
『
お
く
の
は
そ
道
』
宮
城
野
の
条
考

1
「
紺
の
染
緒
つ
け
た
る
草
鞋
二
足
餞
す
」
を
め
ぐ
っ
て
1
－
－

太
　
　
田
　
　
清
　
　
子

一
、
は
じ
め
に

仙
台
で
の
芭
茶
吟
、
「
あ
や
め
草
足
に
結
ん
草
鞋
の
緒
」
の
句
に
は
従
来
大

別
し
て
二
通
り
の
解
釈
が
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
あ
や
め
草
を
実
際
の
も
の
と
す
る
解
釈
で
、
句
意
は
、
時
節
の

あ
や
め
草
を
草
鞋
の
緒
に
結
ん
で
旅
立
と
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場

合
、
あ
や
め
草
を
足
に
結
び
付
け
る
理
由
は
、
①
邪
気
を
払
う
た
め
と
す
る
も

の
、
②
世
間
の
人
々
が
軒
に
茸
く
あ
や
め
草
を
旅
人
で
あ
る
自
分
は
草
鞋
に
結

び
付
け
、
旅
人
と
し
て
の
境
淀
を
示
唆
す
る
た
め
と
す
る
も
の
、
③
折
か
ら
の

あ
や
め
草
を
風
流
の
た
め
に
草
鞋
に
挿
す
と
す
る
も
の
の
三
説
が
行
な
わ
れ
て

い
る
。
右
の
解
釈
は
、
い
ず
れ
も
、
本
文
に
は
加
右
街
門
か
ら
贈
ら
れ
た
草
鞋

が
特
に
紺
の
染
緒
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
に
、
そ
う
い
う
草

鞋
に
あ
や
め
草
を
結
び
付
け
る
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
る
必
然
性
が
な
く
、
句

の
下
五
「
草
鞋
の
緒
」
に
本
文
の
記
述
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問

題
点
を
持
つ
。

今
ひ
と
つ
は
、
あ
や
め
革
を
紺
の
染
緒
の
見
立
て
と
す
る
解
釈
で
、
句
意

は
、
贈
ら
れ
た
草
鞋
に
付
い
て
い
る
紺
の
染
緒
は
ま
る
で
時
節
の
あ
や
め
草
の

よ
う
だ
、
あ
や
め
草
を
結
ん
だ
気
持
ち
で
旅
立
と
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
紺

の
染
緒
を
あ
や
め
草
と
見
な
し
て
、
あ
や
め
草
を
足
に
結
び
付
け
る
風
狂
に
興

（
注
1
）

じ
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
二
通
り
の
解
釈
は
、
あ
や
め
革
を
実
際
の
も
の
と
す
る
か
紺
の

染
緒
の
見
立
て
と
す
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
は
対
立
す
る
が
、
紺
の
染
緒
自

体
よ
り
も
あ
や
め
革
を
話
題
と
す
る
こ
と
の
方
に
関
心
が
あ
る
と
い
う
点
で
は

共
通
し
て
い
る
。
即
ち
、
前
者
は
あ
や
め
草
を
草
鞋
に
結
ぶ
と
い
う
思
い
つ
き

を
旬
の
眼
目
と
し
、
後
者
も
、
紺
の
染
緒
を
あ
や
め
草
に
見
立
て
て
、
そ
れ
を

足
に
結
び
つ
け
る
風
流
に
興
ず
る
と
こ
ろ
に
句
の
面
白
味
を
求
め
た
も
の
で
、

相
の
染
緒
は
あ
や
め
草
を
想
起
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
あ
や
め
草
に
関
心
を
置
き
過
ぎ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
句
は
加
右
街
門
が
紺
の
染
緒
の
草
鞋
を
餞
別
し
た
折
に

詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
も
う
少
し
紺
の
染
緒
の
意
味
に
つ
い

て
考
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

小
稿
で
は
、
従
来
の
句
の
解
釈
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
、
芭
燕

の
旬
を
地
の
文
と
の
関
わ
り
で
見
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
句
意
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
加
右
街
門
が
餞
別
し
た
紺
の
染
緒
の
草
鞋
の
意
味
を
探
っ
て
み

た
い
。
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二
、
あ
や
め
葺
く
日
と
色
彩

加
右
街
門
が
紺
の
染
緒
の
草
鞋
を
芭
茶
達
に
贈
っ
た
の
は
、
曽
良
の
日
記
に

よ
る
と
五
月
七
日
で
あ
る
。
端
午
の
日
を
数
日
過
ぎ
て
は
い
る
が
、
『
枕
草
子
』

二
三
〇
段
に
「
五
月
の
菖
鞘
の
秋
冬
過
ぐ
る
ま
で
あ
る
が
」
と
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
軒
の
苫
蒲
は
端
午
の
節
句
当
日
を
過
ぎ
て
も
直
ち
に
撤
去
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
紺
の
染
緒
の
草
鞋
も
や
は
り
軒
に
菖
間
を
挿
し
た

端
午
の
気
分
の
中
で
贈
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
鵜
午
の
日
に
は
ど
の
よ

う
な
色
彩
が
注
目
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
王
朝
文
学
の
中
で
見
て
い
く

こ
と
と
し
よ
う
。

『
酔
氏
物
語
』
蛍
の
巻
に
は
、
端
午
の
日
の
洪
氏
の
服
装
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

御
さ
ま
、
つ
き
せ
ず
若
く
活
げ
に
見
え
た
ま
ふ
。
つ
や
も
色
も
、
こ
ぼ
る
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れ
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加
は
れ
る
き
よ
ら
に
か
あ
ら
む
、
「
こ
の
世
の
人
の
染
め
い
だ
し
た
る
」

と
見
え
ず
、
常
の
、
色
も
か
へ
ぬ
あ
や
め
も
、
今
日
は
珍
ら
か
に
、
を
か

し
く
思
ゆ
る
煎
り
な
ど
も
、
「
お
も
ふ
こ
と
な
く
は
、
を
し
か
り
ぬ
べ
き

御
有
様
か
な
」
と
、
ひ
め
君
は
思
す
。

玉
蟹
の
目
に
映
っ
た
源
氏
の
姿
が
、
「
つ
や
も
色
も
、
こ
ぼ
る
ば
か
り
な
る
」
・

「
直
衣
は
か
な
く
重
な
れ
る
あ
ほ
ひ
」
・
司
こ
の
世
の
人
の
染
め
い
だ
し
た
る
』

と
見
え
ず
」
と
い
う
よ
う
に
色
彩
中
心
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
御
衣
は
、
日
本

古
典
文
学
大
系
の
頭
注
に
よ
る
と
、
単
衣
と
そ
の
上
に
着
る
社
か
ら
成
り
、
源

氏
の
年
齢
で
は
単
衣
に
は
紅
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
御
衣
の
上
に
何

（
注
2
）

気
な
く
重
ね
て
い
る
直
衣
は
捺
色
で
あ
り
、
両
者
の
配
色
が
非
常
に
美
し
く
感

じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
常
の
、
色
も
か
へ
ぬ
あ
や
め
も
、
今
日
は
珍
ら
か
に
」

と
い
う
箇
所
に
は
端
午
の
日
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る

か
ら
、
源
氏
の
服
装
に
お
け
る
紅
と
綾
の
配
色
美
は
、
普
段
と
同
じ
服
装
で
は

あ
る
も
の
の
、
端
午
の
気
分
の
中
で
新
鮮
さ
を
感
じ
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
頂
氏
以
外
の
人
々
の
服
装
及
び
調
度
の
色
彩
も
記
述
さ
れ
て
い

る
。

廊
の
戸
口
に
、
み
節
あ
を
や
か
に
か
け
わ
た
し
て
、
今
め
き
た
る
裾
濃
の
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。
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の
わ
か
薬
の
色
し
た
る
唐
ぎ
ぬ
、
今
日
の
よ
そ
ひ
ど
も
な
り
。
こ
な
た
の

l
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ヽ
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ヽ

ヽ
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ヽ

、

は
、
漉
き
ひ
と
（
へ
）
製
に
、
撫
子
裂
の
汗
杉
な
ど
、
お
ほ
ど
か
に
て
、

お
の
く
、
い
ど
み
孜
な
る
も
て
な
し
、
見
ど
こ
ろ
あ
り
。

こ
れ
は
端
午
の
日
の
六
条
院
を
描
写
し
た
部
分
で
あ
る
が
、
調
度
で
は
、
御

（
注
3
）

節
の
緑
と
凡
帳
の
紫
が
端
午
の
日
に
注
意
を
引
く
色
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
服
装
で
は
、
菖
銅
製
（
表
音
・
襲
紅
梅
）
の
袖
の
上
に
重
ね
た
薄
紫
の

薄
手
の
汗
杉
、
薄
萌
黄
の
唐
衣
と
棟
事
（
表
紫
・
裏
薄
紫
、
或
は
表
薄
紫
・
襲

育
）
の
裳
、
浪
紅
の
単
塾
の
上
に
着
け
た
撫
子
整
（
表
紅
梅
ま
た
は
蘇
芳
・
襲

育
ま
た
は
帝
萌
黄
）
の
汗
杉
を
端
午
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
着
用
し
て
い

る
。
最
後
の
汲
紅
の
単
製
と
撫
子
塾
の
汗
杉
の
取
り
合
わ
せ
は
全
体
的
に
紅
の

勝
っ
た
色
彩
を
呈
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
他
は
、
調
度
・
服
装
と
も
に
禄

・
紫
・
背
と
い
う
草
色
系
の
色
彩
を
取
り
上
げ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
他
に
も
、
端
午
の
描
写
の
中
に
調
度
や
服
装
の
色
彩
を
記

し
た
も
の
は
あ
り
、
例
え
ば
『
栄
花
物
語
』
巻
六
「
粗
く
藤
彙
」
及
び
巻
八

「
初
花
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
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は
か
な
く
五
月
五
日
に
成
ぬ
れ
ば
、
人
〈
首
開
・
棺
な
ど
の
唐
衣
・
裏

着
な
ど
も
、
を
か
し
う
折
知
り
た
る
や
う
に
見
ゆ
る
に
、
菖
蒲
の
≡
霞
の

御
木
丁
共
薄
物
に
て
立
て
渡
さ
れ
た
る
に
、
上
を
見
れ
ば
御
鰐
の
緑
も
い

と
音
や
か
な
る
に
、
軒
の
苗
鞘
も
隙
な
く
芋
か
れ
て
、
心
こ
と
に
目
出
度

を
か
し
き
に
、
御
薬
玉
・
菖
蒲
の
御
輿
な
ど
も
て
参
り
た
る
も
珍
し
う

て
、
若
人
〈
見
興
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
六
「
粗
く
藤
盃
」
）

五
月
五
日
に
ぞ
（
中
略
）
御
節
際
の
柱
も
と
、
そ
ぱ
く
な
ど
よ
り
、
わ

ざ
と
な
ら
ず
出
で
た
る
袖
口
、
こ
ぼ
れ
出
で
た
る
衣
の
端
な
ど
、
百
折
・

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

棟
の
花
・
撫
子
・
藤
な
ど
ぞ
見
え
た
る
。
上
に
は
隙
な
く
葺
か
れ
た
る
菖

蒲
も
こ
と
折
に
似
ず
お
か
し
う
け
高
し
。
　
　
　
　
（
巻
八
「
初
花
」
）

（
注
1
）

調
度
で
は
、
凡
帳
の
と
ば
り
の
青
と
御
節
の
緑
の
縁
が
、
服
装
で
は
菖
郡

製
・
樗
裂
・
撫
子
襲
・
藤
製
（
表
薄
紫
・
表
音
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、

『
源
氏
物
語
』
同
様
、
撫
子
襲
以
外
は
苛
色
系
の
色
彩
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
両
巻
と
も
、
調
度
や
服
装
の
色
の
記
述
に
続
い
て
軒
の
苫
郡
に
言
及
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
調
度
や
服
装
の
色
は
軒
の
菖
鞘
に
代
表
さ
れ
る
端
午
の
日
の

気
分
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
、
『
源
氏
物
語
』
及
び

『
巣
花
物
語
』
の
描
写
よ
り
、
端
午
の
雰
囲
気
の
中
で
は
調
度
や
服
装
な
ど
青

色
系
の
色
彩
が
日
を
引
く
と
言
え
よ
う
。

三
、
加
右
衛
門
に
よ
る
紺
色
の
発
見

加
右
衛
門
が
芭
恭
達
に
餞
別
し
た
草
鞋
の
染
緒
は
紺
で
、
や
は
り
音
色
系
の

色
彩
で
あ
る
。
紺
色
も
、
『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
標
・
二
藍
と
と
も
に
藍
染

め
に
よ
る
も
の
で
、
三
者
の
中
で
は
紺
が
最
も
濃
い
色
で
は
あ
る
が
、
三
者
は

近
似
し
た
色
彩
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
加
右
街
門
が
端
午
の
気
分
の
中
で
紺

の
染
緒
を
美
し
い
と
感
じ
た
と
こ
ろ
に
は
、
王
朝
人
の
色
彩
感
覚
と
の
煩
似
性

が
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
紺
は
王
朝
文
学
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
控
や
二
藍
な
ど
の
音

色
系
色
彩
に
含
ま
れ
る
も
の
の
、
栗
族
の
服
装
に
紺
を
用
い
た
例
は
見
ら
れ

ず
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
柴
族
の
服
装
や
調
度
に
用
い
ら
れ
て
い
る
音
色
系
色
彩

は
、
紺
と
色
相
の
類
似
す
る
も
の
の
、
用
い
ら
れ
方
に
差
異
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。『

源
氏
物
語
』
蛍
の
巻
で
は
、
紺
色
が
端
午
の
鏡
射
に
出
場
す
る
近
楯
の
舎

人
達
の
装
束
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

舎
人
ど
も
さ
へ
、
艶
な
る
装
束
を
つ
く
し
て
、
身
を
投
げ
た
る
手
ま
ど
は

し
な
ど
を
見
る
ぞ
、
を
か
し
か
り
け
る
。

舎
人
達
が
琉
射
に
臨
ん
で
着
飾
っ
て
い
る
様
で
あ
る
が
、
「
艶
な
る
装
束
」

か
ち

と
は
具
体
的
に
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
補
注
に
よ
る
と
、
褐
色
（
濃
紺
）

或
い
は
浪
藍
色
（
殆
ど
黒
）
の
柏
の
上
に
緋
の
錦
で
仕
立
て
た
前
・
後
杓
か
ら

成
る
打
掛
を
茄
す
も
の
だ
と
い
う
。
紺
は
、
血
八
人
の
雑
用
を
勤
め
る
舎
人
の
装

束
に
使
わ
れ
、
し
か
も
緋
と
と
も
に
用
い
ら
れ
華
既
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
源
氏
の
直
衣
姿
を
「
き
よ
ら
」
と
評
し
、
『
栄
花
物
語
』

で
は
女
房
装
束
及
び
軒
の
菖
満
を
「
け
高
し
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
こ

れ
ら
の
も
の
は
気
晶
の
あ
る
美
し
き
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
『
源
氏
物
語
』
の
舎
人
の
装
束
も
、
こ
こ
で
は
紺
が
用
い
ら
れ
て

い
る
が
緋
錦
の
打
掛
と
と
も
に
着
用
し
て
「
艶
な
る
」
美
し
さ
を
漂
わ
せ
て
い

る
。こ

れ
ら
に
対
し
、
加
右
衛
門
が
餞
別
し
た
草
鞋
の
紺
の
染
緒
は
紺
の
み
で
あ

る
か
ら
、
「
き
よ
ら
」
・
「
け
高
し
」
・
「
艶
」
と
い
っ
た
印
象
と
は
異
な
る
と
思

（
注
5
）

わ
れ
る
。
厩
司
給
子
氏
の
近
世
農
民
服
飾
に
関
す
る
御
論
文
に
よ
る
と
、
紺
地

は
強
租
で
破
れ
に
く
い
た
め
に
農
家
の
労
働
着
と
し
て
重
宝
さ
れ
、
東
北
で
は
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相
良
に
委
託
せ
ず
各
家
で
行
な
う
地
染
め
に
よ
っ
て
い
た
た
め
濃
印
か
主
流
と

な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
岡
野
和
子
氏
作
成
「
近
世
農
民
衣

（
止
．
b
）

服
関
係
杏
俸
禁
止
令
年
表
」
に
よ
る
と
、
究
文
六
年
十
一
月
・
寛
文
八
年
三

月
・
同
年
六
月
と
仙
台
洋
で
は
紫
及
び
紅
梅
染
の
使
用
禁
止
令
を
出
し
、
同
八

月
に
は
「
衣
類
模
様
つ
き
の
も
の
染
直
し
に
及
ば
ず
、
着
破
れ
た
時
は
、
紺
・

浅
黄
・
茶
・
鼠
そ
の
他
の
色
で
も
模
様
な
し
に
染
め
る
こ
と
」
と
い
う
模
様
染

め
の
禁
止
令
を
発
布
し
て
い
る
。
染
め
る
べ
き
色
と
し
て
柑
・
浅
黄
・
茶
・
鼠

を
挙
げ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
記
事
よ
り
、
紺
は
茶
・
鼠
な
ど
と

共
に
地
味
で
最
も
平
凡
な
色
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
年
間
を
通
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
紺
は
季
節
感
に
も
乏
し
く
非
常
に
日
常
的
な
色
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
加
右
衛
門
は
あ
や
め
を
茸
く
季
節
に
お
け
る
紺
の
美
し

さ
を
染
緒
に
感
じ
取
っ
た
か
ら
そ
れ
を
芭
茶
達
に
贈
っ
た
の
で
あ
る
が
、
加
右

衛
門
が
感
じ
た
美
し
さ
は
、
『
源
氏
物
語
』
・
『
栄
花
物
語
』
の
貴
族
の
服
装
や

調
度
の
醸
し
出
す
「
き
よ
ら
」
・
「
け
高
し
」
と
い
う
感
じ
と
は
相
違
し
、
ま
た

『
源
氏
物
語
』
の
舎
人
の
装
束
の
よ
う
に
緋
と
と
も
に
用
い
る
た
め
に
生
じ
る

「
艶
な
る
」
美
し
さ
と
も
違
う
。
農
家
の
労
働
着
の
代
表
的
色
彩
で
あ
る
紺
の

染
緒
に
は
庶
民
的
で
素
朴
な
味
わ
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
、
風
流
の
し
れ
も
の
の
実

さ
て
、
加
右
衛
門
か
ら
紺
の
染
緒
の
草
鞋
を
餞
別
さ
れ
た
芭
茶
は
「
さ
れ
バ

こ
そ
風
流
の
し
れ
も
の
、
安
に
至
り
て
其
実
を
顧
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、

加
右
衛
門
が
紺
の
染
緒
に
季
節
感
を
結
び
付
け
た
美
し
さ
を
見
出
し
た
こ
と
を

指
し
て
、
風
流
の
し
れ
も
の
と
し
て
の
本
領
を
発
揮
し
た
と
言
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
次
に
、
こ
の
餞
別
に
至
る
ま
で
の
地
の
文
よ
り
、
芭
燕
の
言
う
風
流
の

し
れ
も
の
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
検
討
し
、
風
流
の
し
れ
も
の
の
「
実
」
の

意
味
を
明
瞭
に
し
た
い
。

こ
の
者
、
年
比
さ
だ
か
な
ら
ぬ
名
ど
こ
ろ
を
考
駐
侍
れ
ば
と
て
、
一
日
案

内
す
。
宮
城
野
の
萩
茂
り
あ
ひ
て
、
秋
の
気
色
、
思
ひ
や
ら
る
ゝ
。
玉
田

・
よ
こ
野
、
つ
ゝ
じ
が
岡
ハ
、
あ
せ
び
咲
こ
ろ
也
。
日
影
も
も
ら
ぬ
松
の

林
に
入
て
、
安
を
木
の
下
と
云
と
ぞ
。
昔
も
か
く
露
ふ
か
け
れ
バ
こ
そ
、

「
ミ
さ
ぷ
ら
ひ
・
・
、
か
さ
」
と
ハ
よ
み
た
れ
。
薬
師
堂
・
天
神
の
御
社
な
ど

拝
て
、
井
目
ハ
く
れ
ぬ
。

こ
こ
で
は
、
加
右
街
門
の
案
内
に
よ
る
歌
枕
探
訪
が
記
さ
れ
て
い
る
。
芭
雅
州

の
歌
枕
探
訪
は
『
お
く
の
は
そ
道
』
の
旅
以
前
に
も
見
ら
れ
、
そ
の
ひ
と
つ
、

『
更
科
紀
行
』
の
旅
の
折
に
は
猿
班
宛
（
推
定
）
書
簡
（
元
禄
二
年
二
月
以
前

筆
）
に
、去

秋
ほ
越
人
と
い
ふ
し
れ
も
の
木
曽
路
を
伴
ひ
、
桟
の
あ
や
う
き
い
の

ち
、
痍
拾
の
な
ぐ
さ
み
が
た
き
折
、
き
ぬ
た
・
引
板
の
音
、
し
ゝ
を
追

＜
す
が
に
力
＞

す
た
か
、
あ
は
れ
も
見
つ
く
し
て
、
御
事
の
み
心
に
お
も
ひ
出
供
。

と
認
め
て
い
る
。
同
伴
者
越
人
に
対
し
て
「
越
人
と
い
ふ
し
れ
も
の
」
と
言
っ

て
お
り
、
『
お
く
の
は
そ
遺
』
宮
城
野
条
で
加
右
街
門
を
「
風
流
の
し
れ
も
の
」

と
称
し
て
い
る
の
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
『
更
科
紀
行
』
の

旅
で
は
、
芭
薫
と
越
人
は
木
曽
路
を
辿
り
な
が
ら
木
曽
の
桟
・
域
拾
山
を
巡
覧

し
て
い
る
。
木
曽
の
桟
は
、

お
そ
ろ
し
や
き
そ
の
か
け
ぢ
の
ま
ろ
木
ば
し
ふ
み
み
る
た
び
に
お
ち
ぬ
べ

き
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
千
載
・
雑
下
・
二
九
五
、
空
人
法
師
）

の
歌
の
よ
う
に
、
渡
る
の
に
非
常
に
危
険
を
伴
う
橋
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
て
、

芭
薫
書
憎
の
「
あ
や
う
き
い
の
ち
」
も
歌
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ま
え
て
い
る
。
兢

捨
山
は
、わ

が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
を
ば
す
て
山
に
て
る
月
を
見
て

16



（
古
今
・
雑
上
・
八
夫
、
よ
み
人
し
ら
ず
）

を
初
め
と
し
て
、
慰
め
難
い
心
情
を
表
白
し
た
詠
歌
が
多
く
、
芭
花
誉
佃
の

「
な
ぐ
さ
み
が
た
き
折
」
と
い
う
言
葉
も
古
歌
を
踏
裂
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
砧
・
鳴
子
（
書
簡
に
は
引
板
）
の
音
・
鹿
も
和
歌
で
秋
の
本
情
と
さ
れ
て

い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
芭
茶
と
越
人
は
、
木
曽
の
歌
枕
探

訪
に
お
い
て
歌
枕
の
本
意
を
尋
ね
、
古
歌
の
イ
メ
ー
ジ
を
追
い
求
め
て
い
る
。

「
し
れ
も
の
」
と
は
、
歌
枕
を
巡
見
し
、
そ
の
風
流
に
心
酔
す
る
風
流
人
の
意

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
お
く
の
は
そ
遺
』
宮
城
野
の
条
の
歌
枕
探
訪
も
木
曽
の
歌
枕
探
訪
の
い
わ

ば
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
右
街
門
が
案
内

し
た
歌
枕
は
、
宮
城
野
、
玉
田
・
枯
野
、
つ
つ
じ
が
岡
、
木
の
下
で
あ
る
が
、

そ
の
叙
述
は
、
宮
城
野
か
ら
つ
つ
じ
が
岡
ま
で
ほ
「
秋
の
気
色
、
思
ひ
や
ら
る

ゝ
」
・
「
あ
せ
び
咲
こ
ろ
也
」
と
い
っ
た
滑
ら
か
な
言
い
回
し
と
な
っ
て
い
る
の

に
対
し
、
木
の
下
で
は
「
変
を
木
の
下
と
云
と
ぞ
。
昔
も
か
く
㍍
ふ
か
け
れ
バ

こ
そ
、
『
・
、
、
さ
ぷ
ら
ひ
ミ
か
さ
』
と
ハ
よ
み
た
れ
」
と
「
ぞ
」
・
「
こ
そ
」
・
「
ハ
」

と
い
う
強
調
表
現
が
用
い
ら
れ
、
文
の
調
子
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
宮
城
野

は
萩
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
歌
枕
で
萩
の
花
の
咲
き
乱
れ
る
風
情
を
詠
ん
だ

歌
が
非
常
に
多
い
。
「
宮
城
野
の
萩
茂
り
あ
ひ
て
」
は
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た

叙
述
で
あ
る
が
、
続
く
「
秋
の
気
色
、
思
ひ
や
ら
る
ゝ
」
に
は
、
時
期
外
れ
の

訪
問
で
あ
っ
た
た
め
に
宮
城
野
の
秋
の
感
興
を
思
い
や
る
心
椿
が
表
出
さ
れ
て

い
る
。
次
の
玉
田
・
杭
野
、
つ
つ
じ
が
岡
も
、
宮
城
野
と
同
様
に
季
節
外
れ
の

訪
問
で
あ
っ
た
た
め
に
、
「
あ
せ
び
咲
こ
ろ
也
」
と
、
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
あ

せ
び
の
花
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
つ
て
、
『
笈
の
小
文
』
の
旅

で
、
秋
を
本
意
と
す
る
須
磨
を
夏
に
訪
れ
た
折
も
、
そ
の
木
意
に
触
れ
得
ず
、

月
見
て
も
物
た
ら
は
ず
や
須
磨
の
夏

と
詠
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
は
、
歌
枕
の
本
意
を
希
求
す
る
心
が
顕
著
で
あ
る
。

『
お
く
の
は
そ
追
』
の
宮
城
野
、
玉
田
・
横
野
、
つ
つ
じ
が
岡
の
記
述
の
方
は

も
う
少
し
押
さ
え
た
省
き
方
に
な
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
歌
枕
探
訪
で
古
歌
に

詠
ま
れ
て
い
る
も
の
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
の
心
惜
し
さ
は
強
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
木
の
下
は
こ
れ
ら
の
歌
枕
と
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。
歌
枕
木

の
下
の
代
表
的
歌
村
は
露
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
初
出
の
『
古
今
集
』
大
歌
所
御

歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
雨
に
も
勝
る
程
の
露
で
あ
る
。
そ
し
て
芭
茶
が
加
右
衛

門
に
案
内
さ
れ
て
立
ち
寄
っ
た
松
林
の
状
況
は
　
「
か
く
露
ふ
か
け
れ
ば
こ
そ
」

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
歌
の
本
意
に
叶
っ
て
い
る
。
ま
た
芭
非
は
「
日
形
も
も

ら
ぬ
松
の
林
に
入
て
、
変
を
木
の
下
と
云
と
ぞ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
日
影

も
も
ら
ぬ
」
は
古
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
木
の
下
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
致
す
る
。
即

ち
、
古
歌
に
は
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

露
に
だ
に
み
か
さ
と
い
ひ
し
宮
城
野
の
木
の
し
た
く
ら
き
五
月
雨
の
比

（
新
千
敬
・
夏
・
ニ
六
ニ
、
中
務
蜘
宗
尊
親
王
）

宮
城
野
の
木
の
下
や
み
に
と
ぷ
ほ
た
る
露
に
ま
さ
り
て
影
ぞ
み
だ
る
⊥

（
草
庵
集
・
云
こ
、
頓
阿
）

前
者
は
五
月
雨
に
降
り
m
め
ら
れ
て
晴
々
と
し
た
木
の
下
が
詠
ま
れ
て
い

る
。
後
者
も
蛍
の
光
が
見
え
る
程
の
暗
闇
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
木
の
下
は

闇
を
も
本
意
と
し
、
芭
茶
の
「
日
影
も
も
ら
ぬ
」
と
い
う
言
葉
は
こ
れ
を
踏
ま

え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

宮
城
野
、
玉
田
・
楕
野
、
つ
つ
じ
が
岡
で
は
、
古
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
萩
の

花
や
あ
せ
び
の
花
の
実
景
を
臼
の
あ
た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
情
景

を
思
い
や
る
体
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
木
の
下
で
は
、
古
歌
に
詠
ま
れ
て
い

る
暗
闇
と
し
と
ど
に
降
り
敷
い
た
露
の
両
方
を
実
際
に
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
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た
。
木
の
下
で
歌
の
本
意
に
触
れ
得
た
心
躍
り
が
、
木
の
下
の
叙
述
を
つ
つ
じ

が
岡
ま
で
の
口
調
を
一
転
し
た
弾
ん
だ
調
子
の
も
の
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
お
く
の
は
そ
道
』
宮
城
野
の
桑
の
歌
枕
探
訪
に
お
い
て

も
木
曽
路
や
須
磨
と
同
様
に
歌
枕
の
本
意
に
対
す
る
求
心
が
見
ら
れ
、
特
に
木

の
下
で
は
加
右
衛
門
の
案
内
に
よ
り
歌
枕
の
本
意
を
追
体
験
し
歌
枕
の
感
興
を

満
喫
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
感
興
は
芭
葦
一
人
の
も
の
で
は
な

く
、
案
内
者
加
右
街
門
と
の
共
感
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

芭
薬
は
加
右
街
門
を
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
、
歌
枕
を
尋
ね
、
そ
の
本
意
に
興

ず
る
風
流
人
と
見
た
か
ら
こ
そ
、
「
風
流
の
し
れ
も
の
」
と
言
っ
た
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
「
風
流
の
し
れ
も
の
」
と
は
、
越
人
を
「
し
れ
も
の
」
と
呼

ん
で
い
た
よ
う
に
歌
枕
探
訪
に
心
酔
す
る
風
流
人
の
意
で
あ
り
、
宮
城
野
以
下

の
歌
枕
探
訪
に
堪
能
す
る
芭
茶
と
加
右
街
門
は
正
に
そ
れ
で
あ
る
。

さ
て
、
加
右
街
門
が
見
出
し
た
紺
の
染
緒
の
美
し
さ
は
、
紺
の
染
緒
を
実
用

面
に
お
い
て
の
み
眺
め
て
い
る
限
り
で
は
感
得
し
難
い
美
し
さ
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
現
実
生
活
か
ら
抜
け
出
し
て
対
象
を
眺
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
脱
現
実
生
活
の
態
度
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
歌
枕
探
訪
に
つ
い
て
も
言
え
る

こ
と
で
あ
る
。
現
実
生
活
で
の
見
方
に
縛
ら
れ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
紺
の

染
緒
は
虫
よ
け
に
な
る
と
い
う
こ
と
や
強
靭
さ
に
価
値
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
色

彩
の
美
し
さ
に
感
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
起
こ
り
に
く
く
、
歌
枕
は
現
賀
生
活

と
関
わ
り
の
な
い
も
の
で
ま
し
て
や
歌
枕
で
古
人
の
心
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と

は
な
さ
れ
に
く
い
。
宮
城
野
の
条
の
歌
枕
探
訪
と
相
の
染
緒
の
発
見
は
現
実
生

活
の
価
値
観
か
ら
離
脱
し
て
い
る
と
い
う
点
で
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

広
義
の
「
風
流
の
し
れ
も
の
」
と
は
、
現
実
生
活
の
価
値
観
を
離
れ
た
世
界
に

心
を
遊
ば
せ
そ
の
世
界
に
心
酔
す
る
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ま
た
、

歌
枕
は
和
歌
以
来
文
人
墨
客
が
取
り
上
げ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
紺
の
染
緒

の
美
し
さ
ほ
和
歌
の
伝
統
に
は
見
ら
れ
な
い
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
相
違

点
も
あ
る
。
歌
枕
探
訪
に
は
加
右
街
門
の
独
自
性
は
見
ら
れ
な
い
が
、
紺
の
染

緒
を
美
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
こ
と
に
は
加
右
街
門
の
独
自
性
・
個
性
が

発
現
し
て
い
る
。
芭
茶
の
「
さ
れ
バ
こ
そ
夙
況
の
し
れ
も
の
、
安
に
至
り
て
其

実
を
顕
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
加
右
衛
門
に
お
け
る
歌
枕
探
訪
と
紺
の
染
緒
の

発
見
の
相
違
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
「
共
宍
」
と
は
、
風

流
の
伝
統
に
親
失
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
培
っ
た
目
で
己
白
身
の
新
し
い
美
を

発
見
し
た
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
今
ま
で
誰
も
取
り
上
げ
な
か
っ
た
紺
の

染
緒
の
美
し
さ
を
発
見
し
た
と
こ
ろ
に
、
芭
茶
は
、
古
歌
の
追
従
に
留
ま
ら
な

い
加
右
衛
門
の
「
風
流
の
し
れ
も
の
」
と
し
て
の
確
か
さ
を
看
取
し
た
の
で
あ

る
。

五
、
「
あ
や
め
革
」
の
句
意

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
「
あ
や
め
革
」
の
句
意
に
つ
い

て
述
べ
て
忙
き
た
い
。
こ
の
句
は
、
加
右
街
門
が
端
午
の
気
分
の
中
で
紺
の
染

緒
の
美
し
さ
を
発
見
し
、
そ
の
美
し
い
草
鞋
を
芭
花
達
に
贈
っ
た
の
を
受
け
て

詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
芭
賽
は
こ
の
紺
の
染
緒
を
「
草
鞋
の
緒
」
と
し
て
句

の
下
五
に
据
え
て
、
「
あ
や
め
革
足
に
結
ん
」
と
、
そ
の
染
緒
の
辺
り
に
あ
や

め
革
を
結
び
添
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
勝
峯
晋
夙
氏
は
、
紺
の
染
緒
と
あ

や
め
革
の
共
通
性
に
つ
い
て
、
あ
や
め
輩
の
「
青
さ
が
捕
る
や
う
な
苦
酸
性
、

殊
に
あ
の
薬
を
も
ん
で
絢
へ
ば
緒
に
な
る
や
う
な
難
似
さ
」
を
挙
げ
る
と
と
も

に
、
「
そ
の
色
彩
の
対
照
羊
C
・
「
紺
と
音
の
色
彩
的
う
つ
り
の
よ
さ
」
を
指
摘

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
あ
や
め
革
と
紺
の
染
緒
の
対
頂
菜
を
詠
ん
だ
旬
と
す
る

の
で
は
な
く
、
右
の
よ
う
な
両
者
の
関
係
か
ら
紺
の
染
緒
に
あ
や
め
草
を
想
起

し
、
あ
や
め
草
を
草
鞋
の
挿
頭
に
す
る
と
い
う
風
流
を
思
い
つ
い
た
こ
と
を
句
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（
注
7
）

の
主
眼
と
す
る
と
い
う
従
来
通
り
の
解
釈
を
取
っ
て
い
る
。
芭
升
が
あ
や
め
葦

を
紺
の
染
緒
の
辺
り
に
結
ぼ
う
と
詠
ん
だ
の
は
、
あ
や
め
草
を
草
鞋
の
挿
頭
に

す
る
と
い
う
風
流
な
思
い
つ
き
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
あ
や
め
苦
く
日
の
雰

囲
気
の
中
で
加
右
衛
門
が
紺
の
染
緒
の
色
彩
美
を
捉
え
た
こ
と
を
受
け
、
実
際

に
あ
や
め
草
を
足
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
紺
の
染
緒
に
漂
う
端
午
の
気

分
を
一
層
盛
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
色
彩
の
対
照
美
を
詠
じ
た
と
思

わ
れ
る
。

『
枕
草
子
』
三
九
段
は
端
午
に
つ
い
て
述
懐
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
清
少
納

言
の
鋭
い
色
彩
感
覚
が
窺
わ
れ
る
。

ヽ

　

ヽ

　

　

l

l

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

l

　

ヽ

　

ヽ

　

l

l

節
は
五
月
に
し
く
月
は
な
し
。
菖
m
・
蓬
な
ど
の
か
を
り
あ
ひ
た
る
、

い
み
じ
う
を
か
し
。
九
重
の
御
殿
の
上
を
は
じ
め
て
、
い
ひ
し
ら
ぬ
民
の

す
み
か
ま
で
、
い
か
で
わ
が
も
と
に
し
げ
く
聾
か
ん
と
葺
き
わ
た
し
た

る
、
な
ほ
い
と
め
づ
ら
し
、
い
つ
か
は
、
こ
と
を
り
に
さ
は
し
た
り
し
。

空
の
け
し
き
、
く
も
り
わ
た
り
た
る
に
、
中
宮
な
ど
に
ほ
、
縫
殿
よ
り

御
薬
玉
と
て
、
色
々
の
糸
を
組
み
下
げ
て
参
ら
せ
た
れ
は
、
御
帳
た
て
た

る
母
屋
の
は
し
ら
に
、
左
右
に
つ
け
た
り
。

ま
ず
、
軒
に
芽
き
渡
さ
れ
た
苦
闘
や
蓬
の
景
観
が
凸
天
と
と
も
に
語
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
苦
闘
と
む
天
の
描
写
は
別
本
二
七
段
に
も
見
え
る
。

池
あ
る
所
の
五
月
長
雨
の
こ
ろ
こ
そ
い
と
あ
は
れ
な
れ
。
菖
郡
・
菰
な

、

　

、

　

、

　

、

　

、

　

、

　

　

　

、

　

、

　

、

　

、

　

、

　

、
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、

　

　

　

、
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ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ど
生
ひ
こ
り
て
、
水
も
み
ど
り
な
る
に
、
庭
も
ひ
と
つ
色
に
見
え
わ
た
り

て
、
員
り
た
る
空
を
つ
く
づ
く
と
な
が
め
く
ら
し
た
る
は
、
い
み
じ
う
こ

そ
あ
ほ
れ
な
れ
。

こ
こ
で
も
菖
紺
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、
菰
と
と
も
に
池
の
水
面
に
映
え

て
い
る
景
色
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
怨
天
で
あ
る
こ
と
が
留
意

さ
れ
る
。
三
九
段
の
軒
の
菖
郡
も
別
本
二
七
段
の
池
の
菖
机
も
員
天
の
下
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に
は
、
鮮
明
な
色
彩
を
持
つ
菖
柄
を
怒
り
空
の
下
で
眺
め
た
い
と

い
う
清
少
納
言
の
美
意
識
が
認
め
ら
れ
る
。

『
枕
草
子
』
八
九
段
は
な
ま
め
か
し
き
も
の
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
菖
郡
に

つ
い
て
の
記
述
も
見
ら
れ
る
。

薄
様
の
草
子
。
柳
の
前
え
出
て
た
る
に
、
あ
を
き
薄
様
に
書
き
た
る
文

つ
け
た
る
。
三
重
が
さ
ね
の
厨
。
五
重
は
あ
ま
り
あ
っ
く
な
り
て
、
も
と

、

　

、

　

、

　

、

　

、

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

I
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I

　

ヽ

　

1

　

－

　

ヽ

　

l

 

l

　

ヽ

な
ど
に
く
げ
な
り
。
い
と
あ
た
ら
し
か
ら
ず
、
い
た
う
も
の
ふ
り
ぬ
桧
皮

茸
の
屋
に
、
な
が
き
菖
蒲
を
う
る
は
し
う
ふ
き
わ
た
し
た
る
。
（
中
略
）

l
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l

l
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l

l

l

l

l

l

l

五
月
の
節
の
あ
や
め
の
蔵
人
、
首
鞘
の
か
づ
ら
、
赤
紐
の
色
に
は
あ
ら

ぬ
を
、
領
布
・
耕
帯
な
ど
し
て
、
薬
ま
・
親
王
た
ち
・
上
達
部
の
立
ち
並

み
給
へ
る
に
奉
れ
る
、
い
み
じ
う
な
ま
め
か
し
。

そ
れ
程
際
立
っ
た
美
し
さ
で
は
な
い
が
、
何
と
は
な
し
に
そ
の
し
っ
と
り
と

し
た
美
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
桧
皮
葺
の
只
根
に
茸
き

渡
し
た
菖
折
や
あ
や
め
の
蔵
人
の
装
い
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
新
し
く
も
な
く

古
く
も
な
い
程
々
の
桧
皮
葺
の
臣
に
端
正
に
葺
き
渡
さ
れ
た
菖
蒲
や
、
あ
や
め

の
蔵
人
の
苗
鞘
の
顎
と
赤
紐
を
用
い
た
扮
装
は
華
や
か
と
い
う
よ
り
は
お
と
な

し
い
美
し
さ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
苦
闘
と
取
り
合
わ
せ

ら
れ
て
い
る
も
の
が
い
ず
れ
も
鮮
明
さ
を
欠
く
色
合
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
菖
蒲
と
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
古
び
た
桧
皮

茸
の
屋
根
は
鮮
明
さ
を
欠
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
古
く
な
っ
て
い
る

も
の
だ
と
百
m
の
爽
快
な
美
し
さ
と
調
和
し
な
い
。
ま
た
、
真
新
し
い
も
の
は

鮮
明
な
色
合
い
で
あ
る
た
め
に
か
え
っ
て
苫
郡
の
群
や
か
さ
を
担
う
こ
と
と
な

る
。
一
方
、
赤
紐
は
「
色
に
は
あ
ら
ぬ
」
と
あ
っ
て
華
美
で
色
鮮
や
か
な
も
の

で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
吾
鞘
と
赤
色
の
取
り
合
わ
せ
は
二
二
五
段
に

も
見
ら
れ
る
。
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五
月
四
日
の
夕
つ
か
た
、
菅
き
草
お
は
く
い
と
う
る
ほ
し
く
切
り
て
、

左
右
に
な
ひ
て
、
赤
衣
着
た
る
男
の
行
く
こ
そ
を
か
し
け
九
。

こ
れ
は
、
季
節
の
情
趣
を
描
い
た
章
段
の
ひ
と
つ
で
五
月
四
日
の
菖
蒲
刈
り

の
風
俗
を
写
し
て
い
る
。
刈
り
取
っ
た
首
鞘
を
担
い
行
く
男
が
着
て
い
る
赤
衣

は
、
、
古
典
文
学
大
系
の
頭
注
に
「
祖
紅
色
に
染
め
た
布
の
狩
衣
」
と
い
う
説
明

が
あ
り
、
鮮
明
な
紅
色
に
比
べ
地
味
な
色
合
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も

や
は
り
八
九
段
の
赤
紐
と
同
様
に
鮮
明
さ
を
欠
く
赤
色
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
苦
闘
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、
員
天
・
あ
る

程
度
の
時
を
経
た
桧
皮
葺
の
屋
根
・
「
色
に
は
あ
ら
ぬ
」
赤
組
・
赤
衣
と
い
う

よ
う
に
、
明
暗
で
は
階
の
方
に
屈
し
、
或
い
は
鮮
明
さ
に
乏
し
い
色
調
の
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
鮮
明
な
色
を
持
つ
苫
鞘
は
ほ
の
暗

い
と
こ
ろ
で
眺
め
た
り
、
不
鮮
明
な
色
合
い
の
も
の
と
取
り
合
わ
せ
る
と
美
し

い
と
い
う
美
意
識
が
帰
納
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
芭
茶
の
句
は
、
こ
の
清
少
納
言

の
美
意
識
と
同
様
の
意
識
か
ら
の
発
想
に
よ
っ
て
、
暗
色
で
鮮
明
さ
に
乏
し
い

地
染
め
の
紺
の
鼻
緒
と
折
か
ら
の
鮮
や
か
な
あ
や
め
革
の
対
象
美
を
詠
ん
だ
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
芭
茶
の
旬
は
、
加
右
街
門
が
餞
別
し
て
く
れ
た
染
緒
の
色

彩
美
を
あ
や
め
草
と
の
対
照
で
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
句
意
は
、
あ

や
め
草
を
軒
に
吉
く
季
節
感
の
中
で
日
頃
は
気
に
も
止
め
て
い
な
か
っ
た
紺
色

が
と
て
も
美
し
く
感
じ
ら
れ
る
、
色
鮮
や
か
な
あ
や
め
草
を
足
に
結
ん
で
み
ょ

う
か
し
ら
、
き
っ
と
草
鞋
の
紺
の
染
緒
は
あ
や
め
草
の
色
に
映
え
て
い
よ
い
よ

そ
の
美
し
さ
を
増
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
結
ん
」
1
－
結
ん

で
み
ょ
う
か
1
－
と
し
た
の
は
、
あ
や
め
草
を
紺
の
染
緒
の
辺
り
に
結
び
付
け

た
様
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
く
、
実
際
に
眼
前
に
あ
る
の
は
紺
の
染
緒
の
草
鞋
だ

け
だ
か
ら
で
あ
る
。
芭
茶
の
句
は
、
加
右
街
門
が
発
見
し
た
紺
の
染
緒
の
美
し

さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

『
お
く
の
は
そ
道
』
宮
城
野
の
条
は
、
「
風
流
の
し
れ
も
の
」
で
あ
る
加
右

街
門
が
紺
の
染
緒
と
い
う
誰
も
取
り
上
げ
な
か
っ
た
新
し
い
美
を
発
見
し
た
こ

と
を
語
っ
た
条
で
、
芭
茶
の
句
は
、
加
右
街
門
の
発
見
を
受
け
て
紺
の
染
緒
の

美
し
さ
を
賞
揚
し
、
あ
や
め
草
を
結
び
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
季
節
感

を
盛
り
上
げ
る
と
．
と
も
に
染
緒
の
紺
色
を
引
き
立
た
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
従
来
の
よ
う
に
あ
や
め
草
を
足
に
結
び
付
け
る
風
流
を
詠
ん
だ
も
の
と
見

る
こ
と
は
当
た
ら
な
い
。
芭
茶
が
あ
や
め
草
を
挿
す
風
流
に
興
じ
る
と
い
う

内
容
で
は
な
く
、
加
右
術
門
が
紺
の
染
緒
の
美
を
見
出
し
た
と
い
う
事
柄
を

全
面
的
に
押
し
出
し
た
条
で
あ
る
。
芭
茶
が
描
い
て
見
せ
た
の
は
、
加
右
衛
門

の
新
し
い
美
の
発
見
と
、
そ
こ
に
窺
わ
れ
る
「
風
流
の
し
れ
も
の
」
と
し
て
の

「
突
」
で
あ
る
。
芭
茶
の
句
は
、
加
右
衛
門
の
美
の
発
見
に
共
感
を
覚
え
て
作

ら
れ
た
も
の
で
、
加
右
術
門
の
発
見
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
る
。

（注）1
、
佐
々
木
精
氏
『
お
く
の
ほ
そ
道
研
究
と
吾
賞
』
　
（
昭
和
5
9
年
刊
）

2
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
頭
注
に
「
直
衣
の
色
も
色
々
あ
る
が
、
源
氏
は

ふ

た

あ

い

　

は

な

だ

二
藍
か
又
は
紆
　
－
浅
葱
の
直
衣
を
着
て
居
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
見

え
る
が
、
江
幡
潤
氏
『
色
名
の
由
来
』
　
（
真
書
選
書
7
4
　
昭
和
5
7
年
刊
）

ふ
じ
な
ん
ど

に
「
そ
の
色
の
傾
向
と
し
て
は
若
者
は
二
藍
（
藤
納
戸
と
も
い
う
紅
藍
の

交
染
に
よ
る
に
ぷ
い
苛
紫
色
）
、
壮
年
者
は
綾
色
（
A
n
t
i
q
u
e
望
u
e

O
r
i
e
n
t
 
B
F
e
と
も
）
、
老
齢
者
は
白
で
あ
っ
た
。
」
と
あ
る
に
よ
り
、
控

と
す
る
。

3
、
玉
上
琢
郊
氏
『
断
氏
物
語
評
釈
　
第
五
巻
』
　
（
昭
和
4
0
年
刊
）
に
、

「
上
が
白
く
、
下
に
ゆ
く
ほ
ど
色
の
洗
い
い
わ
ゆ
る
裾
濃
の
峰
子
。
こ
れ

は
紫
色
が
多
い
。
」
と
あ
る
。

4
、
松
村
博
司
氏
『
日
本
古
典
評
釈
全
注
釈
叢
書
　
栄
花
物
語
全
注
釈
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二
』
　
（
昭
和
4
6
年
刊
）
に
、
『
栄
華
物
語
詳
解
』
は
「
青
の
漉
き
蒔
き
、

自
紅
梅
の
濃
き
蒔
き
と
を
か
さ
ぬ
る
」
も
の
と
し
、
『
新
訳
栄
華
物
語
』

は
「
青
色
の
濃
淡
を
泣
ぜ
た
三
重
の
薄
物
に
し
た
も
の
か
」
と
注
す
る
こ

と
を
紹
介
し
て
い
る
。

5
、
贋
司
給
子
氏
「
近
世
以
降
に
於
け
る
農
民
服
飾
の
研
究
　
－
　
染
色
に
関

す
る
一
考
察
　
－
　
」
　
（
和
洋
女
子
大
学
大
学
紀
要
1
6
　
昭
和
4
7
年
刊
）

6
、
岡
野
和
子
氏
「
近
世
庶
民
衣
料
の
一
考
察
　
－
　
菅
停
禁
止
令
よ
り
み
た

農
民
衣
服
－
－
－
」
　
（
東
京
家
政
学
院
大
学
紀
要
7
　
昭
和
4
3
年
刊
）

7
、
『
奥
の
細
道
創
見
』
　
（
昭
和
2
4
年
刊
）

な
お
、
『
お
く
の
は
そ
遺
』
は
『
芭
苦
紀
行
総
索
引
下
』
か
ら
、
『
源
氏
物

語
』
・
『
栄
花
物
語
』
・
『
枕
草
子
』
・
猿
錐
宛
（
推
定
）
書
簡
・
須
磨
の
句
は
日
本

古
典
文
学
大
系
か
ら
、
『
千
載
集
』
・
『
古
今
集
』
・
『
新
千
載
集
』
は
『
新
編
国

歌
大
観
』
か
ら
、
『
草
庵
集
』
は
『
私
家
集
大
成
5
』
か
ら
、
各
々
引
用
し
、

そ
の
際
、
漢
字
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
　
（
昭
和
6
1
年
7
月
1
6
日
稿
了
）

〔
付
記
〕
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
米
谷
巌
先
生
に
は
終
始
懇
切
な
御
指
導

を
い
た
だ
い
た
。
先
生
の
お
導
き
に
対
し
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

－
－
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
－

A
会
員
近
著
紹
介
Ⅴ

『
源
氏
物
語
生
成
論
胴
競
糾
聖
　
　
　
　
　
　
森
一
郎
著

「
男
女
あ
い
逢
う
場
面
こ
そ
源
氏
物
語
の
原
型
で
」
あ
っ
て
、
「
そ
の
場
面

の
継
起
的
展
開
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
」
こ
の
物
語
の
世
界
を
、
＜
方
法
＞
・

＜
主
窟
＞
・
＜
表
現
＞
の
視
点
か
ら
探
求
」
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
（
「
は
じ
め

に
」
）
。
こ
の
意
図
に
従
っ
て
全
体
は
＜
方
法
＞
＜
主
題
＞
＜
表
現
＞
の
≡
章
に

分
け
ら
れ
、
最
後
に
＜
ま
と
め
＞
の
二
軍
を
配
す
る
。

「
I
、
方
法
」
で
は
「
局
面
集
中
の
文
学
」
　
「
継
起
的
長
篇
性
」
　
「
女
性
の

二
つ
の
典
型
」
　
「
物
語
構
造
の
重
層
性
」
　
「
人
物
の
付
着
的
造
型
」
　
「
光
源
氏

中
心
」
の
基
本
構
造
な
ど
を
述
べ
、
「
回
想
の
話
型
」
の
項
で
終
る
。

「
Ⅱ
、
主
題
」
で
は
「
恋
と
栄
華
と
道
心
」
で
光
源
氏
の
運
命
を
説
き
、

「
成
立
論
・
構
想
論
」
　
「
欠
け
た
る
と
こ
ろ
の
あ
る
帝
王
相
」
　
「
光
源
氏
の
内

面
劇
」
　
「
女
の
宿
世
」
　
「
作
中
人
物
論
」
の
諸
問
題
に
ふ
れ
る
。

「
刑
、
表
現
」
で
は
「
形
象
的
言
語
」
の
項
で
場
面
空
間
の
造
型
性
を
、

「
男
」
　
「
女
」
の
呼
称
に
即
し
て
述
べ
、
内
面
的
言
語
の
形
象
性
を
説
く
。

「
鋸
氏
物
語
の
地
の
文
の
表
現
構
造
」
で
は
、
作
中
人
物
の
限
を
通
し
て
語
る

表
現
、
男
女
の
あ
い
逢
う
場
面
に
ふ
れ
、
戯
曲
的
表
現
構
造
に
及
ぶ
。
「
源
氏
一

物
語
の
表
現
構
造
と
し
て
の
敬
語
法
」
で
は
、
か
い
ま
見
・
対
話
の
場
面
・
場
　
2
1

面
空
間
の
意
識
構
造
・
表
現
空
間
に
お
け
る
人
物
の
位
相
・
視
点
の
人
物
か
ら
　
一

の
敬
意
な
ど
、
多
角
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。

「
Ⅳ
、
ま
と
め
」
で
は
「
局
面
集
中
と
長
篇
生
成
」
　
「
主
題
の
生
成
」
の
二

項
で
、
全
体
を
し
め
く
く
る
。

「
あ
と
が
き
」
十
一
ペ
ー
ジ
は
、
著
者
の
研
究
歴
と
、
源
氏
物
語
研
究
の
学

界
動
向
を
反
映
す
る
諸
論
著
を
対
照
的
に
配
し
て
、
参
考
文
献
紹
介
を
兼
ね
た

形
に
な
っ
て
い
る
。
著
者
の
第
一
論
文
集
『
源
氏
物
語
の
方
法
』
、
続
く
『
源

氏
物
語
の
主
題
と
方
法
』
な
ど
の
御
仕
事
が
、
本
書
の
中
で
、
新
た
な
位
置
づ

け
と
方
向
性
を
示
し
、
新
し
い
「
生
成
論
」
の
領
域
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

「
世
界
思
想
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
の
一
冊
。

（
四
六
版
、
二
二
七
ペ
ー
ジ
。
昭
和
六
一
年
四
月
、
世
界
思
想
杜
刊
。
一
、
八

〇
〇
円
）
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