
ぐ
さ
め
ん
た
め
に
う
ま
れ
来
つ
る
詩
の
神
の
子
な
り
。
を
ご
れ
る
も

の
を
お
き
へ
、
な
や
め
る
も
の
を
す
く
ふ
べ
き
は
我
か
つ
と
め
な
り
。

さ
れ
ば
四
六
時
中
い
づ
れ
の
と
き
か
打
や
す
み
で
あ
ら
ん
や
。
我
が

ち
を
盛
り
し
此
ふ
く
ろ
破
れ
ざ
る
限
り
、
わ
れ
は
こ
の
美
を
残
す
べ

く
、
し
か
し
て
こ
の
よ
、
ほ
ろ
び
ざ
る
限
り
、
わ
が
詩
は
人
の
い
の

ち
と
な
り
ぬ
べ
き
な
り
」
と
ほ
こ
り
た
か
く
書
き
残
し
て
い
る
。

一
葉
の
ナ
ル
シ
ズ
ム
は
す
が
り
つ
い
て
い
る
母
も
妹
も
樋
口
家
な

る
も
の
も
ふ
り
す
て
て
、
ひ
と
す
じ
に
作
家
道
に
徹
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
し
か
も
一
葉
は
同
時
に
、
武
士
の
娘
と
し
て
純
粋
に
生
真
面

目
に
潔
癖
に
生
き
よ
う
と
し
た
。
作
家
精
神
の
豊
満
自
在
か
つ
厳
正

非
情
と
、
一
葉
の
幼
い
ほ
ど
の
む
き
な
び
と
す
じ
な
生
き
方
と
が
一

致
す
る
か
ど
う
か
は
、
軽
々
に
判
断
は
出
来
な
い
が
、
一
葉
の
世
に

な
い
今
か
ら
考
え
れ
ば
、
一
葉
の
生
は
相
容
れ
ざ
る
二
つ
に
分
れ
た

ま
ま
相
容
れ
ざ
る
哀
し
み
を
文
学
の
世
界
に
訴
え
る
に
終
っ
た
と
い

え
よ
う
。

即
ち
「
た
け
く
ら
べ
」
に
於
い
て
は
作
家
へ
の
夢
は
何
が
し
の
学

林
に
ゆ
く
信
如
に
托
さ
れ
、
一
葉
の
理
想
の
愛
は
水
仙
の
作
り
花
ひ

と
つ
に
示
さ
れ
、
現
実
の
一
葉
は
暗
い
運
命
の
覇
絆
の
場
に
美
登
利

と
共
に
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

現
実
の
場
に
あ
っ
て
は
こ
れ
ほ
ど
確
然
と
諦
離
す
る
運
命
に
あ
る

一
人
の
人
間
の
個
の
矛
盾
が
、
天
与
の
麗
筆
に
支
え
ら
れ
て
、
渾
然

一
体
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
た
け
く
ら
べ
」
　
の
不
思
議
な
魅
力

四
〇

を
感
じ
る
と
同
時
に
、
日
本
文
学
に
於
け
る
近
代
的
様
相
の
本
質
を

観
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。

－
一
九
五
八
・
二
・
十
　
－

註
1
　
明
治
二
九
年
か
ら
三
四
年
に
か
け
て
の
文
芸
批
評
誌
。
季
刊
。
森
鴎
外

主
宰
。
こ
の
な
か
の
三
人
冗
語
の
欄
は
匿
名
で
、
斎
藤
緑
雨
、
幸
田
露
伴
、

森
鴎
外
が
当
時
の
作
品
を
縦
横
に
批
判
し
た
。

註
2
　
寿
星
社
刊
八
四
頁
「
樋
口
一
葉
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
。

註
3
　
半
井
桃
水
の
弟
浩
が
、
こ
れ
も
親
類
か
ら
預
か
っ
て
い
た
鶴
田
た
み
子

と
関
係
が
で
き
、
そ
の
間
に
出
来
た
子
を
一
時
桃
水
が
ひ
さ
と
っ
て
二
人

を
別
れ
さ
せ
た
が
後
に
又
一
緒
に
な
る
事
件
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
一
葉
は

桃
水
と
た
み
子
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
誤
解
し
て
ひ
そ
か
に
排
水
を
憎
ん
だ

り
す
る
。

註
4
　
日
記
「
筆
す
さ
び
l
L
に
「
み
の
子
の
君
も
の
つ
つ
み
の
君
と
つ
け
て

笑
ひ
結
ぶ
に
、
こ
と
人
も
、
い
つ
し
か
、
さ
な
ん
い
ぶ
。
」
と
あ
る
。

宝
暦
五
年
「
双
慶
長
柄
松
」
の
上
演
に
つ
い
て

近
松
門
左
衛
門
の
書
い
た
「
心
中
天
の
網
島
」
は
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）

大
阪
道
頓
堀
の
竹
本
座
で
の
初
演
以
来
今
日
ま
で
繰
返
し
文
楽
や
歌
舞
伎
に
上

演
さ
れ
て
い
る
o
蓋
し
着
想
構
成
の
妙
を
物
語
る
も
の
で
、
数
あ
る
近
松
作
品

の
車
で
も
名
作
と
称
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
後
に
な
っ
て
こ
の
小
春
・
治
兵
衛
の
物
語
は
色
々
に
改
作
さ
れ
、

「
双
扇
長
柄
松
」
、
「
中
元
噂
掛
鯛
」
、
「
撞
土
産
今
織
上
布
」
等
が
出
た
が
、

更
に
安
永
七
年
に
は
半
二
の
「
心
中
紙
屋
治
兵
衛
」
が
北
の
新
地
西
の
芝
居
に

掛
け
ら
れ
、
改
作
の
決
定
版
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
又
増
補
版

「
時
雨
の
煤
煙
」
も
書
か
れ
る
に
至
っ
た
。

「
双
扇
長
柄
松
」
は
最
初
に
書
か
れ
た
改
作
で
ぬ
る
。
然
も
「
天
の
網
島
」

の
竹
本
座
に
対
し
て
、
こ
れ
は
そ
の
競
争
相
手
で
あ
る
藍
竹
座
の
上
演
で
あ
る
。

道
頓
堀
の
操
り
芝
居
は
益
々
盛
ん
に
な
っ
て
乗
で
あ
り
、
浄
瑠
璃
も
殆
ん
ど
が

合
作
形
式
で
作
ら
れ
る
、
と
云
っ
た
風
に
種
々
の
点
で
前
作
と
興
る
要
素
を
多

く
持
っ
て
い
る
o
そ
こ
で
本
作
が
上
演
さ
れ
た
際
の
諸
事
実
を
明
白
な
ら
し
め
、

そ
の
環
境
を
調
査
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

上
演
の
事
実
に
つ
い
て
は
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

古
今
外
題
年
代
記
の
当
流
豊
竹
越
前
少
塚
の
部
に
は
次
の
如
く
あ
る
。

宝
暦
五
年
「
双
扇
長
柄
松
」
の
上
演
に
つ
い
て

浅
　
　
野
　
　
達
　
　
三

双
嚢
柄
松
判
維
謹
試
練
鞘
記

同
年
と
は
宝
暦
五
年
の
事
で
お
る
。

浄
瑠
璃
譜
の
諸
事
聞
蓄
往
来
下
　
豊
竹
芝
居
の
部
に
は

同
七
月
七
日
初
日
。
双
肩
長
柄
松
。
此
浄
る
り
不
入
に
で
。
一

座
堺
へ
引
越
す
。

と
あ
っ
て
興
行
の
成
績
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

外
題
年
鑑
　
当
流
豊
竹
越
前
少
塚
の
部
に
は

双
扇
長
柄
松
　
　
同
年
七
月
七
日

作
者
　
並
木
永
助
　
豊
竹
上
野

切
に
探
踊
。
当
秋
堺
行
。
後
三
年
奥
州
軍
記
。

と
お
る
o
但
し
こ
の
作
者
名
は
、
宝
暦
版
・
明
和
版
・
安
永
版
・
寛
政
版
と
四

種
あ
る
本
書
の
う
ち
寛
政
版
の
み
に
見
ら
れ
る
。

更
に
、
声
曲
類
纂
巻
之
二
　
豊
竹
座
浄
瑠
璃
外
題
に
は

糾
兵
縮
双
扇
長
柄
松

岡
七
月
。
永
介
二
鳥
・
三
蔵
・
三
洋
飲
千
・
黒
蔵
主
・
上
野
。
切

に
操
踊
。
当
秋
堺
へ
行
。

と
あ
っ
て
作
者
名
は
最
も
詳
し
い
。
こ
れ
は
丸
本
所
載
の
作
者
名
と
も
一
致
し

て
い
る
の
で
信
じ
て
良
い
。
然
し
こ
う
な
る
と
先
の
外
題
年
鑑
に
永
劫
・
上
野

四
一



の
二
名
の
み
と
な
っ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
こ
と
に
な
る
。
上
記
の
各
書
は
何

れ
も
近
世
演
劇
史
の
記
録
を
留
め
る
貴
重
な
書
物
で
は
あ
る
が
、
外
題
年
鑑
に

は
や
ゝ
疎
漏
な
点
も
見
受
け
ら
れ
る
一
例
で
あ
る
。

尚
西
沢
文
庫
伝
奇
作
書
続
篇
上
の
巻
の
浄
瑠
璃
東
西
外
題
番
付
に
は
、
西
方

勧
進
元
盟
竹
の
と
こ
ろ
、
前
頭
の
殆
ん
ど
最
後
の
あ
た
り
に
双
肩
長
柄
松
の
名

が
見
え
る
。
浄
瑠
璃
譜
の
記
事
と
考
え
あ
わ
せ
て
も
本
作
は
興
行
的
に
は
可
成

り
不
評
判
で
も
つ
た
ら
し
い
。

二

作
者
に
就
い
て
は
近
世
刊
行
の
演
劇
書
の
中
に
次
の
人
々
の
説
明
が
あ
る
。

浄
瑠
璃
大
系
図
－
一
鳥
・
永
輔
・
三
蔵
・
上
野
・
黒
蔵
主
“
飲
干

西
沢
文
庫
伝
奇
作
書
　
初
篇
中
の
巻
－
永
励

声
曲
類
纂
巻
之
二
－
一
鳥
・
三
蔵
・
黒
蔵
主
・
飲
千
・
上
野
・
永
輔

戯
路
銀
－
一
鳥
・
黒
蔵
主
・
永
輔

今
古
参
考
高
水
漫
遊
拾
遺
　
二
の
巻
－
一
鳥

西
沢
文
庫
伝
奇
作
喜
捨
返
　
上
の
巻
－
永
輔
二
鳥
・
三
蔵
・
黒
蔵
主
；
飲

千
・
上
野

こ
れ
ら
の
各
書
に
説
く
と
こ
ろ
は
若
干
相
違
し
た
点
も
あ
っ
て
甚
だ
面
倒
で
あ

る
が
、
主
な
と
こ
ろ
は
次
の
様
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

浅
田
一
鳥
は
京
堺
町
に
住
ん
で
謡
の
師
匠
を
し
て
い
た
。
一
鳥
単
独
の
作
と

云
う
も
の
は
殆
ん
ど
な
く
、
作
者
連
名
語
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
此
時
代
一
椴
に

そ
う
で
お
っ
て
、
後
年
に
至
っ
て
こ
の
傾
向
は
益
々
著
し
く
、
各
段
毎
に
作
者

を
変
え
て
新
し
い
境
地
を
開
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
こ
の
方
法

が
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
。
船
頭
多
く
し
て
船
山
に
上
る
、
の
聾
も
当
て
は

ま
り
そ
う
で
あ
る
。
一
鳥
の
作
と
し
て
一
段
一
場
が
上
演
さ
れ
る
も
の
は
今
日

四
二

も
多
く
見
ら
れ
る
。

永
輔
・
永
介
・
永
助
は
同
一
人
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
永
輔
と
記
す

の
が
一
般
的
の
様
で
あ
る
。
歌
舞
伎
作
品
を
主
と
し
て
書
い
た
が
、
浄
瑠
璃
の

方
に
も
手
を
出
し
、
或
場
合
に
は
豊
竹
、
次
に
は
竹
本
と
両
座
の
作
を
為
し
て

いる。後
の
人
に
就
い
て
は
特
記
す
べ
き
も
の
は
見
当
ら
ず
、
単
に
名
前
が
あ
が
っ

て
い
る
の
み
で
あ
る
。三

こ
の
双
扇
長
柄
松
は
巣
林
子
の
名
作
心
中
天
の
網
島
の
改
作
と
し
て
は
余
り

に
を
雑
然
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
章
辞
句
の
点
に
於
い
て
も
原
作
と
は
比
較

に
な
ら
な
い
。
大
阪
長
柄
の
国
分
寺
附
近
の
一
本
の
松
の
枝
に
小
春
と
治
兵
衛

の
二
人
の
辞
世
を
書
い
た
一
つ
が
い
の
扇
を
吊
り
、
そ
の
側
で
経
死
す
る
と
云

う
結
末
か
ら
そ
の
題
名
が
つ
い
た
も
の
で
ぬ
る
。

非
常
に
多
く
の
人
物
が
各
段
毎
に
夫
々
主
要
な
役
を
担
っ
て
活
躍
す
る
の
で

随
分
こ
み
い
つ
で
あ
り
、
本
筋
と
関
係
の
な
い
つ
け
足
り
が
余
り
に
も
多
過
ぎ

る
感
が
あ
る
。
小
春
治
兵
衛
の
名
は
使
っ
て
い
る
が
結
構
は
原
作
と
可
成
り
異

な
っ
て
い
る
。

段
組
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

上
の
巻

中
の
巻

北
野
了
幸
寺
の
段

問
屋
橋
の
殿

田
蓑
橋
の
段

俄
ね
り
物
の
段

天
神
祭
の
段

曽
根
崎
新
地
の
段

下
の
巻
（
羅
松
諜
睦
子

四

原
作
の
天
の
網
島
の
場
合
に
は
太
夫
・
三
味
線
・
人
形
遣
い
が
誰
で
あ
っ
た

か
は
殆
ん
ど
記
録
が
無
く
、
外
題
年
鑑
な
ど
に
も
極
く
僅
か
の
記
載
あ
る
の
み

で
そ
の
調
査
は
可
成
り
難
し
く
、
只
そ
の
前
後
に
上
演
さ
れ
た
場
合
か
ら
推
測

し
て
大
体
の
目
星
を
つ
け
る
し
か
出
来
な
か
っ
た
。
然
し
本
作
の
頃
に
な
っ
て

来
る
と
上
演
の
際
の
番
附
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
確
実
に
出
演
者
の
名
前

が
解
る
。

そ
し
て
こ
の
出
演
者
に
就
い
て
の
記
述
を
求
め
る
と
、
丁
度
宝
暦
六
年
刊
の

竹
豊
故
事
が
お
る
。
本
作
の
上
演
は
宝
麿
五
年
七
月
で
も
り
、
竹
豊
故
事
は
六

年
で
あ
る
か
ら
そ
の
記
述
は
全
く
新
し
い
も
の
で
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ゝ
を
と

り
も
げ
る
事
が
出
来
る
。

竹
豊
故
事
の
巻
之
下
に
浄
瑠
璃
古
今
之
序
　
並
当
時
之
太
夫
名
人
之
評
と
云

う
の
か
あ
っ
て
、
こ
れ
は
古
今
集
の
仮
名
序
を
も
じ
っ
て
浄
瑠
璃
語
り
の
こ
と

を
色
々
述
べ
て
い
る
の
で
な
か
〈
面
白
い
も
の
で
お
る
。
非
常
に
分
量
が
多

い
の
で
割
愛
す
る
が
、
こ
ゝ
で
は
そ
の
次
に
簡
単
な
評
語
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

批
評
の
う
ち
、
本
作
に
関
係
し
て
い
る
主
要
な
人
の
分
の
み
を
あ
げ
る
。

人
形
お
や
ま

立
役
人
形

緩
飾
菟
芳
美
壮
　
藤
井
小
三
郎

莫
大
挙
動
発
明
無
類
　
若
竹
東
二
郎

優
艶
妙
絶
音
声
無
類

幽
玄
至
妙
潤
色
無
比

至
要
表
珍

功
労
天
晴

三
味
線

豊
竹
若
太
夫

豊
竹
駒
太
夫

豊
竹
鐘
太
夫

豊
竹
新
太
夫

妙
手
　
野
沢
文
五
郎

功
業
　
富
沢
正
五
郎

宝
暦
五
年
「
双
属
長
柄
松
」
の
上
演
に
つ
い
て

粉
骨
時
明
　
若
竹
伊
三
郎

こ
れ
以
外
に
外
題
年
鑑
や
古
今
外
題
年
代
記
・
竹
豊
故
事
・
声
曲
類
纂
・
西

沢
文
庫
の
各
書
等
も
参
考
と
す
る
点
が
多
く
又
宝
暦
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
女
大

名
東
西
評
林
に
於
い
て
は
こ
れ
ら
の
一
座
の
人
達
に
位
付
を
し
て
詳
し
く
芸
評

を
記
し
て
い
る
の
で
参
考
と
な
る
点
が
多
い
。
歌
舞
伎
評
判
記
が
多
く
刊
行
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
人
形
劇
の
方
は
非
常
に
こ
の
種
の
も
の
が
少
い
の
だ
が
、

こ
の
頃
に
な
っ
て
来
る
と
や
つ
と
そ
こ
〈
評
判
記
ら
し
い
も
の
－
が
顔
を
見
せ

て
来
る
訳
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
は
書
名
を
あ
げ
る
の
み
に
と
ゞ
め
る
。

五

人
形
と
舞
台
装
靖
に
つ
い
て
は
、
此
頃
に
は
益
々
進
歩
し
た
点
が
見
ら
れ
る
。

浄
瑠
璃
譜
に
は
本
作
上
演
の
八
年
前
に
当
る
延
享
四
年
の
悪
源
太
平
治
合
戦

に
就
い
て
の
記
録
が
あ
る
。
当
時
の
名
人
と
し
て
知
ら
れ
た
若
竹
東
二
郎
の
新

工
夫
に
な
る
霹
風
手
又
は
数
の
子
手
と
称
さ
れ
る
も
の
が
出
来
、
描
か
三
つ
に

折
れ
て
動
く
様
に
な
っ
た
。
つ
い
で
は
指
が
五
本
と
も
動
く
つ
か
み
手
が
工
夫

さ
れ
、
豊
竹
座
の
も
の
は
手
首
ま
で
も
動
か
す
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
ほ
か
胴

串
・
肩
板
・
丸
胴
な
ど
に
も
豊
竹
座
は
竹
本
座
に
見
ら
れ
な
い
独
特
の
も
の
が

あ
っ
た
様
だ
し
、
更
に
人
形
遣
い
の
頭
巾
も
耳
が
立
っ
て
お
り
、
手
袋
か
ら
舞

台
下
駄
に
至
る
ま
で
違
っ
た
も
の
を
使
用
し
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て

「
人
形
か
し
ら
は
。
竹
本
座
笹
屋
八
兵
衛
よ
り
。
い
ろ
〈
名
あ
る
を
細
工

し
昔
よ
り
伝
は
れ
ど
も
。
豊
竹
は
元
禄
年
中
よ
り
は
じ
ま
り
し
故
。
人
形
頭

と
も
名
細
工
あ
れ
ど
も
何
の
浄
る
り
の
何
頭
と
い
ふ
事
を
聞
ず
。
若
竹
束
二

郎
地
籍
よ
り
。
西
の
頭
を
写
し
少
々
運
び
写
さ
れ
し
故
。
此
榔
よ
り
は
人
形

四
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の
頭
の
名
。
当
り
浄
る
り
に
し
た
が
ひ
。
し
や
う
I
＼
は
申
せ
し
也
。
」

と
新
興
豊
竹
座
の
人
形
を
説
明
し
て
い
る
。
西
と
は
竹
本
座
の
こ
と
で
お
り
、

東
は
豊
竹
座
を
さ
し
て
い
る
。

下
っ
て
宝
暦
十
二
年
の
あ
た
り
で
は
人
形
頭
の
図
を
六
つ
描
き
、
細
工
人
・

役
名
・
頭
に
対
す
る
評
判
ま
で
記
し
て
い
る
。

更
に
本
作
上
演
の
翌
年
に
刊
行
さ
れ
た
竹
豊
故
事
の
巻
之
中
に
は
「
竹
豊
東

西
の
流
芝
居
繁
昌
之
事
」
の
章
が
あ
っ
て
、
従
来
の
黒
幕
に
簾
だ
け
と
云
う
背

景
、
簡
単
な
人
形
衣
裳
、
な
ど
か
ら
次
第
に
進
歩
し
て
足
付
の
人
形
が
作
ら
れ

て
来
た
事
を
述
べ
、
又
竹
盤
面
座
の
舞
台
改
善
競
争
に
就
い
て

「
束
は
西
に
負
ま
じ
西
は
東
に
勝
ら
ん
と
互
ひ
に
励
み
出
来
、
益
々
芝
居
繁

栄
し
、
浄
瑠
璃
の
作
者
は
種
々
様
々
の
趣
向
を
あ
み
出
し
、
道
具
葱
に
も
金

銀
を
惜
し
ま
ず
、
金
襖
に
て
舞
台
を
輝
か
し
、
或
は
数
奇
屋
懸
り
の
粋
成
思

ひ
付
に
智
恵
袋
の
底
を
振
ひ
、
人
形
の
衣
裳
に
は
縮
緬
綾
子
締
千
金
補
筆
に

て
美
麗
を
尽
し
、
詫
人
形
の
外
は
皆
々
足
付
と
成
、
出
道
ひ
の
外
は
介
錯
足

遺
ひ
立
懸
り
歌
舞
伎
役
者
の
所
作
よ
り
摺
り
て
天
晴
見
物
事
也
。
」

と
も
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
今
日
の
舞
台
に
可
成
り
近
い
程
度
の
も
の
が
此
頃
に

は
出
来
上
っ
て
い
た
様
で
あ
り
、
技
巧
の
極
み
の
感
が
あ
る
。
原
作
の
天
の
網

島
が
上
演
さ
れ
た
頃
に
較
ぺ
て
そ
の
進
歩
の
跡
は
誠
に
著
し
い
。
竹
壁
面
座
が

新
し
い
趣
向
を
こ
ら
し
て
観
客
の
拍
手
に
こ
た
え
て
い
た
有
様
が
ま
じ
〈
と

う
か
が
え
る
次
第
で
あ
る
。

六

院
本
は
次
の
二
種
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
天
理
図
書
館
蔵
　
十
行
本
　
七
十
枚

相
当
部
厚
い
も
の
で
あ
り
、
ま
し
て
十
行
本
の
事
だ
か
ら
随
分
の
分
量
で
あ

四
四

双
葉
柄
松
　
競
繕
妙
響
伝

菱
畳
治
兵
衛
新
棟

と
あ
り
、
裏
表
紙
中
側
の
奥
附
は

「
右
此
本
は
太
夫
直
伝
の
正
本
を
く
ほ
し
く
板
行
致
し
候
さ
れ
ば
初
心
椿

古
の
た
め
こ
と
〈
く
か
な
が
さ
に
し
て
ふ
L
L
や
う
き
り
三
味
線
の
の

り
か
た
ほ
ど
ひ
や
う
し
三
重
お
く
り
の
し
な
く
ひ
み
つ
を
残
さ
ず
あ
ら

ほ
し
合
板
行
者
也

京
寺
町
松
原
上
ル
西
側
　
菱
屋
治
兵
衛
板
」

と
あ
る
。
山
本
版
菊
屋
版
の
十
行
本
の
奥
附
と
大
体
似
通
っ
た
も
の
で
あ
っ
て

普
通
に
言
わ
れ
る
菱
屋
版
の
七
行
本
の
奥
附
と
は
大
分
興
っ
て
い
る
。

○
京
都
大
学
図
書
館
蔵
　
七
行
本
　
九
十
三
枚

同
じ
く
部
厚
な
も
の
で
あ
る
。
表
紙
は
後
の
も
の
ら
し
く
、
奥
附
も
つ
い
て

い
な
い
。鯛

鵠
薙
輔
双
扇
長
柄
松
龍
野
竹
越
前
少
擬

上
の
巻
　
　
北
野
了
幸
寺
の
段

で
始
ま
る
。
九
十
三
枚
目
の
裏
側
に
は

宝
暦
五
年
乙
亥
七
月
七
日
　
　
　
　
作
者
連
名

並
木
　
永
輔

浅
田
　
一
息

難
波
　
三
蔵

三
澤
　
飲
干

浪
岡
黒
蔵
主

豊
竹
　
上
野

と
書
か
れ
て
い
る
。

徳
富
芦
花
の
「
黒
潮
」
に
つ
い
て

「
黒
潮
」
は
明
治
三
十
五
生
月
二
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
、

国
民
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
。
そ
の
執
筆
動
機
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
よ
く
芦
花

の
社
会
主
善
感
と
云
う
こ
と
と
関
連
し
て
考
え
ら
れ
て
来
た
。
（
例
え
ば
、

寺
国
司
氏
「
徳
富
声
花
と
社
会
主
義
」
語
文
研
究
讐
一
号
、
篠
田
太
郎
氏
「
徳

富
声
花
論
」
、
青
野
季
吉
氏
「
現
代
日
本
文
学
小
説
大
系
」
第
七
巻
解
説
）
こ

れ
は
、
芦
花
が
「
富
士
」
の
中
で
「
『
何
故
に
余
は
小
説
を
善
く
や
』
の
中
に

『
一
頓
挫
せ
る
維
新
の
風
潮
に
鞭
た
ん
と
欲
す
』
と
書
い
た
と
き
、
熊
次
は
日

本
の
総
建
喧
し
を
社
会
主
義
に
よ
っ
て
断
行
し
、
維
新
の
緒
神
を
徹
底
さ
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
「
黒
潮
」
に
人
道
の
流
れ
を
高
調
し

た
下
心
も
そ
れ
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
」
（
「
富
士
）
第
三
巻
第
七
章
一
）
と
あ

る
こ
と
か
ら
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
何
故
に
余
は
小
説
を
書
く

や
」
は
、
「
富
士
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
「
黒
潮
」
よ
り
も
前
に
書
か
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
明
治
三
十
五
年
九
月
国
民
新
聞
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
芦
花
が
「
富
士
」
を
執
筆
す
る
際
の
資
料
の
取
違
え
か
時
期
の
錯
誤
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
o
私
は
、
こ
こ
で
は
、
「
黒
潮
」
の
構
成
と
そ
の
中

絶
に
つ
い
て
考
察
し
な
が
ら
、
そ
の
一
端
に
触
れ
て
み
た
い
。

徳
富
声
花
の
「
黒
潮
」
に
つ
い
て

橋
　
本
　
二
　
三
　
男

声
花
は
、
「
黒
潮
」
ま
で
に
代
表
作
で
あ
る
「
自
然
と
人
生
」
「
不
如
帰
」

「
思
出
の
記
」
な
ど
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
で
得
た
「
光
明
小

説
作
家
」
「
家
庭
小
説
作
家
」
と
言
う
位
置
づ
げ
に
満
足
出
来
ず
、
い
つ
か

「
男
ら
し
い
小
説
」
を
書
き
た
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
三
十
四

年
五
月
十
六
日
の
角
田
勤
一
郎
氏
宛
の
書
簡
の
中
で
、
「
此
次
は
少
し
柄
に
な

き
政
治
小
説
の
様
な
も
の
を
や
っ
て
み
や
ふ
と
も
思
居
中
侯
…
」
と
あ
り
、

そ
れ
を
政
治
小
説
に
求
め
た
こ
と
が
分
る
o
こ
の
よ
う
な
時
に
「
見
た
も
の
、

聞
い
た
も
の
し
か
書
け
な
い
」
声
花
が
、
こ
の
時
か
ら
二
年
前
に
兄
蘇
峰
か
ら

聞
い
た
テ
ー
マ
を
思
い
出
し
た
こ
と
は
容
易
に
う
な
づ
げ
ろ
。

兄
は
機
嫌
よ
く
朝
か
ら
色
々
と
話
込
ん
だ
末
、
斯
様
な
小
説
を
書
い
た
ら

ど
う
だ
と
言
ひ
出
し
た
。
明
治
政
婿
に
反
感
を
持
っ
て
落
睨
し
て
死
ん
だ
志

士
が
あ
る
。
英
子
が
父
の
志
を
つ
い
で
明
治
政
府
と
闘
ふ
。
道
々
時
代
が
移

り
、
子
の
限
界
が
開
け
光
る
も
の
は
光
り
、
聾
覚
め
で
た
し
、
め
で
た
し
に

落
着
く
o
敵
方
に
可
憐
な
女
性
が
あ
れ
ば
面
白
い
で
せ
ふ
。
（
中
略
）
そ
れ

は
面
白
い
で
せ
ふ
。
モ
デ
ル
は
轟
ぐ
傍
に
あ
る
。
（
「
富
士
」
第
三
巻
第
六

章一）

四
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