も
、
か
な
り

後
ま
で
関
屋
は
残

っ
た
し
、
ま
し
て

「逢
坂
の
関
」

の
名
は
、

こ
の
掛
け
詞

の

ゆ
え
に
、

い
つ
ま
で
も
残

る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
い
ま
こ
こ
で
は
男
女
が

「逢
ふ
」

の
で
は
な

い
。
少
女
に
と

っ
て

は
、
仏
と
の

「逢
坂

(相
坂
)

の
關
」
で
あ

っ
た
。
偶
然

の
出
会

い
と
は
い
、兄
、

こ
の
仏
と
の
逢
坂

の
意
味
は
彼
女
に
と

っ
て
、
ず
し
り
と
重

い
。

旅

の
起
点
、
門
出

に
当
た

っ
て
薬
師
仏
と
訣
れ
た
の
は
、
「日

の
入
り
ぎ

は

の
、
い
と
す
ご
く
き
り
わ
た
る
」
な
か
で
あ

っ
た
。
日
の
沈
む
こ
ろ
、
い
わ
ゆ

る

「衡
は
諡
」
時
で
あ
り
、
「譖
そ
微
」
時
で
あ
る
。
黄
昏

に
迫
り
く
る
闇
は
、

感
じ
や
す

い
少
女
の
心
を
揺
す
る
。
し
か
も
、
怖
ろ
し
い
ほ
ど

に
霧
が
た
ち
こ

め
て
い
た
。
御
簾
も
外
さ
れ
几
帳
な
ど
も
取
り
片
付
け
ら
れ
た
、
が
ら
ん
と
し

た
家

の
中

に
、
薬
師
仏
が
立

っ
て
い
た
。
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い
ま
、
車

に
揺
ら
れ
な
が
ら
旅
の
最
後

の
夜
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
少
女

は
、
も
う
逢
坂
山

に
か
か

っ
て
い
る
。

そ
の
地
形
か
ら
言

っ
て
も
、
時
刻
を
考

え
て
み
て
も
、
闇
が
迫

っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
ふ
と
山
側
を
見
れ
ば
、
仮
設
の

「
き
り
か
け
」
の
上
か
ら
丈
六
仏

の
顔
だ
け
が
覗
い
て
い
た
。
荒
作
り
で
は
あ

っ
て
も
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
御
仏
の
顔
が

こ
ち
ら
を
向

い
て
い
た
。
御
仏
を
残
し

て
出
た
旅

の
最
後
に
、

い
ま
京
に
入
ろ
う
と
す
る
彼
女
を
御
仏
が
迎
え
た
ま
う
。

そ
う
少
女
は
感
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

か
。
た
だ
し
、
心
躍
ら
せ
て
で
は
な

い
。

旅
が
彼
女
を
変
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
夕
暮
れ
の
深
く
な
ろ
う
と
す

る
刻
限
で
あ

る
。
「あ
は
れ
に
、
人
離
れ

て
、
い
つ

こ
と
も
な
く
て
お
は
す

る

佛
か
な
と
、
う
ち
見
や
り
て
過
ぎ
ぬ
」
。

柳
田
國
男
が

『野
鳥
雜
記
』
で
、
直
接

に
は
奥
州

の
イ
タ

コ
の
オ
シ
ラ
遊
び

に
触
れ
て
で
は
あ
る
が
、
黄
昏

の
感
動

に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
。
「も
し
こ
の

物
寂
し
い
黄
昏

の
感
動
が
、
自
然
に
人

の
空
想
を
死

の
國
に
誘
う
た
も
の
と
し

た
ら
、
そ
れ
は
我
々
が
ま
だ
子
供

の
如
く
、
爲
す
こ
と
も
無
く
し
て
静
か
な
夕

暮
を
過
ご
す
こ
と
の
出
來
た
大
昔
か
ら
、

さ
う

い
ふ
心
持
を
持
續
け
て
居
た
の

で
あ
る
」

(『定
本

・
柳
田
國
男
集
』
第
二
十

二
巻

一
〇
七
頁
)
。

た
し
か
に
、
黄
昏

の
感
動
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
死

の
国

に
か
か
わ
る
だ
け
で
は
な
い
。
黄
昏

の
時
刻

に
は
、

一
般

に
異
界
と
の
回
路
が

繋
が
る
。
白
昼

に
は
感
じ
ら
れ
な
い
異
次

元
の
気
配
が
す
る
。

ま
し
て
、

い
ま
は
、
「
か
り
そ
め
な
る
」
も

の
に
せ
よ

「き
り
か
け
」
に
よ

っ
て
こ
ち
ら
か
ら
隔

て
ら
れ
囲
ま
れ
た
空
間
か
ら
、
御
仏

の
顔
が
少
女

に
向
け

ら
れ
て
い
る
。
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
、
彼
女
は
そ
の
異
質
性
を
感
じ
取

っ

て
い
た
だ
ろ
う
。
「
い
と
荒
う
吹

い
た
」
風
に
乗

っ
て
か
、
御
仏

は
異
界
か
ら

出
現
し
た
も
う
た
。
そ
の
限
り
、
荒
作
り

の
仏
像
が
ど
ん
な
仏

の
表
現

で
あ

っ

た
に
し
ろ
、
か
り
に

『扶
桑
略
記
』
が
万
寿
四
年

(
一
〇
二
七
年
)
三
月

一
日

の
条
で
、
沙
門
延
鏡
が

「
近
江
國
志
賀
郡
世
喜
寺
」

つ
ま
り
関
寺
を
供
養
し
て

安
置
し
た
と
言

っ
て
い
る

「
舊
造
五
大
彌
勒
菩
薩
像

一
躰
」
が
そ
れ
で
あ

っ
た

に
し
ろ
、
な
か

っ
た
に
し
ろ
、
そ
れ
は
如
来

で
あ
る
。
如
来

は
自
在

に
来
る
。

夢

の
な
か
に
も
来
る
。

も

っ
と
も
、
彼
女

の
夢

に
阿
弥
陀
如
来
が
現
れ
る
の
は
、
先

に
も
触
れ
た
よ

う
に
、
は
る
か
後
年
、
天
喜
三
年

(
一
〇
五
五
年
)
の
こ
と
だ
。
た
だ
、
そ
の

際
も
、
軒
先

に
出
現
し
た
仏

は

「
さ
だ
か
に
は
見
え
給

は
ず
、
霧
ひ
と

へ
隔
た

れ
る
や
う
に
、
透
き
て
見
え
給

ふ
」
た
。

そ
れ
は
、
こ
の
旅

の
た
め
の
門
出
の
折
り
に
、
霧

の
濃
く
垂
れ
込
め
た
夕
暮

れ
、
が
ら
ん
と
し
た
屋
内
に
浮
か
ん
だ
薬
師
仏
が
少
女

の
眼
の
奥
に
焼
き
付
け

た
映
像

に
似

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
旅
の
終
わ
ろ
う
と
す
る
陰

暦
の
十
二
月

の
二
日
、

つ
ま
り
月
明

の
期
待
で
き
ぬ
闇
の
濃
く
な
り

つ
つ
あ
る

時
刻
に
、
切
懸

の
向
こ
う
に
浮
か
び
出
た
荒
作
り
の
御
仏
の
顔
が
少
女
の
胸

に

残
し
た
表
象
に
似

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
薬
師
仏
は
等
身
、
荒
作

み

た
け

り
の
仏

は
丈
六
、
そ
し
て
夢

の
中

の
阿
弥
陀
如
来
は

「御
丈
六
尺
ば
か
り
」
と
、

仏

の
大
き
さ
こ
そ
違
う
も
の
の
、
彼
女

の
側

で
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
視
覚
が
は

た
ら

い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ある少女の旅

後
年

の
阿
弥
陀
仏
来
迎
の
夢

に
自
然

に
連
な
る
よ
う
な
も
の
を
、
こ
の
十
三

歳
の
少
女
の
旅
が
す

で
に
用
意
し
て
い
た
。
た
し
か
に
、
ま
だ
信
仰
と
は
言
え

な
い
。
ま
だ
、
と
て
も
厭
離
穢
土

・
欣
求
浄
土

の
志
向
と
は
呼
べ
な

い
。
し
か

し
、
後
年

に
な

っ
て
の
、

つ
ま
り

『更
級
日
記
』
記
述
時

の
付
会
と
し
て
片
付

け
ら
れ
ぬ
も
の
を
、
少
女
は
こ
の
旅
に
よ
っ
て
、
そ
の
心

に
得
て
い
た
。
そ
れ

が
冷
た

い
風

の
吹
き
荒
れ
る
冬

の
日

の
黄
昏
、
「あ
は
れ

に
、
人
離
れ

て
、
い

つ
こ
と
も
な
く
て
お
は
す
る
佛
」
と
の
逢
坂

の
体
験
に
収
斂
し
て
、
後
々
ま
で

糸
を
引
く
こ
と
に
な
る
。

暗

夜

黄
昏

の
後

に
暗
夜
が
来

る
。
「
い
と
暗

く
な
り
て
、
三
條

の
宮

の
西
な
る
所

に
着
き
ぬ
」。

京

に
待

っ
て
い
た
実
母
を
除
け
ぽ
、

一
家
揃

っ
て
の
旅

で
あ

っ
た
。
家
族
の

者
以
外
に
も
、
『更
級
日
記
』

で
は

「
人
々
を

か
し
が
る
」、
「人
々
あ

は
れ
が

る
」
、
「人
々
拾
ひ
な
ど
す
」
と
い
う
よ
う

に

「人
々
」
と
し
か
よ
ば
れ
て
い
な

い
が
、
供
の
者
も
多

か
っ
た
に
違

い
な

い
。
そ
の
供

の
者
は
と
も
か
く
、
三

ヵ

月
も

の
旅
の
な
か
で
の
肉
親
と
の
や
り

と
り
に
つ
い
て
、

こ
の
日
記
は
何
も
記

述
し
て
い
な

い
。

出
産
後
に
病
ん
だ
乳
母
を
見
舞
う
場
面
で
、
そ
の
乳
母
が

「
い
と
戀
し
け
れ

い
だ

ば
、
行
か
ま
ほ
し
く
思
ふ
に
、
せ
う
と

な
る
人
抱
き
て
ゐ
て
行
き
た
り
」
と
、

「
せ
う
と
な
る
人
」、

つ
ま
り
男

の
兄
か
弟
、

こ
の
場
合
は
兄
が
、
ま
る
で
少
女

を
抱

い
て
乳
母

の
と
こ
ろ

へ
連
れ
て
行

っ
て
く
れ
た
の
は
誰

で
も
よ
か

っ
た
か

の
よ
う
に
、
簡
単
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
が
、
唯

一
の
例
外

で
あ
る
。
父
親

の

孝
標
も
、
兄
も
姉
も
、
ま
た
継
母
も
、
こ
の
少
女
の
旅

の
記
憶

の
な
か
に
深
く

入
り
込
め
な
か
っ
た
。

当
時

の
こ
の
程
度

の
家
庭
で
、
乳
母
が
幼

い
者

に
対
し
て
大
き
な
心
理
的
影

響
力
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
、
わ
か
る
。
菅
原
孝
標
家
で
も
、
子
女
に
と

っ
て
、

旅
の
終
わ

っ
た
次

の
春

に
は
疫
病

で
死
ぬ
こ
と
に
な
る
こ
の
乳
母
が
、
肉
親

よ

り
も
身
近
な
、
親
し
い
存
在
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
お
か
し
く
は
な

い
。
だ
か

ら
乳
母
は
別
格
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
肉
親
は
ど
う
し
て
い
た
の
か
、
た
と
え

ぽ
遠
江

に
入

っ
た
あ
た
り
で
病

い
に
臥
す
こ
と
に
な

っ
た
少
女
に
向
か

っ
て
、

そ
の
記
憶

に
留
ま
る
ほ
ど
の
、
あ
る
い
は
後

に
書
き
た
く
な
る
ほ
ど

の
態
度
を

肉
親
は
示
さ
な
か

っ
た
の
か
、
と
い
う
類

の
疑
問
は
残
る
。

ひ
と

つ
の
解
釈
は
、
少
女
が
身

の
周
り

の
現
実

の
人
間
関
係

に
示
す
関
心
の
、

ほ
と
ん
ど
欠
如
と
言

っ
て
い
い
、
少
な
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
乳
母
に
し

て
も
、
見
舞
い
の
場
面
以
降
は
登
場
し
な

い
。
そ
し
て
、
あ
の
場
面

の
基
調
も
、

乳
母

へ
の
恋
し
さ
よ
り
は
、
病
ん
だ
彼
女

の
凄
愴
な
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

月
光

の
冷
た
さ
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
以
降
、
少
女
が
強
い
関
心
を
示
し
た
現
実

の
人
間
は
、
足
柄

山

の
麓

に
宿

っ
た

「月
も
な
く
暗
き
夜

の
、
や
み
に
ま
ど

ふ
や
う
な
る
に
」

「
い
つ
く
よ
り
と
も
な
く
出
で
來
た
」

っ
た
、
年

の
頃

は

「
五
十
ば

か
り
」
と

「
二
十
ば

か
り
」
と

「十
四
五
な
る
」
三
人

の
遊
女

の
み
で
あ

る
。
そ
の

一
人
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に
つ
い
て

「髪
い
と
長
く
、
額

い
と
よ
く
か
〉
り
て
」
と
い
う
観
察
を
少
女

は

し
て
い
る
が
、
こ
の
場
面
の
重
点
は

一
人
の
遊
女

の
美
し
さ
で
は
あ
る
ま
い
。

や
ま
な
か

三
人

の
遊
女
が

「
さ
ぼ
か
り
恐
ろ
し
げ

な
る
山
中
」
か
ら
忽
然
と
現
れ
て
は
去

っ
て
行

っ
た
、
ま
た
、
彼
女
ら
に
よ

っ
て
夜
闇

の
な
か
に
束

の
間
だ
が
幻
想
的

な
時
間
と
空
間
が
開
か
れ
た
、
そ
の
異
様
さ
で
あ
ろ
う
。

す
の
ま
た

し
ば
ら
く
後
、
美
濃

に
入

っ
て
墨
俣
を
過
ぎ
関

ケ
原
の
手
前

に
来
か
か

っ
た

よ

よ

宿
り
の
場

に
、
「遊
女
ど
も
出
で
來
て
、
夜

ひ
と
夜
、
歌
う
た
ふ
に
も
、
足
柄

な
り
し
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
あ
は
れ
に
戀
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」
と
少
女

は

思
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の

「あ

は
れ
に
戀
し
き
」
思

い
の
対
象
を
、
足

柄
山
麓

で
行
き
逢

っ
た
現
実
の
人
間
と

し
て
の
三
人
の
遊
女
と
解
す
る
の
は
間

違
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
あ
の
異
様
な
状
況

へ
の
少
女
の
心

の
傾
斜
が
問
題

に

な
る
。

乳
母
を
見
舞

っ
た
場
面
で
は
月
光
が
病
人
を
照
ら
し
出
し
、
足
柄
山
麓

の
場

面
で
は
月
明
の
な

い
闇
黒
の
な
か
か
ら
遊
女
た
ち
が
立
ち
現
れ
て
は
消
え
る
と

い
う
差
は
あ
る
が
、
そ
の
状
況
が
少
女

の
日
常
を
は
る
か
に
超
え
た
異
様
な
も

の
だ

っ
た
点
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
彼
女

の
心

に
大
き
く
作
用
し
た
点
で
は
、

こ
の
二

つ
の
場
面

に
基
本
的
な
差
は
な

い
。
そ
し
て
、

い
よ
い
よ
京
に
入
ろ
う

と
す
る
逢
坂
山
で
の
、
切
懸
を
間

に
挟

ん
で
の
仏
と
の
出
会

い
の
場
面

に
も
、

同
じ
共
通
性
が
あ
ろ
う
。

現
実

の
人
間
関
係

に
よ
り
も
、
こ
れ
ら

の
異
様
な
状
況

に
少
女

の
心
が
傾
く

な
か
で
、
物
語

の
世
界

へ
の
彼
女
の
憧
憬
も
大
き
く
変
質
し
は
じ
め
て
い
た
の

で
は
な

い
か
。
た
し
か
に
、
入
洛
後

の
彼
女
は
物
語
を
貪
り
読
む
機
会
を
得
よ

う
。
し
か
し
、
は
た
し
て
、
「あ
づ
ま
路

の
道

の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥

つ
か

た
」

の
上
総

で
継
母
や
姉

か
ら
物
語

の
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
を
聞

い
た
の
と
同
じ
心

で
、
そ
れ
ら
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

物
語
め
い
た
伝
説
が

『更
級
日
記
』
中
に
二
つ
、

か
な
り
克
明
に
書
か
れ
て

は
い
る
。
ひ
と

つ
は
竹
芝
寺
、
も
う
ひ
と

つ
は
富
士
川
で
聞

い
た
話
で
あ
る
。

だ
が
、
旅
を
重
ね
て
近
江
に
入
り
、
折
角

「
お
き
な
が
と
い
ふ
人
の
家
に
宿
り

よ

か

い
つ

か

て
、
四
五
日
あ
り
」
な
が
ら
、
そ
こ
に
伝
説
が
出

て
き

て
い
な

い
。
「
お
き
な

が
と

い
ふ
人
」
は
、
近
江
国
坂
田
郡
息
長
村

の
豪
族

で
あ
る
。
そ
の
家
柄

の
古

お
き
な
が
た
ら
し
ひ
ひ
ろ
ぬ
か
の
す
め
ら
み
こ
と

い
こ
と
は
、
舒
明
天
皇
が

「息
長
足
日
廣
額
天
皇
」
と
よ
ぼ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、

見
当
が
付
く
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
当
時
も
代
々
歴
任
し
た
郡
司
の
職
に
在

っ
た

は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
上
総
介
を
勤
め
た
菅
原
孝
標
と
交
友
関
係
に
あ

っ

て
も
お
か
し
く
な

い
し
、
四
、
五
日
の
滞
在
な
ら
、
孝
標

の
娘
が
当
家

の
主
人

か
他

の
家
人
か
ら
、
こ
の
旧
家
に
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
伝
説
な
り
物
語

な
り
を
聞

い
て
も
不
自
然
で
な

い
。

そ

の
一
事
を
も

っ
て
、
少
女
が
も
う
物
語

の
世
界

へ
の
関
心
を
失

っ
て
い
た

な
ど
と
、
私
は
主
張
し
た
い
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の

一
事
も
ま
た
、
少
女

の
憧
憬

の
変
質
を
窺
わ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
。

旅
が
少
女
の
異
界

へ
の
か
か
わ
り
を
強
め
た
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な

い
事
実

で

あ
ろ
う
。
そ
の
か
か
わ
り
を
通
じ
て
、
彼
女
は
自
分
の
心

の
な
か
の
闇

の
部
分

に
気
付
き
は
じ
め
て
い
た
。
「あ

は
れ

に
、
人
離
れ
て
、

い
つ
こ
と
も
な
く

て
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お
は
す
る
」
と
い
う
黄
昏

の
感
動
は
、
た
だ
荒
作
り

の
仏
像
の
み
に
向
け
ら
れ

た
も
の
だ

っ
た
ろ
う
か
。
自
ら
の
心

の
暗
夜

に
入

っ
て
行
く
予
感
を
、

こ
の
と

き
、
少
女
は
抱
か
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
そ
の
闇
に
分
け
入
る
こ
と
な
し
に
は
、
こ
の
現
身

の
女
性
に
救

い
は
訪
れ
ま
い
。
暗
夜
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
、
光
明
は
到
来
し
ま
い
。
少
女

の
旅

は
、
そ
の
暗
夜

へ
の
導
入
で
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

ある少女の旅
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