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は
じ
め
に

乱
世
を
渡
り
歩
き
な
が
ら
、
人
生
を
あ
る
一
つ
の
芸
能
に
捧
げ
た
天
皇
が
い

る
。
権
力
争
い
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
少
年
期
か
ら
、
二
十
九
歳
で
の
突
然
の
即

位
。
支
配
欲
の
立
ち
込
め
る
宮
中
で
、
関
わ
っ
た
強
者
を
出
し
抜
き
、
最
期
ま

で
武
士
か
ら
天
皇
家
の
実
権
を
頑
な
に
守
っ
た
平
安
最
後
の
砦
。
後
白
河
院
で

あ
る
。

自
由
な
少
年
期
か
ら
か
院
は
芸
能
に
造
詣
が
深
く
、
数
多
く
の
絵
巻
物
を
作

成
さ
せ
た
。
源
頼
朝
を
し
て
「
天
下
第
一
の
大
天
狗
」
と
言
わ
し
め
た
院
は
、

そ
れ
ら
の
娯
楽
を
政
治
の
ツ
ー
ル
と
し
て
も
利
用
し
、
真
剣
に
向
き
合
っ
た
。

そ
の
院
が
、
自
己
表
現
の
方
法
と
し
て
人
生
を
懸
け
て
没
入
し
、
傾
倒
し
た
芸

能
。
そ
れ
こ
そ
が
「
今
様
」
で
あ
っ
た
。
和
歌
と
は
全
く
形
式
の
異
な
る
自
由

な
歌
謡
で
、
平
安
時
代
の
都
市
で
大
流
行
し
た
今
様
。『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
は
、

そ
の
今
様
の
持
つ
力
を
伝
え
る
た
め
、
院
が
自
ら
書
き
表
し
、
後
世
へ
残
し
た

唯
一
の
作
品
で
あ
る
。

本
作
品
は
、
五
千
余
首
も
の
今
様
を
収
め
た
と
さ
れ
る
歌
謡
部
『
梁
塵
秘
抄
』

と
併
せ
て
編
纂
さ
れ
た
。『
本
朝
書
籍
目
録
』
に
は
「
梁
塵
秘
抄　

二
十
巻　

後
白
河
院
勅
撰
」
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
各
十
巻
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
現
存
す
る
の
は

（
１
）『
梁
塵
秘
抄
』
巻
第
一

（
２
）
同
巻
第
二

（
３
）『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
巻
第
一
（
巻
首
）

（
４
）
同
巻
第
十

に
す
ぎ
ず
、
そ
の
大
部
分
が
散
佚
し
て
い
る
。
空
白
部
分
で
は
多
様
な
形
式
の

今
様
の
髄
脳
が
書
か
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
が
、
唯
一
欠
落
な
く
現
存
す
る

巻
第
十
で
は
、
今
様
と
歩
ん
だ
後
白
河
院
の
半
生
が
語
ら
れ
る
。

「
こ
ゑ
わ
ざ
の
悲
し
き
こ
と
は
、
我
が
身
隠
れ
ぬ
る
の
ち
、
と
ど
ま
る
こ
と

の
な
き
な
り
。」
と
本
作
は
結
ば
れ
る
。
そ
の
言
葉
通
り
、
院
の
崩
御
後
、
今

様
と
い
う
歌
謡
は
宮
廷
か
ら
は
お
ろ
か
、
庶
民
の
間
か
ら
も
殆
ど
姿
を
消
し
て

し
ま
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
作
品
は
院
が
自
身
の
今
様
鍛
錬
の
日
々
を
振

り
返
り
な
が
ら
、
そ
の
歌
声
＝
「
こ
ゑ
わ
ざ
」
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
の
嘆
き

を
記
し
た
も
の
だ
と
い
う
解
釈
が
多
い
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
本
当
に
院
の
絶
望
が
あ
る
の
み
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
を

読
み
進
め
て
い
く
に
つ
れ
、
生
涯
を
懸
け
た
今
様
の
正
統
性
、
神
性
を
証
明
す

る
た
め
に
、
院
が
随
所
に
技
巧
を
凝
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
。
音

と
し
て
の
「
こ
ゑ
わ
ざ
」
を
残
し
た
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
く
傾
倒
し
た

『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
巻
第
十
』
に
お
け
る
「
こ
ゑ
わ
ざ
」
と
は

―
編
纂
意
図
に
着
目
し
て

―

永　
　

井　
　

深　
　

緒
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と
言
わ
れ
て
い
る
読
経
と
同
様
、「
譜
」
と
い
う
楽
譜
を
作
成
す
れ
ば
良
か
っ

た
は
ず
な
の
に
、
今
様
に
関
し
て
は
そ
れ
を
せ
ず
、「
口
伝
集
」
と
い
う
形
を

と
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

本
論
は
、
こ
の
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
巻
第
十
』（
以
下
、『
口
伝
集
』
巻
十
）
を
、

経
験
に
基
づ
い
た
院
に
よ
る
今
様
伝
授
の
論
、
と
し
て
で
は
な
く
、
作
者
後
白

河
院
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
た
一
つ
の
「
文
学
」
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
見
直

し
、
真
の
編
纂
意
図
と
「
こ
ゑ
わ
ざ
」
の
本
質
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

二　

追
求
し
た
「
我
が
様
」

『
口
伝
集
』
巻
十
の
前
半
部
分
で
描
か
れ
る
の
は
、
院
の
今
様
鍛
錬
の
半
生
、

そ
し
て
そ
れ
を
支
え
た
傀
儡
女
た
ち
と
の
交
流
の
記
録
で
あ
る
。
傀
儡
女
と
は
、

陸
地
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
と
さ
れ
る
芸
能
者
で
、
水
辺
で
客
を
引
く
遊
女

と
同
じ
く
歌
を
芸
と
し
て
お
り
、
今
様
の
担
い
手
で
あ
っ
た
。
大
江
匡
房
『
傀

儡
子
記
』
に
「
女
ハ
即
チ
愁
眉
・
啼
粧
・
折
腰
歩
・
齲
歯
咲
ヲ
成
シ
、
朱
ヲ
施

シ
粉
ヲ
傳
ケ
、
倡
歌
淫
楽
シ
テ
、
以
テ
妖
媚
ヲ
求
ム
」
と
あ
る
が
、
本
作
品
内

に
お
い
て
は
傀
儡
女
と
院
と
の
間
に
肉
体
的
関
係
は
読
み
取
れ
ず
、
あ
く
ま
で

今
様
の
正
統
な
継
承
者
と
し
て
登
場
す
る
。

中
で
も
、
今
様
の
名
手
、
乙お
と

前ま
え

と
の
交
流
は
、
よ
り
一
層
深
い
も
の
で
あ
っ

た
。
傀
儡
女
発
祥
の
地
と
さ
れ
る
美
濃
国
青
墓⑴
を
出
自
と
す
る
乙
前
が
歌
う
今

様
は
、
院
の
理
想
と
す
る
、
真
に
正
統
な
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
っ
た
。
院
は
、

宮
中
に
お
け
る
傀
儡
女
と
の
応
酬
を
通
し
て
、
そ
の
正
統
性
を
読
者
に
示
す
。

さ
は
の
あ
こ
ま
ろ
と
い
う
傀
儡
女
が
、
乙
前
に
、
ど
ち
ら
の
歌
う
今
様
秘
曲

「
足あ
し

柄が
ら

」
が
正
し
い
か
を
巡
る
争
い
を
仕
掛
け
る
。
乙
前
は
却
っ
て
あ
こ
ま
ろ

を
打
ち
負
か
し
、
自
身
の
「
足
柄
」
こ
そ
正
統
で
あ
る
と
大
衆
の
前
で
証
明
す

る
。
体
裁
を
失
っ
た
あ
こ
ま
ろ
は
院
の
前
に
も
関
わ
ら
ず
悔
し
さ
を
顕
わ
に
し
、

居
合
わ
せ
た
小こ

大だ
い

進し
ん

の⑵
背
中
を
強
く
叩
き
、「
良
か
む
な
る
歌
、
又
謡
は
れ
よ
」

と
言
い
捨
て
そ
の
場
を
後
に
す
る
。

乙
前
の
今
様
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
と
同
時
に
、
い
か
に
傀
儡
女
が
慎
重
に

秘
曲
を
継
い
で
い
る
か
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
熾
烈
な
争
い
を
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、
読
者
は
今
様
鍛
錬
の
厳
し
さ
、
正
統
に
真
の
秘
曲
を
継
ぐ
こ
と
の
誉
れ

を
知
る
。
後
白
河
院
は
乙
前
を
唯
一
の
師
と
し
、
青
年
期
に
多
数
の
傀
儡
女
か

ら
伝
授
さ
れ
た
今
様
の
節
も
、
全
て
乙
前
の
も
の
に
覚
え
直
し
た
。
こ
こ
に
は
、

乙
前
が
一
子
相
伝
で
継
い
だ
今
様
を
歌
う
院
も
ま
た
、
正
統
な
流
れ
を
汲
む
歌

い
手
で
あ
る
と
示
す
意
図
も
あ
る
。

続
い
て
、
源
清
経⑶
に
よ
る
新
人
傀
儡
女
の
忉と
う

利り

、
初は
つ

声こ
え

へ
の
厳
し
い
稽
古
の

様
子
を
、
乙
前
が
述
懐
す
る
場
面
。「
夜
は
余
り
眠
た
し
と
侘
し
が
り
て
、
忉

利
は
、
外
へ
立
ち
出
で
て
水
に
眼
を
洗
ひ
睫
毛
を
抜
き
な
ど
し
け
れ
ど
」
…
…

睫
毛
を
抜
い
て
ま
で
眠
気
を
覚
ま
し
、
徹
夜
で
今
様
稽
古
に
励
む
彼
女
た
ち
の

腫
れ
た
目
や
枯
れ
た
声
ま
で
も
が
伝
わ
る
よ
う
で
あ
る
。

「
単
な
る
音
芸
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
今
様
だ
が
、
傀
儡
女
た
ち
は
決

し
て
娯
楽
な
ど
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
院
が
時
に
生
々
し
い
ほ
ど
に
彼
女

た
ち
を
描
い
た
の
は
、
傀
儡
女
に
と
っ
て
今
様
は
現
世
を
生
き
抜
く
術
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
人
生
と
プ
ラ
イ
ド
を
懸
け
た
鍛
錬
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示

す
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
自
身
も
相
当
な
稽
古
を
積
み
、
つ
い
に
受
け
継
い
だ
正
統
な
今
様
の

技
術
を
、
院
は
ど
の
よ
う
に
次
へ
と
繋
い
で
い
く
の
か
。『
口
伝
集
』
巻
十
前

半
は
、
宮
中
の
側
近
た
ち
の
歌
唱
の
評
価
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

と
し
ご
ろ
か
ば
か
り
た
し
な
み
習
ひ
た
る
こ
と
を
、
誰
に
で
も
伝
へ
て
、

そ
こ
流
れ
な
ど
も
、
の
ち
に
は
い
は
れ
ば
や
と
思
へ
ど
も
、
習
ふ
輩
あ
れ

ど
、
こ
れ
を
継
ぐ
べ
き
弟
子
の
な
き
こ
そ
、
遺
恨
の
こ
と
に
て
あ
れ
。
殿



― ―15

上
人
、
下
臈
に
い
た
る
ま
で
、
あ
ひ
具
し
て
う
た
ふ
輩
は
お
ほ
か
れ
ど
、

こ
れ
を
同
じ
心
に
習
ふ
も
の
は
、
一
人
な
し
。

冒
頭
か
ら
以
上
の
こ
と
を
断
言
し
て
い
る
た
め
、
弟
子
評
価
も
厳
し
い
も
の

で
あ
る
。

「
大
様
は
我
が
様
に
て
あ
り
て
、
み
な
人
、
我
が
た
が
は
ぬ
弟
子
ど
も
と
思

ひ
あ
ひ
た
れ
ど
、
た
が
へ
る
こ
と
お
ほ
か
り
」「
い
と
我
に
習
は
ぬ
歌
を
も
、

我
が
様
我
が
様
と
い
ひ
て
、
表
に
心
に
ま
か
せ
て
う
た
ふ
ぞ
、
亡
か
ら
む
あ
と

に
、
我
が
名
や
折
ら
む
ず
ら
む
と
お
ぼ
ゆ
る
」
…
…
こ
れ
ら
の
評
価
を
見
れ
ば
、

院
が
後
継
者
に
何
を
望
ん
で
い
た
の
か
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
乙
前
か
ら
継
い

だ
今
様
の
技
術
を
「
我
が
様
」
と
記
し
た
院
は
、
中
途
半
端
な
者
が
そ
の
流
派

を
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。

こ
れ
ら
の
弟
子
講
評
か
ら
は
、「「
我
が
様
」
を
守
る
」
と
い
う
院
の
利
己
的

な
思
惑
が
読
み
取
れ
る
。
不
完
全
な
者
に
軽
々
し
く
今
様
の
歌
声
を
「
我
が
様
」

と
吹
聴
さ
れ
る
こ
と
が
我
慢
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。『
口
伝
集
』
巻
十
前

半
部
分
は
、
従
来
の
編
纂
意
図
と
し
て
あ
る
「
歌
を
後
世
に
残
せ
な
い
悲
し
み
」

を
伝
え
る
た
め
で
な
く
、
正
統
な
伝
授
を
受
け
た
「
我
が
様
」
が
存
在
し
た
こ

と
、
そ
し
て
そ
れ
を
歌
え
る
者
は
院
以
外
に
皆
無
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
目
的

に
書
か
れ
た
と
捉
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

三　

今
様
示
現
譚

『
口
伝
集
』
巻
十
後
半
、
つ
い
に
院
が
実
際
に
体
験
し
た
今
様
に
よ
る
示
現

譚
が
語
ら
れ
る
。
熊
野
で
の
三
例
、
加
え
て
賀
茂
、
厳
島
、
石
清
水
と
、
一
一

六
〇
年
〜
一
一
七
八
年
の
間
、
各
地
で
六
回
に
わ
た
っ
て
起
き
た
神
の
感
応
は
、

時
系
列
に
沿
っ
て
、
明
確
な
年
代
や
立
ち
会
っ
た
人
々
に
至
る
ま
で
事
細
か
く

描
写
さ
れ
て
い
る
。
院
は
「
今
様
示
現
譚
」
を
確
立
さ
せ
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る

点
で
工
夫
を
施
し
て
お
り
、
清
盛
の
登
場
や
、
巫
女
の
託
宣
に
よ
る
往
生
確
約

な
ど
、
院
自
身
の
願
望
や
意
図
に
沿
っ
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
六

度
起
き
た
示
現
譚
の
う
ち
、
三
例
を
取
り
上
げ
る
。

①
熊
野　

第
一
回
目

　

我
、
永
暦
元
年
十
月
十
七
日
よ
り
精
進
を
始
め
て
、
法
印
覚
讚
を
先
達

に
し
て
、
二
十
三
日
進
発
し
き
。
二
十
五
日
、
厩
戸
の
宿
に
、
為
保
、
左

衛
門
尉
に
て
あ
り
し
に
、
そ
れ
が
具
し
た
り
し
先
達
の
夢
に
、「
こ
の
た

び
参
ら
せ
給
ふ
は
う
れ
し
け
れ
ど
、
古
歌
を
賜
ば
ぬ
こ
そ
は
惜
し
け
れ
」

と
、
見
た
る
由
を
申
す
。「
も
と
よ
り
王
子
に
て
は
、
す
る
事
を
ば
す
な

る
に
、
御
歌
な
ど
は
あ
る
べ
き
も
の
を
」
な
ど
言
ふ
者
あ
り
し
か
ど
、「
あ

ま
り
下
臈
が
ち
に
て
、
顕
祖
に
や
」
な
ど
言
ふ
者
も
あ
り
て
、
あ
り
し
ほ

ど
に
、
か
く
夢
の
こ
と
を
聞
き
て
、
左
右
な
く
歌
は
む
と
て
、
厩
戸
を
夜

深
く
発
ち
て
、
長
岡
の
王
子
に
夜
の
う
ち
に
参
り
ぬ
。

　

相
具
し
た
り
し
か
ば
、
太
政
大
臣
清
盛
、
大
弐
と
申
し
し
折
な
る
べ
し
。

参
り
あ
ひ
て
あ
り
し
に
、
こ
の
夢
を
言
ひ
合
は
せ
し
か
ば
、「
さ
る
こ
と

候
は
ば
、
さ
に
こ
そ
候
な
れ
。
沙
汰
に
及
び
候
は
ぬ
」
由
を
返
事
に
申
し

て
、
心
の
う
ち
「
い
た
く
雑
人
な
ど
数
多
あ
り
て
、
い
か
が
」
と
思
ひ

け
る
程
に
、
Ａ
き
と
寝
入
り
た
り
け
る
に
、
束
帯
し
た
る
御
前
具
し
て
、

唐
車
に
乗
り
た
る
者
、
御
幸
の
な
る
や
ら
む
と
お
ぼ
し
く
て
、
王
子
の
御

前
に
立
て
た
り
。
Ｂ
こ
の
歌
を
聞
く
に
か
と
思
ひ
て
、
き
と
驚
き
た
る
に
、

今
様
を
あ
る
人
出
だ
し
た
り
け
り
。
そ
の
歌
に
曰
く
、

熊
野
の
権
現
は　

名
草
の
浜
に
ぞ
降
り
た
ま
ふ

和
歌
の
浦
に
ま
し
ま
せ
ば　

年
は
ゆ
け
ど
も
若
王
子

　

こ
れ
を
、
驚
き
て
、
資
賢
卿
に
語
り
て
あ
さ
ま
れ
け
る
。
夢
に
思
ひ
合
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は
せ
ら
れ
て
、
人
々
、
現
兆
な
る
由
を
申
し
合
ひ
た
り
き
。
霜
月
二
十
五

日
、
奉
幣
し
て
、
経
供
養
・
御
神
楽
な
ど
終
り
て
、
礼
殿
に
て
、
我
音
頭

に
て
、
古
柳
よ
り
始
め
て
、
今
様
・
物
様
ま
で
数
を
尽
く
す
間
に
、
や
う

や
う
の
琴
・
琵
琶
・
舞
・
猿
楽
を
尽
く
す
。
初
度
の
事
な
り
。

院
の
生
涯
三
十
四
回
に
及
ぶ
熊
野
詣⑷
の
初
回
に
起
き
た
と
し
て
い
る
、
第
一

回
目
の
示
現
譚
。
院
が
見
た
夢
で
は
な
く
、
熊
野
詣
の
先
立
を
つ
と
め
た
法
印

覚
讚
、
そ
し
て
当
時
ま
だ
大
弐
で
あ
っ
た
平
清
盛
が
見
た
夢
に
よ
っ
て
、
神
が

院
の
今
様
を
求
め
、
そ
れ
に
聞
き
入
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
た
、
と
い
う
話
で

あ
る
。

こ
の
示
現
が
起
こ
っ
た
永
暦
元
年
の
前
年
に
は
平
治
の
乱
が
発
生
し
て
い
る
。

武
士
・
平
清
盛
と
源
義
朝
が
争
い
、
清
盛
が
勝
利
し
た
戦
い
で
あ
り
、
以
降
、

清
盛
は
勢
力
を
強
め
、
院
の
力
を
も
凌
ぐ
ほ
ど
と
な
り
、
鹿
ケ
谷
の
陰
謀
へ
と

繫
が
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
示
現
譚
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
、「
わ
が
身
、
五
十
余
年

を
過
ご
し
…
…
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
一
一
七
八
〜
一
一
八
〇
年
代
で
あ
る
と

推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
平
家
滅
亡
後
、
院
は
あ
え
て
初
回
熊
野
詣
で
経
験
し
た

初
め
て
の
示
現
に
、
清
盛
を
登
場
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
点
は
「
心
の
う
ち
」「
あ
る
人
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
冒
頭

は
「
我
」
で
始
ま
る
こ
の
示
現
譚
で
あ
る
が
、
意
図
的
に
語
り
手
が
清
盛
へ
と

シ
フ
ト
チ
ェ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
。
院
は
、
自
身
の
手
に
よ
っ
て
清
盛
の
心
の
内

ま
で
も
描
写
す
る
。
院
に
口
を
合
わ
せ
て
お
い
て
、
胸
中
で
は
神
の
示
現
を
訝

し
が
っ
て
い
た
清
盛
が
、
ふ
と
寝
入
っ
た
夢
で
唐
車
に
乗
り
正
装
を
し
た
高
貴

な
人
物
が
あ
る
人
＝
院
が
今
様
を
歌
っ
て
い
る
の
を
聴
く
夢
を
見
て
、
飛
び
起

き
る
。
そ
こ
か
ら
は
『
平
家
物
語
』
で
想
像
す
る
よ
う
な
傍
若
無
人
な
清
盛
像

は
な
い
。
院
の
い
ち
部
下
と
し
て
、
物
語
に
必
須
で
あ
る
少
々
滑
稽
な
第
三
者

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

院
は
、
前
半
部
分
で
散
々
述
べ
て
き
た
自
身
の
今
様
鍛
錬
の
成
果
を
、
自
分

は
「
あ
る
人
」
と
い
う
位
置
か
ら
動
か
な
い
ま
ま
に
、
ま
ず
は
長
年
の
宿
敵
で

あ
っ
た
清
盛
に
証
明
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
熊
野　

第
二
回
目

　

應
保
二
年
正
月
二
十
一
日
よ
り
精
進
を
始
め
て
、
同
二
十
七
日
発
つ
。

二
月
九
日
、
本
宮
奉
幣
を
す
。
三
の
御
山
に
三
日
づ
つ
籠
り
て
、
そ
の
あ

ひ
だ
、
千
手
経
千
巻
を
転
読
し
た
て
ま
つ
り
き
。

　

同
月
十
二
日
、
新
宮
に
参
り
て
奉
幣
す
。
そ
の
次
第
常
の
如
し
。
夜
ふ

け
て
ま
た
上
り
て
、
宮
巡
り
の
後
、
礼
殿
に
し
て
通
夜
、
千
手
経
を
読
み

た
て
ま
つ
る
。
暫
し
は
人
あ
り
し
か
ど
、
片
隅
に
眠
り
な
ど
し
て
、
前
に

は
人
も
見
え
ず
。
通
家
ぞ
経
巻
く
と
て
眠
り
ゐ
た
る
。
や
う
や
う
の
奉
幣

な
ど
静
ま
り
て
、
夜
中
ば
か
り
過
ぬ
ら
む
か
し
と
お
ぼ
え
し
に
、
宝
殿
の

方
を
見
や
れ
ば
、
わ
づ
か
の
火
の
光
に
、
御
正
体
の
鏡
所
々
輝
き
て
見
ゆ
。

あ
は
れ
に
心
澄
み
て
、
涙
も
と
ど
ま
ら
ず
、
泣
く
泣
く
読
み
居
た
る
ほ
ど

に
、
資
賢
通
夜
し
果
て
て
、
暁
方
に
礼
殿
へ
参
り
た
り
。「
今
様
あ
ら
ば
や
、

只
今
お
も
し
ろ
か
り
な
ん
か
し
」
と
勧
む
れ
ば
、
か
た
ま
り
て
居
た
る
。

術
な
く
て
、
み
づ
か
ら
出
だ
す
。

万
の
仏
の
願
よ
り
も　

千
手
の
誓
ひ
ぞ
頼
も
し
き

枯
れ
た
る
草
木
も
た
ち
ま
ち
に　

花
咲
き
実
生
る
と
説
い
た
ま
ふ

　
Ｂ
押
返
し
押
返
し
、
た
び
た
び
歌
ふ
。
資
賢
・
通
家
付
け
て
歌
ふ
。
心

澄
ま
し
て
あ
り
し
故
に
や
、
常
よ
り
も
め
で
た
く
お
も
し
ろ
か
り
き
。

　

覚
讚
法
印
、
宮
巡
り
果
て
て
、
御
前
な
る
松
の
木
の
下
に
通
夜
し
て
虚

た
り
け
る
に
、
そ
の
松
の
木
の
上
に
、「
心
解
け
た
る
只
今
か
な
」
と
歌
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ふ
声
の
し
け
れ
ば
、
Ａ
夢
現
と
も
な
く
か
く
聞
き
、
あ
さ
み
て
礼
殿
に
参

り
て
急
ぎ
語
る
。
一
心
に
心
澄
ま
し
つ
る
に
は
、
か
か
る
事
も
あ
る
に
や
。

夜
明
く
る
ま
で
に
は
、
歌
ひ
明
か
し
て
き
。
こ
れ
第
二
度
な
り
。

前
回
か
ら
二
年
後
、
二
回
目
の
熊
野
詣
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
今
様
歌
い
替

え
の
当
座
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
示
現
譚
で
は
、
傍
線
部
「
心
解
け
た

る
只
今
か
な
」
と
い
う
、
覚
讚
法
印
の
夢
の
中
で
院
の
歌
を
聴
い
た
神
が
歌
っ

た
と
い
わ
れ
る
こ
の
一
節
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
今
様
は
賀
茂
で
起
き
た
四
度

目
の
示
現
譚
に
も
登
場
し
、

ヤ
春
の
は
じ
め
の　

ヤ
梅
の
花　

ヤ
喜
び
開
け
て
実
生
る
花
ム

ヤ
お
前
の
池
な
る
薄
氷
ム　

心
解
け
た
る
只
今
か
な

�

（『
朗
詠
九
十
首
抄
』）

と
い
う
今
様
が
元
と
な
っ
て
い
る
。
賀
茂
で
同
様
の
今
様
が
歌
い
替
え
さ
れ

た
際
、
院
は
内
裏
で
の
敦
家
の
見
事
な
歌
い
替
え
を
連
想
し
て
い
る
。
藤
原
敦

家
と
は
、
白
河
院
期
に
今
様
の
名
手
と
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
金
峰
山
参
詣
の

帰
路
で
頓
死
し
た
こ
と
に
基
づ
き
、
熊
野
参
詣
の
際
、
そ
の
声
の
あ
ま
り
の
美

し
さ
に
神
に
召
し
と
ど
め
ら
れ
、
そ
の
身
内
へ
と
昇
格
し
た
、
と
い
う
説
話
が

流
布
し
た
ほ
ど
で
あ
り⑸
、『
口
伝
集
』
巻
十
に
お
い
て
も
「
敦
家
、
声
め
で
た

く
て
、
御
嶽
に
召
し
留
め
ら
れ
て
御
眷
属
と
な
り
」
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
伝
説
的
説
話
か
ら
、
院
は
こ
の
示
現
で
の
神
に
敦
家
を
連
想
さ
せ
る
た
め
、

神
が
歌
っ
た
今
様
と
し
て
あ
え
て
こ
の
歌
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
様
に
よ
っ
て
人
か
ら
神
へ
と
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
人
物
の
感
応
を
得
た
、

と
い
う
示
現
譚
か
ら
は
、
院
に
も
そ
の
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
読
者
に
想
像
さ
せ
る
。

③
石
清
水
八
幡
宮

　

我
、
八
幡
に
参
り
て
、
十
ケ
日
籠
り
て
、
千
部
経
を
は
じ
め
て
読
み
し

に
、
九
月
二
十
日
よ
り
籠
り
た
り
し
に
、
二
十
五
六
日
の
ほ
ど
、
経
果
て

て
、
今
様
を
御
前
に
し
て
夜
も
す
が
ら
歌
ひ
き
。

夜
中
に
お
よ
ぶ
ほ
ど
に
、
足
つ
つ
み
た
る
女
の
、
中
門
の
も
と
に
親
盛
居

た
る
所
に
寄
り
て
、
う
し
ろ
を
引
く
。
申
し
け
む
に
、「
何
わ
ざ
言
ふ
」

と
て
聞
き
い
れ
ず
。
ま
た
寄
り
て
、
た
び
た
び
に
な
る
折
、
見
か
へ
り
て

み
れ
ば
、
勸
学
院
の
厨
女
な
り
け
り
。
言
ふ
こ
と
を
聞
け
ば
、

「
Ａ
夢
に
、
こ
の
階
隠
の
柱
の
も
と
に
、
う
つ
く
し
き
稚
児
の
十
二
三
ば

か
り
な
る
が
、
う
ら
う
へ
に
、
一
人
は
薄
青
の
御
狩
衣
に
織
り
た
る
脇
開

を
着
た
ま
ひ
た
る
が
白
馬
に
奉
り
、
い
ま
一
人
は
白
き
薄
物
と
お
ぼ
し
き

に
、
下
は
紺
灰
に
見
ゆ
る
を
召
し
て
、
斑
な
る
馬
に
乗
り
て
、
う
ら
う
へ

に
立
た
ま
ひ
て
、
こ
の
御
歌
を
聞
か
せ
た
ま
ふ
と
お
ぼ
し
く
見
え
候
ひ
て
、

Ｂ
う
ち
驚
き
て
候
へ
ば
、

峰
の
嵐
の
激
し
さ
に　

木
々
の
木
の
葉
も
散
り
果
て
て

こ
の
歌
の
盛
り
に
お
は
し
ま
す
に
、
右
の
後
ろ
を
向
け
て
居
さ
せ
た
ま
ひ

た
る
ぞ
」

と
告
げ
申
す
由
を
、
お
こ
し
に
来
た
る
な
り
、
と
申
し
け
り
。
こ
の
女
、

「
夢
の
中
に
、
若
宮
の
こ
の
御
歌
を
聞
か
せ
お
は
し
ま
す
」
と
覚
え
し
由

を
申
す
。

　

さ
て
、
次
の
夜
、
若
宮
に
参
り
て
、
今
様
の
会
、
終
夜
あ
り
て
の
ち
、

乱
舞
・
猿
楽
・
白
拍
子
、
品
々
し
つ
く
し
き
。
治
承
二
年
九
月
二
十
四
日

の
こ
と
な
る
べ
し
。

こ
の
示
現
譚
の
二
年
前
に
、
建
春
門
院
が
死
去
し
て
い
る
。
鎹
で
あ
っ
た
滋

子
の
死
に
よ
り
、
平
家
と
の
関
係
は
悪
化
。
前
年
に
は
延
暦
寺
と
の
抗
争
、
清
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盛
の
裏
切
り
に
よ
る
院
近
臣
の
処
刑
（
鹿
ヶ
谷
の
陰
謀
）
が
行
わ
れ
た
。
そ
し

て
こ
の
参
詣
の
翌
年
、
院
は
清
盛
に
幽
閉
さ
れ
る
。
一
一
八
〇
年
か
ら
治
承
・

寿
永
の
乱
が
起
き
、
一
一
八
一
年
つ
い
に
清
盛
は
事
切
れ
る
と
い
う
、
混
乱
を

極
め
た
時
期
で
の
示
現
で
あ
る
。

構
成
と
し
て
は
院
の
歌
う
今
様
を
稚
児
姿
の
若
宮
が
聞
い
て
い
た
夢
を
第
三

者
が
見
て
知
ら
せ
る
と
い
う
も
の
で
、
ま
た
も
院
自
身
は
知
り
得
ぬ
場
所
で
示

現
が
起
き
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
な
い
者
が
示
現
を

受
け
る
こ
と
で
院
の
今
様
の
力
の
強
さ
を
証
明
す
る
と
同
時
に
、「
第
三
者
で

あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
示
現
譚
の
信
憑
性
を
高
め
る
。
同
様
の
構
成
は
先
に
挙

げ
た
熊
野
で
の
示
現
二
例
だ
け
で
な
く
、
前
段
で
登
場
し
た
乙
前
の
死
後
、
院

が
供
養
の
た
め
歌
っ
た
今
様
に
、
女
房
の
見
る
夢
中
で
乙
前
が
感
応
し
た⑹
、
と

い
う
場
面
に
お
い
て
も
使
わ
れ
て
い
る
。
本
作
最
後
に
語
ら
れ
る
今
様
示
現
譚

に
し
て
、
そ
の
構
成
が
こ
こ
で
完
成
し
た
と
も
い
え
る
。

以
上
、
示
現
譚
三
例
を
見
て
き
た
が
、
話
型
の
確
立
に
あ
た
っ
て
、
何
ら
か

の
先
立
つ
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
院
が
今

様
と
同
様
に
傾
倒
し
て
い
た
と
い
う
「
読
経
」
に
よ
る
示
現
譚
で
あ
る
。

経
を
用
い
た
勤
行
に
よ
る
示
現
や
霊
験
譚
は
『
日
本
霊
異
記
』（
法
華
経
写

経
・
聞
法
）、『
日
本
往
生
極
楽
記
』『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』『
宝
物
集
』『
発

心
集
』（
読
誦
）
な
ど
に
語
ら
れ
る
。
中
で
も
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』（
成

立
一
〇
四
〇
〜
一
〇
四
四
）
は
、
霊
山
信
仰
や
神
祇
信
仰
と
の
交
渉
も
多
数
見

ら
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
、
法
華
経
持
経
者
の
説
話
集
で
あ
る
。
上
・
中
・
下

の
三
巻
に
、
計
百
二
十
九
話
を
収
め
、
日
々
法
華
経
を
読
誦
す
る
こ
と
で
過
去

未
来
の
罪
業
を
消
滅
し
、
輪
廻
の
繋
縛
を
脱
す
る
、
と
い
う
話
が
非
常
に
多
い
。

今
様
示
現
譚
同
様
、
神
が
登
場
す
る
説
話
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
話
型
が

酷
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
以
下
、
例
を
挙
げ
る
。

『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
下　

第
八
十
六

　

道
命
阿
闍
梨
が
、
京
都
に
あ
る
法
輪
寺
に
籠
り
勤
行
し
て
い
る
と
、
一

人
の
老
僧
も
ま
た
法
輪
寺
で
勤
行
を
始
め
た
。
ａ
老
僧
が
夢
を
見
た
こ
と

に
は
、
御
堂
の
庭
に
上
達
部
の
貴
人
た
ち
が
隙
間
な
く
訪
れ
て
お
り
、
よ

く
聞
く
と
貴
人
た
ち
は
金
峰
山
の
蔵
王
や
、
熊
野
権
化
、
住
吉
大
明
神
、

松
尾
明
神
な
ど
、
阿
闍
梨
の
法
華
経
を
聴
聞
す
る
た
め
に
訪
れ
た
神
々
だ

と
い
う
。
ｂ
神
々
が
阿
闍
梨
の
読
経
を
称
賛
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
目
が
覚

め
る
と
、
丁
度
阿
闍
梨
が
礼
堂
で
法
華
経
第
六
巻
を
高
ら
か
に
読
誦
し
て

い
た
。
老
僧
は
涙
を
流
し
な
が
ら
、
阿
闍
梨
に
礼
拝
し
た
そ
う
で
あ
る
。

『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
上　

第
二
十
一

沙
門
光
日
は
、
叡
山
東
塔
の
千
手
院
の
住
僧
な
り
。
一
乗
に
深
く
渇
仰
を

生
じ
て
、
三
宝
に
祈
念
す
ら
く
、
願
は
く
は
法
華
を
誦
し
て
、
剋
念
限
り

な
か
ら
む
と
い
へ
り
。
一
部
を
読
誦
せ
り
。
居
を
梅
谷
に
占
め
て
、
数
年

隠
居
せ
り
。
中
関
白
殿
の
北
政
所
、
特
に
も
て
帰
依
し
、
日
供
衣
服
を
、

厚
く
も
て
奉
献
す
。
老
に
臨
み
て
愛
太
子
山
に
移
り
棲
め
り
。
妙
法
の
巻

数
万
余
部
に
及
ぶ
。
籠
居
精
進
し
て
、
数
十
年
を
経
た
り
。
宿
願
あ
る
に

依
り
て
、
八
幡
宮
に
詣
で
た
り
。
夜
御
前
に
侍
り
て
法
華
経
を
誦
せ
り
。

ａ
傍
の
人
夢
に
見
ら
く
、
宝
倉
の
内
よ
り
、
天
童
子
八
人
出
で
来
り
て
、

拝
礼
随
喜
し
、
妙
な
る
香
花
を
も
て
光
日
聖
に
散
し
て
、
口
唱
讃
歎
し
て
、

八
人
舞
ひ
遊
ぶ
。
ま
た
神
殿
よ
り
声
を
出
し
て
讃
め
て
い
は
く
、
如
是
聖

者
、
必
定
作
仏
、
長
夜
光
明
、
冥
途
様
日
と
い
へ
り
。
ｂ
夢
覚
め
て
こ
れ

を
見
れ
ば
、
光
日
聖
法
華
経
を
誦
せ
り
。
乃
至
齢
尽
き
て
こ
の
界
を
去
る

と
き
に
、
全
く
に
一
部
を
誦
し
、
作
礼
し
て
去
る
に
至
り
て
滅
に
帰
せ
り
。
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先
に
挙
げ
た
今
様
示
現
譚
①
〜
③
と
比
較
し
、
対
応
部
分
を
傍
線
部
Ａ
ａ
、

Ｂ
ｂ
で
、
神
の
感
応
を
波
線
部
で
示
す
と
、

Ａａ
第
三
者
が
夢
に
、
神
が
（
今
様
／
経
）
を
聞
く
様
を
見
、
目
覚
め
る
と

確
か
に
Ｂｂ
（
院
／
持
経
者
）
が
声
高
ら
か
に
（
歌
っ
て
／
読
経
し
て
）
い

た
。

と
い
う
構
成
が
浮
か
び
上
が
る
。
読
経
に
よ
る
示
現
譚
と
類
似
し
た
話
型
で

今
様
示
現
譚
を
語
る
こ
と
で
、
音
芸
と
認
知
さ
れ
て
い
た
「
今
様
」
に
、
正
式

な
勤
行
で
あ
る
「
読
経
」
と
同
様
の
霊
験
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
証

明
す
る
効
果
が
生
ま
れ
る
。『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
で
は
挙
げ
た
例
に
限

ら
ず
、
法
華
経
読
誦
を
は
じ
め
、
写
経
、
聞
経
な
ど
勤
行
を
重
ね
た
末
の
往
生

や
霊
験
譚
が
多
い
。
法
華
経
信
仰
の
た
め
に
書
か
れ
た
説
話
集
同
様
、『
口
伝

集
巻
』
巻
十
は
声
技
そ
の
も
の
を
残
す
た
め
で
も
自
叙
伝
で
も
な
く
、「
宗
派

を
超
え
た
神
仏
へ
の
敬
意
表
現
方
法
と
し
て
の
今
様
信
仰
」
を
促
す
材
料
と
し

て
編
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　

今
様
と
読
経

で
は
、
今
様
と
読
経
と
い
う
二
つ
の
声
技
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ

る
の
だ
ろ
う
。

仏
の
声
は
「
経
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
伝
え
ら
れ
、
信
仰
に
よ
っ
て
文
字
か

ら
音
へ
と
再
生
さ
れ
て
き
た
。
信
仰
心
を
も
っ
て
経
を
読
む
こ
と
を
「
読
経
」

と
い
い
、
鎮
護
国
家
・
五
穀
豊
穣
・
病
気
平
癒
・
怨
霊
退
散
・
鎮
魂
供
養
な
ど

を
も
た
ら
す
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
更
に
経
を
読
む
際
に
、
節
を
つ
け
た

も
の
を
「
声
し
ょ
う

明み
ょ
う」
と
い
う
。
清
水
真
澄
氏
は
、「
仏
教
に
限
ら
ず
、
広
く
音
声

に
霊
力
が
宿
る
と
す
る
思
想
を
、
音
霊
信
仰
と
い
う
。
ま
た
、
言
葉
に
霊
力
が

宿
る
と
す
る
思
想
を
言
霊
信
仰
と
い
う
」
と
、
信
仰
表
現
と
し
て
の
音
声
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る⑺
。
今
様
に
傾
倒
し
た
院
は
、
勿
論
読
経
や
声
明
に
も
熱
心
で

あ
っ
た
。『
読
経
口
伝
明
鏡
集
』
に
は
、
天
台
声
明
の
門
に
入
り
、
熱
心
に
修

行
し
た
院
の
様
子
が
残
さ
れ
て
い
る
。
更
に
清
水
氏
は
、
都
市
を
駆
け
巡
っ
た

今
様
の
「
流
動
性
」
を
指
摘
し
た
上
で
、

　

声
技
の
世
界
で
は
、
読
み
上
げ
る
経
文
、
説
か
れ
る
教
え
の
音
の
一
つ

一
つ
が
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
。
法
音
を
口
に
す
る
と
き
、
仏
の
化
身
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
信
仰
が
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

そ
の
声
に
は
秘
伝
・
口
伝
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
実
子
創
伝
で
あ
っ
た

の
だ
。
今
様
は
そ
れ
を
暗
に
揶
揄
す
る
の
で
あ
る
。（
略
）

『
声
明
口
伝
』
に
は
、
声
明
を
具
体
的
に
演
唱
す
る
う
え
で
の
注
意
が
あ

る
。（
略
）
こ
れ
ら
は
己
の
小
技
に
慢
心
し
て
、
音
律
の
妙
所
に
到
達
で

き
な
い
こ
と
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
。
声
明
は
、
法
音
の
再
現
を
根
幹
に

置
く
行
法
で
あ
り
単
な
る
音
芸
で
は
な
い
。
信
仰
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が

重
要
な
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
今
様
は
そ
の
流
動
性
で
も
っ
て
、
堅
苦
し
く
伝
統
を
重
ん

じ
る
読
経
を
揶
揄
し
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
勤
行
と
し
て
読

経
を
行
う
高
僧
ら
か
ら
す
る
と
、「
今
様
」
は
単
な
る
音
芸
で
あ
り
、
都
市
に

雑
多
に
流
布
す
る
も
の
と
し
て
の
認
識
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
継
承
の
担
い
手

に
つ
い
て
も
、
読
経
や
声
明
に
お
い
て
は
「
持
経
者
、
説
法
師
、
声
明
師
」
な

ど
と
呼
ば
れ
、
彼
ら
の
正
統
な
系
譜
も
多
く
現
存
し
て
い
る⑻
。
一
方
、
今
様
の

担
い
手
は
芸
能
や
売
春
を
生
業
と
す
る
名
も
な
き
傀
儡
女
た
ち
で
あ
っ
た
。
院

に
合
わ
せ
て
今
様
を
歌
う
宮
中
の
者
た
ち
の
根
底
に
も
、
今
様
を
軽
ん
じ
る
バ

イ
ア
ス
は
常
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か⑼
。
声
技
に
縁
の
な
い
者
や
持
経

者
に
と
っ
て
は
、
正
統
な
伝
授
を
守
る
読
経
に
対
し
、
流
動
し
な
が
ら
民
衆
に

愛
好
さ
れ
た
今
様
と
は
、
元
々
対
照
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
読
経
・
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声
明
に
は
博
士
（
楽
譜
）
も
積
極
的
に
作
成
さ
れ
、
芸
能
と
い
う
よ
り
も
仏
の

言
葉
を
学
ぶ
「
学
問
」
と
し
て
の
側
面
が
強
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
今
様
に
「
秘

曲
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
知
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
「
読
経
」
を
知
っ
た
上
で
示
現
譚
を
見
返
す
と
、
一
般
的
に

は
音
芸
と
い
う
認
識
が
強
か
っ
た
「
今
様
」
に
よ
り
神
の
示
現
が
起
き
た
こ
と

の
意
外
性
が
見
え
て
く
る
。
な
ぜ
院
は
、
神
と
の
交
流
の
手
段
に
読
経
で
は
な

く
今
様
を
選
ん
だ
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
今
様
の
持
つ
「
声
」「
音
」、
そ

し
て
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
「
歌
い
手
と
の
統
合
性
」
を
挙
げ
る
。

中
世
に
お
い
て
、「
微び

音い
ん

（
＝
小
さ
な
声
）」
は
聖
な
る
も
の
（
神
仏
、
天
皇
）

の
出
す
べ
き
声
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、「
高こ
う

声じ
ょ
う（
＝
大
き
な
声
）」
は
、

聖
な
る
も
の
と
交
信
す
る
た
め
の
声
で
あ
っ
た⑽
。
本
来
聖
な
る
も
の
の
側
で
あ

る
後
白
河
院
が
、
喉
を
枯
ら
す
ほ
ど
の
大
声
を
何
百
日
も
出
し
て
鍛
錬
す
る
と

い
う
こ
と
の
異
常
さ
が
分
か
る
。
と
同
時
に
、「
今
様
」
の
高
声
に
よ
っ
て
神

と
呼
応
し
、
霊
験
を
得
ら
れ
る
と
い
う
信
仰
に
繋
が
る
と
い
う
こ
と
も
理
解
で

き
る
。

更
に
、
今
様
の
「
音
」
に
つ
い
て
、

60
釈
迦
の
法
華
経
説
く
始
め　

白
毫
光
は
月
の
如

　

曼
荼
羅
万
寿
の
華
振
り
て　

大
地
も
六
種
に
動
き
け
り

39
万
の
仏
の
願
よ
り
も　

千
手
の
誓
い
ぞ
頼
も
し
き

　

枯
れ
た
る
草
木
も
た
ち
ま
ち
に　

花
咲
き
実
熟
る
と
説
い
た
ま
ふ

と
い
う
よ
う
に
、
原
則
四
句
七
五
調
で
成
り
立
っ
て
お
り
、
読
み
上
げ
る
だ

け
で
自
然
と
節
が
付
い
て
し
ま
う
。
こ
の
特
徴
は
、
神
が
そ
の
意
志
を
伝
え
る

た
め
、
夢
や
巫
女
を
通
し
て
人
間
に
贈
っ
た
「
託
宣
歌
」
に
も
共
通
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
例
と
し
て
二
首
を
挙
げ
る
。

1855
夜
や
寒
き
衣
や
う
す
き
片
そ
ぎ
の
行
合
ひ
の
間
よ
り
霜
や
お
く
ら
む

�

（『
新
古
今
和
歌
集
』
神
祇
歌
）

688
な
で
し
こ
の
薄
く
も
濃
く
も
日
暮
る
れ
ば
見
む
人
分
き
て
思
ひ
定
め
よ

�

（『
続
古
今
和
歌
集
』
神
祇
歌
）

ど
ち
ら
も
掛
詞
や
押
韻
が
多
く
、
読
み
上
げ
る
と
不
思
議
な
調
子
を
感
じ
る
。

折
口
信
夫
の
言
葉
を
借
り
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
神
仏
の
言
葉
に
存
在
す
る
独

特
の
情
調
で
あ
る⑾
。
勿
論
、
こ
れ
ら
は
本
当
に
神
か
ら
人
に
送
ら
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
そ
の
音
に
神
性
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
こ
そ
、
情
調
あ
る
和
歌
が
託
宣

歌
と
し
て
現
在
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
様
は
そ
の
形
式
上
、
今
様
で

あ
る
限
り
そ
の
言
葉
の
羅
列
に
調
子
が
生
じ
る
。
経
な
ど
の
漢
文
で
な
い
、
我

が
国
の
言
葉
の
羅
列
の
中
に
情
調
を
感
じ
た
と
き
、
中
世
の
人
々
は
そ
こ
に
神

と
の
感
応
を
期
待
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

院
は
、
今
様
を
歌
う
上
で
、
天
性
の
「
声
」
質
に
拘
っ
て
は
い
る
。
し
か
し

度
重
な
る
示
現
に
繋
が
る
今
様
の
歌
声
と
は
、
や
は
り
四
十
年
以
上
の
鍛
錬
が

あ
っ
て
こ
そ
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
る
。「
声
」
を
用
い
て
人

か
ら
神
に
訴
え
か
け
る
手
段
と
し
て
は
、
先
述
の
通
り
今
様
以
外
に
も
読
経
、

声
明
、
朗
詠
な
ど
様
々
な
方
法
が
あ
る
。
ま
た
、
鐘
の
音
や
笛
、
太
鼓
、
琵
琶

な
ど
、
神
へ
訴
え
か
け
る
「
音
」
も
あ
る
。
中
世
に
お
い
て
、
神
は
高
い
と
こ

ろ
に
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
届
く
ほ
ど
の
高
く
澄
み
渡
る

美
し
い
声
音
こ
そ
神
と
繋
が
る
手
段
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
も
な
ぜ
院
は
今
様
を
選
ん
だ
か
。
そ
れ
は
、
言
葉
、
心
、
状
況
・

背
景
だ
け
で
な
く
、
声
、
調
子
、
音
程
な
ど
、
様
々
な
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て

よ
う
や
く
、
そ
の
人
の
歌
う
「
今
様
」
が
完
成
す
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
が
、「
歌
い
手
と
の
統
合
性
」
で
あ
る
。
言
霊
の
面
で
は
、
読
経

よ
り
も
は
る
か
に
自
由
に
率
直
に
、
神
仏
と
交
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
音
魂

の
面
で
は
、
間
の
と
り
方
や
し
ゃ
く
り
な
ど
の
振
り
、
節
回
し
、
そ
し
て
な
に
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よ
り
個
性
と
し
て
の
「
声
質
・
声
色
」
が
あ
り
、
琵
琶
や
琴
な
ど
よ
り
も
は
る

か
に
演
奏
者
と
発
せ
ら
れ
る
音
の
統
合
性
が
強
い
。
何
度
も
繰
り
返
し
歌
い
、

ト
ラ
ン
ス
状
態
に
至
る
こ
と
も
、
示
現
を
得
る
場
で
は
必
要
な
条
件
で
あ
っ
た
。

そ
の
裏
に
は
、
異
常
な
ま
で
の
鍛
錬
が
あ
る
。
こ
の
「
今
様
を
鍛
錬
し
、
折
に

合
う
言
葉
を
心
澄
ま
し
て
高
声
で
歌
う
こ
と
」
は
、
人
か
ら
神
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
究
極
状
態
で
あ
り
、
和
歌
な
ど
に
よ
る
神
か
ら
の
「
託
宣
」
の

逆
行
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
神
が
用
い
る
情
調
を
も
っ
て
私
た
ち
か
ら
神
に
訴
え
か
け
る
と
い

う
点
で
、「
今
様
」
に
は
特
徴
が
あ
る
。
更
に
、
言
葉
、
心
、
状
況
・
背
景
だ

け
で
な
く
、
声
、
調
子
、
音
程
な
ど
、
様
々
な
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
よ
う
や

く
、
そ
の
人
の
歌
う
「
今
様
」
が
完
成
す
る
。
和
歌
や
経
よ
り
遥
か
に
自
由
に

率
直
に
、
神
仏
と
交
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
思
想
が
、

院
の
今
様
信
仰
を
支
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

院
は
今
様
と
読
経
の
間
に
、
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
以
下
の
共
通
性
を
示

し
た
。

今
様
―
読
経

・
鍛
錬
、
修
行
の
重
要
性

・
秘
曲
の
存
在

・
伝
授
の
秘
伝
性

・
酷
似
す
る
示
現
、
霊
験

傀
儡
女
と
の
交
流
を
描
く
こ
と
で
今
様
秘
曲
の
正
当
な
伝
授
を
示
し
、
法
華

経
霊
験
譚
の
話
形
を
効
果
的
に
用
い
て
示
現
を
語
る
こ
と
で
今
様
に
読
経
と
同

様
の
効
果
が
あ
る
と
裏
付
け
た
。
後
白
河
院
は
自
身
の
人
生
そ
の
も
の
を
土
台

に
、
今
様
信
仰
が
読
経
と
同
じ
次
元
の
高
尚
な
も
の
で
あ
る
と
、
前
半
〜
後
半

へ
の
流
れ
の
な
か
で
証
明
し
た
の
で
あ
る
。「
単
な
る
音
芸
」
で
あ
っ
た
今
様

は
、『
口
伝
集
』
巻
十
の
中
で
、
独
立
し
た
信
仰
表
現
の
技
法
と
し
て
「
こ
ゑ

わ
ざ
」
と
な
る
。
冒
頭
よ
り
始
ま
る
「
そ
の
か
み
十
余
歳
の
時
よ
り
今
に
い
た

る
ま
で
、
今
様
を
好
み
て
怠
る
こ
と
な
し
。
…
…
」
と
い
う
格
調
高
い
文
章
か

ら
は
、
今
様
を
単
な
る
芸
能
と
は
捉
え
て
い
な
い
院
の
確
固
た
る
自
信
が
読
み

取
れ
る
。
宮
中
に
お
い
て
、
根
底
で
は
軽
視
さ
れ
て
い
た
そ
れ
ら
に
真
摯
に
向

き
合
っ
た
院
が
、
自
身
の
鍛
錬
の
記
録
、
歌
う
今
様
の
正
統
性
の
証
明
、
そ
し

て
往
生
の
確
約
を
得
る
た
め
に
書
い
た
作
品
。
そ
れ
こ
そ
が
『
梁
塵
秘
抄
口
伝

集
巻
第
十
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
作
品
を
、
院
は
以
下
の
よ
う
に
締
め
く
く
る
。

お
ほ
か
た
、
詩
を
作
り
、
和
歌
を
詠
み
、
手
を
書
く
輩
は
、
書
き
と
め
つ

れ
ば
、
末
の
世
ま
で
も
朽
つ
る
こ
と
な
し
。
こ
ゑ
わ
ざ
の
か
な
し
き
こ
と

は
、
我
が
身
崩
れ
ぬ
る
の
ち
、
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
き
な
り
。
そ
の
故
に
、

亡
か
ら
む
あ
と
に
人
見
よ
と
て
、
い
ま
だ
世
に
な
き
今
様
の
口
伝
を
作
り

お
く
と
こ
ろ
な
り
。

院
の
言
う
「
こ
ゑ
わ
ざ
」
と
は
、
歌
い
手
の
声
と
言
葉
の
持
つ
音
、
秘
曲
を

探
求
し
、
習
得
す
る
た
め
の
鍛
錬
の
過
程
、
そ
れ
ら
全
て
を
包
括
し
た
も
の
を

指
す
。
院
は
、
人
生
を
か
け
て
得
た
「
真
に
正
統
な
今
様
」
と
い
う
財
産
を
、

譜
と
い
う
一
般
化
さ
れ
た
形
で
後
世
に
伝
え
、
軽
々
し
く
「
我
が
様
」
が
流
布

し
て
い
く
こ
と
に
我
慢
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
結
果
、
今
様
は
『
梁
塵
秘

抄
』
に
よ
っ
て
集
大
成
さ
れ
る
と
同
時
に
、
院
の
没
後
儚
く
消
え
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
む
し
ろ
そ
の
消
え
ゆ
く
「
こ
ゑ
わ
ざ
の
か
な
し
き
」
部
分
に
こ
そ
、
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院
は
尊
さ
、
神
性
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

歌
い
手
が
生
き
て
い
る
限
り
宝
の
よ
う
に
自
身
を
守
り
、「
今
」
そ
の
瞬
間

の
空
気
、
感
情
を
、
声
を
も
っ
て
切
り
取
り
、
神
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
へ
と
昇
華

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
瞬
に
こ
そ
、
後
白
河
院
の
思
う
「
こ
ゑ
わ
ざ
」

の
「
か
な
し
き
」、
美
し
く
愛
お
し
い
響
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
⑴　

現
在
の
岐
阜
県
大
垣
市
青
墓
町
。
傀
儡
女
の
一
大
拠
点
。

⑵　

小
大
進
。
正
統
な
今
様
継
承
者
で
あ
る
傀
儡
女
の
１
人
。

⑶　

源
清
経
。
乙
前
の
師
で
あ
る
目
井
の
夫
。
傀
儡
女
の
育
成
に
も
力
を
入
れ
た
。
西

行
の
外
祖
父
。

⑷　

後
白
河
院
の
熊
野
信
仰
は
篤
く
、
三
十
四
回
の
参
詣
は
歴
代
の
上
皇
の
な
か
で
も

最
多
で
あ
っ
た
。

⑸　
『
郢
曲
相
承
次
第
』

⑹　
『
口
伝
集
巻
第
十
』
に
て
、
八
十
四
歳
に
し
て
病
に
倒
れ
た
乙
前
を
院
が
見
舞
い
、

今
様
を
歌
う
場
面
が
描
か
れ
る
。
乙
前
は
「
経
よ
り
も
愛
で
出
で
て
」
と
泣
い
て
喜

ぶ
が
、
同
年
二
月
に
亡
く
な
る
。
院
の
悲
し
み
は
深
く
、
乙
前
の
往
生
を
願
い
一
年

を
懸
け
て
法
華
経
千
部
を
誦
経
し
た
。

⑺　

清
水
眞
澄
『
読
経
の
世
界　

能
読
の
誕
生
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
一
）

⑻　
『
元
亭
釈
書
』『
読
経
口
伝
明
鏡
集
』

⑼　
『
愚
管
抄
』「
院
ハ
コ
ノ
次
ノ
コ
ト
ヲ
ヲ
ボ
シ
メ
シ
ワ
ヅ
ラ
イ
ケ
リ
。
四
宮
ニ
テ
後

白
河
院
、
待
賢
門
院
ノ
御
ハ
ラ
ニ
テ
、
新
院
ニ
同
宿
シ
テ
ヲ
ハ
シ
マ
シ
ケ
ル
ガ
、
イ

タ
ク
サ
タ
ゞ
シ
ク
御
ア
ソ
ビ
ナ
ド
ア
リ
ト
テ
、
即
位
ノ
御
器
量
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
」
と
、

近
衛
天
皇
崩
御
時
と
い
う
有
事
に
お
い
て
も
、
今
様
な
ど
芸
能
に
耽
る
後
白
河
院
が

即
位
の
選
択
肢
に
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

⑽　

網
野
善
彦
『
こ
と
ば
の
文
化
史　

中
世
１
』（
平
凡
社　

一
九
八
八
）

⑾　

折
口
信
夫
『
言
語
情
調
論
』（
中
央
公
論
新
社　

二
〇
〇
四
）

受　

贈　

雑　

誌
（
二
）

學
習
院
大
學
國
語
國
文
學
會
誌�

學
習
院
大
學
國
語
國
文
學
會

学
習
院
大
学
大
学
院
日
本
語
日
本
文�

学
習
院
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究

学�

科
日
本
語
日
本
文
学
専
攻

学
燈�

丸
善

金
沢
大
学
国
語
国
文�

金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会

金
澤
文
庫
研
究�

神
奈
川
県
立
金
澤
文
庫

岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
国
語
国
文
学�

岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
国
語
国
文
学
会

京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌�

京
都
教
育
大
学
国
文
学
会

京
都
語
文�

佛
教
大
学
国
語
国
文
学
会

京
都
大
学
國
文
學
論
叢�

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
語

�

学
国
文
学
研
究
室

キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究�

日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会

金
城
日
本
語
日
本
文
化�

金
城
学
院
大
学
日
本
語
日
本
文
化
学
会

近
代�

神
戸
大
学
「
近
代
」
発
行
会

近
代
文
学
研
究�

日
本
文
学
協
会
近
代
部
会

群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究�

群
馬
県
立
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会

藝
文
研
究�

慶
應
義
塾
大
学
芸
文
学
会

言
語
の
研
究�

首
都
大
学
東
京
言
語
研
究
会

言
語
教
育
研
究�

拓
殖
大
学
大
学
院
言
語
教
育
研
究
科

言
語
表
現
研
究�

兵
庫
教
育
大
学
言
語
表
現
学
会


