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津

産

庵

三万』
H岡

ヨミ
Iゴ

JJJ 

主ヨa
Lt  

/,J、

松

一
ニ
観
荷
堂
ト
競
ス
。
卒
氏
、
通
稽
ハ
帯
刀
、
尾
州
ノ
人
ナ
リ
。
古
風
ヲ
唱
ヘ
テ
一
家
ヲ
成
ス
。

門
人
一
一
名
ア
ル
士
多
其
皐
ヲ
侍
フ
者
数
人
ア
リ
。
享
和
三
年
（
買
は
元
年
）
七
月
十
一
日
、
歳
七
十
九
一
一
テ
残
ス

L
（
「
績
諸
家
人
物
誌
」
、
交
政
十
三
年
刊
）

「
小
津
麗
庵
、
名
ハ
玄
中
（E
し
く
は
玄
仲
、
又
は
玄
沖
）
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「
小
浬
玄
中
ハ
姓
ハ
一
中
氏
ニ
シ
テ
、
家
ノ
挽
ヲ
麗
庵
、
叉
翻
荷
堂
ト
呼
ピ
、
通
稽
ヲ
ハ
帯
万
ト
云
リ
。
尾
張
ノ
人
ナ
リ
。
元
竹
腰
家
ノ
臣
ニ
テ
ア
リ
シ
人
ノ

子
ナ
リ
ト
ゾ
。
故
ア
リ
テ
幼
キ
時
ヨ
リ
大
坂
一
一
ス
ミ
、
年
タ
ケ
テ
ハ
京
師
ニ
ウ
ツ
リ
テ
、
某
ノ
公
一
一
仕
マ
ツ
レ
リ
。
年
三
十
五
ノ
ヲ
リ
任
ヲ
辞
シ
、
洛
東
岡
崎

ニ
居
ヲ
シ
メ
、
母
ヲ
尾
張
ヨ
リ
迎
へ
テ
、
物
カ
ク
業
ヲ
管
ミ
ト
シ
テ
世
ヲ
迭
ラ
レ
ケ
リ
。
：
：
：
冷
泉
箆
村
卿
ノ
門
人
ト
ナ
リ
シ
ガ
、
見
ル
所
ア
リ
テ
歌
ノ
姿
カ
ハ

リ
テ
終
ニ
其
名
世
ニ
轟
キ
ヌ
。
：
：
：
享
和
元
年
七
月
十
一
日
身
マ
カ
リ
ヌ
。
年
七
十
九
、
北
白
川
、
心
性
寺
一
一
葬
ル
。
法
貌
寂
照
院
月
江
産
庵
居
士
ト
イ
フ
。
」

（
「
古
車
小
崎
町
」
安
政
四
年
刊
）

産
庵
の
侍
記
と
し
て
「
績
諸
家
人
物
誌
」
が
最
も
古
く
、
且
、
簡
略
で
あ
る
。
次
い
で
「
績
近
世
叢
一
語
」
（
弘
化
二
年
刊
）
・
「
近
世
三
十
六
家
集
略
停
」

（
嘉
永
二
年
刊
）
・
「
古
皐
小
樽
」
が
出
た
。
「
古
事
小
侍
」
の
内
容
が
最
も
精
し
い
。
問
題
に
な
る
の
は
生
固
に
で
あ
る
が
、
「
績
諸
家
人
物
誌
」
は
「
尾
州

ノ
人
」
と
あ
る
の
み
だ
が
、
「
績
近
世
叢
語L
以
下
は
尾
張
の
人
で
、
竹
腰
家
（
尾
振
藩
の
重
臣
）
の
家
臣
の
出
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
ゐ
る
。
何
を
根
操
と

し
て
生
園
を
尾
張
と
し
た
か
、
臆
測
が
あ
る
の
み
で
、
信
ず
べ
き
資
料
が
無
い
。



然
る
に
蓋
庵
の
歌
集
「
六
帖
詠
草
」
雑
の
部
に
、
「
や
ま
と
の
宇
陀
の
法
正
寺
へ
ま
う
で
け
る
と
き
、

を
残
し
て
ゐ
る
。

た
て
ま
つ
る
歌
井
序
」
と
あ
っ
て
、
衣
の
序
及
び
歌

お
ほ
ぢ
の
君
の
身
ま
か
り
た
ま
ひ
し
頃
は
、
か
ぞ
の
君
は
二
つ
、
ば
か
り
に
や
お
は
し
け
む
。
九
つ
と
き
こ
え
し
と
き
よ
り
、
家
名
た
え
て
、
か
な
た
こ
な
た

の
園
に
さ
す
ら
へ
た
ま
へ
る
ほ
ど
に
、
年
月
を
か
き
ね
て
、
ま
う
で
た
ま
へ
り
し
こ
と
も
な
か
り
け
ん
か
し
。
ま
し
て
、
そ
の
末
の
子
に
う
ま
れ
侍
れ
ば
、

こ
の
園
と
は
き
〉
な
が
ら
、
い
か
な
る
所
、
何
と
い
ふ
御
寺
に
や
、
と
し
頃
な
つ
か
し
み
お
も
ひ
奉
り
し
、
し
る
し
に
や
こ
そ
さ
だ
か
に
を
し
ふ
る
人
の
は

べ
り
て
、
う
れ
し
く
お
も
ひ
た
ま
ふ
る
に
、
こ
ん
と
し
は
も
〉
と
せ
に
あ
た
り
に
ま
へ
り
。
そ
の
こ
ろ
ま
う
で
な
ん
と
は
お
も
へ
ど
、
い
と
か
よ
わ
き
身
の

病
さ
へ
お
ほ
く
、
よ
は
ひ
か
た
ぷ
き
て
、
そ
の
期
ま
ち
つ
け
た
て
ま
つ
ら
ん
こ
と
の
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
ば
、
こ
の
春
ま
う
で
侍
る
に
な
ん

0

・

も
〉
と
せ
の
こ
け
の
古
墳
た
づ
ね
き
て
む
か
へ
ば
袖
に
露
ぞ
み
ピ
る
〉

い
に
し
へ
の
小
津
の
水
の
あ
せ
て
か
く
か
れ
行
末
を
あ
は
れ
と
は
み
よ

我
、
た
に
も
な
か
ら
ん
の
ち
の
ふ
る
っ
か
を
思
へ
ば
け
ふ
に
ま
し
で
か
な
し
き
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こ
れ
は
安
永
四
年
春
、
祖
父
の
百
同
忌
を
一
年
繰
上
げ
て
、
大
和
宇
陀
の
法
正
寺
の
墓
に
・
詣
で
供
養
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
序
及
び
歌
に
よ
り
、

祖
父
の
墓
が
法
正
寺
に
あ
る
こ
と
、
父
が
幼
少
の
時
に
祖
父
は
残
し
、
家
名
が
紹
え
、
諸
国
を
流
浪
し
た
こ
と
が
訣
る
。
こ
の
外
に
も
草
庵
の
書
残
し
た
も
の

に
は
尾
張
と
の
関
係
は
何
も
出
て
来
、
ず
、
彼
自
身
記
録
し
た
歌
文
に
大
和
と
の
閥
係
を
語
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
生
固
に
つ
い
て
、
此
の
様
な
疑
問
が
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
色
々
臆
測
が
な
さ
れ
た
が
、
近
年
高
漬
二
郎
・
中
野
武
氏
等
の
多
年
に
亙
る
苦
心
の
調
査
考
詮
に
よ
っ
て
、
生
園
そ
の
他
に
閲
す
る
多
く
の
疑
問

、
が
解
明
さ
れ
た
。
（
高
潰
二
郎
氏
著
「
小
津
産
庵
年
譜
」
・
中
野
武
氏
著
「
小
樽
置
庵
L
及
び
「
小
津
麗
庵
そ
の
後
の
研
究
」
）

高
潰
氏
の
法
正
寺
に
於
け
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
祖
父
は
大
和
宇
陀
郡
松
山
藩
織
田
氏
の
家
臣
で
小
津
十
郎
兵
衛
と
稽
し
た
こ
と
が
訣
る
。
叉
父
は
小
津
喜
八

郎
賞
郡
（
又
は
宜
邦
）
と
一
百
ひ
大
坂
上
本
町
八
丁
目
念
悌
寺
に
そ
の
墓
碑
が
害
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
向
、
中
野
武
氏
は
、
京
都
綾
小
路
通
り
大
宮
西

入
ル
坊
門
町
に
あ
る
、
産
庵
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
聖
徳
寺
に
於
て
、
麓
庵
の
母
、
由
佐
の
墓
碑
を
護
見
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
側
面
に
雨
親
の
生
園
が
録
し
で
あ

っ
た
。
ハχ
賓
邦
は
築
薫
と
挽
し
、
和
州
宇
陀
に
生
れ
、
後
播
州
大
坂
に
住
し
、
害
時
七
十
二
、
延
享
甲
子
三
月
二
十
四
日
に
卒
し
、
大
坂
念
悌
寺
に
葬
ら
れ
た
、



と
あ
る
。
母
由
佐
は
姓
は
曾
和
、
揺
州
大
坂
に
生
れ
、
小
浬
楽
薫
に
闘
し
、
書
八
十
七
、
明
和
己
丑
十
月
四
日
卒
し
、
聖
徳
寺
に
葬
ら
れ
た
こ
と
が
訣
っ
た

c

こ
れ
に
よ
っ
て
、
父
は
和
州
宇
陀
に
生
れ
、
「
六
帖
詠
草
」
に
あ
る
通
り
家
名
断
紹
し
、
諸
国
を
流
浪
し
た
が
、
後
大
坂
に
住
み
、
妻
を
要
り
、
大
坂
で
残

し
た
こ
と
は
、
恐
ら
く
動
か
し
難
い
事
買
で
あ
ら
う
。
小
津
氏
の
家
名
が
断
紹
し
た
理
由
の
詳
細
は
訣
ら
ぬ
が
、
山
首
時
松
山
藩
は
士
気
類
鹿
し
、
延
賓
八
年
藩

主
織
田
信
武
が
自
殺
し
、
封
土
は
削
ら
れ
、
丹
波
柏
原
に
国
替
と
な
っ
た
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
小
津
氏
の
家
名
が
紹
え
、
諸
国
を
流
浪
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

麗
庵
は
、
父
五
十
一
歳
の
時
に
大
坂
に
生
れ
、
六
人
の
兄
姉
が
あ
り
末
子
で
あ
っ
た
。
少
年
時
代
は
大
坂
で
育
ち
後
に
京
都
に
上
っ
た
。
し
か
し
、
上
京
し

た
年
月
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
京
の
人
、
本
荘
三
丞
勝
命
の
養
子
と
な
っ
た
。
高
潰
氏
は
、
本
荘
三
丞
は
蓋
庵
の
貫
姉
の
夫
で
、
元
文
五
年
残
し
た
が
、
嗣

が
な
か
っ
た
か
ら
、
末
期
養
子
の
縁
組
を
し
た
の
で
あ
ら
う
か
と
考
へ
て
を
ら
れ
る
。
時
に
麓
庵
十
八
歳
で
あ
っ
た
。
後
に
母
を
大
坂
か
ら
迎
へ
、
賓
暦
七
年
、

奮
姓
小
浬
氏
に
復
し
て
ゐ
る
。
竹
腰
家
の
臣
の
子
と
す
る
一
説
の
根
操
は
前
述
の
や
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、
本
荘
氏
が
尾
張
犬
山
の
竹
腰
氏
の
京
都

留
守
居
役
で
は
な
か
っ
た
ら
う
か
と
一
一
一
口
ふ
設
が
あ
る
。
蓮
庵
が
、
そ
の
生
涯
の
初
期
に
大
坂
で
育
ち
、
十
八
歳
以
前
の
あ
る
時
期

l
l

十
八
歳
に
先
立
つ
僅
か

敷
年
1
1

に
京
都
に
出
て
、
後
に
名
を
成
し
た
と
い
ふ
事
買
は
興
味
あ
る
問
題
で
、
大
坂
に
育
ち
後
年
京
都
に
住
ん
だ
上
田
秋
成
が
あ
る
こ
と
を
考
へ
る
と
、
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こ
の
爾
者
の
類
似
黙
を
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
久
松
潜
一
先
生
は
指
摘
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
出
京
は
麗
庵
の
生
控
を
決
定
づ
け
る
一
つ
の
大
き
な
要
素
で
あ

っ
た
。

麗
庵
は
若
く
し
て
歌
を
皐
ん
だ
と
思
は
れ
る
が
、
初
め
の
師
は
誰
で
あ
っ
た
か
訣
ら
ぬ
。
伴
苦
同
践
・
澄
月
と
は
壮
年
の
頃
か
ら
交
り
が
あ
り
、
終
生
饗
ら
ぬ

友
情
を
持
ち
績
け
、
歌
詠
の
唱
和
・
贈
答
が
多
く
残
っ
て
ゐ
る
。
高
際
・
澄
月
は
共
に
武
者
小
路
家
の
門
人
で
あ
っ
た
。
産
庵
は
冷
泉
局
村
の
門
に
入
っ
た
が

そ
の
時
期
は
明
確
に
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
併
、
歌
道
に
専
念
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
に
は
、
そ
の
動
機
が
考
へ
ら
れ
る
。

賓
暦
七
年
、
四
十
三
歳
の
時
に
鷹
司
家
に
仕
へ
た
。
そ
し
て
、
明
和
二
年
鷹
司
輔
卒
が
、
東
照
宮
百
五
十
年
祭
に
勅
使
と
し
て
下
向
し
た
時
、
そ
の
供
に
加

っ
て
関
東
に
下
っ
た
が
、
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
か
、
踊
路
、
江
戸
に
於
て
俄
か
に
出
仕
を
止
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
「
六
帖
詠
草
」
雑
の
部
に

む
か
し
こ
と
に
あ
た
り
て
よ
り
、
閑
人
と
な
れ
ば
、
残
生
を
こ
〉
ろ
の
ま
、
〉
に
ゃ
し
な
ひ
、
火
に
あ
ひ
て
は
、
う
づ
ま
さ
に
の
が
れ
て
、
幽
閑
を
た
の
し



ぴ
、
病
を
加
え
て
は
、
こ
の
岡
崎
に
来
り
て
、
我
こ
の
め
る
風
景
に
と
め
る
を
お
も
ひ
て

世
の
中
の
う
き
に
あ
は
ず
ば
心
ゆ
く
の
べ
の
い
ほ
り
に
す
ま
ひ
せ
ま
し
ゃ

よ
の
中
の
う
き
は
我
身
の
辛
ぞ
と
も
命
し
な
く
ば
い
か
で
知
ら
ま
し

「
む
か
し
こ
と
に
あ
た
り
て
よ
り
」
は
こ
の
事
件
を
指
す
も
の
と
思
ふ
。
そ
の
後
、
閑
人
と
な
り
、
残
生
を
心
の
ま
え
長
ひ

i
l

郎
、
こ
の
事
件
を
契
機

と
し
て
、
位
俗
の
業
か
ら
離
れ
歌
人
と
し
て
白
遁
の
生
活
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
定
村
の
門
人
と
な
っ
た
の
は
、
此
頃
で
は
な
い
か
。
什
ら
も
歌
人
と
し
て
自

質
し
、
作
歌
に
精
進
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
、
百
庖
に
我
へ
を
乞
ふ
仔
が
、
漸
く
増
え
、
呂
濯
も
理
り
、
高
際
・
泣
月
・
慈
延
と
吐
一
八
に
平
安
和
歌
四

天
王
と
呼
ば
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。

然
る
に
明
和
八
年
以
後
安
永
二
年
の
問
、
印
、
四
十
九
歳
か
ら
五
十
一
哉
の
聞
に
、
同
月
村
か
ら
破
門
さ
れ
る
と
一
一
一
一
口
ふ
事
態
が
起
っ
た
。
そ
の
原
因
は
箆
村

と
散
風
が
相
容
れ
な
く
な
っ
た
事
も
想
像
さ
れ
る
が
、
叉
同
門
の
人
々
の
聞
に
躍
庖
を
快
く
思
は
ぬ
者
が
あ
っ
て
、
中
傷
し
た
こ
と
も
、
事
買
あ
っ
た
ら
し

い
。
そ
し
て
、
師
の
局
村
は
安
永
三
年
に
残
し
て
ゐ
る
か
ら
、
生
前
和
解
す
る
こ
と
な
く
終
っ
た
の
で
あ
る
。
併
、
破
門
さ
れ
て
後
に
、
彼
の
歌
論
。
歌
風
の

-4-

方
向
が
決
定
し
て
行
っ
た
こ
と
が
思
は
れ
る
c

更
に
、
生
活
の
上
、
文
皐
の
上
で
見
逃
す
こ
と
の
出
来
ぬ
事
件
は
天
明
八
年
一
月
三
十
日
の
京
の
大
火
で
あ
る
。
下
立
買
に
あ
っ
た
、
産
庵
の
家
も
土
蔵
一

つ
残
す
の
み
で
焼
失
し
、
一
時
、
下
岡
崎
の
満
願
寺
に
移
っ
た
が
、
門
人
の
世
話
で
、
二
月
十
三
日
太
秦
十
輪
院
の
地
蔵
堂
に
移
っ
た
。
時
に
六
十
六
歳
で
あ

っ
た
。
「
詠
草
し
に
よ
る
と
、
此
雌
は
十
年
程
住
む
人
も
な
く
荒
践
し
、
雨
露
を
避
け
る
ば
か
り
の
一
斑
で
、
初
め
は
従
者
二
三
入
居
た
が
、
寂
し
く
、
も
の
お

そ
ろ
し
げ
な
様
子
に
持
去
り
、
年
老
い
た
姪
一
人
が
薪
炭
の
持
を
と
っ
て
く
れ
た
。
殊
に
久
、
「
の
刺
す
が
如
き
怒
さ
は
老
い
の
身
に
し
み
た
。
天
明
七
年
に
は
都

に
大
飢
鰹
が
あ
り
、
つ
－x
い
て
こ
の
大
火
で
あ
る
。
太
秦
の
生
活
の
困
難
も
想
像
に
躍
く
な
い
。
太
秦
仮
寓
四
年
間
の
生
活
は
、
時
に
都
人
の
訪
れ
も
あ
り
、

寛
政
四
年
春
に
は
、
文
皐
・
雲
術
の
保
護
者
で
あ
っ
た
、
由
民
仁
法
親
王
が
嵯
峨
の
花
見
の
序
に
、
立
寄
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
常
は
孤
濁
・
寂
実
た
る
も

の
で
、
然
も
病
に
目
さ
れ
た
と
も
あ
っ
た
。
併
、
こ
の
生
活
の
中
に
あ
っ
て
、
彼
の
作
品
中
、
一
方
歌
と
見
倣
す
べ
き
も
の
を
生
み
、
叉
歌
論
「
ち
り
ひ
ぢ
」

「
あ
し
か
び
」
「
或
問
」
が
完
成
し
た
こ
と
を
思
へ
ば
、
草
庵
の
生
涯
中
、
大
き
な
意
義
を
持
つ
時
期
で
あ
っ
た
と
一
一
一
一
口
へ
ょ
う
。
そ
し
て
寛
政
四
年
洛
東
岡
崎



の
園
南
亭
に
移
り
、
晩
年
を
過
し
た
。

決
に
、
産
庵
と
他
の
歌
人
と
の
関
係
の
重
な
も
の
に
鰯
れ
て
置
く
。
既
に
述
べ
た
や
う
に
、
件
資
芳
（
古
践
）
と
は
壮
年
時
代
か
ら
親
し
く
交
り
、
終
生
雄
（

ち
ぬ
誼
を
績
け
麗
庵
の
友
と
し
、
最
も
深
い
閲
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
六
帖
詠
草
」
及
び
苔
践
の
「
閑
田
文
草
」
等
に
伺
は
れ
る
。
明
和
五
年
伴
資
芳
が
薙

髪
し
、
高
践
と
名
を
改
め
て
訪
れ
て
来
た
時
の
驚
き
は
「
詠
草
」
雑
の
部
に
見
え
て
ゐ
る
。
生
、
活
の
上
で
相
互
の
影
響
が
考
へ
ら
れ
る
し
、
叉
年
下
の
苦
践
は

歌
論
・
歌
風
に
於
て
産
庵
の
感
化
を
蒙
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。

上
田
秋
成
が
、
弱
含
信
美
に
伴
は
れ
、
岡
崎
園
南
亭
に
訪
れ
た
の
は
寛
政
五
年
の
秋
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
記
事
と
唱
和
の
歌
が
「
詠
草
」
に
あ
り
、
そ
の

後
も
、
秋
成
と
の
来
往
が
績
き
、
唱
和
・
贈
答
の
歌
が
蔑
さ
れ
て
ゐ
る
。
狛
介
な
秋
成
と
麗
庵
と
が
い
父
り
を
深
く
し
た
の
は
興
味
あ
る
問
題
で
、
秋
成
は
「
謄

大
小
心
録
」
で
宣
長
を
罵
倒
し
て
ゐ
る
が
、
麗
庵
の
歌
人
と
し
て
の
慣
値
を
認
め
て
ゐ
る
の
は
、
雨
者
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
想
像
さ
れ
る
。

景
樹
の
養
父
景
柄
と
も
親
交
が
あ
っ
た
。
良
樹
が
景
柄
の
養
子
に
な
っ
た
年
を
寛
政
七
年
と
推
定
す
る
と
、
景
樹
二
十
八
鼠
の
時
で
あ
る
。
栴
月
堂
景
柄
は

二
傑
波
の
地
下
の
宗
匠
と
し
て
一
家
を
成
し
て
ゐ
た
が
、
歌
は
麗
庵
に
及
ぶ
べ
く
も
な
く
、
首
時
の
杏
汲
で
あ
っ
た
。
景
樹
の
歌
に
は
栴
月
堂
譲
り
の
、
二
傑

流
の
弛
緩
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
債
値
あ
る
歌
は
麗
庵
の
影
響
を
受
け
、
濁
自
の
歌
境
を
拓
い
た
も
の
で
あ
る
。
歌
論
も
麗
庵
の
歌
論
に
立
脚
し
「
調
べ
の

説
」
を
展
開
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
円
京
樹
に
興
へ
た
、
そ
の
影
響
の
大
き
か
っ
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
併
、
雨
者
の
交
渉
は
麗
庵
晩
年
の
数
年
の
間
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で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
交
渉
を
語
る
資
料
は
多
い
と
は
言
へ
な
い
。

親
し
き
は
な
き
、
が
あ
ま
た
に
な
り
ぬ
れ
ど
惜
し
と
は
君
を
思
ひ
げ
る
か
な
（
杭
困
一
枝
）

こ
の
歌
は
、
景
樹
が
草
庵
の
死
を
悼
ん
で
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
か
ら
五
日
々
の
受
け
る
印
象
は
死
を
痛
切
に
悲
し
ん
で
ゐ
る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

殊
に
、
下
旬
「
惜
し
と
は
君
を
思
ひ
げ
る
か
な
」
は
、
寧
、
空
々
し
い
感
じ
を
興
へ
る
。
併
、
景
樹
と
し
て
蓋
庵
の
死
を
、
さ
う
し
た
感
情
で
ゐ
ら
れ
た
筈
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
歌
に
歓
黙
が
あ
る
の
で
、
景
樹
は
胸
に
迫
る
痛
切
な
思
ひ
、
感
慨
無
量
と
言
ふ
べ
き
時
に
、
此
の
や
う
な
表
現
を
し
て
了
ふ
癖

が
あ
る
の
だ
。

雨
者
の
関
係
は
「
六
帖
詠
草
」
、
「
桂
園
棄
葉
」
、
景
樹
の
記
し
た
「
神
方
升
子
の
詠
草
の
奥
書
」
、
「
桂
園
一
枝
講
義
」
等
に
よ
っ
て
伺
へ
る
。



己
れ
い
と
若
か
り
し
昔
、
あ
る
元
日
の
あ
し
た
、
燈
遵
に
よ
り
て

年
こ
え
て
今
は
と
た
ゆ
む
ね
ぷ
り
こ
そ
先
づ
怠
の
始
成
け
れ

と
よ
み
捨
し
を
蓋
庵
後
に
聞
き
っ
た
へ
て

た
ゆ
み
ぬ
と
思
ふ
ぞ
や
が
て
行
末
の
身
の
お
こ
た
ら
ぬ
は
じ
め
成
べ
き

と
よ
み
て
贈
ら
れ
た
り
き
。
此
事
を
此
頃
川
崎
吉
一
脂
ぬ
し
聞
出
で
、
書
い
つ
く
れ
よ
と
云
へ
る
に
仕
せ
た
る
な
り
。
き
て
か
く
書
い
つ
く
る
ま
に
／
＼
い
と

は
か
な
く
も
、
な
つ
か
し
き
懐
蓄
の
情
に
た
え
ず

老
ひ
に
け
り
つ
ひ
に
心
の
お
そ
う
ま
に
む
ち
う
た
れ
つ
〉
か
ひ
も
な
く
し
て
（
桂
園
粟
葉
）

叉
、

己
れ
い
と
若
き
時
、
あ
る
夜
小
浬
産
庵
の
許
に
ま
か
り
て
物
語
せ
し
う
ち
、
か
の
翁
日
く
、
そ
な
た
は
才
の
走
り
す
ぐ
る
が
患
な
り
な
ど
、
其
外
も
心
得
申

千
里
を
も
か
け
れ
と
鞭
は
う
ち
な
が
ら
あ
は
れ
と
み
ら
ん
し
こ
の
お
そ
う
ま

と
申
遣
し
た
る
、
か
へ
し
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聞
け
ら
れ
、
翌
日
つ
い
で
あ
り
て

鞭
う
つ
は
海
を
こ
え
よ
と
思
ひ
き
ゃ
あ
な
／
＼
あ
や
ぷ
し
こ
の
は
や
う
ま

と
申
し
来
り
候
。
此
諌
大
に
感
心
い
た
し
候
て
、
其
心
得
も
は
ら
に
候
ひ
し
。
老
ひ
て
見
候
へ
ば
殊
更
添
き
教
誠
に
侍
り
し
。
（
詠
草
奥
書
）

い
づ
れ
も
晩
年
、
藍
庵
を
追
想
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
麗
庵
か
ら
歌
の
上
の
教
誠
を
受
け
て
ゐ
た
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
深
い
追
慕
の
情

を
現
し
て
ゐ
る
。
叉
「
桂
園
一
枝
講
義
し
（
晩
年
景
樹
が
「
桂
国
一
枝
」
の
歌
を
白
註
し
た
も
の
）
に
よ
る
と
、
「
こ
の
里
は
花
ち
り
た
り
と
と
ぷ
蝶
の
い
そ
く

か
た
に
も
風
や
ふ
く
ら
ん
」
と
一
百
ふ
歌
を
詠
ん
だ
時
、
首
座
題
の
他
の
歌
と
共
に
横
山
直
右
衛
門
な
る
者
が
、
理
庵
に
示
し
た
と
こ
ろ
、
甚
だ
春
め
、
此
ゃ
う

に
揃
っ
て
よ
い
の
は
五
六
百
年
も
あ
る
ま
い
、
と
言
っ
た
と
い
ふ
。

向
、
中
野
氏
は
自
筆
本
「
六
帖
詠
草
（
藻
）
」
系
統
の
諸
本
を
渉
減
し
て
次
の
資
料
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。



よ
べ
ゆ
た
に
さ
ぷ
ら
ひ
侍
て
、
御
お
し
へ
と
とY
も
か
ず
／
＼
う
け
給
り
、
い
と
／
＼
か
た
じ
け
な
く
な
む
。
き
れ
ば
か
の
お
こ
た
り
の
心
を
こ
し
て
や
侍

ら
ん君

が
い
さ
め
聞
き
て
か
へ
ら
ひ
ふ
っ
く
ゑ
に
ふ
っ
く
み
て
夜
を
明
し
つ
る
か
な

千
里
を
も
か
け
れ
と
む
ら
は
打
ち
な
が
ら
あ
は
れ
と
み
ら
ん
し
こ
の
お
そ
こ
ま
（
景
樹
）

初
の
う
た
一
首
の
し
た
て
は
、
か
へ
ら
ひ
の
詞
ふ
る
く
い
ひ
た
る

は
、
す
こ
し
っ
か
ひ
、
ざ
ま
た
が
ひ
た
る
様
也
。
其
義
し
ば
ら
く
お
く
。
ふ
づ
く
み
て
は
蚕
の
字
叉
は
啄
瑚
の
字
を
よ
ま
せ
て
い
か
る
こ
と
な
り
。
い
さ

め
ら
れ
て
は
ら
だ
ち
あ
か
し
つ
る
と
あ
る
べ
し
。
後
の
う
た
自
他
わ
か
ち
が
た
し
。
人
の
む
ち
な
れ
ば
、
あ
は
れ
や
と
思
ふ
と
あ
る
べ
し
。
自
ら
の
む

ふ
づ
く
み
て
こ
そ
ょ
を
あ
か
し
つ
れ
と
云
て
、

か
な
と
置
く
べ
き
歌
に
あ
ら
ず
。

ち
な
ら
ば
、
む
ち
は
う
ち
つ
れ
ど
い
か
Y

は
せ
ま
し
、
と
あ
る
べ
し
。
（
藍
庵
）

叉
、

下
の
句
に
て
見
れ
ば
遣
て
ら
せ
る
は
誠
の
火
に
あ
ら
ず
。
さ
る
を
か
く
い
へ
ば
、一
ツ
と
も
し
火
に
て
ら
す
と
み
ゆ
。
く
ら
き
道
て
ら
し
つ
る
哉
と
あ
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い
と
く
ら
き
道
て
ら
せ
れ
ば
と
も
し
火
の
か
げ
ば
か
り
だ
に
う
れ
し
き
も
の
を
（
景
樹
）

ら
ぱ
、
下
の
句
と
別
に
な
り
て
一
意
と
ほ
る
べ
し
。
す
べ
て
買
地
を
ふ
み
て
よ
ま
る
べ
し
。

む
ち
う
つ
は
海
を
こ
担
え
よ
と
思
ひ
き
ゃ
あ
な
／
＼
あ
や
ふ
し
こ
の
早
駒
（
藍
庵
）

こ
れ
に
よ
っ
て
、
前
述
の
藍
庵
の
教
誠
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
Y

精
し
く
訣
る
。
彼
は
景
樹
の
歌
才
を
認
め
、
そ
の
生
長
を
期
待
す
る
と
共
に
、
忌

障
な
く
そ
の
歌
を
批
判
し
、
教
を
垂
れ
て
ゐ
る
。
形
式
的
な
師
弟
関
係
の
有
無
は
問
題
で
は
な
い
。
景
樹
は
栂
月
堂
の
養
子
で
あ
る
か
ら
、
門
人
の
列
に
入
ら

ぬ
は
首
然
で
あ
る
。
形
式
的
師
弟
関
係
は
無
か
っ
た
に
し
て
も
、
彼
の
生
前
、
短
期
間
で
は
あ
る
が
景
樹
は
親
し
く
接
し
、
そ
の
教
へ
が
景
樹
の
若
い
心
に
深

い
感
銘
を
興
へ
た
こ
と
は
充
分
察
せ
ら
れ
る
。

産
庵
に
闘
す
る
逸
話
は
諸
書
に
散
見
し
、
逸
話
に
よ
っ
て
、
彼
の
人
柄
・
性
格
が
色
々
想
像
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
ど
の
程
度
事
買
に
近
い
か
明
ら
か
に
さ
れ
な



い
も
の
が
多
い
。
併
、
馬
琴
の
「
兎
園
曾
集
説
一
の
記
事
は
、
馬
琴
の
出
宰
も
あ
ら
う
が
、
注
目
す
べ
き
黙
を
合
ん
で
ゐ
る
。
蒲
生
有
平
が
、
「
山
陵
志
し
を

表
さ
む
志
を
持
っ
て
京
に
上
っ
た
時
、
産
隠
を
訪
れ
た
が
、
彼
は
万
平
の
志
を
再
び
家
に
泊
め
た
。
あ
る
日
、
万
平
、
等
持
院
の
足
利
崎
県
民
の
墓
を
見
て
、
恨

み
心
頭
に
起
り
、
雪
氏
を
馬
り
杖
を
も
っ
て
思
ひ
の
ま
、
一
地
を
打
ち
叩
き
、
夜
反
け
に
師
宅
し
て
こ
の
由
を
虚
庖
に
語
る
と
、
「
わ
れ
も
ま
た
、
い
ぬ
る
年
、
あ

る
日
霊
山
の
ほ
と
り
へ
遭
遇
し
て
、
長
輔
の
某
所
を
過
り
じ
と
き
、
さ
す
が
桁
恨
な
き
に
あ
ら
ね
ば
、
ゆ
き
ち
得
や
ら
ず
、
に
ら
ま
へ
て
、
長
噺
子
不
滅
の
罪

あ
り
。
和
ぬ
し
み
づ
か
ら
こ
れ
を
知
る
や
、
和
ぬ
じ
間
以
太
悶
の
外
族
と
て
、
位
一
品
く
且
采
地
も
院
か
る
に
、
心
さ
ま
武
士
に
似
ず
、
伏
見
の
一
能
城
に
敵
の
旗
色

を
見
て
鬼
胎
を
抱
き
、
烏
同
一
珂
忠
汁
与
を
渠
殺
し
に
せ
じ
ば
一
人

i
誌
也
。
事
に
ひ
ら
ぎ
罪
J玄
米
り
、
わ
づ
か
に
命
を
助
け
ら
れ
し
を
辛
ひ
に
し
て
、
恥
を
知
ら
ず
、

心
に
も
あ
ら
ぬ
世
捨
人
貌
し
て
、
ゑ
せ
歌
多
く
詠
じ
た
る
、
一
吉
衆
宵
を
引
き
し
よ
り
、
歌
の
し
ら
べ
わ
ろ
く
な
り
て
、
今
に
至
る
ま
で
な
ほ
ら
ぬ
は
、
こ
れ

不
滅
の
罪
に
あ
ら
ず
や
。
日
一
（
罰
か
く
の
如
く
な
ら
ん
と
馬
り
な
が
ら
杖
を
あ
げ
て
、
墓
を
限
り
た
る
一
事
あ
り
け
り
。
：
：
：
」
と
。

「
詠
草
」
に
も
、
君
平
が
訪
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
折
口
信
夫
先
生
は
、
「
近
代
短
歌1一
に
於
て

「
：
：
：
長
捕
に
何
ら
か
の
闘
心
が
此
侍
へ
に
す
ら
見
え
て
居
る
の
は
お
も
し
ろ
い
。
長
怖
を
憎
ん
だ
と
い
ふ
説
明
は
、
馬
琴
の
諜
侍
か
、
曲
解
か
も
知
れ

ぬ
。
車
に
歌
風
の
違
ひ
の
上
か
ら
で
は
、
あ
り
さ
う
で
も
あ
り
、
あ
り
さ
う
で
も
な
く
考
へ
ら
れ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
隠
士
風
の
歌
よ
み
と
し
て
、
長
明
・

産
庵
の
問
、
か
う
し
た
交
渉
の
侍
へ
ら
れ
る
の
は
、
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
」
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産
庵
は
確
か
に
隠
者
風
な
生
活
態
度
を
持
し
、
際
青
風
な
歌
を
詠
ん
で
ゐ
る
。
こ
の
侍
は
、
さ
う
し
た
長
明
に
持
っ
た
彼
の
閥
心
と
、
彼
の
気
質
を
見
せ
て

ゐ
る
黙
で
興
味
、
が
深
い
。

産
庵
の
事
識
は
歌
論
「
布
問
の
中
道
」
に
よ
っ
て
何
へ
る
が
、
彼
が
多
く
の
歌
集
を
類
集
校
合
し
、
中
に
は
今
日
侍
本
の
極
め
て
稀
な
る
も
の
を
含
ん
で
ゐ

る
と
言
ふ
事
買
を
考
へ
る
と
、
そ
の
皐
識
の
深
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
伎
の
漢
阜
の
師
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
管
茶
山
は
、
そ
の
随
筆
「
筆
の
す
き
び
」
で

和
歌
・
漢
皐
共
に
勝
れ
て
ゐ
た
事
を
認
め
て
ゐ
る
。
「
或
問
」
に
「
我
朝
漢
士
高
里
を
へ
だ
て
＼
人
情
一
般
な
る
設
少
々
可
記
之
」
と
言
っ
て
毛
詩
と
高
葉

の
歌
の
心
の
通
ふ
も
の
を
、
合
せ
る
試
み
を
し
て
ゐ
る
。
折
口
先
生
は
こ
れ
に
就
い
て
、
「
串
間
の
限
と
、
詩
の
心
が
相
叶
う
て
ゐ
る
自
在
き
が
流
れ
て
ゐ
る
。

き
う
し
て
、
漢
皐
を
以
て
日
本
を
設
か
う
と
し
て
ゐ
る
や
う
な
、
寧
、
如
何
に
も
海
表
の
串
間
の
方
に
達
し
て
ゐ
た
こ
と
の
思
は
れ
る
小
津
藍
庵
の
詞
で
あ



る
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
歌
皐
と
漢
土
の
皐
が
豊
か
に
調
和
し
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
皐
問
の
鹿
さ
が
あ
っ
た
。
「
たY
こ
と
歌
」
を
唱
へ
な
が
ら
も
、
凡
俗
・
安

易
に
流
れ
な
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
、
根
底
に
事
問
の
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

麗
庵
の
歌
論
書
は
、
「
ふ
り
わ
け
髪
」
・
「
ち
り
ひ
ぢ
」
・
「
あ
し
か
び
」
・
「
或
問
」
が
あ
る
。
「
ふ
り
わ
け
髪
」
は
寛
政
八
年
刑
行
さ
れ
た
。
「
ち
り
ひ
ぢ
」
・

「
あ
し
か
び
」
・
「
或
問
」
は
既
述
の
如
く
太
秦
在
住
、
寛
政
二
年
に
成
り
、
「
布
阿
川
の
中
道
」
と
一
三
口
う
標
題
で
一
つ
に
纏
め
出
版
し
た
の
は
、

寛
政
十
二
年
で

あ
っ
た
。
「
ふ
り
わ
け
髪
し
の
前
半
は
歌
論
で
初
心
者
に
図
解
さ
せ
る
局
、
啓
蒙
的
に
書
い
た
も
の
、
後
半
は
「
詞
の
は
た
ら
き
」
・
「
て
に
を
は
」
等
に
就
い

て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

彼
の
歌
論
と
し
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
は
、
「
布
留
の
中
江
」
で
あ
る
。
先
、
「
ち
り
ひ
ぢ
一
に
於
て
、
歌
に
閲
す
る
、
基
本
的
見
解
を
述
べ
、
歌
を
作

る
者
が
何
慮
に
心
構
を
置
く
か
を
説
い
て
ゐ
る
。
「
う
に
も
と
法
な
し
。
」
「
歌
も
と
師
な
し
。
む
か
し
師
な
き
位
に
よ
き
歌
あ
ま
た
あ
り
。
」
「
そ
の
い
ま
思
ふ

と
こ
ろ
を
、
一
句
に
も
、
一
一
句
に
も
い
ふ
、
こ
れ
歌
な
りOi

－
－
－
彼
の
一
一
一
二
日
二
一
一
二
口
の
心
を
三
十
一
宇
に
の
べ
て
詠
之
、
更
に
別
物
に
あ
ら
ず
。
此
一
言
の
外
更

に
い
ふ
べ
き
こ
と
な
し
。
」
叉
「
：
：
：
き
れ
ば
我
心
に
さ
き
だ
つ
も
の
な
し
。
人
に
な
ら
ひ
て
よ
ま
ず
。
作
例
に
よ
り
て
よ
ま
ず
。
円
．

K無
法
無
師
な
り
。
」
と
。
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こ
れ
は
歌
に
閲
す
る
彼
の
根
本
思
想
を
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
や
う
に
、
歌
は
「
無
法
無
師L
で
あ
り
、
「
我
が
心
に
先
立
つ
も
の
、
な
し
」
と
一
一
一
口
う

提
言
は
、
必
ず
し
も
彼
の
濁
創
で
は
な
く
、
員
淵
の
到
達
し
た
思
想
と
根
底
に
は
通
じ
る
も
の
を
持
っ
て
ゐ
る
。

是
は
第
二
義
な
り
。
」
第
二
義
に
於
て
買
淵
と
著

し
い
相
違
を
生
じ
て
来
る
。
理
府
は
、
日
本
紀
・
高
架
の
歌
は
喜
怒
哀
楽
の
動
く
と
こ
ろ
を
現
す
を
む
ね
と
し
て
、
詞
の
芳
悪
に
よ
ら
な
い
の
が
尊
い
と
し
、

「
し
か
は
あ
れ
ど
、
我
鈍
根
愚
昧
な
れ
ば
、
そ
の
背
人
の
よ
み
お
け
る
あ
と
を
見
て
よ
ま
ぱ
や
と
忠
ふ
。

末
世
の
詞
で
あ
っ
て
も
此
の
心
を
以
て
詠
ず
れ
ば
則
古
風
で
あ
る
。
今
、
寓
葉
を
む
ね
と
す
る
人
は
、
此
の
古
詞
を
知
る
を
要
と
し
て
、
今
の
俗
の
心
を
も
と

め
て
詠
ず
る
が
故
に
、
詞
古
く
と
も
託
す
る
と
こ
ろ
の
古
風
で
は
な
く
、
詞
は
南
葉
で
、
心
は
流
俗
の
新
風
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
員
淵
一

浪
の
寓
葉
ぶ
り
を
非
難
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
彼
は
歌
の
軌
範
を
何
に
求
め
た
か
と
J
J日
へ
ば
、
古
今
集
で
あ
り
、
貫
之
で
あ
っ
た
。
古
今
集
を
尊
ん
だ

理
由
は
彼
が
冷
泉
局
村
の
門
か
ら
出
た
と
一
一
一
口
ふ
だ
け
で
な
く
、
首
時
の
歌
人
が
古
今
集
に
感
じ
て
ゐ
た
権
威
の
根
強
さ
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
の
作
品
か
ら



受
け
る
感
じ
は
貫
之
の
歌
風
よ
り
、
寧
、
よ
み
人
知
ら
ず
の
歌
風
に
、
よ
さ
を
感
じ
て
ゐ
た
ゃ
う
で
あ
る
。
き
う
し
て
、
古
今
集
全
瞳
に
好
き
を
顕
充
し
て
感

じ
、
古
今
集
全
醐
胞
に
樫
戚
を
感
じ
て
来
た
の
だ
と
思
は
れ
る
。
一
方
、
未
だ
勢
力
を
持
っ
て
ゐ
た
、
惇
受
・
口
停
を
尊
ぶ
二
傑
・
冷
泉
の
末
流
を
排
斥
し
た
。

そ
し
て
、
彼
が
生
涯
を
か
け
て
到
達
し
た
歌
論
が
「
た
Y

こ
と
歌
」
の
主
張
で
あ
っ
た
。

「
歌
は
こ
の
く
に
お
の
づ
か
ら
な
る
み
ち
な
れ
ば
、
よ
ま
む
ず
る
や
う
、
か
し
こ
か
ら
ん
と
も
思
は
ず
、
け
だ
か
か
ら
ん
と
も
思
は
ず
、
お
も
し
ろ
か
ら
ん

、
、
、
、
、

と
も
、
や
さ
し
か
ら
ん
と
も
、
め
づ
ら
し
か
ら
ん
と
も
、
す
べ
て
も
と
め
て
忠
は
ず
。
自
然
の
遣
な
る
が
故
に
、
求
む
れ
ば
自
然
を
う
し
な
ふ
。
た
、
浅
い
ま
お

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
へ
る
こ
と
を
、
わ
が
い
は
る
》
詞
も
て
、
こ
と
わ
り
間
ゆ
る
や
う
に
、
い
ひ
い
づ
る
こ
れ
を
う
た
と
は
い
ふ
な
り
。
」

こ
れ
が
、
「
たY
こ
と
歌
L
の
根
本
的
観
念
で
あ
る
。
「t
y

こ
と
歌
」
と
言
ふ
語
は
、
古
今
集
の
序
に
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
序
の
歌
の
六
義

の
第
五
の
解
説
文
全
煙
か
ら
暗
示
を
受
け
、
彼
自
身
の
理
解
に
よ
っ
て
「
た
Y

こ
と
歌
」
の
読
を
展
開
さ
せ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

「
或
問
」
に
、
あ
ま
り
、
た
、
三
あ
り
で
は
面
白
く
な
い
か
ら
、
ひ
と
ふ
し
面
白
き
う
な
心
を
、
こ
の
た
、
三
一
一
口
で
詠
ん
だ
ら
如
何
、
と
の
聞
に
封
し
て- 10-

、
、

「
容
一
五
、
其
心
大
に
あ
や
ま
て
り
：
：
：
わ
が
思
へ
る
こ
と
を
、
い
ひ
い
づ
る
は
内
心
よ
り
い
づ
。
き
る
を
面
白
か
る
べ
き
一
ふ
し
を
い
は
ん
と
云
は
、
人
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
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い
ま
だ
詠
ぜ
、
ざ
る
心
を
も
と
め
て
詠
ぜ
よ
と
い
ふ
教
に
た
が
へ
る
こ
と
な
し
c

：
：
：
今
お
も
へ
る
所t
y
－
一
一
口
に
つ

Y

け
な
ら
ひ
、
諮
問
き
て
も
聞
ゆ
る
や
う
に

修
練
つ
も
り
で
後
は
、
い
か
な
る
事
も
、
詞
心
に
ま
か
せ
て
自
在
な
る
べ
し
。
し
と
言
っ
て
ゐ
る
。

極
力
作
局
を
排
し
、
古
語
に
な
守
つ
ま
ず
、
平
易
な
一
言
葉
を
以
っ
て
、
自
然
に
、
異
買
を
求
め
て
歌
を
詠
ま
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
歌
の
本
質
に
鯛
れ
て
ゐ
る

貼
か
ら
見
て
正
し
い
が
、
今
日
か
ら
考
へ
れ
ば
、
牌
蒙
的
な
歌
論
で
は
あ
る
。
併
、
時
代
を
考
へ
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
員
淵
の
新
風
が
唱
へ
ら
れ
幾
許
も
な
い

時
で
あ
る
。
侍
受
・
口
停
を
倉
重
し
た
、
堂
上
限
が
未
だ
勢
力
を
持
績
し
て
ゐ
に
、
侍
統
の
根
強
い
京
都
に
於
て
、
断
乎
、
こ
の
や
う
な
新
設
を
唱
へ
た
こ
と

は
、
彼
の
歌
に
持
っ
て
ゐ
た
信
念
の
強
さ
と
、
歌
に
病
め
た
情
熱
の
深
さ
を
感
じ
な
い
訣
に
は
行
か
ぬ
。

然
ら
ば
「
た
、
三
こ
と
歌
」
と
は
賞
作
上
、
ど
ん
な
歌
を
言
ふ
か
。
歌
の
慣
値
の
善
し
悪
し
は
別
と
し
て
、
彼
自
身
が
「
た

Y

こ
と
歌
」
の
中
で
も
「
た
Y
乙

と
歌
」
と
考
へ
た
も
の
を
翠
げ
て
お
く
。

わ
づ
か
な
る
雲
ま
そ
ひ
っ
〉
あ
ま
つ
風
ま
ち
し
扶
に
今
宵
吹
く
な
り



、
、
、
、

世
人
な
ど
や
か
く
た
Y

こ
と
な
ら
ん
と
、
わ
ら
は
ん
か
し
（
六
帖
詠
草
、
夏
）

叉
、

仲
秋
十
日
よ
り
三
日
ば
か
り
、
夜
々
月
明
な
り
。
京
の
人
は
こ
の
ほ
ど
、
と
へ
ど
お
も
へ
ど
、
乙
ず
あ
り
／
＼
て
、
く
も
れ
る
よ
も
や
く
ら
む
か
し
。
例
の

、
、
、
、

た
Y

こ
と
に

く
ず
か
づ
ら
く
る
人
な
し
に
け
ふ
も
ま
た
夕
日
か
く
る
〉
山
陰
の
庭

う
す
墨
に
か
け
る
も
じ
す
ら
老
の
め
に
み
ゆ
ば
か
り
な
る
秋
の
夜
の
月

ふ
く
ろ
ふ
の
聾
の
外
な
る
お
と
づ
れ
や
月
に
す
み
ぬ
る
軒
の
松
か
ぜ
（
六
帖
詠
草
、
秋
）

向
、
産
庵
は
歌
が
成
立
す
る
基
本
傑
件
で
あ
る
人
情
｜
｜
感
情
ー
ー
に
つ
い
て
、
同
情
・
新
情
の
読
を
説
い
た
。
印
、
歌
に
於
て
人
間
自
然
の
情
が
高
人
に

感
動
を
輿
へ
る
の
は
、
東
西
古
今
人
情
一
般
で
あ
る
故
に
共
感
を
呼
ぷ
の
で
、
こ
れ
を
同
情
と
名
付
け
て
、
人
聞
に
普
遍
す
る
感
情
を
考
へ
、
そ
れ
と
同
時

に
、
時
々
刻
々
移
り
ゆ
く
情
が
、
も
の
に
鰯
れ
、
新
し
く
設
す
る
と
こ
ろ
に
人
間
感
情
の
常
に
新
鮮
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
新
情
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
。

乙
の
同
情
・
新
情
の
説
は
、
佐
々
木
信
綱
博
士
が
、
「
日
本
歌
皐
史
」
で
指
摘
さ
れ
た
や
う
に
、
霊
元
天
皇
第
二
皇
子
、
有
栖
川
宵
職
仁
親
王
の
設
か
ら
暗

示
を
受
け
て
ゐ
る
ら
し
く
、
叉
先
に
述
べ
た
歌
論
の
あ
る
部
分
は
、
武
者
小
路
貫
陰
の
門
人
似
雲
の
「
寄
歌
述
懐
百
首
」
の
中
に
そ
の
先
縦
を
見
る
こ
と
が
出
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来
る
。

産
庵
の
歌
論
は
前
述
の
や
う
に
、
第
二
義
に
於
て
員
淵
の
歌
論
の
侠
黙
を
衝
き
、
否
定
的
立
場
を
と
っ
た
が
、
第
一
義
的
に
は
根
底
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
の
だ
か
ら
、
異
淵
の
歌
論
が
彼
を
刺
戟
し
、
暗
示
を
輿
へ
た
こ
と
は
、
雨
者
の
立
場
が
如
何
に
封
立
的
で
あ
っ
て
も
、
考
へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
叉
一

方
、
堂
上
振
の
先
人
の
中
に
も
、
右
の
や
う
に
新
時
代
の
胎
動
を
早
く
も
感
じ
と
っ
て
ゐ
た
人
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
停
統
の
力
の
強
い
京
都
に
於
て
、
新
風

の
撞
頭
は
、
員
淵
の
ゐ
た
江
戸
よ
り
も
遅
れ
て
ゐ
た
。
新
し
い
歌
論
・
歌
風
が
出
現
し
さ
う
な
気
配
は
京
都
の
歌
人
の
中
に
も
動
き
出
し
て
ゐ
た
が
、
そ
れ

が
、
如
何
な
る
も
の
か
、
誰
も
握
み
得
ず
、
摸
索
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
豊
か
な
皐
識
と
、
歌
に
潜
め
る
情
熱
の
深
さ
を
持
っ
て
ゐ
た
麓
庵
は
、
新
時
代
の
腎

示
を
敏
感
に
捕
へ
、
人
々
が
無
自
覚
の
う
ち
に
望
ん
で
ゐ
た
も
の
を
明
確
に
し
、
新
し
い
道
を
拓
い
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
道
に
多
く
の
歌
人
が
従
つ



た
の
も
首
然
で
あ
っ
た
ら
う
。

そ
し
て
、
蓋
庵
の
歌
論
は
景
樹
に
縫
承
さ
れ
、「
調
べ
の
一
説
」
に
霊
展
し
、
景
樹
を
通
じ
大
限
言
道
の
歌
論
の
中
に
生
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

叉
歌
風
の
上

で
、
蓋
庵
・
景
樹
と
無
線
に
見
え
る
橘
曙
賢
は
「
閏
煙
裡
語
」
に

「
小
津
産
庵
翁
の
歌
に
「
い
に
し
へ
は
大
根
は
じ
か
み
韮
茄
子
瓜
の
た
ぐ
ひ
も
歌
に
よ
み
け
り
』
と
い
へ
る
は
、
歌
む
げ
に
狭
く
と
り
な
し
、
古
き
集
な
ど

も
例
あ
る
物
の
外
に
は
、
題
も
に
は
や
す
く
も
の
せ
ず
。
な
べ
て
海
月
な
す
筋
も
骨
も
な
き
も
の
に
、
護
み
そ
こ
な
ひ
来
れ
る
悪
癖
を
看
破
せ
ら
れ
た
る
も
の

に
ぞ
あ
る
べ
、3
d
o－
－
：
：
」
と
言
っ
て
ゐ
る
が
、
少
く
と
も
曙
覧
の
歌
の
上
の
信
念
の
一
部
に
は
、
麗
庵
に
よ
っ
て
眼
を
開
か
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
言
っ
て

差
支
な
か
ら
う
。

太
秦
に
ひ
と
り
な
が
め
て

山
風
は
や
〉
を
さ
ま
り
て
、
立
つ
認
に

蓋
庵
が
天
明
八
年
一
月
三
十
日
の
大
火
で
焼
出
さ
れ
、
二
月
十
三
日
太
秦
の
十
輪
院
地
蔵
堂
に
移
り
、
寛
政
四
年
三
月
岡
崎
園
南
亭
に
移
る
ま
で
太
秦
に
住

ん
で
ゐ
た
こ
と
は
肢
に
述
べ
た
。
こ
の
歌
は
六
十
六
歳
か
ら
七
十
歳
の
聞
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
孤
濁
に
堪
へ
、
病
に
冒
き
れ
な
が
ら
も
、
歌
の
上
で
は

成
熟
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
第
一
首
「
太
秦
の
深
き
林
を
ひ
Y

き
く
る
風
の
昔
」
と
一
百
う
部
分
は
、
彼
の
把
握
力
｜
｜
受
け
た
印
象
を
、
深
く
心
に
留
め
、

そ
れ
を
的
確
に
表
現
す
る
力
ー
ー
が
強
か
っ
た
こ
と
が
訣
り
、
吾
々
の
心
を
打
つ
も
の
を
持
っ
て
ゐ
る
。
荒
れ
果
て
た
十
輪
院
の
地
購
堂
で
、
深
い
林
を
響
か

せ
て
吹
き
渡
っ
て
来
る
風
の
一
音
を
、
濁
、
耳
に
聞
く
思
ひ
に
一
清
は
れ
る
。
「
す
と
き
秋
の
夕
暮
」
を
改
め
れ
ば
、
現
代
短
歌
の
慣
値
評
慣
に
も
堪
へ
得
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
は
詞
と
し
て
停
統
、
が
あ
つ
に
。
印
、
西
行
の
歌
「
古
畑
の
阻
の
友
よ
ぷ
聾
の
す
と
き
夕
暮
」
が
あ
る
。

林
も
見
え
ぬ
秋
の
夕
暮
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太
秦
の

深
き
林
を
ひ
Y
L
d
来
る

風
の
一
昔
す
と
き
秋
の
夕
暮

立
木
に
ゐ
る
鳩
の

し
か
し
、
そ
れ
を
彼
は
彼
な
り
に
生
か
し
て
ゐ
る
と
言
へ
ょ
う
。
従
っ
て
昔
時
の
歌
と
し
て
住
め
立
て
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
首
は
、
第
一
首
よ

り
幾
ら
か
時
間
の
経
過
し
た
後
の
歌
で
、
吹
き
荒
れ
て
ゐ
に
山
風
が
、
や
〉
を
さ
ま
っ
て
タ
霧
が
た
ち
こ
め
、
林
が
見
え
ず
な
っ
た
静
寂
さ
を
素
直
に
表
現
し



て
ゐ
る
。
二
首
と
も
説
明
を
要
し
な
い
、
訣
り
易
い
歌
で
「
た
Y

こ
と
歌
」
の
主
張
か
ら
言
っ
て
、
か
う
い
ふ
歌
は
出
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
彼

の
作
品
の
中
に
あ
っ
て
優
れ
た
部
に
入
れ
て
、
よ
い
で
あ
ら
う
。
併
、
こ
の
程
度
l
l

殊
に
第
一
首
は
力
量
が
感
じ
ら
れ
る
ー
ー
ま
で
行
っ
た
歌
は
少
い
の
で

あ
る
。

同
じ
く
、
太
秦
で
「
秋
の
暮
」
と
一
百
う
語
を
第
五
句
に
据
ゑ
て
詠
ん
だ
歌

遠
山
は

入
日
の
な
と
り
な
ほ
見
え
て
、
野
は
霧
わ
た
る
秋
の
夕
暮

飛
ぶ
烏
の

を
花
の
み
ほ
の
か
に
見
え
て
、
霧
わ
た
る

行
く
か
た
遠
く
見
お
く
れ
ば
、
霧
に
か
く
る
〉
秋
の
夕
暮

山
田
の
く
ろ
の
秋
の
夕
暮

先
の
二
首
に
較
べ
る
と
叙
景
歌
と
し
て
強
く
訴
へ
る
も
の
は
な
い
。
三
首
と
も
共
通
し
た
、
鰯
れ
る
と
こ
ろ
の
淡
い
歌
で
、
静
か
な
情
趣
と
、
そ
れ
に
相
臆

し
た
調
子
を
持
っ
て
ゐ
る
。
「
たY
こ
と
歌
」
の
特
徴
を
見
せ
て
ゐ
る
が
、
先
の
二
首
に
は
劣
っ
て
ゐ
る
。

夏
の
野
に

露
を
も
と
め
て
飛
ぶ
蝶
の

つ
ば
さ
に
見
る
も

暑
き
日
の
影
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ほ
の
見
ゆ
る

か
げ
も
青
み
て
、
若
葉
さ
す
か
へ
で
の
梢
月
も
を
暗
き

日
か
げ
さ
す
か
た
へ
は
消
え
て
、
軒
た
か
き
屋
か
げ
に
残
る

第
一
首
、
首
時
の
歌
と
し
て
は
、
新
鮮
な
感
覚
を
持
っ
て
ゐ
る
黙
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
併
、
細
か
く
措
寓
し
て
ゐ
る
が
、
彼
の
歌
と
し
て
は
す
っ
き

り
印
象
が
入
っ
て
来
な
い
恨
み
が
あ
る
。
第
二
首
「
つ
ば
さ
に
見
る
も
暑
き
日
の
影
」
に
、
は
っ
き
り
し
た
買
感
を
出
し
て
を
り
、
「
貫
地
に
つ
い
て
詠
め
」

と
言
ふ
彼
の
趣
旨
に
叶
っ
て
ゐ
る
。
第
三
首
「
か
た
へ
は
消
え
て
」
は
事
買
に
印
し
す
ぎ
、
説
明
に
堕
し
て
、
第
三
旬
以
下
の
霜
の
寒
さ
を
感
じ
さ
せ
る
迫
力

を
削
い
で
ゐ
る
が
、
第
三
旬
以
下
に
寓
生
の
力
が
生
き
て
ゐ
る
。
い
づ
れ
も
、
首
代
の
歌
と
し
て
は
、
寓
貫
性
が
あ
り
、
感
覚
の
新
鮮
さ
が
あ
っ
て
、
産
庵
の

霜
の
寒
け
さ

力
量
を
見
せ
て
ゐ
る
。

大
堰
川
月
と
花
と
の
お
ぼ
ろ
夜
に
、
ひ
と
り
霞
ま
ぬ
浪
の
一
音
か
な

明
和
三
年
、
四
十
四
歳
の
頃
の
歌
で
、
首
時
評
判
に
な
り
、
麗
庵
の
名
聾
が
頓
み
に
撃
っ
た
と
言
ふ
。
こ
の
歌
に
よ
っ
て
時
代
の
晴
好
が
訣
る
。一
首
全
憧



が
優
雅
で
、
言
語
に
軽
い
機
智
が
あ
り
、
調
子
に
拘
泥
が
な
い
。
し
か
も
、
類
型
を
踏
へ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
、
人
々
に
受
入
れ
ら
れ
易
い
安
易
さ
が
あ
っ
た

の
だ
。
「
ひ
と
り
霞
ま
ぬ
浪
の
一
音
か
な
」
は
今
日
か
ら
観
れ
ば
、
つ
ま
ら
ぬ
機
智
だ
が
時
代
の
晴
好
で
あ
っ
た
。
か
う
言
ふ
傾
向
は
景
樹
に
も
引
縫
が
れ
た
。

春
の
日
の

ゆ
た
野
の
原
に

遊
ぶ
糸
の
、
い
つ
く
る
べ
く
も
見
え
ぬ

空
か
な

天
明
初
期
の
歌
と
推
定
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
歌
な
ど
は
、
般
に
「
桂
園
一
枝L
に
入
っ
て
を
れ
ば
、
景
樹
の
歌
と
し
て
誰
も
疑
は
ぬ
で
あ
ら
う
。
「
い
つ

く
る
べ
く
も
見
え
ぬ
空
か
な
」
の
長
閑
な
調
子
は
景
樹
の
好
ん
で
用
ゐ
た
調
子
で
あ
る
。
こ
の
二
首
は
景
樹
の
歌
に
、
産
庵
か
ら
得
て
来
た
も
の
が
あ
る
こ

と
を
、
明
瞭
に
見
せ
て
ゐ
る
。
勿
論
、
か
う
一
一
一
一
口
ふ
傾
向
の
歌
ば
か
り
で
は
な
い
。
彊
庵
の
歌
全
樫
か
ら
の
影
響
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
景
樹
自

身
が
「
六
帖
詠
草
」
か
ら
百
六
十
三
首
を
選
ん
r

「
産
庵
翁
六
帖
詠
草
摘
英
」
に
、
こ
の
二
首
が
入
っ
て
ゐ
る
の
は
、
首
然
で
あ
る
と
思
ふ
。

衣
に
麗
庵
の
特
徴
を
見
せ
て
ゐ
る
歌
、
新
鮮
さ
を
持
っ
て
ゐ
る
歌
を
翠
げ
て
置
く
。

一
筋
の
霞
の
う
ち
ゃ
、
久
世

霞
わ
け
で
今
か
落
つ
ら
し
。
タ
雲
雀

桂

梅
津

大
堰
の
あ
た
り
な
る
ら
ん
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は
る
か
に
聞
き
し
聾
の
近
づ
く

水
無
月
の
照
る
日
も

さ
す
が

水
無
月
の
照
る
日
に
酒
れ
て
、
踏
み
渡
る

か
げ
ろ
ふ
の
夕
さ
り
来
れ
ば
、
風
ぞ
涼
し
き

水
無
月
の

照
り
は
た
〉
け
る
日
盛
に
、
野
べ
ゆ
く
人
や

き
、
忘
れ
も
暑
き
夏
の
山
川

あ
は
れ
放
人

賎
の
女
が
門
の
干
し
瓜

取
り
入
れ
よ
。
風
ゆ
ふ
だ
ち
て
、
雨
こ
ぼ
れ
来
ぬ

落
ち
激
ぎ
つ

岩
瀬
の
一
音
に
あ
ら
そ
ひ
て
、
山
下
と
よ
み

蝉
ぞ
鳴
く
な
る

夏
深
き

雨
の
な
ご
り
の
夕
べ
よ
り
、
秋
の
け
し
き
の

鳴
く
夕
か
げ
の
山
風
に
、
よ
わ
り
そ
め
ぬ
る
鯛
の
聾

薄
霧
の
山

き
り
ぎ
り
す

月
ひ
と
り

天
に
か
〉
り
て
、
あ
ら
金
の
土
も
と
ほ
れ
と

照
る
光
か
な

各
の
日
の
ほ
ど
な
き
空
に

幾
度
か

今
日
も
し
ぐ
れ
て
、
暮
る
〉
山
陰



歌
集
「
六
帖
詠
草
」
は
、
門
人
小
川
浮
流
の
践
に
よ
る
と
、
産
庵
が
書
き
留
め
て
置
い
た
歌
、
高
を
敷
へ
五
十
巻
に
及
ん
た
が
、
そ
の
中
約
二
千
首
を
選
ん

で
柏
原
の
城
主
織
田
信
患
に
贈
っ
た
も
の
で
、
刊
行
に
際
し
て
は
信
患
が
序
を
書
い
て
ゐ
る
。
織
田
氏
は
既
述
の
通
り
、
小
川
伴
氏
父
祖
の
一
持
主
で
あ
る
。
刊
行

は
文
化
八
年
で
あ
る
。
「
六
帖
詠
草
」
と
名
付
け
た
の
は
、
産
庖
、
が
紀
氏
の
六
伯
の
峠
併
を
常
に
心
か
け
て
ゐ
た
の
に
よ
っ
た
と
再
流
は
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
の

「
詠
草
」
の
母
韓
と
な
っ
た
も
の
は
、
丸
山
季
夫
氏
の
御
好
意
に
よ
り
披
見
し
た
が
、
「
自
筆
本
六
帖
詠
草
（
藻
）
」
と
し
て
、
静
嘉
堂
文
庫
に
現
存
し
、
四
十

七
加
、
歌
数
一
高
数
千
首
に
及
ん
で
ゐ
る
。
向
そ
の
寓
し
で
あ
る
、
藤
島
本
、
宮
内
臨
本
等
が
寄
在
す
る
。

査
庵
は
そ
の
生
涯
に
於
て
、
こ
の
や
う
に
多
数
の
歌
を
残
し
た
。
彼
は
多
作
す
る
こ
と
が
、
歌
修
業
上
の
意
義
あ
る
こ
と
〉
考
へ
、
一
つ
の
信
念
に
な
っ
て

ゐ
た
。
「
たY
軽
情
も
て
首
尾
て
に
は
を
あ
は
せ
て
、
い
く
ら
も
よ
み
な
ら
ひ
修
業
す
る
こ
と
、
多
年
に
し
て
此
所
自
在
に
た
し
か
な
ら
ば
、
修
業
高
般
な
り
。
」

と
「
或
間
」
で
述
べ
て
ゐ
る
。
景
樹
も
「
歌
日
記
」
に
彼
に
比
敵
す
る
歌
敷
を
残
し
ゐ
る
こ
と
は
、
彼
の
信
念
を
承
け
繕
い
で
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
麗
庵
は
多

作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
の
自
在
を
信
じ
、
自
ら
も
自
在
に
歌
を
作
り
得
る
境
地
に
到
っ
た
と
い
ふ
自
信
を
持
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
「
詠
草
」
の
同
調
陀

に
し
て
も
、
歌
の
自
在
に
作
り
得
る
自
信
の
程
を
見
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

- 15 -

悌
に
奉
る
折
句
三
十
二
首
、
薬
師
怖
に
奉
る
脊
冠
折
句
の
旋
頭
歌
十
六
首
、
短
歌
十
二
首
、
嬰
六
歌
十
五
首
は
信
仰
の
た
め
、
叉
好
事
の
文
盟
十
的
遊
戯
で
あ
る

折
口
先
生
は
「
：
：
：
麓
庵
の
作
物
に
出
て
来
る
も
の
は
、
彼
以
前
の
古
今
を
祖
述
す
る
者
の
歌
風
に
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
以
前
の
古
今
集
風
の
歌
が

既
に
知
識
風
な
も
の
に
な
っ
て
ゐ
た
。
彼
は
拘
泥
を
救
ふ
も
の
と
し
て
、
多
作
の
方
針
を
と
っ
て
居
た
。
草
庵
の
後
に
起
る
桂
園
風
の
歌
は
、
買
は
麓
庵
自
身

に
よ
っ
て
、
凡
調
べ
出
さ
れ
て
居
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
と
。
こ
の
先
生
の
詞
は
彼
の
多
作
の
方
針
が
持
つ
意
義
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
草
庵
の
歌
は
鯨
居
涯
に
封
抗
し
て
、
京
都
に
新
風
を
興
す
先
燭
れ
と
な
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
桂
園
波
に
受
け
縫
が
れ
、
叉
蓮
月
・
一
吉
道
の
歌

を
生
ん
だ
。
従
っ
て
、
短
歌
史
の
上
か
ら
観
て
、
彼
の
存
在
は
見
逃
す
こ
と
の
出
来
ぬ
意
義
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。


