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1
　
藤
原
俊
成
．
の
場
合

さ
て
も
人
に
は
必
ず
生
死
い
た
る
と
と
の
が
れ
す
。
こ
れ
既
に
狂
言

綺
語
に
相
似
た
り
。
誠
に
出
陳
の
瑠
道
こ
そ
学
び
た
か
る
ぺ
け
れ
。

と
、
歌
道
に
疑
い
を
生
じ
た
俊
戒
は
、
住
吉
台
伍
の
あ
る
夜
の
夢
－
こ

「
ゆ
め
ゆ
め
他
の
事
を
す
べ
か
ら
す
。
た
だ
歌
を
持
て
往
生
す
べ
L
と
申

す
め
り
。
」
と
の
啓
示
を
得
、
歌
道
が
「
∴
た
ん
心
を
や
し
た
ふ
の
み

に
あ
ら
ず
。
当
来
の
法
と
も
な
り
け
る
や
む
と
と
な
き
た
め
し
」
で
あ

る
こ
と
を
感
じ
、
・
い
よ
い
よ
歌
道
を
露
き
道
と
し
て
尊
ん
だ
と
い
う
語

が
三
五
記
に
あ
る
。
さ
さ
め
ど
と
に
は
、
住
宕
明
神
の
託
宣
と
し
て

「
歌
道
を
お
ろ
そ
か
に
恩
ひ
拾
ふ
事
な
か
れ
。
此
の
道
に
で
か
な
ら
ず

往
生
を
と
げ
給
ふ
べ
し
。
歌
苗
即
身
頂
路
の
修
行
な
り
。
」
と
い
う

冒
某
を
記
し
て
い
る
。
三
五
記
を
定
家
作
と
す
る
こ
と
に
難
点
が
あ
る

以
上
、
藤
原
俊
成
そ
の
人
の
逸
話
と
し
て
信
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。

し
か
し
、
健
久
八
年
（
二
九
七
）
俊
成
が
「
老
の
ふ
で
の
跡
も
い
と

ど
み
だ
れ
な
が
ら
」
記
し
た
古
来
風
体
抄
に
、
天
台
止
額
に
か
よ
わ
し

て
歌
道
を
誠
い
て
、

た
だ
し
彼
は
、
法
文
金
口
の
ふ
か
き
窮
な
り
。
こ
れ
は
浮
言
統
語
の

た
は
ぶ
れ
に
は
似
た
れ
ど
も
、
こ
と
の
ふ
か
き
む
ね
も
あ
ら
は
れ
、

て
れ
を
縁
と
し
て
仏
の
み
ち
に
も
か
よ
は
さ
む
た
め
云
云

と
記
し
て
い
る
の
は
、
三
五
記
の
夢
の
話
に
み
ら
れ
る
狂
言
綺
語
観
が
′

俊
成
l
C
無
縁
の
も
の
で
な
い
こ
と
整
示
し
て
い
る
。
同
じ
く
古
来
風
体

抄
に
、こ

の
道
東
心
を
い
れ
む
人
は
、
よ
ろ
づ
上
の
春
ち
と
せ
一
の
秋
の
後

は
、
み
な
此
や
ま
と
歌
の
裸
き
前
に
よ
り
て
法
文
の
無
尽
な
る
を

さ
と
り
、
往
生
柏
楽
の
縁
を
む
す
ぴ
、
普
賢
の
顧
海
に
h
‥
U
で
、

こ
の
詠
歌
の
こ
と
ば
を
か
へ
し
て
仏
を
ほ
め
た
て
ま
つ
り
、
法
を
き
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き
て
あ
ま
ね
く
十
方
の
仏
土
に
往
話
し
、
ま
．
づ
は
婆
婆
の
衆
生
を
引

導
せ
む
と
な
り
。

と
あ
り
、
一
広
田
社
歌
合
（
二
七
二
）
述
懐
七
番
の
判
詞
に
、

た
だ
け
ふ
の
こ
と
の
は
の
た
む
け
に
よ
り
で
、
か
へ
し
て
当
来
世
位

．
の
転
密
輸
の
縁
と
せ
ん
と
ば
か
り
を
お
も
ふ
た
ま
へ
侍
竺
至
云

と
あ
る
の
も
、
白
氏
本
顧
聖
手
業
と
の
つ
な
が
り
を
示
し
て
い
る
。
千

載
和
歌
集
序
（
二
八
七
）
に
、

抑
こ
の
歌
の
道
を
学
ぶ
る
こ
と
を
い
ふ
に
、
か
ら
く
に
、
日
の
本
の

・
ひ
ろ
き
文
の
道
を
も
学
び
ず
、
歴
の
園
、
駕
の
峯
の
ふ
か
き
御
法
を
悟

る
忙
し
も
あ
ら
ず
、
唯
仮
名
の
四
十
ぢ
あ
ま
り
七
文
字
の
う
ち
を
出

で
す
し
て
心
．
に
思
ふ
こ
と
を
評
に
ま
か
せ
雲
一
口
ひ
連
ね
る
な
ら
ひ
㍉

な
る
が
故
竺
至
云

と
、
和
漢
の
文
道
・
仏
法
に
か
か
わ
り
な
く
歌
道
の
存
す
べ
き
こ
と
を

鋭
い
意
る
が
、
こ
れ
は
仏
道
を
離
れ
て
歌
道
を
考
え
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
な
い
。
こ
の
言
葉
は
、
定
家
に
ょ
っ
宅
「
歌
は
ひ
ろ
く
見
、
遠

く
き
く
道
に
あ
ら
ず
。
心
よ
り
い
で
て
み
づ
か
ら
さ
と
る
も
の
な

り
。
」
（
近
代
秀
歌
）
と
い
う
言
葉
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
博

識
広
学
が
歌
道
に
か
な
ら
す
L
も
肝
要
で
た
い
と
い
う
俊
戒
の
考
え
を

示
す
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
が
、
か
え
っ
て
仏
道
へ
の
つ
な
が
り

、
を
含
ん
で
い
る
こ
と
厄
、
頓
阿
の
キ
リ
キ
王
の
夢
の
話
（
愚
問
賢
江
）

に
も
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。

俊
戒
の
精
神
生
活
に
一
は
仏
教
思
想
の
洛
透
が
み
ら
れ
る
。
慈
鎮
和
佃

自
歌
合
十
禅
師
扱
な
ど
も
参
考
と
な
る
。
桐
火
桶
に
、
俊
成
の
作
歌
態

度
を
赦
し
て
、
．

幾
夜
の
さ
え
は
完
る
に
・
と
も
し
火
か
す
か
に
を
む
け
て
白
き
浄

衣
の
す
す
け
た
り
し
な
う
へ
ば
か
り
う
ち
か
け
て
、
組
む
す
び
て

そ
の
上
に
会
を
ひ
き
は
り
つ
つ
、
そ
の
ふ
す
ま
の
下
に
桐
火
桶
を
い

、
だ
き
て
ひ
ぢ
を
か
の
楠
に
か
け
て
、
た
料
独
閑
疎
寂
実
と
し
て

床
の
上
に
う
そ
ぶ
き
て
よ
み
給
ひ
け
る
な
り
。

と
あ
る
の
は
、
宗
教
的
境
地
に
身
を
ひ
そ
め
た
歌
人
の
姿
を
え
が
い
て

象
徴
的
で
あ
る
。
「
浮
言
統
語
の
た
は
ぶ
れ
・
に
は
似
た
れ
ど
も
、
こ
と

の
ふ
か
き
む
ね
も
あ
ら
は
れ
、
」
「
此
や
ま
と
歌
の
．
深
き
轟
に
よ
り

て
法
文
の
無
尽
な
る
を
さ
と
り
、
」
　
（
古
来
風
体
抄
）
　
の
言
葉
に

は
、
狂
言
綺
語
観
を
受
け
と
る
思
惟
に
定
着
が
み
ら
れ
る
が
、
定
着
の

以
前
に
動
揺
が
存
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し

た
動
転
を
内
在
さ
せ
た
歌
人
と
し
て
俊
戒
を
見
る
と
こ
ろ
に
、
三
五
記

に
み
る
夢
の
話
が
真
実
性
を
も
っ
て
語
り
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

2
　
藤
原
定
家
の
場
合

毎
月
抄
に
、
住
吉
参
範
の
際
「
汝
月
あ
き
ら
か
な
り
。
」
と
い
う

霞
夢
を
う
け
家
風
に
備
え
む
た
め
に
明
月
記
を
革
し
お
い
た
子
い
う
話

が
記
さ
れ
て
い
る
。
話
が
間
に
す
ぎ
て
い
ろ
い
ろ
の
解
釈
を
許
す
が
、

俊
戒
の
夢
と
同
様
、
蒜
教
的
安
心
を
歌
道
に
厭
う
心
－
そ
の
上
と
計
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妨
げ
る
意
識
が
あ
っ
た
1
か
．
ら
生
じ
た
夢
と
も
解
さ
れ
る
。
撒
書
記

物
語
も
、
俊
成
の
夢
の
話
に
つ
い
で
こ
0
話
を
記
し
、
参
伍
の
動
機
む

俊
成
と
同
株
の
欺
き
か
ら
・
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
官
河
歌
合
政
に

「
仏
の
道
に
き
と
り
ひ
む
け
む
あ
し
た
に
は
、
患
づ
ひ
る
が
ぺ
す
緑
と

む
す
ぴ
あ
か
む
た
め
に
と
思
ひ
し
と
自
民
の
言
葉
を
ふ
虻
え
芸
り
、

存
疑
の
資
料
で
あ
る
が
定
家
卿
自
歌
合
序
に
も
、

予
少
年
の
む
か
し
ょ
り
碁
齢
の
今
に
い
た
る
ま
で
前
後
詠
す
る
所
の

和
歌
つ
も
り
で
箱
の
円
に
み
て
り
・
し
か
れ
ど
も
口
業
の
因
縁
と
な

り
で
更
身
後
の
賢
糧
に
あ
ら
ず
。
国
立
い
ま
耶
滅
罪
生
善
の
は
か
り

事
を
め
ぐ
ら
さ
む
が
た
め
に
愚
詠
の
中
よ
り
四
十
八
菅
の
歌
を
ぬ
き

出
て
一
巻
の
歌
合
と
す
。

と
あ
る
。
明
月
記
に
は
源
氏
物
語
を
評
し
て
「
軒
狂
言
綺
語
。
鴻
才
之

所
作
。
仰
之
弥
高
。
把
之
弥
盤
。
以
怨
敵
玩
弁
之
我
。
」
（
買
聖
∵

二
・
亡
ハ
）
と
あ
る
。
こ
の
よ
ケ
に
定
家
に
も
狂
言
綺
語
概
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
和
歌
と
狂
言
綺
語
租
と
を
ど
の
程
度
に
対
決
せ
し
め

た
か
は
疑
問
で
あ
る
・
「
定
家
は
南
面
な
と
り
は
ら
ひ
て
真
申
に
ゐ

て
み
な
み
な
は
る
か
に
兄
を
ら
し
て
衣
紋
た
だ
し
く
し
て
案
じ
給

ひ
き
。
し
（
碩
書
記
物
語
）
と
記
さ
れ
‡
る
よ
う
に
、
父
に
く
ら
べ

て
歌
道
、
仏
道
に
わ
密
る
恩
に
心
飯
台
し
め
る
こ
と
深
く
は
な
か
ら

た
よ
う
に
思
う
・
「
汝
月
あ
き
ら
か
な
り
。
」
と
い
う
言
葉
に
も
、
歌

道
に
つ
い
て
の
は
げ
し
い
自
負
心
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

追
想
当
時
何
殊
昨
夜
中
。
自
我
学
心
松
方
緑
成
一
空
。

大
を
ら
l
の
む
な
し
き
の
り
ゐ
心
に
．
て
月
に
た
な
び
く
雲
も
の
こ
ら
す

（
拾
遺
愚
革
員
外
）

の
よ
う
な
作
、
後
鳥
羽
院
御
自
歌
合
法
文
二
首
の
判
詞
、
（
こ
れ
に
つ

い
て
は
後
に
ふ
れ
た
い
。
）
自
筆
遺
草
名
房
七
字
十
国
和
歌
序
（
「
詞
華

萎
枯
不
残
詰
英
。
言
葉
等
尽
寧
弁
色
哉
。
只
思
往
生
九
品
之
一
事
。
強

詠
名
号
七
字
之
十
首
。
非
耽
好
道
之
興
。
為
結
浄
利
之
縁
也
。
」
）
、

さ
ら
に
明
月
記
（
と
く
に
寅
吉
以
降
）
を
見
る
と
、
「
不
利
頭
之
罪

過
」
を
悔
い
「
結
庵
之
志
」
を
有
し
た
定
豪
の
仏
教
的
志
向
を
知
り
得

る
。
三
五
記
な
ど
、
定
家
の
言
葉
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
仏
道
へ

の
傾
き
を
、
一
概
に
無
稽
の
こ
と
と
斥
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
定
家

に
お
笠
は
、
歌
道
へ
の
執
心
と
仏
道
へ
の
潜
心
と
が
そ
の
一
生
に
交
一

替
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
狂
言
綺
語
観
を
受
け
い
れ
る
　
2
1

思
惟
も
深
い
と
は
考
え
ち
れ
な
い
が
、
言
葉
の
技
巧
を
重
ん
じ
た
定
－

家
が
二
義
の
技
巧
を
斥
け
る
狂
言
綺
語
観
を
敦
盛
し
な
い
わ
け
．
に
は

い
か
な
い
。
毎
月
抄
の
夢
の
話
が
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

3
　
西
行
の
場
合

末
の
世
も
こ
の
楷
の
み
か
は
ら
す
と
見
し
夢
な
く
ば
よ
そ
に
開
か
ま

し
（
新
古
今
和
歌
集
雑
歌
）

の
歌
の
詞
書
に
、
西
行
は
、

寂
蓮
法
師
、
八
人
す
す
め
て
百
首
歌
詠
ま
せ
侍
り
け
る
に
、
い
な
びノ

て
熊
野
に
詣
で
け
る
道
竺
」
、
夢
に
、
伺
事
も
缶
と
ろ
・
へ
ゆ
け
ど
、

此
道
乙
を
世
の
末
に
か
は
ら
初
物
は
あ
れ
、
猶
此
歌
詠
む
べ
き
由
、



別
当
湛
快
三
位
俊
戒
に
申
す
と
見
侍
り
て
．
お
ど
ら
き
な
が
ら
此
歌

・
を
い
そ
ぎ
詠
み
出
だ
し
て
遺
し
け
る
奥
に
、
書
き
つ
け
侍
り
け
る
。

と
記
し
て
い
る
。
八
雲
御
抄
な
ど
に
．
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
話
で
あ
る
。

別
当
湛
快
は
権
現
の
託
宣
の
告
り
手
で
あ
ろ
う
。
「
何
事
も
云
云
」
の
・

言
葉
を
熊
野
権
現
の
託
宣
と
記
し
て
い
る
沓
（
野
守
鋭
）
も
あ
る
。
西

行
物
語
の
よ
う
に
、
仏
教
的
粉
飾
を
加
え
て
記
し
て
い
る
臼
も
あ
る
。

百
首
歌
を
詠
じ
な
か
っ
た
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
夢
の
言
喪
か
ら

察
し
て
、
野
守
鏡
（
一
二
九
五
）
に
「
念
仏
の
つ
と
め
に
さ
し
あ
ひ
て
」

と
あ
る
よ
う
な
事
情
も
考
え
ら
れ
る
。
山
家
央
正
「
身
に
．
つ
も
る
こ
と

ば
の
づ
み
も
あ
ら
ほ
れ
て
心
す
み
ぬ
る
み
か
さ
ね
の
た
き
」
と
あ
受

聖
己
跨
語
観
は
西
行
に
も
受
け
い
れ
ら
れ
七
い
る
の
を
知
る
・
夢
の
話

と
い
え
ば
、
「
サ
レ
ハ
以
此
道
正
可
有
得
脱
者
。
我
仙
聖
人
九
二
可
率

値
。
君
又
無
益
奇
語
放
論
ナ
ラ
バ
無
其
魂
。
」
と
祈
念
し
た
西
行
が
一

夜
、
夢
と
も
な
く
規
と
も
な
く
人
膵
と
和
歌
を
噌
答
し
、
本
望
を
遂
げ

て
ま
す
ま
す
歌
道
に
は
げ
ん
だ
と
い
ケ
話
．
（
三
国
伝
記
）
も
あ
る
。
西

行
上
人
談
抄
、
西
行
法
師
絵
詞
、
西
行
物
語
な
ど
に
は
、
こ
の
難
の
歌

道
・
仏
道
に
心
迷
う
西
行
の
姿
を
え
が
い
た
話
が
多
い
。
こ
の
現
象

は
、
多
く
の
人
に
共
有
の
開
国
を
親
し
み
あ
る
一
歌
僧
の
上
に
凝
結
さ

せ
た
結
果
、
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
古
今
集
の
こ
の
西
行
の
詞

書
は
、
そ
の
よ
う
な
西
行
像
に
芸
づ
け
を
与
え
る
。

以
上
、
俊
成
、
定
家
、
・
西
行
の
三
歌
人
に
つ
い
て
、
夢
の
話
を
並
べ

た
。
所
詮
は
夢
の
話
で
あ
る
が
、
夢
の
声
は
自
ら
の
心
の
声
、
聞
き
と
思

も
の
も
自
ら
の
心
で
あ
る
。
歌
道
に
い
だ
く
執
心
と
仏
道
私
心
を
ひ
そ

め
て
謂
る
歌
道
に
対
す
る
焼
疑
、
こ
の
両
者
の
形
成
す
る
心
の
断
層
が

夢
の
母
胎
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
夢
を
三
歌
人
の
体
険
と
し
て
信
じ
て

よ
い
か
ど
う
か
聞
超
も
め
る
。
夢
物
語
は
す
で
に
難
租
化
さ
れ
て
い
る

と
も
言
い
得
る
。
し
か
し
そ
の
故
に
、
歌
道
へ
の
執
心
と
仏
道
か
ら
歌

道
に
む
け
ら
れ
た
懐
疑
、
モ
の
形
成
す
る
断
層
を
自
己
の
心
の
体
験
と

し
て
感
じ
て
い
た
こ
の
時
期
の
歌
人
の
心
の
動
き
を
、
こ
れ
ら
夢
の
話

に
探
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

Ⅱ
　
歩
の
語
の
底
流

三
つ
の
夢
の
話
に
は
共
通
す
る
諸
点
が
あ
る
。
響
言
綺
語
観
の
歌
人

へ
の
路
透
、
そ
れ
に
対
す
る
歌
人
の
抵
抗
の
上
に
浮
か
ぶ
神
神
と
の
つ

な
が
り
の
意
識
、
垂
跡
同
体
、
の
風
想
、
さ
ら
に
歌
人
に
お
け
る
結
線
の

場
の
転
移
と
い
う
諸
点
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
考
え
て
い
き
た
い
。

1
　
狂
言
綺
語
概
の
洛
透

平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
歌
人
に
寧
盲
綺
語
鰯
が

法
透
し
て
い
る
こ
と
は
上
記
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
例
を
補

舌
ノ
。

m
寂
然
の
法
門
百
首
に
「
放
言
輿
語
み
な
第
一
窮
に
帰
し
て
、
一
法

と
し
て
も
実
相
の
理
に
そ
む
く
べ
か
ら
す
。
小
は
ん
や
こ
の
州
一
字
の

ふ
で
の
あ
と
、
ひ
七
へ
に
世
俗
文
字
の
髭
は
ぶ
れ
に
あ
ら
す
、
と
と
ど

と
く
権
巽
の
政
文
を
も
て
あ
そ
ぶ
な
り
。
」
と
あ
る
。

似
歌
仙
落
書
（
二
七
二
）
序
に
「
猶
こ
む
世
の
事
を
い
と
な
む
に

は
、
寧
言
綺
語
の
誤
ひ
る
が
へ
し
が
た
く
や
と
な
む
。
」
と
あ
る
。
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一
コ

畑
若
宮
社
歌
合
（
二
九
こ
奥
書
に
「
ま
こ
と
に
仏
の
み
重
り
も

と
．
ひ
こ
た
ふ
る
を
こ
そ
ふ
か
き
心
も
あ
ら
は
る
る
む
と
ゐ
と
す
た
れ
。

ま
し
て
う
け
る
た
は
れ
の
こ
と
の
某
は
、
よ
し
功
し
を
あ
ら
そ
は
す
、

み
ち
を
お
こ
す
か
ひ
な
く
な
む
あ
あ
べ
き
と
お
も
ふ
玉
へ
て
云
云
」
と

あ
る
。伸

和
歌
色
袈
（
二
九
八
欺
）
に
「
入
道
云
、
若
し
念
仏
を
止
て
統

語
を
談
ぜ
ば
、
偏
に
罪
の
基
な
り
。
叉
支
持
を
即
て
抽
臆
に
馳
豆
ば
頗

徒
事
也
と
辞
す
る
に
、
。
老
翁
云
、
．
世
俗
文
字
之
柴
狂
言
綺
語
之
政
も
讃

嘆
仏
乗
の
．
因
転
妙
法
輪
之
緑
地
。
」
と
あ
る
。

㈲
慈
鎮
（
二
五
五
1
一
二
二
五
）
の
拾
玉
典
に
「
恩
を
こ
れ
に

寄
せ
て
志
を
お
ほ
む
神
に
手
向
け
奉
り
な
む
。
顧
は
く
は
此
の
浅
き
狂

舌
統
語
に
て
深
き
誤
触
発
転
法
輪
の
道
へ
か
へ
し
入
れ
給
人
と
な

り
。
」
　
「
於
戯
法
華
百
句
之
婁
文
詞
花
十
術
之
風
月
今
以
（
似
イ
）
些
言

深
転
法
輪
郎
似
狂
言
又
迫
実
導
」
「
楽
天
者
文
殊
之
化
身
昇
当
和
彼

漢
字
和
歌
者
和
国
之
風
俗
他
郷
述
此
早
懐
囚
鼓
忽
翫
百
句
之
玉
輩
悪
綴

百
首
之
拙
什
法
楽
是
北
野
社
所
跡
彼
南
無
之
諏
定
据
今
生
世
俗
文
字
之

業
為
当
来
誤
仏
法
輪
之
縁
者
欺
。
」
と
あ
る
。

㈲
柿
木
講
式
に
「
月
を
あ
ざ
け
り
、
雲
を
い
と
ふ
む
も
ひ
、
妄
念
を

腔
の
空
に
の
こ
し
、
花
を
を
し
み
、
風
を
そ
ね
む
心
、
邪
朝
を
春
の
日

に
結
ぶ
。
ま
こ
と
に
殺
盗
の
重
罪
に
あ
ら
す
と
い
ヘ
ビ
も
し
ぼ
ん
ば
椅

吾
の
罪
過
を
相
か
ざ
ら
む
や
。
」
　
「
是
を
世
俗
戯
語
の
も
て
あ
そ
び
せ

あ
ざ
け
る
事
な
か
れ
。
な
に
は
の
こ
と
か
の
薄
の
門
よ
打
田
で
ざ
る
。

是
を
狂
言
倍
語
の
あ
や
ま
ち
と
す
る
事
勿
れ
。
か
へ
し
て
当
来
語
仏
の

緑
と
せ
む
。
」
と
あ
る
。

∽
時
代
は
下
る
が
、
真
相
法
師
l

の
摂
政
家
月
十
首
歌
合
（
〓
ユ
七

五
）
政
に
「
こ
れ
は
聖
一
口
統
語
の
戯
た
る
の
み
に
も
あ
ら
す
云
云
」
と

あ
る
。

和
歌
陀
羅
尼
説
を
説
い
て
い
る
沙
石
巣
の
成
l

立
を
下
限
と
し
て
引
．

例
し
た
。
見
す
ご
し
た
資
料
も
多
く
あ
ろ
う
L
へ
存
駿
の
資
料
の
省
略

に
従
っ
た
も
の
高
め
る
が
、
対
応
の
仕
方
に
差
は
あ
っ
て
も
、
歌
人
の

歌
道
に
対
す
る
意
識
の
中
に
ひ
ろ
く
狂
言
綺
語
観
が
鯵
透
し
て
い
る
事

実
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

前
稿
に
記
し
密
よ
う
に
、
・
狂
言
綺
語
厩
は
平
安
時
代
末
期
漢
詩
人
の

実
感
に
支
え
ら
れ
て
わ
が
文
人
の
闇
に
鯵
透
し
、
「
う
た
ひ
も
の
」
の

系
列
を
通
じ
て
も
自
民
本
蹄
の
言
葉
の
流
布
が
あ
っ
た
か
ら
、
歌
人
に

投
影
し
て
い
る
狂
言
綺
語
観
の
源
流
を
尋
ね
る
こ
と
は
こ
と
さ
ら
め
い

た
轟
と
言
え
よ
う
。
勧
学
会
に
甘
い
て
詩
（
か
ら
う
た
）
と
と
も
に
和
歌

（
や
ま
と
う
た
）
が
詠
ま
れ
た
こ
と
は
扶
桑
略
記
（
応
和
四
・
≡
・
十

五
）
の
記
事
に
知
ら
れ
、
統
詞
花
袋
（
巻
十
．
）
に
は
「
八
人
行
顧
寺
に

て
勧
学
会
心
こ
な
ひ
て
序
品
の
入
於
深
山
と
い
ふ
文
を
よ
み
け
る
に
」

（
藤
原
仲
実
）
の
訓
欝
を
石
す
る
歌
が
あ
る
。
、
こ
の
よ
う
な
機
会
に
、

拗
学
会
の
基
調
を
な
す
狂
言
綺
語
細
が
歌
人
の
脳
裏
に
移
し
う
え
ら
れ

た
こ
漣
も
考
え
ら
れ
る
。
「
顧
以
数
篇
夙
裏
革
水
乏
与
恋
慕
怨
醗
之

討
。
翻
為
安
泰
界
七
署
提
之
文
八
正
道
之
詠
。
．
云
云
」
と
あ
る
納
和
歌

典
等
於
平
等
院
紅
蔵
記
（
一
〇
七
一
）
、
「
莞
開
和
歌
者
仏
神
道
哀
後

世
著
恕
叶
拾
遺
也
。
云
云
」
と
あ
る
極
楽
顧
往
生
和
歌
序
（
二
四
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二
）
な
ど
は
そ
の
過
程
整
示
す
記
録
で
あ
る
。
藤
原
基
俊
・
濾
経
信
な

ど
の
作
に
よ
っ
て
も
詩
人
と
歌
人
の
交
渉
の
様
相
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。

2
　
神
々
と
の
つ
な
が
り
の
意
識

堅
昌
綺
語
概
を
受
け
い
れ
る
思
惟
の
態
度
に
、
歌
人
と
洪
詩
人
と
異

な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
「
浮
言
綺
語
の
た
は
ぶ
れ
に
は
似
た
れ
ど

も
、
」
　
（
俊
成
）
　
「
雄
似
空
言
、
」
　
（
慈
鎮
）
　
「
い
は
ん
や
こ
の
州
一

字
の
ふ
で
の
あ
と
、
ひ
と
へ
に
世
俗
文
字
の
た
は
ぶ
れ
に
あ
ら
ず
、
」

（
凝
然
）
　
「
こ
れ
は
狂
言
綺
語
の
放
た
る
の
み
に
も
あ
ら
ず
、
」
　
（
真

観
）
な
ど
の
言
葉
は
、
和
歌
を
た
だ
ち
に
狂
言
綺
語
と
見
な
す
こ
と
を

た
め
ら
う
気
特
の
動
き
堅
不
し
て
い
る
。
洪
詩
人
に
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
仏
道
に
対
す
る
歌
道
の
優
位
を
、

証
す
る
も
の
で
は
な
く
、
仏
道
へ
の
帰
依
の
深
さ
を
示
す
言
葉
で
あ
る

が
、
帰
依
が
ま
た
和
歌
を
狂
言
綺
語
か
ら
救
い
あ
げ
る
力
と
な
っ
て
い

る
。
如
何
に
し
て
そ
の
よ
う
．
な
事
が
可
能
で
あ
っ
た
か
を
考
え
た
い
。

西
行
法
師
絵
詞
に
、
．

こ
こ
に
我
国
の
風
俗
と
し
て
、
や
ま
と
こ
と
薬
と
い
ふ
も
の
あ
り
。

狂
言
奇
語
の
た
は
ぶ
れ
た
り
と
い
ヘ
ビ
も
、
ほ
っ
し
む
求
道
の
つ
か

ひ
な
り
。

と
あ
る
。
狂
言
綺
語
観
か
ら
和
歌
を
引
き
あ
げ
る
思
惟
の
背
後
混
和
歌

を
わ
が
国
の
風
俗
と
す
る
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
好
例

で
あ
る
。
古
今
和
歌
集
序
に
「
此
歌
あ
め
つ
ち
の
開
け
始
ま
り
け
る
時

よ
り
い
で
き
に
け
り
ハ
」
と
あ
り
、
新
古
今
和
歌
宛
貴
名
序
に
「
争
不

賞
我
国
之
習
俗
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
和
歌
の
固
有
性
に
つ
い
て
の
烹
激

は
つ
ね
に
歌
人
の
間
に
流
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
あ
り
ふ
れ
た
意
識
で
あ

る
。
こ
こ
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か

け
て
の
歌
人
の
諭
に
、
「
風
俗
」
の
盟
を
か
り
て
和
歌
の
固
有
性
を
と

く
に
意
識
に
の
ぼ
せ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
む
　
こ
の

現
象
は
、
単
に
こ
の
時
朋
に
お
け
る
歌
論
の
盛
行
と
い
う
事
隙
に
よ
る

の
で
な
く
、
狂
言
綺
語
概
の
洛
透
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
発
心
和
歌
央
（
一
〇
一
二
）
序
に
も
指
摘
さ
れ
る

が
、
俊
兢
髄
脳
に
伝
教
大
師
の
歌
を
あ
げ
て
「
こ
の
人
こ
そ
歓
な
ど

は
、
さ
る
物
も
や
あ
る
と
む
知
ら
で
お
は
す
べ
け
れ
ど
、
わ
れ
が
国
の

風
俗
な
れ
ば
み
な
よ
み
給
へ
り
。
」
と
あ
る
の
は
、
狂
言
綺
語
観
に
恒

接
か
か
わ
る
言
葉
で
は
な
い
が
、
仏
道
に
対
す
る
歌
道
の
固
有
性
の
根

強
さ
に
眼
を
と
め
て
お
り
、
拾
玉
条
に
「
我
が
国
の
こ
と
わ
ざ
な
れ
ば

唯
歓
の
道
に
て
仏
道
を
も
成
り
ぬ
べ
し
。
」
　
「
依
此
倭
国
之
風
俗
。
欲

彰
浄
土
之
月
輪
英
。
」
と
あ
る
の
は
、
明
ら
か
に
狂
言
統
語
観
を
意
識

し
て
和
歌
の
固
有
性
に
身
を
よ
せ
て
小
る
。
「
風
俗
」
の
語
の
肝
い

様
だ
け
の
開
国
で
な
く
、
和
歌
の
固
有
髄
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
狂
言
綺
語
観
　
－
　
さ
ら
に
仏
道
の
法
透
l
二
対
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

が
こ
の
期
の
歌
人
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

和
歌
の
図
有
性
に
つ
い
て
の
意
識
は
、
古
今
集
序
に
も
見
る
よ
う

に
、
神
々
と
の
つ
な
が
り
の
意
識
を
中
核
に
す
え
て
い
る
。
こ
の
意
識

は
、
素
朴
な
信
仰
を
有
す
る
八
人
の
幅
広
い
層
を
背
後
に
予
想
す
る
こ
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と
に
よ
り
で
、
歌
人
の
殆
持
を
形
成
す
る
つ
現
世
的
性
格
の
強
い
神
々

と
の
つ
な
が
り
の
意
識
は
、
歌
道
に
と
っ
壱
内
部
的
な
深
刻
な
開
国
を

派
生
さ
せ
る
危
険
を
有
し
な
い
、
こ
こ
ろ
よ
い
意
識
で
あ
る
。
和
歌
庭

訓
、
立
申
置
詩
文
（
悦
目
抄
）
、
月
刈
藻
に
引
用
さ
れ
て
い
る
二
条
為

世
の
言
葉
、
あ
る
い
は
延
慶
両
脚
訴
陳
状
、
為
兼
卿
和
歌
抄
、
野
守

鏡
、
玉
伝
集
和
歌
侵
頂
な
ど
に
み
る
、
神
々
と
の
つ
な
が
り
の
意
識
の
強

力
な
畢
示
は
和
歌
に
お
け
る
こ
の
意
識
の
自
然
な
状
能
を
示
す
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
、
外
部
的
な
お
び
や
か
し
に
よ
っ
て
歌
道
に
不
要
を

感
じ
さ
せ
ら
れ
る
時
、
歌
人
は
こ
の
意
識
に
す
が
ろ
う
と
す
る
。
「
和

歌
瑠
神
国
之
風
俗
也
も
」
　
（
拾
玉
条
）
の
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
風
俗
」
の
語
の
用
い
様
に
も
、
固
有
性
の
確
認
と
と
も
に
神
々
と
の

つ
な
が
り
の
意
識
が
浮
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

和
歌
上
神
と
の
つ
な
が
り
、
仏
道
と
の
つ
な
が
り
竺
説
い
て
い
る
の

は
、
現
存
の
歌
論
霞
で
は
、
菩
撰
式
（
八
八
五
1
－
八
八
九
欺
）
を

最
初
の
資
料
と
す
る
・
U
歌
経
憤
式
に
「
偉
大
歓
者
、
所
以
感
鬼
神
之
幽

情
、
慰
天
人
之
恋
心
者
也
。
」
と
あ
る
の
は
一
般
論
に
す
ぎ
る
し
、
歌

経
模
式
抄
本
「
天
和
歌
者
云
云
」
の
文
は
孫
姫
式
の
混
入
と
さ
れ
て
い

る
。
以
後
、
和
歌
に
お
け
る
「
道
」
意
識
、
批
評
意
識
、
天
台
教
理
の

認
識
な
ど
の
諸
因
の
熟
す
る
に
つ
れ
て
、
歌
道
を
仏
教
的
観
想
に
よ
っ

て
省
察
す
る
傾
向
は
深
ま
る
が
、
神
と
の
つ
な
が
り
の
意
識
は
そ
れ
ほ

ど
の
探
ま
と
を
帯
び
る
こ
と
な
く
意
識
の
底
に
淀
ん
で
い
る
。
仏
道
と

の
つ
な
が
り
は
、
や
が
て
、
歌
道
そ
の
も
の
の
基
底
を
つ
き
く
す
す
よ

う
な
懐
疑
に
突
き
あ
た
る
。
狂
言
綺
語
機
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

．
和
歌
の
狂
言
綺
語
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
今
こ
れ
を
論
ず
る
余
地
社
有

し
な
い
が
、
浮
詞
艶
流
を
尊
ぶ
切
は
古
来
の
流
れ
で
あ
り
、
野
守
鏡

に
（こ

と
に
歌
は
又
は
か
な
き
言
の
菓
あ
だ
な
る
思
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
か

り
の
事
を
の
み
よ
l
め
り
。
ま
た
見
ざ
る
事
を
も
見
、
き
か
ぎ
る
事
を

も
き
き
、
お
も
は
ざ
る
等
を
も
お
む
ひ
、
な
き
事
を
も
あ
る
や
う
に

ょ
む
を
も
て
、
歌
の
由
と
す
。
こ
れ
に
よ
㌣
て
　
つ
ね
の
た
と
へ

に
も
、
ま
と
と
な
き
事
を
ぼ
歌
そ
ら
ご
と
と
こ
そ
申
し
侍
渇
め
れ
。

と
記
し
て
小
る
よ
う
な
虚
語
的
性
格
も
あ
る
．
。
和
歌
の
修
辞
性
・
虚
構

性
が
仏
教
的
立
場
か
ら
斥
け
ら
れ
る
の
は
漢
詩
文
の
場
合
と
同
断
で
あ

る
。
こ
の
歌
道
に
対
す
る
嘘
疑
を
の
が
れ
よ
う
と
し
て
、
和
歌
の
固
有

性
を
思
い
、
神
々
と
の
つ
な
が
り
の
煮
詰
を
呼
び
を
こ
す
。
乙
の
意
識

は
歌
人
に
、
仏
道
に
対
す
る
思
弁
的
防
塞
を
用
意
し
な
い
が
、
和
歌
へ

の
愛
話
を
単
に
個
人
的
な
嗜
好
の
領
域
に
と
ど
め
し
め
ず
、
・
わ
が
国
の

社
会
に
根
ざ
し
た
も
の
1
－
⊥
風
俗
と
し
て
肯
定
し
て
く
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
懐
疑
に
揺
ら
れ
る
心
を
安
定
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
三
つ
の
夢
の

話
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
住
吉
明
神
や
熊
野
権
現
な
ど
へ
の
帰
依
が
潜

ら
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

漢
詩
文
は
い
か
に
身
近
く
感
じ
で
も
外
来
の
文
学
で
あ
り
、
「
風

俗
」
の
語
に
隠
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
狂
言
椅
語
観
を
受
け
い
れ
る

思
惟
に
、
洪
詩
人
と
歌
人
と
が
見
せ
る
異
な
る
相
は
、
一
に
こ
の
点
に

か
か
っ
て
い
る
。
勒
学
会
に
も
参
じ
て
い
る
大
江
匡
房
は
、
詩
人
と
し
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て
「
稗
侶
琴
言
偏
綺
侶
（
語
イ
）
。
結
縁
皆
是
善
根
人
。
」
と
い
う
難
の

詩
を
残
し
、
歌
人
と
し
て
「
自
非
神
道
之
街
頭
波
争
致
人
間
之
渠
番
卒

夜
。
就
中
爾
和
歌
老
我
国
之
風
俗
奈
利
。
云
云
」
　
（
歌
合
祭
文
・
一
〇

七
八
）
の
語
を
残
し
て
い
る
。
「
萬
場
未
地
口
業
因
。
」
と
詠
じ
た
藤
原

散
光
は
水
風
晩
来
和
歌
掛
（
二
一
八
）
に
「
我
胡
風
俗
和
歌
為
本
。
云

云
」
と
記
し
て
l
い
る
。
ま
た
、
紛
密
会
に
参
じ
て
小
石
惟
宗
孝
吉
が
納

和
歌
集
等
於
平
等
院
経
靡
記
．
に
「
和
歌
者
不
開
八
万
十
二
之
政
文
。
無

載
姫
且
孔
父
之
典
籍
。
唯
為
日
域
之
風
俗
。
空
抽
艶
流
之
掩
語
。
」
と

記
し
て
い
る
り
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
和
歌
鰯
は
勧
学
会
に
お
け
る
漢

詩
文
観
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
柿
木
講
式
に
は
「
そ
れ
和
歌
は

八
万
十
二
の
仏
教
（
讃
イ
）
よ
り
滝
田
で
す
、
周
公
、
孔
子
の
典
籍
に

も
の
せ
ず
、
た
だ
我
が
国
の
風
俗
と
し
て
き
た
れ
る
事
ひ
さ
し
き
も
の

な
り
。
」
と
詞
茸
を
改
め
て
い
る
。
い
ず
れ
に
も
、
狂
言
綺
語
観
を
受

け
い
れ
る
際
の
、
漢
詩
人
と
歌
人
と
の
立
場
の
差
を
う
か
が
う
こ
と
が
、

で
き
よ
う
。

3
　
垂
跡
同
体
の
思
想

慈
鎮
和
館
自
歌
合
十
禅
師
政
に
、

す
べ
て
詩
歌
の
道
も
、
大
聖
文
殊
の
智
恵
よ
り
起
れ
る
こ
と
な
れ

ば
、
文
殊
の
垂
跡
も
、
此
み
ぎ
り
に
は
あ
と
を
た
れ
、
社
壇
を
な
ら

、
べ
て
お
は
し
ま
せ
ば
、
此
御
歌
合
を
ば
、
何
れ
に
も
如
何
ば
か
り
も

て
あ
牟
び
、
御
納
受
侍
ら
む
す
ら
む
。
当
来
普
賢
如
来
も
、
光
を
や

は
ら
げ
て
、
あ
ま
ね
く
み
そ
な
は
す
ら
む
と
ぞ
お
ぼ
え
侍
る
。

と
あ
る
。
「
い
か
る
が
や
と
み
の
を
が
は
の
た
え
ば
こ
そ
わ
が
か
ほ
き
み

の
み
な
は
わ
す
れ
め
」
と
い
う
歌
を
文
殊
師
利
の
作
と
す
る
こ
と
は
、
は

や
く
芋
雄
武
に
見
え
、
公
任
の
古
今
班
序
注
、
俊
兢
髄
脳
、
袋
葦
紙
な

ど
の
諾
霞
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
一
の
飢
人
を
達
磨
和
佃
と
し
、
聖
棒
太

子
を
救
世
親
音
化
身
な
ど
と
も
言
う
。
奥
窮
抄
に
は
「
今
の
人
歌
は
あ

だ
な
る
も
て
あ
そ
び
、
．
は
か
な
き
こ
と
と
恩
へ
り
。
．
小
に
L
へ
を
見
れ

ば
し
か
に
は
あ
ら
ず
，
仏
も
ひ
か
り
を
や
は
ら
げ
て
こ
の
事
を
の
た

ま
ふ
。
」
と
し
て
文
殊
の
話
を
記
し
て
い
る
・
。
・

歌
道
と
仏
道
と
は
、
内
に
本
質
的
な
背
反
を
磁
し
て
い
る
．
が
、
そ
の

言
葉
ほ
ど
に
は
大
き
な
落
差
を
有
す
る
も
の
と
し
て
歌
人
に
受
け
と
ら

れ
て
い
な
い
と
い
う
現
象
を
こ
こ
で
洗
目
し
た
い
。
こ
の
現
象
は
、
和
歌

の
狂
言
綺
語
的
性
格
の
稀
薄
さ
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
こ

と
も
考
え
ら
れ
は
す
る
が
、
本
県
的
な
開
田
で
は
な
い
。
三
つ
の
夢
の
話

に
は
、
歌
道
と
仏
道
と
の
背
反
に
苦
し
む
歌
人
の
姿
が
見
ら
れ
る
が
、
そ

の
苦
し
み
は
神
の
啓
示
に
よ
受
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
て
い
る
。
神
の
絶
対

性
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
神
と
仏
と
の
さ
ら
に
烈
し
い
対
立

が
ち
ら
わ
れ
る
は
す
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
徴
慎
む
夢
の
話
に
は
見
ら

れ
な
い
。
も
と
も
と
和
に
は
仏
教
的
世
界
初
に
対
す
る
ほ
ど
の
思
弁
的

性
格
は
な
い
．
の
で
あ
懲
歌
道
、
仏
道
が
大
き
な
落
差
を
有
す
る
も
の

と
し
て
歌
人
灯
受
け
と
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
象
は
、
十
禅
師
故
に

み
．
る
よ
う
な
、
平
安
時
代
に
勢
力
を
待
で
き
た
垂
跡
同
体
の
思
想
を
考

え
る
こ
と
に
は
っ
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
・
神
々
と
の
つ
な
が
れ
の

意
識
は
垂
跡
同
体
の
思
想
に
ょ
っ
て
仏
と
の
つ
な
が
り
の
意
識
に
移
行
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す
る
。
神
あ
る
い
は
神
格
化
さ
れ
た
八
人
を
媒
介
に
、
歌
道
は
仏
道
と

の
つ
な
が
り
を
見
出
す
。
狂
言
綺
語
観
の
泣
透
に
つ
れ
て
こ
の
傾
向
は

強
め
ら
れ
て
い
く
。
墓
町
時
代
の
成
立
と
さ
れ
る
鳴
思
物
語
に
「
三
十

六
人
の
歌
仙
人
際
家
持
遺
昭
素
性
業
平
小
野
小
町
射
恒
黄
之
等
を
は
じ

め
て
皆
是
仏
陀
の
化
現
地
。
」
と
あ
る
の
は
極
舘
の
論
で
あ
．
る
が
、
た

と
え
ば
人
際
に
つ
い
て
も
、
柿
木
胡
臣
人
麻
呂
勘
文
（
二
八
四
）
に

み
ら
れ
る
人
庶
概
と
は
退
か
に
か
け
は
な
れ
た
「
こ
こ
に
し
わ
ぬ
、
大

権
の
薩
障
、
教
．
主
の
勅
命
を
う
け
て
来
り
て
人
丸
と
称
し
て
和
国
の
風

を
広
め
給
へ
り
と
い
ふ
こ
と
を
。
」
（
柿
木
諸
式
）
の
顆
の
人
膚
概
が
流

伝
し
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
流
の
上
に
「
お
ほ
よ
そ
歌
は
神
仏
、
み
か

ど
き
さ
き
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
あ
や
し
の
山
姥
に
い
た
る
ま

で
、
其
心
あ
る
物
は
み
な
よ
ま
ざ
る
も
の
な
写
し
　
（
俊
頼
髄
脳
）

「
巳
上
仏
神
及
権
化
聖
人
故
以
此
緑
令
網
羅
之
。
衆
生
併
可
為
田
机
生

死
之
因
耳
。
」
．
（
袋
草
紙
）
「
仏
も
ひ
か
り
を
や
は
ら
げ
て
こ
の
事
を

の
ね
ま
ふ
。
」
　
（
奥
窮
抄
）
な
ど
の
言
葉
を
受
け
と
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
後
々
に
は
「
さ
て
こ
そ
仏
法
和
歌
の
遺
、
神
慮
に
叶
ふ
と
よ
ま
れ

た
り
。
」
（
乱
曲
久
世
舞
）
の
よ
う
な
言
梨
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
で

に
和
歌
が
仏
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
狂
言
綺
語
概
に
対
し

て
た
じ
ろ
ぐ
必
要
は
な
い
。
「
況
や
歌
に
罪
な
七
。
昔
の
大
権
皆
詠
じ

治
へ
わ
。
」
（
和
歌
色
菓
）
　
「
歌
ば
か
り
や
罪
え
ぬ
あ
そ
び
戯
れ
に
て

心
を
な
ぐ
さ
む
る
こ
と
と
な
む
お
も
ひ
侍
る
ま
ま
に
、
」
　
（
続
歌
仙
落

雷
）
な
ど
の
璧
言
が
な
さ
れ
、
和
歌
陀
羅
尼
説
が
出
て
く
る
必
然
の
勢

を
な
す
の
で
あ
る
。

歌
論
に
お
け
る
垂
跡
同
体
の
思
想
は
す
で
監
督
撰
式
に
あ
ら
わ
れ
、

受
げ
っ
が
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
狂
言
跨
語
観
の
準
透
に
あ
た
っ

て
、
歌
人
が
と
く
に
神
々
と
の
つ
な
が
り
の
意
識
を
呼
び
か
こ
す
必
要

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
開
国
と
な
る
。
し
か
し
、
三
つ
の
夢
の
話
に
も

神
々
と
の
つ
な
が
り
竪
息
識
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
神
の
既
念
な
し
に

．
は
垂
跡
同
体
の
思
想
そ
の
も
の
が
あ
り
得
な
い
と
い
う
、
単
に
そ
れ
だ

け
の
意
味
で
は
な
く
、
神
々
と
の
つ
な
が
り
の
意
識
は
和
歌
の
固
有
性

に
つ
い
て
の
確
認
を
深
め
、
歌
道
と
仏
道
と
の
つ
な
が
り
が
信
念
化
す

る
の
を
助
け
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
漢
詩
人
の
場
合
を
考
え
あ

わ
す
れ
ぽ
∵
そ
の
点
は
明
ら
か
と
な
聖

儲
草
紙
に
、
和
歌
を
狂
言
綺
語
と
斥
け
た
恵
心
僧
都
が
後
に
「
和
歌

は
観
念
の
助
縁
と
成
り
ぬ
べ
か
り
け
り
。
」
と
思
い
到
り
、
自
ら
歌
作

の
こ
と
に
従
つ
た
と
い
う
話
．
が
あ
る
。
和
歌
の
心
に
仏
道
と
の
つ
な
が

り
を
見
牢
冨
薬
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
・
歌
道
と
仏
道
と
の
つ
な
が
り

を
考
え
る
に
も
い
く
つ
か
の
観
点
が
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
と
．
く
に
歌

人
に
と
っ
て
は
、
垂
跡
同
体
の
思
想
を
う
ら
づ
け
と
し
て
考
え
る
こ
と

が
根
源
抑
な
、
確
信
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
9

4
、
結
捗
の
場
の
転
移

前
稿
に
記
し
た
よ
う
に
、
．
漢
詩
人
は
文
学
と
仏
道
と
堅
一
元
的
存
在

と
認
め
、
背
反
す
る
二
者
を
つ
な
ぎ
と
め
る
「
翻
」
　
「
転
」
の
場
を
、

仏
道
と
直
接
に
か
か
わ
り
あ
う
事
物
と
の
結
線
に
求
め
た
。
し
か
し
、

垂
跡
同
体
の
思
想
に
助
け
ら
れ
た
歌
人
は
、
歌
道
と
仏
道
と
の
背
反
性

に
つ
い
て
の
尖
鋭
な
意
識
を
欠
き
、
仏
道
へ
の
つ
な
が
り
を
信
す
る
こ
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と
に
よ
っ
て
和
歌
そ
の
も
の
に
結
線
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
「
こ
れ
は

浮
言
綺
語
の
た
は
ぶ
れ
に
は
似
た
れ
ど
も
、
こ
と
の
ふ
か
き
む
ね
も
あ

＼

ら
は
れ
、
こ
れ
を
縁
と
し
て
、
仏
の
み
ち
に
も
か
よ
は
さ
む
た
め
し

（
古
来
風
体
抄
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
思
惟
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
惟

が
も
た
ら
す
問
題
堅
石
の
点
で
考
え
た
い
。

m
　
仏
教
的
世
界
観
に
は
、
本
質
的
に
文
学
の
修
辞
性
・
虚
構
性
と

背
馳
す
る
も
の
が
あ
る
。
↓
方
便
」
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
を
考
慮
し

て
も
、
こ
の
内
部
的
な
開
国
は
解
決
し
が
た
い
。
歌
人
の
考
え
る
よ
う

な
仏
道
と
の
つ
な
が
り
、
仏
も
和
歌
堅
詠
ず
る
が
故
に
、
和
歌
そ
の
も

の
を
結
線
の
場
と
す
る
と
い
う
考
え
は
、
概
念
的
に
二
者
の
背
反
を
処

理
し
た
と
い
l
う
感
が
深
い
二
示
教
的
生
活
の
深
ま
り
に
つ
れ
て
単
な

る
観
念
的
理
会
で
は
救
わ
れ
な
い
懐
疑
が
き
ざ
す
の
は
当
然
で
あ
、
る
。

神
々
と
の
つ
な
が
り
の
意
識
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
懐
疑

を
打
ち
消
そ
う
と
す
る
傾
向
も
増
し
て
く
る
が
、
そ
れ
で
解
決
さ
れ
る

問
題
で
は
な
い
。
一
つ
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
西
行
の
夢
の
話

に
つ
い
で
、
野
守
鏡
に
は
百
首
歌
聖
詠
じ
な
か
っ
た
理
由
を
「
念
仏
の

つ
と
め
に
さ
し
あ
ひ
て
」
と
し
、
ま
た
西
行
の
話
を
記
す
発
端
と
し
て

「
官
途
は
な
が
く
心
に
わ
す
れ
、
世
事
は
口
に
も
の
い
は
す
し
て
、
兢

士
を
い
と
ひ
浄
土
を
顧
ふ
と
い
ヘ
ビ
も
、
な
ほ
こ
と
の
鱈
の
し
げ
き
さ

は
り
を
小
で
や
ら
ざ
る
に
よ
り
て
一
筋
に
念
仏
の
数
退
社
つ
む
事
を

え
す
。
こ
れ
も
し
往
生
の
さ
は
り
と
成
り
．
ぬ
べ
き
わ
ざ
に
て
侍
ら
ば
、

そ
の
旨
を
し
め
し
給
へ
。
」
と
い
う
疑
問
を
出
し
て
い
る
。
和
歌
色
葉

に
も
「
若
し
念
仏
を
止
て
統
語
を
談
ぜ
ぼ
偏
に
罪
の
基
な
り
。
」
　
と

あ
る
。
．
こ
こ
で
念
仏
と
い
う
の
は
宗
教
的
実
践
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で

あ
る
。
宗
教
的
実
践
と
し
て
の
念
仏
の
き
び
し
さ
は
、
「
念
仏
は
行
住

坐
臥
を
論
ぜ
ぬ
と
な
れ
ば
、
た
だ
一
心
に
ね
て
も
さ
め
て
も
た
ち
ゐ
お

き
ふ
L
に
も
南
無
あ
み
だ
仏
／
＼
と
申
候
は
決
定
往
生
の
つ
と
と
お
ぼ

え
候
な
り
。
学
問
も
大
切
な
る
様
に
候
へ
ど
も
さ
の
み
往
生
の
妥
な
る

こ
と
も
候
は
す
。
」
な
ど
；
岩
男
談
の
念
仏
諭
に
み
て
も
知
り
得
る
。

和
歌
を
結
線
の
場
と
す
る
よ
う
な
堵
え
は
、
空
許
の
理
を
勧
す
る
よ
う

な
宗
教
的
細
想
面
に
か
い
で
可
能
で
あ
っ
て
も
、
宗
教
的
実
践
面
で
は

親
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
歌
を
結
線
の
場
と
す
る

考
え
を
歌
人
が
有
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
歌
を
観
想
的
性
格
の
強
い

も
の
と
す
右
方
向
が
示
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

・
倒
　
和
歌
そ
の
も
の
を
結
線
の
媒
介
と
す
る
よ
う
な
考
え
は
、
和
歌

を
重
ん
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
和
歌
の
仏
道
に
対
す
る
優

位
を
認
め
て
い
る
の
で
な
く
」
か
え
っ
て
和
歌
を
仏
道
に
従
属
さ
せ
る

こ
と
生
息
味
し
て
い
る
。
漢
詩
人
の
よ
う
な
結
線
で
は
、
文
学
と
宗
教

と
の
二
元
的
存
在
が
そ
の
ま
量
目
定
さ
れ
、
文
学
の
修
辞
性
も
虚
構
性

．
も
貸
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
琴
言
綺
詔
と
し
て
存
し
っ
づ
け
る
。
歌
人
の

よ
う
に
、
狂
言
統
語
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
、
和
歌
に
仏
道
と
の
つ
な
が

り
を
求
め
る
こ
と
に
急
で
あ
れ
ば
、
和
歌
の
修
辞
性
・
虚
構
性
が
仏
道

の
志
向
に
よ
？
て
規
制
さ
れ
る
結
果
を
も
た
ら
す
。
慈
鎮
が
西
行
に
言

つ
た
と
い
う
「
和
歌
ヲ
御
心
得
ナ
ク
侯
へ
ハ
真
書
ノ
大
事
ハ
御
心
得
候

ハ
ジ
」
　
（
沙
石
央
）
の
言
葉
が
思
い
あ
わ
さ
れ
．
る
の
で
あ
る
ゥ
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、

わ
が
国
の
歌
論
に
は
、
心
と
詞
、
巽
と
花
と
い
う
放
念
を
打
っ
て
歌

の
有
機
的
構
造
を
解
明
し
ょ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
概
念
に
つ
．
笠
の
考
察
は
別
の
機
会
に
ゆ
す
る
と
し
て
「
詞
の

花
ち
が
を
れ
に
応
ず
る
「
心
の
花
」
を
予
想
す
る
と
い
う
よ
う
な
分
析

を
さ
し
お
き
、
心
を
実
と
し
詞
を
花
と
す
る
見
解
が
二
駁
論
と
し
て
流

れ
‡
る
。
和
歌
を
結
線
の
場
と
す
る
考
え
は
、
狂
言
統
語
観
の
対
象

を
詞
と
花
と
の
概
念
に
指
定
し
、
心
と
英
の
概
念
に
結
線
の
契
機
を
求

め
よ
う
と
す
る
傾
向
を
育
て
て
い
く
。
和
歌
的
燈
心
と
仏
教
的
澄
心
の

等
質
性
を
強
調
す
る
こ
と
と
相
供
っ
て
和
歌
の
心
に
仏
教
の
立
場
か

ら
塀
制
を
加
え
、
飛
花
落
葉
の
哀
感
が
こ
と
さ
ら
に
尊
ば
れ
‡
な

∬
　
む
　
す
　
び

彗
嘉
語
観
の
渉
透
に
立
ち
む
か
っ
た
歌
人
の
、
和
歌
へ
の
愛
芳
心

が
、
神
々
と
の
つ
な
が
り
の
意
識
、
垂
跡
同
体
の
思
慮
に
救
い
を
求
め

て
い
く
。
し
か
し
、
歌
道
と
仏
道
の
背
反
は
容
易
に
解
決
さ
れ
が
た
い

間
国
を
の
こ
す
。
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
骨
で
の
歌
人

の
、
こ
の
よ
う
な
不
安
を
、
わ
た
く
L
は
、
三
つ
の
夢
の
心
の
声
に
開

く
と
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
形
は
、
歌
道
と
仏
道
と
の
交
渉
と
し

て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
奥
に
ひ
を
む
も
の
は
、
伝
統
の
意
識
が

外
来
の
文
学
観
に
対
し
て
こ
こ
ろ
み
た
争
小
の
姿
で
あ
る
。
歌
人
の
狂

言
綺
語
観
に
対
す
る
思
惟
の
果
て
が
、
中
世
歌
論
肛
お
け
る
心
と
実
の

重
視
を
ま
ね
草
、
そ
れ
が
和
歌
文
学
の
性
格
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て

後
後
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
充
分
の
検
討
が
加
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
開
国
で
あ
る
。

（
広
島
大
学
助
教
授
）
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夏
目
漱
石
　
ノ
ー
t

I

俳

句

的

生

立

ち

と

文

人

気

国

T

I

「

文
学
的
生
活
を
通
し
て
考
え
ら
れ
る
漱
石
の
特
封
は
、
彼
が
は
じ
め

ヂ
．
イ
レ
ッ
ク
ソ
ト
と
し
て
出
発
し
な
が
ら
、
遂
に
は
文
学
の
道
に
深
入

り
な
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

章

で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
漱
石
の
態
度

ほ
、
例
え
ば
藤
村
の
よ
う
に
、
浪
漫
的
な
姿
勢
で
新
体
詩
と
取
組
ん
で

い
っ
た
の
と
は
根
本
的
に
異
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
藤
和
の
情

ヽ
l
ノ

tosho-seibi-repo
長方形




