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は
じ
め
に

　

良
寛
さ
ん
（
江
戸
時
代
）
は
、
一
休
さ
ん
（
室
町
時
代
）
と
共
に
よ
く
知
ら
れ

た
お
坊
さ
ん
で
す
。
良
寛
さ
ん
は
優
れ
た
詩
、
歌
、
書
そ
し
て
子
ど
も
と
遊
ん
だ

逸
話
な
ど
で
有
名
で
す
。
江
戸
時
代
の
後
期
の
宝
暦
４
年
（
１
７
５
４
）
か
ら
天

保
２
年
（
１
８
３
１
）
ま
で
生
き
た
越
後
（
新
潟
県
）
の
人
で
す
。
１
５
歳
（
明

和
６
年
・
１
７
６
９
）
の
頃
、
優
れ
た
学
者
で
あ
っ
た
大
森
子
陽
（
お
お
も
り
し

よ
う
）
の
塾
へ
通
い
、
漢
籍
や
作
詩
を
学
び
ま
し
た
。

　

橘
屋
と
い
う
名
主
（
村
長
）
の
長
男
と
し
て
家
を
継
ぐ
は
ず
で
し
た
が
、
２
１

歳
（
安
永
４
年
・
１
７
７
５
）
の
時
に
理
由
不
明
の
家
出
を
し
ま
す
。
橘
屋
は
二

男
の
泰
儀
（
や
す
よ
し
）
が
継
ぎ
ま
し
た
が
、
経
営
が
上
手
く
な
く
村
の
人
々
と

争
い
、
後
に
名
主
の
資
格
を
失
い
、
橘
屋
は
没
落
し
ま
し
た
。

家
出
を
し
た
良
寛
さ
ん
は
、
お
坊
さ
ん
に
な
り
、
国
仙
和
尚
の
下
で
、
２
２

歳
か
ら
備
中
（
岡
山
県
）
玉
島
の
曹
洞
宗
の
円
通
寺
で
修
行
し
、
寛
政
２
年

（
１
７
９
０
）３
６
歳
で
悟
っ
た
こ
と
を
示
す
印
可（
い
ん
か
）の
偈（
げ
）を
受
け
、

諸
国
を
行
脚
（
あ
ん
ぎ
ゃ
）
し
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
仏
教
は
明
か
ら
来
日
し
た
隠
元
豆
で
も
知
ら
れ
て
い
る
隠
元
禅
師

（
１
５
９
２
│
１
６
７
３
・
臨
済
宗
〈
黄
檗
宗
・
お
う
ば
く
し
ゅ
う
〉）
の
影
響
を

受
け
ま
す
。
仏
の
教
え
を
説
い
た
り
仏
を
祭
る
法
会
の
後
に
出
さ
れ
る
普
茶
（
ふ

ち
ゃ
）
か
ら
煎
茶
道
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
黄
檗
宗
は
臨
済
宗
の
流
れ
を
く
む
禅
宗

な
の
で
す
が
、
中
国
の
浄
土
宗
や
密
教
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
禅
は
黙
っ
て

座
禅
を
し
ま
す
が
、
念
仏
も
す
る
禅
と
し
て
知
ら
れ
、
念
仏
を
す
る
浄
土
真
宗
の

さ
か
ん
な
越
後
に
育
っ
た
良
寛
さ
ん
に
は
親
近
感
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
密

教
と
の
縁
も
あ
り
、
４
５
歳
の
寛
政
９
年
（
１
７
９
７
）
に
戻
り
郷
本
（
ご
う
も

と
・
長
岡
市
）
の
庵
に
住
み
、
密
教
の
一
派
で
あ
る
真
言
宗
の
照
明
寺
の
密
蔵
院

に
仮
住
ま
い
す
る
の
も
偶
然
や
地
縁
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
国
上

山
（
く
が
み
や
ま
）
に
あ
る
真
言
宗
・
国
上
寺
（
こ
く
じ
ょ
う
じ
）
の
住
職
の
隠

居
所
だ
っ
た
五
合
庵（
ご
ご
う
あ
ん
）を
借
り
、５
０
歳
の
文
化
元
年（
１
８
０
４
）

か
ら
住
み
ま
し
た
。

良
寛
さ
ん
の
歌
、
自
選
歌
集
・
布
留
散
東
（
ふ
る
さ
と
）
を
読
み
解
く
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（2）佐 々 木　　　　　隆

　

良
寛
さ
ん
は
、
生
涯
、
実
家
に
戻
ら
ず
、
お
寺
の
住
職
に
も
な
ら
ず
、
お
檀
家

も
あ
り
ま
せ
ん
。
曹
洞
宗
の
開
祖
・
道
元
禅
師
に
倣
い
沙
門（
し
ゃ
も
ん
・
求
道
者
）

と
し
て
、
家
々
で
食
べ
物
を
乞
う
托
鉢
を
し
、
い
つ
も
仮
暮
ら
し
の
一
所
不
住

（
い
っ
し
ょ
ふ
じ
ゅ
う
）
を
旨
と
し
て
い
ま
し
た
。
良
寛
さ
ん
は
「
僧
に
あ
ら
ず
、

俗
に
あ
ら
ず
」と
言
わ
れ
た
親
鸞
上
人
に
も
共
感
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

文
化
９
年
（
１
８
１
２
）、
５
８
歳
の
頃
、
詩
集
「
草
堂
集
貫
華
・
そ
う
ど
う

し
ゅ
う
か
ん
げ
」
と
歌
集
「
布
留
散
東（
ふ
る
さ
と
）」
を
編
集
し
ま
す
。
こ
れ
は

自
ら
の
晩
年
を
感
じ
た
良
寛
さ
ん
が
こ
れ
ま
で
の
生
涯
を
省
み
て
、
誰
か
の
た
め

と
言
う
よ
り
は
自
分
自
身
の
た
め
に
作
っ
た
も
の
だ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

文
政
１
０
年
（
１
８
２
７
）
に
貞
心
尼
さ
ん
（
１
７
９
８
│
１
８
７
２
）
と

良
寛
さ
ん
は
出
合
い
、
貞
心
尼
さ
ん
は
す
ぐ
に
弟
子
に
な
り
ま
す
。
天
保
２
年

（
１
８
３
１
）、
良
寛
さ
ん
は
７
８
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
１

。
４
年
後
、
貞
心
尼

さ
ん
に
よ
っ
て
天
保
６
年
（
１
８
３
５
）
に
『
蓮
（
は
ち
す
）
の
露
』
と
い
う
良

寛
さ
ん
と
貞
心
尼
さ
ん
の
師
弟
の
唱
和
が
歌
と
し
て
相
聞
（
恋
愛
）
の
よ
う
に
高

め
ら
れ
た
信
仰
を
語
る
歌
集
が
で
き
ま
し
た
。

　

以
下
、
紹
介
す
る
良
寛
さ
ん
の
歌
は
歌
集
「
布
留
散
東
・
ふ
る
さ
と
」
の
配
列

は
、
無
造
作
に
並
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
時
間
的
な
順
序
に
並
べ
ら
れ
た
だ
け
の

も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
以
下
そ
の
構
成
が
分
か
る
よ
う
に
抜
粋
し
ま
し
た
。
故

郷
か
ら
出
て
修
行
の
旅
が
始
ま
り
、
そ
こ
か
ら
心
の
深
ま
り
、
再
び
故
郷
へ
戻
り

俗
へ
も
戻
り
、
人
々
と
交
わ
り
、
さ
ら
に
、
子
ど
も
と
の
遊
び
の
中
で
融
通
無
碍

な
悟
り
の
境
地
に
達
し
た
所
ま
で
お
話
し
い
た
し
ま
す
。 

ⅰ

１
番　

近
江
路
（
あ
ふ
み
み
ぢ
）
を
す
ぎ
て

ふ
る
さ
と
へ
行
く
人
あ
ら
ば
言（
こ
と
）づ
て
む　

け
ふ
近
江
路
を
我
越
え
に
き
と

訳　

故
郷
へ
行
く
人
が
あ
れ
ば
、
私
は
近
江
路
を
こ
え
て
先
へ
行
っ
た
と
伝
え
て

欲
し
い

解
読

　

歌
の
説
明
と
な
る
詞
書
（
こ
と
ば
が
き
）
の
「
近
江
路
を
す
ぎ
て
」
は
、
歌
の

主
題
を
示
し
、状
況
を
説
明
す
る
も
の
で
す
。こ
の
詞
書
は
、状
況
の
説
明
よ
り
も
、

近
江
路
と
い
う
も
の
へ
の
思
い
と
い
う
主
題
を
示
す
も
の
で
す
。そ
の
思
い
と
は
、

良
寛
さ
ん
の
慕
っ
た
西
行（
歌
人
・
真
言
宗
の
僧
侶
１
１
１
８
│
１
１
９
０
）に「
近

江
路
や
野
路
（
の
じ
）
の
旅
人
い
そ
が
な
む
野
洲
河
原
（
や
す
が
は
ら
）
と
て
遠

か
ら
ぬ
か
は
」（
旅
人
は
な
ぜ
近
江
路
の
野
路
を
急
ぐ
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
や
す

み
で
き
る
野
洲
河
原
が
も
う
す
ぐ
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
）
の
歌
が
あ
り
、
西
行
法
師

が
、
武
士
の
身
分
を
捨
て
、
家
族
を
捨
て
、
出
家
し
、
求
道
者
と
し
て
歩
い
た
近

江
路
を
、
今
私
も
家
を
捨
て
て
同
じ
よ
う
に
求
道
の
旅
を
し
て
い
る
と
い
う
感
動

で
す
。「
言
づ
て
む
」
と
「
い
そ
が
な
む
」
の
「
む
」
に
も
共
通
す
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。

　

後
拾
遺
集
２
０
の
源
兼
澄
２

の
「
古
里
（
ふ
る
さ
と
）
へ
行
く
人
あ
ら
ば
こ
と

づ
て
む　

け
ふ
（
今
日
）
鶯
の
初
音
き
き
つ
と
」（
故
郷
へ
行
く
人
に
春
の
到
来

と
鶯
の
初
音
を
聞
い
て
感
動
し
て
い
る
私
の
こ
と
を
伝
え
て
ほ
し
い
）、
拾
遺
集

３
３
９
の
平
兼
盛
の
「
た
よ
り
あ
ら
ば
い
か
で
都
へ
告
げ
や
ら
む　

今
日
白
河
の

関
は
越
え
ぬ
と
」（
都
へ
便
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
ら
ば
、
私
が
今
日
、

白
河
の
関
を
越
え
た
と
伝
え
た
い
）
な
ど
が
元
に
な
っ
た
歌
で
し
ょ
う
。
春
の
早

い
訪
れ
を
故
郷
へ
の
思
い
と
し
て
伝
え
た
い
源
兼
澄
の
よ
う
に
、
ま
た
都
か
ら
離

れ
た
こ
と
が
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
白
河
の
関
を
越
え
る
感
動
を
平
兼
盛
の
よ

う
に
、
良
寛
さ
ん
も
近
江
路
を
越
え
て
未
知
の
土
地
へ
向
か
う
心
と
遠
く
離
れ
た

故
郷
を
思
う
過
去
へ
向
か
う
心
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
の
歌
に
よ
っ
て
今
こ
こ

に
到
達
し
た
自
分
を
よ
り
深
く
見
つ
め
、
心
の
中
に
詰
ま
っ
た
言
葉
に
な
ら
な
い

矛
盾
す
る
感
情
を
解
放
し
た
の
で
す
。

２

詞
書
に
「
正
月
二
日
に
逢
坂
に
て
鶯
の
声
を
聞
き
て
よ
り
侍
い
け
る
」
と
あ
る
。
こ

の
歌
を
良
寛
が
強
く
意
識
し
て
い
る
な
ら
ば
、
季
節
は
一
年
の
始
ま
り
の
春
で
、
季
節

の
点
で
も
最
初
に
配
列
さ
れ
る
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
。

１

年
代
は
、
田
中
圭
一
氏
の
年
譜
に
従
い
ま
し
た
。
通
説
よ
り
４
年
早
く
生
ま
れ
た
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。



（3） 良寛さんの歌、自選歌集・布留散東（ふるさと）を読み解く

　

近
江
路
を
す
ぎ
て
、
岡
山
県
の
玉
島
（
現
在
・
倉
敷
市
）
の
円
通
寺
へ
、
故
郷

か
ら
離
れ
、
さ
ら
に
未
知
の
世
界
へ
行
く
の
で
す
。「
ふ
る
さ
と
」
は
「
布
留
散

東
・
ふ
る
さ
と
」
と
、
近
江
路
は
「
安
布
美
知
・
あ
ふ
み
ぢ
」
と
万
葉
仮
名
で
書

か
れ
、「
あ
ふ
」
は
、
逢
う
・
会
う
・
合
う
な
ど
の
言
葉
に
当
て
ら
れ
、
人
と
の

出
会
い
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
あ
ふ
み
」
の
「
み
」
は
身
、
自
分
の

こ
と
も
意
味
し
ま
す
。
身
内
の
人
や
知
人
そ
し
て
故
郷
の
人
と
出
会
う
こ
と
、
そ

の
よ
う
な
縁
故
の
あ
る
人
と
の
関
係
か
ら
今
日
す
っ
か
り
離
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
や

っ
て
き
た
。
西
行
の
旅
へ
の
熱
い
思
い
と
旅
の
解
放
感
だ
け
で
な
く
、
家
出
を
し

た
と
は
い
え
故
郷
へ
の
寂
寥
感
と
懐
か
し
い
思
い
が
あ
り
ま
す
。「
行
く
人
あ
ら

ば
」
と
い
う
仮
定
は
、
そ
こ
に
は
誰
も
人
は
い
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
「
行

く
人
」
の
人
と
は
、
万
が
一
に
も
、
こ
の
歌
集
を
読
ん
で
く
れ
る
人
、
私
た
ち
へ

の
呼
び
か
け
な
の
で
す
。
自
分
の
心
を
、
歌
を
読
ん
で
く
れ
る
あ
な
た
へ
伝
え
た

い
と
い
う
。
こ
の
歌
は
そ
の
思
い
を
現
わ
す
歌
集
の
序
と
な
り
、
題
名
に
も
な
っ

て
い
ま
す
。ⅱ

４
番　

高
野
（
た
か
の
）
の
み
寺
に
宿
り
て

津
（
つ
）
の
国
の
高
野
の
奥
の
古
寺
（
ふ
る
て
ら
）
に　

杉
の
し
づ
く
を
聞
き
あ

か
し
つ
つ

訳　

高
野
の
奥
の
古
寺
で
杉
の
梢
か
ら
落
ち
て
く
る
し
ず
く
の
音
を
聞
い
て
夜
を

明
か
し
ま
し
た
。

解
読

　

新
古
今
集
６
２
５
の
西
行
の
歌
に
「
津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
葦
の
枯

葉
に
風
渡
る
な
り
」（
摂
津
の
国
の
難
波
の
春
の
景
色
は
夢
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

今
見
る
景
色
は
枯
れ
た
蘆
の
葉
を
風
が
ゆ
ら
す
ば
か
り
）
が
あ
り
ま
す
。
津
の
国

の
地
名
と
西
行
へ
の
思
い
、
さ
ら
に
高
野
の
名
前
か
ら
「
紀
の
国
」
の
高
野
へ
と

風
景
の
連
想
が
広
が
り
ま
す
。
真
言
宗
の
高
野
山
金
剛
峯
寺
に
縁
の
あ
る
西
行
が

思
い
浮
か
び
、
一
つ
の
歌
に
よ
っ
て
二
つ
の
土
地
が
結
び
付
け
ら
れ
ま
す
。
歌
集

の
配
列
か
ら
、
玉
島
の
円
通
寺
で
の
修
行
を
終
え
、
故
郷
へ
戻
る
途
中
に
い
る
歌

と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

歌
の
構
成
は
、
摂
津
の
国
と
い
う
国
の
大
き
な
枠
組
み
か
ら
、
高
野
の
奥
へ
と

移
り
、
由
緒
の
あ
る
古
寺
の
中
に
い
て
目
覚
め
て
い
る
自
分
へ
、
そ
し
て
、
そ
の

自
分
が
耳
を
傾
け
て
い
る
雫
と
い
う
さ
ら
に
小
さ
な
も
の
の
音
へ
と
意
識
の
焦
点

が
絞
ら
れ
て
行
き
ま
す
。
古
寺
は
荒
れ
た
粗
末
な
寺
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

夜
を
明
か
し
た
の
は
、
雫
の
音
を
聴
い
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
雨
で
は
な

く
、
杉
の
葉
の
先
か
ら
滴
り
落
ち
る
雫
の
小
さ
な
小
さ
な
音
で
す
。
そ
れ
で
山
奥

の
静
け
さ
が
分
か
り
ま
す
。
沈
黙
よ
り
も
さ
ら
に
静
か
な
音
が
聞
こ
え
て
き
た
の

で
す
。
静
け
さ
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
雫
の
し
た
た
る
音
が
し
て
、
そ
れ
が
音
楽
の

よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
雫
の
落
ち
る
の
は
春
か
夏
の
季
節
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

雫
の
音
が
、
一
音
、
一
音
、
一
刹
那
と
い
う
存
在
の
瞬
間
そ
し
て
昔
か
ら
絶
え

間
な
く
続
い
て
き
た
祈
り
の
敬
虔
な
言
葉
（
密
教
で
言
う
真
言
）
の
よ
う
に
感
じ

ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
杉
（
す
ぎ
・
数
起
）
は
「
過
ぎ
」
に
通
じ
ま

す
の
で
、
夢
だ
っ
た
の
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
過
ぎ
に
し
日
々
へ
の
思
い
出
に
涙
の

雫
を
流
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。ⅲ

５
番　

黒
坂
山
（
く
ろ
さ
か
や
ま
）
の
ふ
も
と
に
宿
り
て

あ
し
ひ
き
の
黒
坂
山
の
木
の
間
よ
り　

洩
（
も
）
り
く
る
月
の
影
（
か
げ
）
の
さ

や
け
さ

訳　

黒
坂
山
の
木
々
の
間
か
ら
も
れ
て
く
る
月
の
光
は
な
ん
と
清
ら
か
な
こ
と

か
。

解
読

　

黒
坂
山
は
新
潟
県
長
岡
市
和
島
に
あ
る
山
と
思
わ
れ
ま
す
。「
宿
り
て
」
と
あ

る
の
で
、
長
岡
市
和
島
の
小
黒
家
に
宿
を
借
り
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
長
岡
市
和
島

は
、
故
郷
の
出
雲
崎
よ
り
も
北
に
位
置
し
、
旅
の
続
き
な
ら
ば
実
家
を
す
で
に
通

り
過
ぎ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
あ
し
ひ
き
の
・
阿
之
悲
幾
能
」
は
山
に
掛
る
枕
詞
で
、「
足
引
き
の
」
と
も
書

か
れ
、
山
を
歩
い
た
り
山
に
登
っ
た
り
す
る
と
足
を
引
き
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
来
た

言
葉
で
す
。
故
郷
ま
で
、
よ
う
や
く
足
を
引
き
ず
っ
て
戻
っ
て
き
た
と
い
う
気
持
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ち
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
自
身
の
こ
と
、
実
家
の
こ
と
な
ど
心
に
葛

藤
が
あ
っ
て
、
故
郷
に
そ
の
ま
ま
入
ら
ず
周
囲
で
足
踏
み
を
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
こ
へ
月
の
光
が
旅
と
心
の
疲
れ
を
癒
す
か
の
よ
う
に
照
ら
し
た
の
で
、
心
に
澄

ん
だ
明
る
さ
が
生
ま
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
歌
は
、
古
今
集
１
８
４
秋
の
「
木
の
間
よ
り
洩
り
く
る
月
の
影
み
れ
ば
心

づ
く
し
の
秋
は
き
に
け
り
」
と
新
古
今
集
４
１
３
秋
の
「
秋
風
に
た
な
び
く
雲
の

絶
え
間
よ
り
も
れ
い
づ
る
月
の
か
げ
の
さ
や
け
さ
」を
本
歌
と
し
て
い
ま
す
。「
心

づ
く
し
」
は
真
心
を
込
め
て
何
か
を
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に

心
労
す
る
こ
と
で
す
。
美
的
な
も
の
が
内
面
化
さ
れ
、
心
の
闇
、
黒
坂
山
の
黒
か

ら
闇
の
暗
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
所
へ
月
の
光
が
差
し
込
む
の
で
す
。歌
集
で
は
、

２
番
目
の
歌
か
ら
５
番
目
の
こ
の
歌
ま
で
夜
の
歌
（
闇
）
が
続
き
、
そ
の
闇
へ
と

さ
し
て
く
る
月
の
光
が
「
心
づ
く
し
」
の
優
し
さ
と
し
て
慰
め
、「
さ
や
け
さ
」（
清

け
さ
）
と
し
て
闇
を
浄
化
す
る
と
い
う
素
晴
ら
し
い
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。ⅳ

８
番

い
に
し
へ
を
思
へ
ば
夢
か
う
つ
つ
か
も　

夜
は
時
雨（
し
ぐ
れ
）の
雨
を
聞
き
つ
つ

訳　

昔
の
こ
と
を
思
う
と
、
故
郷
の
こ
と
は
現
実
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
み
ん

な
夢
だ
っ
た
の
か
、
夜
の
時
雨
の
雨
の
音
を
聞
き
な
が
ら
そ
ん
な
こ
と
が
思
わ
れ

て
く
る
。

解
読

　

久
し
ぶ
り
に
戻
っ
た
良
寛
さ
ん
は
す
っ
か
り
昔
と
違
っ
て
荒
れ
て
し
ま
っ
た

「
わ
が
故
郷
」
を
見
て
、
再
び
夜
（
闇
）
に
、
時
雨
の
音
を
聞
き
つ
つ
昔
の
こ
と

を
思
い
出
す
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
い
に
し
へ
」
と
は
今
は
存
在
し

な
い
心
の
中
に
あ
る
故
郷
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。「
夜
は
」
と
は
、
昼
に
見
た

物
に
対
比
し
て
、
夜
は
降
っ
た
り
止
ん
だ
り
す
る
初
冬
に
降
る
時
雨
の
音
を
聞

き
、
見
え
な
い
も
の
を
通
じ
て
昔
を
思
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
聞
き
つ
つ
」

の
「
つ
つ
」
は
継
続
・
反
復
の
意
味
で
、
時
雨
が
繰
り
返
し
降
っ
て
来
る
そ
の
雨

音
の
繰
り
返
す
よ
う
に
、
思
う
こ
と
が
、
問
い
と
な
り
、
答
え
と
な
り
、
ま
た
問

い
に
な
っ
て
行
く
の
で
す
。

　

雨
が
降
っ
た
り
止
ん
だ
り
す
る
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
り
ま
た
沈
ん

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
出
は
波
が
寄
せ
て
は
返
す
よ
う
に
心
の
中
を
去
来
し
て
い

ま
す
。
楽
し
か
っ
た
こ
と
、
悲
し
か
っ
た
こ
と
、
良
か
っ
た
こ
と
も
、
悪
か
っ
た

こ
と
も
回
想
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
対
象
と
な
っ
た
も
の
、
そ
の
原
因
と
な

っ
た
も
の
も
、
今
は
も
う
な
く
な
っ
て
、
思
い
出
だ
け
が
残
っ
て
い
ま
す
。
今
あ

る
こ
と
が
夢
で
、
昔
あ
っ
た
こ
と
が
現
実
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
す

べ
て
が
夢
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。ⅴ
４
番
の
暖
か
い
季
節
の
雫
の
音
と
は
異
な

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

夜
、
目
覚
め
て
、
夢
を
見
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
目
覚
め
て
い
る
夢
を
見
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
、
迷
い
な
の
か
悟
り
な
の
か
、
夢
も
現
実
も
、
迷
い
も
悟
り
も

区
別
な
く
、
時
と
と
も
に
、
雨
が
流
れ
て
行
く
よ
う
に
、
す
べ
て
は
流
れ
去
っ
て

し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
と
、
自
分
の
生
涯
と
は
何
か
、
生
き
て
い
る
こ
と
と
は
何
か
、

何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
禅
の
公
案
（
課
題
）
に
あ
る
父
母
さ
え
生
ま

れ
る
前
の
自
分
と
は
何
か
（
父
母
未
生
以
前
、
本
来
の
面
目
と
い
う
問
い
か
け
の

よ
う
な
も
の
を
）、
夜
の
闇
の
中
で
一
人
思
っ
て
い
る
よ
う
で
す
３

。

１
３
番

賤
（
し
づ
）
が
家
（
や
）
の
垣
根
に
春
の
立
ち
し
よ
り　

若
菜
（
わ
か
な
）
摘
ま

む
と
し
め
ぬ
日
（
ひ
）
は
な
し

訳　

粗
末
な
家
の
垣
根
に
立
春
の
徴
と
な
る
草
の
芽
を
見
て
か
ら
、
若
菜
を
摘
も

う
と
心
に
深
く
思
わ
な
い
日
は
あ
り
ま
せ
ん
。

解
読

　

時
が
た
ち
、
冬
が
終
わ
り
、
よ
う
や
く
春
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
良
寛
さ
ん
の

心
に
も
春
が
や
っ
て
き
た
の
で
す
。
歌
集
の
配
列
は
自
己
の
内
面
に
沈
潜
し
た
と

こ
ろ
か
ら
、
外
の
人
々
へ
と
心
が
開
か
れ
て
行
き
ま
す
。
賤
が
家
と
は
特
別
な
身

３

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
詩
「
生
涯
身
を
立
つ
る
に
懶（
も
の
う
）く
…
夜
雨
、
草
庵
の
裡

（
う
ち
）」
で
聞
い
て
い
た
の
は
時
雨
の
雨
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
筆
者
に
は
春

雨
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
色
々
な
季
節
を
考
え
る
こ
と
で
、
詩
情
が
変
わ
り
ま
す
。
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分
や
財
産
を
持
た
な
い
普
通
の
人
々
の
家
の
こ
と
や
自
分
の
家
の
こ
と
を
謙
遜
し

て
言
い
ま
す
。
こ
こ
は
良
寛
さ
ん
の
五
合
庵
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
賤
が
家

と
言
っ
て
「
わ
が
庵
」
と
言
い
ま
せ
ん
。「
わ
が
庵
」
な
ら
ば
、
侘
び
て
暮
ら
す

良
寛
さ
ん
一
人
の
侘
び
た
暮
ら
し
と
春
と
の
か
か
わ
り
に
限
定
さ
れ
ま
す
が
、
賤

が
家
な
ら
ば
、
同
じ
よ
う
に
賤
が
家
に
住
む
若
菜
を
摘
も
う
と
し
て
い
る
「
ふ
る

さ
と
」
の
人
々
（
衆
生
）
の
心
と
広
く
通
じ
あ
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
観
音
菩
薩

の
「
観
音
」
と
は
、
人
々
の
心
の
中
の
喜
び
悲
し
み
の
声
（
音
）
を
見
る
が
ご
と

く
耳
を
傾
け
聞
き
、
喜
び
の
心
も
悲
し
み
の
心
も
感
じ
る
の
で
す
、
良
寛
さ
ん
も

人
々
と
春
の
喜
び
を
人
々
と
共
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
孤
独
か
ら
解
放
さ
れ
た
の

で
す
。
そ
れ
は
自
利
と
利
他
を
兼
ね
備
え
た
悟
り
へ
の
菩
薩
行
な
の
で
す
。

　

地
面
か
ら
若
菜
が
芽
吹
き
、
賤
が
家
の
垣
根
に
も
春
が
始
ま
り
ま
し
た
。
垣
根

と
は
家
の
囲
い
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
家
の
そ
ば
の
植
物
も
指
し
ま
す
。
西
行

の
「
心
せ
む
賤
が
垣
根
の
梅
は
あ
な
や　

よ
し
な
く
す
ぐ
る　

人
と
ど
め
け
り
」

（
私
の
家
の
垣
根
の
そ
ば
に
梅
の
花
が
咲
い
て
い
る
。
そ
ん
な
人
の
訪
れ
な
い
と

こ
ろ
へ
も
、
花
を
見
る
た
め
に
立
ち
寄
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
）（
山
家
集
上
５
１
）

と
、
賤
が
家
（
我
が
家
）
の
垣
根
に
春
の
梅
の
花
を
認
め
て
、
侘
し
さ
を
慰
め
て

く
れ
る
人
へ
の
理
解
を
共
に
し
ま
す
。

　
「
賤
が
家
の
垣
根
に
春
の
立
ち
し
よ
り
」
に
は
、
雪
国
の
長
い
冬
の
寒
々
と
し

た
風
景
と
春
の
暖
か
な
風
景
と
の
対
比
が
あ
り
ま
す
。
雪
が
解
け
始
め
、
白
い
雪

の
間
に
黒
い
土
が
だ
ん
だ
ん
見
え
て
く
る
だ
け
で
も
喜
び
と
な
る
の
で
す
。
暦
の

上
で
「
春
の
立
つ
」
と
は
立
春
の
こ
と
で
あ
り
、
新
年
の
始
め
で
、
ま
だ
寒
く
雪

が
降
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

万
葉
集
１
４
２
７
「
明
日
よ
り
は
若
菜
つ
ま
む
と
標
（
し
）
め
し
野
に
、
昨
日

も
今
日
も
雪
は
降
り
つ
つ
」（
明
日
か
ら
若
菜
を
つ
も
う
と
標
（
し
る
し
）
し
た

野
に
、
昨
日
も
今
日
も
雪
は
降
り
続
い
て
い
る
）
で
は
、
雪
が
降
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
標
（
し
）
め
し
野
」
の
「
し
め
」
に
は
「
標
（
し
）
め
」
と
「
染
（
し
）
め
」

（
心
に
深
く
思
い
込
む
）
と
が
掛
け
ら
れ
て
、
外
の
風
景
が
内
面
化
さ
れ
て
い
ま

す
。
心
に
か
か
る
意
味
で
「
し
め
ぬ
日
は
な
し
」
と
な
る
の
で
す
。
し
か
し
、「
垣

根
に
春
の
立
ち
し
」
と
、
こ
こ
で
は
暦
の
上
だ
け
で
は
な
く
実
際
に
暖
か
い
春
が

始
ま
っ
て
い
ま
す
。
春
に
な
っ
て
、
人
々
は
宮
中
の
神
事
か
ら
広
ま
っ
た
と
言
わ

れ
る
若
菜
摘
み
と
い
う
雅
な
行
事
を
楽
し
み
に
、
浮
き
浮
き
と
喜
び
に
心
を
と
き

め
か
さ
な
い
日
は
な
い
の
で
す
。ⅵ

１
５
番

こ
の
園
（
そ
の
）
の　

柳
（
や
な
ぎ
）
の
も
と
に　

円
居
（
ま
ろ
い
）
し
て　

遊

ぶ
春
日
（
は
る
ひ
）
は　

楽
し
き
を
づ
め

訳　

こ
の
園
の
柳
の
木
の
下
に
、
皆
が
輪
に
な
っ
て
集
い
、
春
の
日
の
遊
び
と
し

て
、
楽
し
く
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
し
て
い
る
。

解
読

　
「
こ
の
園
」
は
、
家
や
屋
敷
な
ど
の
庭
で
は
な
く
、
野
原
か
田
畑
の
こ
と
で
し

ょ
う
。
岩
波
古
語
辞
典
に
よ
れ
ば
、
園
と
は
「
果
樹
・
野
菜
な
ど
を
植
え
る
庭
園
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
田
畑
の
こ
と
を
雅
に
園
と
表
現
し
た
の
で
す
。
人
々

は
若
菜
を
摘
み
終
わ
り
、
さ
ら
に
く
つ
ろ
ぎ
和
み
遊
び
ま
す
。
散
歩
を
し
た
り
歌

っ
た
り
踊
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。「
柳
」
は
、
万
葉
集
８
２
５
「
梅
の
花
咲
き
た

る
苑
の
青
柳
を
か
づ
ら
に
し
つ
つ
遊
び
暮
ら
さ
な
」（
白
い
梅
の
花
の
咲
い
た
園

の
青
柳
を
髪
飾
り
に
し
て
遊
び
暮
ら
そ
う
よ
）
と
あ
り
、
青
い
芽
を
吹
い
て
き
た

春
の
柳
で
す
。
柳
の
木
は
再
生
力
が
強
く
、枝
を
挿
す
と
根
が
付
き
再
生
し
ま
す
。

冬
枯
れ
で
死
ん
で
い
た
よ
う
な
世
界
が
春
と
な
っ
て
復
活
し
た
こ
と
を
柳
の
芽
吹

き
は
象
徴
し
て
い
る
の
で
す
。「
柳
の
も
と
に
円
居（
ま
ろ
い
）し
て
遊
ぶ
」と「
を

づ
め
」
か
ら
、
一
つ
の
家
族
だ
け
で
は
な
く
周
辺
の
老
若
男
女
ま
で
集
ま
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
は
楽
し
い
宴
で
あ
り
、
柳
の
下
で
春
を
迎
え
た
喜

び
言
祝
（
こ
と
ほ
）
ぎ
、
命
の
延
び
た
こ
と
へ
神
仏
へ
の
感
謝
そ
し
て
豊
か
な
実

り
を
願
う
宗
教
的
な
儀
礼
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

楽
し
き
「
を
づ
め
・
小
集
楽
」（
楽
し
い
歌
舞
の
集
い
）
に
つ
い
て
、
万
葉
集

３
８
０
８
「
住
吉
（
す
み
の
え
）
の
を
づ
め
に
出
で
て　

ま
さ
か
に
も　

己
妻
（
お

の
づ
ま
）
す
ら
を　

鏡
と
見
つ
も
」（
住
吉
（
す
み
の
え
）
の
を
づ
め
（
小
集
楽
）

に
参
加
し
た
ら
、
自
分
の
妻
が
と
り
わ
け
美
し
か
っ
た
の
で
、
思
わ
ず
鏡
を
見
る

よ
う
に
妻
を
見
つ
め
て
し
ま
っ
た
）
と
あ
り
ま
す
。
万
葉
集
を
読
ん
で
い
た
良
寛
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さ
ん
は
た
ぶ
ん
こ
の
歌
の
な
ご
や
か
な
心
を
読
み
取
っ
て
「
を
づ
め
」
の
言
葉
を

引
用
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
歌
は
、
ま
る
で
お
ど
け
て
見
せ
る
寸

劇
の
よ
う
な
祝
祭
的
喜
劇
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
夫
婦
は
こ
の
「
を
づ
め
」
で

出
会
っ
て
結
ば
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
円
居
に
も
、
男
女
が
歌
に
よ
っ
て
求
婚
を
し
あ
う
歌
垣
（
う
た
が
き
）
の

よ
う
な
祭
儀
と
遊
び
の
要
素
も
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
柳
の
木
の
下
で

も
土
地
の
神
あ
る
い
は
春
の
神
を
祭
っ
て
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
歌
の
配
列
は
話
題
が
前
の
女
性
を
中
心
と
し
た
若
菜
摘
み

の
楽
し
み
か
ら
男
性
を
含
む
家
族
の
遊
び
へ
と
変
わ
っ
て
き
ま
す
。ⅶ

１
６
番

梅
の
花
折
り
て
か
ざ
し
て　

い
そ
の
か
み　

古
（
ふ
）
り
に
し
こ
と
を　

し
ぬ
び

つ
る
か
も

訳　

ふ
と
梅
の
花
を
折
っ
て
髪
に
飾
っ
た
ら
、
香
り
か
ら
懐
か
し
い
昔
が
偲
ば
れ

ま
し
た
。

解
読

　

本
歌
は
万
葉
集
８
４
３
「
梅
の
花　

折
り
て
か
ざ
し
つ
つ
諸
人
の
遊
ぶ
を
見
れ

ば
都
し
ぞ
思
う
」（
梅
の
花
を
折
っ
て
髪
に
か
ざ
し
、
人
々
の
遊
ぶ
姿
を
見
る
と
、

都
が
し
の
ば
れ
る
）
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
諸
人
の
遊
ぶ
」
と
前
の
１
５
番
の
「
円

居
し
て
遊
ぶ
」
が
通
じ
、
１
５
番
の
「
こ
の
園
の
柳
の
も
と
に
」
の
「
柳
」
と

１
６
番
の
「
梅
の
花
折
り
て
か
ざ
し
て
」
の
「
梅
」
が
春
を
象
徴
す
る
対
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。
背
後
に
あ
る
本
歌
を
意
識
し
て
配
列
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。

　

別
の
稿
に
は
詞
書
が
あ
り
「
如
月
の
十
日
ば
か
り
に
、
一
人
二
人
伴
ひ
て
真
木

山
に
遊
び
〔
た
〕
り
け
る
、
有
則
（
あ
り
の
り
）
が
も
の
と
の
家
は
跡
か
た
も
な

く
て
梅
の
花
の
盛
り
に
な
む
あ
り
け
れ
ば
詠
め
る
」
と
あ
り
ま
す
４

。
有
則
と
は

真
木
山
（
新
潟
県
燕
市
）
の
原
田
鵲
斎
（
じ
ゃ
く
さ
い
）
の
こ
と
で
大
森
子
陽
の
塾

の
友
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
「
一
人
二
人
」
は
大
人
の
男
性
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

人
が
移
り
、
家
も
跡
形
も
な
く
な
っ
た
の
に
、
花
だ
け
は
昔
と
同
じ
よ
う
に
咲

い
て
い
る
こ
と
か
ら
、劉
廷
芝
の『
白
頭
を
悲
し
む
翁
に
代
わ
り
て
』に
あ
る「
年
々

歳
々
花
相
似
た
り
、
歳
々
年
々
人
同
じ
か
ら
ず
」
と
い
う
時
の
移
ろ
い
と
時
の
無

情
を
悲
し
む
詩
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
原
田
鵲
斎
と
の
思
い

出
の
歌
と
し
て
限
定
す
る
詞
書
を
除
い
て
、
前
の
１
５
番
の
対
と
し
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
れ
は
良
寛
さ
ん
が
こ
の
歌
集
を
編
集
す
る
際
に
万
葉
集
の
編
集
を
思
い

浮
か
べ
て
並
べ
、
性
別
を
超
え
、
個
人
の
思
い
出
を
超
え
た
内
容
に
し
よ
う
と
し

た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
「
い
そ
の
か
み
」（
石
の
上
）
は
「
ふ
る
」（
旧
る
・
降
る
）
に
掛
る
枕
詞
で
、

新
古
今
集
８
８
・
春
「
い
そ
の
か
み
古
き
都
に
来
て
見
れ
ば
昔
か
ざ
し
し
花
咲
き

に
け
り
」（
古
き
都
に
来
て
見
る
と
昔
髪
に
挿
し
た
花
が
今
も
咲
い
て
い
た
）
と

あ
り
ま
す
。
花
な
ど
を
髪
に
飾
る
の
は
、
片
桐
洋
一
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
生
命
力

に
あ
や
か
っ
て
不
老
長
寿
を
寿
（
こ
と
ほ
）
ぐ
た
め
と
言
わ
れ
ま
す
。
梅
の
花
は

花
の
美
し
さ
よ
り
も
そ
の
香
り
を
重
ん
じ
た
の
で
、
髪
に
か
ざ
せ
ば
当
然
、
香
り

が
漂
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
歌
も
「
昔
か
ざ
し
し
」
が
昔
（
奈
良
・
平
安
時
代
）
の

人
が
か
ざ
し
た
と
い
う
意
味
と
、
私
が
昔
（
若
い
頃
）
か
ざ
し
た
と
い
う
意
味
の

両
方
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

良
寛
さ
ん
の
歌
も
「
い
そ
の
か
み　

古
（
ふ
）
り
に
し
こ
と
を
し
ぬ
び
つ
る
か

も
」
の
「
古
り
に
し
こ
と
」
と
は
、
万
葉
集
に
描
か
れ
た
春
の
情
景
に
よ
り
近
づ

け
、
奈
良
の
都
の
春
の
楽
し
み
に
心
も
近
づ
く
よ
う
に
し
た
の
で
す
。

　

若
菜
摘
み
に
外
へ
出
か
け
、
田
園
で
柳
の
木
の
下
に
円
居
し
て
歌
っ
た
り
踊
っ

た
り
し
た
こ
と
、
梅
の
花
を
髪
に
飾
っ
た
そ
の
香
り
か
ら
、
古
代
の
こ
と
が
し
の

ば
れ
、
昔
の
若
い
頃
の
こ
と
も
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も
の
頃
の
こ

と
ま
で
も
蘇
っ
て
き
て
、
次
の
歌
へ
の
前
提
と
な
り
ま
す
。
一
連
の
大
人
の
春
の

遊
び
の
風
景
が
こ
こ
で
終
わ
り
ま
す
。ⅷ

１
７
番
〈
始
ま
り
〉

霞
立
つ
永
き
春
日
（
は
る
ひ
）
に　

子
ど
も
ら
と　

手
ま
り
つ
き
つ
つ　

こ
の
日

４

全
集
３
３
ｐ
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暮
ら
し
つ

訳　

霞
の
立
つ
長
く
な
っ
た
春
の
日
に
、
子
ど
も
た
ち
と
手
ま
り
を
つ
い
て
、
こ

の
日
は
一
日
中
過
ご
し
ま
し
た
。

解
読

　

前
の
大
人
の
歌
が
春
と
い
う
舞
台
を
設
定
し
て
終
わ
り
、
子
ど
も
の
歌
が
そ
の

春
の
舞
台
の
上
で
始
ま
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
始
ま
る
子
ど
も
の
歌
の
配
列
に
も
ま

と
ま
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
漢
詩
の
起
承
転
結
の
構
成
が
利
用
し
て
ま
と
め
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
歌
は
「
起
」
即
ち
「
始
ま
り
」
の
歌
と
な
り
ま
す
。

　
「
霞
立
つ
」
は
春
の
枕
詞
で
す
。
霞
は
春
に
な
り
遠
く
の
山
が
か
す
ん
で
見
え

る
様
子
を
現
わ
し
て
い
ま
す
。「
永
き
・
な
が
き
」
は
、
日
の
短
か
っ
た
冬
が
終

わ
り
、
日
の
長
く
な
っ
た
春
を
表
す
言
葉
で
す
。
ゆ
っ
く
り
と
し
た
時
間
の
流
れ

る
の
ど
か
な
春
の
風
景
と
気
分
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。「
霞
立
つ
永
き
春
日
」
は
、

万
葉
集
８
４
６
「
霞
立
つ
永
き
春
日
を
か
ざ
せ
れ
ど
い
や
な
つ
か
し
き
梅
の
花
か

も
」（
霞
立
つ
永
き
春
の
日
、
髪
に
梅
の
花
を
飾
っ
た
ら
、
と
て
も
な
つ
か
し
い

香
り
が
し
ま
し
た
）
が
本
歌
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
「
い
や
な
つ
か
し
き
」
は

１
６
番
の
「
梅
の
花
折
り
て
か
ざ
し
て
い
そ
の
か
み
古
（
ふ
）
り
に
し
こ
と
を
し

ぬ
び
つ
る
か
も
」
の
「
し
ぬ
び
つ
る
か
も
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
す
。
そ
の
本

歌
、
万
葉
集
８
４
３
で
は
梅
の
花
を
髪
に
か
ざ
し
て
遊
ん
だ
遠
い
都
の
こ
と
を
思

い
出
し
て
い
ま
す
。
万
葉
集
８
４
６
の
「
な
つ
か
し
き
梅
の
花
か
も
」
と
は
末
尾

の
「
か
も
」
ま
で
共
通
し
て
い
ま
す
。
こ
の
部
分
で
は
歌
集
『
ふ
る
さ
と
』
と
万

葉
集
の
配
列
と
が
か
か
わ
り
ま
す
。
前
の
歌
か
ら
こ
の
歌
へ
の
移
行
は
万
葉
集
の

編
集
を
意
識
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
万
葉
集
と
い
う
古
代
的

な
も
の
を
意
識
さ
せ
る
の
は
た
だ
昔
の
古
い
と
言
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
時

間
的
な
変
化
す
る
も
の
を
超
え
た
根
源
的
な
も
の
を
良
寛
さ
ん
が
感
じ
て
い
る
か

ら
で
す
。
そ
れ
を
前
の
大
人
の
歌
そ
し
て
子
ど
も
の
歌
と
い
う
構
成
に
お
い
て
示

そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

春
の
の
ど
か
な
野
遊
び
の
中
で
昔
（
古
り
に
し
こ
と
）
を
思
う
こ
と
が
家
族
や

故
郷
な
ど
の
過
去
へ
と
さ
か
の
ぼ
り
、
さ
ら
に
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
の
頃
そ
し

て
人
間
の
本
来
の
在
り
方
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
世
間
の
計
ら
い
か
ら
離
れ
た

遊
び
に
は
人
間
の
根
源
に
あ
る
童
心
と
か
か
わ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　
「
手
ま
り
つ
き
つ
つ
」
か
ら
、
時
は
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
手
ま
り
の
音
で
刻
ま
れ
、

手
ま
り
唄
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
『
梁
塵
秘
抄
』
の
「
遊
び
せ
ん
と
や
う

ま
れ
け
む
、
戯
れ
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
む
、
遊
ぶ
子
ど
も
の
声
聞
け
ば
、
我
が
身

さ
え
こ
そ
揺
る
が
る
れ
」（
遊
び
を
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
戯
れ

を
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
遊
ん
で
い
る
子
ど
も
の
生
き
生
き
と
し

た
声
を
聞
く
と
、（
大
人
の
）
私
さ
え
も
、
喜
び
に
揺
れ
動
く
よ
う
だ
）
と
い
う

歌
に
通
じ
る
も
の
で
す
。

　
「
子
ど
も
ら
と
」
の
「
と
」
と
い
う
並
立
助
詞
が
加
わ
る
こ
と
で
、
心
が
弾
ん

で
揺
れ
動
き
出
し
、
良
寛
さ
ん
と
子
ど
も
の
間
に
あ
る
大
人
と
子
ど
も
の
心
の
境

が
解
け
て
、
子
ど
も
と
一
緒
に
な
り
、
さ
ら
に
良
寛
さ
ん
と
我
々
の
間
に
あ
る
境

も
な
く
な
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。

　
「
こ
の
日
暮
ら
し
つ
」
の
「
つ
」
は
完
了
で
あ
り
、
こ
の
日
へ
の
集
中
は
、
禅

に
お
け
る
而
今
（
に
こ
ん
）
と
い
う
過
去
や
未
来
へ
の
思
い
煩
い
か
ら
離
れ
、
た

だ
今
こ
こ
に
生
き
る
こ
と
に
通
じ
ま
す
。わ
ず
ら
い
や
こ
わ
ば
り
か
ら
解
放
さ
れ
、

手
ま
り
と
子
ど
も
ら
が
一
つ
に
な
っ
た
遊
戯
三
昧
（
子
ど
も
が
遊
ぶ
よ
う
に
こ
だ

わ
り
の
無
い
自
由
で
自
在
な
）
の
境
地
で
す
。ⅸ

　

こ
れ
は
道
元
禅
師
の
『
正
法
眼
蔵
』
に
あ
る
修
行
者
の
行
う
べ
き
課
題
で
あ
る

「
菩
提
薩
埵
四
摂
法
・
ぼ
だ
い
さ
っ
た
し
ょ
う
ほ
う
」（
布
施
・
愛
語
・
利
行
・
同

事
）
と
い
う
菩
薩
行
の
な
か
の
「
同
事
」
に
当
た
り
ま
す
。
同
事
行
と
は
上
か
ら

施
し
た
り
世
話
を
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
相
手
と
同
じ
立
場
に
立
ち
、
寄
り

添
い
、
喜
び
悲
し
み
に
共
感
す
る
こ
と
の
実
践
で
す
。
喜
び
と
楽
し
み
そ
し
て
悲

し
み
を
子
ど
も
と
共
に
す
る
こ
と
で
す
。
た
だ
の
趣
味
や
暇
つ
ぶ
し
で
遊
ん
で
い

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
に
誰
も
し
な
か
っ
た
子
ど
も
へ
の
同
事
行
を

行
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
宗
教
的
に
も
画
期
的
な
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に

も
聖
書
に
「
心
を
い
れ
か
え
て
幼
子
の
如
く
で
な
け
れ
ば
天
国
へ
行
く
こ
と
は
で

き
な
い
」（
マ
タ
イ
・
１
８
章
３
節
）
と
あ
り
ま
す
が
な
か
な
か
実
行
で
き
な
か

っ
た
こ
と
で
す
。
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良
寛
さ
ん
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
（
１
１
８
１
│
１
２
２
６
）
と

比
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
魚
や
小
鳥
に
さ
え
説
教
を

し
た
と
言
わ
れ
て
も
、
子
ど
も
と
遊
ん
だ
と
言
う
話
は
あ
り
ま
せ
ん
。
カ
ト
リ
ッ

ク
で
は
、
近
代
に
な
っ
て
子
ど
も
と
い
う
も
の
を
認
め
ま
し
た
。
映
画
に
な
っ
た

テ
レ
ー
ズ
（
幼
き
イ
エ
ス
の
テ
レ
ジ
ア
）（
１
８
７
３
│
９
７
）
と
い
う
女
性
の

生
き
方
の
影
響
で
す
。
彼
女
は
大
き
な
偉
大
な
仕
事
で
は
な
く
小
さ
な
自
分
で
も

出
来
る
こ
と
を
謙
虚
に
素
直
に
行
っ
た
人
で
す
。
こ
の
人
の
影
響
で
そ
の
当
時
の

厳
格
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
世
界
に
繊
細
な
優
し
さ
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
５

。

１
８
番
（
展
開
）

こ
の
里
に　
手
ま
り
つ
き
つ
つ　
子
ど
も
ら
と　
遊
ぶ
春
日
は　
暮
れ
ず
と
も
よ
し

訳　

こ
の
里
で
子
ど
も
た
ち
と
手
ま
り
を
つ
い
て
遊
ぶ
、
春
の
日
よ
、
く
れ
な
い

で
お
く
れ
。

解
読

　

前
の
歌
と
「
手
ま
り
つ
き
つ
つ
」
と
「
子
ど
も
ら
と
」
そ
し
て
「
春
日
」
の
言

葉
が
共
通
し
ま
す
。
前
の
歌
を
受
け
て
展
開
す
る
の
で
漢
詩
の
構
成
で
は
「
承
」

に
当
た
り
ま
す
。

　
「
こ
の
里
に
」
の
「
に
」
は
方
向
を
示
す
助
詞
で
、
手
ま
り
を
つ
い
て
い
る
場

所
だ
け
で
な
く
、
良
寛
さ
ん
が
山
か
ら
里
に
下
り
て
き
て
い
る
こ
と
も
示
し
て
い

ま
す
。「
こ
の
里
に
」
と
い
う
場
所
の
設
定
は
前
の
歌
の
「
こ
の
日
」
と
い
う
時

間
の
設
定
に
対
応
し
ま
す
。
子
ど
も
ら
と
遊
び
、
色
糸
で
作
ら
れ
た
美
し
い
手
ま

り
が
光
り
始
め
、
子
ど
も
と
手
ま
り
が
眩
し
い
ほ
ど
に
輝
き
出
し
ま
す
。
こ
の
時

間
と
こ
の
場
所
と
い
う
限
定
の
対
は
、
良
寛
さ
ん
と
子
ど
も
た
ち
と
の
一
期
一
会

の
か
け
が
え
の
な
い
出
会
い
な
の
で
す
。

　

そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
前
述
の
「
菩
提
薩
埵
四
摂
法
」（
布
施
・
愛
語
・

利
行
・
同
事
）
と
い
う
菩
薩
行
を
実
践
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
中
で
も
、「
愛

語
」
に
つ
い
て
は
楷
書
で
書
か
れ
た
良
寛
さ
ん
の
臨
書
が
残
っ
て
い
ま
す
。
道
元

禅
師
は
『
正
法
眼
蔵
随
問
記
』
で
歌
舞
音
曲
な
ど
の
遊
び
ご
と
に
う
つ
つ
を
抜
か

し
て
い
て
は
い
け
な
い
と
戒
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
教
え
に
忠
実
で
あ
っ

た
良
寛
さ
ん
が
歌
や
詩
を
詠
み
そ
れ
を
書
に
表
わ
し
、
子
ど
も
た
ち
と
遊
ん
だ
理

由
が
、「
菩
提
薩
埵
四
摂
法
」
か
ら
分
か
り
ま
す
。「
愛
語
」
に
お
け
る
心
の
こ
も

っ
た
優
し
い
言
葉
を
語
る
こ
と
の
実
践
と
し
て
歌
や
詩
を
詠
ん
だ
の
で
す
。
西
行

な
ら
ば
歌
は
真
言
を
唱
え
る
こ
と
で
し
た
。

　
「
こ
の
里
に
」
は
「
ふ
る
さ
と
は
荒
れ
に
け
り
」（
７
番
・
省
略
）
と
詠
ま
れ
た

場
所
も
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
が
今
こ
こ
で
は
い
つ
も
春
で
あ
る
よ
う

な
老
荘
思
想
的
に
は
桃
源
郷
（
と
う
げ
ん
き
ょ
う
）、
仏
教
的
に
言
え
ば
極
楽
浄

土
の
イ
メ
ー
ジ
に
変
わ
っ
た
の
で
す
。

　
「
遊
ぶ
春
日
」
は
、「
手
ま
り
つ
き
つ
つ
子
ど
も
ら
と
遊
ぶ
」
と
「
遊
ぶ
春
日
は

暮
れ
ず
と
も
よ
し
」
と
両
方
に
か
か
わ
り
ま
す
。
前
の
「
子
ど
も
ら
と
手
ま
り
つ

き
つ
つ
遊
ぶ
」
の
部
分
は
、
子
ど
も
た
ち
と
一
体
に
な
っ
て
我
を
忘
れ
、
時
の
立

つ
の
も
忘
れ
て
遊
ん
で
い
た
忘
我
の
体
験
で
す
。
そ
れ
は
忘
年
の
本
来
の
意
味
で

あ
る
自
分
の
歳
を
忘
れ
る
こ
と
で
す
。
子
ど
も
と
な
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
人
の

子
ど
も
だ
っ
た
時
代
の
共
通
感
覚
が
甦
っ
て
き
ま
す
。
良
寛
さ
ん
だ
け
の
特
別
な

経
験
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
の
部
分
は
そ
れ
を
振
り
返
っ
て
遊
べ
る
よ
う
な
春
の

日
が
い
つ
ま
で
も
続
い
て
欲
し
い
と
願
う
の
で
す
。
永
き
春
日
に
も
、
子
ど
も
た

ち
が
家
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
夕
暮
れ
が
迫
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
も
我
々
に

共
通
す
る
記
憶
で
あ
り
感
覚
で
す
。

　
「
暮
れ
ず
と
も
よ
し
」
の
「
と
も
」
は
、「
暮
れ
る
」
の
否
定
の
「
暮
れ
ず
」
を

強
調
し
て
、
暮
れ
な
い
方
が
良
い
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
、「
と
も
」
に
は
放

任
や
推
量
そ
し
て
意
志
の
意
味
も
あ
り
ま
す
。
暮
れ
そ
う
で
暮
れ
な
い
春
の
夕
暮

れ
曖
昧
な
雰
囲
気
が
示
さ
れ
、「
遊
ぶ
春
日
」
へ
の
暮
れ
て
も
、
暮
れ
な
く
て
も

良
い
と
い
う
執
着
の
な
い
放
下
の
態
度
で
す
。
良
寛
さ
ん
と
子
ど
も
た
ち
と
の
か

け
が
え
の
な
い
至
福
の
時
で
す
。ⅹ
だ
か
ら
、
こ
の
日
が
終
わ
っ
て
も
、
こ
の
里

５

こ
の
テ
レ
ー
ズ
に
影
響
を
受
け
て
名
前
を
付
け
た
の
が
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
で
す
。
ち

な
み
に
、
テ
レ
ー
ズ
も
テ
レ
ジ
ア
も
テ
レ
サ
も
同
じ
名
前
で
す
。
そ
の
名
前
は
さ
ら
に
、

昔
ス
ペ
イ
ン
に
テ
レ
ジ
ア
と
い
う
神
秘
家
に
ち
な
み
ま
す
。
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で
の
出
来
事
は
永
遠
に
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
と
な
る
の
で
す
。
最
後
の
「
よ
し
」

に
は
絶
対
的
な
肯
定
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

１
９
番
（
転
換
）

こ
の
宮
の
も
り
の
木
下
（
こ
し
た
）
に　

子
ど
も
ら
と　

遊
ぶ
春
日
に　

な
り
に

け
ら
し
も

訳　

こ
の
神
社
の
境
内
の
木
の
下
で
子
ど
も
た
ち
と
遊
ぶ
春
と
な
っ
た
の
だ
な

あ
。

解
読

　
「
こ
の
宮
の
も
り
」
の
「
も
り
」
に
は
「
森
」
と
い
う
字
を
当
て
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
原
文
は
「
毛
里
・
も
り
」
と
書
い
て
い
る
の
で
、「
社
」
と
も
す
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。「
も
り
の
木
」
と
結
び
つ
け
れ
ば
森
と
な
り
、「
宮
の
も

り
」
と
結
び
つ
け
れ
ば
社
と
な
り
ま
す
。
当
て
る
文
字
に
よ
っ
て
状
況
や
イ
メ
ー

ジ
が
微
妙
に
違
っ
て
き
ま
す
。
岩
波
古
語
辞
典
に
よ
れ
ば
、「
も
り
「
社
・
森
」、

樹
木
の
茂
っ
た
、神
社
な
ど
神
聖
な
霊
域
。
神
の
降
り
て
く
る
と
こ
ろ
」
と
あ
り
、

森
な
ら
ば
、
常
緑
樹
な
ど
の
木
が
生
え
、
少
し
暗
く
、
少
し
寒
い
感
じ
が
し
ま
す
。

社
な
ら
ば
神
社
の
境
内
の
木
の
下
で
子
ど
も
が
遊
ぶ
姿
や
声
が
し
て
我
々
に
ど
こ

か
で
見
た
懐
か
し
い
風
景
を
思
い
出
さ
せ
ま
す
。

　

１
８
番
は
別
な
稿
に
は
地
蔵
堂
と
歌
の
説
明
と
な
る
詞
書
に
あ
り
、
そ
こ
は
た

だ
の
遊
び
場
で
は
な
く
お
地
蔵
さ
ま
が
子
ど
も
を
見
守
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
次
に
「
こ
の
宮
」
と
あ
り
、「
宮
」
は
神
さ
ま
の
住
む
場

所
と
し
て
、神
さ
ま
が
そ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

無
心
に
遊
ぶ
子
ど
も
が
神
や
仏
の
存
在
に
近
い
こ
と
を
良
寛
さ
ん
は
認
め
て
い
る

の
で
す
。
明
治
に
神
仏
分
離
令
が
出
る
ま
で
は
、
神
仏
習
合
が
一
般
的
な
信
仰
の

形
態
だ
っ
た
の
で
、
良
寛
さ
ん
は
仏
さ
ま
も
神
さ
ま
も
子
ど
も
た
ち
を
同
じ
よ
う

に
見
守
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　
「
こ
の
」と
い
う
言
葉
に
注
目
す
る
と
、１
７
番
の「
こ
の
日
暮
ら
し
つ
」の「
つ
」

は
こ
の
一
日
を
把
握
し
、
こ
の
一
日
を
生
き
切
っ
た
の
で
す
。
１
８
番
の
「
こ
の

里
に
手
ま
り
つ
き
つ
つ
」
の
「
つ
つ
」
は
生
き
生
き
と
し
た
手
ま
り
と
の
か
か
わ

り
が
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
１
９
番
の
「
こ
の
宮
の
も
り
の
木
下
（
こ
し
た
）
に
」

の
「
こ
し
た
に
」
は
樹
下
石
上
（
じ
ゅ
か
せ
き
じ
ょ
う
）
の
言
葉
を
連
想
さ
せ
ま

す
。
こ
れ
は
行
脚
し
修
行
す
る
意
味
で
、
遊
行
す
る
良
寛
さ
ん
の
生
き
方
で
す
。

１
９
番
の
「
子
ど
も
ら
と
遊
ぶ
春
日
」
は
１
８
番
の
歌
と
同
じ
で
す
が
、
１
７
番

と
１
８
番
の
「
手
ま
り
つ
き
つ
つ
」
と
い
う
言
葉
が
な
く
な
り
、
手
ま
り
か
ら
遊

び
に
言
葉
が
代
わ
っ
て
い
ま
す
。遊
び
は
人
の
欲
や
怒
り
や
憎
し
み
を
忘
れ
さ
せ
、

楽
し
ん
で
無
心
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
神
と
遊
び
忘
我
の
状
態
、
仏
と
共
に
涅

槃
（
ね
は
ん
）
の
境
地
に
あ
る
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
子
ど
も
ら
と
遊
ぶ
」
と
「
春
日
」
が
結
び
付
け
ば
、「
子
ど
も
ら
と
遊
ぶ
春
日
」

と
な
り
、「
子
ど
も
ら
と
遊
ぶ
」
と
「
春
日
」
が
一
つ
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
さ

ら
に
「
春
日
」
は
「
春
」
と
「
日
」
が
一
つ
に
な
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
日
は
光

で
あ
り
春
で
す
。
遊
ぶ
こ
と
の
中
で
子
ど
も
た
ち
は
光
と
な
り
、
澄
ん
だ
笑
い
声

は
春
の
よ
う
な
暖
か
さ
へ
変
わ
り
、
そ
こ
は
し
ば
ら
く
の
間
、
日
溜
ま
り
の
よ
う

な
極
楽
浄
土
と
な
る
の
で
す
。ⅺ

２
０
（
結
論
）

ひ
さ
か
た
の　

天
（
あ
ま
）
ぎ
る
雪
と　

見
る
ま
で
に　

降
る
は
桜
の
花
に
ぞ
あ

り
け
る

訳　

空
一
面
に
曇
っ
た
よ
う
に
雪
が
舞
っ
て
き
た
の
か
と
見
え
る
ほ
ど
に
、
舞
い

散
っ
て
く
る
の
は
桜
の
花
な
の
だ
な
あ
。

解
読

　

前
の
「
遊
ぶ
春
日
に
な
り
に
け
ら
し
も
」
と
春
に
な
っ
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る

と
、
一
瞬
、
雪
か
と
思
わ
せ
る
桜
の
花
が
散
り
始
め
、
春
の
美
し
い
終
わ
り
が
告

げ
ら
れ
ま
す
。

　
「
ひ
さ
か
た
の
天
（
あ
ま
）
ぎ
る
雪
」
に
は
、
古
今
集
３
３
４
冬
の
「
梅
の
花

そ
れ
と
も
見
え
ず
久
方
の
天
霧
（
あ
ま
ぎ
）
る
雪
に
な
べ
て
降
れ
れ
ば
」（
梅
の

花
に
空
に
霧
が
か
か
っ
た
よ
う
に
雪
が
降
っ
て
き
て
、
雪
と
花
の
区
別
が
つ
か
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
）
が
本
歌
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
雪
月
花
の
美
し
い
組
み
合
わ

せ
の
雪
と
花
を
意
識
さ
せ
る
も
の
で
す
が
、
さ
ら
に
、
万
葉
集
の
２
３
４
４
「
梅
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の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
降
る
雪
の
い
ち
し
ろ
け
ぬ
な
間
使
（
ま
づ
か
）
ひ
や
ら
ば
」

（
梅
の
花
が
見
分
け
の
つ
か
ぬ
ほ
ど
降
る
雪
の
よ
う
に
し
き
り
に
、
恋
人
の
所
へ

使
い
を
や
れ
ば
）
と
２
３
４
５
「
天
霧
（
あ
ま
ぎ
）
ら
ひ
降
り
来
る
雪
の
消
（
け
）

な
め
ど
も　

君
に
逢
（
あ
）
は
む
と
な
が
ら
へ
渡
る
」（
空
が
曇
っ
て
降
っ
て
く

る
雪
が
消
え
て
し
ま
っ
て
も
、
私
は
あ
な
た
に
い
つ
ま
で
も
逢
い
た
く
て
長
く
生

き
て
い
ま
す
）
と
い
う
隣
り
合
っ
た
相
聞
の
恋
の
歌
と
も
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。
良
寛
さ
ん
が
雪
と
見
誤
る
ば
か
り
に
激
し
く
降
る
桜
の
花
に
、
恋
心
の
よ
う

な
胸
騒
き
を
覚
え
る
の
は
花
の
歌
人
西
行
の
影
響
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ

と
共
に
小
さ
な
女
の
子
た
ち
が
た
ち
ま
ち
成
長
し
、
恋
を
す
る
妙
齢
の
美
し
い
女

性
へ
と
変
わ
り
、
貧
し
さ
と
、
働
く
た
め
に
故
郷
を
去
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
よ
う
で
す
。
良
寛
さ
ん
の
手
ま
り
遊
び
は
、
こ
の
少
女
た
ち
の
た
め
に
せ

め
て
も
の
故
郷
（
ふ
る
さ
と
）
の
良
い
思
い
出
に
と
異
郷
の
寂
し
さ
を
知
っ
て
い

る
良
寛
さ
ん
な
ら
で
は
の
お
餞
別
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
ひ
さ
か
た
の
天
」
と
、
こ
れ
ま
で
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
の
背
丈
に
合
わ
せ
、

下
を
向
い
て
い
た
視
線
が
こ
こ
で
急
に
上
を
向
く
の
で
す
。
視
線
の
変
化
は
永
遠

な
る
も
の
か
ら
「
ひ
さ
か
た
の
天
ぎ
る
雪
」
の
よ
う
な
青
空
の
中
を
は
か
な
く
散

っ
て
行
く
白
い
桜
の
花
び
ら
の
雪
の
よ
う
な
姿
を
見
せ
て
、
天
気
の
よ
う
に
変
わ

り
や
す
い
こ
の
世
の
無
常
迅
速
を
教
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
歌
で
、
子
ど
も
た
ち
が
遊
ん
で
い
る
舞
台
へ
白
い
桜
の
幕
が
降
り
、
手
ま

り
も
子
ど
も
た
ち
の
姿
も
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
歌
集
の
編
集
は
、
季
節
の
場
面

を
変
え
、
再
び
大
人
の
世
界
へ
戻
り
ま
す
。
子
ど
も
は
時
間
の
推
移
を
あ
ま
り
感

じ
ま
せ
ん
が
、
大
人
に
な
る
と
時
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
す
。ⅻ

　

こ
の
歌
集
の
紹
介
し
た
部
分
は
、
構
成
や
表
現
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
り
ま
す
が
、

真
理
を
牛
に
譬
え
、
牛
を
探
し
、
牛
を
追
い
か
け
る
こ
と
を
仏
道
を
求
め
る
こ
と

に
牛
の
発
見
を
禅
の
悟
と
し
て
、
そ
の
過
程
を
旅
に
、
そ
し
て
故
郷
へ
帰
り
、
自

然
を
歌
い
、
子
ど
も
た
ち
と
遊
ぶ
こ
と
を
遊
戯
三
昧
に
譬
え
る
『
十
牛
図
』
の
境

地
の
説
明
に
通
じ
る
求
道
者
（
沙
門
）
と
し
て
の
良
寛
さ
ん
が
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
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。

 

ⅱ 

『
良
寛
』
ｐ
３

 

ⅲ 

『
良
寛
』
ｐ
９

 

ⅳ 

『
良
寛
』
ｐ
１
０

　

ⅴ 

『
良
寛
』
ｐ
１
７

 

ⅵ 

『
良
寛
』
ｐ
２
６ 

漢
詩
の
起
承
転
結
の
構
成
か
ら
は
承
に
あ
た
り
ま
す
。
起
に

当
た
る
歌
は
省
略
し
ま
し
た
。

 

ⅶ 

『
良
寛
』
ｐ
３
０ 

こ
れ
は
構
成
か
ら
は
転
に
あ
た
り
ま
す
。

 

ⅷ 

『
良
寛
』
ｐ
３
２ 

こ
れ
は
結
と
な
り
、
歌
の
連
な
り
が
区
切
れ
ま
す
。

 

ⅸ 

『
良
寛
』
ｐ
３
５

　

ⅹ 

『
良
寛
』
ｐ
３
７

 

ⅺ 

『
良
寛
』
ｐ
３
９

 

ⅻ 

『
良
寛
』
ｐ
４
０ 

子
ど
も
の
歌
が
非
常
に
有
名
な
の
に
、
こ
こ
に
は
三
首
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
は
か
な
い
命
の
表
現
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。




