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要
　
旨

　

跡
見
玉
枝
は
本
学
の
学
祖
跡
見
花
蹊
の
従
妹
に
あ
た
り
︑明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
桜
の
画
家
で
あ
る
︒

そ
の
生
涯
は
︑
玉
枝
自
身
の
晩
年
の
回
想
と
学
園
の
一
次
資
料
で
あ
る
﹃
跡
見
花
蹊
日
記
﹄
か
ら
た
ど
り
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

玉
枝
は
少
女
時
代
に
花
蹊
の
許
に
身
を
寄
せ
た
一
時
期
が
あ
り
︑
花
蹊
の
身
近
に
暮
ら
し
た
縁
で
姉
小
路
家
に
出
入
り
す
る
よ

う
に
な
る
︒
そ
れ
は
︑
姉
小
路
良
子
を
中
心
と
し
た
公
家
文
化
に
親
し
く
ふ
れ
得
た
日
々
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
日
記
や
残
さ
れ

た
書
簡
か
ら
︑
桜
の
師
宮
崎
玉
緒
と
花
蹊
に
交
流
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
︑
さ
ら
に
は
玉
緒
の
仕
え
た
主
君
と
花
蹊
の
間
に
も

親
交
が
認
め
ら
れ
る
︒
若
き
日
の
玉
枝
は
︑
花
蹊
の
豊
か
な
人
脈
に
支
え
ら
れ
て
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
︒

　

跡
見
学
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女
子
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は
じ
め
に

　

跡
見
玉
枝
は
跡
見
花
蹊
の
従
妹
で
︑
桜
の
絵
を
得
意
と
し
た
画
家
で
あ
る
︒
そ
の

生
涯
を
伝
え
る
﹃
桜
の
我
か
世
﹄
は

（
１
）︑
玉
枝
の
口
述
に
も
と
づ
い
て
︑
主
宰
し
た
私

塾
精
華
会
の
会
員
井
上
波
子
が
著
し
た
も
の
で
あ
る
︒本
学
で
は
︑平
成
十
六
年（
二

○
○
四
）
に
花
蹊
記
念
資
料
館
第
三
回
企
画
展
と
し
て
﹁
桜
の
画
家　

跡
見
玉
枝
展
﹂

が
開
催
さ
れ
︑
本
著
を
資
料
と
し
て
玉
枝
の
上
京
ま
で
︑
米
国
滞
在
︑
還
暦
祝
賀
会

に
分
け
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
２
）︒
幕
末
に
生
ま
れ
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
に
わ
た
り

桜
の
画
家
と
し
て
活
躍
し
た
玉
枝
は
︑
父
の
理
解
の
も
と
複
数
の
師
と
出
会
い
に
恵

ま
れ
る
の
だ
が
︑
若
い
時
期
に
従
姉
跡
見
花
蹊
の
も
と
に
身
を
寄
せ
て
お
り
︑
上
京

の
後
も
花
蹊
な
ら
び
に
花
蹊
周
辺
の
人
々
と
関
わ
り
が
深
い
︒
玉
枝
の
事
跡
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
︑
一
人
の
画
家
の
生
涯
を
こ
え
て
︑
跡
見
花
蹊
の
周
辺
事
情
を
別

の
角
度
か
ら
照
ら
し
出
す
こ
と
で
も
あ
る
︒

　

本
稿
で
は
︑
企
画
展
の
成
果
を
受
け
跡
見
の
歴
史
を
検
証
す
る
観
点
か
ら
︑
玉
枝

の
回
想
と
花
蹊
の
日
記
に
も
と
づ
き
︑
若
い
時
期
を
中
心
に
二
人
の
関
係
を
い
ま
一

度
た
ど
り
︑
桜
の
師
で
あ
る
宮
崎
玉
緒
と
の
関
わ
り
ま
で
含
め
て
考
察
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

一
、
花
蹊
の
も
と
へ

　

跡
見
玉
枝
は
本
名
勝
子
︑
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
四
月
二
十
八
日
︑
勝
造
の
三

女
と
し
て
生
ま
れ

（
３
）︑
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
八
月
七
日
に
数
え
歳
八
十
六
歳
に

て
没
し
た
︒
父
勝
造
は
跡
見
花
蹊
の
父
重
敬
の
弟
︒
花
蹊
は
天
保
十
一
年
（
一
八
四

〇
）
四
月
九
日
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
︑
玉
枝
は
ち
ょ
う
ど
十
八
年
若
い
従
妹
に
な
る
︒

二
人
が
親
交
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る
の
は
︑
父
勝
造
の
事
情
に
よ
っ
て
い
る
︒
前
述
の

﹃
桜
の
我
か
世
﹄は
玉
枝
七
十
三
歳
初
夏
の
口
述
を
も
と
に
翌
年
春
に
発
行
さ
れ
た
装

幀
の
美
し
い
本
で
︑
桜
花
研
究
に
造
詣
が
深
い
﹃
桜
﹄
の
著
者
で
あ
る
帝
国
学
士
院

会
員
三
好
学

（
４
）の
序
文
を
戴
き
︑玉
枝
と
ゆ
か
り
の
人
々
の
作
品
を
豊
富
に
掲
載
す
る
︒

そ
の
回
想
部
分
の
最
初
﹁
祖
先
と
生
立
ち
﹂
か
ら
み
て
い
こ
う
︒

私
の
父
は
跡
見
主
水
（
勝
造
）
と
謂
ひ
︑
天
保
十
一
年
江
戸
へ
出
て
水
野
越
前

守
に
と
り
た
て
ら
れ
︑
江
戸
は
牛
込
の
市
个
谷
加
賀
町
で
田
宮
流
の
武
術
指
南

を
致
し
て
居
り
ま
し
た
︒
私
は
此
家
に
て
（
安
政
五
年
四
月
二
十
八
日
）
勝
造

の
三
女
と
し
て
生
れ
ま
し
た
︒
あ
の
安
政
二
年
の
大
地
震
で
は
見
知
ら
ぬ
二
人

の
兄
姉
が
失
は
れ
て
居
り
ま
す
た
め
︑
両
親
は
兼

江
戸
を
去
り
た
い
希
望
を

持
つ
て
居
り
ま
し
た
の
で
︑
万
延
元
年
遂
に
一
家
を
ま
と
め
て
京
都
へ
移
り
住

む
事
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
公
卿
穂
波
伯
爵
家
に
用
ひ
ら
れ
︑
側
道
場
を
開

い
て
武
術
指
南
を
致
し
て
居
り
ま
し
た
︒

　

玉
枝
は
牛
込
市
个
谷
加
賀
町
の
家
で
生
ま
れ
︑
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
月
二

日
の
大
地
震
で
兄
姉
を
失
っ
た
両
親
が
江
戸
を
離
れ
る
こ
と
を
望
み
︑万
延
元
年（
一

八
六
○
）
に
京
都
へ
移
り
住
む
︒
父
勝
造
が
仕
え
た
公
卿
穂
波
伯
爵
家
は
︑
藤
原
北

家
の
流
れ
を
汲
む
高
藤
男
定
方
が
創
建
し
た
勧
修
寺
に
始
ま
る
勧
修
寺
流
の
ひ
と
つ

で
︑
江
戸
時
代
の
勧
修
寺
常
尚
を
祖
と
す
る
家
で
あ
る
︒
勧
修
寺
顕
章
男
の
経
度
は
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穂
波
経
治
を
養
父
と
し
て
穂
波
家
に
入
り
︑戊
辰
戦
争
に
功
績
の
あ
っ
た
人
で
あ
る

（
５
）︒

経
度
は
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
十
一
月
十
一
日
生
ま
れ
︑
勝
造
が
穂
波
家
に
用
い

ら
れ
た
正
確
な
日
時
は
不
明
な
が
ら
︑
万
延
元
年
に
経
度
は
二
十
四
歳
︑
維
新
に
向

け
て
勢
い
づ
く
時
期
に
︑
勝
造
は
穂
波
家
の
庇
護
の
も
と
側
道
場
を
開
い
て
武
術
指

南
を
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
京
都
に
移
り
住
ん
だ
玉
枝
が
花
蹊
の
許
に
身
を
寄
せ
た
の

も
︑
戊
辰
戦
争
と
い
う
世
情
が
絡
ん
で
い
る
︒

其
の
後
世
の
中
は
段
々
騒
が
し
く
成
り
︑
伏
見
の
戦
争
が
始
る
上
野
に
戦
争
が

起
る
と
い
ふ
次
第
︑
父
も
穂
波
様
に
従
つ
て
江
戸
へ
下
り
ま
し
た
︒
や
が
て
そ

れ
も
平
定
し
た
と
聞
き
ま
す
が
︑
穂
波
様
や
父
は
帰
つ
て
参
り
ま
せ
ん
︑
︙
︙

中
略
︙
︙
兎
角
す
る
う
ち
同
僚
（
父
の
）
若
薫
が
︑
父
の
武
具
一
切
を
伯
父
の

許
へ
届
け
て
呉
れ
ま
し
た
の
で
︑
心
に
か
ゝ
る
父
の
消
息
を
訊
ね
ま
し
た
け
れ

ど
︑
そ
の
下
僕
は
同
僚
の
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
を
告
げ
る
の
み
で
︑
父
の
安
否

は
更
に
分
ら
ず
︑
そ
の
時
の
便
り
な
さ
は
未
だ
に
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
︒
︙
︙
中

略
︙
︙
そ
の
頃
︑
ち
や
う
ど
︑
従
姉
の
跡
見
花
蹊
女
史
が
東
の
洞
院
に
塾
を
開

い
て
居
り
ま
し
た
の
で
︑こ
ゝ
で
世
話
に
成
る
事
に
成
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

　

穂
波
経
度
に
従
い
上
野
の
戦
争
に
赴
い
た
父
勝
造
が
消
息
不
明
に
な
り
︑
伯
父
の

も
と
へ
武
具
の
み
が
送
ら
れ
て
い
る
︒
勝
造
の
兄
と
し
て
は
三
宅
氏
に
入
っ
た
勘
左

衛
門
と
花
蹊
の
父
重
敬
が
い
る
が
︑
伯
父
の
︑
父
は
亡
き
者
と
思
っ
て
身
を
立
て
る

こ
と
を
考
え
よ
と
い
う
進
言
に
よ
り
︑
玉
枝
は
京
都
に
い
た
花
蹊
の
塾
に
入
っ
た
︒

﹃
桜
の
我
か
世
﹄
の
回
想
は
︑
次
の
よ
う
に
続
く
︒

塾
入
を
し
て
年
も
改
ま
り
︑
明
治
二
年
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
亡
く
な
つ
た
と
計
り

思
つ
た
父
が
︑
は
か
ら
ず
生
き
て
還
つ
て
参
ゐ
り
ま
し
た
︒
そ
の
時
の
う
れ
し

さ
な
つ
か
し
さ
︑
ま
る
で
夢
の
や
う
で
︑
今
猶
こ
の
当
時
の
光さ

ま景
が
あ
り

く

と
思
ひ
出
さ
れ
ま
す
︒
か
う
し
て
ま
た
父
の
許
へ
戻
つ
て
参
り
ま
し
た
︒

　

明
治
二
年
︑
父
勝
造
が
生
還
し
︑
玉
枝
は
父
の
許
へ
戻
る
︒
こ
の
回
想
に
よ
れ
ば
︑

玉
枝
が
花
蹊
の
許
で
暮
ら
し
た
の
は
︑
上
野
の
戦
争
の
始
ま
る
頃
か
ら
明
治
二
年
ま

で
に
な
る
︒

 　

玉
枝
が
花
蹊
の
許
に
寄
寓
し
た
時
期
の
﹃
桜
の
我
か
世
﹄
の
記
述
は
こ
れ
で
す
べ

て
で
あ
る
が
︑
こ
の
あ
と
に
出
さ
れ
た
玉
枝
の
回
想
録
が
も
う
一
冊
あ
る
︒
昭
和
十

六
年
四
月
に
精
華
会
か
ら
発
行
さ
れ
た
﹃
さ
く
ら
の
木
蔭
﹄
で
あ
る

（
６
）︒
こ
れ
は
︑
昭

和
九
年
四
月
に
精
華
会
門
人
た
ち
に
よ
っ
て
（
日
本
）
工
業
倶
楽
部
で
催
さ
れ
た
喜

寿
の
賀
宴
か
ら
七
年
を
経
過
し
八
十
三
歳
を
迎
え
た
玉
枝
が
︑
記
憶
を
た
ど
り
過
去

七
年
間
の
想
い
出
を
記
し
た
も
の
で
︑
扉
に
二
代
目
校
長
跡
見
李
子
の
﹁
さ
く
ら
の

木
蔭
﹂︑
続
い
て
大
宮
知
栄
上
人
・
徳
富
蘇
峰
の
題
字
を
戴
き
︑﹁
跡
見
玉
枝
述
﹂
と

あ
る
回
想
と
玉
枝
の
作
品
や
玉
枝
な
ら
び
に
ゆ
か
り
の
人
々
の
写
真
︑
精
華
会
門
人

た
ち
の
文
章
な
ど
を
収
め
る
︒﹃
桜
の
我
か
世
﹄
の
半
分
ほ
ど
の
厚
さ
で
補
遺
的
な
一

冊
で
あ
る
が
︑
昭
和
九
年
四
月
十
七
日
か
ら
一
週
間
白
木
屋
階
上
で
喜
寿
記
念
桜
花

展
覧
会
が
精
華
会
主
催
で
開
催
︑
二
十
三
日
に
日
比
谷
公
園
松
本
楼
で
喜
寿
祝
賀
会

が
催
さ
れ
た
こ
と
を
は
じ
め
︑
玉
枝
晩
年
の
回
想
が
し
た
た
め
ら
れ
る
︒
そ
こ
に
︑

幼
少
期
の
回
想
が
差
し
挟
ま
れ
て
い
る
︒
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慶
応
三
年
春
の
頃
︑
私
が
十
歳
の
時
に
父
は
上
野
の
戦
争
に
参
り
︑
其
留
守

の
間
︑
母
は
幼
き
三
人
の
子
供
と
乳
児
を
か
ゝ
へ
て
困
つ
て
居
り
ま
し
た
︑
そ

こ
へ
父
の
兄
三
宅
勘
左
衛
門
と
申
す
伯
父
が
来
り
ま
し
て
︑
こ
ん
な
に
困
つ
て

ゐ
る
な
ら
一
先
づ
子
供
達
を
処
分
し
て
は
ど
う
か
と
申
し
ま
し
た
の
で
︑
兄
の

富
蔵
は
伯
父
の
許
へ
︑
私
は
京
都
に
居
り
ま
す
従
姉
の
跡
見
花
蹊
の
所
へ
預
け

ら
れ
︑
母
は
東
江
州
に
残
り
︑
姉
の
け
い
子
と
七
つ
の
妹
良
子
と
︑
そ
の
頃
ま

だ
乳
児
の
末
の
妹
静
子
︑
及
東
京
よ
り
来
て
居
り
ま
し
た
書
生
等
と
共
に
暮
す

こ
と
に
な
り
ま
し
た

　

花
蹊
の
許
へ
と
進
言
し
た
伯
父
は
父
勝
造
の
兄
三
宅
勘
左
衛
門
で
あ
る
︒
そ
こ
に

兄
が
︑
花
蹊
の
許
に
玉
枝
が
預
け
ら
れ
︑
母
は
東
江
州
す
な
わ
ち
近
江
の
湖
東
と
い

わ
れ
る
地
域
に
姉
け
い
子
︑
妹
良
子
︑
静
子
︑
書
生
た
ち
と
残
っ
て
い
る
︒
十
一
歳

の
玉
枝
は
学
ぶ
に
適
し
た
年
齢
で
あ
り
︑
花
蹊
の
も
と
に
預
け
る
の
な
ら
ば
姉
よ
り

玉
枝
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
︒
こ
の
時
の
花
蹊
の
事
情
は
﹃
跡
見
花
蹊
日
記
﹄
に
記
さ

れ
︑
日
記
で
は
慶
応
四
年
の
記
述
か
ら
確
認
で
き
る
︒
慶
応
二
年
末
︑
花
蹊
は
京
都

西
洞
院
の
家
に
移
り
住
み
︑
翌
慶
応
三
年
に
は
勝
造
が
花
蹊
の
許
を
訪
れ
︑
扇
面
の

揮
毫
を
依
頼
し
た
り
法
事
に
来
た
り
し
て
お
り

（
７
）︑
前
述
の
穂
波
経
度
に
従
っ
て
の
江

戸
下
向
は
慶
応
四
年
の
記
述
に
確
認
で
き
る
︒

　

慶
応
四
年

　
（
二
月
）
十
四
日　

辰　

雨

此
日
︑
父
さ
ま
来
ら
れ
候
︒
七
ッ
時
︑
勝
蔵
子
来
︒
穂
波
殿
此
度
関
東
征
伐
ニ

付
御
旗
奉
行
ニ
成
ら
せ
ら
れ
候
ニ
付
︑
十
五
日
御
出
立
︑
御
供
の
義

（
儀
）ニ
付
︑
民
部

来
︒
又
︑
中
務
奥
田
来
︒
勝
蔵
子
ハ
早

帰
り
︑
跡
み
な

く
︑
私
も
同
道
ニ

テ
帰
殿
い
た
し
候
︒
中
務
奥
田
︑
途
中
よ
り
穂
波
殿
へ
行
候
︒
私
︑
御
殿
ニ
テ
一

宿
︒

　
（
二
月
）
十
五
日　

巳　

晴
︒
寒
︒

朝
︑
中
務
奥
田
︑
此
度
穂
波
殿
へ
御
殿
よ
り
御
借

（
貸
）ニ
相
成
︑
朝
御
四
畳
半
ニ
テ
離

別
の
御
杯
下
さ
れ
候
︒
殿
様
︑
ひ
と
く
別
を
御
惜
み
遊
し
︑
一
統
流
涙
い
た
し

候
︒
先

無
事
出
立
い
た
し
候
︒

　
（
二
月
）
三
十
日　

申　

晴
︒
寒
風
︒

昨
日
︑
江
州
八
幡
文
来
︒
か
つ
女
世
話
の
義
（
儀
）申

来
り
候
︒

　
（
三
月
）
十
三
日　

酉　

晴
︑
亦
雨
︒

此
日
︑
江
州
か
つ
女
︑
勘
と
同
道
ニ
テ
来
り
候
︒

　

花
蹊
の
日
記
に
よ
れ
ば
︑
慶
応
四
年
二
月
十
五
日
に
勝
造
は
出
立
し
て
い
る
︒
同

じ
月
の
三
十
日
に
﹁
か
つ
女
﹂
と
記
さ
れ
る
人
こ
そ
︑
玉
枝
で
あ
る
︒﹃
さ
く
ら
の
木

蔭
﹄
に
﹁
慶
応
三
年
春
﹂
と
あ
っ
た
の
は
︑
晩
年
の
玉
枝
の
記
憶
違
い
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
︒
戊
辰
戦
争
の
時
期
か
ら
も
四
年
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
三

十
日
に
玉
枝
＝
勝
子
の
世
話
を
頼
む
書
状
が
花
蹊
の
許
へ
届
き
︑
翌
月
十
三
日
に
伯
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父
勘
左
衛
門
に
連
れ
ら
れ
て
玉
枝
は
京
都
の
花
蹊
の
許
へ
来
て
い
る
︒﹁
江
州
八
幡
﹂

﹁
江
州
か
つ
女
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
時
︑
玉
枝
一
家
は
近
江
八
幡
（
現
滋
賀
県

東
近
江
市
）
に
居
住
し
て
い
た
ら
し
い
︒
ち
な
み
に
﹃
跡
見
花
蹊
日
記
﹄
に
は
慶
応

三
年
九
月
・
十
月
・
十
二
月
に
﹁
江
州
主
水
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
り
︑
こ
れ
も
勝
造

も
し
く
は
そ
の
周
辺
の
人
々
を
表
す
可
能
性
を
孕
む

（
８
）︒

　

慶
応
四
年
︑
九
月
八
日
に
明
治
と
改
元
さ
れ
る
年
の
三
月
十
三
日
︑
数
え
歳
十
一

歳
の
玉
枝
は
二
十
九
歳
の
花
蹊
の
許
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
︒
玉
枝
が
父
の
許
へ

戻
っ
た
時
の
記
述
は
﹃
跡
見
花
蹊
日
記
﹄
か
ら
確
認
で
き
な
い

（
９
）︒
明
治
二
年
の
日
記

は
一
月
十
日
～
十
二
日
︑
一
月
十
三
日
～
三
月
三
日
︑
三
月
五
日
～
十
日
の
記
述
が

な
く
︑
三
月
十
一
日
・
十
三
日
を
記
し
た
あ
と
︑
四
月
六
日
か
ら
七
月
廿
四
日
ま
で

の
断
片
的
な
記
述
が
一
項
目
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
生
還
は
日
記
の
残
さ
れ

て
い
な
い
時
期
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
明
治
二
年
の
寡
少
な
記
述
に
玉
枝
を
表

す
﹁
か
つ
女
﹂
等
は
み
え
ず
︑
記
述
の
空
白
期
間
の
ど
こ
か
で
︑
父
勝
造
が
生
還
し

ふ
た
た
び
父
の
許
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
︒

二
、
姉
小
路
良
子
と
の
交
流

　

花
蹊
の
許
で
の
生
活
は
一
年
た
ら
ず
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
︑
そ
の
日
々
は

玉
枝
に
と
っ
て
忘
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
前
掲
﹃
さ
く
ら
の
木
蔭
﹄

の
続
く
回
想
を
あ
げ
て
み
る
︒

私
が
預
け
ら
れ
ま
し
た
頃
の
花
蹊
の
宅
も
ゆ
た
か
で
は
な
く
︑
伯
父
（
花
蹊
の

父
）
は
姉
小
路
様
の
家
令
を
つ
と
め
︑
ま
だ
若
い
花
蹊
は
昼
間
は
姉
小
路
様
へ

お
稽
古
に
上
り
夜
は
自
身
の
勉
強
に
追
は
れ
て
暇
も
な
く
︑
家
庭
は
伯
母
（
花

蹊
の
母
）が
上
手
に
切
り
も
り
を
致
し
て
居
ら
れ
ま
し
た
︑︙
︙
中
略
︙
︙﹁
お

か
つ
さ
ん
（
私
の
本
名
）
今
日
は
も
う
お
米
が
無
う
な
り
ま
し
た
よ
つ
て
一
升

程
姉
小
路
様
へ
行
て
貰
う
て
来
て
下
さ
い
﹂
と
よ
く
お
使
い
に
走
つ
た
も
の
で

御
座
い
ま
し
た
︑

　

当
時
︑
花
蹊
の
家
も
お
よ
そ
豊
か
で
は
な
く
︑
花
蹊
の
母
幾
野
が
切
り
盛
り
し
て

い
た
ら
し
い
︒
花
蹊
の
父
は
姉
小
路
家
に
仕
え）

（（
（

︑
そ
の
縁
で
花
蹊
も
姉
小
路
に
教
え

に
上
が
り
︑
夜
は
自
身
の
勉
強
に
励
ん
で
い
た
が
︑
日
々
の
お
米
ま
で
姉
小
路
に
も

ら
う
生
活
で
あ
っ
た
︒
花
蹊
の
許
に
身
を
寄
せ
た
玉
枝
は
︑
日
常
の
使
い
も
含
め
姉

小
路
家
に
頻
繁
に
出
入
り
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

私
が
始
め
て
姉
小
路
様
へ
上
り
ま
し
た
の
は
︑
桜
の
花
が
京
の
町
を
美
し
く
色

取
る
四
月
半
の
頃
で
︑
伯
父
は
嵯
峨
の
奥
の
虚
空
蔵
さ
ん
へ
︑
良
姫
様
を
御
連

れ
申
し
十
三
参
り
に
御
出
掛
け
の
お
留
守
で
御
座
い
ま
し
た
︑
御
家
に
御
出
に

成
つ
た
若
殿
様
が
﹁
花
蹊
の
よ
い
豆
腐
買
ひ
が
出
来
た
な
あ
﹂
と
仰
有
る
御
声

が
聞
え
て
来
ま
し
た
事
を
︑
今
で
も
よ
く
覚
え
て
居
り
ま
す
︑
其
の
若
殿
様
は

私
よ
り
一
つ
年
下
の
九
歳
で
︑
公
義
様
と
仰
し
や
い
ま
し
た
︑
或
時
姉
小
路
様

で
御
客
様
を
遊
は
す
の
で
︑
跡
見
の
庭
の
萩
の
花
を
届
け
て
呉
れ
と
の
事
で
︑

私
が
そ
の
御
使
に
参
る
事
に
な
り
︑
沢
山
の
美
し
い
萩
の
折
枝
を
肩
に
し
て
出

か
け
ま
し
た
︑
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花
蹊
の
日
記
に
よ
れ
ば
玉
枝
が
花
蹊
の
許
に
来
た
の
は
三
月
十
三
日
で
あ
る
か

ら
︑
ほ
ぼ
一
个
月
後
に
初
め
て
姉
小
路
家
に
上
が
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
若
殿
様
は
の

ち
に
伯
爵
と
な
る
公
義
︒公
義
は
九
歳
と
あ
り
一
つ
年
上
の
玉
枝
は
十
歳
に
な
る
が
︑

こ
れ
は
満
年
齢
で
記
し
た
の
で
は
な
く
︑
前
に
慶
応
三
年
春
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ

と
か
ら
︑
公
義
の
年
齢
と
と
も
に
一
年
の
誤
り
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
︒﹁
花
蹊
の
よ
い
豆
腐
買
ひ
﹂
と
い
う
こ
と
ば
に
︑
花
蹊
の
身
近
な
年
若
い

従
妹
玉
枝
の
様
子
が
う
か
が
え
る
︒
花
蹊
側
の
用
で
お
米
を
分
け
て
も
ら
い
に
行
っ

た
玉
枝
は
︑
ま
た
︑
姉
小
路
家
側
の
所
望
に
応
え
て
跡
見
の
庭
の
萩
を
届
け
に
も
行

く
︒
玉
枝
は
日
常
の
所
用
を
努
め
な
が
ら
姉
小
路
家
に
出
入
り
す
る
︒
年
齢
も
近
い

公
義
は
身
分
は
違
え
ど
も
親
近
感
を
覚
え
る
若
殿
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
さ
ら
に
注
目
さ

れ
る
の
は
︑
玉
枝
と
姉
小
路
良
子
と
の
交
流
で
あ
る
︒
続
く
部
分
を
み
て
み
よ
う
︒

私
は
其
頃
か
ら
花
蹊
を
師
と
し
て
︑
四
條
派
の
絵
と
︑
お
習
字
を
︑
教
へ
て
貰

ひ
ま
し
た
︑
又
︑
漢
学
は
姉
小
路
良
姫
様
に
教
へ
て
戴
く
為
に
毎
朝
本
を
携
へ

て
同
家
へ
通
つ
た
も
の
で
御
座
い
ま
す
︑
良
姫
様
に
お
習
ひ
す
る
頃
一
番
嬉
し

く
存
じ
ま
し
た
の
は
︑
よ
く
出
来
た
時
に
御
褒
美
に
お
菓
子
や
玩
具
を
い
た
ゞ

く
事
で
︑
或
時
︑
い
つ
も
よ
り
上
手
に
お
答
え
が
出
来
た
と
て
お
褒
め
の
お
言

葉
と
共
に
︑
桃
色
の
着
物
を
き
た
可
愛
ら
し
い
お
人
形
を
下
さ
い
ま
し
た
︑
か

ね
が
ね
そ
の
お
人
形
に
目
を
つ
け
て
居
り
ま
し
た
私
は
︑
た
と
へ
や
う
も
な
い

程
嬉
し
く
て
其
人
形
を
を
抱
て
帰
り
ま
し
た
︑
後
年
私
は
そ
の
人
形
を
大
切
な

物
の
一
つ
と
し
て
保
存
い
た
し
て
居
り
ま
し
た
が
︑
あ
の
大
震
災
で
焼
失
い
た

し
ま
し
た
事
は
誠
に
残
念
に
存
じ
て
居
り
ま
す
︑

　

玉
枝
は
四
條
派
の
絵
画
と
習
字
を
花
蹊
に
習
い
︑
漢
学
は
姉
小
路
良
子
に
学
び
︑

毎
朝
良
子
の
も
と
に
通
っ
た
と
い
う
︒
晩
年
の
回
想
に
特
筆
さ
れ
る
の
は
︑
ご
褒
美

の
御
菓
子
や
玩
具
で
あ
る
︒
良
子
か
ら
の
褒
美
は
公
家
に
ふ
さ
わ
し
い
品
々
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
︒
桃
色
の
着
物
を
着
た
憧
れ
の
人
形
を
胸
に
抱
き
︑
喜
び
に
心
躍
ら

せ
て
う
き
う
き
と
し
た
足
取
り
で
帰
る
少
女
玉
枝
の
姿
が
彷
彿
と
し
て
く
る
︒
こ
の

人
形
は
生
涯
の
宝
と
な
り
︑
震
災
で
失
わ
れ
て
も
玉
枝
の
心
に
は
大
切
な
人
形
と
し

て
刻
ま
れ
て
い
る
︒
玉
枝
が
漢
学
を
学
ん
だ
日
々
は
︑
良
子
と
の
交
流
か
ら
公
家
文

化
に
親
し
み
得
た
時
間
で
あ
っ
た
︒

　

若
い
頃
か
ら
諸
学
問
を
修
め
た
花
蹊
の
教
養
は
︑
相
当
な
も
の
で
あ
る
︒
花
蹊
は

十
二
歳
で
石
垣
東
山
の
門
に
入
り
書
を
︑
槇
野
礎
山
に
つ
い
て
絵
画
を
学
び
︑
十
七

歳
で
京
都
へ
遊
学
し
︑
宮
原
節
庵
に
漢
学
・
詩
文
・
書
法
︑
絵
画
を
丸
山
応
立
︑
中

島
来
章
に
学
ん
で
二
年
程
の
後
大
坂
中
之
島
に
移
り
︑
後
藤
松
陰
に
漢
学
︑
詩
文
を

学
ん
で
い
る）

（（
（

︒
花
蹊
の
教
養
を
玉
枝
も
身
近
に
学
び
︑
良
子
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て

漢
学
の
み
な
ら
ず
生
き
た
公
家
文
化
を
吸
収
し
て
い
る
︒
姉
小
路
良
子
は
姉
小
路
公

知
の
妹
で
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
四
月
四
日
生
ま
れ
︑
若
き
日
に
国
文
を
渡
邊
重

石
丸
に
︑
漢
文
を
蒲
生
重
章
︑
和
歌
を
伊
達
千
広
︑
書
画
を
花
蹊
に
学
び
︑
明
治
十

年
十
月
に
宮
内
省
皇
后
職
に
入
り
︑
十
一
年
二
月
権
掌
侍
︑
二
十
一
年
十
一
月
掌
侍
︑

三
十
五
年
一
月
権
典
侍
︑
大
正
三
年
八
月
従
三
位
︑
典
侍
に
準
じ
て
取
り
扱
う
旨
の

沙
汰
が
あ
り
︑
同
四
年
勲
四
等
に
叙
せ
ら
れ
宝
冠
賞
︑
昭
憲
皇
太
后
に
重
ん
じ
ら
れ
︑

才
気
煥
発
な
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る）

（（
（

︒
慶
応
四
年
当
時
︑
花
蹊
二
十
九

歳
︑
良
子
は
十
三
歳
で
玉
枝
の
二
つ
上
︑
花
蹊
が
良
子
の
教
授
に
参
殿
す
る
縁
で
︑
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玉
枝
も
良
子
に
出
会
う
︒
歳
の
近
い
良
子
は
親
し
み
や
す
い
師
で
あ
っ
た
ろ
う
︒﹃
跡

見
花
蹊
日
記
﹄
に
は
︑
玉
枝
が
花
蹊
の
許
へ
や
っ
て
き
た
当
初
の
記
述
が
あ
り
︑
花

蹊
が
玉
枝
を
連
れ
て
姉
小
路
家
に
出
入
り
す
る
様
子
も
確
認
で
き
る
︒

　

慶
応
四
年

　
（
三
月
）
十
四
日　

戌　

晴
︒

朝
︑
式
部
女
参
殿
い
た
し
画
頼
み
に
参
り
候
︒
夫
ヨ
リ
私
帰
宅
致
し
候
︑
か
つ

女
連
て
也
︒

　
（
四
月
）
二
日　

辰　

夕
方
一
寸
雨
︒

朝
︑
勝
女
連
て
帰
り
候
︒

　
（
四
月
）
四
日　

午　

雨
︒

昼
後
ヨ
リ
勝
女
︑
岩
尾
︑
私
︑
三
人
連
ニ
テ
参
殿
い
た
し
候
︒
此
日
︑
殿
様
︑
良

姫
様
お
延

（
誕
）生
日
ニ
テ
御
祝
也
︒
勝
女
︑
岩
尾
︑
七
ッ
時
帰
り
候
︒
私
一
宿
す
る
︒

　
（
四
月
）
十
一
日　

丑　

雨
︒

此
日
︑
御
殿
ヨ
リ
呼
来
候
て
七
ツ
時
よ
り
参
殿
い
た
し
候
︒
典
膳
子
︑
兵
部
子

来
候
て
同
道
也
︒
夕
︑
母
さ
ま
︑
勝
女
連
て
参
ら
れ
候
︒
皆
一
宿
︒

　
（
四
月
）
十
六
日　

午　

晴
︒

八
ッ
時
よ
り
勝
女
︑
竹
の
女
共
に
岡
崎

（
マ
マ
）へ
︑
伏
田
へ
行
︒

　
（
四
月
）
廿
四
日　

寅　

晴
︒

昼
後
︑
参
殿
い
た
し
候
︒
か
つ
女
︑
着
物
な
く
︑
こ（

 
拵
 
）
し
ら
へ
に
参
り
候
︒
漸
大

坂
屋
︑
夕
方
持
参
い
た
し
候
︒
私
一
宿
す
る
︒

　
（
四
月
）
廿
五
日　

卯　

晴
︒

昼
時
ヨ
リ
か
つ
女
連
て
式
部
方
へ
行
︑
暫
し
て
日
根
野
へ
行
︑
い
ろ

く
咄
し
︑

七
ッ
時
迄
遊
ふ
︒

　
（
四
月
）
廿
六
日　

辰　

夕
方
ヨ
リ
雨
︑
大
雨
︒

夕
方
︑
民
部
︑
主
税
子
︑
か
つ
女
迎
ひ
に
行
候
︒
皆

一
宿
︒

　
（
四
月
）
廿
七
日　

巳　

晴
︒

朝
︑
か
つ
女
連
て
帰
宅
︒

　
（
五
月
）
廿
一
日　

丁
酉　

晴
︒

此
日
︑
か
つ
女
病
気
に
て
呼
に
来
︒
夕
方
︑
二
条
へ
行
︑
一
宿
す
る
︒

　
（
五
月
）
廿
二
日　

戊
戌　

晴
︒

亦
︑
か
つ
女
あ
し
く
候
て
呼
ニ
来
︒
夜
︑
二
条
へ
行
︑
一
宿
す
る
︒

　

四
月
の
記
述
に
は
頻
繁
に
﹁
か
つ
女
﹂
＝
玉
枝
が
み
ら
れ
る
︒
四
日
の
良
子
の
誕

生
日
に
は
祝
い
の
席
に
一
緒
に
上
が
っ
て
い
る
︒
京
都
に
来
た
ば
か
り
の
玉
枝
に
公
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家
の
娘
の
誕
生
祝
い
は
︑
ど
う
映
っ
た
で
あ
ろ
う
か
︒
五
月
に
玉
枝
が
病
気
に
な
っ

た
時
は
︑
花
蹊
は
連
日
戻
っ
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
姉
小
路
家
へ
の
行
き
帰
り
も
公
家
の
文
化
に
ふ
れ
る
機
会
で
あ
っ
た
︒﹃
さ

く
ら
の
木
蔭
﹄
は
︑
道
す
が
ら
出
会
う
公
家
た
ち
に
も
言
及
す
る
︒

さ
う
し
た
姉
小
路
様
へ
の
行
き
帰
り
に
︑
今
で
申
し
ま
せ
ば
︑
学
習
院
の
様
な

所
へ
お
通
ひ
に
な
る
︑
公
達
方
に
よ
く
お
逢
ひ
い
た
し
ま
し
た
︑
お
部
屋
住
の

方
々
は
そ
れ

ぐ
お
供
を
お
連
れ
に
成
り
︑
稚
児
ま
げ
で
美
し
く
薄
化
粧
遊
ば

し
た
額
に
︑
白
粉
で
︑
公
孫
樹
の
葉
を
描
き
紫
と
白
と
の
矢
飛
白
の
お
振
袖
に
︑

紫
と
白
の
ぼ
か
し
の
お
袴
を
召
し
て
お
出
に
な
り
︑
又
︑
御
当
主
の
お
方
は
︑

歯
を
黒
く
お
染
め
に
な
り
天
上
眉
を
つ
け
︑
仮
の
直
垂
︑
烏
帽
子
の
お
姿
で
御

座
い
ま
し
た
︑
そ
し
て
三
人
程
の
お
供
を
従
へ
ら
れ
て
︑
チ
リ
ン
チ
リ
ン
と
響

き
の
良
い
金
棒
を
引
い
た
お
先
払
ひ
が
﹁
下
に
お
ら
う　

下
に
お
ら
う
﹂
と
呼

ば
は
り
な
が
ら
先
に
立
ち
ま
し
た
︑か
や
う
な
折
り
に
は
通
行
の
人
々
は
必
ず
︑

土
下
座
を
し
て
お
通
り
を
待
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
田
舎
か
ら
出
て
来

た
幼
い
私
の
眼
に
は
︑
か
う
し
た
公
達
方
の
お
姿
が
︑
そ
れ
は
そ
れ
は
美
し
く

気
高
く
見
え
た
も
の
で
御
座
い
ま
し
た
︑

　

稚
児
髷
を
結
い
額
に
白
粉
で
公い
ち
ょ
う

孫
樹
の
葉
を
描
い
て
紫
と
白
の
振
り
袖
に
袴
の
女

性
︑
お
歯
黒
を
し
天
上
眉
に
烏
帽
子
姿
の
男
性
︑
三
人
の
お
供
︑
チ
リ
ン
チ
リ
ン
と

良
い
響
き
の
先
払
い
︒
目
慣
れ
ぬ
公
達
に
玉
枝
は
気
高
さ
を
感
じ
る
︒
良
子
の
許
へ

の
道
中
も
︑
公
家
の
文
化
に
ふ
れ
る
場
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
玉
枝
の
生
活
は
相
変

わ
ら
ず
質
素
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑﹃
さ
く
ら
の
木
蔭
﹄
に
は
記
さ
れ
る
︒

花
蹊
師
の
許
に
は
私
の
外
に
︑
封
州
の
御
家
来
の
お
子
で
私
達
が
何
時
も
常
さ

ん
常
さ
ん
と
呼
ぶ
︑
常
蔵
さ
ん
と
言
ふ
十
五
に
な
る
美
し
い
男
の
子
が
習
字
の

稽
古
に
来
て
居
り
ま
し
た
︑
又
宮
原
竹
野
さ
ん
と
言
ふ
書
家
の
お
嬢
さ
ん
︑
角

野
さ
ん
と
仰
有
る
お
医
者
の
娘
さ
ん
達
が
習
字
と
絵
の
お
稽
古
に
来
て
居
ら
れ

ま
し
た
︑此
の
三
人
は
何
の
苦
労
も
知
ら
ぬ
有
福
な
家
の
子
供
さ
ん
で
し
た
が
︑

私
は
厳
格
な
伯
母
の
許
で
い
ろ
い
ろ
の
用
を
い
た
し
な
が
ら
勉
強
せ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
︑
そ
れ
故
お
清
書
を
書
く
紙
も
﹁
御
祝
儀
﹂
と
か
﹁
金
何
百
疋
﹂

と
か
書
い
て
あ
る
紙
ば
か
り
で
清
書
を
し
て
も
引
立
ち
ま
せ
ん
︑
︙
︙
中
略

︙
︙
小
さ
い
私
は
い
つ
も
い
つ
も
真
白
な
紙
を
使
ふ
竹
野
さ
ん
や
角
野
さ
ん
が

ど
ん
な
に
羨
ま
し
か
つ
た
か
知
れ
ま
せ
ん
で
し
た
︑
︙
︙
中
略
︙
︙
此
様
に
御

一
緒
に
居
た
人
達
は
皆
︑
花
蹊
先
生
の
許
を
離
れ
て
そ
れ

ぐ
の
運
命
と
闘
て

ゐ
ら
れ
ま
す
間
も
私
は
相
か
は
ら
ず
︑
お
粥
を
す
ゝ
り
な
が
ら
﹁
金
何
百
疋
也
﹂

の
紙
に
絵
を
か
き
字
を
習
ひ
い
た
し
て
居
り
ま
し
た
︑
師
匠
花
蹊
は
﹁
此
子
は

我
慢
強
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
後
で
必
ず
倖
を
す
る
で
あ
ら
ふ
﹂
と
申
さ
れ
ま

し
た
︑
幼
か
り
し
日
羨
ま
し
く
思
つ
た
人
達
は
︑
皆
世
の
中
の
冷
た
い
風
に
脆

く
も
倒
さ
れ
︑
不
幸
な
私
は
︑
何
度
も
︑
何
度
も
倒
れ
か
ゝ
り
な
が
ら
︑
只
今

と
な
り
ま
し
て
は
︑
只
一
人
か
く
安
楽
に
過
し
て
居
り
ま
す
の
も
︑
師
匠
を
始

め
お
世
話
く
だ
さ
い
ま
し
た
方
々
の
賜
も
の
と
感
謝
致
し
て
居
る
次
第
で
御
座

い
ま
す
︑
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花
蹊
の
母
幾
野
は
︑
預
け
ら
れ
る
身
の
玉
枝
を
学
ぶ
た
め
に
来
て
い
る
裕
福
な
家

の
子
女
た
ち
と
同
等
に
は
扱
わ
ず
︑玉
枝
に
は
裏
紙
を
使
っ
て
清
書
さ
せ
た
と
い
う
︒

中
略
部
分
に
は
︑
そ
の
裕
福
な
家
の
人
々
が
そ
の
後
波
乱
の
人
生
を
た
ど
っ
た
こ
と

が
書
か
れ
︑
玉
枝
は
安
泰
な
晩
年
を
花
蹊
は
じ
め
世
話
に
な
っ
た
人
々
の
お
か
げ
と

感
謝
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
少
女
期
の
回
想
は
こ
う
結
ば
れ
る
︒

只
今
で
も
眼
を
つ
ぶ
り
ま
す
と
︑
つ
や
ゝ
か
な
稚
児
ま
げ
︑
美
し
い
振
袖
姿
︑

チ
リ
ン
チ
リ
ン
と
な
る
お
先
払
ひ
︑
机
を
並
べ
た
人
達
の
面
影
が
髣
髴
と
し
て

瞼
の
裡
に
浮
ん
で
参
り
ま
す
︑
な
つ
か
し
き
思
ひ
で
︑
夫
れ
も
最
う
七
十
年
の

昔
と
な
り
ま
し
た
︒

　

姉
小
路
家
へ
の
行
き
帰
り
に
見
た
光
景
と
聞
い
た
音
は
︑
七
十
年
の
星
霜
を
経
て

な
お
玉
枝
の
心
に
生
き
続
け
る
︒﹃
さ
く
ら
の
木
蔭
﹄
に
は
﹁
幼
い
私
﹂
と
表
さ
れ
る

が
︑
わ
ず
か
一
年
ほ
ど
の
間
な
が
ら
花
蹊
の
許
に
身
を
寄
せ
た
日
々
は
︑
少
女
時
代

の
玉
枝
が
良
子
を
中
心
と
し
た
公
家
文
化
圏
に
親
し
ん
だ
歳
月
で
あ
り
︑
花
蹊
の
縁

ゆ
え
に
玉
枝
の
素
地
と
な
る
教
養
を
育
ん
だ
日
々
と
考
え
ら
れ
る
︒

三
、
桜
の
師 

宮
崎
玉
緒

　

次
に
︑父
の
生
還
に
よ
っ
て
花
蹊
の
許
を
離
れ
た
あ
と
の
玉
枝
を
み
て
お
き
た
い
︒

﹃
桜
の
我
か
世
﹄
は
父
の
配
慮
に
よ
っ
て
恵
ま
れ
た
教
育
を
受
け
︑
桜
の
師
宮
崎
玉
緒

と
も
出
会
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
︒

　

父
は
私
を
よ
く
理
解
し
て
︑
私
の
個
性
を
伸
ば
す
た
め
に
意
を
用
ひ
て
呉
れ

ま
し
た
︒
絵
の
手
ほ
ど
き
を
花
蹊
女
史
に
︑（
の
ち
に
長
谷
川
玉
峯
先
生
に
師
事

す
）
漢
学
習
字
を
宮
原
易
安
先
生
に
︑
和
歌
を
宮
崎
玉
緒
先
生
に
就
て
学
び
ま

し
た
︒
此
の
宮
崎
先
生
は
︑
医
を
業
と
さ
れ
︑
そ
の
上
著
名
な
国
学
者
で
︑
且

つ
日
本
画
を
も
よ
く
描
か
れ
︑
殊
に
桜
花
の
知
識
に
お
き
ま
し
て
は
︑
他
に
な

ら
び
も
な
い
含
蓄
の
深
い
先
生
で
御
座
い
ま
し
た
︒
私
は
︑
此
の
師
の
膝
下
で

桜
の
研
究
を
こ
ゝ
ろ
ざ
し
ま
し
た
︒

　

父
勝
造
の
生
還
は
︑
前
節
で
み
た
と
お
り
明
治
二
年
春
と
思
わ
れ
る
︒
姉
小
路
家

に
と
も
な
っ
て
明
治
三
年
八
月
に
上
京
し
た
父
や
弟
に
続
き
花
蹊
は
同
年
十
一
月
に

江
戸
へ
移
り
住
ん
で
お
り
︑
そ
れ
ま
で
の
一
年
余
り
を
玉
枝
が
引
き
続
き
花
蹊
に
師

事
し
た
可
能
性
は
残
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
花
蹊
の
日
記
か
ら
そ
の
詳
細
を
確
認
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
︒
玉
枝
は
︑
丸
山
四
條
派
の
絵
画
を
学
ん
だ
花
蹊
に
学
び
︑
の
ち

や
は
り
四
條
派
の
長
谷
川
玉
峯
に
学
び
︑
基
本
的
に
は
写
実
的
な
花
鳥
画
の
系
統
に

あ
る
と
い
え
よ
う
︒
し
か
し
︑
桜
の
師
と
な
っ
た
の
は
︑
和
歌
を
学
ん
だ
宮
崎
玉
緒

で
あ
る
︒
し
ば
ら
く
︑
こ
の
宮
崎
玉
緒
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
︒﹃
大
日
本
人
名
辞

書
﹄
は
次
の
よ
う
に
記
す）

（（
（

︒

桜
戸
と
称
し
近
江
の
人　

榊
光
慶
の
男　

世
々
医
を
業
と
す　

少
壮
宮
崎
氏
を

つ
ぎ
大
和
介
と
称
し　

仁
和
寺
王
府
に
仕
ふ　

小
松
宮
に
従
ひ
屡
戦
地
に
臨
む

学
を
好
み
皇
朝
の
典
故
に
精
し
く
又
和
歌
を
善
く
す　

著
す
所
言
葉
の
墨
縄
︑
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日
本
文
典
礎
︑
日
本
語
学
︑
言
霊
本
義
等
あ
り　

又
画
を
好
み
各
種
の
桜
花
を

集
め
自
ら
之
を
描
く
に
工
な
り　

明
治
二
十
九
年
九
月
十
七
日
没
す　

年
六
十

九　

洛
東
神
楽
岡
に
葬
る

　
﹁
玉
緒
﹂
は
滋
賀
県
蒲
生
郡
の
村
名
で
︑
昭
和
二
十
九
年
に
神
崎
郡
八
日
市
町
と
合

併
し
て
八
日
市
市
と
な
り
︑
現
在
は
東
近
江
市
と
な
っ
て
い
る
地
で
玉
緒
神
社
が
あ

る
）
（（
（

︒
玉
枝
が
宮
崎
玉
緒
に
師
事
し
た
経
緯
は
不
明
だ
が
︑
母
が
姉
や
妹
た
ち
と
残
る

近
江
八
幡
に
父
勝
造
が
帰
っ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
同
じ
湖
東
出
身
と
い
う
地
の
縁
も
考

え
ら
れ
る
︒

　

桜
の
画
家
と
し
て
の
玉
緒
の
名
は
︑﹃
桜
の
我
か
世
﹄
三
好
学
﹁
序
﹂
の
な
か
で
言

及
さ
れ
て
い
る
︒

桜
品
の
描
写
は
三
熊
花
顛
を
祖
と
す
︑
妹
の
露
香
亦
兄
の
筆
意
を
受
け
桜
画
に

巧
な
り
︑
露
香
は
其
描
法
を
織
田
瑟
々
に
伝
へ
瑟
々
は
之
を
宮
崎
玉
緒
翁
に
伝

ふ
︑
翁
は
桜
戸
と
号
し
国
文
に
通
じ
和
歌
を
能
く
す
︑
明
治
年
間
多
く
桜
品
を

描
写
し
て
世
に
弘
め
︑
又
京
都
平
野
神
社
に
数
多
の
名
桜
を
移
し
植
ゑ
て
其
保

存
を
図
れ
り
︒

　

桜
の
描
画
は
三
熊
花
顛
を
祖
と
し
︑
妹
露
香
を
経
て
織
田
瑟
々
か
ら
宮
崎
玉
緒
へ

と
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
︒
花
顛
は
江
戸
時
代
中
期
の
京
都
の
画
家
三
熊
思
考
（
一
七

三
○
～
一
七
九
四
）
の
号
︒
思
考
は
桜
を
描
き
﹃
桜
花
三
十
六
帖
﹄
と
い
う
画
帖
に

ま
と
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
︑
一
方
︑
伴
高
渓
﹃
近
世
畸
人
伝
﹄
の
挿
絵
を
描
き
草
案

し
︑﹃
続
近
世
畸
人
伝
﹄
の
草
稿
を
著
し
た
人
で
も
あ
る）

（（
（

︒
花
顛
︑
そ
の
妹
の
露
香
︑

広
瀬
花
隠
の
桜
画
に
つ
い
て
は
︑
三
好
学
﹃
桜
﹄
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り）

（（
（

︑
山
田

孝
雄
﹃
桜
史
﹄
で
も
三
熊
思
考
で
節
を
立
て
る）

（（
（

︒
思
考
か
ら
そ
の
妹
露
香
︑
広
瀬
花

隠
︑
露
香
の
弟
子
の
織
田
瑟
々
と
続
く
系
譜
は
桜
だ
け
を
主
題
に
描
く
﹁
桜
画
﹂
の

絵
師
た
ち
で
あ
り
︑
近
年
で
は
こ
れ
ら
の
絵
師
を
﹁
三
熊
派
﹂
と
名
づ
け
︑
美
術
史

に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る）

（（
（

︒
織
田
瑟
々
は
露
香
の
弟
子
の
女
流
画
家

で
あ
り
︑
近
江
国
神
崎
郡
御
薗
村
河
合
寺
（
の
ち
の
滋
賀
県
八
日
市
市
︑
現
東
近
江

市
）
の
生
ま
れ
︑
湖
東
の
出
身
で
本
名
は
政
江
︑
父
は
織
田
信
長
九
男
信
貞
を
祖
と

す
る
津
田
三
位
貞
秀）

（（
（

︒
広
瀬
花
隠
と
と
も
に
三
熊
派
を
継
承
す
る
︒
し
か
し
︑
思
考

の
博
物
画
的
視
線
と
和
歌
的
伝
統
を
引
き
継
ぎ
内
裏
﹁
左
近
の
桜
﹂
を
描
く
栄
誉
に

も
浴
し
た
花
隠
に
対
し
︑
夫
の
没
後
仏
門
に
入
っ
た
と
み
ら
れ
る
瑟
々
は
中
央
画
壇

と
は
無
縁
に
桜
を
描
き
︑
作
品
の
実
態
も
発
掘
調
査
の
途
上
で
あ
る
と
い
う）

（（
（

︒
画
中

に
年
記
を
入
れ
る
こ
と
の
多
い
瑟
々
の
桜
画
は
︑
近
年
光
が
当
て
ら
れ
て
き
た
と
こ

ろ
で
︑
四
十
二
歳
の
時
の
﹁
南
天
桜
図
﹂
が
近
世
の
女
性
画
家
の
作
品
と
し
て
紹
介

さ
れ）

（（
（

︑
詳
細
な
検
討
に
よ
り
三
熊
派
の
流
れ
を
受
け
継
ぐ
写
実
的
描
写
か
ら
や
が
て

花
形
や
葉
先
に
独
自
の
描
法
が
現
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る）

（（
（

︒

　

こ
れ
ら
三
熊
派
の
な
か
に
玉
緒
が
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
︑
瑟
々
が
名
声
を
得

ず
そ
の
後
半
生
も
明
確
で
は
な
い
こ
と
に
加
え
︑
玉
緒
が
専
業
の
画
家
で
は
な
か
っ

た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
瑟
々
の
桜
画
が
玉
緒
に
伝
え
ら
れ
た
︒

二
人
の
出
身
地
は
近
く
︑瑟
々
の
故
郷
神
崎
郡
御
薗
村
は
神
崎
郡
八
日
市
町
と
な
り
︑

玉
緒
の
出
身
地
玉
緒
村
を
は
じ
め
蒲
生
郡
の
四
个
村
と
合
併
し
て
昭
和
二
十
九
年
に

八
日
市
市
（
現
東
近
江
市
）
と
な
る
地
域
で
あ
る）

（（
（

︒
玉
枝
は
玉
緒
に
師
事
し
て
和
歌
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を
学
び
︑
桜
を
描
く
︒
三
熊
派
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
個
人
差
は
あ
れ
基
本
的
に
は
写

実
的
な
描
法
で
あ
り
︑
も
と
も
と
四
條
派
の
絵
を
学
ん
だ
玉
枝
が
博
物
学
的
な
桜
の

絵
を
描
く
の
は
自
然
で
も
あ
る
︒
玉
枝
の
絵
画
に
つ
い
て
は
改
め
て
美
術
史
の
観
点

か
ら
具
体
的
な
作
品
に
も
と
づ
い
て
別
途
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
︑﹃
桜
の
我
か

世
﹄
掲
載
の
作
品
を
眺
め
て
み
て
も
︑
精
緻
な
描
法
で
桜
の
み
を
描
く
絵
画
は
多
い
︒

　

玉
緒
は
山
田
孝
雄
﹃
桜
史
﹄
に
も
﹁
桜
戸
玉
緒
﹂
で
立
項
さ
れ
て
い
る）

（（
（

︒

桜
戸
玉
緒
は
本
姓
宮
崎
と
い
ひ
︑
通
称
は
大
炊
と
い
ひ
き
︑
近
江
八
幡
の
医
榊

光
慶
の
長
男
と
し
て
文
政
十
一
年
に
生
る
︒
慶
応
三
年
仁
和
寺
宮
の
侍
医
宮
崎

家
を
継
ぎ
て
宮
に
仕
ふ
︒
そ
の
本
職
は
医
な
り
し
か
ど
︑
国
学
に
通
じ
又
画
を

よ
く
し
武
芸
に
達
せ
り
︒
は
じ
め
仁
和
寺
宮
に
仕
へ
た
る
時
︑
和
歌
を
以
て
奉

仕
し
︑
傍
ら
桜
を
植
ゑ
て
宮
を
慰
め
奉
り
︑
ま
た
こ
れ
を
描
き
て
宮
に
奉
れ
り
︒

明
治
五
年
京
都
平
野
神
社
の
神
官
と
な
り
て
︑
そ
の
神
社
の
境
内
に
桜
を
多
く

植
ゑ
た
る
が
︑
後
に
平
野
神
社
が
桜
の
名
所
の
一
と
な
り
し
源
ま
さ
に
こ
こ
に

在
り
︑居
常
桜
を
愛
し
て
そ
の
保
護
と
顕
彰
と
に
熱
中
し
た
る
事
蹟
少
か
ら
ず
︒

明
治
二
十
九
年
九
月
京
都
に
没
す
︒
時
に
寿
六
十
九
︒
玉
緒
の
桜
に
関
す
る
事

蹟
は
平
野
神
社
に
桜
樹
を
植
ゑ
し
こ
と
と
︑
桜
の
写
生
家
と
し
て
世
に
桜
の
重

ん
ず
べ
き
を
知
ら
し
め
し
こ
と
を
以
て
最
と
す
︒

　

玉
緒
の
本
業
は
医
者
で
国
学
・
絵
画
・
武
芸
に
通
じ
︑
前
掲
引
用
部
分
に
あ
る
著

作
の
ほ
か
﹃
詞
の
八
衢
あ
は
せ
か
が
み
動
詞
之
正
格
﹄（
明
治
二
十
七
年
）﹁
宮
比
之

大
臣
略
御
神
徳
記
﹄（
明
治
二
十
五
年
）
等
も
あ
る
が
︑
名
を
後
世
に
残
す
国
学
者
と

い
う
よ
り
︑
事
跡
の
一
環
と
し
て
国
学
が
あ
る
︒
玉
枝
が
玉
緒
に
師
事
し
た
正
確
な

年
月
日
は
確
認
で
き
な
い
が
︑
父
の
生
還
に
よ
り
花
蹊
の
許
を
離
れ
た
時
期
と
す
れ

ば
四
十
代
後
半
頃
と
推
定
さ
れ
る
︒玉
緒
は
仁
和
寺
宮
を
慰
め
る
た
め
に
桜
を
植
え
︑

絵
に
描
い
て
献
上
し
︑
の
ち
に
京
都
平
野
神
社
の
神
官
と
な
っ
て
境
内
に
多
く
の
桜

を
植
え
る
︒
玉
緒
の
桜
は
仁
和
寺
の
宮
と
縁
が
深
い
︒
前
掲
の
玉
緒
の
経
歴
に
は
︑

﹁
仁
和
寺
王
府
に
仕
ふ
﹂﹁
は
じ
め
仁
和
寺
宮
に
仕
へ
た
る
時
︑和
歌
を
以
て
奉
仕
し
︑

傍
ら
桜
を
植
ゑ
て
宮
を
慰
め
奉
り
︑
ま
た
こ
れ
を
描
き
て
宮
に
奉
れ
り
︒﹂
と
あ
っ

た
︒
こ
の
﹁
仁
和
寺
宮
﹂
は
小
松
宮
彰
仁
親
王
で
︑
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
一
月

十
六
日
生
ま
れ
︑
伏
見
宮
邦
家
親
王
の
第
八
子
︑
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
仁
和
寺

に
入
り
法
名
純
仁
︑
王
政
復
古
に
と
も
な
い
還
俗
し
て
嘉
彰
に
名
を
戻
し
︑
明
治
十

五
年
（
一
八
八
二
）
東
伏
見
宮
か
ら
小
松
宮
に
改
称
し
彰
仁
と
し
た
皇
族
軍
人
で
あ

り
︑
イ
ギ
リ
ス
留
学
の
経
験
か
ら
イ
ギ
リ
ス
王
室
と
の
親
交
を
深
め
た
人
で
あ
る
と

い
う）

（（
（

︒
前
掲
の
記
述
に
よ
れ
ば
玉
緒
は
小
松
宮
に
従
っ
て
戊
辰
戦
争
に
従
軍
し
︑
玉

枝
は
帰
還
し
た
玉
緒
に
師
事
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
玉
緒
の
桜
は
こ
の
主
君
の
た
め

に
始
ま
り
︑
平
野
神
社
に
も
植
え
ら
れ
る
︒﹃
桜
史
﹄﹁
桜
戸
玉
緒
﹂
は
︑﹁
明
治
維
新

後
わ
が
桜
は
古
来
未
曾
有
の
大
災
厄
に
遭
ひ
し
が
︑
︙
︙
中
略
︙
︙
﹁
毅
然
と
し
て

そ
の
操
を
改
め
ず
︑
桜
花
の
保
護
に
任
ぜ
し
人
少
か
ら
ざ
り
き
︑
わ
れ
は
そ
の
著
し

き
一
例
と
し
て
先
ず
桜
戸
玉
緒
を
あ
げ
む
と
す
︒﹂
と
始
ま
り
︑
次
の
よ
う
に
結
ぶ
︒

玉
緒
は
桜
を
愛
す
る
あ
ま
り
︑
こ
れ
を
広
く
海
外
に
紹
介
す
る
と
共
に
皇
室
に

於
い
て
こ
れ
を
愛
賞
せ
ら
れ
む
こ
と
を
希
ひ
︑
桜
三
百
種
を
揮
毫
し
て
︑
明
治

天
皇
に
献
じ
奉
ら
む
こ
と
を
企
て
し
が
︑
そ
の
事
を
果
さ
ず
し
て
没
せ
り
と
い
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ふ
︒
玉
緒
の
門
人
に
跡
見
玉
枝
あ
り
︒
よ
く
師
の
法
を
以
て
桜
を
描
く
に
妙
を

得
た
り
︒
か
つ
て
桜
数
百
種
を
画
き
て
宮
内
大
臣
土
方
久
元
に
托
し
て
明
治
天

皇
に
奉
献
し
以
て
師
の
一
部
を
果
し
た
り
と
い
ふ
︒

　

玉
緒
は
桜
を
海
外
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
皇
室
に
愛
賞
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
︑
玉

枝
は
師
の
志
を
果
た
し
た
と
い
う
︒玉
枝
の
桜
は
玉
緒
の
志
に
裏
打
ち
さ
れ
て
お
り
︑

師
弟
に
継
承
さ
れ
た
桜
に
は
時
代
を
生
き
た
人
々
の
あ
り
方
と
し
て
皇
国
と
い
う
側

面
は
否
め
な
い
︒
玉
枝
自
身
皇
室
と
ゆ
か
り
深
く
︑
四
十
二
年
五
月
富
美
宮
泰
宮
内

親
王
御
用
掛
︑大
正
十
五
年
四
月
閑
院
宮
春
仁
と
一
条
直
子
の
婚
儀
に
調
度
品
揮
毫
︑

昭
和
五
年
皇
太
后
大
宮
御
所
へ
移
転
に
際
し
︑
玉
緒
の
桜
の
和
歌
五
十
首
を
巻
物
二

巻
に
収
め
︑
そ
の
歌
に
ち
な
ん
だ
桜
五
十
種
を
書
帖
二
冊
に
描
き
御
国
の
花
香
と
題

し
て
献
上）

（（
（

︑
昭
和
十
三
年
七
月
参
内
︑
昭
和
十
五
年
五
月
皇
后
御
前
揮
毫
︑
十
月
明

治
神
宮
鎮
座
二
十
年
祭
の
た
め
に
駒
繋
桜
の
額
面
奉
納）

（（
（

︑
な
ど
の
事
跡
が
あ
る
︒
そ

れ
は
︑
桜
の
画
家
玉
枝
へ
の
評
価
に
加
え
て
︑
皇
后
職
に
つ
い
た
姉
小
路
良
子
や
少

女
期
に
ふ
れ
た
良
子
周
辺
の
公
家
文
化
︑
華
族
の
子
女
も
多
く
学
ぶ
学
校
を
開
い
た

花
蹊
の
存
在
も
影
響
し
て
い
よ
う
︒
一
方
で
︑
玉
枝
は
明
治
三
十
七
年
八
月
に
は
渡

米
し
た
人
で
あ
り
︑
若
く
し
て
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
演
を
聴
い
た
こ
と
が
上
京
の
契
機

と
な
っ
た
︒
海
外
に
向
か
う
玉
枝
の
姿
勢
も
︑﹃
桜
史
﹄
の
﹁
桜
を
愛
す
る
あ
ま
り
︑

こ
れ
を
広
く
海
外
に
紹
介
す
る
﹂
と
い
う
く
だ
り
と
見
合
う
︒
師
の
志
を
受
け
継
い

で
桜
を
究
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
絵
画
が
博
物
学
的
な
様
相
を
深
め
︑
三
好
学
と
の

交
流
も
導
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
︒﹃
桜
の
我
か
世
﹄
の
序
文
は
︑
植
物
学
の
分
野
か
ら

の
評
価
に
他
な
ら
な
い
︒﹃
桜
の
我
か
世
﹄
は
﹁
最
後
に
宮
崎
玉
緒
先
生
桜
花
百
首
を

書
き
添
へ
て
恩
師
の
霊
を
慰
め
ま
す
︒﹂
と
結
び
︑
桜
戸
玉
緒
詠
﹁
桜
品
詠
百
首
﹂
を

掲
載
す
る
︒

　

桜
の
画
家
玉
枝
は
師
玉
緒
と
の
出
会
い
に
よ
る
が
︑
玉
緒
と
花
蹊
と
の
間
に
も
交

流
の
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
︒
玉
枝
の
上
京
後
︑
花
蹊
は
玉
緒
に
書
簡
を
出
し
て
い
る
︒

　

明
治
十
九
年

　
（
九
月
）
二
十
一
日　

火
曜　

晴
︒
寒
暖
計
七
十
三
度
︒

朝
五
時
夢
破
︒
家
業
如
例
︒
西
京
宮
崎
玉
緒
寄
書
︒
午
下
揮
毫
︒

　

明
治
九
年
か
ら
十
七
年
ま
で
の
花
蹊
の
日
記
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
こ
の
間
の
詳

細
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
玉
枝
上
京
直
後
の
九
月
に
玉
緒
か
ら
花
蹊
の

も
と
に
手
紙
が
届
い
て
い
る
︒
玉
枝
が
師
事
し
た
縁
で
花
蹊
が
玉
緒
と
知
り
合
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑玉
緒
と
花
蹊
は
早
い
時
期
か
ら
知
り
合
い
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒

上
京
し
た
花
蹊
か
ら
勝
造
・
玉
枝
宛
の
書
簡
に
︑
玉
緒
の
名
が
み
え
る）

（（
（

︒

　
　

此
度
は
玉
枝
女
史
大
奮
発
ニ
て

　
　

東
行
之
思
立
︑
御
最
（
尤
）之

事
と
存
候
︒

　
　

当
今
ハ
別
而
文
事
な
く
て
ハ

　
　

画
事
用
ら
れ
す
候
間
︑
今
一
層

　
　

東
行
之
上
︑
学
事
書
画
共

　
　

研
窮
致
さ
れ
候
ハ
ゝ
至
極
之
事
と
存
候
︒
当
家

　
　

塾
生
貴
女
子
方
ニ
も
︑
よ
ほ
と
出
来
候
も
御
坐
候
て
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朝
鮮
人
来
朝
之
砌
︑
門
生
書
画
を
い
た
し

　
　

大
に
目
驚
し
候
︒
韓
人
来
朝
之

　
　

一
大
美
事
と
人

申
候
也
︒
お
ま
へ
さ
ま
ニ
も

　
　

当
月
中
旬
御
発
車
之
由
︑
日

　
　

侍
入
候
︒
種

申
上
度
事
候
得
共
︑

　
　

拝
晤
之
節
可
陳
上
也
︒
敬
言
再
拝

　

跡
見
叔
父
君
へ

　
　

玉
枝
女
子
へ

　

玉
枝
の
回
想
に
は
出
て
こ
な
い
が
明
治
九
年
九
月
に
玉
枝
は
﹁
東
行
﹂
の
予
定
が

あ
り
︑
当
月
中
旬
に
出
発
す
る
予
定
で
あ
る
︒
末
尾
に
﹁
榊
玉
緒
大
人
へ
も
宣
布
御

風
声
願
入
候
也
﹂
と
あ
る
﹁
榊
玉
緒
﹂
こ
そ
︑
宮
崎
玉
緒
で
あ
る
︒
や
は
り
玉
枝
が

世
話
に
な
る
縁
で
と
い
う
可
能
性
は
あ
る
が
︑
明
治
九
年
時
点
で
花
蹊
と
玉
緒
は
交

流
が
あ
り
︑
こ
の
文
面
に
は
玉
緒
が
宮
崎
家
に
入
る
以
前
の
旧
姓
﹁
榊
﹂
が
用
い
ら

れ
て
い
る
︒
宮
崎
姓
に
な
っ
た
時
期
は
不
明
な
が
ら
︑
旧
姓
を
冠
し
て
書
く
ほ
ど
早

い
時
期
か
ら
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
︒
さ
ら
に
︑
明
治
十
八
年

の
内
容
を
持
つ
ふ
た
つ
の
日
記
と
十
九
年
の
日
記
か
ら
︑
花
蹊
は
玉
緒
の
仕
え
た
小

松
宮
と
も
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

　

明
治
十
八
年

　
（
十
月
）
廿
一
日　

水
曜　

天
晴
朗
︒

晡
︑
応
小
松
親
王
召
︒
詣
其
邸
︑
暫
閑
談
而
帰
︒

　
（
十
月
）
廿
五
日　

日
曜　

大
霧
乍
雨
︒

朝
六
時
眠
醒
︒
揮
毫
︒
応
小
松
親
王
命
︒
午
下
三
時
︑
詣
邸
︑
観
口
切
茶
事
儀

行
其
七
事
︒
北
白
川
親
王
︑
及
松
平
某
︑
伊
丹
某
︑
某
︑
余
培

（
陪
）席
︒
第
一
数
花
︑

第
二
清
次
花
月
︑
第
三
茶
カ
ブ
キ
︑
第
四
仙
遊
︒
畢
而
会
席
︑
其
調
理
美
味
極

妙
︑
善
美
備
貴
︑
其
有
風
皆
旨
奇
雅
也
︒
又
第
五
包
棗
︑
茶
筌
飾
︑
第
六
数
茶

畢
︒
時
︑
十
一
時
也
︒
乃
退
席
︒
帰
途
月
明
殊
佳
︒
作
詩
︑
及
四
時
︑
就
眠
︒

　

同（
十
月
廿
五
）

廿
四
日

小
松
親
王
の
命
に
応
し
て
︑
午
下
三
時
よ
り
参
る
︒
口
切
の
御
茶
事
に
て
︑
北

白
川
宮
殿
下
︑
松
平
︑
伊
丹
︑
山
田
︑
吉
田
︑
宗
心
︑
余
︑
培

（
陪
）席

ス
︒
第
一
数

花
︑
第
二
清
次
花
月
︑
第
三
茶
か
ぶ
き
︑
第
四
仙
遊
︑
畢
而
会
席
︑
其
調
理
極

て
美
味
︑
み
な
奇
雅
な
る
も
の
也
︒
又
︑
第
五
包
棗
︑
茶
筌
飾
︑
第
六
数
茶
畢

に
て
畢
︒
時
︑
十
一
時
也
︒

　
　
　
　

尚

︑
時
気
折
角
御
自
惜
奉
祈
候
︒

　
　
　
　

乍
憚
︑
御
一
統
へ
も
よ
ろ
し
く

　
　
　
　

榊
玉
緒
大
人
へ
も
宣
布
御
風
声
願
入
候
也
︒

　
　

東
京
名
誉
新
誌
一
葉

　
　
　
　
　

御
覧
ニ
入
候
︒

　
　

九
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
蹊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拝
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明
治
十
九
年

　
（
一
月
）
三
日　

亥　

日
曜　

晴
︑
風
︒

朝
六
時
夢
破
︒
午
下
︑
同
湘
雲
︑
詣
小
松
宮
邸
︑
又
詣
三
条
邸
︑
謁
相
公
︑
贈

祝
酒
︑
少
而
帰
︒

　

明
治
十
八
年
当
時
花
蹊
は
し
ば
し
ば
小
松
宮
邸
に
詣
で
︑
も
と
め
に
応
じ
て
揮
毫

を
し
た
り
茶
事
に
呼
ば
れ
た
り
親
密
な
交
流
を
し
︑
十
九
年
正
月
に
は
年
賀
に
も
う

か
が
っ
て
い
る
︒
明
治
九
年
か
ら
十
七
年
の
日
記
を
確
認
で
き
な
い
が
︑
そ
の
間
に

も
何
ら
か
の
交
流
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

　

玉
枝
の
師
事
し
た
玉
緒
︑
玉
緒
の
仕
え
た
小
松
宮
は
︑
玉
枝
の
み
な
ら
ず
花
蹊
と

も
交
流
が
あ
っ
た
︒
玉
枝
の
桜
の
画
家
と
し
て
の
生
涯
を
決
定
づ
け
る
玉
緒
と
の
師

弟
関
係
は
︑
当
事
者
の
み
な
ら
ず
︑
花
蹊
と
花
蹊
の
豊
か
な
人
脈
を
背
後
に
持
っ
て

い
る
︒
花
蹊
の
許
を
離
れ
て
か
ら
も
︑
玉
枝
は
花
蹊
と
い
う
従
姉
の
存
在
に
︑
な
お

支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
︒

四
、
上
京
へ

　
﹃
跡
見
花
蹊
日
記
﹄
で
ふ
た
た
び
玉
枝
に
言
及
さ
れ
る
の
は
︑
父
勝
造
の
死
後
で
あ

る
︒
明
治
十
八
年
の
内
容
を
持
つ
ふ
た
つ
の
日
記
か
ら
︑
次
の
記
述
を
見
出
せ
る
︒

　

明
治
十
八
年

　
（
十
月
）
十
四
日

京
都
跡
見
玉
枝
よ
り
書
至
︒
父
勝
三
︑
本
月
十
日
死
去
申
来
る
︒

　
（
十
月
）
十
四
日　

水
曜　

雨
︒

玉
枝
書
至
云
︑
父
勝
三
本
月
十
日
死
︒

　

十
二
月
一
日　

火
曜　

晴
︒

西
京
玉
枝
︑
寄
送
叔
父
遺
物
︒

　

十
月
十
日
父
勝
造
逝
去
の
知
ら
せ
を
花
蹊
は
十
四
日
に
受
け
取
り
︑
十
二
月
一
日

に
は
勝
造
の
遺
品
が
玉
枝
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
︒
翌
年
︑
岡
倉
天
心
と
と
も
に
京
都

に
来
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
日
本
美
術
の
将
来
に
つ
い
て
講
演
を
し
︑
そ
れ
が
契
機
と
な

っ
て
玉
枝
は
上
京
を
志
し
た
と
﹃
桜
の
我
か
世
﹄
は
伝
え
る
︒

私
は
其
の
演
説
に
つ
く

ぐ
感
じ
︑
一
時
抑
へ
て
居
り
ま
し
た
上
京
の
念
は
再

び
む
ら

く
と
起
つ
て
︑
早
速
翌
日
そ
の
旅
宿
な
る
丸
山
の
小
阿
弥
に
岡
倉
先

生
を
お
尋
ね
し
て
私
の
意
見
の
程
を
述
べ
ま
し
た
処
︑
同
先
生
も
大
に
賛
成
さ

れ
ま
し
て
︑
東
京
の
狩
野
芳
涯
先
生
や
︑
橋
本
雅
邦
先
生
へ
紹
介
状
を
書
い
て

下
さ
い
ま
し
た
︒
然
し
私
は
母
と
甥
姪
の
三
人
を
養
は
ね
ば
な
ら
ぬ
身
の
上
で

す
か
ら
︑
研
究
の
傍
そ
の
生
活
費
を
得
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
︑
其
の
事
情
も
を
お

話
致
ま
す
と
︑
夫
れ
な
ら
兎
に
角
八
月
中
に
上
京
せ
よ
︑
九
月
に
は
自
分
は
洋

行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
と
の
事
で
︑
急
に
女
学
校
の
方
は
辞
職
を
願
ひ
︑
八
月

に
ま
づ
一
人
で
上
京
い
た
し
ま
し
た
︒
そ
し
て
従
姉
の
花
蹊
女
史
が
そ
の
頃
既

に
女
学
校
を
開
い
て
居
り
ま
し
た
の
で
︑
取
り
あ
へ
ず
そ
こ
へ
参
り
せ
わ
に
な
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り
な
が
ら
︑
丁
度
九
月
に
開
校
さ
れ
る
共
立
女
子
職
業
学
校
へ
も
奉
職
す
る
事

に
成
り
︑
翌
年
京
都
よ
り
家
族
一
同
を
呼
び
迎
へ
て
︑
茲
に
東
京
へ
永
住
す
る

基
礎
を
築
き
ま
し
た
︒

　

玉
枝
の
上
京
は
︑
岡
倉
覚
三
す
な
わ
ち
天
心
（
一
八
六
二
～
一
九
一
三
）
の
賛
同

と
配
慮
に
よ
っ
て
実
現
し
た
︒
天
心
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（
一
八
五
三
～
一
九
○
八
）
と

と
も
に
東
京
美
術
学
校
を
創
設
す
る
の
は
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）︑
玉
枝
が
講
演

を
聴
い
た
の
は
そ
の
二
年
前
︒
二
十
代
前
半
の
天
心
と
三
十
代
前
半
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ

と
の
出
会
い
が
︑
二
十
九
歳
の
玉
枝
を
魅
了
し
心
に
火
を
灯
す
︒﹃
桜
の
我
か
世
﹄
に

よ
れ
ば
︑
玉
枝
は
こ
れ
以
前
に
上
京
を
二
度
断
念
し
て
い
る
︒
明
治
十
年
に
京
都
女

学
校
へ
奉
職
す
る
前
の
回
想
に
︑
視
学
官
野
村
素
介
に
東
京
の
工
部
大
学
で
油
絵
の

修
業
を
勧
め
ら
れ
父
娘
と
も
そ
の
気
に
な
っ
た
も
の
の
長
谷
川
玉
峰
に
反
対
さ
れ
て

京
都
に
と
ど
ま
り
︑
十
七
年
に
は
内
国
勧
業
博
覧
会
へ
出
品
の
折
に
上
京
し
た
時
に

東
京
で
勉
強
し
た
い
と
思
っ
た
が
病
死
し
た
兄
の
遺
児
二
人
を
托
さ
れ
て
お
り
帰
っ

た
い
う
︒
父
勝
造
の
死
に
よ
っ
て
母
と
甥
姪
を
養
う
玉
枝
の
生
活
は
一
層
厳
し
さ
を

増
し
た
で
あ
ろ
う
が
︑
洋
行
前
の
若
い
岡
倉
天
心
の
好
意
的
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て

急
に
上
京
す
る
玉
枝
を
ま
ず
受
け
入
れ
た
の
は
︑
中
猿
楽
町
に
跡
見
学
校
を
開
い
て

い
た
花
蹊
で
あ
っ
た
︒
花
蹊
の
記
述
で
は
玉
枝
の
上
京
は
明
治
十
九
年
七
月
二
十
六

日
で
あ
り
︑
上
京
後
の
玉
枝
関
連
の
記
述
か
ら
は
︑
し
ば
し
ば
行
動
を
と
も
に
し
て

い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
︒

　

明
治
十
九
年

　
（
七
月
）
廿
六
日　

亥　

月
曜　

晴
︒

暁
四
時
夢
破
︒
拉 

鶴
子
︑
浅
子
︑
訪
家
厳
︒
帰
途
︑
過
練
兵
場
︑
折
牽
牛
花
︑

適
見
蝶
眠
︒
即
口
占
曰
︑

　
　

 

朝
万
陀
喜
露
踏
分
天
行
久
摩

仁

　
　
　
　

蝴
蝶
能
夢
也
驚
嘉
之
計
無

帰
来
就
業
︑
午
下
揮
毫
︒
玉
枝
︑
従
西
京
至
︒
十
時
就
眠
︒

　
（
七
月
）
廿
九
日　

寅　

木
曜　

陰
︑
又
晴
︒

　
　

朝
五
時
夢
破
︑
同
玉
枝
︑
問
家
厳
︑
帰
来
︒

　
　

八
月
一
日　

巳　

日
曜　

晴
︒

暁
四
時
睡
起
︒
修 

祖
母
五
十
年
忌
辰 

於
浅
草
法
融
寺
︒
家
厳
︑
携 

花
海
︑
玉

枝
而
往
︒

　
（
八
月
）
十
五
日　

未　

日
曜　

晴
︒

午
下
︑
万
里
小
路
氏
見
招
︒
設
茶
讌
︑
饗
午
餐
︒
其
調
理
極
佳
︒
又
点
茶
︑
移

座
楼
上
︒
此
楼
也
︑
風
景
真
快
闊
︑
遂
入
夜
︑
観
月
︒
涼
風
月
明
︑
亦
是
以
銷

夏
日
之
炎
︒
時
︑
花
州
︑
千
久
︑
玉
枝
等
亦
来
︒
乃
︑
伴
梅
洲
君
帰
︒
亦
観
月

于
三
宜
楼
︑
閑
談
移
刻
︑
就
枕
十
二
時
也
︒

　
（
九
月
）
十
九
日　

日
曜　

晴
︑
又
雨
︒

午
下
︑
同
玉
枝
︑
到
井
生
村
楼
︑
観
覧
画
会
︑
聴
洋
人
辺（
フ
ェ
ノ
ロ
サ
）

能
魯
舎
氏
演
説
︒
晡
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時
帰
家
︒
途
上
︑
遇
雨
︒

　
（
十
月
三
日
）
日
曜　

晴
︒

朝
五
時
夢
破
︒
同 

湘
雲
︑
玉
枝
︑
千
久
︑
到
浅
草
法
融
寺
︒
執
行
宮
原
節
菴
先

生
︑
及
跡
見
勝
造
︑
遠
藤
松
女
一
周
忌
薦
事
︒
十
二
時
帰
家
︒
泰
児
至
︒

　
（
十
一
月
）
五
日　

金
曜　

晴
︒

朝
五
時
夢
破
︒
家
業
如
例
︒
家
厳
︑
設
茶
讌
見
招
︒
会
者
︑
花
海
︑
茗
橋
︑
千

久
︑
玉
枝
︑
及
余
也
︒
又
饗
晩
餐
︑
皆
尽
歓
而
帰
︒

　
（
十
二
月
）
八
日　

水
曜　

晴
︒

玉
枝
︑
自
茨
木

（
城
）県
帰
︒

　
（
十
二
月
）
十
九
日　

月
曜　

晴
︒

玉
枝
︑
移
居
隣
家
︒

　

九
月
に
は
花
蹊
玉
枝
と
も
ど
も
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
演
説
を
聴
き
︑
十
月
に
は
勝
造
の

一
周
忌
法
要
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
年
末
の
二
十
日
に
﹁
玉
枝
︑
移
居
隣
家
︒﹂
と
あ
る

の
は
︑
京
都
か
ら
家
族
を
呼
び
寄
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
︒
玉
枝
は
︑
跡
見
の
ほ
か
︑

生
活
を
支
え
る
た
め
に
共
立
女
子
職
業
学
校
で
も
教
え
る
︒
同
校
の
正
式
な
設
置
願

い
が
認
可
さ
れ
開
校
さ
れ
た
の
は
明
治
十
九
年
九
月
十
六
日
で
あ
る）

（（
（

︒
ふ
た
た
び
花

蹊
の
世
話
に
な
り
な
が
ら
東
京
で
の
仕
事
を
得
て
三
个
月
︑
年
末
に
は
新
し
い
生
活

も
だ
い
ぶ
落
ち
着
き
︑
来
た
る
年
の
準
備
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

玉
枝
の
あ
ゆ
み
に
は
︑
親
族
の
花
蹊
と
い
う
存
在
が
関
わ
っ
て
い
る
︒
花
蹊
の
縁

で
少
女
期
に
ふ
れ
得
た
公
家
文
化
︑
桜
の
師
玉
緒
と
の
師
弟
関
係
を
緩
や
か
に
力
強

く
支
え
る
花
蹊
の
豊
か
な
人
脈
︒
父
勝
造
の
理
解
と
従
姉
花
蹊
と
い
う
存
在
に
恵
ま

れ
て
︑
玉
枝
の
生
涯
の
基
盤
が
築
か
れ
て
い
く
︒

　

さ
ら
に
上
京
後
の
玉
枝
の
事
跡
を
た
ど
り
︑
絵
画
な
ら
び
に
和
歌
の
側
か
ら
の
具

体
的
な
検
討
を
も
加
え
る
こ
と
を
継
続
課
題
と
し
︑
稿
を
改
め
て
玉
枝
の
年
譜
考
証

を
試
み
る
所
存
で
あ
る
︒

注（
１
） ﹃
桜
の
我
か
世
﹄（
昭
和
六
年　

跡
見
家
）︒
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
︑
昭
和
五
年
初
夏
に
玉

枝
が
口
述
︑
井
上
波
子
が
筆
記
し
︑
翌
春
上
梓
さ
れ
た
も
の
︒
前
半
に
玉
枝
の
作
品
な
ら
び

に
玉
枝
ゆ
か
り
の
人
々
の
作
品
や
文
章
を
載
せ
︑
後
半
に
回
想
の
口
述
筆
記
︑
末
尾
に
﹁
桜

品
詠
百
首
﹂
と
題
し
て
各
種
桜
を
詠
じ
た
﹁
桜
戸
玉
緒
詠
﹂
を
収
め
る
︒
な
お
︑
本
書
を
は

じ
め
文
献
か
ら
の
引
用
は
︑
原
則
と
し
て
差
し
支
え
な
い
か
ぎ
り
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
︒

（
２
） 

渡
辺
泉
﹁﹃
桜
の
我
が
世
﹄
に
み
る
跡
見
玉
枝
﹂﹃G

yokusi

│
桜
の
画
家　

跡
見
玉
枝

展
﹄（
跡
見
学
園
女
子
大
学
花
蹊
記
念
資
料
館　

平
成
十
六
年
）
所
収
︒

（
３
） 

注
（
１
）
に
同
じ
︒
な
お
︑
年
齢
は
当
時
の
慣
習
に
従
い
数
え
歳
を
基
本
と
す
る
︒

（
４
） 

三
好
学
﹃
桜
﹄（
昭
和
十
三
年　

冨
山
房
）︒
同
書
の
長
男
三
好
新
氏
の
叙
述
に
よ
れ
ば
︑

三
好
学
は
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
岐
阜
県
岩
村
藩
士
の
二
男
に
生
ま
れ
︑
明
治
二
十
三
年

東
京
大
学
理
学
部
卒
業
︑
同
二
十
四
年
植
物
学
研
究
の
た
め
ド
イ
ツ
に
留
学
︑
二
十
八
年
貴

朝
︑
理
科
大
学
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
植
物
学
を
担
当
︑
理
学
博
士
学
位
取
得
︑
大
正
九
年
帝
国

学
士
院
会
員
︑
同
十
一
年
附
属
植
物
園
長
︑
十
三
年
名
誉
教
授
︒
著
書
に
﹁
最
新
植
物
学
﹂
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﹁
実
験
植
物
学
﹂
等
多
数
︒
昭
和
十
四
年
五
月
出
張
先
の
群
馬
県
下
に
て
逝
去
︒
勲
三
等
旭 

日
重
光
章
を
賜
る
︒﹃
桜
の
我
か
世
﹄
序
文
は
﹁
昭
和
五
年
晩
春
﹂
と
あ
り
︑
植
物
学
の
権

威
で
あ
っ
た
同
氏
の
序
を
巻
頭
に
戴
い
た
も
の
で
あ
る
︒

（
５
） ﹃
明
治
維
新
人
名
辞
典
﹄（
吉
川
弘
文
館　

昭
和
五
十
六
年
）
に
は
︑﹁
六
月
戊
辰
の
戦
功

に
よ
り
賞
典
禄
一
〇
〇
石
を
永
世
下
賜
﹂
と
あ
る
︒

（
６
） 

跡
見
玉
枝
﹃
さ
く
ら
の
木
陰
﹄（
跡
見
精
華
会　

昭
和
十
六
年
四
月
）︒

（
７
） ﹃
跡
見
花
蹊
日
記
﹄（
平
成
十
七
年　

学
校
法
人
跡
見
学
園
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

る
︒
な
お
︑
日
記
の
本
文
引
用
は
関
連
部
分
を
中
心
と
し
当
該
日
の
記
述
す
べ
て
と
は
限
ら

な
い
（
以
下
同
様
）︒

 
 

慶
応
二
年

 
 

（
十
二
月
）
廿
五
日

大
工
日

セ
メ
候
て
︑
漸
廿
九
日
節
分
の
日
︑
先

家
移
り
い
た
し
候
︒
此
日
御
発

し
に
相
成
候
︒

 

慶
応
三
年

 
 

（
四
月
）
七
日

昼
後
︑
勝
蔵
子
来
︑
扇
面
書
認
く
れ
様
相
頼
︑
早
速
認
ル 

︒

 
 

（
十
月
）
十
三
日

八
ッ
時
︑
専
徳
寺
役
増

（
僧
）同
道
に
て
参
詣
い
た
さ
れ
候
︒
法
事
相
勤
候
︒
勝
蔵
子
も
来

り
候
︒

（
８
） ﹃
跡
見
花
蹊
日
記
﹄
に
は
﹁
江
州
主
水
﹂﹁
江
州
水（

主
水
）主子
﹂
が
来
る
と
い
う
記
述
が
︑
慶
応

三
年
（
九
月
）
廿
五
日
︑（
十
月
）
十
一
日
︑（
十
二
月
）
廿
二
日
に
あ
る
︒

（
９
） ﹃
跡
見
花
蹊
日
記
﹄
明
治
三
年
﹁（
七
月
）
六
日
﹂
に
は
﹁
勝
女
来
︒﹂
と
あ
り
︑
花
蹊
の

許
を
離
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

（
10
） 

花
蹊
が
日
記
を
も
と
に
後
年
自
ら
記
し
た
と
思
わ
れ
る
二
種
類
の
略
歴
が
あ
る
（﹃
跡
見

花
蹊
略
歴
﹄）︒
そ
の
な
か
か
ら
姉
小
路
家
と
の
関
わ
り
に
関
す
る
記
述
を
あ
げ
る
︒

 
 

安
政
三

（
マ
マ
）年
之
比

父
は
勤
王
家
に
て
︑
京
師
ニ
出
て
姉
小
路
公
知
卿
に
召
仕
へ
ら
る
︒
雑
掌
役
を
仰
付
ら

る
︒

幕（
文
久
二
年
十
月
十
一
日
参
照
）

府
へ
勅
使
三
条
公
︑
副
使
姉
小
路
公
︑
関
東
ニ
使
さ
れ
候
節
︑
目
附
役
と
し
て
御
供

仰
付
ら
れ
︑
大（

大
義
名
分
）

儀
明
分
を
正
さ
れ
た
り
︒
舎
弟
重
威
も
同
様
御
供
す
︒

其（
文
久
三
年
四
月
二
十
三
日
参
照
）

以
前
︑
摂
河
泉
台
場
堤
防
之
御
巡
見
之
御
勅
使
と
し
て
姉
小
路
公
御
出
発
︑
其
切

（
節
）

も
父
雑
掌
役
と
し
て
御
供
す
︒

 
 

安
政
四
年
巳
年

父
重
敬
︑
元
よ
り
勤
王
の
志
厚
く
し
て
姉
小
路
公
知
卿
に
仕
へ
る
︒
雑
掌
役
を
仰
付

ら
れ
る
︒

 
 

（
明
治
三
年
）
七
月
十
二
日

御
所
よ
り
御
用
召
に
て
姉
小
路
公
義
参
内
︒
此
度
東
京
へ
召
れ
候
事
に
て
︑
一
同
愁
歎

限
り
な
し
︒

 
 

（
明
治
三
年
）
七
月

御
所
よ
り
御
用
召
に
て
︑
東
京
へ
出
向
候
事
に
相
成
︒

 
 

（
明
治
三
年
）
八
月
十
一
日　

晴

姉
小
路
殿
︑
東
京
へ
御
出
発
︒
御
供
ハ
重
敬
︑
民
部
︑
奥
田
の
み
也
︒
朝
七
ッ
時
御
出

門
に
て
︑
皆

御
別
を
惜
し
み
︑
な
け
き
か
な
し
み
︑
涙
千
行
万
行
︒
そ
れ
よ
り
︑
残

り
し
人

︑
御
道
中
御
安
隠

（
穏
）と
︑
今
一
度
御
帰
京
を
北
野
天
満
宮
に
祈
り
︑
日

御

百
度
を
う
ち
居
候
︒
東
京
よ
り
花
蹊
に
東
行
す
る
様
に
と
仰
越
さ
れ
︑
其
準
備
す
る
︒

 
 

（
明
治
三
年
）
八
月
十
一
日

姉
小
路
西
京
出
発
︑
父
様
︑
舎
弟
民
部
︑
奥
田
︑
下
部
︑
予
も
御
供
の
筈
︑
準
備
出

来
か
ね
︑
跡

（
後
）よ
り
と
の
事
に
相
成
︒

 
 

（
明
治
三
年
）
十
一
月
十
七
日

朝
七
ッ
時
出
立
︑
沢
︑
浅
野
と
同
行
に
て
︑（
十
一
月
二
十
九
日
へ
続
ク
）

 
 

（
明
治
三
年
）
十
一
月
十
七
日

花
蹊
京
師
出
発
︒
東
行
す
︒
十
三
日
間
ニ
︑（
十
一
月
廿
九
日
へ
続
ク
）
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（
明
治
三
年
十
一
月
）
廿
九
日

品
川
着
︒
父
様
ニ
逢
ひ
て
嬉
し
な
み
た
に
く
れ
た
り
︒

 
 

（
明
治
三
年
十
一
月
）
廿
九
日

品
川
着
︑
父
様
も
迎
ひ
に
来
ら
れ
て
︑
築
地
沢
家
に
着
︒

（
11
） ﹃
跡
見
花
蹊
略
歴
﹄
か
ら
︑
花
蹊
の
生
い
立
ち
に
関
す
る
記
述
を
あ
げ
る
︒

 
 

嘉
永
二

（
四
）年

十
二
歳
の
時
︑
石
垣
東
山
先
生
先
生
ハ
上
町
北
新
町
二
丁
目
の
住
也
の
門
に
入
る
︒
先
生
も
悦
ん
て

稽
古
日
毎
に
扇
子
を
沢
山
に
書
を
か
ゝ
せ
て
︑
大
い
に
ほ
こ
ら
れ
た
り
︒
ま
た
︑
天

王
寺
槇
野
礎
山
先
生
に
つ
き
て
画
を
学
ひ
︑
此
当
時
ハ
も
は
や
屛
風
︑
襖
な
と
揮
毫

も
の
に
て
多
忙
を
究
む
︒
ま
た
母
の
云
︑
女
ハ
裁
縫
が
出
来
な
く
て
は
不
自
由
な
り

と
て
︑
裁
縫
の
稽
古
に
行
く
︒
是
も
外
に
修
行
も
有
り
て
裁
縫
ハ
半
日
つ
ゝ
稽
古
に

行
く
︒

 
 

安
政
年
間

十
七
歳
︑
始
て
京
師
に
出
て
︑
漢
学
︑
絵
画
を
学
ふ
︒
二
年
に
て
帰
坂
す
︒

 
 

安
政
元

（
三
）年

十
七
歳
の
時
︑
京
都
に
遊
学
を
思
ひ
た
ち
︑
宮
原
節
庵
謙
蔵
先
生
に
漢
学
︑
詩
文
︑
書

法
を
学
ひ
︑
画
を
丸
山
応
立
︑
中
島
来
章
に
学
ひ
て
︑
約
二
年
の
後
︑
京
都
を
去
つ

て
よ
り
︑
父
と
共
に
大
坂
中
之
島
に
居
を
卜
し
︑
後
藤
松
陰
先
生
に
漢
学
︑
詩
文
を

学
ひ
つ
ゝ
︑
修
行
中
︑
豪
富
の
子
女
依
頼
に
よ
り
て
︑
自
ら
家
塾
を
為
す
に
至
り
ぬ
︒

（
12
） ﹃
女
流
著
作
解
題
﹄（
女
子
学
習
院　

昭
和
十
四
年
）︒
な
お
渡
邊
重
石
丸
は
後
年
跡
見
学

校
の
教
員
と
な
る
︒

（
13
） ﹃
訂
正
増
補　

大
日
本
人
名
辞
書
﹄（
経
済
雑
誌
社
出
版　

大
正
元
年
）︒﹃
近
江
人
物
志
﹄

（
文
泉
堂　

大
正
六
年
︑
の
ち
に
臨
川
書
店　

昭
和
六
十
一
年
）
の
記
述
も
こ
れ
に
よ
る
︒

（
14
） ﹃
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
二
五
巻　

滋
賀
県
の
地
名
﹄（
平
凡
社　

一
九
九
一
年
）︒﹃
角
川

日
本
地
名
大
事
典　

25
滋
賀
県
﹄
に
は
﹁
村
名
は
地
内
の
玉
緒
山
に
ち
な
む
﹂
と
あ
る
︒

（
15
） ﹃
近
世
畸
人
伝
﹄
の
﹁
題
言
﹂
は
﹁
此
記
は
は
じ
め
花
顛
三
熊
ぬ
し
の
勧
に
よ
り
て
草
す
﹂

と
始
ま
り
︑﹃
続
近
世
畸
人
伝
﹄
の
序
文
は
﹁
花
顛
居
士　

三
熊
思
考
﹂
の
名
で
記
す
︒
本

書
の
引
用
は
東
洋
文
庫
﹃
近
世
畸
人
伝
・
続
近
世
畸
人
伝
﹄（
平
凡
社　

昭
和
四
十
七
年
）︒

（
16
） 

三
好
学
﹃
桜
﹄（
冨
山
房　

昭
和
十
三
年
）︒

（
17
） 

山
田
孝
雄
﹃
桜
史
﹄（
桜
書
房　

昭
和
十
六
年
）︒
引
用
は
講
談
社
学
術
文
庫
﹃
桜
史
﹄（
講

談
社　

一
九
九
○
年
）
に
よ
る
︒

（
18
） 

今
橋
理
子
﹁
花
惜
し
む
人

─
桜
狂
の
譜
・
三
熊
派
﹂﹃
江
戸
絵
画
と
文
学　
︿
描
写
﹀
と

︿
こ
と
ば
﹀
の
江
戸
文
化
史
﹄（
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
九
九
年
）︒

（
19
） 

注
（
18
）
な
ら
び
に
注
（
14
）﹃
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
二
五
巻　

滋
賀
県
の
地
名
﹄︒

（
20
） 

注
（
18
）
に
同
じ
︒

（
21
） 

パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
﹃
近
世
の
女
性
画
家
た
ち　

美
術
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹄（
思
文

閣　

一
九
九
四
年
）
は
瑟
々
の
﹁
桜
図
﹂
を
掲
載
し
﹁
明
ら
か
に
桜
を
近
く
で
観
察
し
︑
で

き
る
か
ぎ
り
自
然
主
義
的
に
写
生
し
て
い
る
︒
彼
女
の
桜
に
対
す
る
傾
倒
と
写
実
的
な
ス

タ
イ
ル
は
︑
当
時
の
本
草
学
の
潮
流
の
影
響
を
受
け
て
い
る
︒﹂
と
す
る
︒

（
22
） 

注
（
18
）
今
橋
氏
は
瑟
々
の
桜
画
の
﹁﹁
力
強
さ
﹂
は
︑
抽
象
化
さ
れ
た
幹
が
画
面
の
主

軸
と
な
る
こ
と
で
︑
画
中
か
ら
醸
し
出
さ
れ
て
い
た
﹂
と
し
︑
こ
れ
ら
の
幹
は
﹁
全
て
若
木

な
の
で
あ
る
︒﹂
と
述
べ
る
︒

（
23
） 

注
（
14
）
に
同
じ
︒

（
24
） 

注
（
17
）
に
同
じ
︒

（
25
） 

湯
本
豪
一
編
﹃
図
説　

明
治
人
物
事
典
﹄（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
株
式
会
社　

二
○
○
○

年
）︑﹃
日
本
人
名
大
辞
典
﹄（
講
談
社　

二
〇
〇
一
年
）︒

（
26
） 

注
（
１
）﹃
桜
の
我
か
世
﹄
に
よ
る
︒

（
27
） 

注
（
６
）﹃
さ
く
ら
の
木
蔭
﹄
に
よ
る
︒

（
28
） ﹃
跡
見
花
蹊
日
記　

別
巻
﹄（
平
成
十
九
年　

学
校
法
人
跡
見
学
園
）
所
収
﹁
書
簡
Ⅰ　

跡

見
勝
造
・
玉
枝
宛
／
明
治
九
年
九
月
十
日
／
巻
紙
一
紙
（
藍
摺
罫
線
入
り
）
／
跡
見
学
園
女

子
大
学
花
蹊
記
念
資
料
館
蔵
﹂︒
引
用
は
後
半
︒

（
29
） ﹃
共
立
女
子
学
園
百
十
年
史
﹄（
学
校
法
人　

共
立
女
子
学
園　

平
成
八
年
）︒
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