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二
三
〇

一

『
か
な
め
い
し
』（
寛
文
二
〜
三
年
刊
）
は
、
寛
文
二
年
五
月
一
日
か
ら
四
日
に
か

け
て
起
こ
っ
た
「
京
畿
大
地
震
」
を
契
機
と
し
て
書
か
れ
た
仮
名
草
子
作
品
で
あ
る
。

上
・
中
・
下
の
三
巻
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
作
者
の
浅
井
了
意
は
、
先
に
『
む
さ
し
あ

ぶ
み
』（
寛
文
元
年
刊
）
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
明
暦
の
大
火
」
の
惨
事
を
写
実
化
し

て
い
た
。
火
事
と
地
震
の
違
い
は
あ
る
が
、
現
実
の
災
害
に
取
材
し
て
悲
惨
な
で
き

ご
と
を
点
描
し
な
が
ら
、
災
害
時
巷
間
に
現
わ
れ
た
人
間
諸
相
を
見
聞
・
報
告
し
た

作
品
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
両
者
は
扱
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
坂
巻
甲
太
氏q

や
野
田

壽
雄
氏w

が
「
報
告
文
学
」
と
し
た
り
、
渡
辺
憲
司
氏e

が
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
文
学
」

と
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ンr

」
と
の
呼
称
を
与

え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
に
要
求
さ
れ
る
の
が
「
迅
速
さ
と
記
事
の
精
確
さt

」
で

あ
る
な
ら
ば
、
地
震
発
生
か
ら
お
よ
そ
一
年
以
内
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
の
迅
速
さ
、

発
生
の
日
時
、
被
害
の
様
相
な
ど
の
記
事
の
精
確
さ
は
、『
か
な
め
い
し
』
の
眼
目

と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
了
意
は
こ
の
時
京
に
住
ま
い
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
洛
中
の
被
害
を
描
く
場
面
は
、
了
意
が
体
験
・
見
聞
し
た
こ
と
を
活
写
し
構
図

化
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
巻
以
降
の
地
方
各
所
の
被
害
の
様
子
な
ど
は
、
後
に
見

聞
・
取
材
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
記
事
の
精
確
さ
が
あ
る
。
現
今
の
活

字
報
道
と
同
様
、
了
意
は
自
ら
体
験
し
た
大
災
害
の
事
実
（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
を

ル
ポ
（
現
地
報
告
）
し
て
い
る
。

し
か
し
一
方
で
、
早
く
か
ら
『
か
な
め
い
し
』
の
も
つ
文
芸
性
も
先
学
諸
氏
に
よ

り
言
及
さ
れ
て
き
た
。「
報
告
文
学
」
と
さ
れ
た
坂
巻
甲
太
氏
に
あ
っ
て
も
、「
作
者

了
意
が
地
震
と
言
う
特
異
な
災
害
を
あ
る
余
裕
を
も
っ
て
描
い
て
い
るy

」
と
見
て
、

そ
こ
に
滑
稽
味
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
井
上
和
人
氏
も

「
時
に
虚
構
を
交
え
る
こ
と
は
注
意
し
た
い
…
読
み
物
と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
を
ね

ら
っ
た
結
果
で
あ
るu

」
と
、
了
意
の
物
語
創
作
の
意
図
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
早
く

に
史
料
と
の
相
関
は
詳
し
く
指
摘
さ
れ
、
そ
の
事
実
性
に
つ
い
て
は
解
明
さ
れ
たi

。

最
近
で
は
、
そ
れ
ら
史
実
と
の
照
合
を
受
け
て
詳
し
い
頭
注
が
施
さ
れ
た
活
字
版
も

刊
行
さ
れ
たo

。『
か
な
め
い
し
』
の
評
価
に
適
し
た
環
境
が
作
り
上
げ
ら
れ
つ
つ
あ

る
。視

点
の
移
動
で
各
地
の
災
害
の
様
子
を
各
章
ご
と
に
描
写
し
な
が
ら
も
、
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
で
了
意
は
虚
構
を
織
り
交
ぜ
て
い
る
。
そ
の
創
作
意
図
は
た
し
か
に
「
読
み

物
」
を
企
図
し
た
。
各
章
に
配
置
さ
れ
る
狂
歌
も
そ
の
点
で
同
様
の
意
図
が
あ
り
、

狂
歌
咄
の
構
造
も
作
り
上
げ
て
い
る
。
本
稿
で
は
上
巻
の
分
析
を
通
じ
て
『
か
な
め

い
し
』
の
記
録
・
報
告
性
（
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
性
）
と
文
芸
性
（
虚
構
性
）
と
の
関
連

を
見
て
み
た
い
。

『
か
な
め
い
し
』
の
文
芸
性

―
虚
構
化
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て

―
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二

『
か
な
め
い
し
』
上
巻
は
「
序
」
を
含
め
て
十
一
の
章
段
か
ら
な
る
。
そ
れ
は
地

震
が
発
生
し
た
「
五
月
朔
日
」
の
一
日
を
順
々
に
記
述
し
て
い
る
。
洛
中
各
所
の
被

害
を
報
告
し
な
が
ら
、
地
震
に
見
舞
わ
れ
た
人
々
の
不
幸
や
、
恐
れ
逃
げ
惑
う
諸
々

相
を
も
構
図
化
す
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
。
各
章
の
題
を
見
渡
し
て
も
そ
の
こ

と
が
よ
く
理
解
で
き
る
。

序一
　
地
震
ゆ
り
い
だ
し
の
事

二
　
京
中
の
町
屋
損
ぜ
し
事

三
　
下
御
霊
に
て
、
子
ど
も
の
死
せ
し
事

四
　
室
町
に
て
、
女
房
の
死
せ
し
事

五
　
大
仏
殿
修
造
　
并

日
用
の
も
の
、
う
ろ
た
へ
し
事

六
　
耳
塚
の
事
　
并

五
条
の
石
橋
、
落
た
る
事

七
　
清
水
の
石
塔
　
并

祇
園
の
石
の
鳥
居

倒
た
を
る
ゝ

事

八
　
八
坂
の
塔
修
造
　
并

塔
の
う
へ
に
、
あ
が
り
し
人
の
事

九
　
方
ゝ
小
屋
が
け
　
付

門
柱
に
、
歌
を
張
け
る
事

十
　
光
り
物
の
、
と
び
た
る
事

実
際
の
地
震
災
害
を
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
し
て
い
る
部
分
は
、
一
章
で
の
発
生
の
日

時
と
発
生
時
の
様
相
、
二
章
〜
八
章
で
の
町
屋
や
寺
社
等
の
損
壊
と
、
人
々
の
避
難

の
様
子
、
九
章
で
の
避
難
小
屋
の
様
子
な
ど
に
詳
し
く
著
さ
れ
て
い
る
。
一
章
で
は

「
五
月
朔
日
、
巳
の
こ
く
バ
か
り
に
…
う
し
と
ら
の
か
た
よ
り
、
何
と
ハ
し
ら
ず
、

ど
う

く
と
鳴
ひ
ゞ
き
て
、
ゆ
り
い
だ
す
」
と
、
地
震
発
生
の
時
刻
は
「『
日
本
地

震
史
料
』
所
収
史
料
と
比
較
し
て
ほ
ぼ
正
確!0

」
に
記
述
さ
れ
る
。
二
章
で
は
「
家
居
、

つ
ぎ

く
し
く
（
つ
き
づ
き
し
く
）、
つ
く
り
、
み
が
ゝ
れ
し
、
か
た

ぐ
、
堂
舎
・

仏
か
く
・
社
頭
に
、
い
た
る
ま
て
、
あ
る
ひ
ハ
、
棟
木
く
じ
け
、
梁
ぬ
け
て
、
瓦
お

ち
、
垂
木
お
れ
、
さ
し
も
の
砕
て
、
軒
か
た
ふ
き
、
あ
る
ひ
ハ
、
鴫
居
鴨
居
ハ
、
ゆ

が
み
、
す
ぢ
り
、
さ
し
こ
め
た
る
戸
障
子
ど
も
を
、
ひ
ら
か
ん
と
す
る
に
、
つ
ま
り

て
、
あ
か
ず
」
と
、
目
前
の
景
と
し
て
写
実
的
に
倒
壊
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
三
章

で
は
下
御
霊
神
社
の
倒
壊
と
、
崩
れ
た
石
灯
篭
の
下
敷
き
に
な
っ
て
死
ん
だ
二
人
の

子
ど
も
の
こ
と
が
記
述
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
御
れ
う
に
て
は
ゆ
た
て
有
、
石
の
た
う

ろ
の
下
に
て
小
人
死!1

」
と
史
料
に
あ
る
よ
う
に
、
史
実
に
基
づ
い
た
記
述
で
あ
る
。

四
章
の
二
条
室
町
の
商
家
の
女
房
が
倒
壊
し
た
土
蔵
の
瓦
で
頭
を
撃
ち
、
崩
れ
た
壁

に
埋
も
れ
て
死
ん
だ
話
は
事
実
関
係
が
不
明
で
あ
る
が
、
商
家
の
倒
壊
、
土
蔵
の
崩

落
な
ど
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
想
像
を
読
者
に
さ
せ
る
に
十
分

精
細
な
記
述
で
あ
る
。
五
章
の
方
広
寺
大
仏
殿
の
揺
れ
動
く
様
子
、
六
章
の
耳
塚
の

崩
落
、
七
章
の
清
水
の
石
塔
の
破
損
、
祇
園
社
の
石
の
鳥
居
の
倒
壊
、
八
章
の
八
坂

の
塔
の
被
害
な
ど
、
事
実
に
即
し
た
記
述
が
な
さ
れ
て
い
く
。
九
章
で
は
「
北
野
・

内
野
・
む
ら
さ
き
野
」
以
下
、
洛
中
洛
外
の
東
西
南
北
全
て
の
避
難
小
屋
の
場
所
も

詳
細
に
記
録
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
洛
中
騒
動
の
様
子
が
リ
ア
ル
に
よ
み
が
え
る
。

ま
さ
し
く
了
意
は
そ
の
意
味
で
は
取
材
し
、
記
録
し
、
報
告
し
て
い
る
。

ま
た
、
最
初
の
地
震
発
生
の
五
月
朔
日
の
夕
方
よ
り
雷
雨
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
、

史
料
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
十
章
で
報
告
さ
れ

る
「
寺
町
、
三
条
の
わ
た
り
よ
り
、
み
な
ミ
を
さ
し
て
、
火
の
玉
の
、
と
び
け
る
」

の
も
、
事
実
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

し
か
し
、『
か
な
め
い
し
』
は
全
く
の
事
実
報
告
の
み
に
終
わ
ら
な
い
。
以
上
の

事
実
に
基
づ
く
報
告
の
間
に
、
了
意
の
作
為
が
挿
入
さ
れ
る
の
が
『
か
な
め
い
し
』

の
特
徴
で
あ
る
。
作
為
の
現
わ
れ
と
し
て
は
早
く
も
一
章
の
地
震
発
生
時
の
天
候
に

窺
え
る
。
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『
か
な
め
い
し
』
の
文
芸
性



空
か
き
く
も
り
、
塵
灰
の
立
お
ほ
ひ
た
る
や
う
に
、
み
え
て
、
雨
げ
の
空
に

も
、
あ
ら
ず
、
夕
立
の
け
し
き
に
も
、
あ
ら
ず
。

こ
の
前
兆
と
も
言
え
る
不
気
味
な
空
の
雰
囲
気
は
、
史
料
に
よ
れ
ば
実
際
は
「
早

旦
ヨ
リ
小
雨!2

」
と
あ
り
、
了
意
の
記
述
と
は
相
違
す
る
。
そ
こ
に
「
不
気
味
さ
を
強

調
す
る
た
め
の
虚
構
か!3

」
と
解
釈
す
る
の
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
現
わ
れ
た
了

意
の
作
為
は
、
物
語
の
導
入
に
お
い
て
の
企
図
が
あ
っ
た
。「
序
」
と
の
相
関
で
あ

る
。「

上
巻
目
録
」
で
は
一
章
の
前
に
「
序
」
と
し
て
数
行
の
文
章
が
配
置
さ
れ
る
。

「
春
す
ぎ
夏
も
来
て
、
や
う

く
、
な
か
は
に
成
ゆ
け
は
（
ば
）」
で
始
ま
る
文
は
、

「
藤
・
山
吹
・
卯
の
花
・
や
ま
と
な
で
し
こ
・
つ
ゝ
じ
」
な
ど
の
花
々
が
咲
き
あ
ふ

れ
る
風
景
を
描
写
し
、「
山
ほ
と
ゝ
ぎ
す
の
声
・
早
乙
女
の
田
う
た
・
か
は
づ
の
声

（
声
に
つ
い
て
記
述
上
は
現
わ
れ
な
い
が
、
文
脈
上
で
読
者
に
は
蛙
の
声
が
自
ず
か
ら
思
い
浮

か
ん
で
く
る
）」
な
ど
の
の
ど
か
な
音
声
を
描
写
す
る
。
謡
曲
「
杜
若
」「
飛
鳥
川
」、

『
徒
然
草
』
な
ど
の
文
辞
を
ふ
ま
え
た
「
序
」
は
、
読
者
を
ず
い
ぶ
ん
の
ど
か
な
気

分
に
さ
せ
る
。
序
文
と
は
本
書
刊
行
の
契
機
と
な
っ
た
で
き
ご
と
で
あ
る
と
か
、
執

筆
の
動
機
な
ど
、
作
者
の
気
構
え
が
記
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
だ
が
、
こ
の
「
序
」

に
は
『
か
な
め
い
し
』
執
筆
の
契
機
や
動
機
と
な
る
歴
史
的
事
実
（
京
畿
大
地
震
）、

執
筆
意
図
と
い
っ
た
了
意
の
心
的
告
白
の
記
述
は
微
塵
も
な
い
。
謡
曲
「
飛
鳥
川
」

を
ふ
ま
え
た
こ
と
に
よ
り
、
無
常
感
が
裏
付
け
ら
れ
て
は
い
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、

こ
れ
か
ら
始
ま
る
未
曾
有
の
災
害
が
了
意
に
無
常
感
を
も
た
ら
せ
て
、
そ
れ
を
物
語

の
始
め
に
暗
示
さ
せ
る
意
図
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
序
」
に
は
そ
れ
以

上
の
役
割
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
序
」
で
の
ど
か
な
気
分
に
な
っ
た
読
者
は
、
続
く
一
章
で
い
き
な
り
不
気
味
な

気
分
の
地
震
発
生
の
記
述
に
ふ
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
ど
か
な
夏
の
一
日
が
、
い
き
な

り
の
不
気
味
な
空
の
変
化
と
地
鳴
り
に
よ
り
、
急
転
し
て
恐
ろ
し
い
数
日
へ
の
始
ま

り
と
な
る
。
雨
気
の
空
で
も
な
く
夕
立
の
け
し
き
で
も
な
い
空
が
、
一
転
「
空
か
き

く
も
り
…
龍
の
あ
が
る
と
、
い
ふ
も
の
か
」
と
な
る
虚
構
は
、
読
者
の
気
分
を
急
激

に
変
化
さ
せ
る
の
に
効
果
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
か
な
め
い
し
』
の
こ
の
部
分
は
、

流
布
本
系
の
兼
良
本
『
鴨
長
明
方
丈
記
』（
室
町
中
頃
成
・
以
下
『
方
丈
記
』）
か
ら

「
元
暦
二
年
の
比
、
大
な
ゐ
ふ
る
事
」
の
記
述
を
意
識
し
て
も
い
よ
う
。
そ
の
意
味

で
は
、
元
暦
の
大
地
震
に
比
す
べ
き
大
地
震
の
暗
示
と
な
り
、
読
者
の
イ
メ
ー
ジ
化

を
容
易
に
す
る
。
比
較
の
た
め
に
『
方
丈
記
』
の
部
分
を
抜
き
出
し
て
み
る
。

元
暦
二
年
の
比
、
大
な
ゐ
ふ
る
事
侍
き
。
…
い
は
ん
や
、
宮
こ
の
ほ
と
り
に

は
、
在
〃
所
〃
、
堂
舎
塔
廟
一
と
し
て
ま
た
か
ら
ず
。
或
は
く
づ
れ
、
或
は
た

ふ
れ
た
る
間
、
ち
り
は
い
た
ち
の
ぼ
り
て
、
さ
か
り
な
る
け
ぶ
り
の
ご
と
し
。

地
う
ご
き
家
や
ぶ
る
ゝ
音
、
雷
に
こ
と
な
ら
ず
。
家
の
う
ち
に
を
れ
ば
、
た
ち

ま
ち
に
う
ち
ひ
し
げ
な
ん
と
す
。
は
し
り
い
づ
れ
ば
、
又
地
わ
れ
さ
く
。
羽
な

け
れ
ば
空
へ
も
あ
が
る
べ
か
ら
ず
。
龍
な
ら
ね
ば
雲
に
の
ぼ
ら
ん
事
か
た
し
。

お
そ
れ
の
中
に
お
そ
る
べ
か
り
け
る
は
、
た
ゞ
地
震
な
り
け
り
と
ぞ
お
ぼ
え
侍

し
。

あ
る
い
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
三
章
の
子
ど
も
が
下
敷
き
に
な
っ
て
死
ぬ
描
写
に

も
み
ら
れ
る
な
ど
、
了
意
が
『
方
丈
記
』
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、『
か
な
め
い
し
』
は
『
方
丈
記
』
の
単
な
る
「
も
ぢ
り
」
で
は
な
く
、
発

想
の
継
承
で
も
な
い
。
な
る
ほ
ど
字
句
的
に
は
類
似
の
も
の
も
あ
る
が
、「
ち
り
は

い
た
ち
の
ぼ
」
る
さ
ま
を
了
意
は
天
変
地
異
の
前
兆
に
用
い
る
。『
方
丈
記
』
が

「
龍
な
ら
ね
ば
雲
に
の
ぼ
ら
ん
事
か
た
し
」
と
地
震
か
ら
逃
れ
が
た
い
こ
と
へ
の
比

喩
に
用
い
る
の
に
対
し
て
、『
か
な
め
い
し
』
で
は
や
は
り
地
震
の
前
兆
を
現
わ
す

天
変
に
用
い
る
。『
方
丈
記
』
の
記
述
を
効
果
的
に
用
い
る
こ
と
で
地
震
発
生
直
前

の
不
安
を
再
現
し
て
い
る
。
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地
震
は
火
事
や
雷
な
ど
と
違
い
、
突
然
襲
っ
て
く
る
災
害
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
平

穏
で
あ
っ
た
日
常
生
活
が
い
き
な
り
変
化
す
る
。
そ
の
変
化
の
急
激
さ
を
、
了
意
は

「
序
」
か
ら
一
章
の
始
ま
り
に
か
け
て
、
劇
的
な
構
成
で
描
い
て
見
せ
て
い
る
。
こ

こ
に
了
意
の
物
語
化
に
向
け
た
作
為
の
一
端
が
み
ら
れ
よ
う
。

三
章
で
は
下
御
霊
社
に
て
死
ん
だ
二
人
の
子
ど
も
の
家
を
「
一
人
ハ
琴
屋
、
一
人

ハ
鞠
や
の
子
に
て
侍
へ
り
し
」
と
、
四
章
で
は
死
ん
だ
女
房
の
家
を
「
百
足
屋
の
な

に
が
し
」
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
真
偽
は
不
明
で
、
家
の
記
述
に
関
し
て
は
、

お
そ
ら
く
了
意
の
虚
構
で
あ
ろ
う
。
読
者
に
現
実
感
を
も
た
せ
る
べ
く
、
ま
ず
人
物

を
「
琴
屋
・
鞠
屋
の
子
、
百
足
屋
の
女
房
」
と
実
在
の
商
家
に
付
帯
さ
せ
る
。
そ
の

上
で
こ
れ
ら
二
章
に
は
、
誇
張
し
て
ま
で
も
地
震
の
悲
惨
さ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
了

意
の
意
図
が
あ
る
。
ま
ず
了
意
は
、
子
ど
も
が
石
灯
篭
の
下
敷
き
に
な
っ
た
様
子
を

具
体
的
・
解
説
的
に
記
述
す
る
。

に
げ
い
づ
べ
き
方
角
を
、
う
し
な
ひ
、
心
き
え
、
た
ま
し
ゐ
、
う
ろ
た
へ
て

せ
ん
か
た
な
く
、
お
そ
れ
、
も
だ
え
、
石
燈
籠
に
、
い
た
き
つ
き
し
所
に
、
や

が
て
、
か
の
い
し
ど
う
ろ
う
、
ゆ
り
か
た
ふ
き
て
、
打
た
を
れ
し
か
ば
、
二
人

の
子
ど
も
ハ
、
こ
れ
に
、
う
ち
ひ
し
か
れ
…

子
ど
も
が
崩
れ
た
建
物
の
下
敷
き
に
な
っ
て
死
亡
す
る
話
は
『
方
丈
記
』
に
も
類

似
の
も
の
が
あ
り
、
了
意
も
そ
れ
を
意
識
し
て
は
い
た
。
だ
が
『
方
丈
記
』
に
は
、

一
般
的
な
情
感
の
内
に
収
斂
さ
れ
る
悲
哀
感
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

つ
い
ぢ
の
お
ほ
ひ
の
下
に
…
あ
そ
び
侍
し
が
、
俄
に
く
づ
れ
う
め
ら
れ
て
、

あ
と
か
た
な
く
ひ
ら
に
う
ち
ひ
さ
が
れ
て
、
二
の
目
な
ど
一
寸
ば
か
り
づ
ゝ
う

ち
い
だ
さ
れ
た
る
を
、
父
母
か
ゝ
へ
て
、
こ
ゑ
を
お
し
ま
ず
か
な
し
み
あ
ひ
て

侍
し

こ
の
『
方
丈
記
』
の
記
述
に
比
べ
、
了
意
は
下
敷
き
に
な
っ
た
子
ど
も
の
姿
を

「
か
う
べ
よ
り
、
手
あ
し
に
、
い
た
る
ま
で
、
つ
ゞ
く
所
な
く
、
き
れ

ぐ
に
な
り

て
、
死
け
る
」
と
、
か
な
り
衝
撃
的
に
描
く
。
ま
た
、
家
族
の
悲
し
み
も
目
に
見
え

る
よ
う
に
哀
れ
に
描
く
。

子
ど
も
の
お
や
、
は
し
り
き
た
り
、
そ
の
か
ほ
か
た
ち
ハ
、
ひ
し
け
て
、
見

え
ね
ど
も
、
血
に
染
か
へ
り
し
、
き
る
物
は
、
ま
が
ふ
所
な
く
そ
、
な
り
け
れ

ば
、
母
も
気
を
う
し
な
ひ
、
父
も
声
を
あ
げ
て
、
只
な
き
に
、
な
き
け
れ
と
も
、

か
ひ
な
し

こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
は
「
ち
ぎ
れ
た
る
、
か
ば
ね
を
、
と
り
あ
つ
め
、

涙
と
ゝ
も
に
、
俵
に
い
れ
、
人
し
て
、
も
た
せ
て
、
家
ぢ
に
立
帰
る
」
と
ま
で
シ
ョ

ッ
キ
ン
グ
な
描
写
を
入
れ
、
悲
哀
感
を
か
き
た
て
て
い
く
。『
か
な
め
い
し
』
を
読

む
読
者
の
衝
撃
は
『
方
丈
記
』
よ
り
深
い
。
わ
ず
か
に
「
石
の
た
う
ろ
の
下
に
て
小

人
死
」
と
の
み
記
述
さ
れ
た
だ
け
の
で
き
ご
と
を
、
了
意
は
具
体
性
を
も
た
せ
衝
撃

的
な
描
写
で
表
現
し
た
。
こ
の
点
で
、「
悲
惨
な
る
事
件
を
よ
り
悲
惨
な
事
と
し
て

…
潤
色
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
に
悲
惨
な
る
景
を
彷
彿
と
さ
せ
る
に
役
立
っ

て
い
る
」
と
の
小
川
武
彦
氏!4

の
見
解
に
、
筆
者
も
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
了
意
の

作
為
は
、
グ
ロ
テ
ス
ク
と
も
思
え
る
描
写
を
通
じ
て
、
物
語
の
中
で
悲
哀
感
を
増
幅

さ
せ
る
。

四
章
の
「
百
足
屋
の
女
房
」
の
死
も
、
そ
の
情
況
が
凄
惨
に
描
か
れ
る
。

あ
え
な
く
打
ひ
し
か
れ
、
腹
ハ
、
わ
き
よ
り
、
さ
け
て
、
内
な
る
子
は
、
い

ま
だ
五
月

い
つ
ゝ
き

バ
か
り
な
る
が
、
は
ら
わ
た
に
、
ま
と
ハ
れ
、
血
に
、
ま
み
れ
て
、

な
だ
れ
出
け
る
を
見
る
こ
そ
、
か
な
し
け
れ
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こ
こ
で
も
女
房
の
年
を
十
七
歳
と
設
定
す
る
な
ど
、
現
実
感
を
も
た
せ
て
の
上
で

の
悲
惨
な
死
の
描
写
で
あ
る
。
三
章
に
続
い
て
四
章
で
も
悲
惨
な
場
面
に
出
く
わ
す

読
者
に
は
、
一
・
二
章
か
ら
読
み
続
け
て
き
た
地
震
の
不
安
と
恐
怖
の
中
で
、
こ
こ

で
悲
し
み
の
頂
点
に
達
す
る
。
こ
れ
ぼ
ど
ま
で
に
地
震
の
も
た
ら
す
不
安
と
悲
惨
を

了
意
の
作
為
は
伝
え
て
い
く
。

ま
た
、
五
章
で
大
仏
殿
が
崩
れ
る
記
述
が
あ
る
が
、
方
広
寺
大
仏
殿
は
こ
の
当
時

幕
府
の
政
策
に
よ
り
解
体
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
地
震
の
原
因
を
、
方
広
寺

大
仏
の
罰
に
付
会
す
る
説
が
広
く
巷
間
に
さ
さ
や
か
れ
て
い
た
ら
し
い
が!5

、
こ
こ
で

は
「
日
用
の
も
の
ど
も
」
に
そ
の
説
を
言
わ
し
め
て
い
る
。
一
般
的
な
風
説
を
紹
介

す
る
よ
り
も
、
現
実
に
大
仏
殿
で
働
く
「
日
用
の
も
の
ど
も
」
が
、
仏
罰
だ
と
恐
れ

慌
て
ふ
た
め
く
様
を
挿
入
す
る
ほ
う
が
、
読
者
に
は
よ
り
現
実
的
で
身
近
な
感
覚
で

受
け
入
れ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
読
者
に
は
現
実
性
を
感
得
さ
せ
ら
れ
る
場
面
で
あ

る
。六

章
で
五
条
の
石
橋
が
崩
落
す
る
こ
と
も
諸
記
録
に
よ
り
事
実
が
確
認
さ
れ
て

も
、
了
意
は
こ
こ
で
人
間
の
運
命
を
描
い
て
み
せ
る
。「
一
人
ハ
、
橋
げ
た
の
石
に
、

う
た
れ
、
く
だ
け
ち
り
て
、
死
た
り
」
と
な
る
が
、「
い
ま
一
人
ハ
、
…
橋
板
の
、

お
つ
る
に
、
の
り
て
、
下
に
お
ち
つ
き
、
や
が
て
絶
い
り
し
が
、
ひ
ざ
の
あ
た
り
、

す
こ
し
打
や
ぶ
れ
た
る
バ
か
り
に
て
、
や
う

く
、
よ
み
が
へ
り
、
夢
の
こ
ゝ
ち
し

て
、
は
う

く
、
家
に
、
か
へ
り
ぬ
」
と
、
ほ
と
ん
ど
無
傷
で
助
か
っ
た
こ
と
を
描

写
す
る
。
そ
れ
は
「
運
の
つ
よ
き
も
の
」
と
し
て
了
意
も
「
こ
と
ハ
り
也
」
と
の
感

想
を
も
ら
す
。
実
際
、
地
震
の
中
で
も
紙
一
重
の
幸
運
で
生
命
が
助
か
っ
た
者
は
数

多
く
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
人
々
の
喜
び
は
想
像
に
難
く
な
い
。
災
害
時
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
そ
う
い
っ
た
人
間
の
運
・
不
運
に
収
斂
す
る
こ
と
で
、
了
意
は
奇
譚
へ
の

傾
斜
を
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
の
直
後
に
「
荷
お
ひ
た
る
馬
ど
も
」
が
五
条
橋
に
さ

し
か
か
っ
て
地
震
に
怖
れ
て
少
し
も
動
か
な
か
っ
た
こ
と
も
、「
橋
の
お
つ
べ
き
事

を
、
し
り
け
る
か
と
、
諸
人
、
是
を
、
あ
や
し
み
け
り
、
い
と
、
き
ど
く
の
事
に
こ

そ
」
と
奇
譚
に
収
斂
さ
せ
る
。
虚
構
が
も
た
ら
す
物
語
化
の
企
図
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
と
き
、
先
の
「
下
御
霊
社
」
で
の
子
ど
も
の
死
も
、「
け
が
れ
た
る
火

を
、
く
ひ
て
、
親
に
も
、
し
ら
せ
ず
…
神
の
御
と
が
め
に
て
、
か
ゝ
る
事
に
、
あ
ひ

侍
べ
り
け
る
、
と
か
や
」
と
、
了
意
は
因
果
で
説
明
す
る
。「
と
か
や
」
と
世
間
の

言
説
の
形
式
を
と
っ
て
は
い
て
も
、
こ
こ
で
は
婉
曲
に
す
ぎ
ず
了
意
の
認
識
で
あ
る
。

天
災
に
よ
る
不
慮
の
死
で
さ
え
も
因
果
に
収
斂
さ
せ
る
発
想
が
込
め
ら
れ
た
。
そ
う

で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
き
れ

ぐ
に
な
り
て
、
死
け
る
こ
そ
か
な
し
け
れ
」
や
「
あ
ま

り
に
、
み
る
め
の
、
ふ
び
ん
さ
」
と
述
べ
て
は
い
て
も
、
了
意
の
視
線
は
冷
徹
で
あ

る
。
三
章
の
末
尾
に
、「
と
ふ
ら
ひ
け
る
僧
」
の
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
狂
歌
「
と

て
も
は
や
う
ち
ひ
し
か
れ
て
死
す
る
か
ら
い
し
ど
う
ろ
う
を
五
輪
と
も
み
よ
」
に
は

突
き
放
し
た
も
の
が
あ
る
。

三

奇
譚
へ
傾
斜
し
た
よ
う
な
了
意
の
物
語
化
へ
の
発
想
は
、
名
所
記
や
狂
歌
の
手
法

に
ま
で
発
展
す
る
。
各
章
ご
と
に
狂
歌
が
挿
入
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
取

り
上
げ
て
も
す
で
に
狂
歌
咄
の
形
式
で
あ
る
。
五
章
で
は
、「
東
大
寺
大
仏
」
が

「
斉
衡
二
年
五
月
五
日
の
大
地
し
ん
」
で
頭
部
を
揺
り
落
と
さ
れ
た
記
事
を
挿
入
し
、

名
所
見
聞
記
の
要
素
の
導
入
に
踏
み
切
っ
て
い
る
。

六
章
で
は
前
半
に
「
耳
塚
」
が
倒
壊
し
た
記
述
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
了
意
は
冒

頭
に
「
耳
塚
」
の
由
来
を
述
べ
、
名
所
記
的
な
発
想
を
み
せ
る
。
さ
ら
に
、
地
震
で

出
現
し
た
「
深
き
あ
な
」
へ
「
あ
る
人
」
が
狂
歌
を
詠
み
入
れ
る
が
、「
あ
な
の
底

よ
り
…
返
哥
と
、
お
ほ
し
」
き
狂
歌
が
返
っ
て
く
る
。「
耳
塚
の
お
ほ
く
の
耳
よ
こ

と
ゝ
ハ
ん
か
ゝ
る
地
し
ん
を
聞
や
つ
た
へ
し
」
と
「
耳
」
に
こ
じ
つ
け
た
言
問
に
対

し
て
、
返
歌
で
は
「
も
ろ
こ
し
も
ゆ
り
や
し
ぬ
ら
ん
大
な
ゆ
に
今
こ
そ
耳
の
あ
な
ハ
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あ
き
け
れ
」
と
、
見
立
て
の
笑
い
に
集
約
さ
せ
る
。
こ
の
章
に
至
っ
て
は
地
震
の
悲

惨
さ
は
後
退
し
、
名
所
記
的
発
想
と
狂
歌
咄
の
構
想
が
前
面
に
出
て
く
る
よ
う
に
な

っ
た
。

名
所
記
的
発
想
は
続
く
七
章
で
も
み
ら
れ
る
。「
祇
園
の
南
門
に
、
立
ら
れ
し
石

の
鳥
居
ハ
、
津
の
国
天
王
寺
の
鳥
居
に
、
な
ぞ
ら
へ
…
額
ハ
、
こ
れ
、
青
蓮
院
の
御

門
跡
、
あ
そ
ハ
さ
れ
給
ひ
」
と
、
こ
こ
で
も
鳥
居
の
由
来
が
導
入
さ
れ
る
。
鳥
居
の

崩
壊
の
後
に
展
開
さ
れ
る
逃
げ
惑
う
人
々
の
様
子
は
、
滑
稽
性
を
付
与
さ
れ
て
描
写

さ
れ
る
。お

や
ハ
、
子
を
す
て
、
兄
ハ
、
お
と
ゝ
を
、
わ
す
れ
、
あ
る
ひ
ハ
、
わ
が
妻

の
女
房
か
と
お
も
ひ
て
、
人
と
め
女
の
手
を
、
ひ
き
て
、
に
げ
い
で
、
あ
る
ひ

ハ
、
わ
が
子
と
お
も
ひ
て
、
茶
つ
ぼ
を
、
い
だ
き
て
、
は
し
り
い
で

「
人
と
め
女
の
手
を
ひ
く
男
」
と
「
茶
つ
ぼ
を
い
だ
き
て
走
り
出
す
女
」
は
、
挿

し
絵
に
ま
で
構
図
化
さ
れ
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
了
意
自
身
も
そ
れ
ら
の
狼

狽
に
対
し
「
を
こ
が
ま
し
き
、
あ
り
さ
ま
ど
も
な
り
」
と
、
三
・
四
章
で
の
「
悲
し

か
る
べ
き
」
と
し
た
述
懐
と
は
異
な
っ
た
認
識
を
示
す
。
さ
ら
に
、
八
十
四
五
歳
に

な
っ
て
も
な
お
茶
屋
遊
び
を
す
る
「
井
づ
ゝ
屋
の
、
な
に
が
し
」
の
、
茶
屋
か
ら

「
は
う

く
、
に
ぐ
る
」
様
子
を
、「
あ
る
人
、
か
く
よ
み
て
、
わ
ら
ひ
け
り
」
と
狂

歌
で
笑
い
と
ば
し
て
み
せ
る
。

と
し
た
け
て
ま
だ
生
べ
し
と
お
も
ひ
き
や
い
の
ち
な
り
け
り
茶
屋
の
な
が
に
げ

「
井
筒
屋
」
へ
の
皮
肉
と
嘲
笑
を
込
め
た
こ
の
狂
歌
で
七
章
は
結
ば
れ
る
。

八
章
で
も
冒
頭
で
八
坂
の
塔
に
ま
つ
わ
る
後
鳥
羽
院
の
故
事
、
浄
蔵
貴
所
の
故
事

が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
当
初
か
ら
名
所
記
的
な
発
想
が
先
立
っ
て
い
る
。
了
意

は
実
際
の
地
震
の
被
害
へ
の
記
述
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
塔
の
修
理
の
た
め
に
上
に

登
っ
た
者
た
ち
が
、
地
震
の
揺
れ
を
下
の
「
わ
か
き
も
の
ど
も
」
が
揺
す
る
も
の
と

勘
違
い
す
る
滑
稽
譚
と
な
る
。
末
尾
の
狂
歌
も

椎
柴
の
こ
り
は
て
に
け
り
後
生
だ
て
い
ま
ハ
八
坂
の
た
う
と
げ
も
な
し

と
、
駄
洒
落
の
お
か
し
み
で
括
ら
れ
る
。

九
章
で
は
「
五
月
朔
日
、
昼
の
う
ち
に
、
五
十
六
度
、
そ
の
夜
に
い
り
て
、
四
十

七
度
に
、
を
よ
べ
り
」
と
、
揺
れ
の
詳
し
い
回
数
や
、「
土
蔵
に
く
づ
れ
た
る
事
、

京
都
に
二
百
余
庫
な
り
、
打
こ
ろ
さ
れ
け
る
人
、
四
十
余
人
と
か
や
」
と
、
被
害
の

具
体
的
な
数
値
を
記
述
し
て
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
へ
の
回
帰
も
見
せ
る
。
さ
ら
に
は
避

難
小
屋
が
形
成
さ
れ
た
場
所
も
、
十
四
ヵ
所
に
わ
た
り
詳
し
く
地
名
が
記
さ
れ
て
い

る
。
余
震
が
続
く
「
五
月
朔
日
」、
各
地
の
小
屋
に
避
難
す
る
「
貴
賎
上
下
、
あ
は

て
た
る
、
あ
り
さ
ま
」
を
描
写
し
て
、
了
意
は
衒
学
的
と
さ
え
思
え
る
記
述
に
及
ん

で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
屋
に
避
難
し
た
「
あ
る
姫
御
前
」
の
詠
む
狂
歌
に
至

っ
て
、
や
は
り
咄
の
発
想
の
内
に
収
斂
さ
れ
る
。

わ
く
ら
ハ
に
と
ふ
人
あ
ら
は
小
屋
の
う
ち
に
し
と
を
た
れ
つ
ゝ
わ
ぶ
と
こ
た
へ
よ

狂
歌
に
は
卑
俗
な
滑
稽
感
し
か
な
く
、
も
は
や
地
震
の
も
た
ら
す
恐
怖
感
や
悲
愴

感
は
全
く
後
退
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
詳
述
し
て
き
た
被
害
の
件
数
・
人
数
、
避
難

す
る
人
々
の
狼
狽
な
ど
と
は
全
く
無
縁
の
狂
歌
の
配
置
は
、
一
見
唐
突
に
も
思
え
る
。

こ
こ
で
も
了
意
の
作
為
は
狂
歌
咄
の
卑
俗
性
・
滑
稽
性
を
志
向
し
て
い
る
。
唐
突
で

あ
る
が
た
め
に
、
さ
ら
に
滑
稽
感
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。

九
章
後
半
で
は
「
禁
中
よ
り
、
い
だ
さ
れ
」
た
地
震
鎮
め
の
歌
の
こ
と
が
報
告
さ

れ
る
。
そ
の
歌
「
棟
は
八や

つ

門
ハ

九
こ
ゝ
の
つ

戸
ハ
ひ
と
つ
身
ハ
い
ざ
な
ぎ
の
内
に
こ
そ
す
め
」
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が
巷
間
に
伝
わ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、「
こ
の
哥
ハ
、
む
か
し
、
慶
長
の
地
し

ん
に
、
其
時
の
人
、
と
な
へ
侍
へ
り
し
」
と
「
ふ
る
き
人
」
が
解
説
す
る
場
面
な
ど

を
了
意
は
作
為
す
る
。
し
か
し
、「
家
〃
の
門
バ
し
ら
に
、
を
し
け
れ
ど
も
、
地
し

ん
ハ
や
ま
ず
、
夜
中
に
四
十
七
度
ま
で
、
ゆ
り
侍
へ
り
」
と
い
っ
た
あ
り
さ
ま
で
、

歌
の
効
果
は
全
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
あ
る
人
…
こ
の
う
た
を
翻
案
し
て
、
か
く

ぞ
、
よ
み
け
る
」
と
し
た
狂
歌
が
紹
介
さ
れ
る
。

む
ね
ハ
わ
れ
か
と
ハ
く
づ
れ
て
戸
ハ
ゆ
が
み
身
は
小
屋
が
け
の
う
ち
に
こ
そ
す
め

こ
の
歌
に
つ
い
て
も
実
際
は
類
似
の
歌
が
す
で
に
巷
間
に
流
布
し
て
お
り!6

、
了
意

は
事
実
に
取
材
し
な
が
ら
「
あ
る
人
」
の
作
歌
と
し
て
挿
話
を
創
る
。
九
章
の
作
為

は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
続
け
て
「
棟
は
八
…
」
の
歌
に
対
す
る
了
意
の
意
見
が

示
さ
れ
る
。「
す
べ
て
、
哥
の
こ
ゝ
ろ
、
い
か
な
る
事
と
も
、
し
り
が
た
し
」
と
す

る
了
意
の
見
解
は
、「
疫
癘
の
、
は
や
り
し
こ
ろ
」
に
門
々
に
張
り
つ
け
た
「
万
葉

の
哥
」
も
例
に
引
く
。
こ
れ
を
「
わ
け
の
聞
え
が
た
き
証
哥
な
れ
、
と
、
い
へ
り
」

と
、
そ
の
誤
謬
を
説
い
て
い
く
。
さ
ら
に
「
世
の
愚
俗
ど
も
、
物
の
ま
じ
な
ひ
に
、

哥
を
、
と
な
ふ
る
事
あ
り
、
そ
の
哥
ど
も
ハ
、
大
か
た
ハ
、
わ
け
も
な
き
片
言
お
ほ

し
」
と
、
俗
信
を
諌
め
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
了
意
は
作
者
と
し
て
の
素
顔
を
出
す
だ

け
で
な
く
、「
愚
俗
ど
も
」
へ
警
鐘
を
発
す
る
評
論
家
と
し
て
の
姿
勢
を
顕
に
す
る
。

『
か
な
め
い
し
』
に
は
啓
蒙
性
の
要
素
も
加
わ
っ
た
。

四

こ
こ
ま
で
『
か
な
め
い
し
』
上
巻
を
悉
さ
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
虚
構
化
の
方
法

に
つ
い
て
そ
の
意
図
を
探
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
歴
史
史
料
が
簡
略
に
し
か
記
録
し

な
か
っ
た
寛
文
の
京
畿
大
地
震
を
、
了
意
は
恣
意
的
と
も
言
え
る
脚
色
を
施
し
、
そ

れ
ぞ
れ
物
語
化
し
て
み
せ
て
い
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
上
巻
の
構
成
に
も
了
意
は
深

い
意
図
を
込
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
そ
の
構
成
を
整
理
す
る
と
次
の

よ
う
に
な
ろ
う
。

序
か
ら
一
章
に
か
け
て
、
の
ど
か
な
夏
の
一
日
か
ら
突
然
の
地
震
発
生
時
を
再
現

す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
二
章
で
は
人
々
の
被
災
と
避
難
の
様
相
を
報
告
す
る
。
三

章
・
四
章
で
は
、
子
ど
も
や
女
性
の
凄
惨
な
事
故
死
を
虚
構
化
し
て
、
地
震
の
も
つ

悲
惨
さ
を
描
写
す
る
。
こ
こ
で
読
者
が
悲
哀
感
の
頂
点
に
達
す
る
よ
う
構
成
さ
れ
る
。

し
か
し
五
章
か
ら
八
章
に
わ
た
っ
て
、
七
条
か
ら
四
条
に
か
け
て
の
東
山
山
麓
の
名

所
の
被
害
を
、
名
所
記
的
要
素
を
加
え
て
報
告
す
る
。
さ
ら
に
各
地
で
慌
て
ふ
た
め

く
人
々
の
様
相
を
、
奇
譚
の
文
芸
要
素
や
滑
稽
譚
の
文
芸
要
素
へ
傾
斜
し
て
虚
構
化

し
て
い
く
。
そ
れ
は
平
常
心
を
失
っ
た
人
間
が
見
せ
る
、「
わ
ら
ひ
種
に
、
な
る
」

（
下
巻
・
三
章
）
べ
き
あ
り
さ
ま
の
戯
画
化
と
も
言
え
よ
う
。
こ
こ
に
至
っ
て
地
震
の

恐
怖
・
悲
哀
は
後
退
し
、
滑
稽
性
が
前
面
に
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
被
害
が
比
較

的
小
さ
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
余
裕
か
ら
の
「
ゆ
っ
た
り
と
し
た
描
写!7

」
と
い
う
一
義

的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
了
意
が
意
図
的
に
虚
構
を
構
図
化
し
た
結
果
で
あ
る
。

九
章
で
は
卑
俗
な
笑
い
さ
え
も
導
入
し
な
が
ら
、
天
災
か
ら
の
無
事
を
願
っ
て
人
々

が
「
ま
じ
な
ひ
」
に
妄
信
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
、
啓
蒙
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
騒

動
の
一
日
が
過
ぎ
、
避
難
し
た
人
々
の
各
地
の
小
屋
が
け
の
模
様
も
描
か
れ
る
。
十

章
で
は
地
震
の
夜
に
起
こ
っ
た
奇
怪
な
天
文
事
象
を
報
告
し
な
が
ら
、「
み
だ
り
が

は
し
き
、
洛
中
の
さ
う
ど
う
」（
十
章
）
の
幕
を
ひ
と
ま
ず
下
ろ
す
の
で
あ
る
。

万
治
二
年
に
『
堪
忍
記
』『
東
海
道
名
所
記
』
を
刊
行
、
以
下
『
可
笑
記
評
判
』

（
三
年
）、『
む
さ
し
あ
ぶ
み
』『
浮
世
物
語
』（
寛
文
元
年
）、『
江
戸
名
所
記
』（
二
年
）

と
、
仮
名
草
子
作
者
と
し
て
世
に
出
て
以
来
、
了
意
は
立
て
続
け
に
作
品
を
刊
行
す

る
。
そ
れ
ら
は
教
訓
書
・
評
判
記
・
名
所
記
・
見
聞
記
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル

に
わ
た
る
が
、
多
く
の
場
合
に
文
芸
要
素
の
複
合
性
が
み
ら
れ
る
。

『
東
海
道
名
所
記
』
で
は
東
海
道
の
名
所
、
各
宿
場
の
風
俗
な
ど
を
見
聞
・
紹
介
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し
な
が
ら
、
旅
す
る
主
人
公
と
し
て
の
「
楽
阿
弥
」
と
「
大
坂
辺
の
手
代
」
の
二
者

を
創
造
し
た
。
当
初
よ
り
旅
物
語
の
構
想
が
露
呈
し
て
い
る
う
え
に
、「
大
堰
川
」

で
の
狂
歌
咄
や
「
西
坂
宿
」
で
の
遊
女
と
の
交
歓
な
ど
（
巻
三
）
数
々
の
虚
構
が
挿

入
さ
れ
、
一
場
の
滑
稽
譚
と
な
っ
た
部
分
も
多
く
あ
る
。『
む
さ
し
あ
ぶ
み
』
で
も

「
楽
斎
房
」
に
仮
託
さ
れ
た
人
物
が
、
江
戸
の
各
所
を
移
動
す
る
こ
と
で
明
暦
の
大

火
の
被
害
を
見
て
回
る
設
定
が
な
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
「
石
出
帯
刀
」
が
科
人
た
ち

を
解
き
放
っ
た
挿
話
も
、「
作
者
の
読
物
と
し
て
の
潤
色
以
外
の
何
者
で
も
な
か
ろ

う!8

」
と
い
う
創
作
意
識
が
あ
る
。
了
意
は
同
じ
創
作
意
識
を
『
か
な
め
い
し
』
に
も

当
用
し
て
い
く
。
仮
名
草
子
作
品
の
多
く
は
文
芸
要
素
の
複
合
性
に
あ
り
、
一
つ
の

ジ
ャ
ン
ル
に
分
類
す
る
こ
と
の
困
難
が
あ
る
が
、『
か
な
め
い
し
』
も
同
様
で
あ
っ

た
。「
報
告
文
学
」
や
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
」「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
に
と
ど
ま
ら

な
い
読
み
物
と
し
て
の
娯
楽
性
を
も
兼
ね
備
え
た
作
品
と
し
て
『
か
な
め
い
し
』
は

成
立
し
た
。
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仮
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史
　
仮
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収
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