
歌
仙
「
辻
相
撲
」
の
巻

　
　
　
　
　
　
－
其
角
連
句
注
釈
稿
　
田
i

石
　
　
川
　
　
八
　
　
朗

　
　
　
　
　
元
禄
三
年
刊
『
花
摘
』
所
収
。
調
和
ら
と
も
親
し
く
、
延
宝
の
、
『
桃
　
な
る
。

　
　
　
　
　
青
門
弟
独
吟
廿
歌
仙
』
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
岩
翁
ら
と
の
一
座
。
　
　
芭
蕉
七
回
忌
に
刊
行
さ
れ
た
『
三
上
吟
』
所
収
の
七
歌
仙
は
、
七
吟
で
、

　
　
　
　
　
貞
享
期
の
・
こ
と
さ
ら
な
連
歌
ぶ
り
は
後
退
し
、
元
禄
の
、
い
わ
ゆ
　
未
の
上
刻
か
ら
丑
の
上
刻
ま
で
に
満
尾
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
六
刻
、
読

　
　
　
　
　
る
当
流
俳
譜
の
句
作
・
付
方
を
基
調
と
し
た
作
風
が
う
か
が
わ
れ
る
。
　
経
や
食
事
の
時
間
を
含
む
の
か
も
し
れ
な
い
が
．
大
ま
か
に
見
て
、
歌
仙
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
に
つ
い
て
】
時
間
三
十
分
前
後
だ
ろ
う
か
。
比
較
し
て
、
本
歌
仙
は
，
三
　
　
－

　
　
　
　
　
七
月
十
九
日
　
半
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
の
二
ぐ
ら
い
の
時
間
で
成
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
投
ら
れ
て
坊
主
な
り
け
り
辻
相
撲
　
　
　
　
　
其
角
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
辻
相
撲
」
は
、
町
の
辻
や
空
地
、
広
場
な
ど
で
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て

　
　
　
発
句
・
秋
（
辻
相
撲
）
・
暮
の
・
七
月
＋
九
日
」
・
元
禄
三
年
の
こ
の
日
行
わ
れ
る
相
撲
の
こ
と
。
す
で
に
早
く
鎌
倉
時
代
、
『
吾
妻
鏡
』
に
禁
令
が
見

　
　
は
・
こ
の
歌
仙
を
収
め
る
『
花
摘
』
の
・
亡
母
追
善
の
た
め
に
行
っ
た
一
夏
え
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
室
町
時
代
の
『
七
＋
蕃
職
人
歌
ム
・
』
に
は
．
相
撲

　
　
百
句
の
「
満
百
」
の
日
で
あ
る
・
同
書
に
は
、
当
日
の
発
句
と
し
て
、
其
角
、
　
取
り
の
絵
に
「
辻
相
撲
」
の
短
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
筍
深
．
東
順
の
三
句
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
同
じ
日
に
、
こ
の
歌
仙
　
　
江
戸
時
代
初
期
の
俳
譜
に
も
、

　
　
が
興
行
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鬼
ど
も
も
取
や
六
道
の
辻
相
撲
　
　
　
　
　
　
長
頭
丸
（
毘
山
集
）

　
　
　
　
「
半
時
」
と
あ
る
の
は
、
一
刻
の
半
ば
、
即
ち
、
約
一
時
間
で
満
尾
し
た
　
　
い
さ
か
ひ
の
も
と
ど
り
と
る
な
辻
相
撲
　
　
　
永
吉

　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
・
蝋
燭
が
一
寸
あ
る
い
は
五
分
燃
え
る
間
に
満
尾
す
　
　
と
り
く
む
や
手
と
手
と
四
つ
の
辻
相
撲
　
　
　
可
雪

　
　
る
「
燭
寸
」
俳
譜
（
俳
譜
勧
進
牒
・
己
が
光
）
あ
る
い
は
「
燭
五
分
」
俳
譜
　
　
所
か
ら
四
手
に
く
む
や
辻
相
撲
　
　
　
　
　
　
由
健
（
玉
海
集
）

　
　
　
（
嵯
峨
日
記
）
な
ど
と
同
じ
く
・
興
行
の
時
問
を
制
限
し
、
一
定
時
間
に
詠
こ
も
く
た
と
名
乗
捨
て
け
り
辻
相
撲
　
自
悦
⌒
詞
林
金
玉
墓

　
　
む
こ
と
を
課
し
た
も
の
で
あ
る
。
七
月
中
旬
頃
の
昼
の
一
刻
を
約
百
四
十
分
　
な
ど
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

m
程
度
と
す
れ
ば
半
刻
は
約
七
＋
分
三
句
平
均
一
亮
程
度
と
い
う
こ
と
に
江
戸
時
代
の
、
辻
相
撲
に
対
す
る
禁
令
は
、
江
戸
で
璽
元
年
二
月
の
触
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7@
　
書
に
禁
止
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
後
し
ば
し
ば
禁
令
が
出
さ
れ
　
　
　
「
坊
主
」
が
俳
言
。

　
　
　
て
い
る
。
幾
度
も
の
禁
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
辻
相
撲
は
や
ま
な
か
っ
た
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
く

　
　
　
け
で
、
そ
の
熱
気
が
う
か
が
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
も
涼
し
う
畳
台
敷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
水

　
　
　
　
元
禄
七
年
七
月
の
禁
令
に
よ
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脇
句
。
秋
（
秋
涼
）
。
「
畳
台
」
は
、
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
に
「
タ
タ
ミ
ノ
ダ

　
　
　
　
一
、
頃
日
所
々
広
小
路
え
毎
夜
大
勢
集
り
、
相
撲
取
り
候
由
相
聞
え
候
　
　
イ
」
と
し
て
，
一
種
の
折
畳
み
式
簡
易
寝
台
、
あ
る
い
は
長
腰
掛
の
よ
う
な

　
　
　
と
見
え
、
京
都
の
町
触
に
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
で
、
こ
の
上
に
乗
せ
て
畳
を
作
る
台
と
あ
る
。
こ
こ
は
、
夏
、
夕
涼
み

　
　
　
辻
相
撲
と
り
候
義
御
停
止
に
候
処
、
頃
日
所
々
二
而
暮
及
辻
相
撲
取
候
も
　
に
使
う
縁
台
の
よ
う
な
も
の
か
。

　
　
　
　
の
有
之
由
（
元
禄
十
三
年
六
月
九
旦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
秋
も
涼
し
う
」
は
、
季
語
と
し
て
あ
る
「
秋
涼
し
」
「
秋
涼
」
（
『
花
火
草
』

　
　
と
あ
る
よ
う
に
、
辻
相
撲
は
、
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
、
広
小
路
な
ど
に
大
　
　
『
毛
吹
草
』
な
ど
）
で
、
初
秋
の
涼
味
を
い
う
。

　
　
勢
の
者
が
集
ま
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
．
其
角
に
は
、
　
　
　
　
夏
の
間
、
畳
台
を
置
い
て
夕
涼
み
を
し
て
い
た
が
、
秋
に
な
っ
て
も
残
暑

朗
　
　
　
ト
石
や
し
と
ど
に
ぬ
れ
て
辻
相
撲
　
　
　
　
　
其
角
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
き
び
し
く
、
夕
涼
み
の
習
慣
は
か
わ
ら
な
い
。
最
近
は
さ
す
が
に
秋
ら
し

　
　
の
句
も
あ
る
が
、
ま
た
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
涼
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

八
　
相
撲
気
を
髪
月
代
の
夕
か
な
　
　
其
角
　
　
　
　
発
句
の
辻
相
禁
ら
時
分
を
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
の
頃
と
定
め
・
夕
涼

川
　
　
も
、
辻
相
撲
に
出
よ
う
と
し
て
い
る
男
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
み
が
て
ら
、
畳
台
に
か
け
て
辻
相
撲
を
見
物
す
る
人
々
を
付
け
た
。
負
け
て
　
　
2

　
　
　
辻
相
撲
が
、
季
語
と
し
て
秋
季
で
あ
る
の
は
、
宮
廷
行
事
と
し
て
の
．
相
　
坊
主
で
あ
る
こ
と
が
は
じ
め
て
わ
か
っ
た
滑
稽
さ
、
坊
主
の
正
体
は
誰
か
と

石
　
　
撲
節
会
」
が
、
秋
季
，
七
月
下
旬
に
行
わ
れ
て
い
た
故
で
あ
る
。
さ
き
に
掲
　
い
う
評
定
な
ど
、
し
ば
ら
く
は
笑
い
の
波
が
行
き
帰
り
し
た
も
の
と
思
わ
れ

　
　
げ
た
京
都
の
禁
令
は
、
六
月
九
日
に
出
さ
れ
て
お
り
、
実
情
は
．
夏
の
う
ち
　
る
。

　
　
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
畳
台
」
が
俳
言
。

　
　
　
句
意
は
、
辻
相
撲
で
、
組
み
合
っ
た
二
人
の
、
一
方
が
投
げ
ら
れ
た
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ギ

　
　
見
る
と
、
そ
れ
が
坊
主
で
あ
る
こ
と
に
、
は
じ
め
て
気
づ
い
た
。
な
ん
だ
坊
　
　
湯
次
に
て
廻
ス
新
酒
も
物
荏
て
　
　
　
　
　
岩
翁

　
　
主
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
、
意
外
、
滑
稽
の
感
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
投
げ
ら
　
　
第
三
　
秋
（
新
酒
）
。
「
湯
次
」
は
，
「
食
卓
（
膳
）
な
ど
で
湯
を
供
す
る
容

　
　
些
」
は
じ
め
て
坊
主
頭
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い
う
点
に
主
眼
が
あ
る
．
器
」
（
邦
訳
日
葡
辞
書
）
、
寡
掌
」
（
書
冨
宇
考
節
用
集
）
で
・
漆
器
や
金

　
　
仕
切
り
か
ら
組
み
合
い
の
間
は
、
そ
れ
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
　
属
器
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
理
由
と
し
て
、
ほ
う
被
り
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
（
『
五
　
　
「
新
酒
」
は
、
『
万
金
産
業
袋
』
に
、

　
　
元
集
』
書
き
入
れ
）
。
投
げ
ら
れ
た
坊
主
頭
は
、
力
自
慢
の
若
い
修
業
僧
、
あ
　
　
　
新
酒
と
は
、
米
も
そ
の
年
の
早
稲
、
新
米
に
て
酒
め
し
、
か
う
じ
と
も

　
　
る
い
は
寺
男
な
ど
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
仕
こ
み
、
水
も
米
壱
斗
に
水
壱
斗
ぐ
ら
い
の
割
（
中
略
）
米
淡
く
大
水



　
　
　
に
て
酒
の
上
り
は
や
く
、
七
月
中
旬
よ
り
下
旬
を
か
け
て
仕
込
む
に
、
は
　
い
の
で
あ
ろ
う
。
其
角
に
も
．
そ
の
周
辺
の
人
に
も
、
新
酒
の
詠
が
見
ら
れ

　
　
　
や
一
月
の
前
後
に
て
も
ろ
み
よ
く
わ
く
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
あ
ぐ
る
ゆ
へ
、
　
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
酒
う
す
く
気
淡
く
粕
ま
で
も
性
う
す
け
れ
ば
、
酒
屋
に
て
も
新
酒
の
粕
は
　
　
か
け
出
は
貝
で
も
て
な
す
新
酒
か
な
　
　
　
　
其
角
（
続
虚
票
）

　
　
　
み
な
売
る
と
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
店
無
肴
核

　
　
と
記
し
、
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
あ
ぶ
る
亭
主
に
と
へ
ば
新
酒
哉
　
　
　
　
　
其
角
（
句
兄
弟
）

　
　
　
　
是
は
秋
八
月
の
彼
岸
の
頃
、
吉
日
を
撰
み
定
め
て
其
四
日
前
に
て
麹
米
　
　
我
も
ら
じ
新
酒
は
酔
の
さ
め
や
す
き
　
　
　
　
嵐
雪
（
晴
野
）

　
　
　
を
洗
初
る
（
但
し
近
年
は
九
月
節
寒
露
前
後
よ
り
は
じ
む
）
　
　
　
　
　
　
　
新
酒
く
む
小
屋
し
ど
ろ
也
砂
の
上
　
　
　
　
　
亀
翁
（
雑
談
集
）

　
　
と
あ
っ
て
、
酒
造
り
の
時
期
は
、
時
代
が
新
し
く
な
る
に
つ
れ
、
よ
り
遅
く
　
　
ま
た
、
付
句
で
、

　
　
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
元
禄
ご
ろ
に
は
、
八
月
下
旬
ぐ
ら
い
に
は
新
　
　
　
須
磨
の
き
ぬ
た
は
下
手
で
も
っ
た
ぞ
　
　
　
翁

　
　
酒
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
の
家
は
は
や
う
新
酒
を
し
ぼ
ら
る
〉
　
　
　
以
之
（
茶
の
草
子
）

巻
　
　
　
し
か
し
、
一
方
、
『
寛
保
御
触
書
集
成
』
に
よ
れ
ば
、
寛
文
十
年
か
ら
新
酒
　
な
ど
も
見
出
さ
れ
る
。

の
　
　
を
造
る
の
を
禁
止
し
、
寒
作
り
の
酒
を
量
を
限
っ
て
許
可
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
「
足
あ
ぶ
る
」
や
「
新
酒
く
む
」
の
句
は
、
あ
ま
り
気
取
ら
な
い
場
所
で

衡
　
　
　
一
、
当
秋
中
迄
新
酒
造
之
儀
堅
可
停
止
之
旨
可
被
相
触
事
（
寛
文
十
戌
年
　
の
飲
酒
と
い
う
点
で
、
共
通
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
亀
翁
の

酬
　
五
月
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
句
な
ど
か
ら
す
る
と
二
湯
次
に
て
」
の
付
句
は
，
で
き
あ
が
っ
た
新
酒
の
試
3

ひ

山
　
　
　
一
、
諸
国
在
々
所
々
に
て
当
戌
年
寒
作
之
酒
八
木
員
数
之
儀
去
年
之
通
可
　
飲
の
場
を
詠
ん
だ
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

イ
歌
　
　
　
作
之
（
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
「
廻
す
」
と
あ
る
の
で
、
飲
む
人
は
、
数
人
は
居
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
附
　
以
来
迄
当
座
造
之
新
酒
は
可
為
停
止
事
（
寛
文
十
戌
年
九
月
）
　
　
新
酒
の
試
飲
だ
と
し
た
ら
、
畳
台
に
腰
か
け
て
男
ば
か
り
で
飲
ん
で
い
る
と

　
　
　
　
こ
れ
は
、
延
宝
二
年
ま
で
連
続
し
て
令
示
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
わ
け
で
、
物
佗
び
た
気
分
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
加
藤
百
一
著
『
酒
は
諸
白
』
に
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
幕
府
や
藩
庁
　
　
　
「
湯
次
」
「
新
酒
」
が
俳
言
。

　
　
が
領
内
経
済
の
把
握
、
維
持
の
立
場
か
ら
、
酒
造
業
者
を
把
握
し
よ
う
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
く

　
　
　
た
も
の
で
、
寒
作
り
の
酒
は
、
生
産
の
安
定
と
品
質
が
よ
い
と
い
う
点
で
市
　
　
　
下
手
に
焼
火
は
曇
る
月
影
　
　
　
　
　
　
角

　
　
　
場
性
が
高
く
、
ま
た
、
農
閑
期
で
あ
る
た
め
、
労
働
力
が
得
や
す
く
、
杜
氏
　
　
四
句
目
．
秋
（
月
）
。
初
折
表
の
月
。
定
座
よ
り
一
句
引
き
上
げ
。
た
き
火

　
　
　
の
育
成
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
、
奨
励
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
　
を
し
よ
う
と
燃
や
し
つ
け
る
が
、
下
手
で
な
か
な
か
燃
え
つ
か
な
い
。
煙
が

　
　
　
し
、
新
酒
は
、
早
期
の
生
産
に
よ
る
換
金
性
が
、
酒
屋
に
と
っ
て
魅
力
が
あ
っ
　
空
を
お
お
う
上
に
、
雲
も
出
て
来
て
、
折
角
の
月
の
光
が
醒
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
句
の
物
荏
び
た
酒
宴
の
気
分
を
、
秋
と
し
て
は
冷
気
の
強
い
月
夜
の
も

7
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新
酒
を
造
る
こ
と
は
、
し
か
し
、
す
ぐ
に
全
く
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
　
の
と
し
て
、
身
体
も
酒
も
温
め
よ
う
と
火
を
起
こ
そ
う
と
す
る
が
、
煙
ば
か



’

m
　
　
り
た
ち
こ
め
て
火
が
起
こ
ら
な
い
不
如
意
と
し
て
受
け
た
。
前
句
が
湯
次
で
　
か
。
「
銭
を
売
る
」
と
は
、
金
貨
や
銀
貨
を
銭
貨
に
代
え
る
こ
と
。

　
　
　
廻
す
酒
で
あ
り
、
酔
い
の
醒
め
や
す
い
新
酒
で
あ
る
の
で
、
火
を
た
く
こ
と
　
　
市
場
を
封
鎖
し
て
、
自
由
な
商
業
活
動
を
許
さ
ず
、
銭
貨
に
よ
る
両
替
を

　
　
を
出
し
、
秋
冷
の
月
夜
と
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禁
じ
る
と
い
う
、
権
力
者
に
よ
る
商
業
活
動
の
統
制
で
あ
ろ
う
。
何
か
日
常

　
　
　
　
四
句
目
は
、
短
句
で
あ
り
、
軽
く
付
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
月
を
詠
む
ご
　
的
で
な
い
緊
張
が
、
政
治
的
な
圧
力
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て

　
　
と
も
多
く
は
な
い
が
あ
る
。
月
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
、
四
句
目
ぶ
り
は
必
　
い
る
。

　
　
ず
し
も
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
句
を
、
戦
乱
を
避
け
て
、
仮
住
ま
い
の
粗
末
な
家
に
住
ん
で
い
る
人
と

　
　
　
　
「
下
手
」
が
俳
言
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
見
て
、
戦
後
、
新
し
い
領
主
や
代
官
が
来
て
、
種
々
の
施
策
を
行
っ
て
い
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
一
面
を
と
り
あ
げ
た
も
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ニ

　
　
　
草
の
戸
を
氷
柱
に
閉
て
帳
る
音
　
　
　
　
　
　
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
り
ま
う
す

　
　
　
五
句
目
。
冬
（
氷
柱
）
。
「
草
の
戸
」
は
草
庵
。
草
庵
の
軒
に
つ
ら
ら
が
下
　
　
我
方
に
古
き
仏
を
守
申
　
　
　
　
　
　
　
　
　
角

朗
　
　
が
っ
て
、
そ
の
重
み
で
戸
の
開
け
閉
て
が
自
由
に
で
き
な
く
な
り
，
き
し
っ
　
　
初
裏
一
。
雑
。
私
の
所
に
古
い
仏
像
を
持
ち
伝
え
て
お
り
ま
す
、
と
い
う

　
　
て
大
き
な
音
を
た
て
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
で
、
相
手
は
上
位
の
人
。
前
句
の
、
領
内
を
支
配
す
る
領
主
や
代
官
に

ヒ

ァ
　
　
　
草
庵
の
住
人
は
隠
者
。
前
句
の
「
焼
火
」
に
応
じ
て
．
冬
の
句
を
出
し
、
　
対
し
、
そ
こ
に
古
く
か
ら
住
む
有
力
者
の
当
主
が
、
古
仏
を
秘
蔵
し
て
い
る

ー
　
下
手
な
た
き
火
や
曇
る
月
影
に
応
じ
て
、
草
の
戸
を
と
じ
こ
め
る
氷
柱
、
き
　
こ
と
を
言
上
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。
あ
る
い
は
、
古
い
寺
の
僧
の
言
葉

　
　
し
る
戸
の
音
の
不
快
、
不
如
意
の
感
を
出
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
。

石
　
　
　
「
轄
る
」
の
語
は
、
『
夫
木
和
歌
抄
』
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
付
句
は
、
転
封
に
よ
っ
て
新
し
い
領
主
が
来
た
よ
う
な
場
合
と
も
考

　
　
　
い
さ
ひ
き
て
氷
を
き
し
る
す
み
ぐ
る
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ら
れ
る
。
新
し
い
領
主
は
、
現
実
的
な
経
済
面
の
施
策
を
行
う
一
方
、
仏

　
　
　
　
　
お
も
き
う
れ
へ
は
わ
れ
ぞ
ま
さ
れ
る
　
　
仲
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
の
保
護
あ
る
い
統
制
と
い
っ
た
こ
と
に
も
熱
意
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
た

　
　
が
あ
り
、
こ
れ
は
『
白
氏
文
集
』
の
「
売
炭
翁
」
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
か
。

　
　
　
夜
来
城
外
一
尺
雪
　
暁
駕
炭
車
・
糎
氷
轍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
ご

　
　
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
帳
る
」
は
、
車
輪
で
は
な
い
が
、
白
詩
か
　
　
　
家
子
仕
は
ぬ
も
た
の
も
し
き
妻
　
　
　
　
　
水

　
　
ら
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
初
裏
二
。
雑
。
「
家
子
」
は
、
妻
子
、
召
使
な
ど
す
べ
て
家
に
属
す
る
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
召
使
。
使
用
人
を
置
か
な
い
で
、
家
事
を
き
り
も
り

　
　
　
　
市
を
囲
ふ
て
銭
う
ら
ぬ
町
　
　
　
　
　
　
　
翁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
る
妻
を
た
の
も
し
い
も
の
に
思
っ
て
い
る
夫
．
以
前
は
、
そ
れ
な
り

　
　
　
六
句
目
。
雑
。
「
市
を
囲
ふ
」
は
、
市
場
を
封
鎖
し
て
、
出
入
の
商
人
を
制
　
の
生
活
を
し
、
使
用
人
も
使
っ
て
い
た
人
が
、
時
勢
の
変
化
と
と
も
に
生
活

　
　
限
し
、
楽
市
楽
座
の
よ
う
な
、
自
由
な
人
の
出
入
を
許
さ
な
い
よ
う
な
状
態
　
の
規
模
が
変
り
、
使
用
人
を
置
か
ず
に
暮
し
て
い
る
の
を
、
夫
が
妻
の
苦
労

4



　
　
を
思
っ
て
、
い
と
お
し
く
思
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
も
や
ふ
」
は
、
舟
と
舟
を
つ
な
ぐ
、
舟
を
岸
に
つ
な
ぐ
。
「
こ
よ
ひ
又
」
は
、

　
　
　
前
句
を
・
古
い
家
柄
の
家
の
主
人
の
言
葉
と
見
て
信
仰
に
篤
い
、
そ
の
家
　
前
夜
に
つ
い
で
今
夜
も
の
意
。
十
五
夜
に
も
十
六
夜
に
も
と
い
う
こ
と
か
。

　
　
の
生
活
ぶ
り
を
・
夫
の
妻
に
対
す
る
気
持
に
よ
り
示
し
た
。
　
　
　
　
　
　
あ
る
い
は
、
八
月
十
五
夜
に
続
い
て
、
九
月
十
三
夜
に
も
と
い
う
意
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
く
の
舟
が
こ
ぎ
寄
る
月
見
の
場
は
、
江
戸
で
い
え
ぱ
、
隅
田
川
、
三
股

　
　
　
白
き
手
に
流
す
背
中
を
か
こ
つ
ら
ん
　
　
　
　
翁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
初
裏
三
。
雑
。
「
白
き
手
」
は
、
こ
れ
ま
で
下
脾
な
ど
の
す
る
仕
事
を
し
た
　
　
戸
田
茂
睡
の
『
紫
の
ひ
と
も
と
』
に
は
．
月
」
の
項
目
の
下
に

　
　
こ
と
の
な
い
女
人
の
手
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
人
が
風
呂
場
で
人
　
　
　
三
股
　
両
国
橋
と
く
つ
れ
橋
の
方
と
向
島
の
方
と
三
方
に
水
塩
わ
か
れ

　
　
の
背
中
を
流
し
て
い
る
。
「
か
こ
つ
」
の
が
、
背
中
を
流
さ
せ
て
い
る
人
と
す
　
　
た
る
故
に
妥
を
三
つ
ま
た
と
名
付
た
り
。

　
　
れ
ば
、
前
句
の
夫
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
あ
り
、

　
　
　
前
句
の
・
使
用
人
を
使
わ
な
い
家
の
妻
が
、
夫
の
風
呂
の
背
中
を
流
し
て
　
　
　
実
に
や
秋
の
水
み
な
ぎ
り
来
て
船
の
去
る
事
す
み
や
か
に
夜
の
雲
納
っ

二
竃
篭
鞍
霞
誘
霧
杜
詩
詩
誘
鐘
舗
治
翼
熱
襲
が
籠
聾
巳
舗
賢
靴
縛

掲
　
　
た
も
の
で
あ
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
、
杜
甫
、
白
楽
天
の
詩
を
引
用
し
て
、
三
股
の
、
月
見
の
場
と
し
て
す
ぐ
　
　
5

棚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
て
て
い
る
。

ガ
　
　
　
　
，
膏
哀
に
見
ゆ
る
前
髪
　
　
　
　
　
　
　
　
角
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
で
賞
美
す
る
月
見
の
人
々
の
中
に
、
盲
目
の
少
年
を
置
い
て
、
哀
れ
の

歌
　
　
　
初
裏
四
。
雑
。
「
前
髪
」
は
、
元
服
前
の
男
子
の
月
代
を
剃
ら
ず
前
髪
を
残
　
情
感
を
強
め
た
。

　
　
す
髪
形
を
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
年
令
の
男
子
。
こ
こ
は
、
そ
れ
が
盲
目

　
　
　
の
人
で
、
哀
れ
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
施
餓
鬼
あ
る
松
の
片
浜
　
　
　
　
　
　
　
翁

　
　
　
前
句
の
・
背
中
を
流
し
て
も
ら
う
人
を
・
盲
目
の
前
髪
と
見
れ
ば
、
白
き
　
　
初
裏
六
。
秋
（
水
施
餓
鬼
）
．
『
山
の
井
』
の
「
孟
蘭
盆
」
の
項
に
「
施
餓

　
　
手
に
流
し
て
・
か
こ
つ
人
は
・
そ
の
母
か
姉
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
鬼
」
が
見
え
、
「
水
せ
が
き
し
て
火
の
車
の
た
け
さ
も
う
ち
け
す
心
ば
え
」
な

　
　
　
母
は
・
盲
目
の
子
の
背
を
流
し
な
が
ら
・
こ
の
子
が
盲
目
で
な
か
っ
た
ら
　
ど
と
見
え
る
．
水
施
餓
鬼
は
，
水
辺
で
行
う
施
餓
鬼
。
「
類
船
集
』
に
は
、
「
難

　
　
　
と
・
不
運
を
歎
い
て
い
る
の
で
・
前
句
の
「
か
こ
つ
」
理
由
、
悲
哀
の
原
因
　
産
し
て
身
ま
か
り
た
る
を
川
施
餓
鬼
と
い
ふ
こ
と
を
す
と
か
や
．
孟
蘭
盆
な

　
　
　
を
・
子
供
に
あ
る
と
し
た
付
け
で
あ
ろ
う
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
で
も
、
彼
岸
に
も
行
う
こ
と
あ
り
」
と
し
、
付
合
語
の
中
に
「
川
辺
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
こ
よ
ひ
又
月
に
は
も
や
ふ
船
の
数
　
　
　
　
　
水
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
派
に
よ
り
細
か
い
部
分
で
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
だ
が
．
一
般

7
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初
裏
五
。
秋
⌒
月
）
・
初
折
裏
の
月
。
通
常
よ
り
三
句
ほ
ど
引
き
上
げ
た
。
　
的
に
は
、
施
餓
鬼
棚
を
作
り
、
そ
の
上
に
三
界
万
霊
牌
や
新
盆
の
戒
名
を
書

1



描
　
　
い
た
位
牌
を
安
置
し
、
供
物
（
飲
食
物
）
、
浄
水
な
ど
を
供
え
、
五
色
ま
た
は
　
　
初
裏
八
。
雑
。
駄
賃
を
惜
し
む
こ
と
な
く
、
三
里
の
距
離
を
馬
に
乗
っ
て

　
　
　
五
如
来
の
施
餓
鬼
旗
を
四
方
に
立
て
て
、
法
要
を
営
む
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
行
く
。
駄
賃
を
惜
し
ま
な
い
の
は
、
裕
福
な
旅
人
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
ま
た
、

　
　
　
施
餓
鬼
を
行
う
た
め
に
船
を
出
す
こ
と
も
あ
り
、
施
餓
鬼
船
と
い
っ
た
．
　
そ
の
道
の
行
程
が
、
眺
望
の
よ
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
も
あ
る
。

　
　
前
句
の
船
は
、
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
諸
国
案
内
旅
雀
』
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
、
東
海
道
で
い
う
と
、
吉
原
ー

　
　
　
　
「
片
浜
」
は
、
あ
ま
り
広
く
な
い
浜
の
意
で
、
こ
の
場
合
は
、
川
岸
で
、
　
神
原
間
（
三
里
）
で
，
か
ら
じ
り
五
十
文
、
の
り
か
け
百
四
文
、
池
鯉
鮒
ー

　
　
砂
地
の
と
こ
ろ
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳴
海
間
（
三
里
）
で
、
か
ら
じ
り
四
十
二
文
、
の
り
か
け
八
十
四
文
、
京
ー

　
　
　
前
句
の
船
を
水
施
餓
鬼
に
行
く
人
々
の
船
と
見
た
付
け
で
、
そ
の
群
衆
を
　
大
津
間
（
三
里
）
で
、
か
ら
じ
り
六
十
文
．
の
り
か
け
百
十
四
文
と
し
て
い

　
　
月
見
か
ら
仏
事
に
転
じ
た
。
ま
た
、
月
に
対
し
松
を
あ
し
ら
っ
た
。
　
　
　
　
る
。

　
　
　
　
「
水
施
餓
鬼
」
が
俳
言
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
句
の
よ
う
な
磯
べ
り
の
道
で
、
海
が
開
け
て
い
て
、
眺
め
な
が
ら
行
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
が
心
地
よ
い
と
こ
ろ
で
、
馬
に
乗
る
の
で
あ
る
。

朗
　
　
　
鰹
切
る
小
磯
に
む
れ
て
秋
の
風
　
　
　
　
　
　
角
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
賃
」
「
三
里
」
が
俳
言
。

　
　
　
初
裏
七
。
秋
（
秋
の
風
）
。
「
鰹
切
る
」
は
、
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
に
、

八
　
　
鰹
の
釣
舟
が
海
浜
に
寄
っ
て
鰹
を
浜
に
投
げ
あ
げ
る
と
、
浜
の
男
女
が
老
若
　
　
我
年
に
あ
は
ね
ど
娘
ぬ
す
み
出
し
　
　
　
　
　
翁

ー
　
　
を
問
わ
ず
、
桶
と
一
枚
の
板
と
庖
丁
を
持
っ
て
集
ま
り
、
桶
の
上
に
板
を
渡
　
　
初
裏
九
。
雑
。
恋
。
娘
を
盗
む
と
は
、
い
わ
ゆ
る
嫁
盗
み
の
風
習
で
、
西

　
　
し
て
狙
に
し
、
鰹
の
頭
、
腸
骨
を
除
き
、
お
ろ
し
た
二
枚
の
肉
片
を
二
つ
に
　
国
に
多
く
、
娘
の
親
は
、
娘
と
男
の
結
婚
に
反
対
で
あ
る
が
、
娘
は
乗
気
で
、

石
　
　
切
っ
て
、
一
尾
を
四
片
に
分
け
る
。
腸
は
桶
に
入
れ
、
い
わ
ば
手
間
賃
と
し
　
時
に
は
合
意
で
盗
ま
れ
る
こ
と
を
予
期
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
こ
れ
が
普

　
　
て
、
銘
々
自
家
に
持
ち
帰
っ
て
、
塩
辛
に
し
、
酒
盗
を
作
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
通
の
形
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
盗
む
の
に
は
、
男
側
の
仲
間
の
手
助
け
が
必

　
　
　
帆
を
お
ろ
す
舟
は
鰹
か
礒
が
く
れ
　
　
　
　
　
其
角
（
千
々
之
丞
）
　
　
　
要
で
、
盗
ん
だ
あ
と
で
は
、
そ
れ
を
娘
の
親
に
通
告
、
ま
た
は
大
声
で
叫
ん

　
　
の
句
も
、
こ
の
鰹
切
り
の
情
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
で
披
露
し
た
。
ま
た
若
者
仲
間
で
祝
宴
を
あ
げ
る
場
合
も
多
か
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
前
句
の
「
片
浜
」
に
「
小
磯
」
で
応
じ
た
。
こ
の
片
浜
は
、
一
部
は
浜
、
　
中
世
以
降
、
家
父
長
権
の
伸
張
に
よ
る
嫁
入
婚
が
普
及
す
る
過
程
に
あ
っ
て
、

　
　
　
一
部
は
磯
と
い
う
形
の
海
岸
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
若
者
仲
間
の
婚
姻
統
制
力
が
な
お
強
大
で
あ
う
た
時
代
に
行
わ
れ
た
一
種
異

　
　
　
あ
る
時
は
、
施
餓
鬼
を
修
し
て
亡
者
を
供
養
し
、
ま
た
あ
る
時
は
、
鰹
切
　
例
な
婚
姻
方
式
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
民
俗
学
研
究
所
編
『
民
俗
学

　
　
り
を
し
て
、
血
な
ま
ぐ
さ
い
風
を
ふ
か
せ
て
い
る
。
仏
事
に
対
し
て
、
生
業
　
辞
典
』
）
。

　
　
と
は
い
え
、
殺
生
と
い
う
逆
の
も
の
を
向
わ
せ
た
付
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
「
我
年
に
あ
は
ね
ど
」
は
、
盗
み
出
す
娘
の
年
令
が
、
自
分
の
年
令
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
相
性
は
必
ず
し
も
よ
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
　
　
賃
お
し
か
ら
ず
三
里
乗
る
馬
　
　
　
　
　
　
水
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
。
相
性
は
、
五
行
説
に
よ
る
男
女
の
星
の
性
の
、
合
う
合
わ
な
い
を
い

6



　
　
う
の
で
、
大
吉
、
半
吉
、
初
吉
後
悪
、
大
悪
な
ど
が
あ
り
、
男
女
が
、
と
も
　
ぞ
世
に
多
く
な
り
侍
る
な
る
。
（
中
略
）
八
重
桜
は
こ
と
や
う
の
物
な
り
。
い

　
　
に
火
、
と
も
に
金
、
火
と
金
、
火
と
水
、
水
と
土
、
そ
れ
と
男
が
金
、
女
が
　
と
こ
ち
た
く
ね
ぢ
け
た
り
。
植
え
ず
と
も
あ
り
な
ん
。
」
（
第
＝
二
九
段
）
と

　
　
木
の
場
合
，
大
悪
で
あ
る
と
い
う
（
昼
夜
重
宝
記
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
て
、
こ
の
頃
に
は
、
奈
良
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
一

　
　
　
そ
の
相
性
で
考
え
る
と
合
わ
な
い
相
手
だ
が
，
ど
う
し
て
も
嫁
に
ほ
し
い
　
　
『
日
次
紀
事
』
に
ょ
れ
ば
、
当
時
京
都
で
知
ら
れ
た
八
重
桜
は
、
仁
和
寺
、

　
　
の
で
、
盗
む
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
前
句
は
，
追
手
の
か
か
ら
な
い
よ
う
　
清
水
寺
、
大
谷
高
台
寺
に
あ
る
と
い
う
。
（
山
田
孝
雄
著
『
桜
史
』
）

　
　
に
、
馬
に
乗
せ
て
急
ぐ
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
好
は
嫌
っ
て
い
る
が
、
人
々
の
目
に
は
、
は
な
や
か
に
映
っ
て
、
人
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
集
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
句
も
．
王
城
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

　
　
　
　
恋
に
か
な
ら
ず
恋
の
友
達
　
　
　
　
　
　
　
角
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
見
て
い
る
。

　
　
　
初
裏
十
。
雑
。
恋
。
恋
の
成
就
の
陰
に
は
、
必
ず
友
人
の
奔
走
、
助
力
が
　
　
前
句
の
、
「
恋
の
友
達
」
を
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
遊
里
で
の
遊
び
の
仲
間

　
　
あ
る
、
の
意
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
見
て
、
遊
里
島
原
の
あ
る
王
城
京
都
の
「
八
重
の
花
」
を
付
け
た
。
「
八
重

巻
　
　
　
前
句
の
嫁
盗
み
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
仲
間
の
助
力
が
必
要
で
あ
つ
　
の
花
」
は
、
花
と
し
て
は
、
八
重
桜
が
想
起
さ
れ
る
が
、
恋
句
で
あ
る
前
句

の
　
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
句
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
句
と
し
て
は
、
遊
里
に
　
の
内
容
か
ら
、
は
な
や
か
な
衣
裳
を
着
か
ざ
っ
た
美
女
、
即
ち
遊
女
の
隠
喩

ぷ撲
　
　
お
け
る
遊
女
と
の
恋
の
場
合
の
、
遊
び
友
達
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
　
　
と
し
て
読
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

蜘
　
「
恋
に
：
恋
？
°
」
と
・
短
句
七
七
の
頭
部
を
同
音
反
復
さ
せ
て
・
軽
い
な
お
二
八
重
の
花
」
を
八
重
山
吹
と
見
、
小
判
の
隠
喰
と
読
む
の
は
、
う

山
　
　
感
じ
を
与
え
る
句
作
り
の
遣
句
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ち
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。

イ歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恋
離
れ
の
句
で
、
前
句
「
友
達
」
に
対
す
る
あ
し
ら
い
と
し
て
、
「
つ
い
て

　
　
　
王
城
に
付
て
ま
は
れ
る
八
重
の
花
　
　
　
　
　
水
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
は
る
」
の
措
辞
を
用
い
た
。

　
　
　
初
裏
十
一
。
春
（
花
）
。
花
の
定
座
。
「
王
城
」
は
、
天
皇
の
住
む
都
。
奈
　
　
　
「
王
城
」
が
俳
言
。

　
　
良
や
京
都
。
「
八
重
の
花
」
は
、
八
重
山
吹
や
八
重
菊
も
あ
る
が
，
こ
こ
は
八

　
　
重
桜
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
荷
の
茶
屋
も
あ
か
ぬ
春
の
日
　
　
　
　
　
翁

　
　
　
八
重
桜
は
、
『
詞
花
和
歌
集
』
に
、
著
名
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
初
裏
十
二
。
春
（
春
の
日
）
。
「
稲
荷
」
は
、
伏
見
稲
荷
。
五
穀
の
神
、
宇

　
　
　
古
の
奈
良
の
都
の
八
重
桜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
迦
之
御
魂
を
杷
っ
た
も
の
で
、
本
来
農
耕
に
関
す
る
神
で
あ
る
が
、
真
言
密

　
　
　
　
　
　
今
日
九
重
に
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
と
結
び
つ
き
、
平
安
時
代
、
東
寺
の
鎮
守
と
な
り
、
都
の
東
南
に
位
置
し

　
　
　
が
あ
り
、
詞
書
に
「
一
条
院
の
御
時
な
ら
の
八
重
桜
を
人
の
奉
り
け
る
を
…
」
　
て
、
鎮
護
の
役
割
を
持
ち
、
信
仰
を
集
め
た
と
い
わ
れ
る
。
稲
荷
社
の
春
は
．

　
　
　
と
見
え
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
月
五
日
に
大
山
参
り
、
二
月
に
初
午
が
あ
う
て
、
人
々
が
群
集
し
た
。
茶

7
6
@
　
　
『
徒
然
草
』
に
は
、
「
八
重
桜
は
奈
良
の
都
に
の
み
あ
り
け
る
を
．
こ
の
頃
　
屋
が
繁
昌
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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m
　
　
　
『
日
次
紀
事
』
二
月
の
項
に
は
、
初
巳
午
の
日
、
稲
荷
社
詣
を
初
午
詣
、
　
て
つ
く
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
乳
母
も
一
人
で
は
な
く
熱
中
し
て
乳
母
同
志

　
　
ま
た
は
福
参
と
い
う
．
本
朝
衣
食
の
祖
神
で
、
蒼
生
安
逸
の
社
で
あ
る
。
特
　
で
競
い
興
じ
て
い
る
と
い
う
情
景
で
あ
ろ
う
。

　
　
に
農
民
の
参
詣
が
多
く
、
穀
物
や
野
菜
の
種
や
陶
器
を
売
る
。
お
饗
銭
を
投

　
　
げ
て
簾
の
間
に
留
る
と
福
を
得
る
と
い
う
の
で
、
も
ら
っ
て
大
事
に
し
て
持
　
　
　
風
に
は
高
く
飛
ば
ぬ
初
蝶
　
　
　
　
　
　
　
水

　
　
　
つ
と
い
う
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
絵
本
『
天
和
長
久
四
季
あ
そ
び
』
　
　
名
表
二
。
春
（
初
蝶
）
。
「
初
蝶
」
は
、
そ
の
年
の
春
、
は
じ
め
て
見
る
蝶
。

　
　
に
は
、
「
道
に
は
水
ぢ
や
屋
、
さ
け
う
り
、
あ
め
ほ
う
び
き
、
物
だ
ね
う
り
や
、
　
種
類
で
い
え
ば
、
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
、
ス
ジ
グ
ロ
シ
ロ
チ
ョ
ウ
な
ど
の
白
い

　
　
い
で
ば
す
う
り
、
で
ん
ぼ
つ
ぼ
く
を
う
る
。
ま
た
山
中
に
は
ま
く
を
う
ち
、
　
蝶
や
、
越
冬
す
る
キ
タ
テ
ハ
や
キ
チ
ョ
ウ
な
ど
黄
色
の
蝶
だ
と
い
わ
れ
て
い

　
　
ざ
ざ
ん
ざ
の
こ
ゑ
中
々
に
ぎ
に
ぎ
し
き
事
な
り
」
と
記
し
、
水
茶
屋
以
下
を
　
る
（
小
林
清
之
介
著
『
季
語
深
耕
〔
虫
〕
』
）
。

　
　
画
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
句
の
子
守
り
の
情
景
の
背
景
で
あ
る
が
、
風
の
吹
く
中
、
低
い
草
の
葉

　
　
　
前
句
の
、
八
重
の
花
の
咲
く
「
王
城
」
の
、
「
春
の
日
」
を
、
稲
荷
社
の
に
　
か
ら
あ
ま
り
離
れ
て
飛
ぷ
こ
と
が
な
い
、
初
々
し
く
、
ま
だ
弱
々
し
い
感
じ

朗
　
　
ぎ
わ
い
に
よ
っ
て
付
け
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
、
前
句
の
「
う
な
ひ
子
」
と
重
な
る
も
の
と
し
て
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
「
茶
屋
」
が
俳
言
。

八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
暖
簾
を
巻
上
な
が
ら
座
敷
櫟
　
　
　
　
　
　
　
翁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ユ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ロ

ー
う
な
ひ
よ
り
乳
母
が
慰
む
毬
に
て
角
　

名
表
三
。
雑
。
「
暖
簾
」
は
、
「
の
う
れ
ん
、
の
ん
れ
ん
」
で
、
『
邦
訳
日
葡

れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
レ
ム
ノ
ロ

　
　
　
名
表
一
。
春
（
毬
）
。
「
う
な
ひ
」
は
「
う
な
ゐ
」
で
、
子
ど
も
の
髪
形
の
　
辞
書
』
に
「
重
れ
幕
」
と
あ
り
、
「
増
補
下
学
集
」
に
「
垂
席
」
と
あ
る
。

石
　
　
一
。
そ
し
て
子
ど
も
の
意
、
こ
の
句
の
子
ど
も
は
、
ま
だ
ひ
と
り
で
手
ま
り
　
句
の
内
容
か
ら
、
通
常
の
、
商
店
の
入
り
口
に
屋
号
な
ど
を
染
め
出
し
て
掛

　
　
で
遊
ぶ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
る
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
暖
簾
」
は
、
も
と
は
、
禅
宗
寺
院

　
　
　
　
「
毬
」
は
、
『
雍
州
府
志
』
土
産
部
に
「
手
鞠
」
を
あ
げ
、
木
綿
糸
を
巻
い
　
で
風
を
防
ぐ
た
め
に
布
を
垂
ら
し
た
も
の
（
日
本
国
語
大
辞
典
）
と
い
う
。

　
　
た
も
の
で
、
婦
人
女
子
が
家
園
あ
る
い
は
板
床
上
で
手
で
撃
つ
、
こ
れ
を
手
　
　
　
『
醒
睡
笑
』
巻
五
所
収
の
話
の
文
章
に
、

　
　
鞠
を
衝
く
と
い
い
、
上
手
な
者
は
千
回
を
か
ぞ
え
る
と
説
明
す
る
。
ま
た
、
『
芸
　
　
　
　
飯
後
の
湯
出
た
る
に
、
風
味
こ
と
に
か
う
ば
し
く
、
大
に
す
ぐ
る
る

　
　
苑
日
渉
』
に
は
、
鞠
は
五
色
の
糸
で
か
が
る
こ
と
、
百
回
つ
く
こ
と
を
競
う
　
　
　
な
ど
ほ
め
け
る
を
、
ね
う
ば
う
聞
つ
け
、
う
れ
し
げ
に
、
の
う
れ
ん
の

　
　
こ
と
、
手
鞠
歌
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
手
鞠
歌
は
『
淋
敷
座
之
　
　
　
ひ
ま
よ
り
か
ほ
さ
し
出
し
、
お
湯
の
か
う
ば
し
き
も
こ
と
は
り
也
、
た

　
　
慰
』
な
ど
に
見
え
る
。
手
鞠
つ
き
の
絵
は
、
『
大
和
耕
作
絵
抄
』
、
『
絵
本
西
川
　
　
　
き
物
く
べ
た
ほ
ど
に
と
。
（
後
略
）
（
咄
本
大
系
巻
二
）

　
　
東
童
』
な
ど
に
、
新
年
や
上
巳
の
日
の
絵
に
中
に
画
か
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
と
見
え
る
。
こ
の
「
の
う
れ
ん
」
は
、
主
客
が
食
事
を
し
て
い
た
座
敷
の
、

　
　
　
前
句
の
稲
荷
社
の
境
内
の
場
に
、
子
守
り
の
乳
母
を
出
し
た
。
鞠
を
持
っ
　
台
所
へ
の
出
ロ
か
庭
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、

　
　
て
い
て
、
子
ど
も
を
遊
ば
せ
て
い
る
が
、
子
ど
も
は
ま
だ
自
分
で
鞠
を
続
け
　
通
常
の
屋
号
を
書
い
た
暖
簾
と
は
異
な
る
も
の
で
、
「
巻
上
な
が
ら
座
敷
掃
」



　
　
と
し
た
暖
簾
は
、
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
、
「
今
日
良
賎
、
標
色
の
小
袖
を
着
、
た
が
ひ
に
相
賀
す
、
各
々
菊
酒
を

　
　
　
前
句
の
、
風
の
吹
く
庭
の
情
景
か
ら
、
そ
の
庭
に
面
し
て
、
風
除
け
に
下
　
飲
み
、
蒸
栗
を
食
ふ
」
と
記
し
て
い
る
。
菊
酒
は
、
酒
に
菊
の
花
弁
を
浮
か

　
　
げ
た
暖
簾
を
巻
き
上
げ
て
、
座
敷
の
掃
除
を
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
た
も
の
。
も
と
宮
中
の
行
事
が
一
般
化
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
、

　
　
　
　
「
暖
簾
」
「
座
敷
」
が
俳
言
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
く
ば
せ
を
し
て
相
手
が
困
る
よ
う
な
関
係
や
場
と
は
、
例
え
ば
、
若
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
い
は
若
旦
那
が
、
父
主
人
の
世
話
を
し
て
い
る
腰
元
な
ど
に
思
い
を
寄

　
　
　
　
き
か
ぬ
薬
を
の
む
お
も
ひ
草
　
　
　
　
　
　
角
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
、
菊
酒
を
酌
む
宴
で
、
酌
を
す
る
時
に
、
秋
波
を
送
る
の
を
、
腰
元
は
、

　
　
　
名
表
四
。
秋
（
お
も
ひ
草
）
。
恋
。
「
お
も
ひ
草
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
草
の
　
主
人
等
の
手
前
困
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
。

　
　
異
名
と
み
ら
れ
て
い
る
。
な
ん
ば
ん
ぎ
せ
る
、
女
郎
花
、
薄
、
紫
苑
、
龍
胆
、
　
　
「
目
く
ば
せ
」
が
俳
言
。

　
　
茅
、
撫
子
、
露
草
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
「
草
の
名
に
あ
ら
ず
、
た
だ
草
を
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ふ

　
　
ふ
也
」
（
歌
枕
良
材
）
と
も
い
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
に
美
僧
の
も
と
の
名
を
問
　
　
　
　
　
　
翁

巻
　
　
道
の
辺
の
尾
花
が
下
の
思
草
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
表
六
。
秋
（
月
）
。
月
見
の
座
に
美
男
の
僧
が
居
て
、
人
目
に
立
つ
。
ど

の
　
　
　
　
　
今
さ
ら
さ
ら
に
何
か
思
は
む
（
万
葉
集
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
な
出
身
の
僧
か
、
周
囲
の
人
々
が
尋
ね
て
い
る
。

撲
　
　
　
野
辺
見
れ
ば
尾
花
が
下
の
思
草
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
句
の
よ
う
な
、
恋
が
生
ま
れ
る
よ
う
な
酒
宴
の
場
に
美
僧
が
居
て
、
人
々

端
　
　
枯
れ
ゆ
く
冬
に
な
り
そ
し
に
ゆ
く
（
新
古
今
和
歌
集
）
　
　
の
興
味
の
的
に
な
っ
て
い
る
・
「
美
僧
」
と
は
・
そ
の
過
去
に
恋
の
前
歴
が
多
9

じ

山
　
な
ど
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
あ
り
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
現
在
は
恋
と
は
無
縁
の
存
在
で
あ
る
。
恋
ば

イ歌
　
　
　
『
和
歌
八
重
垣
』
に
は
「
恋
な
ど
に
よ
め
り
」
と
あ
り
、
俳
譜
式
目
書
に
　
な
れ
の
句
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
の
設
定
で
あ
ろ
う
。

　
　
は
、
恋
の
詞
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
恋
の
た
よ
り
、
手
が
か
り
、
き
っ
　
　
「
美
僧
」
が
俳
言
。

　
　
か
け
に
な
る
も
の
の
意
に
詠
ま
れ
る
。

　
　
　
句
意
は
、
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
の
で
、
薬
を
服
ん
で
い
る
が
、
自
分
で
は
　
　
此
度
は
長
崎
迄
の
浦
伝
ひ
　
　
　
　
　
　
　
角

　
　
　
そ
の
原
因
が
恋
に
あ
っ
て
、
薬
は
き
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
　
　
名
表
七
。
雑
。
「
長
崎
迄
の
浦
伝
ひ
」
は
、
瀬
戸
内
海
を
経
て
、
九
州
北
岸

　
　
　
い
る
。
そ
し
て
な
お
、
思
い
は
ま
さ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
舟
で
行
く
旅
な
の
で
あ
ろ
う
。
前
句
の
僧
を
旅
の
人
と
し
、
そ
の
言
葉
を

　
　
　
前
句
の
、
暖
簾
を
掛
け
て
風
除
け
を
し
て
い
る
部
屋
を
病
人
の
部
屋
と
し
　
句
に
し
た
。

　
　
　
て
、
恋
に
な
や
む
病
体
の
人
を
付
け
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
句
の
美
僧
の
居
る
場
を
、
船
中
か
船
宿
で
の
こ
と
と
し
た
。
在
俗
の
折

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
名
を
問
わ
れ
た
僧
が
，
旅
の
行
先
の
話
を
し
て
い
る
も
の
で
、
長
崎
へ
行

　
　
　
　
目
く
ば
せ
に
亦
こ
ま
ら
す
る
菊
の
酒
　
　
　
　
水
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
の
は
、
渡
来
し
て
新
し
い
黄
葉
の
寺
院
へ
行
く
の
で
も
あ
ろ
う
か
。

珊
　
　
　
名
表
五
。
秋
（
菊
の
酒
）
。
恋
。
『
日
次
紀
事
』
に
、
九
月
九
日
の
行
事
と



鵬
　
　
鯛
も
蛙
も
汐
分
る
瀬
戸
　
　
　
　
水
　
　
　
　
　
　
．
感
応
」
と
は
、
仏
語
で
、
信
仰
心
の
誠
意
が
神
仏
に
通
じ
て
利
益
効
験

　
　
　
名
表
八
。
雑
。
「
汐
分
る
」
と
は
，
魚
の
群
れ
て
い
る
潮
の
流
れ
が
ち
が
う
　
が
あ
る
こ
と
を
い
い
、
ま
た
、
心
が
物
事
に
応
じ
て
感
じ
動
～
．
こ
と
の
意
と

　
　
と
い
う
こ
と
か
。
鯛
は
鯛
の
、
櫨
は
盤
の
群
れ
て
い
る
潮
流
が
瀬
戸
に
よ
っ
　
も
い
わ
れ
る
。

　
　
　
て
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
句
意
は
．
一
芸
を
得
た
人
を
感
応
と
い
う
〔
称
す
る
一
の
意
で
あ
り
．
右

　
　
　
　
「
瀬
戸
」
は
．
両
側
か
ら
陸
地
が
迫
っ
て
い
る
狭
い
海
路
．
海
峡
。
　
　
　
の
感
応
の
語
釈
で
は
少
し
落
ち
つ
か
な
い
．

　
　
　
前
句
の
「
長
崎
迄
の
浦
伝
ひ
」
か
ら
、
海
峡
の
多
い
瀬
戸
内
海
で
、
魚
群
　
　
　
「
感
応
」
は
、
「
堪
能
」
の
宛
字
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
堪
能
と
は
、
あ
る

　
　
　
の
多
い
、
豊
か
な
漁
村
を
想
起
し
て
、
鯛
や
蛙
を
出
し
た
。
季
は
な
い
が
．
　
技
芸
に
深
く
達
し
た
者
の
こ
と
。

　
　
鯛
と
蛙
か
ら
、
春
か
ら
夏
へ
移
る
時
期
を
思
わ
せ
ら
れ
る
。
長
旅
に
は
よ
い
　
　
あ
れ
こ
れ
と
多
芸
な
人
で
は
な
く
．
一
芸
に
お
い
て
罐
／
、
到
遼
し
た
⊥
の

　
　
時
期
で
も
あ
り
，
商
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
長
崎
で
の
商
用
に
よ
い
時
期
で
　
こ
と
を
堪
能
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
句
意
と
し
て
通
る
．
た
だ
し
「
感
応
」

　
　
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
字
を
用
い
た
の
は
，
堪
能
の
境
地
に
到
っ
た
の
は
．
嬉
心
に
よ
る
神
仏
の

朗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
感
応
の
お
か
げ
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
背
後
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
．

　
　
　
精
進
の
椀
は
禁
ず
る
村
の
賎
　
　
　
　
　
　
　
翁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荊
句
を
．
祖
先
の
把
り
を
よ
く
す
る
．
風
儀
の
い
い
．
豊
か
な
村
と
見
て
，

八
　
　
　
名
表
九
。
雑
。
「
精
進
の
椀
」
を
、
葬
儀
や
法
事
な
ど
の
精
進
の
膳
に
用
い
　
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
，
技
芸
を
磨
き
．
神
仏
に
祈
念
し
て
，
堪
能
と
い
わ
れ
る
　
　
o

ー
　
　
る
椀
と
す
れ
ば
，
そ
れ
専
用
の
椀
を
持
っ
て
い
て
．
魚
類
の
汁
を
盛
る
の
に
　
よ
う
に
な
っ
た
人
が
旅
人
と
し
て
訪
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
。
　
　
　
－

　
　
は
用
い
さ
せ
な
い
の
意
と
な
る
か
。
村
人
た
ち
が
．
先
祖
を
杷
る
器
具
類
に
　
　
　
『
徒
然
草
』
一
五
〇
段
に
、
芸
能
修
業
に
関
す
る
意
見
を
逮
，
へ
た
も
の
が

石
　
　
つ
い
て
は
や
か
ま
し
く
、
汁
椀
を
精
進
用
と
魚
鳥
用
の
も
の
と
を
き
び
し
く
　
あ
り
、
二
芸
」
「
堪
能
」
な
ど
の
語
が
用
い
ら
れ
、
圭
熟
の
う
ち
か
ら
人
中

　
　
区
別
し
て
用
い
る
こ
と
を
珍
し
く
思
う
心
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
出
て
．
努
力
の
末
に
一
芸
を
得
る
タ
イ
プ
の
人
を
評
価
し
て
い
る
文
章
が

　
　
　
前
句
か
ら
、
場
所
は
漁
村
で
、
よ
そ
か
ら
訪
ね
て
来
た
旅
人
が
、
豊
か
な
　
あ
る
。
句
作
に
踏
ま
え
る
か
。

　
　
村
ら
し
い
風
習
に
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
芸
」
「
堪
能
」
が
俳
言
．

　
　
　
　
「
精
進
」
「
椀
」
「
禁
ず
る
」
が
俳
言
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
の
つ
か
ら
気
の
寵
入
ぬ
る
雪
の
声
　
　
　
　
水

　
　
　
　
　
一
芸
得
た
る
人
を
感
応
　
　
　
　
　
　
　
　
角
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
表
十
一
。
冬
（
雪
）
．
「
気
の
癖
入
ぬ
る
」
は
．
活
気
が
な
イ
・
な
る
．
動

　
　
　
名
表
十
。
雑
。
「
一
芸
」
と
は
、
一
つ
の
芸
能
、
技
芸
の
こ
と
．
芸
と
は
、
　
き
が
や
ん
で
静
か
に
な
る
。
「
気
」
は
、
天
地
の
元
気
．
『
近
患
録
』
蓮
捧
類

　
　
学
芸
、
武
芸
、
芸
術
、
遊
芸
か
ら
、
曲
芸
．
大
道
芸
な
ど
広
い
範
囲
の
も
の
　
に
「
五
気
願
布
、
四
時
行
焉
」
と
あ
り
．
そ
の
中
村
傷
斎
の
注
に
『
冬
娃
実

　
　
を
い
う
。
『
日
葡
辞
書
』
に
「
イ
チ
ゲ
イ
」
が
あ
り
、
「
一
芸
あ
る
人
」
と
い
　
陰
に
し
て
水
気
行
く
」
と
あ
る
．
ま
た
一
．
荘
子
』
遣
遥
遊
篇
に
は
完
冤
と
あ

　
　
う
熟
語
を
あ
げ
て
、
「
あ
る
技
芸
に
す
ぐ
れ
て
い
る
人
」
と
い
う
語
釈
が
あ
る
．
　
り
、
陰
陽
風
雨
晦
明
を
い
う
と
さ
れ
る
．
前
者
の
童
喋
の
気
か
．
「
窪
晃
る
」



　
　
は
・
ぐ
っ
す
り
深
く
眠
る
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
気
の
活
動
が
静
ま
る
こ
　
句
が
あ
り
，
雪
の
音
の
形
容
と
さ
れ
、
『
楓
文
韻
府
』
に
は
、
「
雪
声
」
の
語

　
　
と
を
擬
人
的
に
い
い
、
人
の
寝
静
ま
る
こ
と
を
か
ね
て
暗
示
し
た
。
　
　
　
　
を
用
い
た
銭
起
や
杜
牧
の
詩
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
雪
の
声
」
は
、
漢
語
か

　
　
　
　
「
雪
の
声
」
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
1
積
も
っ
た
雪
が
風
の
た
め
に
落
ち
る
音
（
俳
譜
歳
時
記
栞
草
）
　
　
　
　
　
句
意
は
、
雪
が
降
り
出
し
、
自
然
と
風
も
止
ん
だ
ら
し
く
、
物
音
が
し
な

　
　
　
2
雪
が
窓
な
ど
に
当
た
っ
て
た
て
る
音
（
改
正
月
令
博
物
笙
）
　
　
　
　
　
く
な
っ
た
と
思
う
ど
．
静
か
な
中
に
、
さ
ら
さ
ら
と
雪
の
降
る
け
は
い
が
感

　
　
と
説
か
れ
て
い
る
。
作
例
を
見
る
と
、
「
雪
の
声
」
の
句
に
は
、
竹
・
松
・
杉
　
じ
ら
れ
て
来
る
。

　
　
な
ど
の
木
が
同
時
に
詠
み
こ
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
木
に
降
り
か
か
り
、
　
　
前
句
へ
の
付
け
は
、
一
芸
を
得
た
人
の
、
心
を
す
ま
し
静
め
て
、
芸
に
つ

　
　
積
も
る
雪
の
音
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
そ
う
い
う
こ
と
を
踏
ま
　
い
て
工
夫
し
て
い
る
心
の
微
妙
な
あ
り
様
を
、
天
地
の
太
陰
の
気
の
静
ま
っ

　
　
え
た
作
意
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
中
に
聞
こ
え
る
雪
の
声
と
し
て
表
象
し
た
．

　
　
　
　
つ
も
る
よ
や
竹
に
お
ぼ
ゆ
る
ま
つ
の
こ
ゑ
　
　
宗
養

巻
　
　
　
雪
折
に
又
か
は
り
け
り
雪
の
声
　
　
　
　
　
　
玄
悟
（
発
句
帳
）
　
　
・
　
　
　
　
麦
の
種
さ
へ
も
ら
ふ
安
キ
世
　
　
　
　
　
　
翁

の
　
　
朝
手
水
柄
を
れ
の
杉
や
雪
の
声
　
　
　
　
　
　
可
因
（
俳
譜
雑
巾
）
　
　
　
　
名
表
十
二
。
冬
⌒
麦
の
種
）
。
麦
の
種
を
も
ら
う
と
い
う
こ
と
は
．
農
業
に

蜘
　
　
　
笛
な
ら
で
青
葉
の
竹
や
雪
の
声
　
　
　
　
　
　
宗
満
⌒
毘
山
集
）
　
　
　
　
従
事
し
て
い
て
．
種
に
す
る
麦
を
自
分
で
は
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
立
場
の
　
　
1

纈
　
し
ら
声
や
風
の
つ
か
ひ
し
雪
の
松
　
　
一
吟
（
江
戸
蛇
之
酢
）
　
人
で
あ
る
．
た
と
へ
ば
、
親
が
か
り
の
若
夫
婦
が
、
新
し
い
開
墾
地
な
ど
に
、
ー

オ

山
　
　
　
雪
の
鷺
や
此
松
俄
に
声
替
り
　
　
　
　
　
　
　
未
覚
（
東
日
記
）
　
　
　
　
親
か
ら
種
を
も
ら
っ
て
蒔
く
と
い
う
よ
う
な
場
合
か
。

酬
　
　
　
雪
の
声
篠
三
葉
四
葉
の
動
哉
　
　
　
　
　
　
　
白
雄
（
白
雄
句
集
）
　
　
　
　
麦
の
作
付
け
も
す
み
、
し
ば
ら
く
は
農
作
業
も
ひ
ま
に
な
り
、
気
を
休
め

　
　
ま
た
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん
な
時
に
静
に
雪
が
降
り
出
し
て
き
た
と
い
う
よ
う

　
　
　
海
山
は
遠
し
何
や
ら
雪
の
声
　
　
　
　
　
　
　
烏
頂
（
発
句
題
叢
）
　
　
　
な
付
け
か
。

　
　
　
の
句
も
あ
っ
て
、
樹
木
で
な
い
、
遠
い
海
山
の
上
の
空
間
で
聞
こ
え
る
声
と
　
　
前
句
の
「
気
の
藤
入
り
ぬ
る
」
を
、
生
活
に
不
安
の
な
い
、
落
ち
つ
い
た

　
　
　
し
て
詠
ん
だ
も
の
も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
態
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
．

　
　
　
　
そ
れ
と
な
き
中
に
音
あ
り
夜
の
雪
　
　
　
　
　
貝
錦
（
俳
譜
新
選
）

　
　
　
　
し
は
し
は
と
降
る
に
音
あ
り
夜
の
雪
　
　
　
　
青
藤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ば
ら
屋
の
狸
の
穴
を
ふ
さ
が
せ
て
　
　
一
　
角

　
　
　
　
静
さ
や
雪
に
成
た
る
夜
の
音
　
　
　
　
　
　
　
魯
隠
（
発
句
題
叢
）
　
　
　
　
名
裏
一
。
雑
。
し
ば
ら
く
人
の
住
ま
な
即
吻
ば
ら
屋
に
狸
が
住
み
つ
い
て
、

　
　
　
は
・
「
音
」
で
あ
る
が
・
「
海
山
は
」
の
句
の
「
雪
の
声
」
と
同
じ
も
の
を
詠
　
出
入
り
し
て
い
る
。
狸
は
．
「
常
二
土
穴
二
寛
レ
、
出
テ
果
穀
及
ピ
鶏
鴨
ヲ
盗

　
　
　
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
食
ス
」
⌒
和
漢
三
才
図
会
∵
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
ば
ら
屋
の
周
辺
に
狸
穴
が

部
　
　
漢
詩
で
は
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
雪
」
の
項
に
「
楚
王
台
上
夜
琴
声
」
の
　
掘
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
．



捌
　
　
　
農
家
の
若
い
夫
婦
が
、
開
墾
地
の
小
屋
を
手
な
お
し
し
て
、
住
も
う
と
、
　
で
は
と
、
余
所
な
が
ら
気
に
か
け
て
い
る
．

　
　
出
入
り
の
男
衆
に
塞
が
せ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
句
の
、
鶏
卵
の
白
い
卵
形
か
ら
、
黒
い
卵
形
へ
の
連
想
で
．
炭
団
を
出

　
　
　
前
句
の
、
麦
の
種
を
親
か
ら
も
ら
っ
て
蒔
く
と
い
う
生
活
か
ら
、
開
墾
地
　
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
．

　
　
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
狸
の
出
入
、
そ
の
狸
穴
を
塞
ぐ
と
い
う
こ
と
を
付
け
　
　
ま
た
、
前
句
の
卵
が
十
個
全
部
僻
れ
ば
い
い
が
、
そ
れ
は
む
ず
か
し
い
か

　
　
た
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
し
れ
な
い
と
危
ぶ
む
気
持
も
あ
る
と
見
て
、
炭
団
に
も
失
敗
作
も
出
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
、
湿
度
の
高
い
、
雨
も
よ
い
の
日
を
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
カ
へ

　
　
　
　
残
ら
ず
変
せ
十
の
鳥
の
子
　
　
　
　
　
　
水
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
雨
気
」
「
団
炭
」
が
俳
言
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
へ

　
　
　
名
裏
二
。
雑
。
「
変
せ
」
は
、
解
化
さ
せ
る
の
意
。
「
鳥
の
子
」
は
鶏
卵
。

　
　
親
鶏
が
十
個
の
卵
を
抱
い
て
い
る
。
い
た
ち
や
狸
に
襲
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
　
　
　
物
う
り
ゆ
る
す
寺
の
門
前
　
　
　
　
　
　
　
角

　
　
十
個
の
卵
が
無
事
解
化
す
る
よ
う
に
と
祈
っ
て
い
る
。
「
十
の
鳥
の
子
」
は
、
　
名
裏
四
。
雑
。
参
詣
に
来
る
人
々
の
出
入
り
の
多
い
寺
院
な
の
で
、
そ
の

朗
　
　
『
伊
勢
物
語
』
五
十
段
に
あ
る
「
鳥
の
子
を
十
つ
つ
十
は
か
さ
ぬ
と
も
お
も
　
門
前
で
店
を
開
く
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
が
あ
り
、
寺
の
方
で
も
、
特
に
そ

　
　
は
ぬ
人
を
思
ふ
も
の
か
は
」
が
、
内
容
的
に
は
関
わ
り
は
な
い
が
、
踏
ま
え
　
れ
を
許
可
し
て
い
る
。

八
　
　
ら
れ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
句
の
、
炭
団
を
干
し
て
あ
る
場
を
寺
院
の
中
と
見
て
、
寺
男
の
仕
事
に
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

ー
　
　
前
句
の
、
狸
が
住
み
つ
い
て
出
没
す
る
よ
う
な
村
で
、
狸
穴
を
塞
ぐ
と
い
　
炭
団
を
作
っ
て
い
る
と
し
た
も
の
か
。
そ
の
寺
の
門
前
に
、
参
詣
人
目
当
て

ー
　
　
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
狸
に
対
し
て
警
戒
す
る
必
要
の
あ
る
飼
鶏
の
抱
卵
を
付
　
の
、
食
べ
物
や
土
産
物
を
売
る
店
が
出
て
い
る
情
景
を
付
け
た
。

石
　
　
け
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
門
前
」
が
俳
言
。

　
雨
気
つ
く
日
に
は
団
炭
も
か
た
ま
ら
じ
　
　
　
翁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
の
時
汲
あ
ふ
井
戸
は
坂
の
下
　
　
　
　
　
翁

　
名
裏
三
。
雑
。
「
雨
気
つ
く
」
は
、
雨
が
降
り
出
し
そ
う
な
気
配
が
す
る
。
　
名
裏
五
。
春
（
花
）
。
花
の
定
座
。
花
の
咲
き
そ
ろ
う
春
の
盛
り
、
高
台
に

雨
模
様
に
な
る
。
「
団
炭
」
は
炭
団
、
た
ん
ど
ん
、
た
ど
ん
（
書
言
字
考
節
用
　
あ
る
花
の
名
所
に
、
人
々
が
集
ま
っ
て
、
花
見
を
し
て
い
る
。
井
戸
が
坂
道

集
）
。
消
炭
の
細
末
を
米
の
と
ぎ
汁
で
練
り
、
団
子
の
形
に
作
っ
た
も
の
で
、
　
の
下
に
あ
っ
て
、
人
々
は
そ
こ
に
来
て
、
水
を
汲
み
、
手
足
や
顔
を
洗
い
、

ま
り
の
大
き
さ
の
も
の
か
ら
、
枇
杷
の
核
の
大
き
さ
の
も
の
ま
で
あ
る
（
本
　
の
ど
を
う
る
お
す
。

朝
食
鑑
）
。
ま
た
、
灰
、
石
灰
に
炭
の
粉
を
ま
ぜ
る
（
万
宝
鄙
事
記
）
と
も
あ
　
　
前
句
の
寺
を
花
の
名
所
と
し
、
物
売
り
が
店
を
出
す
の
に
、
参
詣
人
だ
け

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
な
く
、
花
見
の
人
々
が
群
集
し
て
い
る
と
し
て
、
に
ぎ
や
か
な
花
見
時
の

　
雨
の
降
り
出
し
そ
う
な
空
模
様
の
下
で
、
炭
団
を
作
っ
て
干
し
並
べ
て
い
　
雑
沓
に
、
清
洌
な
水
の
わ
き
出
る
井
戸
を
点
じ
て
、
熱
気
と
、
そ
れ
を
醒
ま

る
の
を
見
て
、
こ
の
天
気
の
工
合
で
は
、
折
角
作
っ
て
も
か
た
ま
ら
な
い
の
　
す
水
の
清
冷
を
取
り
合
わ
せ
た
。
台
地
の
上
に
、
寺
や
桜
の
林
が
あ
り
、
坂



の
下
に
泉
が
あ
る
と
い
う
情
景
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ヨ

　
　
　
　
は
じ
め
て
轟
く
や
ど
り
木
の
虫
　
　
　
　
　
水

　
　
　
掲
句
。
春
（
虫
轟
く
1
1
啓
蟄
）
。
「
や
ど
り
木
」
は
、
他
の
樹
木
に
寄
生
し

　
　
た
木
。
ヤ
ド
リ
ギ
科
の
常
緑
小
低
木
の
総
称
。
え
の
き
、
く
り
、
け
や
き
な

　
　
ど
に
寄
生
す
る
。
虫
が
姦
く
と
い
う
の
は
、
啓
蟄
。
二
十
四
節
気
の
一
。
陰

　
　
暦
二
月
上
半
の
節
。
現
在
で
は
太
陽
暦
で
三
月
五
、
六
日
ご
ろ
に
あ
た
る
。

　
　
江
戸
時
代
は
驚
蟄
と
書
く
こ
と
が
多
い
。
樹
木
の
中
や
土
中
に
冬
ご
も
り
し

　
　
て
い
た
虫
が
地
上
に
出
て
来
る
意
。

　
　
　
句
は
、
や
ど
り
木
に
身
を
ひ
そ
め
て
寒
を
避
け
て
い
た
虫
が
、
花
の
開
く

巻
　
　
暖
気
が
め
ぐ
っ
て
き
た
の
を
機
に
活
動
を
始
め
た
の
意
。
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

の
　
　
　
花
見
の
た
め
に
人
々
が
群
れ
て
動
き
出
す
時
期
に
虫
た
ち
の
群
れ
も
活
動

衡
　
　
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
、
本
格
的
な
春
に
な
る
時
期
を
、
人
事
に
対
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3

舗
自
然
の
形
で
示
し
た
・

山
　
　
揚
句
ら
し
く
、
春
の
盛
り
に
向
か
っ
て
動
き
出
す
自
然
の
姿
を
出
し
て
、

で歌
　
　
歌
仙
一
巻
を
終
っ
た
。

榔


