
「
今
.
の
~
翁
、
ま
さ
に
L
な
む
や
」

-
　
伊
勢
物
語
四
〇
段
　
を
読
む

こ
こ
に
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
と
思
う
伊
勢
物
語
四
〇
段
は
'
草
段
末
尼
に

「
北
日
の
若
人
は
'
さ
る
す
け
る
物
思
ひ
を
な
ん
し
け
る
。
今
の
翁
'
ま
さ
に
し

な
む
や
」
と
云
う
批
評
的
言
辞
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
事
も
あ
っ
て
'
多
く
の

方
々
に
よ
っ
て
論
せ
ら
れ
て
い
る
草
段
で
あ
る
'
た
と
え
ば
、
こ
の
四
〇
段
を

中
心
に
放
り
あ
げ
た
論
省
に
、
福
井
貞
助
氏
「
伊
勢
物
語
第
四
十
段
と
相
星
物

語
」
(
「
国
語
と
国
文
学
」
第
二
十
八
巻
第
六
号
'
F
伊
勢
物
語
生
成
諭
し
所
収
)
'

市
は
嬉
氏
「
伊
勢
物
語
凹
十
段
致
」
(
F
伊
勢
物
語
生
成
序
説
』
第
二
年
第
六
節
)

が
あ
り
'
他
に
も
こ
の
四
〇
段
に
ふ
れ
た
論
考
は
多
い
。

か
よ
う
な
章
段
を
非
力
な
筆
者
が
取
り
あ
げ
る
要
も
な
い
の
で
あ
る
が
'
最

初
に
こ
の
軍
役
を
読
ん
だ
時
か
ら
通
行
の
注
釈
書
に
少
し
飽
き
足
ら
な
い
も
の

を
感
じ
て
い
た
と
云
う
い
き
さ
つ
も
あ
っ
て
、
叩
者
の
考
え
を
ま
と
め
て
荘
-

た
め
に
稲
を
成
す
事
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
3

0

ま
ず
'
四
〇
段
の
全
文
を
定
家
本
に
よ
っ
て
掲
げ
て
琵
-
(
引
用
は
天
福
本

を
低
木
と
し
た
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
9
な
お
'
表
記
を
改
め
た
侍
所

も
あ
る
)
0む

か
し
へ
わ
か
き
を
と
こ
'
け
し
う
は
あ
ら
ぬ
女
を
思
ひ
け
り
。
さ
か

し
ら
す
る
親
あ
り
て
'
思
ひ
も
ぞ
つ
-
と
て
、
こ
の
女
を
は
か
へ
お
ひ
や

ら
む
と
す
。
さ
こ
そ
い
へ
'
ま
だ
お
ひ
や
ら
ず
.
人
の
子
な
れ
ば
へ
ま
だ

吉
　
　
山
　
　
裕
　
　
樹

心
い
き
は
ひ
な
か
り
け
れ
ば
、
と
ゞ
む
る
い
き
ほ
ひ
な
し
。
女
も
坪
し
け

れ
ば
、
す
ま
ふ
力
な
し
。
さ
る
あ
ひ
だ
に
'
思
ひ
は
い
や
ま
さ
り
に
ま
さ

る
。
俄
に
親
こ
の
女
を
お
ひ
う
つ
。
を
と
こ
'
血
の
涙
を
な
が
せ
ど
も
'

と
ゞ
む
る
よ
し
な
し
。
率
て
出
で
て
い
ぬ
。
を
と
こ
へ
泣
-
　
-
　
よ
め
る
。

出
で
て
い
な
ば
誰
か
別
れ
の
難
か
ら
ん
あ
り
L
に
ま
さ
る
今
日
は
か
な

し
も

と
よ
み
て
絶
え
い
り
に
け
り
。
親
あ
わ
て
に
け
り
。
猶
思
ひ
て
こ
そ
い
ひ

し
か
'
い
と
か
く
L
も
あ
ら
じ
と
思
ふ
に
真
実
に
絶
え
い
り
に
け
れ
ば
、

ま
ど
ひ
て
願
た
て
け
り
。
今
日
の
入
相
ば
か
り
に
絶
え
い
り
て
'
又
の
日

の
戊
の
時
ば
か
り
に
な
ん
か
ら
う
じ
て
い
き
出
で
た
り
け
る
。
昔
の
若
人

は
、
さ
る
す
け
る
物
思
ひ
を
な
ん
し
け
る
。
今
の
翁
'
ま
さ
に
し
な
む
や
。

こ
の
段
は
'
物
語
の
叙
述
と
そ
れ
に
続
-
末
尾
二
行
の
「
昔
の
若
人
は
云
々
」

と
云
う
作
者
の
自
注
的
部
分
に
二
分
す
る
郡
が
で
き
る
。
こ
れ
は
'
「
背
人
は
'

か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
ん
し
け
る
」
と
云
う
記
述
を
持
つ
初
段
の
物
語

の
形
式
と
軌
を
1
に
し
て
い
る
。
四
〇
段
と
初
段
の
関
係
に
つ
い
て
は
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
市
が
多
い
が
へ
迫
々
ふ
れ
て
行
-
郡
と
す
る
。
さ
て
'
こ
の
稿
の

口
腔
は
「
背
の
若
人
は
云
々
」
の
記
述
を
い
か
に
把
捉
す
る
か
に
あ
る
の
だ
が
'

そ
の
前
提
と
し
て
ま
ず
物
語
の
内
容
を
検
討
す
る
印
が
前
担
と
な
る
。
以
下
物

語
の
中
身
を
考
察
し
て
行
き
た
い
。
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○

伊
動
物
語
の
∴
人
公
は
'
「
北
‖
'
刀
」
と
古
き
山
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
叫

に
「
㍑
」
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
'
こ
の
四
〇
段
で
は
「
わ
か
き

を
と
こ
」
と
、
「
わ
か
き
」
と
云
う
形
容
が
付
さ
れ
て
い
る
.
こ
れ
は
'
後
文

の
「
人
の
子
な
れ
ば
」
　
「
背
の
若
人
は
」
と
云
う
記
述
と
対
応
し
'
物
語
の
内

容
と
切
り
離
せ
な
い
設
定
と
な
っ
て
い
る
。

伊
勢
物
語
の
中
で
は
他
に
'
六
五
段
の
「
ま
だ
い
と
わ
か
ゝ
り
け
る
を
」
へ
八

六
段
の
「
い
と
わ
か
き
を
と
こ
」
'
そ
れ
に
初
段
の
「
う
ゐ
か
う
ぶ
り
し
て
」
な

ど
が
主
人
公
を
若
者
に
設
定
し
た
例
と
し
て
あ
る
。

六
五
段
の
物
語
は
「
在
原
な
り
け
る
」
若
い
男
が
天
　
の
召
さ
れ
た
女
性
に

懸
軍
す
る
話
で
あ
る
。
男
は
「
東
方
ゆ
る
さ
れ
」
て
い
る
の
で
'
女
が
男
の
露

付
さ
を
嫌
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
思
ふ
に
は
忍
ぶ
る
こ
と
ぞ
負
け
に
け
る
逢

ふ
に
し
か
へ
ば
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
」
と
詠
ん
で
、
女
の
行
-
所
ど
こ
に
で
も
つ

き
ま
と
う
。
そ
の
う
ち
'
男
も
か
よ
う
な
布
様
で
は
身
の
破
滅
だ
と
反
省
す
る

に
至
り
'
「
わ
が
か
ゝ
る
心
」
す
な
わ
ち
「
す
き
心
」
を
と
ど
め
よ
う
と
仏
神

に
祈
り
'
「
陰
陽
師
、
砿
」
を
呼
ん
で
政
を
す
る
。
し
か
し
'
い
っ
そ
う
女
が

恋
し
く
思
わ
れ
る
の
み
で
'
結
局
「
恋
せ
じ
と
御
手
洗
河
に
せ
し
み
そ
ぎ
神
ほ

う
け
ず
も
な
り
に
け
る
か
な
」
と
詠
む
結
果
に
終
わ
る
。
物
語
は
こ
の
あ
と
'

班
が
拭
罪
に
処
せ
ら
れ
'
女
も
蔵
に
込
め
ら
れ
た
事
'
男
は
そ
れ
で
も
な
お
抗

さ
れ
た
国
よ
り
夜
伝
家
の
込
め
ら
れ
た
蔵
の
あ
た
り
に
辿
っ
た
部
な
ど
を
記

す
。
こ
の
六
五
段
の
「
い
と
わ
か
～
り
け
る
」
と
云
う
主
人
公
の
設
定
は
'
自

分
の
「
す
き
心
」
を
ま
だ
十
分
に
制
御
で
き
な
い
男
と
云
う
事
を
意
味
し
て
い

る
も
の
の
ご
と
-
で
あ
る
.

八
六
段
の
物
語
は
'
今
は
疎
遠
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
い
と
わ
か
き
」
頃
好

意
を
抱
き
合
っ
て
い
た
女
に
、
男
が
「
今
ま
で
に
わ
す
れ
ぬ
人
は
世
に
も
あ
ら

じ
お
の
が
さ
ま
ぐ
坤
の
へ
ぬ
れ
ば
」
と
呼
び
か
け
て
み
た
が
'
そ
の
ま
ま
仲

は
進
展
し
な
か
っ
た
と
云
う
話
で
あ
る
.
好
意
を
持
ち
合
っ
て
い
た
の
に
仲
が

途
紐
え
た
脱
関
と
し
て
'
「
お
の
　
-
　
潮
あ
り
け
れ
ば
、
つ
ゝ
み
て
い
ひ
さ
し

て
や
み
に
け
り
」
と
あ
る
。
こ
の
段
の
「
い
と
わ
か
き
を
と
こ
」
と
云
う
設
定

は
'
親
の
意
に
は
逆
ら
え
な
い
男
と
云
う
事
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

六
五
段
・
八
六
段
と
も
に
'
若
い
男
と
I
I
i
_
っ
て
も
「
い
と
」
と
亭
っ
形
容
が

付
さ
れ
て
い
る
の
で
　
(
帖
に
六
五
段
で
は
「
女
方
ゆ
る
さ
れ
」
て
い
る
と
あ
る

の
で
元
服
前
と
考
え
ら
れ
る
)
、
四
〇
段
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
事
は
で
き
な

い
が
'
四
〇
段
の
「
わ
か
き
を
と
こ
」
は
'
六
五
段
の
自
分
の
「
す
き
心
」
を

自
制
で
き
な
い
へ
八
六
段
の
親
の
意
に
逆
ら
う
事
が
で
き
な
い
と
云
う
二
つ
の

E
を
と
も
に
合
せ
持
っ
て
い
る
と
亭
見
る
。
そ
の
二
つ
の
面
は
'
「
す
き
心
」

ゆ
え
に
つ
い
に
は
失
神
し
て
し
ま
う
男
の
裕
'
「
人
の
子
な
れ
ば
'
ま
だ
心
い
き

ほ
ひ
な
か
り
け
れ
ば
」
親
の
措
置
に
抵
抗
で
き
な
い
男
の
姿
に
現
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
'
こ
の
四
〇
段
の
男
は
T
休
何
歳
ぐ
ら
い
の
年
で
あ
ろ
う
か
。

「
人
の
子
」
と
云
う
語
は
'
こ
の
場
合
若
い
と
云
う
事
も
示
し
て
い
る
が
、
八

四
段
の
年
老
い
た
母
親
に
あ
て
た
男
の
「
=
;
の
中
に
さ
ら
ぬ
別
れ
の
な
-
も
が

o

o

o

な
千
惟
も
と
い
の
る
人
の
子
の
た
め
」
と
云
う
歌
の
例
と
同
様
'
親
と
云
う
存

在
を
強
-
意
識
し
た
意
味
合
い
が
淡
-
、
必
ず
し
も
年
齢
を
導
き
出
せ
る
も
の

で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

多
く
の
注
釈
書
は
こ
の
事
に
ふ
れ
な
い
が
'
契
沖
の
「
勢
語
臆
断
」
に
は
'

「
人
の
子
な
れ
ば
'
ま
だ
心
い
き
ほ
ひ
な
か
り
け
れ
ば
、
と
ゞ
む
る
い
き
ほ
ひ

な
し
」
と
云
う
部
分
に
「
上
に
わ
か
き
男
と
い
ひ
て
'
今
人
の
こ
な
れ
ば
と
い

O

o

o

o

o

ふ
は
'
元
服
の
ほ
ど
な
る
ぺ
け
れ
ば
'
心
も
強
-
さ
か
り
な
ら
ぬ
故
に
'
燐
-

ョm-



動
を
な
し
て
も
え
と
め
ぬ
な
り
」
と
注
し
て
い
る
.
契
沖
が
何
を
根
拠
に
「
元

脱
の
ほ
ど
」
と
3
.
見
た
の
か
塑
り
か
で
は
な
い
が
'
物
語
に
表
わ
れ
た
男
の
態

蛇
が
ど
う
み
て
も
恋
に
慣
れ
て
い
な
い
'
良
-
言
え
ば
初
々
し
く
霧
-
言
え

ば
未
熟
な
も
の
で
あ
る
事
が
そ
の
根
拠
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
。
ま
た
'
先
に
も
ふ
れ
た
こ
の
四
〇
段
の
物
語
の
形
式
と
軌
を
1
に
す
る
初

段
が
'
「
う
ゐ
か
う
ぶ
り
し
て
」
と
元
服
間
も
な
い
男
を
主
人
公
に
し
て
い
る

㌧
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.
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に
よ
る
と
'
元
服
の
年
齢
は
「
大
体
'
天
只
十
1
-
十
五
'
虫
太
子
・
親
王
十

1
-
十
七
'
田
下
十
五
～
二
十
歳
ご
ろ
に
行
わ
れ
る
」
　
(
藤
岡
忠
夫
氏
執
筆
)

と
あ
り
、
こ
の
四
〇
段
の
場
合
も
一
応
「
十
五
～
二
十
歳
」
あ
た
り
の
男
と
考

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
.

そ
れ
に
し
て
も
'
当
時
の
慣
例
か
ら
言
っ
て
'
家
で
召
使
う
女
に
手
を
出
す

く
ら
い
の
事
そ
れ
程
問
題
に
も
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.
だ
が
'

こ
の
㍑
「
思
ひ
も
ぞ
つ
」
き
そ
う
に
真
剣
に
な
る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
「
純
真
」

と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
が
'
当
時
の
相
関
的
「
冊
誠
」
か
ら
言
え
ば
分
別
が

な
い
と
も
言
え
る
。
か
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
不
思
議
は
な
い
と
云
う
の
が

「
わ
か
き
を
と
こ
」
と
云
う
設
定
の
意
味
で
も
あ
ろ
う
。

○

右
の
よ
う
な
判
に
配
す
る
に
'
女
は
「
け
し
う
は
あ
ら
ぬ
女
」
で
あ
り
'
親

は
「
さ
か
し
ら
す
る
親
」
で
あ
る
。
こ
れ
で
役
者
は
山
坤
っ
郡
に
な
る
。

「
さ
か
し
」
は
「
源
氏
物
語
茄
要
語
句
詳
解
」
(
「
解
釈
と
鑑
賞
」
第
二
十
四

巷
描
十
二
号
・
源
氏
物
語
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
一
に
よ
る
と
'
「
頭
脳
の
良
さ
を
表

わ
す
こ
と
ば
で
は
な
-
'
判
断
の
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ
と
t
 
m
性
の
勝
っ
た

性
格
、
気
丈
な
性
質
し
っ
か
り
と
す
き
の
な
い
こ
と
な
ど
を
い
う
」
語
と
さ

れ
て
お
り
(
河
辺
名
保
子
氏
執
珊
て
こ
れ
は
松
尾
聴
氏
・
日
本
古
典
文
学
大
系

F
浜
松
中
納
言
物
語
し
の
補
注
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
'
従
う
べ
き
見
解

で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
さ
か
し
ら
す
る
親
」
の
場
合
も
'
息
子
の
将
未
を
勘
案
し

て
即
性
的
に
処
刑
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
'
そ
れ
が

「
さ
か
し
」
で
な
-
「
さ
か
し
ら
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
事
は
'
後
文
の
「
あ
わ

て
に
け
り
」
　
「
ま
ど
ひ
て
」
と
云
う
結
果
に
昆
里
さ
れ
て
い
る
。

次
に
'
女
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
「
け
し
う
は
あ
ら
ぬ
」
は
'
前
掲
「
源
氏

物
語
謂
要
語
句
詳
解
」
に
よ
る
と
'
「
現
代
語
で
ヲ
カ
シ
ク
モ
ナ
イ
'
ワ
ル
ク

ハ
ナ
イ
と
い
っ
た
感
じ
と
7
敦
」
L
t
　
「
何
か
手
放
し
に
覚
め
ら
れ
な
い
よ
う

な
場
合
」
に
使
わ
れ
る
と
言
う
(
河
辺
名
保
子
氏
執
筆
一
。
こ
の
四
〇
段
の
「
け

し
う
は
あ
ら
ぬ
」
は
主
に
容
貌
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
と
受
け
取
れ
る
が
、
伊

勢
物
語
で
は
女
の
容
貌
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
市
は
殆
ど
な
い
。
数
少
な
い
例

の
ひ
と
つ
と
し
て
初
段
の
「
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
が
あ
り
'
こ

こ
で
も
初
段
と
四
〇
段
の
相
似
た
性
格
を
見
る
事
が
で
き
る
。

し
か
し
'
女
の
人
物
設
定
で
問
題
と
な
る
の
は
、
後
文
の
「
女
も
卑
し
け
れ

ば
」
の
方
で
あ
る
。
現
行
の
注
釈
書
の
巾
に
も
'
女
を
奴
卑
の
身
分
と
す
る
も

o

o

o

o

の
も
あ
る
が
、
四
1
段
の
「
い
や
し
き
を
と
こ
」
は
「
禄
杉
の
う
へ
の
き
ぬ
」

[

ォ

w

t

M

ォ

:

と
あ
る
よ
う
に
六
位
で
あ
る
し
'
八
四
段
に
は
「
身
は
い
や
し
な
が
ら
へ
母
な

ん
蝣
T
i
l
な
り
け
る
」
と
云
っ
た
記
述
も
見
ら
れ
へ
　
「
卑
し
け
れ
ば
」
が
必
ず
し
も

奴
叫
を
指
し
た
も
の
と
は
言
え
ま
い
。
こ
の
「
項
l
L
」
は
男
に
対
し
て
'
或
い

は
班
の
家
の
家
格
に
対
し
て
の
相
対
的
な
も
の
と
見
る
方
が
無
難
で
あ
ろ
う
.

〇

さ
て
'
「
女
も
卑
し
け
れ
ば
」
と
云
う
記
述
の
菜
安
さ
は
'
こ
の
物
語
が
身

分
追
い
の
恋
を
叙
し
た
も
の
で
あ
る
叫
を
一
ボ
す
点
に
あ
る
。
伊
勢
物
語
の
中
に
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は
身
分
追
い
の
恋
を
拭
い
た
草
段
が
い
-
つ
か
あ
る
が
'
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
'
多
-
は
女
の
方
が
身
分
が
高
い
(
片
桐
洋
一
氏
F
鑑
裳
日
本
古

典
文
学
　
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
J
)
c
　
「
い
や
し
か
ら
ぬ
を
と
こ
、
我
よ
り
は

ま
さ
り
た
る
人
を
思
ひ
か
け
」
た
八
九
段
も
そ
う
で
あ
る
L
t
　
「
を
と
こ
、
身

は
い
や
し
く
て
、
い
と
に
な
き
人
を
思
ひ
か
け
」
た
九
三
段
も
そ
う
で
あ
る
。

そ
の
九
三
既
に
は
「
臥
し
て
恩
ひ
、
起
き
て
恩
ひ
'
忠
ひ
わ
び
て
」
と
云
う
表

現
が
車
ら
れ
る
が
'
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
二
条
后
物
語
」
の
四
段
の
「
立
ち
て

兄
へ
　
ゐ
て
兄
へ
見
れ
ど
」
と
云
う
表
別
と
共
通
性
を
持
つ
と
指
摘
-
v
J
れ
て
い
る

(
片
別
洋
一
氏
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
研
究
m
〕
』
)
o
大
体
「
二
条
后
物
語
」
四

・
五
段
臼
休
が
、
身
分
追
い
の
恋
を
描
い
た
物
語
の
真
打
的
存
在
と
し
て
把
舛

で
き
、
九
三
段
の
物
語
は
「
二
条
后
物
語
」
の
内
容
面
'
そ
れ
に
表
現
面
を
も

踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
も
の
と
捉
え
る
事
も
で
き
る
　
(
片
桐
氏
・
同
上
参
照
)
0

「
二
条
后
物
語
」
川
・
五
段
は
'
部
名
な
も
の
で
あ
る
か
ら
原
文
の
引
用
を

㌫
く
が
'
身
分
違
い
の
恋
を
描
き
'
仲
を
割
-
存
在
と
し
て
女
の
住
む
家
の

「
あ
る
じ
」
を
設
定
し
て
い
る
。
男
が
女
の
許
に
密
か
に
通
っ
て
い
た
が
、
そ

れ
を
聞
き
つ
け
た
「
あ
る
じ
」
が
そ
の
逢
瀬
を
妨
げ
る
.
そ
こ
で
男
は
歌
を
脚

り
、
そ
の
歌
の
功
徳
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
は
「
あ
る
じ
ゆ
る
し
て
け
り
」
と
な

る
　
(
.
<
段
)
。
し
か
し
、
や
が
て
女
は
「
は
か
に
か
-
れ
」
て
し
ま
い
'
1
年
後

男
は
女
の
住
ん
で
い
た
邸
宅
に
出
か
け
'
悲
嘆
に
-
れ
た
歌
を
詠
ん
で
「
泣
-

-
　
柑
」
る
事
に
な
り
　
(
四
段
)
'
結
局
悲
恋
に
終
わ
る
。
か
よ
う
に
身
分
違
い

の
恋
'
そ
の
仲
を
割
く
存
在
、
女
が
男
の
前
か
ら
姿
を
消
す
事
'
悲
恋
に
終
る

鞘
な
ど
「
二
条
后
物
語
」
と
凹
○
段
に
共
通
す
る
面
は
多
い
。
ま
た
へ
四
〇
段

の
作
者
の
強
調
す
る
「
す
け
る
物
息
ひ
」
も
'
「
二
条
后
物
語
」
に
見
え
る
7

年
後
ま
で
女
の
事
を
思
っ
て
物
思
い
に
ふ
け
る
男
の
あ
り
よ
う
と
共
通
す
る
も

の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
共
通
性
を
考
え
る
と
'
四
〇
段
の
物
語
は
'
先
の
九
三
段
と
同
様

「
二
条
后
物
語
」
四
・
五
段
を
前
提
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

て
く
る
。
四
〇
段
で
は
身
分
関
係
が
逆
転
し
て
男
の
身
分
が
高
-
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
が
'
そ
の
道
い
こ
そ
が
四
〇
段
の
物
語
の
新
し
い
趣
向
と
し
て
意
識

さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

四
〇
段
の
物
語
に
つ
い
て
は
へ
従
来
「
物
語
作
者
の
実
話
を
聞
い
て
'
自
身

の
胸
を
と
お
し
て
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
　
(
窪
田
空
杜
氏
r
伊
勢
物
語
評

釈
』
)
と
云
う
見
解
や
'
古
伝
承
に
よ
る
も
の
と
す
る
意
見
(
市
原
慰
氏
・
前
掲

論
者
)
な
ど
が
あ
る
。
だ
が
、
先
述
の
ご
と
-
四
〇
段
は
、
身
分
違
い
の
恋
、

「
す
け
る
物
恩
ひ
」
と
云
っ
た
観
念
が
作
者
の
堅
具
に
先
行
し
た
創
作
性
の
扱

い
物
語
と
捉
え
る
郡
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
3

0

と
こ
ろ
で
'
こ
の
四
〇
段
に
は
諸
本
に
よ
っ
て
大
き
な
異
同
が
見
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
伝
本
に
よ
っ
て
は
女
の
歌
を
持
つ
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
の
事
に

つ
い
て
は
福
井
貞
助
氏
(
前
掲
論
考
)
や
市
原
射
氏
(
前
掲
論
考
)
な
ど
が
詳

し
く
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
が
'
こ
こ
に
1
例
と
し
て
伝
民
部
脚
屈
筆
塗
酪
本
の
該

当
部
分
を
掲
げ
て
置
-
(
伝
肖
相
筆
本
'
或
い
は
広
本
系
統
の
伝
本
な
ど
で
は

女
の
歌
の
位
置
に
異
同
が
あ
る
一
O

(
略
)
　
男
ち
の
な
み
だ
を
を
と
せ
ど
と
ゞ
む
る
ち
か
ら
な
し
.
つ
い
に
い

C
v
l
-
5

ぬ
れ
。
女
返
人
に
つ
け
て

い
づ
こ
ま
で
を
く
り
は
し
つ
と
人
と
は
ば
あ
か
ぬ
わ
か
れ
の
な
み
だ
が

わ
ま
で
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を
と
こ
な
く
　
-
　
よ
め
る
。

い
と
ひ
て
は
た
れ
か
わ
か
れ
の
か
た
か
ら
む
あ
り
L
に
ま
さ
る
今
日
は

か
な
し
な

と
よ
み
て
た
へ
い
り
に
け
り
。
を
や
あ
は
て
に
け
り
。
(
以
下
略
)
　
(
大

津
有
1
氏
鼠
F
伊
勢
物
語
に
就
き
て
の
研
究
　
祁
退
m
J
所
収
の
も
の
に

よ
っ
た
)

福
井
氏
や
市
原
氏
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
'
こ
の
女
の
歌
は
後
の

増
補
と
孝
与
ら
れ
、
本
来
は
女
の
歌
を
含
ま
ぬ
定
家
本
の
形
で
あ
っ
た
と
し
て

よ
か
ろ
う
。
問
題
は
、
な
ぜ
女
の
歌
が
加
え
ら
れ
た
の
か
t
と
云
う
事
に
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
市
原
氏
が
「
物
語
中
に
お
け
る
女
性
の
位
相
の
低
さ
か

ら
く
る
飼
向
を
」
正
そ
う
と
し
た
と
さ
れ
て
い
る
(
前
掲
論
考
)
の
が
'
1
応

妥
当
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
'
「
物
語
中
の
女
性
の
位
相
の
低
さ
」
を
正
そ
う
と

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
同
様
の
章
段
に
も
か
よ
う
な
増
補
が
見
ら
れ
て
い
い

は
ず
で
あ
る
が
'
必
ず
し
も
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
'
四
〇
段

に
は
,
特
に
L
嵐
を
誘
導
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
'
事
受
者
に
不
満
を
抱
か
せ
る

よ
う
な
も
の
'
何
か
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
と
似
た
事
情
が
'
何
度
か
ふ
れ
て
き
た
初
段
の
物
語
に
も
認
め
ら
れ

る
。
初
段
は
'
元
服
間
も
な
い
男
が
'
平
城
京
の
春
日
の
里
に
狩
に
出
か
け
、

そ
こ
で
「
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
を
垣
間
見
し
て
'
狩
衣
の
裾
を

切
っ
て
歌
を
書
い
て
射
る
話
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を
引
用
し
て
置
く
。

(
略
一
を
と
こ
の
著
た
り
け
る
狩
衣
の
裾
を
切
り
て
'
歌
を
雷
き
て
や

る
.
そ
の
を
と
こ
'
し
の
ぶ
ず
り
の
狩
衣
を
な
む
若
た
り
け
る
。

か
す
が
野
の
若
紫
の
す
り
衣
し
の
ぶ
の
み
だ
れ
限
り
知
ら
れ
ず

と
な
む
を
い
つ
き
て
い
ひ
や
り
け
る
。
つ
い
で
お
も
し
ろ
き
こ
と
と
も
や

恩
ひ
け
ん
。

み
ち
の
-
の
忍
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰
ゆ
ゑ
に
み
だ
れ
そ
め
に
し
我
な
ら
な
く

こ

と
い
ふ
歌
の
心
ば
へ
な
り
。
若
人
は
'
か
-
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
ん

し
け
る
。

こ
の
二
つ
の
歌
の
う
ち
'
「
み
ち
の
-
の
」
の
源
敵
の
歌
冨
今
集
七
二
四

香
)
は
'
「
か
す
が
野
の
」
の
歌
を
説
明
す
る
た
め
に
作
者
が
自
注
的
に
引
き

合
い
に
出
し
た
も
の
で
あ
る
.
そ
れ
を
室
町
期
の
「
肖
開
抄
」
な
ど
は
女
の
返

歌
と
捉
え
て
い
る
。
か
よ
う
な
捉
え
方
は
平
安
朝
ま
で
遡
れ
る
よ
う
で
'
業
平

集
の
1
本
で
あ
る
雅
平
本
業
平
集
は
、
こ
の
初
段
の
歌
を
採
録
す
る
に
当
っ
て

脚
答
歌
と
し
て
収
め
て
い
る
。
こ
れ
は
塑
b
か
に
誤
り
で
あ
る
が
'
か
よ
う
な

誤
り
を
誘
発
す
る
要
因
が
初
段
の
物
語
に
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

四
〇
段
の
場
合
と
同
様
へ
享
受
者
に
物
語
の
流
れ
と
し
て
当
然
「
女
は
ら
か

ら
」
の
返
歌
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
と
予
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
'
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
事
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
初
段

に
し
て
も
四
〇
段
に
し
て
も
、
物
語
の
展
開
が
必
ず
し
も
十
分
に
尽
-
さ
れ
て

い
な
い
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
'
か
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
は
'
両
段
が
末
尾
に
そ
れ
ぞ
れ
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
ん
し
け
る
」
へ
「
さ

る
す
け
る
物
思
ひ
を
な
ん
し
け
る
」
と
云
う
記
述
を
持
っ
て
い
る
事
と
間
係
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
'
と
も
に
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
　
「
す
け
る

物
思
ひ
」
と
云
う
観
念
が
先
行
し
'
そ
の
観
念
を
も
っ
て
形
象
化
さ
れ
た
「
男
」

が
そ
れ
を
実
現
す
れ
ば
、
物
語
は
そ
れ
以
上
叙
述
さ
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
o
か
よ
う
に
言
う
と
'
四
〇
段
で
男
が
絶
え
入
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っ
た
後
親
が
狼
狙
す
る
さ
ま
や
男
が
息
を
吹
き
返
し
た
半
な
ど
が
諾
か
れ
て
い

る
の
は
ど
う
な
の
か
、
と
云
う
異
論
も
出
て
き
そ
う
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
'
主

人
公
で
あ
る
「
男
」
が
最
終
段
で
群
帖
の
歌
を
詠
ん
で
こ
の
他
を
去
る
前
に
死

ぬ
事
に
な
っ
て
は
ま
ず
い
と
云
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

〇

四
〇
段
に
は
'
物
語
の
脱
間
だ
け
で
は
な
-
'
歌
に
も
い
さ
さ
か
間
道
が
あ

る
。
た
と
え
ば
'
本
居
寛
.
A
は
「
玉
勝
間
」
の
中
で
「
出
て
い
な
ば
た
れ
か
別

れ
の
云
々
、
此
苛
へ
上
と
下
と
綾
な
し
'
又
は
し
の
詞
に
も
い
と
う
と
L
t
真

名
本
に
初
ノ
句
'
い
と
ひ
て
は
と
あ
る
も
聞
え
ず
」
　
(
立
の
巻
)
　
と
述
べ
て
い

る
。
真
名
本
で
は
初
句
が
「
い
と
ひ
て
は
」
と
な
っ
て
い
る
と
あ
る
が
'
他
の

諸
本
で
も
定
家
本
以
外
で
は
「
い
と
ひ
て
は
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

ま
た
'
古
今
六
帖
(
三
三
二
〇
四
番
)
も
そ
う
で
あ
る
L
t
続
後
状
袋
(
八
三

六
番
)
　
に
は
「
い
と
ひ
て
も
」
と
な
っ
て
い
る
。

か
よ
う
な
諸
本
の
異
同
か
ら
、
藤
井
高
尚
は
「
伊
勢
物
語
新
釈
」
で
「
今
の

か
な
本
に
「
い
で
ゝ
い
な
ば
』
と
あ
る
は
さ
ら
に
聞
え
ず
。
こ
れ
は
さ
き
の
段

な
る
r
い
で
ゝ
い
な
ば
限
り
な
る
ペ
し
.
l
と
云
ふ
歌
の
は
じ
め
を
見
ま
が
へ
て

ふ
と
古
き
あ
や
ま
り
た
る
も
の
な
る
べ
し
」
と
誤
写
説
を
唱
え
て
い
る
3
縦
か

に
へ
歌
を
物
語
か
ら
切
り
離
し
て
み
た
時
、
諸
家
の
指
摘
さ
れ
る
迫
り
'
ま
こ

と
に
落
ち
着
き
が
悪
い
。
そ
の
点
'
「
い
と
ひ
て
は
」
の
方
が
意
も
通
り
や
す

く
'
落
ち
着
き
も
よ
い
.

「
出
で
て
い
な
ば
」
と
云
う
旬
を
持
つ
万
北
条
の
い
-
つ
か
の
歌
(
二
二
六

六
'
三
一
九
八
'
三
四
七
四
番
)
は
'
藤
井
貞
和
氏
が
「
物
語
に
お
け
る
男
と

女
-
色
好
み
小
考
-
」
(
「
解
釈
と
鑑
賞
」
第
四
十
二
巻
第
　
D
I
p
)
　
で
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
'
男
が
旅
立
つ
時
の
歌
の
よ
う
で
あ
る
3
古
今
六
帖
に
も
こ
の

句
を
持
つ
歌
が
放
例
旦
見
る
が
'
平
安
朝
の
歌
に
は
必
ず
し
も
多
-
は
な
い
。

伊
勢
物
語
の
中
に
は
'
こ
の
例
を
除
-
と
'
他
に
三
例
旦
見
る
。

0
0
0
0
0
0

出
で
て
去
な
ば
心
機
L
と
い
ひ
や
せ
ん
仕
の
あ
り
さ
ま
を
人
は
知
ら
ね
ば

(
1
1
1
円
)

0

0

0

0

0

0

出
で
て
い
な
ば
限
り
な
る
べ
み
と
も
し
消
ち
年
へ
ぬ
る
か
と
枇
-
i
t
i
を
閃

け
　
(
i
l
九
円
)

0
0
0
0
0
0

年
を
へ
て
住
み
こ
し
出
を
出
で
て
い
な
ば
い
と
ゞ
抹
;
=
i
野
と
や
な
り
な
ん

二
二
三
段
一

二
1
段
の
歌
は
'
女
が
男
の
許
を
去
る
　
(
男
が
山
て
行
-
と
す
る
災
説
も
あ

る
)
時
の
歌
二
二
九
段
の
歌
は
難
解
を
も
っ
て
な
る
歌
で
t
 
T
応
川
ボ
子
内
親
王

の
枢
串
が
邸
宅
か
ら
出
て
行
-
事
を
言
っ
た
も
の
。
7
二
三
段
の
歌
は
'
長
年

連
れ
そ
っ
て
い
た
探
草
野
に
住
む
女
の
許
を
去
る
時
に
班
が
詠
ん
だ
も
の
で
あ

る
。
三
九
段
の
歌
は
別
に
し
て
'
I
l
 
l
　
・
　
1
二
三
段
の
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
安
出
し

た
意
の
通
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
'
「
出
で
て
い
な
ば
」
と
云

う
表
現
が
熟
し
て
い
な
い
の
で
は
な
-
'
四
〇
段
の
歌
の
こ
と
ば
の
続
き
只
合

に
や
は
り
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

宣
長
は
、
允
に
引
用
し
た
よ
う
に
「
は
し
の
詞
に
も
い
と
う
と
し
」
と
述
べ

て
い
る
が
'
観
点
を
準
え
る
と
四
〇
段
の
歌
は
地
の
文
に
寄
り
か
か
る
比
合
が

強
い
。
初
句
の
「
出
で
て
い
な
ば
」
が
「
率
て
出
で
て
い
ぬ
」
を
受
け
て
い
る

事
は
'
石
田
横
二
氏
・
角
川
文
庫
r
伊
勢
物
語
L
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
迫
り
で

あ
ろ
う
。
こ
の
歌
に
は
諸
注
に
色
々
と
意
を
補
っ
た
訳
も
見
ら
れ
る
が
'
素
直

に
受
け
と
る
と
「
出
で
て
い
な
ば
」
は
'
女
が
自
分
の
意
志
で
出
て
行
っ
た
の

な
ら
ば
'
「
誰
か
別
れ
の
難
か
ら
む
」
と
云
う
意
に
な
ろ
う
。
実
際
は
'
仙
人

に
よ
っ
て
「
串
て
山
で
て
去
ぬ
」
と
云
う
郵
態
だ
っ
た
の
だ
か
ら
「
別
れ
の
難
」

・10



い
事
に
な
る
訳
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
間
の
自
然
な
心
情
と
し
て
は
'
女
が
自
分
の
意
志
で
出
て
行
っ

た
と
し
て
も
や
は
り
別
れ
は
つ
ら
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
よ
う
に
考
え

る
と
、
こ
の
歌
は
こ
と
ば
の
続
き
具
合
が
悪
く
ど
う
も
心
情
の
自
然
な
吐
露

に
よ
る
も
の
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
下
旬
の
「
あ
り
L
に
ま
さ
る
今
日

は
」
も
'
地
の
文
に
記
さ
れ
た
事
情
を
抜
き
に
し
て
は
分
り
.
に
-
い
も
の
で
、

i
J
の
歌
の
自
立
性
は
ま
こ
と
に
脆
弱
な
も
の
と
言
え
よ
う
。

・
か
よ
う
な
事
情
は
'
先
程
か
ら
何
度
か
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
初
段
の
歌

に
も
認
め
ら
れ
る
。
清
水
文
雄
先
生
の
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
(
『
源
氏
物
語

そ
の
文
芸
的
形
成
3
所
収
)
　
は
'
初
段
に
つ
い
て
の
串
越
し
た
御
論
考
で
あ
る

が
、
そ
の
中
で
先
に
引
用
し
た
「
か
す
が
野
の
若
紫
の
す
り
衣
し
の
ぶ
の
み
だ

れ
限
り
知
ら
れ
ず
」
と
「
み
ち
の
-
の
忍
ぶ
も
ぢ
ず
り
離
ゆ
ゑ
に
み
だ
れ
そ
め

に
し
我
な
ら
な
-
に
」
の
二
つ
の
歌
の
関
係
に
つ
い
て
へ
後
者
は
前
者
の
本
歌

で
は
な
-
、
証
歌
に
当
る
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。
「
か
す
が
野
の
」
の
歌
は
'

「
み
ち
の
-
の
」
の
歌
を
証
歌
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
な
け
れ
ば
、
恋
の
歌

と
し
て
事
受
さ
れ
得
な
い
と
作
者
自
身
考
え
て
い
た
と
云
う
事
に
な
ろ
う
か
。

物
語
の
中
に
証
歌
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
う
の
は
'
や
は
り
「
か
す
が
野

の
」
の
歌
が
自
立
性
を
持
た
な
い
事
を
証
し
て
い
る
と
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
歌
に
つ
い
て
も
、
初
段
と
四
〇
段
に
は
相
似
た
現
象
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

○

-
ど
い
程
初
段
と
関
連
づ
け
て
四
〇
段
の
物
語
を
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
'
四
〇
段
の
作
者

の
輪
郭
の
大
体
を
つ
か
む
た
め
'
同
t
の
作
者
の
手
に
な
る
と
思
わ
れ
る
(
そ

の
事
を
証
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
)
初
段
を
も
参
増
に
し
よ
う
と
思
っ
た
の

函
闇
E
S
&

伊
勢
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
は
'
何
次
か
に
渡
っ
て
漸
次
成
長
し
て
き
た
と

す
る
説
と
大
部
分
の
草
段
が
1
次
的
に
成
立
し
た
と
す
る
説
と
が
あ
る
が
'
ど

ち
ら
の
説
を
取
る
に
し
て
も
数
人
の
作
者
を
想
定
す
る
の
が
、
通
説
と
な
り
つ

つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
数
人
の
作
者
の
中
で
'
こ
の
四
〇
段
の
作
者
は
ど

の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
述
の
ご
と
く
'
そ
の
歌
が
心
情
の
自
然
な
吐
緒
と
は
思
え
な
い
節
を
考
え

る
と
'
少
-
と
も
拝
借
歌
人
的
な
タ
イ
プ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
観
念

の
先
行
し
た
物
語
と
想
定
さ
れ
る
事
'
章
段
末
尾
に
「
背
人
は
'
か
く
い
ち
は

や
き
み
や
び
を
な
ん
し
け
る
」
(
初
段
)
「
昔
の
若
人
は
'
さ
る
す
け
る
物
思

ひ
を
な
ん
し
け
る
」
(
四
〇
段
)
と
云
っ
た
説
明
を
加
え
て
い
る
事
な
ど
を
考

え
合
せ
る
と
'
ど
う
や
ら
理
屈
の
勝
っ
た
人
物
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
.
。
そ

の
文
革
に
し
て
も
'
「
そ
の
を
と
こ
、
し
の
ぶ
ず
り
の
狩
衣
を
な
む
邪
た
り
け

る
」
(
初
段
)
と
云
う
の
は
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
挿
入
で
あ
る
L
t
「
さ
こ

そ
い
へ
'
ま
だ
お
ひ
や
ら
ず
」
(
四
〇
段
)
と
云
う
の
も
叙
述
が
ぎ
-
L
や
-

と
し
て
滑
ら
か
さ
に
欠
け
る
印
象
が
あ
る
。
こ
の
節
か
ら
も
'
何
か
ご
つ
ご
つ

と
し
た
理
屈
屋
が
思
い
浮
ぶ
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
も
う
舶
向
し
た
空
想
に
堕

す
る
事
に
な
ろ
う
か
。

○論
の
流
れ
か
ら
は
少
し
は
ず
れ
る
が
、
筆
者
の
考
え
が
及
ば
な
い
事
柄
の
ひ

0
0

と
つ
に
ふ
れ
て
置
き
た
い
。
男
が
絶
え
入
る
場
面
で
'
「
今
日
の
入
相
ば
か
り

:
ォ
H
ォ
サ
e

に
絶
え
い
り
て
、
又
の
日
の
戊
の
時
ば
か
り
に
な
ん
か
ら
う
じ
て
い
き
山
で
た

り
け
る
」
と
あ
る
。
創
作
性
の
強
い
物
語
と
見
る
と
'
「
入
相
」
「
戊
の
時
」
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と
云
う
時
間
設
定
に
何
か
意
味
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
'
分
ら
な
い
。
「
入
相
」

の
時
刻
は
季
節
に
よ
っ
て
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
が
'
男
の
絶
え
入
っ
て
い
た
時

間
は
九
一
日
と
数
時
間
に
な
る
(
真
名
本
末
尾
に
「
時
者
弥
生
晦
成
計
流
」
と

あ
り
、
こ
れ
は
「
和
歌
知
顕
抄
」
に
云
う
「
こ
れ
に
ん
じ
ゅ
二
ね
ん
三
月
の
事

也
」
と
何
か
関
係
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
'
信
ず
る
に
足
り
な
い
)
。
「
土
左
日

記
」
冒
頭
部
分
に
も
「
そ
れ
の
と
し
の
し
は
す
の
は
つ
か
あ
ま
り
ひ
と
ひ
の
ひ

o

O

o

o

O

の
い
ぬ
の
と
き
に
、
か
ど
で
す
」
と
あ
り
、
「
成
の
時
」
に
何
か
意
味
が
あ
り

G

O

O

そ
う
で
あ
る
が
'
は
っ
き
り
し
な
い
。
ま
ま
よ
'
「
絶
え
い
り
て
」
　
「
入
相
」
、

o

o

o

「
率
て
出
で
て
い
ぬ
」
　
「
戊
の
時
」
の
こ
と
ば
の
し
ゃ
れ
と
で
も
考
え
る
か
'

と
も
思
っ
て
み
る
が
、
ど
う
も
分
ら
な
い
。
大
方
の
御
教
示
を
仰
ぎ
た
い
O

O

さ
て
'
本
稿
の
目
標
で
あ
る
「
昔
の
若
人
は
'
さ
る
す
け
る
物
思
ひ
を
な
ん

し
け
る
。
今
の
翁
'
ま
さ
に
し
な
む
や
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

こ
の
記
述
に
つ
い
て
は
'
大
き
-
分
け
て
二
通
り
の
捉
え
方
が
あ
る
。
そ
の

ひ
と
つ
は
'
「
昔
の
若
人
」
と
「
今
の
翁
」
を
対
比
さ
せ
る
捉
え
方
で
あ
る
。

「
昔
の
若
人
」
に
対
し
て
極
端
に
対
照
的
な
も
の
と
し
て
「
今
の
翁
」
を
出
し

て
き
た
と
考
え
る
訳
で
あ
る
.
だ
が
'
「
若
人
」
と
「
翁
」
で
は
比
政
の
意
味

が
余
り
な
い
事
か
ら
'
「
翁
」
を
そ
の
ま
ま
老
人
と
受
け
取
る
の
で
は
な
-
I

「
今
の
、
若
者
ら
し
-
な
い
分
別
-
さ
い
若
者
を
排
輸
し
た
語
」
　
(
石
田
穣
1
1

氏
・
角
川
文
庫
F
伊
勢
物
語
』
)
と
す
る
立
場
も
出
て
-
る
。

そ
れ
に
対
し
'
も
う
ひ
と
つ
の
寧
見
方
は
'
「
昔
」
と
「
今
」
へ
「
若
人
」
と

「
翁
」
で
は
共
通
す
る
も
の
が
な
い
か
ら
比
較
に
な
ら
な
い
と
し
へ
　
こ
れ
は

「
昔
の
若
人
」
=
「
今
の
翁
」
で
あ
り
、
同
1
人
物
で
あ
る
か
ら
共
通
点
が
あ

り
比
較
が
成
り
立
つ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
『
昔
の
若
人
』
の
な
れ
の
果
て
が

O

G

C

r
今
の
翁
』
で
あ
り
、
翁
は
若
き
日
の
熱
情
を
と
ぼ
け
て
窮
喝
し
て
物
語
っ
て

い
る
」
　
(
片
桐
洋
7
氏
F
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
　
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
』
)
と

捉
え
る
訳
で
あ
る
。

前
者
の
「
翁
」
を
「
分
別
-
さ
い
若
者
を
邦
旅
し
た
語
」
と
す
る
の
は
'
文

脈
か
ら
言
っ
て
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
者
の
捉
え
方
の
方
が
説
得

力
を
持
つ
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
が
'
自
己
の
体
験
を
回
想
し
て
語
っ
た
と
す

0
0

る
と
、
や
は
り
「
さ
る
す
け
る
物
恩
ひ
を
な
ん
し
け
る
」
と
「
き
」
で
は
な
く

「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
気
に
な
る
。
渡
辺
実
氏
・
新
潮
日
本
古
典

集
成
r
伊
勢
物
語
』
に
は
'
こ
の
「
昔
の
若
人
は
」
以
下
の
文
章
を
四
〇
段
の

物
語
の
提
供
者
(
す
な
わ
ち
主
人
公
)
の
「
仲
間
が
横
か
ら
書
き
加
え
た
抑
掩
」

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
考
え
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
'
「
昔
の
若

人
」
-
「
今
の
翁
」
と
し
て
も
'
主
人
公
自
身
の
語
っ
た
も
の
で
は
な
-
、
語

り
手
は
別
に
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
語
り
手
が
自
分
の
見
聞
或
い

は
伝
聞
し
た
話
を
物
語
る
形
式
(
あ
-
ま
で
こ
れ
は
形
式
に
過
ぎ
な
い
)
と
見

た
方
が
物
語
の
本
性
に
叶
っ
て
い
る
と
も
思
う
の
で
あ
る
が
'
今
は
論
を
進
め

る
用
意
が
な
い
の
で
こ
れ
で
止
め
る
。

さ
て
'
も
う
7
度
初
段
と
比
較
し
な
が
ら
'
こ
の
「
昔
の
若
人
は
云
々
」
の

記
述
を
検
討
し
て
み
た
い
。
初
段
に
は
「
昔
人
は
t
か
-
い
ち
は
や
き
み
や
び

を
な
ん
し
け
る
」
と
だ
け
あ
る
。
こ
れ
は
、
四
〇
段
の
「
昔
の
若
人
は
'
さ
る

す
け
る
物
思
ひ
を
な
ん
し
け
る
」
と
対
応
す
る
。
だ
が
'
四
〇
段
で
は
「
今
の

翁
へ
ま
さ
に
し
な
む
や
」
と
記
述
は
続
-
.
初
段
と
同
様
「
さ
る
す
け
る
物
恩

ひ
を
な
ん
し
け
る
」
で
止
め
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
が
、
そ
う
は

な
っ
て
い
な
い
。
で
は
な
ぜ
、
「
今
の
翁
'
ま
さ
に
し
な
む
や
」
と
云
う
文
章

が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

42



大
方
の
注
釈
苗
は
'
四
〇
段
の
物
語
を
「
す
け
る
物
思
ひ
」
が
正
面
切
っ
て

称
揚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
木
之
下
正
雄
氏
の
『
平
安
女
流
文
学
の
こ
と

ば
」
に
よ
る
と
.
「
ス
ク
は
、
心
が
引
き
つ
け
ら
れ
る
'
心
が
執
着
す
る
t
と

い
う
心
的
作
用
を
表
わ
す
」
と
あ
る
。
「
す
け
る
物
思
ひ
」
は
'
女
に
執
着
し

て
思
い
悩
み
、
そ
の
組
み
絶
え
入
っ
た
事
重
石
っ
た
も
の
で
あ
る
が
'
物
語
の

世
界
で
は
こ
れ
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
恋
に
悩
む
人
物
が
多
-

物
語
の
中
で
は
主
人
公
で
あ
る
ご
と
-
'
称
揚
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
へ
　
そ
の
恋
の
性
格
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
家
で
召
使
う
女

に
執
着
し
た
恋
で
あ
る
。
枕
草
子
の
「
男
こ
そ
へ
な
は
い
と
あ
り
が
た
-
」
の

段
一
日
本
古
典
文
学
大
系
二
六
八
段
へ
日
本
古
典
集
成
二
五
〇
段
)
　
に
「
公
所

に
入
り
立
ち
た
る
男
へ
家
の
子
な
ど
は
、
あ
る
が
中
に
よ
か
ら
む
を
こ
そ
は

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

退
り
て
思
ひ
た
ま
は
め
。
及
ぶ
ま
じ
か
ら
む
際
を
だ
に
、
め
で
た
し
と
思
は
む

を
死
ぬ
ば
か
り
も
恩
ひ
か
か
れ
か
し
」
と
清
少
納
言
は
古
い
て
い
る
Q
素
晴
ら

し
い
と
思
え
ば
'
ど
ん
な
に
身
分
が
高
-
と
も
恋
死
に
す
る
程
「
恩
ひ
か
か
れ
」

と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
当
時
の
常
識
に
叶
う
寧
見
方
で
あ
り
'
身
分
の
低

い
女
性
に
恋
死
に
す
る
程
「
思
ひ
か
か
」
る
の
は
当
時
の
世
間
的
常
識
に
反
す

る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

い
-
ら
物
語
の
世
界
と
は
言
え
'
家
で
召
使
う
女
に
執
着
し
て
息
絶
え
る
と

云
う
話
は
'
事
受
者
に
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
作
者
は
考
え
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
で
、
「
さ
る
す
け
る
物
思
ひ
を
な
ん
し
け
る
」
と
称
揚
し

な
が
ら
も
、
「
今
の
翁
'
ま
さ
に
し
な
む
や
」
、
年
を
と
っ
て
分
別
の
つ
い
た
翁

と
な
っ
て
は
、
そ
ん
な
翻
分
別
な
「
す
け
る
物
思
ひ
」
を
ど
う
し
て
し
よ
う

か
'
そ
ん
な
事
は
も
う
し
な
い
だ
ろ
う
よ
t
と
云
う
文
革
を
付
け
加
え
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
四
〇
段
の
物
語
は
'

「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
を
正
面
切
っ
て
称
拐
し
た
初
段
の
物
語
と
は
性
格
を

異
に
し
て
'
屈
折
し
た
思
い
を
含
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ

る
。
理
屈
の
勝
っ
た
作
者
の
手
に
な
っ
た
と
老
え
る
と
'
そ
の
よ
う
な
屈
折
し

て
入
り
組
ん
だ
評
言
が
書
か
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
'
い

か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

G

O

G

ち
な
み
に
'
「
ま
さ
に
し
な
む
や
」
に
は
「
為
な
む
」
　
「
死
な
む
」
の
両
説

が
あ
る
。
「
背
の
若
人
は
'
さ
る
す
け
る
物
思
ひ
を
な
ん
し
け
る
」
　
「
今
の
翁
I

ま
さ
に
　
(
さ
る
す
け
る
物
思
ひ
を
)
　
し
な
む
や
」
と
対
応
し
て
い
る
と
捉
え
る

と
'
「
為
な
む
」
と
な
る
.
「
ま
さ
に
・
・
-
・
や
」
と
云
う
訓
読
調
の
強
い
表
現

を
考
え
る
と
、
「
死
な
む
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
も
思
わ
れ
る
.
今
は
前
者

に
従
っ
た
3

0

筆
者
は
卒
業
論
文
を
か
-
時
(
七
年
前
ぐ
ら
い
に
な
ろ
う
か
)
　
に
、
こ
の
四

〇
段
を
読
ん
で
何
か
屈
折
し
た
も
の
が
あ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
。
思
い
込

み
と
云
う
の
は
恐
し
い
も
の
で
'
今
に
至
る
ま
で
そ
の
印
象
の
方
向
に
そ
っ
た

読
み
方
し
か
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
'
古
山
二
古
典
に
限
ら
な
い

だ
ろ
う
が
)
　
を
読
む
偲
心
蛇
と
し
て
決
し
て
は
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
自
戒

す
べ
き
部
で
あ
る
。

し
か
し
'
こ
う
し
て
い
っ
た
ん
ま
と
め
対
象
化
す
る
と
'
考
え
方
の
弱
点
も

見
え
て
く
る
も
の
で
、
今
後
は
も
っ
と
柔
軟
に
別
の
視
点
か
ら
の
読
み
も
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
云
う
気
も
し
て
く
る
。
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
光
菓
会

編
集
部
に
お
礼
巾
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
稿
を
成
す
に
当
っ
て
'
稲

賀
敬
二
先
生
か
ら
何
か
と
御
教
示
を
賜
わ
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
、
こ
こ
に
記
し

て
深
謝
申
し
上
げ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
本
学
文
学
部
助
手
)
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