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走

井

　
蓬
坂
山
は
京
都
市
東
山
区
山
科
と
大
津
市
と
の
境
を
な
す
山
の
総
称
で
、
そ
こ

の
走
井
と
関
の
清
水
は
歌
枕
と
し
て
名
高
く
、
文
学
作
品
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す

る
。
と
こ
ろ
が
、
一
説
で
は
両
者
同
じ
清
水
を
さ
す
と
い
わ
れ
（
た
と
え
ば
「
和

歌
初
学
抄
」
に
「
ハ
シ
リ
ヰ
ア
リ
、
カ
ケ
ヒ
ノ
水
ア
リ
、
セ
キ
ノ
シ
ミ
ズ
ト
モ
」

1
逢
坂
の
関
の
項
1
）
、
ま
た
、
こ
ん
に
ち
の
注
釈
書
類
に
も
、
両
者
と
も
「
逢
坂

山
に
あ
っ
た
井
」
ぐ
ら
い
の
漠
然
と
し
た
説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

そ
こ
で
以
下
、
両
者
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
両
者
の
考
察
に
入
る
前
に
、
ま
ず
逢
坂
の
関
は
ど
の
道
に
置
か
れ
て
い
た
か
を

明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逢
坂
の
関
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
に
ち

の
逢
坂
越
に
設
け
ら
れ
た
と
す
る
説
（
通
説
）
と
、
岩
田
孝
三
氏
「
関
趾
と
藩
界
」

　
　
　
　
お
ぜ
き

の
よ
う
に
小
関
越
と
す
る
説
と
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
っ
て
私
は
両

者
を
地
形
的
な
面
か
ら
比
較
検
討
し
、
逢
坂
越
を
妥
当
と
考
え
た
（
拙
著
「
源
氏

逢
坂
山
　
の
　
歌
枕
考

物
語
の
風
土
」
②
）
。
ま
た
、
奥
村
恒
哉
氏
も
「
『
平
家
物
語
』
四
、
大
衆
沙
汰
の

事
『
寺
に
は
宮
入
ら
せ
給
ひ
て
後
、
大
関
小
関
掘
り
切
っ
て
大
衆
又
検
議
す
』
と

別
々
に
記
し
て
お
り
、
ま
た
近
江
へ
の
途
上
、
し
ば
し
ば
音
羽
山
と
詠
み
あ
わ
さ

れ
て
い
る
故
に
北
方
説
は
と
れ
な
い
」
と
し
て
、
や
は
り
逢
坂
越
説
を
と
っ
て
お

ら
れ
る
（
「
源
氏
物
語
事
典
」
上
巻
、
　
「
逢
坂
関
」
の
項
）
。
こ
れ
以
上
の
詳
細
な

考
証
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
逢
坂
の
関
は
逢
坂
越
に
設
け
ら
れ
た
と
み
る
の

が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
走
井
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
走
井
は
本
来
は
普
通
名
詞

と
し
て
用
い
ら
れ
た
語
で
、
そ
の
意
味
に
は
次
の
二
説
が
あ
る
。

　
　
日
　
流
れ
井
（
走
り
流
る
る
水
を
汲
み
用
い
る
井
）

｛
三
菱
鰻
鍍
）

　
　
　
　
　
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
上
代
編
）

　
ω
説
は
「
走
湯
」
の
用
例
と
し
て
、
熱
海
市
伊
豆
山
温
泉
を
叙
し
た
「
逸
文
伊

豆
国
風
土
記
」
に
、

三
五

192



逢
坂
山
　
の
　
歌
枕
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
ら
　
　
　
　

よ
の
つ
ね
　
い
で
ゆ

　
　
走
湯
は
…
…
人
皇
四
十
四
代
養
老
年
中
に
開
基
き
き
。
尋
常
の
出
湯
に
あ
ら

　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
や
　
　
　
　
ほ
の
ほ
さ
か
　
　
　
お
ニ
　
　
　
　
　
ゆ

　
ず
、
一
天
一
に
二
度
、
山
岸
の
窟
の
中
に
火
燈
隆
り
に
発
り
て
、
湯
泉
を
出
し
、

　
い
た
　
お
に
び
ひ
か
　
　
わ
き
ゆ
　
　
ぬ
る
　
　
　
　
　
ひ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
甚
く
燐
烈
る
。
沸
湯
を
鈍
く
し
、
樋
を
以
ち
て
湯
船
に
盛
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
け
つ

と
あ
る
の
に
も
と
づ
い
て
、
走
湯
は
間
欲
温
泉
の
こ
と
で
、
一
定
時
間
に
ほ
と
ば

し
り
上
が
る
さ
ま
に
よ
り
走
湯
と
名
づ
け
た
と
し
、
走
井
も
同
様
に
勢
い
よ
く
湧

出
す
る
泉
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
「
大
言
海
」
に
引
用
し
た
歌
、
「
ま

し
ら
ら
の
浜
の
走
湯
浦
さ
び
て
今
は
み
ゆ
き
の
影
も
映
ら
ず
」
　
（
永
久
四
年
百
首

・
雑
・
出
湯
）
、
「
走
湯
の
神
と
は
う
べ
そ
い
ひ
け
ら
し
は
や
き
し
る
し
の
あ
れ
ば

な
り
け
り
」
（
三
木
三
・
巻
二
六
・
温
泉
・
鎌
倉
右
大
臣
）
に
よ
れ
ば
、
「
ほ
と
ば

し
り
上
が
る
湯
」
で
は
な
く
、
　
「
速
く
流
れ
る
湯
」
の
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す

る
と
「
走
」
は
、
「
激
し
く
速
く
流
れ
る
さ
ま
」
を
い
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

「
万
葉
集
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
き
　
　
　
　
　
う
へ
（
注
1
）

　
　
こ
の
小
川
霧
ぞ
結
べ
る
激
ち
行
く
走
井
の
上
に
言
上
げ
せ
ね
ど
も
（
巻
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
（
注
2
）

　
　
落
ち
激
つ
走
井
水
の
清
く
あ
れ
ば
お
き
て
は
我
は
行
き
か
て
ぬ
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
七
）

の
両
点
が
、
走
井
（
走
井
水
）
を
「
激
ち
行
く
」
　
「
落
ち
激
つ
」
と
形
容
し
て
い

る
か
ら
、
走
水
の
「
走
」
は
「
水
の
速
く
流
れ
る
さ
ま
」
を
い
う
と
み
ら
れ
る
。

「
盛
ん
に
湧
き
出
る
さ
ま
」
を
「
走
る
」
と
形
容
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
す

る
と
、
普
通
名
詞
と
し
て
の
走
井
は
8
説
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
奈
良
時
代
に
普
通
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
走
井
は
、
平
安
時
代

に
逢
坂
山
が
東
国
・
北
陸
へ
の
通
路
と
し
て
往
来
が
は
げ
し
く
な
る
と
、
固
有
名

詞
化
し
、
逢
坂
山
の
走
井
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
「
扇
島
日
記
」

に
、

三
六

　
　
走
井
に
は
…
…
近
く
車
寄
せ
て
、
あ
て
な
る
か
た
に
幕
な
ど
か
き
お
ろ
し

　
て
、
皆
お
り
ぬ
。
手
足
も
ひ
た
し
た
れ
ば
、
心
地
物
思
ひ
は
る
け
る
や
う
に
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
お
ぼ
ゆ
る
。
石
ど
も
に
お
し
か
か
り
て
、
水
や
り
た
る
樋
の
上
に
、
折
敷
ど
も

　
す
ゑ
て
、
物
食
ひ
て
、
三
つ
か
ら
す
い
は
（
水
飯
か
）
な
ど
す
る
心
地
、
い
と

　
立
ち
う
き
ま
で
あ
れ
ど
、
日
暮
れ
ぬ
な
ど
そ
そ
の
か
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
巻
・
天
禄
元
年
・
唐
崎
の
被
の
帰
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
り
こ

　
　
か
ら
う
じ
て
行
き
過
ぎ
て
、
走
井
に
て
破
子
な
ど
も
の
す
と
て
、
幕
引
き
ま

　
は
し
て
、
と
か
く
す
る
ほ
ど
に
、
い
み
じ
く
の
の
し
る
旧
来
。
…
…
「
若
狭
の

　
守
の
車
な
り
け
り
」
と
い
ふ
。
…
…
げ
す
ど
も
、
車
の
口
に
つ
け
る
も
さ
あ
ら

　
ぬ
も
、
こ
の
幕
近
く
立
ち
寄
り
つ
つ
ぞ
、
上
げ
さ
わ
ぐ
。
ふ
る
ま
ひ
の
な
め
う

　
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
、
物
に
似
ず
。
…
…
や
り
過
し
て
、
今
は
立
ち
て
行
け
ば
、
関

　
う
ち
越
え
て
、
打
出
の
浜
に
死
に
か
へ
り
み
た
り
け
れ
ば
…
…
…
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
巻
・
天
禄
元
年
・
石
山
詣
の
往
路
）

と
あ
り
、
平
安
中
期
ま
で
に
固
有
名
詞
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
し
だ
い
に

歌
枕
と
し
て
名
高
く
な
り
、
　
「
枕
草
子
」
に
も
、

　
　
井
は
、
　
ほ
り
か
ね
の
井
。
　
玉
の
井
。
走
り
井
は
逢
坂
な
る
が
を
か
し
き
な

　
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
八
段
）

と
書
か
れ
て
い
る
。

　
次
に
逢
坂
山
の
走
井
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
引
い
た
「
蜻
蛉
日
記
」
（
石

山
詣
の
往
路
）
の
文
に
よ
れ
ば
、
京
都
・
走
井
・
逢
坂
の
関
・
打
出
の
浜
の
順
で

あ
る
。
ま
た
、
謡
曲
「
竹
生
島
」
に
も
、

　
　
四
の
宮
や
、
河
原
の
宮
居
気
早
き
、
河
原
の
宮
居
末
早
き
、
名
も
走
井
の
水
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の
月
、
曇
ら
ぬ
み
代
に
逢
坂
の
、
関
の
宮
居
を
伏
し
拝
み
、
山
越
え
近
き
志
賀

　
　
　
　
に
は

　
の
里
、
鳩
の
浦
に
も
着
き
に
け
り
。
鳩
の
浦
に
も
着
き
に
け
り
。

と
あ
る
か
ら
、
逢
坂
越
頂
上
の
逢
坂
の
関
よ
り
も
京
都
寄
り
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
走
井
の
付
近
は
、
前
の
「
蜻
蛉
日
記
」
の
文
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
幕
引
き
ま

わ
し
、
一
行
の
者
が
食
事
し
て
い
る
か
ら
、
山
が
す
ぐ
道
に
迫
っ
た
所
で
は
な
く
、

ち
ょ
っ
と
し
た
空
地
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
「
塩
豆
集
」
の

　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
は

　
　
逢
坂
の
か
け
樋
の
水
の
憤
る
る
は
音
羽
の
山
の
木
の
葉
な
り
け
り

と
い
う
歌
の
「
逢
坂
の
か
け
樋
の
水
」
は
、
　
「
走
井
の
か
け
樋
の
水
」
（
清
輔
集
）
、

「
走
井
の
か
け
樋
の
霧
」
（
堀
河
百
首
）
と
同
じ
意
味
に
み
ら
れ
る
か
ら
、
走
井
の

水
源
は
逢
坂
越
の
南
側
の
山
、
す
な
わ
ち
音
羽
山
（
五
九
三
米
）
で
あ
る
と
み
ら

れ
る
。

　
こ
ん
に
ち
の
逢
坂
越
の
道
は
、
何
回
も
切
り
通
さ
れ
て
い
て
、
峠
の
頂
上
は
当

時
よ
り
も
低
く
な
り
、
逢
坂
の
関
の
置
か
れ
た
場
所
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
以
上

の
考
察
に
よ
れ
ば
、
逢
坂
山
の
走
井
は
、
次
の
三
条
件
が
考
え
ら
れ
る
。

　
ω
　
逢
坂
越
の
頂
上
よ
り
も
京
都
寄
り

　
②
　
道
の
南
側
（
音
羽
山
の
麓
）

　
③
ち
ょ
っ
と
し
た
空
地
が
あ
る

　
そ
の
当
時
の
逢
坂
越
の
道
が
、
こ
ん
に
ち
の
道
よ
り
少
し
高
い
所
を
通
っ
て
い

た
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
狭
い
谷
間
を
通
る
道
で
あ
る
か
ら
、
こ
ん
に
ち
と
大
き

く
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
逢
坂
越
の
頂
上
か
ら
京
都
の
方
へ
向
か

　
　
　
　
　
　
　
　
お
い
わ
け

う
と
、
谷
間
の
入
口
の
追
分
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
山
が
道
に
迫
っ
た
所
ば
か
り
で

　
　
　
　
　
げ
つ
し
ん

あ
る
。
た
だ
、
月
心
寺
の
あ
る
所
（
大
津
市
大
谷
町
）
だ
け
は
や
や
空
地
が
ひ
ら

逢
坂
山
　
の
　
歌
枕
考

け
、
そ
こ
が
こ
ん
に
ち
は
月
心
寺
の
境
内
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
ん
に
ち
月
心
寺
の
門
を
入
っ
た
所
に
、
　
「
走
井
」
と
称
す
る
井
戸
が
あ
り
、

今
も
清
涼
な
水
が
湧
い
て
い
る
。
こ
の
走
井
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
江
戸
時
代
の

地
誌
類
に
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
記
録
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
次
に
江
戸
時
代
の
地

誌
の
記
載
を
み
る
。

　
e
　
近
江
国
輿
地
志
略
・
巻
六

　
　
　
　
下
の
大
谷
町
に
あ
り
。
石
を
畳
ん
で
一
小
の
円
山
と
す
。
其
水
、
は
な

　
　
　
は
だ
清
涼
に
し
て
、
冷
気
凛
々
た
り
。
今
は
茶
店
の
庭
と
な
し
、
旅
人
憩

　
　
　
息
の
便
り
と
す
。
茶
店
の
主
、
仮
山
泉
水
を
ま
ふ
け
、
霊
薬
を
売
る
。
誠

　
　
　
に
此
水
の
ご
と
き
、
清
し
て
や
は
ら
か
な
り
。
古
よ
り
名
を
得
し
も
理
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
べ

　
　
　
な
。
出
つ
る
水
の
勢
、
走
井
の
名
も
宜
な
り
。

口
　
こ
れ
ら
の
文
に
よ
れ
ば
、

売
り
、

　
こ
の
走
井
が
平
安
時
代
の
走
井
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
前
に

述
べ
た
よ
う
に
、
普
通
名
詞
と
し
て
の
走
井
は
、
　
「
は
げ
し
く
速
く
流
れ
る
水
を

く汲
み
用
い
る
井
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
逢
坂
山
の
走
井
を
よ
ん
だ

と
み
ら
れ
る
歌
に
、

東
海
道
名
所
図
会
・
巻
一

　
逢
坂
、
大
谷
町
茶
店
の
軒
端
に
あ
り
。
後
の
山
水
こ
こ
に
走
り
下
っ
て

涌
出
る
事
、
渥
々
と
し
て
寒
暑
の
増
減
な
く
甘
味
な
り
。
夏
日
往
来
の
人

　
　
　
　
た
よ
り

渇
を
凌
ぐ
の
便
と
す
。

伊
勢
参
宮
名
所
図
会
・
上
巻

　
今
一
里
塚
の
餅
屋
に
有
。

　
　
　
　
　
　
　
江
戸
時
代
に
は
走
井
の
そ
ば
に
茶
店
が
あ
り
、
薬
も

旅
人
の
憩
い
の
井
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

三
七

1sc



逢
坂
山
　
の
　
歌
枕
考

　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
　
走
井
の
か
け
樋
の
水
の
涼
し
さ
に
越
え
も
や
ら
れ
ず
逢
坂
の
関
（
清
輔
集
）

　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ま
（
注
3
）

　
　
走
井
の
か
け
樋
の
霧
は
た
な
び
け
ど
の
ど
か
に
見
ゆ
る
望
月
の
駒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堀
河
百
首
・
駒
迎
）

が
あ
り
、
　
「
蜻
蛉
日
記
」
の
前
に
引
い
た
文
に
、
　
「
手
足
も
ひ
た
し
た
れ
ば
、
心

地
物
思
ひ
は
る
け
る
や
う
に
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。
石
ど
も
に
お
し
か
か
り
て
、
水
や
り

た
る
樋
の
上
に
、
折
敷
ど
も
す
ゑ
て
、
物
食
ひ
て
、
一
つ
か
ら
す
い
は
な
ど
す
る

心
地
…
…
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
定
す
る
と
、
裏
の
音
羽
山
か
ら
速
い
清
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
け
い

が
流
れ
下
り
、
そ
れ
を
塞
き
と
め
て
井
と
し
、
そ
の
井
か
ら
流
れ
る
細
流
を
覧
で

通
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
位
置
は
だ
い
た
い
、
こ
ん
に
ち
の
二
心
寺
境
内

付
近
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
ん
に
ち
、
二
心
寺
の
す
ぐ
西
側
は
、
京
都
市
東
山
区

山
科
竹
鼻
走
り
谷
と
い
う
。
こ
の
地
名
も
昔
の
走
井
に
縁
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

今
も
月
心
寺
の
裏
か
ら
流
れ
落
ち
る
一
条
の
細
流
が
認
め
ら
れ
る
。

二
　
関
　
の
　
清
　
水

　
逢
坂
山
の
関
の
清
水
は
走
井
と
は
別
の
清
水
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

鴨
長
明
は
「
無
名
抄
」
に
、

　
　
逢
坂
の
関
の
清
水
と
い
ふ
は
、
走
り
井
と
同
じ
水
ぞ
と
、
な
べ
て
人
知
り
て

　
侍
り
。
し
か
あ
ら
ず
。
清
水
は
別
の
所
に
あ
り
。
今
は
水
も
な
け
れ
ば
、
そ
こ

　
と
知
れ
る
人
だ
に
な
し
。

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
　
「
逢
坂
の
関
の
清
水
に
影
み
え
て
今
や
引
く
ら
む
望
月

の
駒
」
（
拾
遺
集
・
巻
三
・
秋
・
紀
貫
之
）
を
ふ
ま
え
て
よ
ん
だ
と
思
わ
れ
る
歌
、

三
八

　
　
引
く
駒
は
逢
坂
山
の
走
井
に
千
代
の
影
こ
そ
ま
つ
映
り
け
れ
　
　
（
江
帥
集
）

　
　
走
井
の
水
に
は
影
の
や
ど
れ
ど
も
立
ち
こ
そ
な
づ
め
望
月
の
駒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
林
葉
集
・
巻
三
・
秋
）

を
み
て
も
、
別
の
清
水
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
関
の
清
水
を
よ
ん
だ
歌
は
、
こ
の
紀
貫
之
の
駒
迎
え
の
歌
を
は
じ
め
と
し
て
多

く
よ
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
「
無
名
抄
」
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。

　
　
謬
る
人
い
は
く
…
…
（
前
の
引
用
文
に
続
い
て
）
三
井
寺
に
円
実
坊
阿
闇
梨

　
と
い
ふ
老
僧
、
た
だ
一
人
其
所
を
知
れ
り
。
か
か
れ
ど
、
さ
る
事
や
知
り
た
る

　
と
尋
ぬ
る
人
も
な
し
。
　
「
我
死
な
ん
後
は
、
又
知
る
人
も
な
く
て
や
み
ぬ
べ
き

　
事
」
と
知
人
に
会
ひ
て
語
り
け
る
由
伝
へ
聞
き
て
、
彼
の
阿
閣
梨
知
れ
る
人
の

　
文
を
取
り
て
、
建
暦
の
初
め
の
年
十
月
廿
日
の
比
、
三
井
寺
へ
行
く
。
阿
闇
梨

　
対
面
し
て
、
　
『
か
や
う
に
古
き
事
を
聞
か
ま
ほ
し
う
す
る
人
も
難
く
侍
る
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
べ

　
を
、
珍
し
く
な
ん
。
い
か
で
か
導
つ
か
ま
つ
ら
ざ
ら
ん
」
と
て
、
伴
ひ
行
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
　
　
　
　
　
　
　
あ
が

　
関
寺
よ
り
は
西
へ
二
、
三
町
ば
か
り
行
き
て
、
道
よ
り
北
の
面
に
少
し
立
上
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ

　
た
る
所
に
、
一
丈
ば
か
り
な
る
石
の
塔
あ
り
。
そ
の
塔
の
東
へ
三
段
ば
か
り
下

　
　
く
ぼ

り
て
窪
な
る
所
は
、
す
な
は
ち
昔
の
関
の
清
水
の
跡
な
り
。
道
よ
り
三
段
ば
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
り
へ

り
や
入
り
た
ら
ん
。
今
は
小
家
の
後
に
な
り
て
、
当
時
は
水
も
な
く
て
、
見
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ふ

　
も
な
け
れ
ど
、
昔
の
名
残
面
影
に
浮
び
て
、
優
に
な
ん
覚
え
侍
り
し
。
阿
闇
梨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
す
ひ
は
だ
ふ

　
語
り
て
い
は
く
、
　
「
此
清
水
に
向
ひ
て
水
よ
り
北
に
、
薄
桧
皮
葺
き
た
る
家
、

　
近
く
ま
で
侍
り
け
り
。
誰
人
の
住
家
と
は
知
ら
ね
ど
、
い
か
に
も
た
だ
人
の
居

所
に
は
あ
ら
ざ
り
け
る
な
ん
め
り
」
と
そ
語
り
侍
り
し
。

　
こ
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
関
寺
は
「
拾
芥
抄
」
に
、
　
「
関
寺
弥
勒
在
二
志
賀
郡
一
」

189



（
下
・
諸
寺
部
）
と
あ
り
、
そ
の
創
建
に
つ
い
て
は
「
関
寺
縁
起
」
に
、
　
「
会
坂

関
東
有
仏
場
之
旧
城
、
書
老
伝
言
、
昔
時
此
処
有
関
寺
、
未
知
何
代
何
人
所
創
」

と
あ
る
よ
う
に
未
詳
で
あ
る
。
　
「
更
級
日
記
」
に
関
寺
の
丈
六
の
荒
造
り
の
仏
を

見
た
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
再
興
時
の
仏
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
平
安
初
期
の
創
建
で

あ
ろ
う
。
廃
絶
の
時
も
不
明
で
あ
る
。
関
寺
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
　
「
近
江
国
輿

地
志
略
」
（
巻
七
）
に
、

　
　
「
寺
門
伝
記
補
録
」
に
、
関
寺
は
近
松
寺
の
南
、
逢
坂
の
関
の
東
に
あ
り
。

　
関
山
を
背
に
し
、
東
上
里
に
接
と
い
へ
り
。
是
を
以
て
実
れ
ば
、
清
水
町
及
び

　
上
、
中
、
下
の
関
寺
町
は
、
往
古
関
寺
の
堺
内
な
る
べ
し
。

と
あ
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
関
寺
は
こ
ん
に
ち
の
長
安
寺
か
ら
西
の
山
麓
に
わ

た
る
地
、
弥
勒
谷
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
関
の
清
水
に
つ
い
て
は
「
寺
門
伝
記
補
録
」
に
は
、
　
「
関
寺
本
堂
正
面
大
場
、

中
央
有
一
小
池
、
世
云
関
清
水
者
是
也
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
「
蜻
蛉
日
記
」
「
更

級
日
記
」
に
関
の
清
水
に
つ
い
て
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
の
は
、
道
か
ら
少
し
入

っ
た
所
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ず
、
ま
た
、
　
「
古
今
集
」
巻
十
九
・
雑
体
の
「
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

歌
に
加
へ
て
奉
れ
る
長
歌
」
の
反
歌
に
「
君
が
代
に
逢
坂
山
の
岩
清
水
木
が
く
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
り
と
弓
ひ
け
る
か
な
」
（
壬
生
忠
寄
）
、
「
逢
坂
の
関
の
清
水
の
木
隠
れ
に
お
の
れ

影
見
る
秋
の
夜
の
月
」
（
十
徳
二
目
）
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
清
水
の
上
に
木
の
繁

っ
た
所
、
山
蔭
の
よ
う
で
も
あ
る
。
す
る
と
、
関
寺
本
堂
正
面
の
小
池
と
み
る
よ

り
も
、
　
「
無
名
抄
」
所
載
の
円
実
阿
閣
梨
の
語
っ
た
所
の
方
が
、
ま
だ
妥
当
性
が

あ
る
と
い
え
よ
う
。
け
っ
き
ょ
く
関
の
清
水
の
位
置
は
未
詳
で
あ
る
が
、
こ
ん
に

ち
の
大
津
市
上
関
寺
町
の
付
近
で
、
逢
坂
越
の
峡
谷
を
通
り
抜
け
た
北
側
の
山
麓

に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
ん
に
ち
関
清
水
踏
舞
神
社
の
境
内
に
、
　
「
関
の
清

逢
坂
山
　
の
　
歌
枕
考

水
」
と
称
す
る
石
組
み
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
世
の
物
で
あ
ろ
う
。

三
　
逢
　
坂
　
の
　
関

　
逢
坂
の
関
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
ん
に
ち
の
逢
坂
越
道
が
切
り
通

さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
辞
書
の
確
か
な
位
置
は
明
ら
か
で
な
い
。
関
所
は
峠
の
頂

上
付
近
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
関
祉
は
消
滅
し
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か

し
、
逢
坂
の
関
は
歌
枕
と
し
て
多
く
の
作
品
に
登
場
す
る
か
ら
、
逢
坂
の
関
付
近

の
有
様
・
実
態
を
推
定
す
る
の
も
無
意
味
と
は
い
え
ま
い
。

　
逢
坂
山
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
樹
木
が
繁
っ
て
い
た
ら
し
く
て
、
和
歌
に
は
次
の
よ

う
に
多
く
の
植
物
が
よ
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
わ
ぎ
も
こ
ず
逢
坂
山
の
し
の
薄
ほ
に
は
出
で
ず
も
恋
ひ
わ
た
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
集
・
巻
二
十
・
東
歌
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
名
に
し
お
は
ば
逢
坂
山
の
さ
ね
か
づ
ら
人
に
知
ら
れ
で
く
る
よ
し
も
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
撰
集
・
巻
十
一
・
三
条
右
大
臣
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

　
　
あ
だ
人
の
手
向
に
折
れ
る
桜
花
逢
坂
ま
で
は
散
ら
ず
も
あ
ら
な
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
巻
十
九
・
よ
み
煙
し
ら
ず
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
年
ふ
と
も
我
忘
れ
め
や
逢
坂
の
篠
の
小
薄
老
い
は
て
ぬ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
六
帖
・
巻
添
・
し
の
薄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
へ

　
　
時
し
も
あ
れ
な
に
逢
坂
の
杉
が
枝
に
山
ほ
と
と
ぎ
す
せ
き
か
た
む
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
散
木
奇
歌
集
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
望
月
の
駒
の
け
づ
け
を
逢
坂
の
杉
間
の
蔭
に
あ
は
せ
て
ぞ
見
る
　
　
　
（
同
）

三
九
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逢
坂
山
　
の
　
歌
枕
考

　
　
　
　
へ
　
　
ゐ

　
逢
坂
の
壁
間
の
月
の
な
か
り
せ
ば
い
く
き
の
駒
と
い
か
で
知
ら
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詞
花
集
・
巻
三
・
大
蔵
脚
匡
房
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ず

　
我
な
ら
ぬ
逢
坂
山
の
葛
の
葉
も
か
へ
る
と
て
こ
そ
露
も
こ
ぼ
る
れ
（
林
葉
集
）

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
つ
つ
じ
咲
く
逢
坂
山
の
さ
ぎ
む
ら
は
木
の
下
闇
も
あ
か
く
見
え
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
重
家
集
）

　
　
　
　
へ

　
逢
坂
の
杉
の
木
蔭
に
宿
か
り
て
関
路
に
と
ま
る
去
年
の
白
雪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秋
篠
月
琴
集
）

　
ヘ
　
　
へ

　
山
桜
花
の
関
も
る
逢
坂
は
行
く
も
帰
る
も
別
れ
か
ね
つ
つ
　
（
拾
遺
愚
草
）

　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
さ
ね
か
づ
ら
今
は
絶
ゆ
と
も
逢
坂
の
ゆ
ふ
つ
け
鳥
の
く
り
か
へ
し
鳴
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
壬
二
集
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
冬
と
春
と
ゆ
き
あ
ふ
坂
の
松
が
枝
に
霞
を
し
の
ぎ
淡
雪
の
降
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
鳥
羽
院
集
）

と
こ
ろ
が
、
逢
坂
の
関
付
近
に
な
る
と
、
次
の
よ
う
に
限
ら
れ
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
関
山
の
峰
の
杉
む
ら
過
ぎ
ゆ
け
ど
近
江
は
な
ほ
ぞ
は
る
け
か
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
撰
集
・
巻
十
二
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
逢
坂
の
関
ま
で
月
は
照
ら
さ
な
ん
杉
の
む
ら
だ
ち
こ
ぐ
ら
か
る
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
公
任
卿
集
）

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
逢
坂
の
関
の
憎
む
ら
引
く
ほ
ど
は
を
ぶ
ち
に
見
ゆ
る
望
月
の
駒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
拾
遺
集
・
巻
四
。
良
遅
法
師
）

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
逢
坂
の
関
の
含
む
ら
葉
を
繁
み
た
え
ま
に
見
ゆ
る
望
月
の
駒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堀
河
百
首
・
国
信
）

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
杉
む
ら
の
し
づ
え
や
暗
き
あ
ひ
は
ら
の
駒
引
き
わ
た
す
逢
坂
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
師
頼
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

逢
坂
の
関
の
杉
間
に
引
く
な
る
は
こ
や
望
月
の
か
げ
ぶ
ち
の
駒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
仲
実
）

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

逢
坂
の
関
の
杉
む
ら
木
暗
き
に
ま
ぎ
れ
や
す
ら
ん
甲
斐
の
黒
駒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
河
内
）

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

逢
坂
の
関
の
杉
原
下
は
れ
て
月
の
も
る
に
ぞ
ま
か
せ
ざ
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詞
花
集
・
母
子
・
大
蔵
卿
匡
房
）

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

逢
坂
の
関
の
杉
原
霞
た
つ
春
の
し
る
し
は
み
わ
も
た
つ
ね
じ
　
（
教
長
集
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

春
は
今
朝
越
え
ぬ
と
思
ふ
に
逢
坂
の
関
の
杉
む
ら
な
ほ
霞
む
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
林
葉
集
）

　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
へ

逢
坂
の
関
の
杉
む
ら
過
ぎ
な
が
ら
も
と
の
清
水
に
ぬ
れ
か
へ
り
つ
つ
（
同
）

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

逢
坂
の
関
の
杉
も
り
お
ひ
に
け
り
あ
は
れ
と
思
ふ
あ
は
れ
と
を
思
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
社
百
首
）

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

逢
坂
の
関
の
望
む
ら
過
ぎ
が
て
に
あ
く
ま
で
む
か
ふ
山
の
井
の
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
式
子
内
親
王
集
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

逢
坂
や
梢
の
花
を
吹
く
か
ら
に
嵐
ぞ
か
す
む
関
の
杉
む
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
古
今
旦
・
第
二
・
宮
内
卿
）

　
　
　
へ

枝
繁
み
杉
の
木
蔭
に
消
え
や
ら
で
雪
さ
へ
と
ま
る
逢
坂
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
愚
草
員
外
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

逢
坂
や
回
し
る
き
花
の
色
に
お
の
れ
よ
深
き
関
の
杉
む
ら
　
　
　
（
壬
二
集
）

　
打
出
の
浜
来
る
ほ
ど
に
、
殿
は
粟
田
山
越
え
給
ひ
ぬ
と
て
、
御
前
の
人
々
、

道
も
さ
り
あ
へ
ず
来
こ
み
ぬ
れ
ば
、
関
山
に
み
な
下
り
る
て
、
こ
こ
か
し
こ

　
への

杉
の
下
に
車
ど
も
か
き
お
ろ
し
、
木
隠
れ
に
る
か
し
こ
ま
り
て
過
ぐ
し
奉

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
関
屋
巻
）
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へ
　
　
ぬ
　
　
へ

　
　
逢
坂
の
関
の
山
か
げ
暗
け
れ
ど
越
え
て
来
に
け
り
望
月
の
駒
（
重
之
女
集
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
逢
坂
の
関
な
ら
ね
ど
も
夏
山
は
木
の
下
蔭
も
人
は
と
め
け
り
　
　
（
乱
軍
集
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
昔
見
し
と
も
に
今
日
こ
そ
逢
坂
の
関
の
木
蔭
の
下
涼
み
し
て
（
小
侍
従
集
）

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
逢
坂
の
関
の
も
み
ち
し
心
あ
ら
ば
暮
れ
て
ゆ
く
と
も
秋
を
と
め
な
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
延
喜
十
三
年
忌
成
院
歌
合
）

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
道
も
せ
に
も
み
ち
積
れ
ば
秋
を
さ
へ
と
ど
め
て
見
ゆ
る
逢
坂
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嘉
応
二
年
建
春
門
院
北
面
歌
合
・
実
家
）

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
逢
坂
の
関
の
も
み
ち
の
唐
錦
散
ら
ず
ば
袖
に
か
さ
ね
ま
し
や
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
隆
房
）

　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
か
ど

　
　
神
無
月
も
み
ち
積
れ
ば
逢
坂
の
関
の
岩
門
訪
ふ
人
も
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
町
所
紅
葉
歌
合
）

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
逢
坂
の
関
の
も
み
ち
葉
散
り
ぬ
れ
ば
秋
を
と
ど
め
ん
か
た
の
な
き
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
江
帥
集
）

　
こ
の
よ
う
に
逢
坂
の
関
所
付
近
は
、
　
「
杉
む
ら
」
　
「
杉
原
」
と
「
も
み
ち
」
に

限
ら
れ
て
い
る
。
　
「
杉
原
」
は
わ
ず
か
二
例
で
あ
り
、
　
「
杉
む
ら
」
が
圧
倒
的
に

多
い
。
ま
た
、
「
木
蔭
」
と
も
あ
る
か
ら
、
関
所
付
近
は
群
る
杉
本
立
が
暗
い
蔭

を
作
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
も
み
じ
も
所
々
に
ま
じ
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
逢
坂
の
関
の
杉
む
ら
」
は
、
歌
枕
の
よ
う
に
用
い
ら
れ

て
い
た
ら
し
い
。

　
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
へ

　
　
逢
坂
の
関
の
岩
門
踏
み
な
ら
し
山
立
ち
出
つ
る
き
り
は
ら
の
駒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
集
・
巻
三
・
高
遠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
雪
降
り
て
道
た
っ
た
つ
し
逢
坂
の
関
の
岩
門
見
え
み
見
え
ず
み
（
国
基
集
）

　
　
　
　
逢
坂
山
　
の
　
歌
枕
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
雪
深
み
駒
は
越
ゆ
れ
ど
逢
坂
の
関
の
岩
美
踏
み
も
な
ら
さ
ず
　
　
（
広
言
集
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
引
く
駒
や
近
く
な
る
ら
ん
逢
坂
の
関
の
岩
門
音
ひ
び
く
な
り
　
　
（
隆
信
集
）

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ

　
　
逢
坂
の
関
の
岩
戸
を
昨
日
か
も
引
き
て
入
り
け
ん
望
月
の
駒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
粟
田
口
別
当
入
道
集
）

な
ど
の
和
歌
に
よ
れ
ば
、
関
所
の
両
側
に
岩
が
迫
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
を
通
し
て
推
定
す
る
と
、
逢
坂
の
関
所
付
近
は
、
所
々
も
み
じ
の
ま
じ

っ
た
杉
の
群
立
ち
が
暗
い
蔭
を
作
り
、
両
側
に
岩
が
そ
そ
り
立
ち
、
関
所
と
し
て

の
威
容
を
誇
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
短
大
国
文
学
科
教
授
）

（
注
）

123

「
激
ち
行
く
走
井
の
上
」
の
部
分
の
原
文
は
、
「
白
気
三
流
至
八
信
井
上
余
」
と
あ
り
、

こ
れ
を
「
な
が
れ
ゆ
く
は
し
り
み
の
う
へ
に
」
　
「
な
が
ら
ふ
や
ま
こ
と
み
の
う
へ
に
」

な
ど
と
よ
む
説
も
あ
る
。

こ
の
歌
は
「
吉
今
六
帖
」
に
、
　
「
落
ち
た
ぎ
つ
走
井
の
水
清
け
れ
ば
渡
ら
で
我
は
行
き

過
ぎ
む
か
も
」
　
（
一
二
・
井
）
と
あ
る
。

こ
の
歌
の
第
四
句
は
、
　
「
散
木
奇
歌
集
」
に
は
「
の
ど
か
に
す
ぐ
る
」
　
（
巻
三
・
秋
）

と
あ
る
。

四
一

186


