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東
　
　
　
茂
　
美

一
　
梅
を
う
た
う

　

道
真
の
梅
に
つ
い
て
語
ろ
う
。

　
　

盈
城
溢
郭
幾
梅
花　
　

城あ
づ
ちに
盈み

ち
郭く
る
わに
溢あ
ふ

れ
て　

幾
ば
く
の
梅
花
ぞ

　
　

猶
是
風
光
早
歳
華　
　

な
ほ
し
こ
れ
風ふ

う

光く
わ
うの　

早さ
う

歳さ
い

の
華

　
　

雁
足
黏
将
疑
繋
帛　
　

雁か
り

の
足
に
黏ね

や
かり

将ゐ

て
は　

帛き
ぬ

を
繋か

け
た
る
か
と
疑
ふ

　
　

烏
頭
點
著
思
帰
家　
　

烏か
ら
すの
頭か
し
らに
點さ

し
著つ

き
て
は　

家
に
帰
ら
む
こ
と
を
思
ふ　
（「
謫
居
の
春
雪
」）

　

延
喜
三
年
（
九
〇
三
）
正
月
、
配
所
の
筑
紫
に
も
春
は
訪
れ
る
。
春
の
到
来
を
告
げ
る
の
は
梅
の
花
で
あ
る
。
い
に
し
え
の
中
国
で

は
、
長
安
か
ら
は
る
か
遠
く
ウ
イ
グ
ル
地
方
あ
た
り
ま
で
派
遣
さ
れ
た
防さ

き
も
り人
た
ち
が
、
し
き
り
に
梅
花
を
う
た
っ
て
い
る
。
き
び
し
い

冬
を
越
し
、な
ご
り
雪
の
降
る
辺
境
の
駐
屯
地
で
、春
い
ち
ば
ん
に
咲
く
こ
の
花
に
望
郷
の
想
い
を
よ
せ
た（

（
（

。
道
真
も
ま
た
西
国
に
あ
っ

て
、
都
を
な
つ
か
し
み
な
が
ら
梅
花
を
う
た
う
の
で
あ
る
。



二

　
　

宣
風
坊
北
新
栽
処　
　

宣せ
ん

風ぷ
う

坊ば
う

の
北　

新あ
ら
たに

栽う

ゑ
た
る
処

と
こ
ろ

　
　

仁
寿
殿
西
内
宴
時　
　

仁じ

寿じ
ゆ
う

殿で
ん

の
西　

内
宴
の
時

　
　

人
是
同
人
梅
異
樹　
　

人
は
是
れ
同
じ
き
人　

梅
は
異
な
る
樹

　
　

知
花
独
笑
我
多
悲　
　

知し

ん
ぬ　

花
の
み
独
り
笑ゑ

み
て　

我
は
悲
し
び
の
多
き
こ
と
を

　

こ
れ
は
「
梅
花
」
と
題
さ
れ
た
一
作
。「
宣
風
坊
の
北
」
は
五
条
坊
門
西
洞
院
、
道
真
の
邸
宅
が
あ
っ
た
。
そ
の
書
斎
山
陰
亭
の
梅

樹
を
い
う
。「
書
斎
記
」
に
「
戸
前
近
き
側

か
た
は
らに

一
株
の
梅
有
り
」
と
記
さ
れ
る
、
そ
れ
。「
仁
寿
殿
」
は
、
公
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
紫
宸

殿
の
北
に
連
な
り
、
呉
竹
の
坪
庭
を
へ
だ
て
て
、
西
の
清
涼
殿
と
相
対
し
て
い
た
。
こ
こ
に
は
紅
梅
が
植
え
ら
れ
て
い
た
。「
内
宴
」

な
ら
正
月
の
中
旬
。
山
陰
亭
に
い
た
の
も
仁
寿
殿
に
い
た
の
も
、
そ
し
て
こ
う
し
て
南
館
に
い
る
の
も
わ
た
し
。
し
か
し
眺
め
て
い
る

の
は
自
宅
で
も
宮
廷
で
も
な
く
、
宰
府
の
梅
の
花
で
あ
る
。
梅
の
花
は
昔
に
か
わ
ら
ず
春
を
迎
え
て
、
ひ
と
り
笑え

み
ほ
こ
ろ
ん
で
い
る

の
に
、
こ
の
わ
た
し
と
い
え
ば
、
昨
年
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
悲
し
み
に
く
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
、
と
。

二
　
あ
の
梅
こ
の
梅

　

道
真
に
梅
花
を
う
た
う
作
品
は
数
多
く
、
菊
花
と
ほ
ぼ
二
分
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
書
斎
の
梅
花
を
う
た
え
ば
、
こ
う

で
あ
る
（「
書
斎
に
し
て
雨
ふ
る
日
、
独
り
梅
花
に
対む

か

ふ
」）。

　
　

点
検
窓
頭
数
箇
梅　
　

点
検
す　

窓さ
う
と
う頭　

数
箇
の
梅む
め

を

　
　

花
時
不
記
幾
年
開　
　

花
の
時　

記
さ
ず　

幾い
く

ば
く
の
年
か
開さ

き
た
る

　
　

宮
門
雪
映
春
遊
後　
　

宮
き
ゆ
う

門も
ん　

雪
は
映
ず　

春
遊
の
後の
ち
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相
府
風
粧
夜
飲
来　
　

相さ
う

府ふ　

風
は
粧よ
そ
ほふ　

夜や

飲い
む

し
た
る
よ
り

　
　

紙
障
猶
卑
依
樹
立　
　

紙し

障し
や
う

　

な
ほ
し
卑ひ

き

く
し
て
樹き

に
依よ

り
て
立
つ

　
　

蘆
簾
暫
撥
引
香
廻　
　

蘆ろ

簾れ
ん　

暫し
ば
らく

撥か
か

げ
て
香
を
引
き
て
廻め

ぐ
らす

　
　

書
斎
対
雨
閑
無
事　
　

書
斎　

雨
に
対む

か

へ
ば
閑し

づ
かに

し
て
事
な
し

　
　

兵
部
侍
郎
興
猶
催　
　

兵
部
侍し

郎ら
う　

興
な
ほ
し
催
す

　

道
真
が
兵
部
侍
郎
（
兵
部
少
輔
）
を
拝
命
し
た
の
は
貞
観
一
六
年
（
八
七
四
）
一
月
一
五
日
、
二
月
二
九
日
に
は
民
部
少
輔
に
転
じ

て
い
る
の
で
、
こ
の
間
の
作
だ
ろ
う
。
書
斎
の
窓
か
ら
な
が
め
て
、
花
の
咲
き
具
合
を
し
ら
べ
て
み
る
が
、
考
え
て
み
る
と
、
さ
て
こ

の
梅
樹
に
は
い
つ
頃
か
ら
花
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
庭
の
梅
は
ど
れ
も
咲
き
初そ

め
で
、
ま
だ
花
は
数
え
る
ほ
ど
で

あ
り
、
咲
き
誇
る
と
い
っ
た
体
で
は
な
い
ら
し
い
。

　

こ
う
し
て
菅
家
廊
下
の
梅
を
め
で
な
が
ら
、
宮
中
の
内
宴
を
思
い
出
す
。
い
わ
ば
回
廊
の
よ
う
に
、
あ
の
梅
こ
の
梅
と
、
道
真
の
詩

心
は
、め
ぐ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
内
宴
で
は「
春
雪
早
梅
に
映
ず
」と
題
し
て
詩
を
賦
し
た
。
そ
の
後
、右
大
臣
邸
に
も
招
か
れ
て「
東

風
梅
を
粧よ

そ
ほふ

」
を
詠
じ
た
が
、
は
た
し
て
宮
中
の
春
雪
は
梅
に
映
っ
て
う
つ
く
し
く
、
大
臣
の
官
舎
の
梅
も
東
風
が
化
粧
し
て
咲
か
せ

た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
た
う
つ
く
し
か
っ
た
。
つ
づ
け
て
、
に
わ
か
に
宮
中
や
大
臣
家
で
の
梅
を
う
た
い
込
ん
で
、
意
味
が
や
や
明
ら
か

で
は
な
い
の
に
気
づ
い
た
ら
し
く
、
次
の
よ
う
な
割
注
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。

今
年
内な

い
え
ん宴
に
勅
み
こ
と
の
り

有
り
。「
春
雪
早
梅
に
映
ず
」
と
い
ふ
こ
と
を
賦ふ

す
。
内
宴
の
後こ
う
て
う朝
、
右う

丞じ
よ
う

相し
や
う、
詩し

客か
く

五い
つ
た
り
む
た
り

六
人
を
招
き
、「
東

風
梅
を
粧
ふ
」
と
い
ふ
こ
と
を
賦
す
。
余わ

れ
不ふ

才さ
い

な
れ
ど
も
、
此こ

の
両
宴
に
侍は
べ

り
、
故
か
る
が
ゆ
ゑに
云
ふ
。

　
「
丞
相
」
は
唐
名
で
、
右
大
臣
の
意
で
あ
る
。
藤
原
基
経
が
内
宴
の
後
朝
に
、
文
才
の
あ
る
者
を
招
い
て
詩
宴
を
催
し
た
の
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
も
自
作
を
披
露
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。『
菅
家
文
草
』
に
は
「
早
春
、宴
に
仁
寿
殿
に
侍
り
て
、同
じ
く
『
春
雪
早
梅
に
映
ず
』
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と
い
ふ
こ
と
を
賦
す
、
製
に
応こ
た

へ
ま
つ
る
」
と
「
早
春
に
、
右
丞
相
の
東
斎
に
陪は

べ

り
て
、
同
じ
く
『
東
風
梅
を
粧
は
し
む
』
と
い
ふ
こ

と
を
賦
す
、各
一
字
を
分
つ
。
探
り
て
迎
字
を
得
た
り
」
の
両
作
が
な
ら
ん
で
い
る（

（
（

。「
早
春
侍
宴
仁
寿
殿
、同
賦
春
雪
映
早
梅
、応
製
」

を
引
い
て
み
よ
う
。

　
　

雪
片
花
顔
時
一
般　
　

雪せ
つ
へ
ん片

花く
わ

顔が
ん　

時
に
一
般

　
　

上
番
梅
楥
待
追
歓　
　

上
じ
や
う

番ば
ん

の
梅ば

い
ゑ
ん楥　

追つ
い

歓く
わ
んを

待
つ

　
　

氷
紈
寸
截
軽
粧
混　
　

氷
ひ
よ
う

紈ぐ
わ
ん
　

寸す
ん

に
截き

り
て
軽
き
粧よ

そ
ほひ

混ひ
た
たけ

た
り

　
　

玉
屑
添
来
軟
色
寛　
　

玉
ぎ
よ
く

屑せ
つ　

添そ

へ
来
り
て
軟

な
ご
や
かな

る
色い

ろ

寛ゆ
た
かな

り

　
　

鶏
舌
纔
因
風
力
散　
　

鶏け
い

舌ぜ
つ　

纔わ
づ
かに

風
力
に
因
り
て
散
ず

　
　

鶴
毛
独
向
夕
陽
寒　
　

鶴
く
わ
く

毛ぼ
う　

独
り
夕せ
き
や
う陽
に
向
ひ
て
寒
し

　
　

明
王
若
可
分
真
偽　
　

明
王　

若も

し
真
偽
を
分わ
か

つ
可べ

く
は

　
　

願
使
宮
人
子
細
看　
　

願
は
く
は　

宮き
ゆ
う
じ
ん人を
し
て
子し

細さ
い

に
看み

し
め
よ

　

右
は
仁
寿
殿
で
催
さ
れ
た
内
宴
で
、
詔
に
応
え
て
披
露
し
た
一
首
。
梅
花
の
小
景
だ
が
、
雪
が
う
た
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
澟
然

と
し
た
冬
の
き
び
し
さ
と
い
う
よ
り
も
、
ど
こ
か
し
ら
あ
え
か
な
趣
き
が
あ
る
。
ひ
ら
ひ
ら
と
降
っ
て
く
る
雪
と
梅
の
ほ
こ
ろ
ん
だ
花

び
ら
と
が
、
ま
る
で
ひ
と
つ
で
、
見
分
け
が
つ
か
な
い
。
梅
樹
を
支
え
て
い
る
そ
え
木
は
、
あ
わ
雪
を
か
ぶ
っ
た
梅
を
見
て
、
や
が
て

春
た
け
て
ほ
ん
も
の
の
花
が
咲
き
出
す
の
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
る
、
と
う
た
う
。「
氷
紈
」
も
「
玉
屑
」
も
雪
を
た
と
え
た
も
の
。

氷
で
で
き
た
白
い
絹
を
一
寸
ご
と
に
断
っ
た
よ
う
な
あ
わ
雪
が
、
咲
き
は
じ
め
た
梅
の
花
に
ふ
わ
り
と
落
ち
て
入
り
ま
じ
る
。
天
の
仙

郷
か
ら
降
り
か
か
る
玉
の
よ
う
な
雪
に
、繊
細
な
梅
花
の
な
ま
め
か
し
さ
が
ま
す
ま
す
引
き
立
つ
。「
鶏
舌
」は
淡
紅
梅
の
は
な
び
ら
を
、

「
鶴
毛
」
は
春
雪
を
た
と
え
た
も
の
。「
鶏
舌
」
も
「
鶴
毛
」
も
道
真
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
表
現
で
は
な
い
が
、
読
者
に
あ
た
え
る
イ
ン
パ
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ク
ト
の
あ
る
こ
と
ば
だ
。

　
「
鶏
舌
香
」
は
香
辛
料
の
ひ
と
つ
で
、
フ
ト
モ
モ
科
の
常
緑
高
木
で
あ
る
丁ち

よ
う

字じ

香
の
唐
名
で
あ
る
。
白
や
淡
紅
色
の
筒
状
の
花
を
つ

け
る
。
つ
ぼ
み
や
果
実
を
乾
燥
さ
せ
ふ
た
つ
に
割
る
と
、
鶏
の
舌
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
う
し
た
名
称
が
つ
い
た
よ
う
だ
。
八

世
紀
頃
、
香
辛
料
や
生
薬
と
し
て
舶
来
し
、
後
代
は
も
っ
ぱ
ら
媚
薬
と
し
て
の
効
能
を
期
待
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
「
鶴
毛
」
だ
が
、
か
の
白
楽
天
が
雪
景
を
う
た
っ
て
元げ

ん
し
ん稹

に
寄
せ
た
、
次
の
一
作
に
見
え
る
こ
と
ば
で
あ
る
（「
雪
中
即
事　

微
之
に
寄
す
」
部
分
）。

　
　

連
夜
江
雲
黄
惨
澹　
　

連
夜
の
江か

う

雲う
ん

黄き

に
し
て
惨さ

ん

澹た
ん

　
　

平
明
山
雪
白
糢
糊　
　

平へ
い
め
い明

の
山さ

ん

雪せ
つ

は
白
く
し
て
糢も

こ糊

　
　

銀
河
沙
漲
三
千
里　
　

銀
河
沙い

さ
ご

漲み
な
ぎる
三
千
里

　
　

梅
嶺
花
排
一
万
株　
　

梅ば
い

嶺れ
い

花は
な

排は
い

す
一
万
株し
ゆ

　
　

北
市
風
生
飄
散
麪　
　

北ほ
く

市し

風
生
じ
て
散さ
ん
め
ん麪
を
飄
ひ
る
が
へし

　
　

東
楼
日
出
照
凝
酥　
　

東と
う
ろ
う楼

日
出
で
て
凝

ぎ
よ
う

酥そ

を
照
す

　
　
　

…
…
…

　
　

舞
鶴
庭
前
毛
稍
定　
　

舞ぶ

鶴か
く

庭て
い
ぜ
ん前
毛
稍や
や

定
ま
り

　
　

擣
衣
碪
上
練
新
鋪　
　

擣た
う

衣い

碪ち
ん

上じ
や
う

練れ
ん

新あ
ら
たに
鋪し

く

　
　

戯
団
稚
女
呵
紅
手　
　

戯ぎ

団だ
ん

の
稚
女　

紅こ
う

手し
ゆ

を
呵か

し

　
　

愁
坐
衰
翁
対
白
鬚　
　

愁し
う

坐ざ

の
衰す
ゐ

翁を
う　

白は
く

鬚し
ゆ

に
対
す

　

一
晩
中
、
天
に
は
黄
色
い
雲
が
は
び
こ
っ
て
い
た
が
、
夜
が
明
け
て
み
る
と
、
ほ
の
白
く
山
に
は
雪
が
降
っ
て
い
る
。
三
〇
〇
〇
里
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か
な
た
の
天
の
川
に
白
砂
が
あ
ふ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
梅ば
い

嶺れ
い

の
一
万
株
の
花
が
い
っ
せ
い
に
開
い
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
あ
る
い
は
ま

た
、
北
の
バ
ザ
ー
ル
で
風
が
起
こ
っ
て
う
ど
ん
粉
を
吹
き
散
ら
し
た
よ
う
で
も
あ
り
、
東
の
楼
閣
に
日
が
昇
っ
て
バ
タ
ー
を
照
ら
し
て

い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

ま
た
庭
と
い
え
ば
、
鶴
が
舞
い
そ
の
白
い
和に

こ

毛げ

が
落
ち
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
砧き

ぬ
たの

う
え
に
練ね

り
ぎ
ぬ絹

を
敷
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え

る
で
は
な
い
か
。
手て

鞠ま
り

で
遊
ん
で
い
る
女
の
子
は
、
寒
く
て
赤
く
な
っ
た
手
に
ハ
ア
ッ
と
息
を
か
け
て
温
め
、
憂
い
て
坐
っ
た
ま
ま
の

爺
さ
ん
は
白
い
鬚
を
な
で
た
り
捻ひ

ね

っ
た
り
。
こ
こ
で
は
白
い
世
界
に
た
っ
た
ひ
と
つ
、少
女
の
て
の
ひ
ら
の
赤
さ
だ
け
が
印
象
ぶ
か
い
。

一
万
株
の
梅
花
も
前
庭
に
積
も
っ
た
舞
鶴
の
毛
も
、
も
ち
ろ
ん
雪
の
比
喩
で
あ
る
。

　

道
真
の
作
品
に
も
ど
ろ
う
。
道
真
は
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
唐
風
の
表
現
を
大
い
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
風
韻
ゆ
た
か
な

宮
廷
詩
を
創
作
す
る
。「
明
王
」
は
聖
明
な
天
子
の
意
。
も
し
天
子
が
紅
梅
と
「
鶏
舌
」、
春
雪
と
「
鶴
毛
」
の
真
偽
を
弁
別
し
た
い
と

お
望
み
な
ら
、
宮
女
ら
に
細
か
く
観
察
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
。

　

春
の
雪
が
梅
の
花
に
降
り
か
か
っ
て
い
る
光
景
に
、
さ
ら
に
宮
廷
に
つ
か
え
る
女
房
た
ち
の
賑に

ぎ

わ
い
を
そ
え
て
一
作
の
と
じ
め
と
し

て
い
る
。
過
剰
な
典
故
が
優
美
な
情
緒
を
か
た
ど
ら
せ
て
、
流
麗
な
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
自
宅
に
い
て
さ
え
、
こ
う
し
た
宮

廷
の
梅
花
の
景
と
共
鳴
し
あ
う
よ
う
に
、
創
作
は
重
ね
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
「
書
斎
雨
日
、独
対
梅
花
」で
は
、つ
づ
け
て
私
邸
の
梅
花
が
描
か
れ
る
。「
紙
障
」は
屏
風
や
つ
い
た
て
の
類
、「
蘆
簾
」は
簾す

だ
れの
類
。「
蘆

簾
」
と
い
え
ば
、
白
楽
天
に
も
「
蘆
簾
」
の
例
が
あ
り
、「
来
春
更さ

ら

に
東と
う

廂し
や
うの
屋を
く

を
葺ふ

き　

紙し

閣か
く

蘆
簾
孟ま
う

光く
わ
うを
著つ

け
ん
」（「
香か
う

爐ろ

峯ほ
う

下か

、

新
に
山
居
を
卜ぼ

く

し
、
草
堂
初
め
て
成
る
、
偶た
ま
た
ま偶
、
東
壁
に
題
す
」）
と
う
た
っ
て
い
る
。
香
爐
峯
の
ふ
も
と
に
草
堂
が
落
成
し
た
の
で
、

そ
こ
で
東
側
の
壁
に
題
し
た
詩
。
同
じ
草
堂
を
う
た
う
も
の
で
こ
と
に
有
名
な
の
は
、
同
題
で
さ
ら
に
重
ね
て
創
作
さ
れ
た
四
首
中
の

一
首
だ
ろ
う
。
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日
高
睡
足
猶
慵
起　
　

日
高
く
睡

ね
む
り

足
り
て
猶な

ほ

起
く
る
に
慵も

の
うし

小
閣
重
裘
不
怕
寒　
　

小せ
う

閣か
く

裘き
う

を
重
ね
て
寒か

ん

を
怕お

そ

れ
ず

遺
愛
寺
鐘
欹
枕
聴　
　

遺ゐ

愛あ
い

寺じ

の
鐘か

ね

は
枕
を
欹そ

ば
だて

て
聴き

き

香
爐
峯
雪
撥
簾
看　
　

香か
う

爐ろ

峯ほ
う

の
雪
は
簾れ

ん

を
撥か

か

げ
て
看み

る

匡
廬
便
是
逃
名
地　
　

匡
き
や
う

廬ろ

便す
な
はち

是こ

れ
名
を
逃の

が

る
る
の
地

司
馬
仍
為
送
老
官　
　

司し

ば馬
仍な

ほ

老ら
う

を
送
る
の
官
と
為な

す

心
泰
身
寧
是
帰
処　
　

心
泰ゆ

た
かに

身
寧や

す

き
は
是
れ
帰き

処し
よ

故
郷
何
独
在
長
安　
　

故
郷
何
ぞ
独ひ

と

り
長
安
に
在あ

る
の
み
な
ら
ん
や

　

陽
は
も
は
や
高
く
昇
っ
た
。
睡
眠
は
十
分
と
っ
た
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
で
も
起
き
る
の
が
大
儀
で
、
こ
じ
ん
ま
り
し
た
草
堂
で
夜
着

を
重
ね
て
寝
て
い
る
と
、
ど
ん
な
寒
さ
も
平
気
の
平へ

い

左ざ

。
遺
愛
寺
の
鐘
は
枕
を
そ
ば
だ
て
て
聞
い
て
い
る
し
、
香
爐
峯
の
雪
は
簾
を
か

か
げ
て
眺
め
て
い
る
。
な
ん
と
も
詩
趣
に
か
な
っ
た
住
ま
い
で
は
な
い
か（

（
（

。

　
「
匡
廬
」
は
廬ろ

山ざ
ん

の
別
称
、匡

き
よ
う

山ざ
ん

と
も
い
う
。
こ
の
山
は
、周
の
時
代
に
、匡
氏
の
七
兄
弟
が
世
俗
を
離
れ
て
庵い

お
りを

結
び
、仙
人
に
な
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
時
、
楽
天
が
江
州
司
馬（

（
（

だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
司
馬
は
閑
職
で
あ
っ
て
老
い
た
身
に
は
ち
ょ
う
ど
よ
い
。
こ
の
廬

山
は
世
間
の
名
利
を
避
け
の
が
れ
る
と
こ
ろ
と
し
て
適
当
な
地
で
あ
っ
て
、
心
身
が
安
泰
な
ら
身
を
よ
せ
る
に
は
ふ
さ
わ
し
い
と
こ
ろ

で
、
か
な
ら
ず
し
も
長
安
だ
け
が
故
郷
と
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
だ
、
と
。

　

こ
う
し
て
楽
天
は
簾す

だ
れを
か
か
げ
て
、
香こ
う

爐ろ

峯ほ
う

の
雪
を
見
る
の
で
あ
り
、
道
真
も
ま
た
、
楽
天
よ
ろ
し
く
簾
を
あ
げ
て
梅
の
花
を
眺
め

つ
つ
、
う
た
う
の
で
あ
る
。
思
え
ば
楽
天
は
「
司
馬
」
を
閑
職
と
う
た
う
の
で
あ
っ
た
が
、
道
真
も
ま
た
「
兵
部
侍
郎
」（
兵
部
少
輔
）

を
閑
職
と
み
な
し
て
、「
書
斎　

雨
に
対
へ
ば
閑
に
し
て
事
な
し
」
と
楽
天
と
同
じ
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
。



八

　

も
う
一
首
、
道
真
の
宮
廷
詩
か
ら
、
梅
の
花
を
う
た
っ
た
作
品
を
紹
介
し
よ
う
。

　
　

花
顔
片
片
咲
来
多　
　

花
の
顔

か
む
ば
せの

片
片
と
し
て
咲ゑ

み
来き

た

る
こ
と
多
し

　
　

冒
雨
馨
香
不
奈
何　
　

雨
を
冒を

か

せ
る
馨け

い

香か
う　

奈い

か何
に
せ
ざ
ら
む
や

　
　

羅
袖
猶
欺
霑
舞
汗　
　

羅ら

袖し
う

な
ほ
し
欺あ

ざ
むく　

舞
ひ
の
汗
に
霑う

る

ふ
か
と

　
　

花
袍
自
怪
沐
恩
波　
　

花く
わ

袍は
う

自
ら
に
怪
し
ぶ　

恩め
ぐ

み
の
波
に
沐あ

ら
はる

る
か
と

　
　

驚
看
麝
剤
添
春
沢　
　

驚
き
看み

る　

麝じ
や

剤ざ
い

の
春

し
ゆ
ん

沢た
く

に
添
ふ
こ
と
を

　
　

労
問
鶯
児
失
晩
窠　
　

労ね
ぎ
らひ

問
ふ　

鶯あ
う

児じ

の
晩
窠
を
失
ふ
こ
と
を

　
　

五
出
莫
誇
承
渥
潤　
　

五
出　

誇
る
こ
と
莫な

か
れ　

渥あ
く

潤じ
ゆ
んを

承う

く
る
こ
と
を

　
　

一
天
下
喜
有
滂
沱　
　

一
天
の
下
喜
ぶ　

滂
沱
有
る
こ
と
を

　
「
早
春
に
、内
宴
に
侍
り
て
、同
じ
く
『
雨
の
中
の
花
』
と
い
ふ
こ
と
を
賦
す
、製
に
応
へ
ま
つ
る
」
と
題
す
る
七
言
詩
。『
菅
家
文
草
』

で
は
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
作
の
「
元
慶
三
年
孟
冬
八
日
、
大
極
殿
成
り
畢
り
て
、
王
公
会つ

ど

ひ
賀よ
ろ
こべ
る
詩
」
と
元
慶
六
年
作
の
「
博
士

難　

古
調
」
と
の
間
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
時
期
の
創
作
か（

（
（

。「
花
顔
」
は
こ
こ
で
は
梅
の
花
。
花
び
ら
を
散
ら
す
さ
ま
が
ま
る

で
美
人
が
こ
ち
ら
に
笑
み
か
け
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
雨
に
う
た
れ
て
ほ
ん
の
り
た
だ
よ
う
そ
の
香
り
に
、
さ
て
ど
う
ふ
る
ま
え
ば
よ

い
も
の
や
ら
。
内
宴
で
女
楽
を
舞
っ
た
舞
妓
た
ち
の
う
す
も
の
の
袖
が
、
汗
で
し
っ
と
り
と
濡
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
だ
ま
さ

れ
そ
う
な
ほ
ど
に
香
っ
て
い
る
。「
花
袍
」は
内
宴
に
参
加
し
た
近
臣
た
ち
の
、そ
れ
。
天
子
の
恩
徳
の
波
に
浴
し
て
、し
っ
と
り
と
潤
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
疑
わ
れ
る
。
宮
女
や
近
臣
た
ち
の
さ
ま
は
、
と
も
に
雨
に
濡
れ
な
が
ら
咲
い
て
い
る
宮
中
の
梅
を
擬
人
化

し
て
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
麝
剤
」
は
麝じ

や

香こ
う

、
ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
の
雄
か
ら
と
れ
る
。
漢
方
と
し
て
は
「
当
門
子
」
や
「
臍さ
い

香こ
う

」
の
別
称
も
あ
る
。
わ
ず
か
し
か
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と
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
牛
黄
と
と
も
に
高
貴
薬
と
い
わ
れ
、
一
〇
〇
倍
散
ほ
ど
に
う
す
め
て
処
方
す
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
ジ
ャ
コ
ウ

ジ
カ
そ
の
も
の
。「
鶯
児
」
は
ウ
グ
イ
ス
の
こ
と
。「
窠
」
は
巣
の
意
。
や
や
難
解
だ
が
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

雨
の
な
か
の
梅
花
を
、
ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
が
芳
香
を
た
だ
よ
わ
せ
な
が
ら
春
の
沢
を
あ
ゆ
ん
で
い
く
よ
う
だ
と
、
驚
い
て
見
、
こ
の
ま
ま

雨
に
う
た
れ
て
散
っ
て
し
ま
え
ば
、
ウ
グ
イ
ス
の
今
宵
泊
ま
る
宿
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
梅
花
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
。

　
「
五
出
」は
五
片
の
花
弁
の
あ
る
梅
の
こ
と
。『
韓
詩
外
伝（

（
（

』に「
凡
そ
草
木
は
皆
五
出
、雪
花
ひ
と
り
六
出
。
雪
花
を
霙み

ぞ
れと

曰い

ふ
」と
あ
っ

て
、『
初
学
記
』『
白
孔
六
帖
』
な
ど（

（
（

、
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
王お

う
ぼ
つ勃

（
六
五
〇
～
六
七
六
）、
盧ろ

照し
よ
う

鄰り
ん

（
六
三
五
？

～
六
八
九
？
）、
駱ら

く

賓ひ
ん

王お
う

（
生
没
年
未
詳
）
ら
と
と
も
に
、
初
唐
四
傑
と
さ
れ
る
楊よ

う
け
い炯

（
？
～
六
九
二
）
に
、「
梅
花
落
」
と
題
す
る
五

言
詩
が
あ
っ
て「
窗さ

う

外ぐ
わ
い

一
株し

ゆ

の
梅　

寒か
ん

花く
わ

五
出
開
く
…
…
」と
も
あ
る
。
道
真
が
ど
こ
で
学
ん
だ
か
確
実
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
が
、

「
五
出
」
で
も
っ
て
梅
花
を
表
す
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
表
現
だ
。	

　

梅
花
は
た
っ
ぷ
り
と
雨
の
恵
み
を
う
け
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
驕お
ご

り
た
か
ぶ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
恵
み
を
う
け
て
い
る
の
は

花
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
広
い
天
下
の
こ
と
ご
と
く
が
た
っ
ぷ
り
と
慈
雨
を
う
け
て
、
喜
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
。
宮
廷
の
官
僚
や
宮
女

た
ち
を
梅
花
に
譬
え
た
道
真
は
、
そ
の
雨
（
天
子
の
恩
徳
）
が
、
あ
ま
ね
く
天
下
を
潤
し
て
い
る
こ
と
を
う
た
い
、
天
子
の
徳
業
を
讃

美
し
て
作
品
の
と
じ
め
と
し
て
い
る
。

三
　
讃
岐
国
に
て

　

仁
和
二
年
（
八
八
六
）
一
月
一
六
日
を
も
っ
て
、
讃
岐
国
守
に
任
じ
ら
れ
た
（
道
真
四
二
歳
）。
国
守
時
代
の
道
真
に
つ
い
て
は
、

別
稿
に
ゆ
だ
ね
、
こ
こ
で
は
梅
花
を
う
た
う
「
駅
楼
の
壁
に
題
す
」
の
一
作
だ
け
を
紹
介
し
よ
う
。



一
〇

　
　

離
家
四
日
自
傷
春　
　

家
を
離
れ
て
四
日　

自
お
の
づ
か
らに

春
を
傷い

た

ぶ

　
　

梅
柳
何
因
触
処
新　
　

梅
柳　

何
に
因よ

り
て
か
触
る
る
処
に
新
な
る

　
　

為
問
去
来
行
客
報　
　

為
か
る
が
ゆ
ゑに

去き
よ
ら
い来

す
る
行た

び
び
と客

の
報つ

ぐ
る
こ
と
を
問
ふ

　
　

讃
州
刺
史
本
詩
人　
　

讃さ
ん
し
う州

刺し

史し　

本も
と

詩
人

　

割
注
に
「
州く

に

に
帰
る
次つ

い
で、

播
州
の
明
石
駅
に
到
り
ぬ
。
此
れ
よ
り
以
下
の
八
十
首
は
、
京
よ
り
更あ

ら
ため

て
州
に
向
へ
る
と
き
の
作
」
と

記
し
て
い
る
。
道
真
は
在
任
中
、
仁
和
三
年
の
秋
に
一
旦
帰
京
し
て
い
る
。
年
を
越
し
て
帰
任
し
た
よ
う
だ
。
京
都
の
家
を
離
れ
て
四

日
、
明
石
の
駅
家
で
う
た
っ
た
。

　

春
の
景
物
も
お
の
ず
と
感
傷
的
に
な
り
が
ち
で
、
梅
や
柳
を
見
て
も
何
と
も
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
気
分
に
責
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
駅

亭
を
往
来
す
る
人
び
と
に
、あ
な
た
が
た
も
そ
う
か
と
問
う
て
み
た
が
、梅
や
柳
な
ど
大
し
て
気
に
も
と
め
な
い
よ
う
だ
。
す
る
と
「
讃

岐
国
守
」
と
い
う
行
政
マ
ン
で
あ
る
道
真
は
、
ど
う
や
ら
本
来
詩
人
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
る
ら
し
い
。
道
真
は
ど
こ
ま
で
も
詩
人
で
あ

る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
、
讃
岐
に
も
ど
っ
て
晩
春
が
お
と
ず
れ
て
も
、
政
庁
の
役
務
が
お
わ
る
や
い
な
や
、
花
や
鳥
や
と
浮
か
れ
出
て
し
ま
う
。「
春

日
独
り
遊
ぶ
三
首
」
か
ら
二
首
を
引
用
す
る
。

　

・
放
衙
一
日
惜
残
春　
　

衙が

を
放
た
れ
て
一
日　

残の
こ

ん
の
春
を
惜
し
む

　
　

水
畔
花
前
独
立
身　
　

水
の
畔

ほ
と
り

花
の
前
に
し
て　

独
り
立
て
る
身

　
　

唯
有
時
時
東
北
望　
　

た
だ
時
時
東
北
の
か
た
を
望
む
こ
と
あ
ら
く
の
み

　
　

同
僚
指
目
白
癡
人　
　

同
僚
指ゆ

び
さし
目め

つ
く　

白は
く

癡ち

の
人
な
り
と

　

・
花
凋
鳥
散
冷
春
情　
　

花
凋し

ぼ

み
鳥
散さ
ん

じ
て
春
の
情こ
こ
ろぞ
冷す
さ
まし
き
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詩
興
催
来
試
出
行　
　

詩し

興き
よ
う
　

催も
よ
ほさ

れ
来
り
て
試

こ
こ
ろ
みに

出い

で
て
行あ

り

く

　
　

昏
夜
不
帰
高
嘯
立　
　

昏く
ら

き
夜
も
帰
ら
ず
し
て
高
く
嘯う

そ
ぶき

て
立
て
れ
ば

　
　

州
民
謂
我
一
狂
生　
　

州く
に

の
民
は
我
を
一ひ

と
りの

狂た
ぶ
れ
を生

な
り
と
謂い

は
め

と
、
う
た
う
の
で
あ
る
。

　
「
衙
」
は
「
御
」
に
通
じ
、「
守
り
防
ぐ
」
の
字
義
を
も
つ
。
警
固
の
兵
隊
が
行
っ
た
り
来
た
り
し
な
が
ら
守
る
と
こ
ろ
か
ら
、
役
所

を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
讃
岐
の
国
庁
。
去
り
ゆ
く
春
を
惜
し
み
、綾
川
の
土
手
に
ひ
と
り
出
て
花
を
愛
で
て
い
る
。
ど
う
か
す
る
と
、

都
の
あ
る
東
北
の
方
角
を
眺
め
て
ば
か
り
い
る
。
官
僚
た
ち
は
わ
た
し
を
指
さ
し
眉
間
に
し
わ
を
よ
せ
て
、
ほ
れ
白う

つ
け痴

の
守か

み

が
今
日
も

突
っ
立
っ
て
ご
ざ
る
、
と
。

　

花
は
凋し

ぼ

み
鳥
た
ち
も
ど
こ
か
へ
い
っ
て
し
ま
っ
た
晩
春
な
の
に
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
さ
び
し
さ
が
か
え
っ
て
わ
た
し
の
詩
興
を

催
し
た
て
る
の
で
、
今
日
も
す
こ
し
散
策
し
て
み
る
。
と
こ
ろ
が
夜
が
お
と
ず
れ
て
暗
く
な
っ
て
も
帰
る
気
に
な
れ
ず
、
詩
を
口
に
し

な
が
ら
ほ
っ
つ
き
歩
く
も
の
だ
か
ら
、
讃
岐
の
民
百
姓
た
ち
は
、
狂き

じ
る
し人
だ
と
い
い
も
し
よ
う
。

「
狂
生
」
は
、
酔
っ
て
水
中
の
月
を
と
ろ
う
と
し
て
お
ぼ
れ
死
ん
だ
詩
仙
の
李
白
（
七
〇
一
～
七
六
二
）
に
も
用
例
が
見
ら
れ
る
の
だ

が
（「
梁
甫
吟　

相
和
歌
辞
」）、
本
邦
で
は
、
い
に
し
え
天
平
の
詩
人
藤
原
万
里
（
麻
呂
）
が
、

僕わ
れ

は
聖せ
い
だ
い代
の
狂
き
や
う

生せ
い

ぞ
。
直た
だ

に
風ふ
う
げ
つ月
を
以
ち
て
情こ
こ
ろと
為な

し
、
魚ぎ
よ

鳥て
う

を
翫
も
て
あ
そ
び
も
のと
為
す
。
名
を
貪む
さ
ぼり
利か
が

を
狥も
と

む
る
こ
と
は
、
未い
ま

だ
冲
ち
ゆ
う

襟き
ん

に
適か
な

は
ず
。
酒
に
対む

か
ひ
て
当ま
さ

に
歌
ふ
べ
き
こ
と
は
、
是こ

れ
私し

願ぐ
わ
んに
諧か
な

ふ
…
…
。

と
述
べ
て
い
る
。
自
分
は
天
子
の
徳
に
よ
っ
て
治
ま
る
御
代
の
狂う

つ
け生
だ
。
た
だ
ひ
た
す
ら
風
や
月
を
自
分
の
心
と
し
、
風
流
を
楽
し
む

こ
と
を
本
性
と
し
て
、
魚
や
鳥
を
相
手
に
暮
ら
し
を
楽
し
む
。
名
声
を
も
と
め
私
利
私
欲
を
む
さ
ぼ
る
の
は
、
か
た
よ
ら
な
い
わ
た
し

の
心
に
は
ピ
タ
リ
と
こ
な
い
。
酒
を
片
手
に
う
た
う
こ
と
こ
そ
わ
た
し
の
願
い
だ
。
大
方
の
内
容
は
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
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道
真
は
酒
を
あ
ま
り
た
し
な
ま
な
か
っ
た
か
ら
、
右
の
一
文
か
ら
そ
の
く
だ
り
を
省
け
ば
、
万
里
の
言
は
そ
の
ま
ま
道
真
の
そ
れ
を

代
弁
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
花
鳥
風
月
に
遊
び
、
風
狂
に
殉
じ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
梅
花
の
景
は
、〈
狂き

じ
る
し生

〉
道
真
が
こ
こ

ろ
ゆ
く
ま
で
魂
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
だ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
真
に
〈
狂
生
〉
で
あ
る
も
の
が
、
自
ら
を
〈
狂
生
〉
で
あ
る
と
自
認
し
て
形
容
し
た
例
は
、
古
今
東
西
、
あ
り
え
な
い
。

だ
か
ら
、道
真
も
ま
た
、日
も
経
た
ぬ
う
ち
に
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
し
ま
う
。「
四
年
三
月
廿
六
日
作
」
と
題
さ
れ
た
題
詞
に
は
、「
任

に
到
り
て
よ
り
三
年
な
り
」
の
短
い
自
注
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
月
末
で
讃
岐
の
田
舎
暮
ら
し
も
三
年
目
に
入
る
と
い
う
。

　
　

我
情
多
少
与
誰
談　
　

我
が
情こ

こ
ろの

多い
く

少ば
く

を　

誰た
れ

と
と
も
に
か
談か

た

ら
む

　
　

况
換
風
雲
感
不
堪　
　

况い
は

む
や
風
雲
を
換か

へ
て
感
に
堪た

へ
ざ
ら
む
や　

　
　

計
四
年
春
残
日
四　
　

四
年
の
春
を
計は

か

り
み
る
に　

残
る
日
は
四よ
か

　
　

逢
三
月
尽
客
居
三　
　

三
月
尽じ
ん

に
逢あ

ひ
て　

客か
く

居き
よ

す
る
こ
と
三
た
び

　
　

生
衣
欲
待
家
人
著　
　

生
す
ず
し
の

衣き
ぬ

は
家か

人じ
ん

を
待
ち
て
著き

む
と
す

　
　

宿
醸
当
招
邑
老
酣　
　

宿
し
ゆ
く

醸ぢ
や
うは

邑い
ふ

老ら
う

を
招
き
て
酣

た
け
な
はな

る
べ
し　
　
　
　

　
　

好
去
鶯
花
今
已
後　
　

好よ

し
去さ

れ　

鶯
と
花
と　

今
よ
り
已の

ち後

　
　

冷
心
一
向
勧
農
蚕　
　

冷す
さ
まし
き
心
も
て　

一ひ
た
ぶ
る向
に
農の
う

蚕さ
む

を
勧す
す

め
む

　

作
品
中
の
「
風
雲
を
換
へ
て
」
と
は
、
遠
く
都
を
は
な
れ
こ
の
鄙ひ

な

暮
ら
し
を
し
て
い
る
わ
が
身
に
は
、
の
意
だ
ろ
う
。
田
舎
で
は
わ

が
心
の
う
ち
を
語
り
合
う
も
の
も
い
な
い
と
嘆
く
の
で
あ
る
。「
生
衣
は
…
…
宿
醸
は
…
…
」
は
、
藤
原
公き

ん

任と
う

の
『
和
漢
朗
詠
集
』（
上

巻
、
夏
・
更
衣
）
に
、
源
重
之
の
「
花
の
色
に
染
め
し
た
も
と
の
惜を

し
け
れ
ば
衣
替か

へ
う
き
今
日
に
も
あ
る
か
な
」
の
一
首
と
と
も
に

編
ま
れ
て
お
り
、
こ
と
に
有
名
な
語
句
で
あ
る（

（
（

。
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軽
く
て
薄
い
生す
ず
し絹

の
夏
衣
は
、
都
の
妻
が
仕
立
て
て
送
っ
て
く
れ
る
の
を
待
つ
こ
と
に
し
よ
う
、
去
年
か
ら
醸か

も

し
て
お
い
た
酒
は
春

過
ぎ
て
熟
し
て
き
た
の
で
、
村
の
爺
さ
ん
た
ち
を
招
い
て
い
っ
し
ょ
に
呑
も
う
。
都
か
ら
の
宅
配
便
は
伝つ

て手
を
と
お
し
て
そ
れ
な
り
に

届
け
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
詩
語
「
生
衣
」
は
、
楽
天
の
「
炎え

ん

涼り
や
う

遷う
つ

り
次つ

ぎ
て
速

す
み
や
かな

る
こ
と
飛
ぶ
が
如ご

と

し　

又ま
た

生せ
い

衣い

を
脱だ

つ

し
て
熟

じ
ゆ
く

衣い

を
著き

る
」（「
秋
に
感
じ
て
意
を
詠
ず
」）
に
学
ん
だ
こ
と
ば
だ
ろ
う
。

　

な
に
よ
り
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
好
し
去
れ
」
以
下
の
結
び
の
二
句
だ
ろ
う
か
。「
好
去
」
は
唐
代
の
俗
語
で
「
さ
よ
う
な
ら
」「
ご

き
げ
ん
よ
う
」
の
意
。
ウ
グ
イ
ス
よ
、
花
よ
、
ご
き
げ
ん
よ
う
、
さ
よ
う
な
ら
。
春
に
未
練
な
ど
残
さ
な
い
で
、
さ
っ
ぱ
り
風
流
韻
事

の
心
を
捨
て
さ
っ
て
、
農
耕
や
養
蚕
に
は
げ
む
よ
う
に
部
内
の
百
姓
た
ち
を
励
ま
そ
う
、
と
い
う
。
良
吏
た
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ま
だ
大
し
て
季
節
も
う
つ
っ
て
い
な
い
の
に
、
ま
た
ま
た
こ
の
よ
う
に
吐と

ろ露
し
て
し
ま
う
道
真
が

い
る
。
七
言
「
首
夏
に
鶯
を
聞
く
」
か
ら
―
―
。

　
　

行
蔵
万
物
不
蹉
跎　
　

行か
う
ざ
う蔵
万
物　

蹉さ

た跎
せ
ず

　
　

四
月
鶯
声
聴
甚
訛　
　

四
月
の
鶯
の
声　

聴
き
甚は

な
はだ
訛な
ま

れ
り

　
　

梁
燕
雛
成
争
有
舌　
　

梁は
り

の
燕

つ
ば
く
ら
めは

雛ひ
な

成な

り
て　

争
ひ
て
舌
あ
り

　
　

窓
梅
子
結
覚
無
窠　
　

窓
の
梅
は
子み

結
び
て　

窠う
つ
ぼな

き
こ
と
を
覚し

る

　
　

似
移
愛
妾
人
前
哭　
　

愛
を
移
さ
れ
た
る
妾こ

な
みの　

人
の
前
に
哭な

く
に
似
た
り

　
　

同
失
時
臣
意
外
歌　
　

時
を
失
へ
る
臣
の　

意こ
こ
ろの
外
に
歌
ふ
に
同
じ

　
　

鳥
若
逢
春
応
滑
語　
　

鳥
は
若も

し
春
に
逢
は
ば　

滑
な
め
ら
かに
語
ら
ふ
べ
し

　
　

臣
愚
妾
老
欲
如
何　
　

臣し
ん

愚お
ろ
かに
妾こ
な
み老
い
に
た
ら
ば　

如い

か何
に
せ
む
と
か
す
る　

　

森
羅
万
象
、
時
の
な
が
れ
に
し
た
が
っ
て
、
け
っ
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
。
春
も
と
っ
く
に
過
ぎ
さ
っ
て
し
ま
い
、
う
つ
く
し



一
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い
囀さ
え
ずり

を
聞
か
せ
て
く
れ
た
ウ
グ
イ
ス
も
、
シ
ー
ズ
ン
・
オ
フ
に
鳴
く
の
で
、
す
っ
か
り
訛な

ま

っ
て
ぼ
け
て
聞
こ
え
る
。
梁は

り

に
巣
く
っ
て

い
る
ツ
バ
メ
は
雛
も
生
ま
れ
、
大
き
な
口
か
ら
は
赤
い
舌
が
の
ぞ
い
て
い
る
。
窓
の
外
の
梅
は
花は

な
び
ら弁

を
落
と
し
て
す
で
に
久
し
く
、
た

く
さ
ん
の
青
い
果
実
を
つ
ぶ
つ
ぶ
と
実
ら
せ
て
い
る
。

　

時
節
お
く
れ
の
ウ
グ
イ
ス
の
声
た
る
や
、
ほ
か
の
女
人
に
寵
愛
を
う
ば
わ
れ
、
人
前
を
は
ば
か
ら
ず
泣
い
て
い
る
妾
の
声
に
そ
っ
く

り
だ
し
、
は
た
ま
た
時
運
に
乗
り
そ
こ
ね
て
君
主
に
棄
て
ら
れ
た
臣
下
が
、
そ
の
意
外
さ
を
哀
訴
し
て
い
る
の
に
似
て
い
る
で
は
な
い

か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ウ
グ
イ
ス
は
今
年
の
時
節
に
お
く
れ
た
っ
て
、
来
年
の
春
が
め
ぐ
っ
て
く
る
と
、
ま
た
し
き
り
に
囀
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
け
れ
ど
、
臣
下
が
愚
か
だ
っ
た
り
、
妾
が
老
い
て
し
ま
っ
て
い
て
は
、
も
は
や
手
の
ほ
ど
こ
し
よ
う
が
な
い
で
は
な
い
か
。

道
真
は
、
天
子
の
恩
愛
を
う
し
な
い
長
ら
く
南
海
道
の
一
国
に
あ
る
わ
が
身
を
、「
四
月
の
鶯
」
だ
と
い
い
「
愛
を
移
さ
れ
た
る
妾
」

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ど
こ
に
あ
っ
て
も
、
梅
花
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
雅
景
に
ゆ
り
も
ど
さ
れ
る
の
が
、
道
真
の
常
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
寛
平

六
年
（
八
九
四
）
の
初
春
の
作
「
梅
花
を
翫

も
て
あ
そぶ　

応
製
」。

　
　

随
処
有
梅
惣
可
憐　
　

処と
こ
ろに

随し
た
がひ

て
梅
あ
り　

惣す

べ
て
憐あ

は

れ
ぶ
べ
し

　
　

不
如
独
立
月
明
前　
　

如し

か
じ　

独
り
月
明あ

き
ら
かな

る
前
に
立
ち
た
ら
む
に
は

　
　

香
風
豈
啻
花
吹
出　
　

香か
う
ふ
う風　

あ
に
啻た
だ

に
花
の
吹
き
出
す
の
み
な
ら
む
や

　
　

半
是
清
凉
殿
裏
煙　
　

半
ば
こ
れ
清

せ
い
り
や
う
て
ん

凉
殿
裏り

の
煙け
ぶ
り

　

道
真
五
〇
歳
。
前
年
に
は
二
月
一
六
日
に
参
議
と
な
り
、
式
部
大
輔
を
兼
任
。
一
週
間
ほ
ど
で
、
同
じ
月
の
二
二
日
に
は
左
大
弁
に

転
じ
て
い
る
。さ
ら
に
三
月
に
は
い
り
一
五
日
に
勘
解
由
長
官
を
兼
務
、四
月
一
日
に
は
九
歳
で
太
子
と
な
る
敦
仁
親
王
の
も
と
に
あ
っ

て
春
宮
亮
を
兼
ね
た
。
藤
原
時
平
は
、
寛
平
四
年
（
八
九
一
）
三
月
一
九
日
に
二
一
歳
の
若
さ
で
参
議
と
な
っ
て
い
た
が
、
い
よ
い
よ
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道
真
も
参
議
と
な
っ
て
、
政
治
の
中
枢
に
ポ
ス
ト
を
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
参
議
任
官
を
祝
っ
て
時
平
か
ら
玉ご

く

帯た
い

を
贈
ら

れ
た
の
も
、
こ
の
年
だ
っ
た（

（
（

。

　
「
梅
花
を
翫
ぶ
」
は
、
宇
多
天
皇
の
知
遇
を
え
て
、
目
を
み
は
る
よ
う
な
出
世
を
と
げ
た
道
真
が
、
宇
多
の
御
製
に
応こ

た

え
た
一
作
で

あ
る
。
初
春
の
候
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
梅
が
開
花
す
る
。
そ
の
梅
花
は
こ
と
ご
と
く
讃
美
さ
れ
る
の
だ
が
、
な
に
よ
り
感
動
を
お

ぼ
え
る
の
は
、
月
明
か
り
の
も
と
た
だ
一
本
の
梅
が
月
光
を
あ
つ
め
て
咲
い
て
い
る
光
景
で
あ
る
、
と
う
た
う
。
宮
廷
に
侍
座
す
る
道

真
を
つ
つ
む
の
は
、
花
か
ら
香
り
だ
す
風
だ
け
で
は
な
く
、
じ
つ
は
内
宴
が
催
さ
れ
て
い
る
清
凉
殿
の
奥
か
ら
た
だ
よ
い
出
る
気
高
い

香
り
も
混
じ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

寛
平
九
年
（
八
九
七
）
正
月
一
四
日
（
二
四
日
か
）、「
早
春
、
宴
に
侍
り
て
、
同ひ

と

し
く
『
殿
前
の
梅
花
』
と
い
ふ
こ
と
を
賦
す
、
製

に
応
へ
ま
つ
る
」が
あ
り
、そ
こ
で
は「
請こ

ふ
ら
く
は　

多
く
憐あ
は

れ
ぶ
こ
と
な　

梅
一
樹　

色
青
く
し
て
松
竹　

花
の
傍
か
た
は
らに
立
て
り
」（
そ

れ
ほ
ど
梅
の
一
樹
を
あ
わ
れ
ん
で
心
配
す
る
必
要
は
な
い
。
翠

み
ど
り

色
も
い
き
い
き
し
た
松
や
竹
が
、
梅
の
花
の
傍
ら
に
は
立
ち
そ
う
て
い

る
の
だ
か
ら
）
と
、
う
た
っ
て
い
る
。
清
凉
殿
に
は
松
や
竹
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
梅
の
一
樹
だ
け
を
い
と
お
し
み
な
さ
る
な
、
と
い
う

の
だ
が
、
こ
の
口こ

う
ふ
ん吻

か
ら
は
、
逆
に
、
道
真
が
い
か
に
梅
へ
の
思
い
入
れ
が
強
か
っ
た
が
う
か
が
え
そ
う
で
あ
る
。

　

自
宅
の
山
陰
邸
に
い
て
も
、
讃
岐
国
の
公
邸
に
い
て
も
、
は
る
か
流
さ
れ
て
命
を
つ
な
ぐ
大
宰
府
の
南
館
に
い
て
も
、
目
の
ま
え
の

梅
花
を
と
お
し
て
道
真
の
詩
心
が
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
の
は
、
い
つ
も
内
宴
の
梅
樹
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

四
　
処
女
作

　

ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、『
菅
家
文
草
』
の
巻
頭
を
か
ざ
る
一
首
が
「
月
の
夜
に
梅
花
を
見
る
」
で
あ
る
の
は
、
道
真
の
詩
心
を
語
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る
う
え
で
、
す
こ
ぶ
る
暗
示
的
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　

月
輝
如
晴
雪　
　

月
の
輝か

か
やく

は
晴
れ
た
る
雪
の
如
し

　
　

梅
花
似
照
星　
　

梅
花
は
照
れ
る
星
に
似
た
り

　
　

可
憐
金
鏡
転　
　

憐
れ
ぶ
べ
し　

金き
む

鏡き
や
うの

転か
ひ
ろき

て

　
　

庭
上
玉
房
馨　
　

庭
上
に
玉
房
の
馨か

を

れ
る
こ
と
を

　

題
詞
に
自
注
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
て
、「
時
に
年
十
一
。
厳
君
田で

ん

進し
ん

士じ

を
し
て
試
み
し
め
、
予わ

れ

始
め
て
詩
を
言
へ
り
き
。
か
る
が
ゆ

ゑ
に
篇
の
首は

じ
めに

載の

す
る
な
り
」
と
い
う
。
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
の
作
。「
厳
君
」
は
父
是
善
、「
田
進
士
」
は
父
の
門
人
で
文
章
生
の

島
田
忠
臣
。
の
ち
に
道
真
は
忠
臣
の
娘
で
宣の

ぶ

来き

こ子
と
結
婚
す
る
か
ら
、
忠
臣
は
岳
父
と
な
る
人
物
で
あ
る
。

　

月
が
耿こ

う
こ
う耿
と
照
る
と
、
ま
る
で
晴
れ
た
日
の
雪
の
よ
う
に
明
る
い
で
は
な
い
か
。
梅
の
花
は
空
に
ピ
カ
ピ
カ
光
る
星
の
よ
う
。
な
ん

と
も
す
ば
ら
し
い
、空
で
は
黄
金
の
鏡
の
よ
う
に
月
が
か
が
や
き
、地
上
の
庭
園
で
は
梅
の
花
房
か
ら
、ほ
ら
芳
し
い
香
り
が
た
だ
よ
っ

て
く
る
よ
。
月
の
輝
き
を
一
面
に
降
り
敷
い
た
雪
や
金
で
鍍
金
さ
れ
た
鏡
に
た
と
え
、
梅
花
を
天
空
に
ま
た
た
く
星
や
白
玉
に
た
と
え

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
た
と
え
を
「
可
憐
」
で
結
ん
で
み
た
だ
け
の
、
平
凡
な
作
で
、
五
言
絶
句
ら
し
い
リ
ズ
ム
の
強
弱
も
表
現
の
起
伏
も
、
ほ

と
ん
ど
見
て
と
れ
な
い
。

　

海
彼
で
は
、
梁
の
簡
文
帝
（
五
〇
三
～
五
五
一
）
に
「
雪
裏
に
梅
花
を
覓も

と

む
」、
梁
の
王
筠
（
四
八
一
～
五
四
九
）
に
「
孔
中
丞
の

雪
裏
梅
花
に
和
す
」、
陳
の
陰い

ん
こ
う鏗
（
生
没
年
未
詳
）
に
「
雪
裏
梅
花
」
と
い
っ
た
雪
中
梅
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
が
あ
り
、
こ
と
に

簡
文
帝
に
は
「
月
を
望
む
」
も
あ
っ
て
、
こ
う
だ
。

　
　

流
輝
入
画
堂　
　

流
輝　

画
堂
に
入
り
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初
照
上
梅
梁　
　

初
照　

梅
梁
に
上
る

　
　

形
同
七
子
鏡　
　

形
は
七
子
鏡
に
同
じ

　
　

影
類
九
秋
霜　
　

影
は
九
秋
の
霜
に
類
す

　
　

桂
花
那
不
落　
　

桂
花
は
那な

ん
ぞ
落
ち
ず

　
　

団
扇
与
誰
粧　
　

団
扇
は
誰
が
た
め
の
粧よ

そ
ほひ

　
　

空
聞
北
窓
弾　
　

空
し
く
北
窓
の
弾
を
聞
き

　
　

未
挙
西
園
觴　
　

い
ま
だ
西
園
の
觴し

や
うを

挙
げ
ず

　
「
梅
梁
」
は
、「
梅
杖
」
が
梅
樹
の
枝
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
梅
の
枝
の
意
か
。
あ
る
い
は
「
梅
屋
」
と
同
じ
よ
う
に
梅
を
う
え
た
屋

敷
か
。「
七
子
鏡
」
は
七
面
の
鏡
で
装
っ
た
鏡
台
。「
九
秋
」
は
一
年
の
九
〇
日
が
秋
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
秋
。
月
に
は
桂
の
木
が
生

え
て
い
る
と
い
う
伝
説
か
ら
、
団
扇
は
望
月
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
と
も
に
月
を
う
た
っ
た
も
の
。「
北
窓
」
は
書
斎
、「
西
園
」

は
も
と
も
と
上
林
苑
を
い
う
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
こ
ま
で
の
意
味
は
あ
る
ま
い
。

　

月
光
が
画
堂
ま
で
も
入
り
こ
み
、
梅
を
植
え
た
建
物
の
梁は

り

ま
で
も
照
ら
し
て
い
る
。
月
の
か
た
ち
と
い
え
ば
、
七
子
鏡
に
ひ
と
し
い

し
、
ふ
り
そ
そ
ぐ
月
明
か
り
は
秋
の
霜
の
よ
う
。
月
の
世
界
に
生
え
て
い
る
と
い
う
桂
の
花
は
散
る
こ
と
な
く
、
円ま

ど
かで

月
に
似
て
い
る

扇
は
、
だ
れ
の
た
め
の
粧
い
だ
ろ
う
か
。
む
な
し
く
書
斎
で
演
奏
を
聞
き
、
い
ま
も
っ
て
西
園
の
さ
か
づ
き
を
あ
げ
る
こ
と
も
な
い
。

　
「
可
憐
」
も
簡
文
帝
の
同
題
詩
に
「
憐
れ
ぶ
べ
し
遠
近
な
し　

光
照　

悉
こ
と
ご
とく
徘
徊
す
」
と
あ
り
、「
可
憐
」
の
表
現
は
海
彼
で
は
多
用

さ
れ
る
表
現
で
、梅
の
例
に
か
ぎ
れ
ば
、梁
の
鮑
泉
（
？
～
五
五
一
？
）
に
「
憐
れ
ぶ
べ
し
階
下
の
梅　

飄へ
う
た
う蕩
風
に
逐し
た
がひ
て
迴め
ぐ

る
」（「
梅

花
を
詠
む
詩
」）
の
例
が
あ
る
。

　

道
真
は
一
七
歳
の
と
き
に
創
作
し
た
七
言
詩
「
赤
虹
の
篇
を
賦
し
得
た
り
、
一
首
」
に
、「
七
言
十
韻
、
此
れ
よ
り
以
下
四
首
は
、



一
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進
士
の
挙
に
応
ず
る
に
臨
み
て
、
家
君
日
毎
に
試
せ
り
。
数
十
首
有
り
と
雖
も
、
其
の
頗や
や

観
つ
べ
き
も
の
を
採
り
て
留
む
る
な
り
」
と

し
て
『
菅
家
文
草
』
に
四
首
を
採
っ
て
い
る
。「
家
君
」（
父
の
是
善
）
が
文
章
生
の
試
験
対
策
の
た
め
に
毎
日
課
題
を
出
し
た
ら
し
い
。

こ
こ
で
は
佳
作
だ
け
を
択
ぶ
と
し
て
い
る
の
で
、
相
当
量
の
試
作
が
棄
て
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
と
は
一
一
歳
の
頃
も
同
じ
だ
ろ

う
か
ら
、
師
で
あ
る
忠
臣
を
前
に
飽
く
こ
と
な
く
創
作
を
つ
づ
け
る
、
ま
だ
初

う
い
こ
う
ぶ
り

冠
ま
え
で
み
ず
ら
を
結
っ
た
童
児
道
真
の
す
が
た
が
あ

り
あ
り
と
浮
か
ん
で
こ
よ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ん
と
耽
美
的
な
一
作
だ
ろ
う
か
。

　

し
ば
し
ば
人
の
い
う
よ
う
に
、こ
の
「
月
の
夜
に
梅
花
を
見
る
」
と
延
喜
三
年
（
九
〇
三
）
に
絶
筆
と
な
っ
た
「
謫
居
の
春
雪
」
は
、

ひ
と
し
く
梅
を
う
た
う
こ
と
を
も
っ
て
、呼
応
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。『
菅
家
後
集
』は「
五
言　

自
詠
」か
ら「
謫
居
の
春
雪
」

に
い
た
る
ま
で
の
作
品
を
集
め
、
延
喜
三
年
正
月
の
こ
ろ
、
死
が
近
い
こ
と
を
知
っ
た
道
真
自
身
が
箱
に
お
さ
め
、
紀
長
谷
雄
の
と
こ

ろ
に
送
る
よ
う
遺
言
し
た
と
い
う
。

　

今
日
の
流
布
本
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
藤
原
広
兼
な
る
人
物
が
天
承
元
年
（
一
一
三
一
）
に
北
野
社
に
奉
納
し
た
も
の
で
、
す
で
に

道
真
が
没
し
て
二
〇
〇
年
を
こ
え
る
歳
月
を
経
て
い
る
。
と
は
い
え
、
延
長
元
年
（
九
二
三
）
四
月
二
〇
日
に
は
、
は
や
く
も
本
官
に

復
し
て
右
大
臣
と
な
り
、正
二
位
に
叙
さ
れ
、さ
ら
に
左
遷
の
詔
勅
も
破
棄
さ
れ
て
い
る
。ま
た
正
暦
四
年（
九
九
三
）五
月
に
は
左
大
臣
、

正
一
位
と
し
、
同
じ
年
の
閏
一
〇
月
に
は
太
政
大
臣
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
あ
い
だ
も
道
真
の
残
し
た
『
菅
家
文
草
』
と
『
菅
家
後
集
』

は
丁
重
に
あ
つ
か
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、
道
真
の
ま
と
め
た
一
本
と
流
布
本
と
に
大
き
な
異
同
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　

も
し
そ
う
な
ら
、「
謫
居
の
春
雪
」
は
意
味
あ
る
一
作
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。「
謫
居
の
春
雪
」
以
前
の
作
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。
題
と
作
中
の
一
句
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

　

・「
官
舎
の
幽
趣
」　　
　
　
　
　

秋
の
雨　

庭
を
湿う

る
ほす　

潮う
し
ほの
落
つ
る
地
と
こ
ろ

　

・「
秋
の
晩ゆ
ふ
べに
白
菊
に
題
す
」　　

凉
り
や
う

秋し
う　

月
尽
き
て　

早さ
う

霜さ
う

の
初
め
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・「
晩
に
東
山
の
遠
山
を
望
む
」　

秋
月
閑し
づ
かに

反は
ん
せ
う照

に
因よ

り
て
看み

る

　

・「
風
雨
」　　
　
　
　
　
　
　
　

偏ひ
と
へに

菊
花
の
残

そ
こ
な
はれ

む
こ
と
を
惜を

し

む

　

・「
燈
滅
ゆ　

二
絶
」　　
　
　
　

秋
天
に
雪
あ
ら
ず　

地
に
蛍ほ

た
るな

し

　

・「
秋
の
月
に
問
ふ
」　　
　
　
　

春
を
度わ

た

り
夏
を
度
り
て　

只た
だ
い
ま今

の
秋

　

・「
月
に
代
り
て
答
ふ
」　　
　
　

蓂め
い

発ひ
ら

き
桂
香か

ぐ
はし

く
し
て　

半
な
か
ば
ま
ど
か

円
な
ら
む
と
す

　

・「
九
月
尽
」　　
　
　
　
　
　
　

今こ
ん
に
ち日

二
年　

九
月
尽

　

・「
偶
作
」　　
　
　
　
　
　
　
　

病や
ま

ひ
は
衰す

い

老ら
う

を
追
ひ
て
到い

た

る

　

す
べ
て
の
作
品
に
、
季
節
を
う
か
が
わ
せ
る
語
句
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、「
九
月
尽
」
ま
で
は
秋
の
作
で
あ
り
、「
九
月
尽
」

が
延
喜
二
年
九
月
三
〇
日
作
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
、
秋
ま
で
は
そ
れ
な
り
に
創
作
が
つ
づ
い
て
い
る
。
直
前
の
「
偶
作
」
は
い
つ
の

こ
ろ
の
創
作
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、

　
　

病
追
衰
老
到　
　

病や
ま

ひ
は
衰す
い

老ら
う

を
追
ひ
て
到い
た

る

　
　

愁
趁
謫
居
来　
　

愁
へ
は
謫た

く
き
よ居

を
趁も

と

め
て
来き

た

る　

　
　

此
賊
逃
無
処　
　

此
の
賊あ

だ　

逃の
が

る
る
に
処と

こ
ろな

し

　
　

観
音
念
一
廻　
　

観
音　

念
ず
る
こ
と
一い

つ

廻
く
わ
い

と
う
た
っ
て
い
る
。
こ
の
一
作
は
隋
朝
の
智ち

ぎ顗
が
講
じ
た
『
天
台
止
観
』（
摩
訶
止
観
）
に
あ
る
「
四
山
合
来
、
無
逃
避
処
」
を
ふ
ま

え
た
も
の
。
智
顗
は
衰
老
病
死
の
四
苦
を
四
つ
の
山
に
た
と
え
、
け
っ
し
て
の
が
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
説
い
て
い
る
。
衰
え
と
病
い

の
山
の
賊
が
や
っ
て
来
た
し
、謫
居
の
暮
ら
し
が
は
じ
ま
る
と
憂
い
悲
し
み
の
山
賊
が
居
場
所
を
も
と
め
る
か
の
よ
う
に
や
っ
て
来
た
。

も
は
や
死
山
の
賊
が
襲
っ
て
も
、
逃
れ
る
と
こ
ろ
な
ど
な
い
の
だ
。
南
無
観
世
音
、
お
救
い
く
だ
さ
い
。
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創
作
時
は
不
明
な
が
ら
、
先
に
七
言
詩
「
南
館
の
夜よ

に
、
都
府
の
礼ら

い

仏ぶ
ち

懺さ
ん

悔ぐ
ゑ

を
聞
く
」
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
延
喜
元
年
一
二
月
一
九

日
か
ら
二
一
日
ま
で
三
日
間
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
礼
仏
懺
悔
の
法
会
を
背
景
と
す
る
作
。
次
の
「
歳
日
の
感
懐
」
で
は
「
新し

ん

歳せ
い　

門か
ど

を
突
き
て
来き

た

る
…
…
合か

ふ

掌し
や
うし

て
観
音
を
念
ず
ら
く
の
み　

屠と

そ蘇　

盃
を
把と

ら
せ
ず
」
と
、
こ
こ
で
も
観
音
へ
の
帰き

え依
を
う
た
っ
て
い

る
。　

　

こ
う
し
て
み
る
と
、「
偶
作
」
も
、延
喜
二
年
の
礼
仏
懺
悔
、一
万
三
千
の
仏
名
を
と
な
え
る
は
る
か
な
声
を
聞
き
な
が
ら
の
作
と
も
、

大
晦
日
か
ら
元
旦
に
か
け
て
の
作
と
も
想
像
さ
れ
よ
う
。
と
は
い
え「
偶
作
」で
は
、「
人ひ

と

は　

地
獄
幽い

う

冥め
い

の
理

こ
と
わ
りに

慚は

づ
」（「
南
館
の
夜
に
、

都
府
の
礼
仏
懺
悔
を
聞
く
」）、「
故
人　

寺
を
尋た

づ

ね
て
去い

ぬ
」（「
歳
日
の
感
懐
」）
と
い
っ
た
他
人
へ
の
視
線
は
ま
っ
た
く
な
く
、
ひ
た

す
ら
死
を
思
い
観
世
音
の
慈
悲
に
す
が
る
真
情
し
か
う
た
わ
れ
て
い
な
い
の
に
、
注
視
す
べ
き
だ
ろ
う（

（1
（

。
死
山
の
賊
は
す
で
に
道
真
の

命
を
う
か
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
道
真
は
二
か
月
あ
ま
り
詩
作
の
筆
を
と
っ
て
い
な
い
。

五
　
絶
筆
、
そ
し
て
死

　
「
謫
居
の
春
雪
」
を
、
煩
を
い
と
わ
ず
、
も
う
一
度
読
ん
で
み
よ
う
。

　
　

盈
城
溢
郭
幾
梅
花　
　

城あ
づ
ちに
盈み

ち
郭く
る
わに
溢あ
ふ

れ
て　

幾
ば
く
の
梅
花
ぞ

　
　

猶
是
風
光
早
歳
華　
　

な
ほ
し
こ
れ
風ふ

う

光く
わ
うの　

早さ
う

歳さ
い

の
華

　
　

雁
足
黏
将
疑
繋
帛　
　

雁か
り

の
足
に
黏ね
や
かり
将ゐ

て
は　

帛き
ぬ

を
繋か

け
た
る
か
と
疑
ふ

　
　

烏
頭
點
著
思
帰
家　
　

烏か
ら
すの
頭か
し
らに
點さ

し
著つ

き
て
は　

家
に
帰
ら
む
こ
と
を
思
ふ　

　

延
喜
三
年
の
春
某
日
、
筑
紫
の
天
空
を
お
お
っ
て
い
る
の
は
、
雪
、
雪
、
雪
。
そ
れ
が
ま
る
で
梅
花
が
い
っ
せ
い
に
咲
き
散
っ
て
い
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る
よ
う
で
、
都
府
の
内
外
は
白
一
色
の
一
日
と
な
っ
た
。「
風
光
」
と
は
、
風
に
吹
か
れ
て
動
く
草
や
木
が
、
日
ざ
し
を
あ
び
て
輝
く

さ
ま
の
意
。「
早
歳
」
と
は
歳
の
始
め
の
意
。
新
春
の
意
を
含
み
な
が
ら
「
早
歳
の
華
」
と
春
を
告
げ
る
梅
の
花
を
う
た
っ
て
い
る
。

　
「
風
光
」は
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
な
こ
と
ば
で
は
な
く
、ど
う
や
ら
道
真
は
、中
国
文
学
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー『
文
選
』に
あ
る
謝
朓（
四
六
四

～
四
九
九
）
の
作
品
あ
た
り
に
学
ん
だ
ら
し
い（

（（
（

。
謝
朓
は
「
日じ

つ
く
わ華

は
川
上
に
動
き　

風
光
草
際
に
浮
ぶ
」（「
徐
都
曹
に
和
す
一
首
」）、

「
歳
華
に
し
て
春
に
酒
有
れ
ば　

初
服
し
て
郊
扉
に
偃ふ

し
な
ん
」（「
休
沐
し
て
重
ね
て
還か

へ

る
道
中
一
首
」）
と
う
た
う
。
こ
れ
は
た
ん
に

語
句
を
借
り
た
と
い
う
の
で
は
あ
る
ま
い
。
前
者
は
春
の
の
ど
や
か
な
風
景
に
、
官
を
退
き
た
い
思
い
を
う
た
い
、
後
者
も
休
暇
を
終

え
て
公
務
に
も
ど
る
道
中
、
役
職
を
し
り
ぞ
き
静
か
に
暮
ら
し
た
い
と
い
う
の
が
内
容
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
道
真
の
心
情
に
共
通
す
る

も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
道
真
の
作
品
で
、も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は「
…
…
雁
足
…
…
烏
頭
…
…
」だ
ろ
う
。「
…
…
雁
足
…
…
」は
あ
ま
り
に
も
有
名
な
、

蘇
武
の
雁
信
に
か
か
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
蘇
武
（
前
一
四
〇
～
前
六
〇
）
が
匈
奴
に
遣つ

か

い
し
た
。
単ぜ
ん

于う

は
蘇
武
の
漢
へ
の
帰
還

を
惜
し
み
、
匈
奴
に
仕
え
る
よ
う
に
迫
っ
た
が
、
蘇
武
は
け
っ
し
て
節
を
曲
げ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
一
九
年
も
の
間
、
北
海
（
バ

イ
カ
ル
湖
あ
た
り
）
に
幽
閉
さ
れ
、
苦
境
に
た
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
昭
帝
の
と
き
、
上
林
苑
の
遊ゆ

う

猟り
よ
うで

脚
に
帛
書
が
結
い
つ

け
ら
れ
た
雁
が
射
落
と
さ
れ
た
。
結
ば
れ
て
い
た
の
は
匈
奴
に
い
る
蘇
武
か
ら
の
便
り
で
、
そ
の
か
わ
ら
ぬ
忠
誠
心
を
知
っ
た
帝
は
遣

い
を
だ
し
て
助
け
出
し
た
と
い
う
。

　
「
…
…
烏
頭
…
…
」
の
主
人
公
は
、
燕え

ん

の
太
子
丹
。
小
国
の
燕
に
生
れ
た
丹
は
、
幼
い
こ
ろ
趙ち
よ
うの
人
質
と
な
っ
た
。
同
じ
頃
、
秦
か

ら
も
政
（
の
ち
の
始
皇
帝
）
が
人
質
と
し
て
送
ら
れ
て
き
て
お
り
、
ふ
た
り
は
親
し
ん
だ
。
そ
の
後
、
丹
は
燕
に
も
ど
り
太
子
と
な
り
、

使
者
と
な
っ
て
秦
へ
行
き
、
昔
な
じ
み
の
政
に
あ
い
さ
つ
を
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
政
の
あ
つ
か
い
は
た
い
そ
う
冷
た
い
も
の
だ
っ
た
。

　

秦
王
は
帰
国
を
許
さ
ず
、
も
し
烏
の
頭
が
白
く
な
り
馬
の
頭
に
角
が
生
え
た
ら
、
そ
の
時
は
帰
国
さ
せ
て
や
る
と
い
う
。
丹
が
天
を
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仰
い
で
悲
し
む
と
、
天
が
そ
れ
に
応
え
た
の
だ
ろ
う
、
烏
の
頭
が
白
毛
に
変
わ
り
馬
の
頭
に
も
角
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
丹
は

燕
に
も
ど
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
司
馬
貞
（
生
没
年
未
詳
）
が
著
す
『
史
記
索
隠
』
所
引
の
『
燕
丹
子
』
に
あ
る
話
。

　

道
真
は
右
の
よ
う
な
蘇
武
と
丹
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
つ
の
る
帰
京
へ
の
思
い
を
う
た
う
の
で
あ
る
。
雁
の
脚
に
雪
が

粘
り
つ
い
て
、
ま
る
で
白
絹
を
結ゆ

わ
え
て
い
る
よ
う
で
は
な
い
か
。
天
子
が
御
覧
に
な
れ
ば
、
き
っ
と
都
へ
お
戻
し
に
な
る
だ
ろ
う
。

あ
れ
烏
の
頭
に
春
の
雪
が
点
を
う
っ
た
よ
う
に
の
っ
か
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
頭
が
白
く
な
っ
た
烏
、
こ
れ
で
か
な
ら
ず
や
都
へ
帰

れ
る
だ
ろ
う
。
蘇
武
や
燕
丹
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
…
…
あ
あ
、
雪
が
降
る
、
あ
あ
、
梅
の
白
い
花は

な
び
ら弁

が
ち
ぢ
に
舞
う
。
無
限
の
天

空
か
ら
流
れ
来
る
雪
は
、
は
る
か
都
に
あ
る
山
陰
亭
の
北
窓
か
ら
見
え
る
梅
樹
を
幻
視
さ
せ
、
山
陰
亭
の
梅
の
幻
は
さ
ら
に
、
父
是
善

や
師
島
田
忠
臣
の
も
と
で
詩
作
に
は
げ
ん
で
い
た
少
年
の
日
々
へ
と
、
道
真
を
い
ざ
な
う
。
南
館
の
梅
か
ら
山
陰
亭
の
梅
へ
、
山
陰
亭

の
梅
か
ら
華
や
ぐ
宮
中
の
梅
へ
―
―
。
幻
の
梅
の
回
廊
を
あ
ゆ
む
、
傷
心
の
道
真
が
彷
彿
と
す
る
。

　

も
ち
ろ
ん
賢
明
な
道
真
だ
か
ら
、
漢
籍
の
次
の
よ
う
な
く
だ
り
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い（

（1
（

。
匈
奴
に
遠
征
し
、
蘇
武
と
同
様
に

異
郷
に
あ
っ
て
、
帰
国
す
る
こ
と
な
く
つ
い
に
そ
こ
に
骨
を
う
ず
め
た
李
陵
は
、
帰
国
す
る
よ
う
う
な
が
す
蘇
武
に
便
り
し
て
い
る
。

道
真
も
日
頃
、
親
し
み
諳そ

ら

ん
じ
て
い
た
だ
ろ
う
『
文
選
』
か
ら
「
蘇
武
に
答
ふ
る
書
」（
部
分
）
を
一
読
す
る
。

丁て
い
ね
ん年

、
使
ひ
を
奉
じ
て
、
皓か

う
し
ゆ首

に
し
て
帰
れ
ば
、
老
母
は
堂
に
終
り
、
生
妻
は
帷ゐ

を
去
る
。
此こ

れ
天
下
の
聞
く
こ
と
希ま

れ

な
る
所
に

し
て
、
古
今
に
未
だ
有
ら
ざ
る
所
な
り
。
蛮ば

ん
ぱ
く貊
の
人
も
、
な
ほ
子し

の
節せ
つ

を
嘉よ
み

す
。
況い
は
んや
天
下
の
主し
ゆ

為た

る
を
や
。
…
…
子し

の
帰
る
や
、

賜た
ま
も
の

二
百
万
に
過
ぎ
ず
、
位く
ら
ゐは
典
属
国
に
過
ぎ
ず
。

　

あ
な
た
は
、
壮
年
に
し
て
匈
奴
へ
使
い
し
、
白
髪
頭
と
な
っ
て
帰
国
し
た
。
老
い
た
母
親
は
も
う
こ
の
世
の
人
で
は
な
く
、
年
若
い

妻
は
す
で
に
再
婚
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
世
間
に
め
っ
た
に
な
い
こ
と
だ
し
、古
今
に
も
例
が
な
い
。
蛮
国
の
人
び
と
で
さ
え
、

あ
な
た
の
節
義
を
ほ
め
た
た
え
て
い
る
。
天
下
の
主
で
あ
る
天
子
な
ら
、
な
お
さ
ら
で
は
な
い
か
。
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、
褒ほ
う

賞し
よ
うは

た
か
が
銭
二
〇
〇
万
、
役
職
は
「
典
属
国
」（
蛮
族
で
漢
に
降
伏
し
た
人
び
と
を
つ
か
さ
ど
る
役
人
）

に
す
ぎ
ず
、
わ
ず
か
の
封
地
も
与
え
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
。
帰
国
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
惨さ

ん
た
ん憺

た
る
あ
り
さ
ま
。
そ
れ
で
も
わ
た
し
も

漢
に
も
ど
れ
と
い
う
の
か
い
。
李
陵
が
蘇
武
に
か
け
た
こ
と
ば
は
、
そ
の
ま
ま
道
真
に
も
強
烈
に
響
く
だ
ろ
う
。

タ
ト
エ
帰
京
ガ
許
サ
レ
テ
モ
、
右
大
臣
ノ
地
位
ヲ
奪
ワ
レ
、
家
族
ハ
離
散
シ
、
道
真
ト
イ
ウ
名
サ
エ
剝ハ

ギ
取
ラ
レ
、
今
ヤ
鯨ク

ジ
ラ鯢

ト

呼
バ
レ
テ
イ
ル
オ
前
ニ
、
昔
日
ノ
栄
華
ガ
戻
ッ
テ
ク
ル
モ
ノ
カ
…
…

　

別
に
、
燕
丹
に
ま
つ
わ
る
烏
頭
変
毛
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
も
、
こ
う
だ
。
百
家
の
言
に
通
じ
て
大
儒
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
、

後
漢
の
思
想
家
王お

う

充じ
ゆ
う（

二
七
～
一
〇
一
？
）
の
『
論
衡
』「
感
虚
」
か
ら
引
用
し
よ
う
。

燕
の
太
子
丹
は
何
人
ぞ
、
而し

か

も
能よ

く
天
を
動
か
す
や
。
聖
人
の
拘と

ら

は
る
る
、
天
を
動
か
す
能あ

た

は
ず
。
太
子
丹
は
賢
者
な
る
に
、
何

ぞ
能
く
此
れ
を
致
さ
ん
。
夫そ

れ
天
能
く
太
子
を
祐た
す

け
、
諸し
よ

瑞ず
ゐ

を
生
じ
以
て
其
の
身
を
免
れ
し
む
る
は
、
則
ち
能
く
秦
王
の
意
を
和
や
わ
ら

げ
、
以
て
其
の
難
を
解
け
ば
な
り
。
拘
は
る
る
の
一
事
は
易や
す

く
、
瑞
を
生
ず
る
の
五
事
は
難
き
に
、
一
事
の
易
き
を
舎を

き
、
五
事

の
難
き
を
為な

す
は
、
何
ぞ
天
の
労
を
憚は
ば
から
ざ
る
や
。

　

湯と
う

王
は
夏
台
に
囚と

ら

わ
れ
た
し
、
文
王
は
羑ゆ

う

里り

に
拘と

ら

わ
れ
、
孔
子
は
陳ち

ん

蔡さ
い

の
野
で
飢
え
た
。
こ
れ
ほ
ど
の
聖
人
た
ち
が
苦
し
ん
で
い
る

の
に
、
天
は
聖
人
た
ち
に
手
を
差
し
伸
べ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
燕
丹
が
ど
れ
ほ
ど
の
聖
人
だ
と
い
う
の
か
、

か
つ
て
湯
王
ら
で
さ
え
天
を
動
か
せ
な
か
っ
た
の
に
、
太
子
丹
く
ら
い
で
何
が
で
き
よ
う
か
。

　

も
し
仮
に
天
が
太
子
の
嘆
き
に
感
じ
て
味
方
し
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
な
ら
わ
ざ
わ
ざ
烏
の
頭
を
白
く
し
た
り
、
馬
に
角
を
生
や
し
た

り
、
門
の
木
像
の
脚
を
肉
足
に
か
え
た
り
、
太
陽
を
二
度
に
わ
た
っ
て
南
中
さ
せ
た
り
、
空
か
ら
籾も

み

を
降
ら
せ
た
り
、
そ
れ
ほ
ど
の

七し
ち
め
ん
ど
う

面
倒
臭く
さ

い
こ
と
を
五
つ
も
し
な
く
と
も
、
た
だ
一
つ
、
秦
王
の
心
を
和
ま
せ
る
だ
け
で
、
燕
に
帰
れ
た
は
ず
だ
。
天
は
な
ん
と
も
ご

苦
労
な
こ
と
よ
。
燕
丹
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
「
虚
な
り
」（
ま
っ
か
な
嘘
っ
ぱ
ち
だ
）。
こ
れ
が
、王
充
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
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孔
子
ト
イ
ウ
大
聖
人
デ
サ
エ
天
ハ
マ
ッ
タ
ク
動
カ
ナ
カ
ッ
タ
モ
ノ
ヲ
、
タ
カ
ガ
燕
丹
ゴ
ト
キ
デ
天
ガ
感
応
シ
ナ
イ
ダ
ロ
ウ
…
…

　

そ
の
弁
は
説
得
力
が
あ
る
。
後
日
談
な
が
ら
、
し
ば
ら
く
し
て
燕
丹
は
燕
に
も
ど
れ
た
が
、
秦
王
が
送
り
込
ん
だ
軍
隊
に
よ
っ
て
殺

さ
れ
て
い
る
。

　

道
真
が
こ
う
し
た
王
充
の
弁
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
で
も
な
お
蘇
武
や
太
子
丹
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
に
わ
が
身
を
よ
せ
て
い
く
の
は
、
ふ
た
り
に
対
す
る
天
の
憐れ

ん
び
ん憫

を
、
道
真
も
ま
た
、
ど
れ
ほ
ど
渇
望
し
て
い
た
か
の
証
左
に
な
る
だ

ろ
う
。

　

か
の
李
陵
は
、
蘇
武
へ
の
便
り
の
な
か
で
、

上か
み

は
老
母
の
年
に
臨
ん
で
戮り

く

せ
ら
る
る
を
念お

も

ふ
。
妻
子
は
辜つ

み

無
く
し
て
並
び
に
鯨げ

い
げ
い鯢

為せ

ら
れ
、
身
は
国
恩
に
負そ

む

き
、
世
の
悲
し
む

所
と
為な

る
…
…
命め
い

や
如い
か

何ん

せ
ん
。

と
述
べ
て
い
る
。
李
陵
は
、
い
う
。
思
え
ば
、
母
は
年
老
い
た
身
で
あ
り
な
が
ら
処
刑
さ
れ
、
妻
や
子
は
罪
も
な
い
の
に
こ
ご
と
く
殺

さ
れ
、わ
た
し
自
身
は
国
の
恩
に
そ
む
い
て
、世
間
の
人
び
と
か
ら
悲
し
ま
れ
た
、こ
の
運
命
は
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
、と
。「
鯨

鯢
」
は
、
不
義
の
罪
人
と
し
て
殺
さ
れ
る
の
意
。
李
陵
は
す
べ
て
を
「
命
」（
天
の
与
え
た
運
命
）
と
し
て
甘
受
し
た
。
匈
奴
で
二
〇

年
あ
ま
り
を
暮
ら
し
、
そ
こ
で
没
し
た
の
で
あ
る
。

　

死
を
た
ま
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
妻
の
宣の

ぶ

来き

子こ

は
前
年
（
延
喜
二
年
）
の
冬
一
二
月
二
五
日
、
京
の
留
守
宅
を
け
な
げ

に
切
り
盛
り
す
る
心
労
か
ら
か
、
夫
よ
り
も
先
に
没
し
て
い
る
。
李
陵
と
同
じ
よ
う
に
辺
土
に
あ
っ
た
道
真
は
、「
鯨
鯢
」
と
呼
ば
れ

京
を
追
わ
れ
て
二
年
、
延
喜
三
年
二
月
二
五
日
、
五
九
歳
で
生
涯
を
と
じ
た
け
れ
ど
、
は
た
し
て
李
陵
の
よ
う
に
、
こ
の
天
涯
の
死
を

も
っ
て
「
命
」
と
自
得
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。



二
五

梅の回廊　菅原道真研究ノート 2

注（
1
）　

こ
う
し
た
辺へ
ん

塞さ
い

の
詩
歌
は
「
梅
花
落
」
と
呼
ば
れ
、時
代
が
く
だ
る
と
創
作
詩
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
唐
の
盧
照
鄰
の
「
梅
花
落
」。

　
　

梅
嶺
花
初
発　
　

梅
嶺　

花
初
め
て
発ひ

ら

き

　
　

天
山
雪
未
開　
　

天
山　

雪
い
ま
だ
開と

け
ず

　
　

雪
処
疑
花
満　
　

雪
の
処と

こ
ろ　

花
満み

つ
る
か
と
疑
ひ

　
　

花
辺
似
雪
回　
　

花
の
辺あ

た
り　

雪
に
似
て
回ま
は

る

　
　

因
風
入
舞
袖　
　

風
に
因よ

り
入
り
て
袖
に
舞
ひ

　
　

雑
粉
向
妝
台　
　

雑
粉
と
し
て
妝

し
や
う

台だ
い

に
向む
か

ふ

　
　

匈
奴
幾
万
里　
　

匈
奴　

幾
万
里

　
　

春
至
不
知
来　
　

春
至
り
て
来き

た

る
を
知
ら
ず　

　

前
半
は
男
の
、
後
半
は
女
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
梅
が
は
じ
め
て
咲
い
た
も
の
の
、
天
山
は
ま
だ
雪
に
お
お
わ
れ
春
は
ま

だ
遠
く
、
一
面
の
雪
景
色
は
ま
る
で
梅
が
花
開
い
た
か
と
疑
わ
れ
る
、
と
い
う
。
都
に
い
る
女
の
周
り
は
、
梅
が
花は

な
び
ら弁
を
し
き
り
に
散
ら
し
、
ま
る

で
好す

い
た
男
が
駐
留
し
て
い
る
辺
境
の
雪
景
色
が
想
像
さ
れ
て
く
る
。
風
に
運
ば
れ
て
袖
に
舞
い
込
み
、
白お
し
ろ
い粉
の
よ
う
に
化
粧
台
に
散
り
か
か
る
。

な
の
に
、
匈
奴
の
地
は
幾
万
里
も
の
彼
方
、
春
は
来
た
の
に
男
は
帰
っ
て
は
来
な
い
、
と
。「
梅
花
落
」
は
、
辺
境
に
あ
っ
て
望
郷
の
悲
し
み
を
う

た
う
歌
辞
で
あ
る
。

（
2
）　

た
だ
し
「
早
春
侍
宴
仁
寿
殿
、
同
賦
春
雪
映
早
梅
、
応
製
」
は
貞
観
一
五
年
一
月
の
作
と
も
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
二
作
の
創
作
年
と
注
の
内
容

に
齟
齬
が
生
じ
て
し
ま
う
が
、
今
は
注
に
し
た
が
っ
て
お
き
た
い
。

（
3
）　

清
少
納
言
は
『
枕
草
子
』（
第
二
七
八
段
）
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

雪
の
い
と
高
く
降
り
た
る
を
、
例
な
ら
ず
御
格
子
ま
ゐ
ら
せ
て
、
炭す

櫃び
つ

に
火
お
こ
し
て
、
物
語
な
ど
し
て
あ
つ
ま
り
候さ
ぶ
ら
ふ
に
、「
少
納
言
よ
。

香
炉
峰
の
雪
は
い
か
な
ら
む
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
御
格
子
上
げ
さ
せ
て
、
御み

す簾
を
高
く
上
げ
た
れ
ば
、
笑
は
せ
た
ま
ふ
。
人
び
と
も
「
み
な

さ
る
事
は
知
り
、
歌
な
ど
に
さ
へ
う
た
へ
ど
、
思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
。
な
ほ
こ
の
宮
の
人
に
は
さ
る
べ
き
な
め
り
」
と
言
ふ
。

雪
が
た
い
そ
う
深
く
降
り
積
も
っ
て
い
る
の
を
、
い
つ
も
の
よ
う
で
も
な
く
格
子
を
降
ろ
し
申
し
あ
げ
て
、
炭
櫃
に
火
を
お
こ
し
て
、
わ

た
し
た
ち
女
房
が
話
な
ど
を
し
て
集
ま
っ
て
お
仕
え
し
て
い
る
と
、
中
宮
さ
ま
が
「
少
納
言
よ
。
香
炉
峰
の
雪
は
ど
の
よ
う
か
し
ら
」
と
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仰
せ
に
な
る
の
で
、
格
子
を
あ
げ
さ
せ
て
御
簾
を
高
く
巻
き
あ
げ
た
と
こ
ろ
、
お
笑
い
に
な
る
。
ほ
か
の
人
た
ち
も
「
み
な
そ
れ
は
知
っ

て
い
て
、
歌
な
ど
に
も
う
た
う
の
だ
け
れ
ど
、
思
い
つ
き
も
し
な
か
っ
た
。
や
は
り
宮
に
お
仕
え
す
る
人
と
し
て
は
、
う
っ
て
つ
け
の
人

の
よ
う
で
す
ね
」
と
い
う
。　

　

御
簾
を
高
く
巻
き
あ
げ
た
と
こ
ろ
が
、
清
少
納
言
の
才
智
。

（
4
）　
「
司
馬
」
は
地
方
の
第
三
等
官
で
、
実
態
は
と
も
か
く
も
、
一
般
的
に
閑
職
だ
と
み
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

（
5
）　

た
だ
し
、
元
慶
五
年
に
は
清
和
太
上
天
皇
が
崩
御
し
て
い
る
た
め
、
内
宴
は
中
止
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
元
慶
六
、七
、八
年
も
ま
た
中
止
さ

れ
て
い
る
の
で
、
元
慶
三
年
の
作
だ
ろ
う
か
。
創
作
年
代
は
や
や
不
審
。

（
6
）　

漢
の
韓か

ん

嬰え
い

の
撰
。
い
ろ
い
ろ
な
古
事
や
古
語
を
集
め
、
詩
経
の
章
句
を
用
い
て
説
明
し
た
も
の
。

（
7
）　
『
初
学
記
』
は
唐
の
徐
堅
ら
が
玄
宗
の
勅
に
よ
っ
て
編
纂
し
た
も
の
で
、
要
典
故
事
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
、
開
元
一
六
年
（
七
二
八
）
撰
。『
白は

く

孔こ
う

六り
く

帖じ
よ
う』
は
白
楽
天
の
六
帖
と
宋
の
孔
伝
の
続
六
帖
を
合
わ
せ
た
も
の
で
、
故
事
成
語
が
豊
富
。

（
8
）　
『
和
漢
朗
詠
集
』
は
寛
弘
九
年
（
一
〇
一
二
）
ご
ろ
に
成
立
し
た
。
白
楽
天
・
元
稹
・
菅
原
文
時
・
源
順
ら
の
漢
詩
と
紀
貫
之
・
凡
河
内
躬
恒
・

柿
本
人
麻
呂
ら
の
和
歌
を
組
み
合
わ
せ
、
四
季
と
雑
に
分
類
し
て
ま
と
め
た
も
の
。
重
之
歌
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
か
ら
採
択
し
た
も
の
で
、「
冷
泉

院
の
東
宮
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
百
首
歌
た
て
ま
つ
れ
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
」
の
詞
書
き
が
あ
る
。

（
9
）　
「
宰
相
に
拝
せ
ら
る
、
藤
納
言
が
鄭て

い
し
う州
の
玉
帯
を
賜
へ
る
を
謝
し
奉
る
」
と
さ
れ
た
、
次
の
よ
う
な
七
言
詩
で
あ
る
。

身
多
撿
束
謝
高
才　
　

身
多
く
撿け

む
そ
く束
し
て
高
才
に
謝
す

賞
賜
分
明
玉
不
埃　
　

賞
し
や
う

賜し

分ふ
ん
め
い明
に
し
て
玉
も
埃ほ
こ
りあ
ら
ず

初
自
鄭
州
無
脛
至　
　

初
め
鄭
州
よ
り
脛は

ぎ

な
く
し
て
至
る

更
従
台
閤
有
心
来　
　

更
に
台た

い
か
ふ閤
よ
り
心
あ
り
て
来
る

雪
慙
廉
潔
随
衣
結　
　

雪
は
廉れ

ん
け
つ潔
に
慙は

ぢ
て　

衣こ
ろ
もに
随し
た
がひ
て
結
ぶ

花
譲
栄
華
遂
歩
開　
　

花
は
栄
華
に
譲ゆ

づ

り
て　

歩あ
よ

び
に
遂し
た
がひ
て
開
く

為
向
彫
文
相
報
道　
　

為
か
る
が
ゆ
ゑに
彫ゑ

り
た
る
文あ
や

に
向
ひ
て
相あ
ひ

報つ

げ
て
道い

ふ

鑽
堅
功
臣
被
誰
催　
　

鑽さ
ん

堅け
ん

の
功
臣　

誰た
れ

に
か
催も
よ
ほさ
る
る
と

　

わ
が
身
を
慎つ

つ
しみ
、
す
ぐ
れ
た
人
物
で
あ
る
あ
な
た
に
感
謝
し
た
い
。
頂
戴
し
た
帯
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
玉
は
、
一
点
の
曇
り
な
く
輝
い
て
い
る
。
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玉
帯
に
脚
は
な
い
も
の
の
、
は
る
ば
る
中
国
の
鄭
州
か
ら
本
朝
へ
い
た
り
、
さ
ら
に
あ
な
た
の
と
こ
ろ
か
ら
厚
情
を
も
っ
て
わ
た
く
し
の
と
こ
ろ
へ

や
っ
て
き
た
。
雪
さ
え
も
そ
の
色
を
恥
る
ほ
ど
に
清せ

い
れ
ん
け
つ
ぱ
く

廉
潔
白
な
あ
な
た
の
衣
を
飾
り
、
桜
の
花
が
そ
の
華
や
ぎ
を
失
う
ほ
ど
の
あ
な
た
の
栄
華
・
栄

達
に
、
花
を
そ
え
た
こ
の
玉
帯
。
彫ほ

り
こ
ま
れ
て
い
る
す
ば
ら
し
い
文
様
に
、
は
っ
き
り
い
え
る
の
は
、
学
問
に
は
げ
ん
で
き
た
結
果
、
も
し
わ
た

し
に
手
柄
が
あ
る
と
し
た
ら
、
誰
の
力
ぞ
え
に
よ
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
な
た
が
力
づ
け
て
く
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
、
と
。

　
「
鄭
州
」
は
今
日
で
い
う
河
南
省
の
州
名
で
、都
は
洛
陽
。
実
際
、玉
帯
が
河
南
省
あ
た
り
で
作
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
も
、舶
来
の
帯
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。「
台
」
は
政
治
の
最
高
職
で
あ
る
三
公
の
位
を
、「
閤
」
は
く
ぐ
り
戸
を
い
う
が
、こ
こ
で
は
中
納
言
で
あ
る
時
平
の
邸
宅
を
意
味
す
る
。

「
鑽
堅
」
は
学
問
を
す
る
意
。『
論
語
』「
子
罕
」
の
顔
淵
が
孔
子
の
徳
を
讃
え
た
こ
と
ば
、「
之
を
仰
げ
ば
弥

い
よ
い
よ

高
く
、之
を
鑽き

れ
ば
弥
堅か
た

し
」
に
よ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
孔
子
が
学
問
を
も
っ
て
弟
子
た
ち
を
導
い
た
こ
と
か
ら
、
学
問
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。

　

道
真
は
「
分
憂
は
祖お

や

よ
り
の
業わ
ざ

に
あ
ら
ぬ
こ
と
」（「
北
堂
の
餞
は
な
む
けの
宴
」）
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
学
儒
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
一
首
、
最
高
の
讃

美
を
も
っ
て
時
平
へ
の
謝
辞
と
な
っ
て
い
る
。

（
10
）　

こ
の
二
作
の
全
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

・
人
慚
地
獄
幽
冥
理　
　

人ひ
と

は　

地
獄
幽い
う

冥め
い

の
理
こ
と
わ
りに
慚は

づ　

　
　

我
泣
天
涯
放
逐
辜　
　

我
は　

天て
ん
が
い涯
放は
う
ち
く逐
の
辜つ
み

に
泣
く　
　

　
　

仏
号
遥
聞
知
不
得　
　

仏ぶ
つ
が
う号　

遥は
る
かに
聞
け
ど
も　

知
る
こ
と
得
ず

　
　

発
心
北
向
只
南
無　
　

発ほ
つ
し
ん心　

北
に
向
ひ
て
た
だ
南
無
と
い
ふ
な
ら
く
の
み　

　

・
故
人
尋
寺
去　
　

故
人　

寺
を
尋た

づ

ね
て
去い

ぬ　

　
　

新
歳
突
門
来　
　

新し
ん

歳せ
い　

門か
ど

を
突
き
て
来き
た

る　

　
　

鬢
倍
春
初
雪　
　

鬢び
ん

は　

春
の
初
め
の
雪
に
倍ま
さ

れ
り

　
　

心
添
蝋
後
灰　
　

心
は　

蝋ら
う

の
後の

ち

の
灰
を
添そ

ふ　
　

　
　

斎
盤
青
葉
菜　
　

斎さ
い
ば
ん盤
に　

青
き
葉
の
菜
あ
り　
　

　
　

香
案
白
花
梅　
　

香
案
に　

白
き
花
の
梅
あ
り　
　

　
　

合
掌
観
音
念　
　

合か
ふ
し
や
う掌し
て
観
音
を
念
ず
ら
く
の
み　
　

　
　

屠
蘇
不
把
盃　
　

屠と

そ蘇　

盃
を
把と

ら
せ
ず
。
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（
11
）　

謝
朓
（
玄
暉
）
は
若
く
し
て
学
を
好
み
、そ
の
文
章
は
清
麗
、五
言
詩
に
長
じ
た
。
群
籍
に
通
じ
て
い
た
沈し
ん

約や
く
（
四
四
一
～
五
一
三
）
を
し
て
、「
二
百

年
来
、
此
の
詩
無
し
」
と
い
わ
し
め
た
と
い
う
。

（
12
）　

こ
の
あ
た
り
は
、「
鯨
鯢
の
出
自
―
菅
原
道
真「
自
詠
」「
開
元
の
詔
書
を
読
む
」「
謫
居
春
雪
」か
ら
―
」で
く
わ
し
く
述
べ
た（『
比
較
文
化
』第
13
号
）。


