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［
エ
ッ
セ
イ
］

山
吹
の
み
の

0

0

一
つ
だ
に

―
太
田
道
灌　

雑
感

―

森　

田　
　
　

孟

も
う
、
こ
こ
何
十
年
来
し
ば
し
ば
、
何
か
の
拍
子
に
、
何
の
脈
絡

も
な
く
、
脳
裡
に
浮
か
ぶ
間
も
な
く
口
を
衝つ

い
て
出
て
く
る
短
章
が

あ
る
。

「
道
灌
の
死
後
二
百
余
年
、
世
は
元
禄
と
な
っ
て
、
江
戸
は
京
都
、

大
阪
と
共
に
華
や
か
に
栄
え
た
。」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
堺
の
、
だ
っ
た
か
酒
田
の
だ
っ
た
か
の
港

云
々
と
続
い
た
よ
う
な
気
は
す
る
が
、
こ
の
後
は
全
く
記
憶
に
な

い
。
中
学
生
に
な
っ
た
ば
か
り
の
頃
の
、
国
語
か
社
会
科
の
教
科
書

に
出
て
き
た
、
確
か
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
が
話
柄
の
文
章
の
冒
頭

部
で
あ
っ
た
。

何
故
こ
の
一
節
が
私
の
身
に
つ
い
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
ま
ず
、

こ
の
章
句
の
調
子
の
良
さ
、
流
麗
な
構
文
の
せ
い
で
あ
ろ
う
が
、
何

よ
り
も
、
い
き
な
り
出
て
く
る
人
名
が
原
因
な
の
は
疑
い
な
い
。

教
科
書
で
は
、
太
田
道
灌
（
一
四
三
二
―
八
六
）
が
主
題
で
な
か
っ

た
せ
い
だ
ろ
う
、
授
業
で
は
、
江
戸
城
を
築
い
た
室
町
時
代
の
勝
れ

た
武
人
と
し
て
し
か
説
明
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
人
に
纏
わ
る
有

名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
私
の
母
が
教
え
て
く
れ
た
。

道
灌

―
無
論
、
剃
髪
後
の
名
前
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
名

で
通
す
こ
と
に
す
る

―
が
、
ま
だ
若
年
だ
っ
た
あ
る
日
の
こ
と
、

所
用
で
遠
出
を
し
た
帰
り
に
、
山
里
で
俄
雨
に
遭
遇
し
た
。
辺
り
を

眺
め
る
と
、
一
軒
の
あ
ば
ら
家
が
目
に
入
っ
た
の
で
、
雨
宿
り
に
と

軒
下
に
駆
け
込
ん
だ
。



13

す
る
と
屋
内
か
ら
、
鄙
に
は
稀
な
美
少
女
が
一
人
、
楚
楚
た
る
風

情
で
現
れ
て
、
折
か
ら
垣
根
に
花
盛
り
だ
っ
た
山
吹
の
一
枝
を
折
り

取
り
、
羞
じ
ら
い
な
が
ら
悲
し
気
に
差
し
出
す
な
り
、
再
び
静
か
に

姿
を
消
し
た
。
道
灌
青
年
、
言
葉
も
な
く
、
唯
ど
ぎ
ま
ぎ
す
る
ば
か

り
だ
っ
た
。

そ
の
後
彼
は
、
朋
輩
た
ち
と
の
談
笑
の
折
に
、
あ
の
体
験
を
些
か

照
れ
な
が
ら
披
露
し
て
、
こ
の
私
に
も
一
目
惚
れ
し
て
く
れ
た
美
し

い
娘
が
い
た
と
自
慢
し
た
。
す
る
と
、
日
頃
文
雅
の
徒
と
し
て
仲
間

う
ち
で
も
一
目
置
か
れ
て
い
た
一
人
に
憫
笑
さ
れ
た
。

君
も
お
目
で
た
い
な
、
そ
れ
は
ね
、「
七
重
八
重
花
は
咲
け
ど
も

山
吹
の
み
の
一
つ
だ
に
な
き
ぞ
悲
し
き
」
と
い
う
古
歌
が
あ
っ
て

ね
、
雨
具
を
お
貸
し
し
た
い
の
は
山
々
な
れ
ど
、
お
恥
し
い
こ
と
に

ご
覧
の
よ
う
な
貧
し
い
生
活
で
、
蓑
の
一
つ
も
持
ち
合
せ
が
な
く
て

申
訳
け
あ
り
ま
せ
ん
、
と
そ
の
娘
は
詫
び
た
の
だ
よ
、
と
。

道
灌
は
驚
き
の
余
り
茫
然
と
し
て
、
あ
の
よ
う
な
見
窄
ら
し
い
陋

屋
に
住
む
田
舎
の
少
女
に
も
、
そ
れ
程
の
教
養
が
あ
っ
た
の
か
と
、

我
が
身
の
無
学
を
ひ
た
す
ら
恥
じ
入
っ
た
。
以
後
、
武
骨
一
点
張
り

だ
っ
た
彼
は
大
い
に
発
奮
し
て
学
問
に
も
励
み
、
今
に
知
ら
れ
る
よ

う
な
文
武
両
道
に
秀
で
た
名
武
将
に
な
っ
た
の
だ
、
と
、
ま
あ
、
当

時
三
十
代
後
半
に
差
し
か
か
っ
た
ば
か
り
の
小
学
校
教
員
の
母
は
、

色
々
と
粉
飾
を
施
し
、
な
か
な
か
巧
み
な
話
術
を
駆
使
し
て
、
多
感

な
少
年
に
育
ち
つ
つ
あ
っ
た
我
が
息
子
を
、
い
た
く
感
動
さ
せ
た
の

だ
っ
た
。

『
江
戸
名
所
図
會
』
巻
四
の
「
山
吹
の
里
」
で
は
、
道
灌
が
鷹
狩

り
に
出
た
時
の
話
（［
図
会
・
四
・
一
二
六
―
二
七
］）
に
な
っ
て
い

る
が
、
動
物
を
殺
す
心イ

メ
ー
ジ象
を
私
に
与
え
た
く
な
く
て
、
母
は
「
用

事
」
で
の
遠
出
に
し
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
挿
話
に
は
他
に
も
、
遠
方
に
住
む
父
親
の
許
に
出
か
け
た
時

と
い
う
版
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
父
親
を
学
齢
以
前
に
喪
く
し
て
母

親
の
手
一
つ
で
養
育
さ
れ
て
い
た
私
へ
の
配
慮
で
、
た
だ
「
用
向
き

で
」
と
だ
け
母
は
語
っ
た
に
違
い
な
い
。

道
灌
が
、
下
剋
上
を
疑
う
主
君
に
謀
殺
さ
れ
る
非
業
の
死
を
遂
げ

た
こ
と
は
、
後
に
な
っ
て
自
分
自
身
で
知
る
こ
と
だ
が
、
彼
の
そ
の

最
後
の
有
様
が
、
尚
更
私
に
、
道
灌
へ
の
思
い
を
一ひ

と

入し
お

募
ら
せ
た
。

世
に
、
騙
す
、
謀
る
、
裏
切
る
、
と
い
う
こ
と
程
、
人
間
に
と
っ
て

あ
る
ま
じ
き
破
廉
恥
な
所
業
は
な
い
。

件
の
、「
実
の
」
と
「
蓑
」
と
が
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
古
歌
と
は
、

四
番
目
の
勅
撰
集
で
あ
る
『
後
拾
遺
和
歌
抄
』［
成
立
、
一
〇
八
六
年
］

［
新
国
・
一
］
第
十
九
雑
五
に
、
こ
の
歌
集
の
全
一
二
一
八
首
中
唯

一
首
、
中
務
卿
兼か

ね

明あ
き
ら

親
王
の
作
と
し
て
撰
入
さ
れ
て
い
る
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「
な
な
へ
や
へ
は
な
は
さ
け
ど
も
山
ぶ
き
の
み
の
ひ
と
つ
だ
に
な

き
ぞ
あ
や
し
き
」（
一
一
五
四
）

で
あ
る
。［
嵯
峨
の
］
小
倉
山
荘
に
退
隠
中
の
あ
る
雨
の
降
る
日

に
、
蓑
を
借
り
に
き
た
人
が
い
た
の
で
山
吹
の
枝
を
折
っ
て
与
え

た
。
そ
の
真
意
が
分
ら
ず
に
去
っ
て
い
っ
た
そ
の
人
が
後
日
、
あ
の

山
吹
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
人
を
遣
わ
し
て
問
う
て
き
た
の
で
、
そ

の
返
事
に
与
え
た
も
の
だ
、
と
い
う
趣
旨
の
詞
書
が
あ
る
。
結
句
は

「
悲
し
き
」
で
は
な
く
「
あ
や
し
き
」
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
こ

の
「
あ
や
し
」
は
「
見
苦
し
い
、
粗
末
な
こ
と
だ
」
の
意
で
あ
ろ

う
。
自
ら
の
侘
住
ま
い
を
自
嘲
し
た
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
卑
下

自
慢
を
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

兼
明
親
王
と
は
、
前
中
書
王
で
、
醍
醐
天
皇
の
皇
子
（
九
一
四
、

生
）、
源
朝
臣
と
な
っ
て
左
大
臣
に
ま
で
な
る
が
、
貞
元
年
中
、
時

の
関
白
藤
原
兼
通
の
誣
奏
に
よ
り
官
を
辞
し
て
親
王
に
復
せ
ら
れ
、

中
務
卿
に
任
ぜ
ら
れ
た
後
、
一
品
に
進
み
、
永
延
元
年
（
九
八
七
）

七
四
歳
で
没
し
た
人
で
あ
る
。
讒
に
よ
っ
て
こ
う
い
う
、
貸
し
て
あ

げ
る
蓑
一
つ
な
い
境
遇
に
陥
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
も
悠
然
と
甘

ん
じ
て
優
雅
に
暮
し
て
い
る
よ
と
。

「
あ
や
し
き
」
を
「
悲
し
き
」
に
変
え
た
の
は
、
あ
の
少
女
の
、

い
や
、
こ
の
挿
話
を
創
出
し
た
人
物
の
咄
嗟
の
機
転
に
依
る
も
の

か
、
そ
れ
と
も
原
歌
公
表
以
来
の
長
年
月
の
う
ち
に
、
教
養
人
の
間

で
い
つ
の
間
に
か
「
悲
し
き
」
と
し
て
適
用
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の

か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
道
灌
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
見
事
な
使
わ
れ

方
で
あ
っ
た
。

兼
明
親
王
の
詩
文
は
、『
池
亭
記
』、『
本
朝
文
粋
』
の
他
、『
和
漢

朗
詠
集
』
に
六
篇
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
六
篇
を
見
て
お
き
た

い
（［
川
口
］
と
［
新
国
・
二
］
と
で
は
訓
み
が
、
若
干
異
な
っ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
は
前
者
に
依
る
）。

紅
梅
の
色
の
美
し
さ
と
心
あ
る
人
を
愛
で
た

九
八　
「
色
有
つ
て
は
分
ち
や
す
し　

残
雪
の
底も

と　

情こ
こ
ろ無
う
し
て
は

弁
へ
が
た
し　

夕せ
き

陽や
う

の
中う
ち

」

中
国
古
典
に
典
拠
を
も
つ

二
五
六　
「
豊
嶺
の
鐘し

よ
うの
声
に
和く
わ

せ
む
と
す
る
や
否
や　

そ
れ
華
亭

の
鶴
の
警
め
に
奈い

か
ん何
」

同
じ
よ
う
に
中
国
古
典
が
典
拠
の

二
八
七　
「
扶
桑
あ
に
影
無
か
ら
ん
や　

浮ふ

雲う
ん

掩
う
て
忽
ち
に
昏く
ら

し

叢
蘭
あ
に
芳か

う
ばし
か
ら
ざ
ら
ん
や　

秋し
う
ふ
う風
吹
い
て
先
づ
敗や
ぶ

る
」

こ
れ
は
わ
ざ
わ
ざ
「
兎
裘
賦
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
兎
裘
は
、

『
左
伝
』
隠
公
十
一
年
に
魯
の
隠
公
の
退
隠
の
地
な
の
で
、
山
吹
の

歌
同
様
、
小
倉
山
荘
に
退
隠
し
て
作
っ
た
賦
と
な
る
。
太
陽
に
は
光
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が
蘭
に
は
芳
香
が
あ
る
が
、
浮
雲
に
掩
わ
れ
れ
ば
太
陽
は
暗
く
な
る

し
、
秋
の
寒
風
が
吹
け
ば
蘭
も
直
ち
に
し
ぼ
み
衰
え
る
、
と
、
作
者

の
心
境
を
よ
く
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

「
供
養
自
筆
法
華
経
願ぐ

わ
ん

文も
ん

」
だ
と
い
う
、 『
白
氏
文
集
』 

に
典
拠

が
あ
る

二
九
二　
「
来き

た

つ
て
留
ま
ら
ず　

薤が
い

壠ろ
う

に
晨あ
し
たを
払
ふ
露
あ
り

去
つ
て
返
ら
ず　

槿き
ん

籬り

に
暮ゆ
ふ
べに
投い
た

る
花
な
し
」

人
生
も
人
命
も
移
り
ゆ
く
は
か
な
い
も
の
だ
と
の
述
懐
は
、
や
は

り
こ
の
作
者
そ
の
人
ら
し
く
、
譬
喩
の
鮮
明
ゆ
え
一
際
印
象
深
い
。

四
三
三　
「
迸へ

い

笋じ
ゅ
ん

は
い
ま
だ
鳴め
い

鳳ほ
う

の
管く
わ
んを
抽ぬ
き
んで
ず

盤
根
は
纔わ

づ

か
に
臥ぐ
わ

竜り
よ
う

の
文も
ん

を
点
ず
」

成
長
著
し
い
竹
も
、
ま
だ
鳳
凰
の
鳴
き
声
と
ま
ご
う
音
色
を
発
す

る
笛
が
出
来
る
程
に
は
伸
び
て
お
ら
ず
、
蟠
り
張
り
広
が
る
根
も
、

よ
う
や
く
、
臥
し
て
い
る
竜
の
よ
う
な
文
様
を
示
し
出
し
た
ば
か
り

だ
、
と
こ
れ
も
中
国
古
典
を
一
部
踏
ま
え
な
が
ら
、
私
も
ま
だ
ま
だ

こ
れ
か
ら
だ
と
、
捲
土
重
来
を
期
す
る
心
意
気
を
示
し
た
も
の
か
。

そ
し
て

七
六
一　
「
鬼
を
一
車
に
載
せ
た
り
と
も
何い

か

で
か
恐
る
る
に
足
ら
む

巫ふ

の
三
峡
に
棹
さ
す
と
も
い
ま
だ
危
し
と
せ
ず
」

鬼
を
満
載
し
た
車
に
乗
っ
て
も
、
そ
の
恐
ろ
し
さ
は
大
し
た
こ
と

で
な
い
し
、
あ
の
揚
子
江
上
流
に
あ
る
巫
山
峡
、
明
月
峡
、
広
沢
峡

の
三
峡
の
急
流
を
舟
で
渡
る
危
な
さ
も
取
る
に
足
り
な
い
も
の
だ
、

人
間
の
心
の
信
頼
し
難
さ
・
危
険
に
較
べ
れ
ば
、
と
は
、
作
者
の
生

涯
を
想
え
ば
如
何
に
も
さ
も
あ
り
な
ん
と
思
わ
せ
ら
れ
よ
う
。

若
き
日
の
道
灌
を
奮
起
さ
せ
た
と
い
う
件
の
和
歌
の
原
歌
作
者
の

人
と
な
り
を
、
こ
う
し
て
聊
か
知
っ
て
み
れ
ば
、
ま
た
、
あ
の
伝
説

の
感
慨
も
そ
れ
だ
け
深
ま
ろ
う
と
い
う
も
の
だ
。

そ
の
著
名
な
説
話
を
描
い
た
絵
も
存
在
し
、
そ
れ
に
附
さ
れ
た
漢

詩
が
知
ら
れ
て
い
る
［
漢
辞
・
五
四
三
―
四
四
］。

太
田
道
灌
借
レ
蓑
圖　
　
　
　
　

 

太
田
道
灌
蓑
を
借
る
の
図

孤
鞍
衝
レ
雨
叩
二
茅
茨
一　
　
　
　

孤こ

鞍あ
ん

雨
を
衝
い
て
茅ぼ
う

茨し

を
叩
く

少
女
爲
遺
花
一
枝　
　
　
　
　

    

少
女
為
に
遺お
く

る
花
一い
つ

枝し

少
女
不
レ
言
花
不
レ
語　
　
　
　

   

少
女
言
は
ず
花
語
ら
ず

英
雄
心
緒
亂
如
レ
絲　
　
　
　
　

 

英
雄
の
心
緒
乱
れ
て
糸
の
如
し

「
孤
鞍
」
と
は
孤
り
の
騎
馬
武
者
で
、「
英
雄
」
共
々
、
無
論
、
太

田
道
灌
を
指
す
。「
少
女
言
は
ず
花
語
ら
ず
」
と
は
、
誠
に
美
し
い

対
句
表
現
で
、
心
の
緒

い
と
ぐ
ちが
乱
れ
て
糸
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
縁
語
手

法
と
も
相
俟
っ
て
、
一
読
容
易
に
は
忘
れ
難
い
秀
作
で
は
な
か
ろ
う
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か
。
大
槻
磐
渓＊

の
作
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
甚
だ
疑
わ
し
く
、
作

者
不
明
だ
と
い
う
［
漢
辞
・
五
四
四
］。

＊
幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
朱
子
学
者
、
蘭
医
玄
沢
の
子
、
一
八
〇
一
―
七

八
。

山
吹
に
花
は
咲
い
て
も
実
が
な
ら
な
い
、
と
詠
う
作
品
は
、『
萬

葉
集
』
に
先
蹤
が
あ
る
。

「
花
咲
き
て
実
は
成
ら
ね
ど
も
長
き
日け

に
思
ほ
ゆ
る
か
も
山や
ま

振ぶ
き

の

花
」［
⑩
一
八
六
〇＊

］（
＊
巻
十
の
第
一
八
六
〇
番
歌
の
意
。
以
下
同
様
の

表
記
に
す
る
）

結
婚
は
と
て
も
出
来
な
い
高
嶺
の
花
で
は
あ
っ
て
も
、
と
恋
し
い

娘
が
美
し
く
成
人
す
る
日
を
、
長
い
日
時
に
わ
た
っ
て
待
望
す
る
作

品
と
受
容
す
る
時
［
新
岩
］、
ひ
と
き
わ
光
を
放
っ
て
く
る
。

こ
の
、
山
野
に
自
生
す
る
バ
ラ
科
の
落
葉
低
木
に
は
種
類
が
多

く
、
確
か
に
ヤ
エ
ヤ
マ
ブ
キ
は
八
重
咲
き
で
果
実
が
出
来
な
い
が
、

一
重
の
山
吹
は
花
の
終
っ
た
後
に
非
常
に
小
さ
い
五
ミ
リ
m
ぐ
ら
い

の
扁
球
形
の
果
実
を
つ
け
る
。

『
萬
葉
集
』
に
は
、
山
吹
が
現
れ
る
歌
は
十
七
首
存
在
す
る
が
、

最
初
に
現
れ
る
作
品
が
特
に
感
銘
深
い
。
急
逝
し
た
十
市
皇
女
を
悼

ん
だ
異
母
兄
の
高
市
皇
子
が
詠
ん
だ
歌
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
山や

ま

振ぶ
き

の
立
ち
よ
そ
ひ
た
る
山
清
水
汲
み
に
行
か
め
ど
道
の
知
ら

な
く
」［
②
一
五
八
］

山
吹
の
花
が
装
い
を
凝
ら
し
て
咲
き
盛
っ
て
い
る
山
中
の
清
水
を

汲
み
に
出
か
け
て
い
っ
た
あ
な
た
を
偲
ん
で
、
私
も
そ
こ
へ
行
き
た

い
と
思
う
が
道
を
知
ら
な
く
て
、
と
嘆
き
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
山
吹
の
「
黄
」
色
と
山
清
水
の
「
泉
」
と
が
表
す
、
死
者
の
赴

く
「
黄よ

泉み

」
へ
行
こ
う
に
も
道
が
分
ら
ず
、
亡
き
人
に
会
う
手
だ
て

が
な
い
と
い
う
［
中
根
・
一
五
一
］
痛
恨
の
思
い
を
伝
え
る
名
歌
。

「
立
ち
儀よ

そ

ふ
」
と
い
う
表
現
が
、
や
は
り
実
に
素
晴
ら
し
い
と
い

つ
も
思
う
。

『
萬
葉
集
』
で
「
や
ま
ぶ
き
」
の
原
字
は
、
先
刻
の
作
品
及
び
こ

の
歌
の
よ
う
に
「
山
振
」（
他
に
⑧
一
四
三
五
、
一
四
四
四
、
⑩
一
九
〇

七
、
⑪
二
七
八
六
、
⑲
四
一
八
五
［
長
歌
］）
が
七
首
、「
山
吹
」（
⑲
四

一
八
四
、
四
一
八
六
、
四
一
九
七
）
が
三
首
、「
夜
麻
夫
伎
」（
⑰
三
九

六
八
、
⑳
四
三
〇
二
、
四
三
〇
四
）
が
三
首
、
そ
し
て
「
夜
麻
扶
枳
」

（
⑰
三
九
七
一
）、「
夜
麻
夫
枳
」（
⑰
三
九
七
四
）、「
夜
万
夫
吉
」（
⑰

三
九
七
六
）
と
「
也
麻
夫
伎
」（
⑳
四
三
〇
三
）
が
各
々
一
首
ず
つ
の
、

七
通
り
に
表
記
さ
れ
て
い
る
。
表
記
の
違
い
が
、
山
吹
と
作
品
全
体

に
及
ぼ
す
影
響
に
、
思
い
を
致
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

古
典
落
語
の
演
目
に
も
、
あ
の
山
吹
の
挿
話
が
使
わ
れ
る
「
道

灌
」
と
題
す
る
名
作
が
あ
る
の
は
嬉
し
い
。
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
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刊
の
初
代
林
屋
正
蔵
作
、
笑
話
本
「
笑わ
ら
う富
林は
や
し

」
が
原
話
だ
と
い
う

［
興
津
・
二
七
七
―
九
〇
］。
ご
隠
居
さ
ん
の
所
で
、
歌
道
に
暗
か
っ

た
こ
と
を
自
ら
恥
じ
た
と
い
う
道
灌
の
逸
話
を
教
わ
っ
た
八
つ
あ
ん

が
、
早
速
、
雨
具
を
貸
す
の
を
断
る
の
に
、
あ
の
山
吹
の
歌
を
利
用

し
よ
う
と
し
て
惹
き
起
す
、
冒
頭
か
ら
「
笑
い
も
多
い
絶
好
の
前
座

噺
」［
興
津
・
五
〇
五
］。

八
つ
あ
ん
が
大
雨
の
最
中
、
通
り
を
凝
視
め
な
が
ら
、
雨
具
を
借

り
に
く
る
「
道
灌
」
を
手
ぐ
す
ね
引
い
て
待
ち
構
え
て
い
る
と
こ
ろ

へ
よ
う
や
く
や
っ
て
来
た
知
人
は
、
予
期
に
反
し
て
雨
具
は
所
持
し

て
い
て
、
提
灯
を
貸
し
て
く
れ
と
い
う
。「
こ
の
場
ち
が
い
の
道
灌

め
！
」
に
無
理
や
り
と
も
か
く
雨
具
を
貸
せ
と
言
わ
せ
る
や
八
つ
あ

ん
、
ご
隠
居
に
ち
ゃ
ん
と
教
わ
っ
て
き
た
の
に
、
ど
う
い
う
風
の
吹

き
回
し
だ
か
、
あ
の
歌
を

「
七
重
八
重
花
は
咲
け
ど
も
山
伏
の
味
噌
一
樽
に
鍋
と
釜
し
き
」

と
や
る
。
お
前
の
考
え
た
勝
手
道
具
の
都
都
逸
か
？　

と
問
い
返
す

相
手
に
八
つ
あ
ん
、
待
っ
て
ま
し
た
と
ば
か
り
、「
こ
れ
を
知
ら
ね

え
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
よ
っ
ぽ
ど
歌
道
に
暗く

れ

え
な
」、
そ
こ
で
相
手
、

「
あ
あ　

角ヽ
が
暗
え
か
ら
、
ち
ょ
う
ち
ん
を
借
り
に
来
た
」。

八
つ
あ
ん
、
と
ぼ
け
て
い
る
よ
う
だ
が
打
て
ば
響
く
な
か
な
か
高

級
な
？！　

と
ん
ち
ん
か
ん
反
応
で
、
教
養
の
あ
る
？　

ご
隠
居
と
渡

り
合
っ
て
そ
の
都
度
苦
笑
・
爆
笑
を
引
き
出
し
、
山
伏
に
変
え
た
咄

嗟
の
？　

あ
の
狂
歌
？　

な
ど
並
み
で
は
な
い
。
昨
今
の
人
々
に
は

一
度
聴
い
た
だ
け
で
は
十
分
に
面
白
さ
が
分
ら
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
こ
れ
は
「
読
む
」
落
語
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

道
灌
が
十
三
歳
の
時
、
初
陣
に
武
州
小
机
の
城
［
室
町
期
の
山
城
］

を
攻
め
た
際
に
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。

「
小
机
は
ま
づ
手て

習な
ら
いの
は
じ
め
に
て
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
ち
り
〴
〵

に
せ
ん
」

小
机
と
手
習
は
縁
の
あ
る
語
、
手
習
の
最
初
は
い
ろ
は
を
習
う
の

で
、
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
ち
り
と
続
け
、
ち
り
に
散
り
〳
〵
、
敵
を

撃
っ
て
ち
り
ぢ
り
に
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
の
を
掛
け
た
も
の

［
耳
・
二
一
四
―
一
五
］。

誰
も
が
即
座
に
、
久
保
田
万
太
郎
の
有
名
な
句
「
竹
馬
や
い
ろ
は

に
ほ
へ
と
ち
り
〴
〵
に
」（
大
正
十
五
年
）
を
想
起
す
る
だ
ろ
う
。
さ

て
は
、
万
太
郎
先
生
、
あ
の
歌
を
御
存
知
だ
っ
た
！？

道
灌
に
纏
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
は
、
や
は
り
『
江
戸
名
所
図

會
』
巻
五
［
図
会
・
五
、
六
・
一
八
四
―
八
五
］
に
現
れ
る
も
の
も

忘
れ
ら
れ
ま
い
。

道
灌
が
上
洛
時
に
、
後
土
御
門
天
皇
（
ま
た
は
、
後
花
園
天
皇
、

あ
る
い
は
将
軍
足
利
義
政
―
括
弧
内
［
小
川
・
二
・
六
一
］）
か
ら
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下
問
さ
れ
て
答
え
た
詠
と
し
て
、
家
記
・
系
譜
の
類
、
関
八
州
古
戦

録
、
太
田
道
灌
雄
飛
録
な
ど
江
戸
期
道
灌
関
係
書
物
に
は
、
必
ず
い

ず
れ
か
引
用
さ
れ
る
ほ
ど
有
名
［
小
川
・
二
・
六
一
］
で
あ
る
。

武
蔵
野
の
勝
景
を
問
わ
れ
て
道
灌
が

「
露
置
か
ぬ
方
も
あ
り
け
り
夕
立
の
空
よ
り
ひ
ろ
き
む
さ
し
野
の

原
」　

と
答
え
る
と
、
続
い
て
平
生
の
眺
望
を
訊
ね
ら
れ

「
わ
が
庵
は
松
原
つ
ゞ
き
海
近
く
富
士
の
高
根
を
軒
端
に
ぞ
見
る
」

と
応
え
た
。

ま
た
、
あ
る
時
、
角
田
川
の
都
鳥
に
つ
い
て
の
問
い
に
は

「
年
ふ
れ
ど
我
ま
だ
し
ら
ぬ
都
鳥
角
田
河
原
に
宿
は
あ
れ
ど
も
」

と
返
事
を
し
た
、
と
い
う
も
の
。

「
露
置
か
ぬ
」
の
歌
は
、
先
に
触
れ
た
［
耳
・
二
一
五
］
に
も
、

「
太
田
持
資
［
道
灌
の
名
］
始
て
上
京
之
時
詠
歌
の
事
」
と
し
て
出

て
く
る
が
、
こ
の
上
洛
の
挿
話
に
つ
い
て
も
［
小
川
・
二
・
六
二
］

の
検
証
・
考
察
に
よ
れ
ば
、〈
伝
説
〉
の
域
を
出
な
い
よ
う
で
あ
る
。

道
灌
は
武
将
と
し
て
甚
だ
優
秀
だ
っ
た
よ
う
で
、
連
戦
連
勝
で
主

家
の
た
め
に
奔
走
し
た
。
そ
れ
が
却
っ
て
仇
に
な
っ
た
も
の
と
み
え

る
。
道
灌
暗
殺
の
原
因
に
つ
い
て
は
諸
説
紛
紛
の
よ
う
だ
が
、
要
す

る
に
彼
が
有
力
に
な
り
す
ぎ
た
の
だ
。

道
灌
の
臨
終
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
新
渡
戸
稲
造
が
全
十
七
章
か

ら
な
る
英
文
の
名
著
『
武
士
道
』［
新
渡
部
・
一
］
の
第
四
章
「
勇

気　

敢
為
堅
忍
の
精
神
」（C

ourage.  T
he  Spirit  of  D

aring  and 
B
earing

）
で
取
り
上
げ
て
い
て
、
特
に
知
ら
れ
て
い
る
。

道
灌
は
文
明
十
八
年
七
月
二
十
六
日
（
一
四
八
六
年
八
月
二
十
五

日
）、
主
君
扇
谷
定
正
の
糟
屋
館
に
招
か
れ
て
、
浴
室
か
ら
出
た
と

こ
ろ
を
、
刺
客
に
槍
で
貫
か
れ
た
。
暗
殺
者
は
道
灌
の
、
殊
の
他
の

詩
歌
好
み
（poetical  predilection

）
を
知
っ
て
い
た
の
で
槍
で
突

き
刺
し
な
が
ら
、

「
か
か
る
時
さ
こ
そ
命
の
惜
し
か
ら
め
」

“
A
h!  how  in  m

om
ents  like  these

O
ur  heart  doth  grudge  the  light  of  life:”

と
呼
び
掛
け
た
。
す
る
と
喘
ぎ
な
が
ら
も
道
灌
は
、
脇
腹
に
受
け
た

致
命
傷
に
も
聊
か
も
怯
む
こ
と
な
く

「
か
ね
て
無
き
身
と
思
ひ
知
ら
ず
ば
」

“
H
ad  not  in  hours  of  peace,

It  learned  to  lightly  look  on  life.”
と
下
の
句
を
付
け
た
［
新
渡
部
・
一
・
四
二
―
四
三
］。

真
の
勇
者
は
、
死
の
危
機
に
瀕
し
て
も
従
容
と
し
て
詩
歌
を
詠
じ

て
、
平
生
ど
お
り
に
振
舞
え
る
心
の
余
裕
（a  sportive 

elem
ent

―
陽
気
な
要
素
）
を
備
え
て
い
る
一
例
と
し
て
、
新
渡
戸
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は
賞
讃
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
武
士
道
』
の
お
そ
ら
く
最
も
早
い
邦
訳
と
思
わ
れ
る

櫻
井
彥
一
郎
［
鷗
村
］
訳
［
新
渡
戸
・
二
］
で
は
、
道
灌
が
戦
場
で

若
武
者
の
首
級
を
獲
っ
た
際
に
、
こ
れ
を
憫
ん
で
、

「
か
ゝ
る
時
さ
こ
そ
命
の
惜
し
か
ら
め

か
ね
て
無
き
身
と
思
ひ
知
ら
ず
ば
」

と
和
歌
を
詠
じ
て
弔
っ
た
。
が
、
後
に
浴
室
で
謀
殺
さ
れ
た
時
に
は

泰
然
と
し
て
手
ず
か
ら
槍
幹
を
抑
え
て

「
昨
日
ま
で
ま
ゝ
妄
執
を
入
れ
お
き
し

へ
ん
な
し＊

袋
今
や
ぶ
り
け
ん
」

と
狂
歌
を
一
首
吟
じ
て
絶
命
し
た
と
い
う
。
道
灌
も
ま
た
自
ら
「
か

ね
て
無
き
身
と
思
ひ
知
ら
ず
ば
」
だ
っ
た
か
ら
、
臨
終
で
こ
う
い
う

振
舞
い
が
出
来
た
の
だ
ろ
う
、
と
な
っ
て
い
る
［
新
渡
戸
・
二
・
四

二
―
四
三
］。
こ
の
訳
書
の
英
文
テ
ク
ス
ト
が
異
な
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
が
、
私
は
今
、
そ
の
原
文
未
見
な
の
で
、
こ
の
狂
歌
の
英
訳
ぶ

り
は
是
非
と
も
知
り
た
い
。
新
渡
戸
の
英
文
が
甚
だ
立
派
で
、
和
歌

の
英
訳
が
巧
妙
な
だ
け
に
尚
更
の
こ
と
。

＊
「
へ
ん
な
し
」
と
は
、「
何
の
変
哲
も
な
い
」「
つ
ま
ら
な
い
」「
甲
斐

が
な
い
」
の
意
。

「
か
か
る
時
」
の
歌
は
、
道
灌
の
歌
集
と
さ
れ
て
い
る
『
慕
景
集
』

［
新
国
・
四
］
の
二
八
番
歌
に
も
、『
異
本
慕
景
集
』［
新
国
・
八
］

下
の
七
二
番
歌
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
詞
書
付
で
収
録
さ
れ
て
い
て
、
前

者
の
詞
書
は
後
者
の
数
倍
の
長
文
だ
が
、
前
者
は
藤
沢
の
役
で
味
方

の
中
村
重
頼
が
、
後
者
は
小
田
原
の
役
で
名
こ
や
遠
江
道
勝
が
、

各
々
打
ち
取
っ
た
敵
の
首
を
自
分
に
見
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
優
し
い

歌
の
一
つ
も
も
の
し
て
手
向
け
よ
、
こ
の
心
を
詠
め
、
と
言
っ
た
の

で
、
そ
の
首
に
向
け
て
詠
ん
だ
の
だ
、
と
な
っ
て
い
る
。

道
灌
の
辞
世
歌
と
さ
れ
て
い
る
［
小
川
・
二
・
五
六
］
同
じ
歌
が
、

自
分
が
獲
っ
た
首
級
へ
の
と
、
味
方
の
武
士
が
取
っ
た
首
へ
の
手
向

け
歌
だ
と
状
況
が
異
な
り
、
更
に
は
上
句
と
下
句
に
分
け
ら
れ
て
暗

殺
者
と
自
分
と
の
掛
け
合
い
歌
と
も
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
が
真
実

か
、
要
す
る
に
判
ら
な
い
。
伝
説
と
い
う
も
の
の
面
白
さ
で
あ
ろ

う
。
尚
、
道
灌
が
藤
沢
や
小
田
原
で
合
戦
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
お

ら
ず
、
両
詞
書
で
挙
っ
て
い
る
武
人
は
両
名
と
も
未
詳
だ
と
い
う

［
小
川
・
二
・
五
六
］。

掛
け
合
い
と
言
え
ば
、
件
の
新
渡
戸
の
『
武
士
道
』
に
は
、
道
灌

の
故
事
に
続
い
て
、
こ
れ
は
一
層
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
前
七
年
の

役
（
一
〇
五
六
―
六
二
）
の
衣
川
の
戦
い
に
も
触
れ
て
い
る
。

逃
走
す
る
敵
将
安
倍
貞
任
に
、
源
八
幡
太
郎
義
家
（
一
〇
四
一
―

一
一
〇
六
）
が
強
弓
を
引
き
絞
り
な
が
ら
大
音
声
で
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「
衣
の
た
て
は
ほ
こ
ろ
び
に
け
り
」

“
Torn  into  shreds  is  the  w

arp  of  the  cloth ( korom
o)”

と

言
い
か
け
る
と
、
貞
任
は
馬
を
引
き
返
し
て
咄
嗟
に

「
年
を
経
し
糸
の
み
だ
れ
の
苦
し
さ
に
」

“
Since  age  has  w

orn  its  threads  by  use.”

と
前
の
句
を
返
し
詠
っ
た
。
そ
れ
に
大
い
に
感
じ
入
っ
た
義
家
は
、

そ
の
ま
ま
こ
の
敵
将
を
見
逃
し
た
。
貞
任
ほ
ど
の
剛
の
者
に
し
て
初

め
て
、
こ
の
よ
う
な
優
雅
な
対
処
が
で
き
た
の
だ
と
讃
え
て
。

新
渡
戸
は
、
戦
い
は
単
に
野
獣
力
（brute  force

）
の
問
題
で
は

な
く
知
的
な
合
戦
（an  intellectual  engagem

ent

）
だ
と
し
て
、

〈
武
士
道
〉
に
伴
う
〈
尊ノ

ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ

貴
の
責
務
〉
を
説
い
た
の
だ
っ
た
。

　
　

＊

室
町
中
期
の
武
将
・
歌
人
で
、
扇
谷
上
杉
定
正
の
家
宰
を
務
め
、

築
城
・
兵
馬
の
法
に
優
れ
て
江
戸
城
を
始
め
河
越
、
岩
槻
の
諸
城
を

築
き
、
江
戸
城
に
豊
饒
な
文
庫
を
設
け
、
和
歌
を
飛
鳥
井
雅
世
に
学

ん
だ
歌
人
と
し
て
多
く
の
文
人
と
交
流
し
、
最
後
は
主
君
定
正
に
謀

殺
さ
れ
た
太
田
道
灌
に
は
、
数
々
の
説
話
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
伝
説
が

纏
わ
り
残
っ
て
、
人
気
が
高
い
の
も
誠
に
尤
も
で
あ
る
。
特
に
、
政

治
家
と
し
て
の
道
灌
の
評
価
が
、
卓
抜
な
軍
事
上
の
才
を
持
ち
な
が

ら
、
あ
く
ま
で
も
伝
統
的
な
公
方
―
管
領
体
制
の
護
持
に
努
め
て
遂

に
戦
国
大
名
へ
の
脱
皮
を
果
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
落
ち
つ
く
［
小

川
・
二
・
五
四
］
な
ら
、
彼
へ
の
人
々
の
思
い
は
ま
す
ま
す
深
ま
る

こ
と
だ
ろ
う
。
過
渡
期
を
輝
か
せ
成
熟
さ
せ
る
こ
と
に
終
始
し
て
過

渡
期
を
生
き
切
り
、
新
た
な
次
期
の
出
現
を
他
に
委
ね
る
の
は
、
や

は
り
見
事
な
生
き
方
に
違
い
な
い
の
だ
か
ら
。

日
暮
里
駅
の
北
改
札
口
を
出
て
東
口
に
降
り
る
と
、
す
ぐ
目
に
入

る
の
は
駅
前
の
バ
ス
の
待
機
す
る
広
場
で
、
そ
の
バ
ス
停
の
前
に
、

道
灌
の
弓
を
振
り
上
げ
た
騎
馬
像
「
回
天
一
枝
」（
橋
本
活
道
製
作
）

が
、
高
々
堂
々
と
立
っ
て
い
る
の
が
見
上
げ
ら
れ
る
。
荒
川
ラ
イ
オ

ン
ズ
ク
ラ
ブ
五
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）

十
二
月
吉
日
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
台
座
の
パ
ネ
ル
に
は
次

の
説
明
書
が
あ
る
。

道
灌
の
「
山
吹
の
一
枝
」
の
故
事
に
ち
な
ん
で
、
そ
れ
を
契
機
に

文
の
道
に
目
覚
め
た
道
灌
が
、
ま
さ
に
回
天
の
勢
い
で
文
の
道
を

極
め
て
い
っ
た
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
「
回
天
一
枝
」
と
い
う
作

品
名
を
作
者
の
橋
本
氏
と
鈴
木
俊
一
元
知
事
が
こ
の
太
田
道
灌
騎

馬
像
に
命
名
い
た
し
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
下
に
、
山
吹
の
里
の
伝
説
が
記
さ
れ
て
い
る
。

東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
ガ
ラ
ス
棟
に
は
、
入
っ
て
す
ぐ
の
、
地

下
へ
の
降
り
口
の
脇
に
、
騎
射
笠
・
む
か
ば
き
で
弓
を
持
っ
た
狩
に
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出
で
発
つ
姿
の
道
灌
像
（
朝
倉
文
夫
製
作
）
が
あ
り
、
開
都
五
百
年

記
念
、
昭
和
三
十
一
年
［
一
九
五
六
］
四
月
一
日
、
昭
和
三
十
三
年

［
一
九
五
八
］
二
月
除
幕
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
旧

東
京
都
庁
前
に
あ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
銅
像
二
体
は
、
都
内
の
大
き
な
駅
の
近
く
に
あ
っ
て
、

人
々
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
私
も
今
回
、
改
め
て
出
か
け

て
ゆ
き
、
つ
く
づ
く
眺
め
て
き
た
。

そ
れ
で
思
い
立
ち
、
道
灌
の
史
蹟
を
何
か
所
か
訪
ね
回
っ
た
。

毎
年
十
月
の
第
一
土
・
日
曜
日
に
観
光
道
灌
ま
つ
り
を
催
し
て
い

る
と
い
う
神
奈
川
県
伊
勢
原
市
は
上
粕
屋
の
、
曹
洞
宗
蟠
龍
山
公
所

寺
・
洞
昌
院
の
境
内
の
深
閑
と
し
た
一
隅
に
あ
る
「
太
田
道
灌
の

墓
」。
遺
体
が
同
院
裏
手
で
荼
毘
に
附
さ
れ
た
と
い
う
彼
の
墓
に
は
、

宝
篋
印
塔
が
建
立
さ
れ
、
墓
前
左
右
に
は
六
角
錐
の
蓋
を
被
せ
た
松

の
巨
木
の
切
り
株
が
あ
っ
た
。
左
前
方
に
は
、
道
灌
が
生
前
交
流
し

た
心
敬
僧
都
の
五
百
回
忌
記
念
と
し
て
、
彼
の
句
、「
雲
も
な
ほ
さ

だ
め
あ
る
世
の
し
ぐ
れ
哉
」
が
、
川
戸
飛
鴻
の
揮
亳
で
彫
ら
れ
た
黒

い
自
然
石
の
句
碑
が
、
一
九
七
三
年
四
月
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。

同
市
下
糟
屋
の
、
道
灌
が
再
興
し
た
と
い
う
臨
済
宗
建
長
寺
派
寺

院
、
法
雨
山
大
慈
寺
の
、
渋
田
川
沿
い
の
広
場
に
首
塚
と
通
称
さ
れ

る
墓
所
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
宝
篋
印
塔
と
五
輪
塔
か
ら
成
る
石
造

の
供
養
塔
。
小
田
急
線
伊
勢
原
駅
下
車
、
バ
ス
で
の
旅
路
だ
っ
た
。

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
の
、
岩
槻
太
田
氏
の
菩
提
寺
、
曹
洞
宗
の
大

平
山
芳
林
寺
は
、
東
武
野
田
線
岩
槻
駅
東
口
か
ら
約
五
百
米
、
徒
歩

七
分
の
所
、
そ
の
入
口
に
二
〇
〇
七
年
四
月
に
建
て
ら
れ
て
高
々
と

躍
動
す
る
、
冨
田
憲
三
・
山
本
明
良
（
彫
刻
工
房
十
方
舎
）
製
作
の

道
灌
の
騎
馬
武
者
像
、
と
そ
の
背
後
の
一
米
ぐ
ら
い
の
道
灌
の
狩
り

の
姿
の
立
像
、
及
び
境
内
の
奥
に
慎
ま
し
く
建
つ
「
道
灌
堂
」。

埼
玉
県
川
越
市
市
役
所
庁
舎
（
川
越
城
大
手
門
跡
）
の
前
に
一
九

七
二
年
十
月
建
立
の
、
橋
本
次
郎
作
、
狩
人
姿
の
遠
く
を
睨
み
据
え

て
凜
然
た
る
太
田
道
灌
公
銅
像
。

東
京
都
墨
田
区
大
平
一
丁
目
（
錦
糸
町
駅
か
ら
徒
歩
十
五
分
程
）
の
、

日
蓮
宗
平
河
山
法
恩
寺
境
内
に
、
江
戸
築
城
五
百
年
記
念
に
建
て
ら

れ
た
「
道
灌
公
記
念
碑
」
と
そ
の
奥
の
「
太
田
道
灌
公
五
輪
供
養

塔
」。
新
宿
中
央
公
園
内
に
一
九
七
八
年
四
月
に
設
置
さ
れ
た
、
山

本
豊
市
製
作
の
「
久
遠
の
像
」。
道
灌
が
武
蔵
野
の
原
で
狩
り
を
し

た
時
の
伝
説
の
一
情
景
だ
と
い
う
、
立
ち
姿
の
道
灌
と
跪
い
て
盆
の

上
の
山
吹
の
一
枝
を
差
し
出
す
少
女
と
の
一
対
の
像
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
豊
島
区
の
神
田
川
に
架
か
る
「
面
影
橋
」
の
北
詰
に
慎

ま
し
く
も
美
し
く
鎮
座
す
る
「
山
吹
の
里
」
の
石
碑
。
こ
の
橋
は

［
柳
田
・
五
二
八
］
が
、
二
十
四
の
橋
を
取
り
上
げ
た
「
橋
の
名
と
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伝
説
」
で
「
百
数
十
年
来
の
江
戸
郊
外
の
一
名
所
」
だ
と
述
べ
て
い
た
。

爽
や
か
な
秋
の
、
三
日
間
に
わ
た
る
探
訪
だ
っ
た
。

太
田
道
灌
に
つ
い
て
は
、
既
に
何
度
も
言
及
し
た
小
川
剛
生
博
士

の
［
小
川
・
一
］、［
小
川
・
二
］
が
必
読
の
文
献
で
あ
る
。
前
者
に

は
創
見
、
卓
見
、
新
説
が
随
所
に
あ
り
、
貴
重
な
図
版
三
七
枚
入
り

で
、
索
引
完
備
、
参
考
文
献
、
略
年
表
他
、
色
々
と
行
き
届
い
た
、

名
文
の
名
著
で
読
者
は
感
動
す
る
だ
ろ
う
。
後
者
に
は
、
東
京
大
学

総
合
図
書
館
南
葵
文
庫
蔵
『
太
田
道
灌
詠
草
』
を
底
本
と
す
る
「
な

る
べ
く
底
本
の
面
影
を
遺
す
よ
う
に
努
め
」
た
「
太
田
道
灌
自
注
京

進
之
歌
」
の
全
文
翻
刻
が
附
載
さ
れ
て
い
て
、
特
に
貴
重
で
あ
る
。

道
灌
の
子
孫
は
愛め

で
た
い
こ
と
に
、
そ
の
後
も
連
綿
と
続
き
、
十

八
代
目
の
太
田
資
暁
氏
な
る
方
が
健
在
で
あ
る
。
三
年
ほ
ど
前
に
、

認
定
N
P
O
法
人
「
江
戸
城
再
建
を
目
指
す
会
」
会
長
の
氏
の
、

「
江
戸
城
再
建
運
動
に
理
解
を
」
と
訴
え
る
一
文
が
、「
毎
日
新
聞
」

（
二
〇
一
一
年
六
月
二
日
）
の
「
こ
れ
が
言
い
た
い
」
欄
に
掲
載
さ
れ

た
。
一
六
五
七
年
の
明
暦
の
大
火
（
所
謂
、
振
り
袖
火
事
）
で
焼
失

し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
「
家
光
の
建
て
た
寛
永
度
の
天
守
閣
」

を
、
現
在
東
御
苑
に
あ
る
台
座
の
上
に
再
建
し
て
、
世
界
に
誇
れ
る

天
守
閣
を
「
観
光
日
本
」
の
シ
ン
ボ
ル
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
子
孫
の
希
い
と
し
て
は
宜
な
る
か
な
と
、
私
も
記
憶
に
留
め
た

の
で
あ
っ
た
。

　
　

＊

我
が
家
に
も
垣
に
沿
っ
て
山
吹
が
三
本
、
雪
柳
と
交
互
に
植
え
ら

れ
て
い
て
、
春
に
な
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
花
の
黄
と
白
が
競
い
合
っ
て

匂
い
咲
く
。
私
の
口
か
ら
は
自
ず
と
、
遠
い
日
の
、
教
科
書
の
あ
の

一
節
が
、「
道
灌
の
死
後
二
百
余
年
、
云
々
」
と
、
洩
れ
出
て
く
る
。

山
吹
は
英
語
で‘

a  Japanese  rose [ kerria]’

、
雪
柳
は‘

a 
T
hunberg  spirea’

通
称‘

bridal  veil’

（
花
嫁
の
ヴ
ェ
ー
ル
）

で
あ
る
。

少
年
の
日
に
、
私
に
道
灌
を
印
象
づ
け
た
母
は
、
米
寿
を
迎
え
て

五
か
月
後
、
最
後
ま
で
明
晰
な
頭
脳
の
ま
ま
眠
る
よ
う
に
息
を
引
き

取
っ
た
。
今
年
は
そ
れ
か
ら
丁
度
十
年
に
な
る
。

参
照
文
献　

本
稿
で
は
［
略
記
］（
最
後
の
数
字
は
そ
の
頁
表
示
）

［
図
会
・
四
］　
『
江
戸
名
所
図
會　

四
』
斎
藤
幸
雄
著　

新
典
社
、

一
九
八
四
年
一
月

［
図
会
・
五
、
六
］　
『
江
戸
名
所
図
會　

五
、
六
』
斎
藤
幸
雄
著　

新
典
社
、
一
九
八
四
年
一
月

［
新
国
・
一
］　
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
一
巻
勅
撰
集
編　

歌
集
。
角

川
書
店
、
一
九
八
三
年
二
月
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［
新
国
・
二
］　
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
二
巻
私
撰
集
編　

歌
集
。
角

川
書
店
、
一
九
八
四
年
三
月

［
新
国
・
四
］　
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
四
巻
私
家
集
編
Ⅱ
、
定
数
歌

編
、
歌
集
。
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
五
月

［
新
国
・
八
］　
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
八
巻
私
家
集
編
Ⅳ　

歌
集
。

角
川
書
店
、
一
九
九
〇
年
四
月

［
川
口
］　

川
口
久
雄
『
和
漢
朗
詠
集　

全
訳
注
』
講
談
社
学
術
文

庫
、　

一
九
八
二
年
二
月

［
漢
辞
］　

鎌
田
正
・
米
山
寅
太
郎
『
漢
詩
名
句
辞
典
』
大
修
館
書

店
、
一
九
八
〇
年
六
月

［
新
岩
］　

佐
竹
昭
広
・
山
田
英
雄
・
工
藤
力
男
・
大
谷
雅
夫
・
山
崎

福
之　

校
注
『
万
葉
集
』
㈠
～
㈤　

岩
波
文
庫
、
二
〇
一
三
年

一
月
～　

待
望
久
し
か
っ
た
新
校
訂
版
。
第
四
分
冊
ま
で
既
刊

［
中
根
］　

中
根
三
枝
子
『
万
葉
の
贈
る
花
・
伝
え
る
歌
の
本
（
木
の

花
編
）』　

白
墨
舎
、
一
九
九
六
年
十
月

［
興
津
］　

興
津
要
編
『
古
典
落
語
』（
下
）
講
談
社
、
一
九
七
二
年

七
月

［
耳
］　

根
岸
鎮
衛
著
・
長
谷
川
強
校
注
『
耳
囊
』（
上
）（
中
）（
下
）、

の
（
中
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
三
月

［
小
川
・
一
］　

小
川
剛
生
『
武
士
は
な
ぜ
歌
を
詠
む
か　

鎌
倉
将
軍

か
ら
戦
国
大
名
ま
で
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
八
年
七
月

［
小
川
・
二
］　

小
川
剛
生
「
太
田
道
灌
の
伝
記
と
和
歌
」「
文
学
」

第
九
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
八
年
、
五
三
―
六
九
頁

［
新
渡
戸
・
一
］IN

A
ZO
  N
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九
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道
灌
の
史
蹟
の
在
処
と
そ
の
訪
ね
方
に
つ
い
て
御
教
示
下
さ
っ
た
林
洋
平

成
城
大
学
職
員
と
森
田
啓
千
葉
工
業
大
学
教
授
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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