
御
杖自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て

山
本
和
明

　
今
般
退
任
な
さ
る
柿
谷
雄
三
先
生
の
御
蔵
書
の
調
査
を
、
先
号
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
国
文
学
科
教
員
、
助
手
で
行
な
っ
て
い
る
。
遅
々

と
し
て
一
向
に
進
ま
ず
と
い
っ
た
感
は
否
め
な
い
が
、
調
査
報
告
も
兼
ね
て
柿
谷
文
庫
中
よ
り
一
点
、
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
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一

　
柿
谷
文庫
の
特
徴
の
一
つ
に
、
福
田
美
楯
旧
蔵
書
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
美
楯
と
い
え
ば
富
士
谷
御
杖
門
下
で
、
特
に
師
説
を
　
　
　
6
1

忠
実
に
継
承
し
・
書
き
残
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
三
宅
清
氏
編
纂
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
』
（
思
文
閣
出
版
、
以
下
　
　

「
新集
」
と
称
す
）
中
に
も
、
美
楯
写
し
の
も
の
が
数
多
く
底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
幸
い
に
も
美
楯
自
筆
資
料
群
を
調
査
す
る
機

会を
得
て
、
そ
の
位
置
づ
け
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
美
楯
自
筆
資
料
の
中
で
も
、
三
〇
年
ほ
ど
前
に
美
楯
関
連
と
し
て
一
括

購
入
さ
れ
た
中
に
、
今
回
の
「
歌
道
挙
要
」
が
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
仮
綴
罫
紙
十
枚
か
ら
な
る
本
資
料
は
、
一
見
す
る
に
美
楯

の

筆と
は
異
な
る
。
周
辺
の
資
料
を
調
査
し
た
結
果
、
そ
の
書
き
ざ
ま
、
字
体
、
何
よ
り
も
見
セ
消
等
に
よ
る
文
章
訂
正
の
度
合
い
な
ど

から
、
む
し
ろ
御
杖
自
筆
と
み
な
し
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
【
写
真
参
照
】
。
全
集
に
も
既
に
翻
刻
さ
れ
る
「
歌
道
挙
要
」
で
は
あ
る
が
、

新
集
解
説
に
お
い
て
三
宅
清
氏
は
、
そ
の
文
面
に
誤
り
の
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
文
面
の
誤
り
の

多
さ
は
、
何
よ
り
も
今
回
紹
介
す
る
御
杖
自
筆
本
の
修
訂
の
多
さ
に
起
因
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
原
本

未
見
な
が
ら
も
、
現
在
確
認
で
き
る
他
の
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
略
述
し
て
お
き
た
い
。
以
下
の
三
点
を
確
認
し
得
た
。

御
杖
自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て



御
杖自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て

　
①
竹柏
園
文
庫
所
蔵
本
（
旧
合
田
文
庫
蔵
本
）

『竹柏
園
蔵
書
志
』
三
三
〇
頁
に
次
の
記
述
が
載
る
。

　
　
歌
道
挙要
　
一
冊
　
小
本

　
　

「
歌
道を
知
ら
む
に
は
、
先
づ
言
語
と
詠
歌
の
別
を
知
る
べ
し
」
と
説
き
起
し
て
、
奥
に
「
文
化
十
四
年
十
月
下
涜
　
御
杖
」
と
あ

　
　り
。
文
化
（
注
ー
文
政
の
誤
）
仲
秋
の
福
田
美
楯
の
蹟
あ
り
。
「
合
田
文
庫
」
の
印
記
あ
り
。

本
書
は
、
旧
集
（
国
民
精
神
文
化
研
究
所
『
富
士
谷
御
杖
集
』
第
三
巻
・
昭
和
十
三
年
三
月
廿
五
日
発
行
）
の
底
本
で
あ
る
。
同
集
が
佐
佐
木
信

綱

『日
本
歌
学
史
』
と
竹
柏
園
文
庫
と
を
主
要
な
資
源
と
し
て
、
御
杖
の
著
作
を
刊
行
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の

こ
と
。
本
文
の
間
違
い
が
多
く
、
た
め
に
新
集
で
は
底
本
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
原
本
未
見
、
旧
集
翻
刻
本
文
に
従
う
。

　②
高
岡
市
立
戸
出
図
書
館
本

新
集
第
四巻
（
昭
和
六
十
一
年
二
月
二
十
八
日
発
行
）
所
収
「
歌
道
挙
要
」
の
底
本
。
文
政
七
年
甲
申
仲
秋
、
美
楯
奥
書
あ
り
。
頭
注
に
「
篤
　
　
　
6
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好日
」
と
あ
る
。
篤
好
と
は
御
杖
門
人
五
十
嵐
篤
好
の
こ
と
。
原
本
未
見
ゆ
え
如
何
と
も
し
が
た
い
が
、
戸
出
図
書
館
本
が
五
十
嵐
篤
好
　
　
　
　
一

門
流関
係
の
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
図
書
で
あ
る
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
美
楯
よ
り
篤
好
が
借
覧
、
書
写
し
た
系
統
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
宅
氏
に
よ
れ
ば
「
此
本
に
も
間
違
や
脱
文
が
あ
っ
て
、
完
全
で
は
な
い
」
と
い
う
。
新
集
翻
刻
本
文
に
従
う
。

　③
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
本
（
請
求
番
号
八
一
⊥
二
五
）
　
　
　
※
国
文
学
研
究
資
料
館
紙
焼
写
真
本
に
よ
る

「甲
辰
歳
月
次
兼
題
」
と
合
綴
さ
れ
た
写
本
。
他
の
二
本
と
同
様
、
文
政
甲
申
仲
秋
の
福
田
美
楯
の
奥
書
あ
り
。
次
い
で
「
か
〉
る
ふ
み

の美
楯
方
に
あ
り
し
を
か
り
得
て
予
う
つ
し
お
く
も
の
な
り
。
弘
化
二
年
乙
巳
立
春
　
北
辺
三
世
　
祥
運
」
と
の
書
写
奥
書
あ
り
。
祥
運

と
は
御
杖
庶
子
で
、
明
治
期
『
土
佐
日
記
燈
』
な
ど
を
活
字
化
す
る
な
ど
、
御
杖
の
学
問
を
広
め
る
こ
と
に
貢
献
し
た
富
士
谷
元
広
の
こ

と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
本
書
は
元
広
門
下
の
富
成
梓
旧
蔵
書
に
し
て
、
そ
の
伝
来
明
ら
か
な
も
の
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※



　
三
点と
も
に
美
楯
奥
書
を
掲
げ
て
い
る
。
今
、
伝
来
明
ら
か
な
③
よ
り
引
用
す
る
が
、
①
②
と
も
異
同
は
少
な
い
。

　
　
故
北
辺
成
章
大
人
の
、
は
や
く
六
運
・
五
級
・
四
具
の
け
ち
め
、
さ
だ
か
に
さ
と
さ
れ
し
よ
り
、
お
ほ
み
く
に
ぶ
り
の
学
び
の
規
矩

　
　な
む
、
ま
さ
や
か
に
あ
き
ら
け
く
な
れ
り
け
る
。
し
か
は
あ
れ
ど
、
「
か
ざ
し
」
「
あ
ゆ
ひ
」
の
二
抄
の
み
ひ
ろ
ご
り
に
た
る
に
、
か

　
　
つ
く
心
う
る
人
だ
に
あ
ら
ぬ
は
、
い
と
く
う
あ
た
ら
し
と
て
、
御
杖
の
う
し
の
、
敷
し
ま
の
道
ゆ
き
ぶ
り
に
物
せ
ら
れ
て
、
和

　
　
魂
漢
才
の

友も
が
な
と
、
そ
が
要
領
に
あ
げ
ら
れ
た
る
に
な
む
。

　
　
　
　
　文
政
甲
申
仲
秋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
田
美
楯

美
楯
は
筆
ま
め
な
人
で
、
そ
の
文
章
か
ら
う
か
が
う
に
、
御
杖
没
後
の
文
政
七
年
に
「
歌
道
挙
要
」
を
閲
覧
し
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
て
い

ま
、
美
楯
奥
書
に
注
目
す
る
の
は
、
今
回
紹
介
す
る
柿
谷
文
庫
本
に
、
こ
の
奥
書
そ
の
も
の
が
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点

でも
他
三
点
と
明
確
な
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
柿
谷
文
庫
本
が
、
そ
の
字
体
、
修
訂
の
度
合
い
を
考
え
て
御
杖
自
筆
本
と
考
え
ら
れ
る
こ
　
　
　
一

と
は
先
に
述
べ
た
が
、
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
美
楯
奥
書
所
有
本
（
以
下
、
奥
書
本
系
）
と
の
関
わ
り
は
問
題
と
な
る
処
で
あ
ろ
う
。
修
訂
　
　
　
6
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の多
さ
を
考
慮
す
る
と
き
、
柿
谷
文
庫
本
を
推
敲
本
、
奥
書
本
系
を
完
成
本
と
し
て
考
え
る
の
が
順
当
に
思
え
る
の
だ
が
、
一
概
に
そ
う
　
　
　
一

片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
例え
ば
、
柿
谷
文
庫
本
冒
頭
近
く
に
、
割
注
に
て
「
た
と
ひ
さ
し
む
か
ひ
た
る
人
に
て
も
～
人
に
よ
り
、
時
に
よ
る
と
の
用
也
と
し
る

べし
」
の
一
節
が
存
在
す
る
（
本
稿
6
7
頁
3
行
目
）
。
奥
書
本
系
で
は
本
文
化
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
続
く
「
此
故
に
～
」
と
い
う
文
と
の

繋
がり
を
考
え
る
な
ら
ば
、
割
注
で
あ
る
方
が
文
意
が
通
じ
や
す
い
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
詞
づ
く
り
の
手
段
を
説
明
す
る
く
だ
り
で
は
、

柿
谷
文庫
本
（
本
稿
7
3
頁
1
2
行
目
）
は
、
補
入
・
追
記
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
以
上
み
つ
」
の
示
す
「
三
具
」
が
何
を
指
示
し

て

い
る
の
か
が
明
瞭
で
、
続
く
文
も
そ
の
三
具
に
関
す
る
逐
次
説
明
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
容
易
く
見
い
だ
せ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
奥
書
本
系
で
は
、
本
文
に
組
み
込
ま
れ
た
た
め
に
少
々
不
明
瞭
と
い
っ
た
印
象
を
与
え
る
。
総
じ
て
柿
谷
文
庫
本
が
、
当
初
の

形
態を
そ
の
ま
ま
示
し
て
い
る
こ
と
で
、
却
っ
て
論
理
構
成
が
明
ら
か
な
の
に
対
し
、
奥
書
本
系
で
は
、
補
入
箇
所
や
割
書
な
ど
を
本
文

御杖
自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て



御
杖自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て

化し
て
い
る
こ
と
で
、
文
意
が
取
り
に
く
い
箇
所
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
意
に
は
渉
ら
ぬ
ま
で
も
、
柿
谷
文
庫
本
で
見
セ
消
と
な

っ

て

いる
箇
所
が
、
奥
書
本
系
諸
本
で
共
通
し
て
イ
キ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
（
一
例
と
し
て
柿
谷
文
庫
本
で
は
「
神
典
」
を
消
し
て
「
神

書
」
と
し
て
い
る
が
、
奥
書
本
系
で
は
「
神
典
」
の
ま
ま
で
あ
る
）
。
と
す
れ
ば
、
新
出
資
料
で
あ
る
柿
谷
文
庫
本
が
、
他
な
ら
ぬ
美
楯
自
筆
資

料
群
の中
か
ら
見
い
だ
さ
れ
た
点
を
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
或
い
は
美
楯
閲
覧
「
歌
道
挙
要
」
は
、
柿
谷
文
庫
本
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と

の

想
定も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
美
楯
自
身
が
書
写
す
る
段
階
で
、
補
入
や
見
セ
消
箇
所
ま
で
も
忠
実
に
写
す
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ら
を
校
訂
し
た
本
文
を
作
成
し
、
そ
れ
に
奥
書
を
付
与
し
た
と
考
え
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
美
楯
書
写
本
が
、
一
連
の

奥書
本
系
の
祖
本
と
す
れ
ば
、
奥
書
本
系
の
も
つ
不
明
瞭
さ
の
所
以
が
、
美
楯
書
写
時
に
お
け
る
補
入
箇
所
の
本
文
化
や
見
セ
消
の
誤
認

ゆ
え
と
考
え
ら
れ
、
説
明
が
つ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
柿
谷
文
庫
本
の
推
敲
箇
所
の
多
さ
、
罫
線
と
重
な
る
所
に
記
さ
れ
た
細
字

を
見
る
と
き
、
起
こ
り
得
る
こ
と
と
云
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
で
も
柿
谷
文
庫
本
を
忠
実
に
辿
っ
て
い
く
と
き
、
そ
の
文
構
成
の
明
確
　
　
　
一

さ
は
、
奥
書
本
系
に
優
る
も
の
が
あ
り
、
よ
り
積
極
的
に
評
価
し
う
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
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　勿論
こ
の
こ
と
で
、
柿
谷
文
庫
本
を
推
敲
本
と
し
、
奥
書
本
系
を
完
成
本
の
系
統
に
あ
た
る
こ
と
を
否
定
し
き
れ
た
訳
で
は
な
い
。
両
　
　
　
一

者
の間
に
御
杖
清
書
本
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
し
、
現
に
柿
谷
文
庫
本
に
な
い
表
現
が
奥
書
本
系
に
存
在
す
る
例
も
あ

る
（
末
尾
近
く
に
「
上
世
の
人
の
歌
の
よ
み
所
、
四
具
の
け
ち
め
を
く
は
し
く
し
り
て
、
さ
て
よ
み
え
た
る
を
ぞ
い
ふ
べ
き
」
と
い
っ
た
文
が
奥
書
本

系
に
存
在
す
る
）
。
問
題
は
残
る
が
、
と
ま
れ
柿
谷
文
庫
本
に
見
い
だ
せ
る
推
敲
の
軌
跡
が
、
御
杖
の
思
索
の
過
程
を
う
か
が
う
に
重
要
な
資

料
であ
る
こ
と
は
揺
る
ぎ
な
い
事
柄
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
①
か
ら
③
の
奥
書
本
系
諸
本
が
、
書
写
段
階
で
そ
れ
ぞ
れ
に
目
移
り
や
書
き
誤

り
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
た
め
に
現
段
階
で
依
拠
す
べ
き
本
文
と
し
て
戸
出
文
庫
本
を
採
用
し
た
新
集
の
翻
刻
本
文
に
お
い
て

す
ら
、
補
訂
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
な
お
文
意
の
通
じ
な
い
箇
所
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
柿
谷
文
庫
本

の

登
場
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
本
文
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※



　
柿
谷
文
庫本
は
縦
二
四
・
五
糎
×
横
一
七
・
五
糎
、
一
面
十
三
行
書
罫
紙
十
枚
仮
綴
、
「
か
き
や
の
本
」
蔵
書
印
有
。
末
尾
に
「
文
化
十

四年
丁
丑
十
月
下
涜
」
と
あ
る
が
、
奥
書
本
系
の
よ
う
に
「
御
杖
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
成
立
時
期
も
、
文
化
十
四
年
段
階
か
ら
以

後
推
敲
が
重
ねら
れ
て
い
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず
文
化
十
四
年
以
降
と
し
て
お
く
。
「
歌
道
挙
要
」
の
内
容
だ
が
、
新

集
解
説
に
三
宅
氏
の
説
か
れ
る
処
に
尽
き
る
。
美
楯
奥
書
中
の
「
そ
が
要
領
に
あ
げ
ら
れ
た
る
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
如
く
、
本
書
は
御

杖
の
歌
道
説
の
骨
子
を
要
領
よ
く
簡
潔
に
纏
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
神
典
関
連
の
述
懐
が
少
な
い
の
は
、
一
方
で
『
神
典
挙
要
』
な

る
書
を
記
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
今
回
の

翻
刻
に

際し
て
は
、
読
み
や
す
い
本
文
を
め
ざ
し
濁
点
・
句
読
点
を
任
意
に
付
し
た
。
相
反
す
る
よ
う
だ
が
墨
消
や
見
セ
消
、

補
入を
残
し
、
ど
の
よ
う
に
修
訂
し
て
い
っ
た
か
分
か
る
よ
う
に
つ
と
め
た
。
〈
　
〉
内
は
割
書
箇
所
で
あ
る
。
上
欄
や
の
ど
に
記
さ
れ
た

も
の
で
、
そ
の
ま
ま
復
元
し
づ
ら
い
も
の
は
、
【
　
】
で
注
記
し
、
末
尾
に
一
括
し
て
掲
げ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
本
書
の

翻刻
を
お
許
し
く
だ
さ
っ
た
柿
谷
雄
三
先
生
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
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一

御
杖自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て



御
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い
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《
翻刻
》歌

道

挙

要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
ヒ
へ
だ
へ
り
ロ

　
歌
道の
犬
要
を
し
ら
む
に
は
、
ま
つ
言
語
と
詠
寄
の
別
を
し
る
べ
し
。
言
語
は
人
に
さ
し
む
か
ひ
た
る
時
の
用
也
。
詠
寄
は
こ
‖

遠
－
言
語
の
驚
ば
ぬ
時
の
用
也
。
も
．
．
言
語
詠
寄
と
も
に
、
継
わ
が
情
を
人
に
通
ず
る
歳
な
れ
ど
、
そ
の
用
、
か
く
遠
近
の
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
お
か
る
シ
ん
　
　
　
　
　
　
き
く
　
　
あ
ろ
な
ど
は
さ
し
む
か
は
ぬ
に

あ
る
也
。
〈
た
と
ひ
さ
し
む
か
ひ
た
る
人
に
て
も
、
載
壮
　
か
た
は
ら
に
ら
人
あ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
り
シ
サ
に
よ
る
と
の

‖
ひ
と
し
か
る
べ
し
。
か
〉
る
た
ぐ
ひ
は
、
猶
詠
葺
仰
用
也
と
し
る
べ
し
。
〉
此
故
に
詠
寄
も
、
も
と
言
語
に
同
じ
く
、
人
に
わ
が
情
を
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

　
　
　
　
　
に
よ
む
べ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
ら
に
い
た
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
ず
る
た
め
φ
物
『
に
、
此
京
に
な
り
て
「
古
今
集
」
を
え
ら
ば
れ
け
掛
時
、
春
夏
秋
冬
等
の
部
立
は
じ
ま
り
、
其
後
題
詠
お
こ
り
て
、
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
て
あ
そ
び

つ
ひ
に

寄
は

わ

が情
を
人
に
通
ぜ
ん
た
め
の
用
を
失
ひ
甘
、
た
ぶ
花
鳥
風
月
を
詠
ず
る
・
、
・
も
の
と
な
り
に
た
り
。
〈
賀
哀
傷
恋
旅
別
な
ど
は
、

　
　
の
　
ぶ
　
る
　
ウ

情を
逓
ー
上
古
に
同
じ
。
さ
れ
ど
猶
詞
づ
く
り
は
、
い
に
し
へ
に
た
が
ひ
に
た
り
。
く
は
し
く
は
下
に
い
ふ
べ
し
。
〉
上
古
は
、

花
鳥
風
月
を
よ
み
た
る
も
皆
、
情
を
人
に
通
ぜ
ん
に
あ
8
な
ら
じ
と
て
よ
め
る
物
に
て
、
社
目
花
鳥
風
月
の
た
め
も
も
て
遊
び
物
杜
叫

　
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ム
ノ
　
　
　
は

ー
は
あ
ら
ざ
り
し
な
り
。
し
か
る
に
、
後
世
1
は
情
を
人
に
通
ぜ
む
に
何
事
畳
か
は
迂
遠
に
も
の
に
よ
す
べ
き
と
お
ぼ
ゆ

べけ
れ
ど
、
わ
が
御
国
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言
を
重
く
す
る
事
、
神
典
に
つ
ま
び
ら
か
な
り
。
そ
の
理
、
こ
x
に
い
ひ
つ
く
す
べ

から
ね
ど
、
そ
の
大
暑
を
い
は
ぶ
、
お
ほ
よ
そ
言
は
、
わ
が
思
朴
情
の
ま
x
を
直
に
い
ふ
時
は
、
そ
の
情
す
な
は
ち
そ
の
人
に
通
ず
る
が

御
杖
自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て



御
杖
自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
　
な
　
ら
　
ざ
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
ん
に
い
か
で
か
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
お
　
ぽ
　
ゆ
　
る
　
ザ

ー
な
れ
ど
、
し
か
ら
ず
。
そ
れ
も
私
情
こ
そ
通
ず
ま
じ
け
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
は
、
直
に
昔
通
ぜ
ざ
ら
ん
方
あ
ー

な
　
が
　
ら

蕃
1
、
わ
が
為
な
る
情
は
い
ふ
も
さ
ら
な
り
、
人
の
為
を
思
ふ
情
と
て
も
通
ず
ま
じ
き
事
は
、
も
と
わ
が
為
人
の
為
を
い
は
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
お
つ
れ
ば

我
思
ふ情
と
い
ふ
情
は
、
悉
く
私
情
杜
れ
ば
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
情
も
　
　
に
　
お
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
な
ら
ざ
る
が

思
柱
『
し
か
れ
ど
も
私
な
ら
ざ
る
脅
私
⑪
麩
と
い
ふ
事
、
人
み
な
心
え
が
た
か
る
べ
し
。
こ
れ
そ
の
情
の
，
．
私
な
る
に
は
あ
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
が
ぷ
に
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
な
る

詞を
直
に
つ
く
る
ー
、
詞
を
直
に
つ
く
る
と
き
は
、
私
な
ら
ぬ
情
も
私
情
に
同
じ
く
、
人
に
通
ぜ
ざ
る
・
．
を
い
ふ
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
む
に
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り

さ
れ
ば
私
情
は
い
ふ
も
さ
ら
な
り
、
私
な
ら
ざ
る
情
と
て
も
、
詞
を
つ
ー
な
る
ま
じ
き
事
ー
。
こ
れ
わ
が
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御国
、
言
を
貴
ぶ
所
謂
な
5
也
。
さ
れ
ば
、
わ
が
情
に
詞
を
つ
甘
る
事
、
い
か
に
心
日
れ
ば
私
、
非
私
を
い
は
ず
、
わ
が
情
、
人
に
通
ず
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
　
　
　
ガ

べき
ぞ
と
い
ふ
に
、
神
武
紀
に
「
以
誠
歌
倒
語
掃
蕩
妖
気
倒
語
之
用
始
起
乎
弦
」
と
あ
る
。
　
畳
わ
が
国
、
言
の
つ
け
ざ
ま
を
さ
と
さ
れ

　
　
　
　
な
る
せ

た
る
濫
膓
H
甘
。
こ
の
「
倒
語
」
と
い
ふ
事
、
倒
と
は
、
た
と
は
s
ゆ
く
を
ゆ
か
ず
と
い
ひ
、
見
る
を
見
ず
と
い
ふ
、
こ
れ
な
り
。
さ
れ

　
ら

ど
驚
潮
あ
蹴
も
ふ
所
を
い
は
ず
し
て
思
は
ぬ
所
に
詞
を
つ
く
る
、
こ
れ
継
駄
誕
賢
　
喫
つ
べ
し
。
．
ロ
け
ゆ
ゑ
に
古
人
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
ば

の

思
ふ
情を
ば
直
に
い
は
ず
し
て
、
思
は
ぬ
花
鳥
風
月
の
う
へ
に
詞
を
つ
け
ら
れ
た
る
も
の
な
り
。
け
り
詞
の
う
へ
は
た
ゴ
花
鳥
風
月
に

し
て
、
そ
の
情
を
よ
せ
た
る
も
の
と
は
さ
ら
に
み
え
ざ
る
が
故
に
、
後
世
の
題
詠
の
ご
と
く
よ
め
る
物
ぞ
と
心
え
、
古
今
集
牡
四
季
等
の

　
　
に
て
い
よ
く

部
立

ー
つ
ひ
に
題
詠
さ
か
り
に
な
り
甘
、
よ
せ
た
る
情
あ
り
と
も
し
ら
ず
、
た
ぶ
そ
の
思
は
ざ
る
花
鳥
風
月
を
ば
、
か



か　
く
　
倒
　
語
　
す
　
る
　
事

へり
て
主
の
ご
と
く
心
う
る
事
と
な
り
は
て
に
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
心
　
、

…　
、
。
　
　
　
　
　
　
．
　
　
た
と
は
オ
人
の
も
た
る
物
を
ひ
そ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
に
く
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
む
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
を
　
　
　
　
　
　
り
と
て

に
取
る
時
は
楡
盗
と
』
、
強
て
乞
ひ
取
る
時
は
多
欲
と
‖
、
そ
の
物
を
ば
そ
の
人
の
心
か
ら
贈
ら
ん
に
碁
得
た
基
嚢
楡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
ま
じ
き

盗多
欲
と
名
つ
く
る
事
な
き
が
ご
と
く
、
そ
の
物
を
得
た
る
所
は
同
じ
く
し
て
楡
盗
多
欲
に
お
つ
る
と
お
ち
ざ
る
と
の
別
、
た
ゾ
そ
の
人

　
　
よ
り
　
る
と
　
よ
り
ぱ
ら
ぬ

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所を
す
る
と
に
あ
る
を
思
ふ
べ
し
。
さ
れ
ば
、
詞
を
わ
が
思
は
ぬ
所
へ
つ
く
る
事
、
あ
る
ひ
は
不
實
の

　
　
　
や
う
に
　
　
　
　
　
　
　
ひ

わ
ざ
の
‖
思
ー
、
或
は
謎
々
の
や
う
に
思
ふ
人
も
あ
る
べ
け
れ
ど
、
さ
ら
に
く
さ
る
わ
ざ
に
あ
ら
ず
。
た
と
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
む
よ
り
お
こ
ら

い
さ
㌔
か
も
私
な
き
事
と
て
も
、
人
の
ゆ
量
ぬ
所
を
詞
と
す
る
時
は
、
猶
私
に
お
つ
る
事
、
彼
楡
盗
多
欲
の
た
と
へ
の
ご
と
く
な
れ
ば
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

也
。
こ
の
故
に
、
思
は
ぬ
所
を
詞
と
す
る
時
は
、
き
く
人
そ
の
心
も
て
察
し
て
、
わ
が
恩
軽
所
に
お
も
ひ
い
た
る
べ
し
。
し
か
る
時
は
そ
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
也
　
か
　
し

け
た
る
法
、
く
さ
ぐ
に
し
て
か
ぞ
へ
つ
く
す
べ
か
ら
ね
ど
、
そ
の
ひ
と
つ
ふ
た
つ
を
い
は
ゴ
、
旅
に
し
て
家
の
妹
を
思
ふ
心
を
よ
ま
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
を
た
が
ふ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
　

と
て
は
、
衣
な
れ
や
ぶ
る
れ
ど
も
と
き
あ
ら
ふ
人
な
る
を
わ
び
、
ー
人
を
う
ら
み
む
と
す
る
に
、
人
を
ふ
か
く
た
の

　
　
　
　
　
の
は
か
な
き
く
　
　
　
　
　
　
ニ

み
し
わ
が
心
○
を
も
ど
き
な
ど
の
如
し
。
こ
の
倒
語
に
並
様
あ
り
。
一
は
比
喩
な
り
。
比
喩
と
は
、
た
と
へ
ば
花
の
ち
る
を
も
て
無
常
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
そ
ら
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
は
ゴ

思
は
せ
、
松
の
と
き
は
な
る
を
い
ひ
て
人
の
寿
を
さ
と
甘
・
る
、
こ
れ
也
。
二
は
比
喩
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
直
菩
な
昼
柚
日
こ
れ
也
。
杜
れ

　
　
　
　
ま
ほ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ほ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
　
　
　
　
　
　
　

ぱ
妹
を
見
8
と
い
ふ
を
ば
、
妹
が
家
を
み
』
と
よ
み
、
人
の
贈
り
も
の
を
謝
す
る
に
、
そ
の
物
の
無
類
な
る
を
よ
む
類
○
也
。
此
中

御
杖自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て



御
杖自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て

と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
へ
に
い
へ
る
が
ご
と
し
ロ
　
　
　
　
も
よ
り
　
ひ
の
さ
ま
に
も

倒を
い
ふ
二
種
あ
る
也
。
こ
れ
が
事
が
ら
に
○
よ
る
事
な
り
。
こ
の
二
様
の
う
ち
、
比
喩
は
よ
み
や
す
く
、
そ
ら
す
は
よ
み
が
た
き
も
の

　
　
　
ぷ
に
そ
ら
す
ガ
を
　
　
の
い
た
り
と
は
す
べ
き
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
て
ざ
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
い
は
ゆ
る

也
。
　
し
か
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
た
事
が
ら
、
時
宜
に
よ
る
べ
き
事
也
こ
の
二
様
を
お
し
こ
め
て
倒
語
と
い
ふ
。
こ
れ
即
○
誠
寄
な
り
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
せ
に
て
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ぽ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ

の

倒
語
の事
、
よ
に
か
く
れ
て
千
鯨
年
な
れ
ば
○
い
と
難
き
わ
ざ
の
ご
と
く
思
鼻
べ
け
れ
ど
、
し
か
ら
ず
。
／
日
今
寄
一
首
よ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
え
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
　
の

む
と
す
る
に
、
か
う
く
の
す
ぢ
を
よ
ま
む
と
思
ふ
そ
の
情
は
、
詞
の
○
な
き
所
也
。
さ
て
、
そ
の
〇
一
筋
よ
り
外
は
、
宇
宙
の
う
ち
の

あ
ら
ゆ
る
　
　
　

わ

が

　
を
な
す
べ
き
れ
う
せ

物事
詞
は
悉
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
此
故
に
、
直
に
て
詞
を
も
と
む
れ
ば
、
も
と
よ
り
詞
の
な
き
所
な
る
が
故
に
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

ばく
、
そ
の
直
を
の
ぞ
き
て
そ
の
鹸
を
も
と
む
れ
ば
、
廣
大
に
○
て
は
か
り
な
き
也
。
か
x
る
廣
狭
あ
り
と
も
し
ら
ず
、
後
世
、
人
は
直
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

言
を
ば
実
情
を
の
ぶ
る
な
ど
心
え
て
、
ひ
た
す
ら
直
に
詞
を
つ
け
む
と
す
る
が
故
に
、
い
と
苦
し
く
か
ら
く
し
て
、
詞
を
○
え
て
も
稚
く
　
　
　
一

こ
ち
く
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
る
　
も
と
む
る
　

拙
き
は
も
と
よ
り
詞
の
な
き
所
を
し
ひ
て
つ
く
る
が
故
也
。
直
を
除
き
て
詞
を
ー
廣
き
が
故
に
く
る
し
き
事
な
く
、
し
か
も

　
　
　
　
　
の
ご
と
く
な
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
の
み
な
ら
ず

変
化自
在
意
の
ー
べ
き
也
。
か
ば
か
り
の
た
が
ひ
め
あ
る
事
、
よ
み
し
り
て
後
ぞ
思
ひ
う
べ
き
○
こ
の
直
を
除
き
た
る
詞
に
は
、
こ

と
ρ
＼
く
神
や
ど
り
給
ひ
て
、
そ
の
い
は
ざ
る
所
の
わ
が
情
を
た
す
け
給
ひ
、
人
に
通
じ
さ
き
は
ひ
給
ふ
そ
の
詞
を
つ
か
さ
ど
り
給
ふ
神

を
ば
、
言
霊
と
は
い
ふ
也
。
直
言
に
は
此
言
霊
な
し
と
し
る
べ
し
。
言
霊
な
し
と
い
う
所
謂
は
、
わ
が
思
ふ
情
の
ま
x
を
直
に
い
ふ
は
、

　
　
　
を
た
の
む
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
が
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ね
ば
せ

わ

が
力
　
　
　
　
　
　
　
　
、
．
　
　
す
る
わ
ざ
な
れ
ば
、
神
の
御
心
あ
は
れ
み
給
ー
は
也
。
た
と
は
ゴ
才
暑
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑
注
2
一
　
　
　
　
　
　
　
人
丸

る
人
は
、
か
た
は
ら
よ
り
た
す
く
る
も
の
な
き
が
如
し
と
し
る
べ
し
。
万
葉
集
第
十
三
へ
し
き
し
ま
の
や
ま
と
の
国
は
云
々
同
集
巻
五
に



ぽ　

へ

神
世よ
り
い
ひ
つ
て
け
ら
く
云
々
続
日
本
後
紀
の
寄
に
へ
言
た
ま
の
ま
さ
き
国
と
そ
云
々
な
ど
み
え
た
る
、
こ
れ
也
。
こ
の
巻
五
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
の
ま
へ
に
み
た
り
　
た
り

憶良
ぬ
し
が
う
た
に
へ
今
の
よ
の
人
も
ご
と
ご
と
○
云
々
と
よ
ま
れ
け
る
を
み
れ
ば
、
そ
の
世
ま
で
は
此
言
霊
の
道
、
よ
に
人
も
し
れ
り

し
事
明
ら
か
也
。
此
京
に
な
り
て
、
や
う
く
此
道
か
く
れ
ゆ
き
け
れ
ど
、
貞
観
の
比
ま
で
は
、
そ
の
な
ご
り
あ
り
き
と
お
ぼ
し
き
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
て

返
々

古
今集
の
部
立
よ
り
、
四
時
の
景
物
ど
も
、
も
と
誠
諭
の
為
の
も
の
と
も
し
ら
ず
な
り
て
、
つ
ひ
に
題
詠
に
お
ち
い
れ
り
く
詩
の
詠

物
の
ご
と
し
V
、
叫
か
8
寄
の
巧
拙
を
論
ず
る
事
、
よ
に
さ
か
り
に
な
れ
り
。
さ
れ
ば
、
所
詮
は
後
世
の
寄
の
よ
み
ざ
ま
は
、
寄
合
の
弊
な

る
事
明
ら
か
也
。
寛
平
寄
合
な
ど
は
、
後
世
の
寄
合
の
ご
と
く
左
右
を
わ
か
ち
、
判
者
こ
れ
を
判
じ
て
勝
負
を
な
す
こ
と
は
な
く
て
、
絵

合
・
根
合
な
ど
の
た
ぐ
ひ
に
て
、
た
ぶ
寄
ど
も
を
あ
つ
め
ら
れ
し
も
の
な
り
し
に
、
天
徳
寄
合
に
は
じ
め
て
左
右
に
わ
か
ち
て
勝
負
を
た
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
ら
れ
た
り
。
こ
れ
後
め
幕
合
φ
祖
也
m
日
そ
れ
よ
り
そ
の
き
そ
ひ
さ
か
り
に
成
甘
、
つ
ひ
に
猫
鈷
鎌
首
に
い
た
れ
り
。
此
故
に
判
者
に
難
　
　
　
　
一

　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の

り
或
は
さ
し
置
な
ど
、
え
も
い
は
ぬ
ひ
が
心
え
ど
も
よ
に
は
び
こ
れ
り
。
さ
れ
ば
、
詠
寄
の
教
な
ど
い
ふ
○
も
ま
こ
と
に
寄
道
の
本
い
に

はあ
ら
で
、
み
な
よ
〉
の
判
者
の
詞
を
の
り
と
す
。
げ
に
判
者
は
、
そ
の
よ
〉
に
宗
た
る
人
々
な
れ
ば
、
信
受
す
る
も
こ
と
わ
り
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
ま
し
き
ザ
　

寄
道
の本
意
こ
そ
あ
れ
、
寄
合
の
よ
み
か
た
ど
も
を
、
大
か
た
寄
道
の
教
の
や
う
に
心
え
た
る
は
、
ー
。
か
〉
る
さ
ま
に
成
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
た

た
る
そ
の
お
こ
り
を
た
つ
ぬ
る
に
、
倒
語
の
を
し
へ
を
う
し
な
ひ
て
、
題
詠
』
く
み
を
あ
ら
そ
ふ
こ
と
x
な
れ
る
が
故
也
。
も
と
寄
一

首
の
心
よ
り
な
り
出
る
こ
と
を
い
は
ぶ
、
ま
つ
第
一
に
情
、
第
二
に
詞
づ
く
り
、
第
三
に
寄
と
な
る
次
序
也
。
題
は
悉
こ
の
詞
づ
く
り
の

御
杖自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て



御
杖自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て

う
ち
に
あ
る
物
な
る
が
故
に
、
ま
つ
題
を
え
て
寄
よ
む
は
、
第
二
・
第
一
・
第
三
と
次
序
す
る
也
。
か
く
本
然
の
次
序
に
叶
は
ぬ
わ
ざ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
ざ
　

れば
、
題
を
え
て
の
ち
寄
よ
ま
む
は
、
理
に
そ
む
け
・
り
。
さ
れ
ば
予
が
門
生
、
無
題
の
寄
を
よ
み
な
ら
は
し
試
る
に
、
此
次
序
正
し
き
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
ぷ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

る
し
に
は
、
曲
‖
掛
有
題
の
う
た
よ
り
は
そ
の
詞
づ
く
り
抜
群
に
し
て
、
す
x
み
も
い
と
快
し
。
1
題
詠
は
○
よ
む
ま
じ
き
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
れ
ど
も
、
今
の
世
と
成
て
は
、
寄
と
だ
に
い
へ
ば
題
を
構
て
よ
む
な
ら
ひ
と
な
り
に
た
れ
ば
、
一
概
に
も
い
ひ
が
た
け
れ
ば
、
題
詠
も

す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

輿
む
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
、
か
の
第
二
・
第
一
・
第
三
と
み
だ
れ
た
る
次
序
を
ば
・
仲
た
は
ず
、
し
ひ
て
心
も
て
第
一
・
第
二
・
第
三
と
つ

　
　
　
　
　
　
し
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

た
ひ
て
よ
む
べ
き
也
－
題
を
え
た
る
に
、
ま
つ
そ
の
題
杜
え
ぬ
心
に
な
り
て
、
さ
て
わ
が
情
を
主
と
た
て
、
そ
の
倒
語
の
た
め
に

か
のえ
た
る
題
を
用
ひ
て
よ
む
べ
き
也
。
親
属
朋
友
な
ど
、
つ
ね
に
交
は
る
う
ち
に
は
、
さ
ま
声
＼
い
は
ま
ほ
し
き
情
は
お
こ
る
物
な
れ
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
・
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
亦
　
　
　
　
7

ば
、
そ
れ
を
ば
寄
に
よ
む
べ
き
事
也
れ
ど
、
さ
の
み
に
て
は
方
角
な
き
や
う
に
も
あ
る
べ
け
れ
ば
、
題
を
え
て
廿
2
は
よ
み
な
ら
ふ
林
　
　
　
　
一

し
か
る
べ
き
な
り

U
。
た
ぶ
か
の
次
序
の
順
逆
を
よ
く
心
得
な
ば
、
題
に
て
よ
む
と
も
難
な
か
る
べ
け
れ
ど
、
ま
へ
に
い
へ
る
が
如
く
、
宇
宙
の
う
ち
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
い
ぶ
せ
き
な
る
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ね

の
用
に
て
、
そ
の
詞
づ
く
り
の
や
う
は
、
わ
が
情
を
わ
れ
よ
り
こ
と
わ
ら
ず
し
て
、
き
く
人
よ
り
察
す
べ
き
事
を
註
と
心
う
る
よ
り
外
な

き
エ
ロ

叫
。
か
く
心
う
る
時
は
、
言
に
お
の
つ
か
ら
霊
あ
り
て
、
そ
の
霊
お
の
つ
か
ら
わ
が
情
を
た
す
け
て
、
人
の
心
に
通
徹
せ
し
め
給
ふ
也
と

し
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
お
ほ
よ
そ
寄
と
な
る
情
は
、
古
人
も
今
人
も
賢
者
も
愚
者
も
た
が
ふ
事
な
き
も
の
也
。
そ
の
情
に
詞
を
つ
く
る
に
及
び
て
、
止
t
下



¶
賢
者
愚
者
も
わ
か
れ
、
古
人
と
後
世
の
別
も
み
ゆ
る
所
也
。
よ
に
趣
向
と
と
な
ふ
る
も
の
は
、
題
を
え
て
そ
の
題
の
意
を
さ
ま
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
と
い
ふ
は
　
　
　

わ

が

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　な
　
と
　

と
り
な
す
を
云
。
こ
れ
趣
向
｜
、
も
と
椅
φ
情
を
は
人
の
察
す
べ
き
詞
を
も
と
む
る
○
な
り
。
同
じ
や
う
な
る
事
な
が
ら
○
趣

を
つ
く
る
と
は
た
が
ひ
め
あ
り
む
そ
の
　
は

向
と
心
え
て
は
、
此
道
の
為
に
そ
む
く
所
出
来
べ
き
也
〈
そ
む
く
と
は
、
も
と
題
を
と
り
な
す
を
趣
向
と
い
へ
ば
也
〉
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、

詞を
宇
宙
に
も
と
む
る
心
と
は
、
心
ち
も
い
た
く
た
が
ふ
事
也
。
か
く
詞
を
も
と
め
壮
牡
、
そ
の
詞
づ
く
り
を
す
る
に
心
え
あ
り
。
万
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
は
ら
の
み
つ
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
こ
れ
も
　
　
の
ぼ
　
　

集巻
＃
十
三
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
の
国
は
神
な
が
ら
言
挙
せ
ぬ
国
云
々
〈
○
猶
‖
多
け
れ
ど
暑
す
〉
。
こ
の
心
は
、
人
萱
諦
¶

　
　
　
　
　
だ
に
　
　
　
　
　
　
　
一
言
語
の
用
を
か
ら
で
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
也
と
の
心
に
て

れ
誓
神
道
に
し
た
が
へ
ば
○
お
の
つ
か
ら
蕃
情
通
ず
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

神
‖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御

。

　
　
　
　　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
わ
が
国
の
風
俗
な
る
也
。
さ
れ
ど
事
が
ら
に
よ
り
時
に
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
れ
ば
、
や
む
こ
と
を
え
ず
言
を
出
さ
む
に
　
甘
8
も
と
言
挙
せ
ぬ
を
本
と
心
え
け
れ
ば
、
7

よ
り
て
は
、
い
は
で
叶
は
ぬ
時
必
あ
る
も
の
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ざ
る
や
う

廿
わ
ー
国
の
て
ぶ
り
に
そ
む
［
ば
、
い
か
に
も
く
言
す
く
な
に
、
す
こ
し
理
た
ら
ぬ
や
う
に
詞
を
つ
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ば
せ
む
さ

べき
也
。
後
世
「
寄
は
を
さ
な
く
よ
む
べ
し
」
と
い
ふ
教
あ
る
も
此
ゆ
ゑ
也
。
こ
れ
ひ
と
へ
に
人
の
○
察
せ
ん
こ
と
を
む
ね
と
す
‖

れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
　
　

廿
ー
理
過
ざ
ら
ん
や
う
此
、
言
す
く
な
に
詞
を
つ
く
ら
ん
に
、
さ
ま
ぐ
の
道
具
あ
り
。
い
は
ゆ
る
＼
よ
せ
〈
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
あ
の
う
へ
に
つ
く
あ
　
　
　
　
ハ
　
の
　
に
つ
く
あ
　
　

寄
な
り
〉
＼
う
ち
よ
せ
〈
序
寄
の
み
じ
か
き
也
〉
＼
冠
詞
〈
ま
く
ら
詞
な
り
〉
＼
脚
結
く
て
に
を
は
な
り
。
亡
父
、
以
上
み
つ
を
三
具
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
も
あ
ら
ず
　
い
は
ん
　
の
な
き
に
も
　
の
ヨ
を
い
ふ
に
も
あ
ら
ず
む

い

へり
V
な
ど
、
こ
れ
也
。
よ
せ
寄
は
、
後
世
管
た
だ
詞
の
い
う
な
ら
ん
や
う
に
よ
む
わ
ざ
　
　
　
　
…
　
　
　
、

い

ふ

べき
事
は
あ
れ
ど
、
理
す
ぐ
ぺ
け
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ら
　
ぬ

ー
人
の
心
に
ゆ
づ
ら
む
が
た
め
に
、
わ
ざ
と
本
句
〈
上
句
な
り
〉
を
ば
無
意
φ
物
を
お
く
也
。
う
ち
よ

御
杖
自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て



御
杖自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
を
　
ら
す
る
せ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い

ひ

よ
せ
寄
に
同
じ
。
冠
詞
は
、
う
ち
よ
せ
に
ひ
と
し
○
さ
れ
ど
う
ち
よ
せ
は
、
無
益
φ
詞
壮
！
比
す
べ
き
物
を
お
く
を
去
ぺ
冠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
せ
　
う
ち
よ
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
お
く
　
　
　
　
あ

は
、
た
ぶ
秀
句
の
や
う
に
い
ひ
か
く
る
を
云
ふ
が
た
が
へ
り
。
心
得
も
尚
揖
朴
に
同
じ
く
、
そ
こ
に
‖
べ
き
‖
は
あ
り
な
が
ら
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
て
　
　
　
　
　
　
お
　
こ
　
り
　
て

と
わ
り
す
ぎ
む
こ
と
を
思
ひ
て
、
わ
ざ
と
無
益
の
も
の
を
お
く
也
。
こ
れ
ら
の
詞
、
皆
言
挙
せ
ぬ
国
○
ぶ
り
よ
り
め
事
‖
、
わ
れ
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
　

理す
ぎ
ん
こ
と
を
い
む
が
故
の
法
な
る
也
。
調
の
み
や
び
の
た
め
の
や
う
に
心
え
来
れ
る
は
、
も
と
冒
よ
む
べ
き
道
を
く
は
し
く
せ
甘

ぬ

1
也
が
故
ぞ
か
し
。
さ
れ
ば
、
そ
の
寄
に
無
益
な
る
詞
を
お
く
が
本
意
な
る
を
、
後
世
に
至
り
て
は
末
句
〈
下
句
也
＞
4
よ
せ
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ひ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　

　　
ロ
　
ヨ
　

て

は
と
て
、
そ
の
冠
詞
の
よ
せ
を
ば
末
に
W
お
く
な
ど
碁
、
い
と
浅
ま
し
き
わ
ざ
也
。
脚
結
ほ
調
め
ー
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
お
ほ
か
た
寄
よ
む
に
物
の
名
は
変
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
　
　
カ
つ
き
て

化な
き
も
の
な
る
が
故
に
、
己
達
も
初
学
も
、
用
る
所
に
巧
拙
○
な
し
。
た
だ
三
具
は
、
よ
み
人
の
朽
拙
に
よ
る
物
也
。
5
中
に
○
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
に
脚
結
は
＃
且
⑪
鹿
な
る
ま
じ
き
事
に
て
、
寄
一
首
の
意
は
、
た
ぶ
脚
結
の
意
な
る
也
〈
物
名
は
死
物
也
。
脚
結
は
活
物
な
り
〉
。
し

か
の
みな
ら
ず
心
う
べ
き
事
は
、
す
べ
て
両
端
を
い
は
ざ
れ
ば
そ
の
理
尽
ざ
る
を
、
片
方
畳
ば
か
り
を
い
ひ
て
両
端
を
し
ら
す
る
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ん
　
　
　
た
シ
ざ
る
べ

脚結
の
専
要
也
。
こ
れ
又
か
の
言
挙
せ
ぬ
御
国
ぶ
り
に
よ
る
事
に
て
○
片
方
を
○
い
は
む
は
理
す
ぎ
、
し
か
り
と
て
い
は
ざ
れ
は
理
な
け

れば
、
脚
結
も
て
、
そ
の
い
は
ざ
る
片
方
を
思
は
す
る
也
。
た
と
は
ぶ
、
＼
入
江
の
葦
は
か
れ
ぬ
と
い
ふ
は
、
池
な
ど
の
葦
は
い
ま
だ
か

れざ
る
に
と
い
ふ
べ
き
を
い
は
ず
し
て
、
「
の
」
「
は
」
「
ぬ
」
に
て
、
そ
こ
を
思
は
せ
、
又
＼
我
こ
そ
物
お
も
へ
と
い
ふ
は
、
人
は
も
の
も



思
は

でを
る
に
と
い
ふ
べ
き
を
い
は
ず
し
て
、
「
こ
そ
」
に
て
思
は
す
る
が
ご
と
し
。
さ
れ
ば
お
の
れ
寄
よ
ま
む
に
、
脚
結
は
こ
と
に
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
　
ぶ

用

ふ

べき
事
い
ふ
も
更
特
、
古
寄
・
古
文
を
と
か
む
に
も
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
せ
ず
し
て
は
古
人
・
の
意
を
う
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
ら
み
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
か
　
　
　
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ぞ
ふ
べ
か
ら
ね

詞
づく
り
の
た
め
に
古
来
心
を
も
ち
ひ
昼
れ
し
法
ど
も
也
。
く
は
し
く
い
は
ゴ
猶
か
〉
る
手
段
多
け
れ
ど
、
今
は
そ
の
大
様
を
い
ふ
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と

○
近
頃
め
¶
み
先
達
、
寄
の
す
が
た
の
事
を
い
は
れ
た
る
事
○
ね
も
ご
ろ
也
。
近
比
も
、
「
し
ら
べ
」
な
ど
‡
事
よ
に
い
ひ
は
や
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
に

寄
は句
調
を
む
ね
と
す
る
や
う
に
心
え
た
る
人
多
し
。
○
句
調
も
よ
き
に
し
か
ざ
る
事
な
が
ら
、
古
書
に
句
調
の
事
を
む
ね
と
い
へ
る
も

のを
見
ず
。
み
な
そ
の
論
、
中
昔
よ
り
末
の
事
也
。
此
句
調
の
事
、
詞
の
う
は
べ
に
て
な
す
事
と
心
う
る
は
諜
也
ぽ
近
き
が
如
く
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ら
し

と
ほ
き
事
也
。
い
か
に
と
い
ふ
に
、
今
わ
が
い
へ
る
が
ご
と
く
、
詞
は
大
か
た
わ
が
情
を
』
て
つ
く
る
を
諦
φ
い
た
り
と
す
。
し
か
れ
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
そ
ら
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
必
わ
が
情
物
な
る
を
、
い
く
た
び
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

7

ど
も
、
そ
の
貫
に
遠
近
あ
り
。
は
じ
め
お
も
ひ
よ
れ
る
詞
め
近
き
は
蛙
案
ず
れ
ば
次
第
に
と
ほ
く
な
る
も
の
也
。
そ
こ
を
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

案じ
ぬ
き
て
、
い
か
に
も
遠
き
所
に
思
ひ
○
た
る
○
を
8
と
す
べ
し
。
こ
の
遠
近
の
別
、
遠
き
を
よ
し
と
す
べ
昌
は
。
と
い
ふ
は
近
き

は
猶
わ
れ
と
わ
が
情
を
こ
と
わ
る
に
ひ
と
し
け
れ
ば
也
。
遠
き
は
、
人
の
心
に
ゆ
つ
る
心
い
よ
く
切
な
れ
ば
也
。
さ
れ
ば
、
人
の
心
に

づ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
れ
　
ば

ゆ
る
心
切
な
る
故
に
、
言
霊
の
た
す
け
給
ふ
力
つ
よ
き
に
よ
り
て
、
人
心
に
通
徹
す
る
所
、
か
へ
り
て
近
か
る
べ
き
が
故
也
。
か
く
詞
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
ほ
　
に

い
た
り
を
き
は
め
む
に
、
寄
と
な
り
て
後
、
句
調
の
あ
し
か
る
べ
き
理
は
な
き
事
也
。
こ
の
理
を
弁
へ
ず
、
詞
の
条
理
ー
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

て
、
み
だ
り
に
詞
の
う
へ
に
て
調
を
よ
く
せ
む
と
す
る
は
、
影
を
ば
月
な
り
と
い
は
む
が
ご
と
く
な
る
べ
し
。
奈
良
以
上
の
人
の
寄
の
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
は
　
　
　
め
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
り

よ
き
は
、
み
な
詞
の
条
理
を
仲
』
b
れ
た
る
所
よ
り
、
お
の
つ
か
ら
な
れ
る
調
に
て
、
さ
ら
に
う
は
べ
に
て
調
畳
と
x
の
へ
た
る
も
の

御
杖自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て



御
杖自
筆
「
歌
道
挙
要
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
筋

と
せ
ん
か
く
せ
ん
と
思
ふ
暮
は
皆
自
然
に
成
ら
む
こ
と
を
む
ね
と
す
る
が
故
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ひ
あ
は
す

給は
ず
し
て
、
た
だ
お
の
つ
か
ら
孝
悌
忠
信
と
な
り
ぬ
べ
き
こ
と
を
〉
し
へ
給
へ
る
に
、
U
掛
べ
し
。
さ
れ
ば
、
ま
つ
倒
語
を
も
と
め
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
し
ホ
み
　
　
　
　
　
　
　
は

て後
、
猶
い
く
た
び
も
案
じ
て
、
い
か
に
も
○
思
ひ
え
た
ら
ん
詞
の
調
お
の
つ
か
ら
よ
き
こ
と
は
、
詞
の
条
理
を
ー
て
後
甘

葛
『
n
思
ひ
し
ら
る
べ
き
。

　
　
　
　
　
　
パ
な
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ら

　寄
の
体
の
事
◇
上
古
よ
り
や
う
く
う
つ
れ
る
事
、
亡
父
が
六
運
の
説
に
し
る
べ
し
。
ー
、
◆
上
甘
の
詞
は
茸
と
ほ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぽ‖

な
り
ぬ
れ
ば
、
ま
し
て
上
古
の
詞
は
、
わ
が
国
の
詞
と
も
お
ぼ
え
ぬ
ま
で
な
り
‖
∬
、
此
故
に
、
今
世
の
人
上
古
の
体
を
よ
め
ば
、
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

葉
体な
ど
と
な
へ
、
中
昔
の
姿
を
ま
な
べ
ば
ー
な
ど
い
ふ
事
と
な
り
ぬ
。
し
か
い
ふ
も
こ
と
わ
り
、
み
な
た
ゴ
そ
の
う
は
べ
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
ま
ね
び
ー
物
な
れ
ば
也
。
上
世
の
体
は
、
上
世
の
人
の
葺
の
よ
み
所
、
中
昔
に
た
が
ひ
た
る
が
故
に
○
上
古
の
体
廿
杜
4
　
　
　
一

　
　
　
　
以
来
み
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
い
　
ふ
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
は
し
く

　
さ
て
よ
み
た
る
寄
を
ぞ
い
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
　
り

て後
揖
む
べ
き
事
也
。
中
昔
す
ら
、
は
や
上
古
の
詞
の
つ
け
ざ
ま
を
う
し
な
ひ
ゆ
き
て
、
後
世
の
幕
の
端
を
お
こ
せ
り
。
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
　
　
　
　
　
か
く

．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…　
　
　
　
　

詞
の

つ
‖
ざ
ま
　
時
勢
に

し
た
が
ひ
て
う
つ
れ
る
物
な
れ
ば
、
1
骨
軸
ふ
る
き
詞
を
用
ひ
ん
は
、
今
の
時
勢
に
そ
む
け
り
と
の
み
、
大
か
た
に
心
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

人多
し
。
詞
の
つ
け
ざ
ま
の
よ
か
ら
む
○
は
、
後
世
の
詞
と
て
も
用
ふ
べ
し
。
上
古
の
詞
と
て
も
朴
む
べ
き
ー
事
也
。
△
詞
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
め

条
理
を
ふ
か
く
も
と
め
入
る
時
は
、
上
古
は
そ
の
事
に
切
な
り
し
世
な
り
し
か
ば
、
詞
も
お
の
つ
か
ら
倒
語
に
切
な
り
。
中
昔
よ
り
や
う



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
し

く
直
に
ち
か
く
詞
を
つ
く
る
事
と
な
り
た
れ
ば
、
詞
も
お
の
つ
か
ら
直
i
、
い
か
に
時
勢
な
れ
ば
と
て
、
詞
の
道
に
そ
む
か

む

詞を
用
ひ
ん
や
は
。
詞
の
道
に
そ
む
く
と
時
勢
に
そ
む
く
と
、
い
つ
れ
が
罪
の
重
か
る
べ
き
。
此
能
々
思
ふ
べ
き
事
也
。
此
故
に
、
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ

は
新
古
を
論
ず
べ
か
ら
ず
。
た
ぶ
詞
の
条
理
を
つ
く
し
、
い
か
に
も
直
に
遠
ざ
か
り
た
ら
ん
詞
づ
く
り
な
ら
ん
を
、
寄
の
い
た
り
と
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

ふ

べき
。
‖
新
古
体
の
議
論
○
紛
々
た
れ
ど
も
、
概
す
る
に
た
ぶ
○
外
体
の
論
に
て
、
‖
詞
の
道
を
も
て
論
ず
る
に
あ
ら
ね
ば
、

　
　
　
　
　
ひ
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

畢寛
お
の
が
＃
抑
み
に
し
た
が
ふ
に
て
、
私
な
量
編
に
は
あ
ら
ざ
る
也
。
予
み
つ
か
ら
の
寄
を
よ
む
も
、
人
を
導
く
も
、
予
が
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
し
。
い
さ
〉
か
も
私
あ
ら
じ
と
て

む

所
ひ

が
む

所
に落
　
．
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
か
ゴ
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
　
　
　
　
　

上古
よ
り
こ
の
か
た
、
古
人
の
詞
を
つ
け
ら
れ
た
る
す
ぢ
を
た
つ
ね
て
、
倒
語
の
道
を
恩
ひ
・
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に
詞
を
つ
か
じ
す
る
に
7

胤
た
り
し
か
ば
、
年
比
こ
の
側
藷
W
仰
道
を
と
き
、
お
の
れ
も
力
こ
そ
た
ら
ね
、
い
か
で
直
｝
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

び
‖
、
千
歳
あ
ま
り
、
よ
に
か
く
れ
た
る
言
霊
の
道
な
れ
ば
、
今
、
予
が
は
じ
め
て
い
ひ
出
た
ら
ん
こ
と
の
や
う
に
お
ぼ
ゆ
る
に
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ぐ

し
る
も
し
ら
ぬ
も
ー
H
あ
さ
ま
し
き
事
に
い
ふ
を
き
く
た
び
に
、
こ
な
た
も
又
あ
さ
ま
し
く
お
ぽ
ゆ
。
さ
ば
か
り
あ
や
し
く
○

る
し
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
の
あ
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
く
る

思
は
ぶ
、
い
か
な
る
ひ
が
み
ぞ
と
予
が
い
ふ
こ
と
の
す
ぢ
を
も
詰
問
等
す
べ
き
に
、
さ
る
人
も
な
く
、
た
ざ
し
り
う
ご
と
の
み
‖
H

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
わ
が
為
の
い
き
ど
ほ
ろ
し
さ
に
は
あ
ら
ず
。
道
の
た
め
、
な
げ
か
し
き
事
な
ら
ず
や
。
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十月
下
涜

御
杖自
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「
歌
道
挙
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に
つ
い
て
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て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
そ
む
く
へ

【注
1
】
　
▽
す
べ
て
わ
が
思
ふ
情
に
は
戻
昼
事
大
か
た
人
情
の
つ
ね
な
な
り
。
ゆ
ゑ
に
わ
ざ
と
倒
を
詞
と
す
る
事
、
即
わ
が
情
人
情
を

　
　
　
　じ
甘
わ
が
情
に
同
意
せ
し
め
む
た
め
の
妙
法
な
る
也
。
そ
の
理
、
千
里
鏡
を
も
て
思
ふ
べ
し
。

【注
2
】
　
（
上
欄
別
記
）
此
寄
ど
も
別
に
有
之

【注
3
】
　
▽
情
の
変
動
を
さ
と
す
も
の
な
れ
ば
、
¶
義
を
く
は
し
く
す
べ
き
事
い
ふ
も
更
也
。
そ
が
中
に

【注
4
】
　
◇
－
◆
（
並
び
替
え
の
指
示
有
）

【注
5
】
　
△
一
首
の
う
ち
に
、
上
古
・
中
古
・
近
古
な
ど
の
詞
の
ま
じ
り
た
ら
ん
は
、
い
と
み
ぐ
る
し
き
も
の
也
。
詞
の
時
代
を
よ
く

　
　
　
　
弁じ
お
く
べ
き
事
也
。
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8

【
注

】　

（「の
ど
」
部
に
記
す
）
「
調
の
事
」
・
「
古
今
の
体
」
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