
（
中
君）

て
、

世
の
お
ぽ
え
も
軽
か
ら
ね
ど、

を
さ
を
さ
公
事
に
も
出
で
仕
へ

ず
節
り
ゐ
た
る
」

本
に
よ
る
。

以
下
同
じ
。
）

と
紹
介
さ
れ
る
。

仏
教
説
話
に
出
て
く
る
高
俯
の
典
型
を
見
る
よ
う
で
あ
る
。

真
に
高
個
の
名
に
値
す
る

高
個
で
あ
る
こ
と
が
解
説
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

彼
の
場
合、

こ
の
設
定
が
一

枚
稲
板
と
し
て
固
か
れ
る
。

こ
と
ば
を
換
え
れ

ば
、

彼
は
単
純
に
仏
道
に
徹
し
き
れ
て
い
る
店
偕
で
あ
る
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
彼
の
あ
り
方
の
意
味
を
考
え
て
、

物
語
中
の
あ
る
具
体
的
な
場
面
ー
宇
治
阿
閤
梨
と
中
君
と
の
賠
答
歌
ー
の
朋
確
な
解
釈
に
迫

り
た
い
と
い
う
の
が、

十
分
に
認
誼
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う。

さ
ら
に
、

そ
れ
が
贈
答
欧
と
な
る
と
、

互
い
の
つ
な
が
り
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
一

段
の
広
が
り
と
に
つ
い
て
の
認
識
も、

欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ

て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

早
蕨
の
巻
で
か
わ
さ
れ
る
問
題
の
贈
答
歌
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
阿
閲
梨）

君
に
と
て
あ
ま
た
の
春
を
つ
み
し
か
ば
常
を
忘
れ
ぬ
初
わ
ら
び
な
り

こ
の
春
は
た
れ
に
か
見
せ
む
な
き
人
の
か
た
み
に
つ
め
る
蜂
の
さ
わ
ら
び

宇
治
阿
閻
梨
は

宇

治

阿

閤

梨
に
つ
い

て

ー
宇
治
阿
閲
梨
と
中
君
と
の
踏
答
歌
を
め
ぐ
っ
て

1

r
源
氏
物
語
J

の
宇
治
十
帖
の
前
半
の
世
界
に
登
場
し
て
き
て
、

ま
ず、

は

じ

め

に

「

聖
だ
ら
た
る
」
「

オ
い
と
か
し
こ
く

（
橋
姫
の
巻。

引
用
は、

日
本
古
典
文
学
全
集

こ
の
稿
の
目
的
で
あ
る
。

物
語
の
中
の
一

首
の
歌
の
趣
を
理
解
す
る
に
は
、

そ
の
歌
の
監
か
れ
て
い
る
状
況
を

西

真

智

子
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言
い
出
し
て、
「
さ
す
が
に
物
の
音
め
づ
る
阿
閣
梨
に
て、

」
姫
た
ち
の
弾
く
琴
の
す
ば
ら
し
さ
を
持
ら
出
す。

父
八
宮
に
続
い
て
姉
大
君
に
も
先
立
た
れ
て、

傷
心
の
極
に
あ
っ
た
中
君
は、

こ
の
阿
閻
梨
の
歌
で
少
し
慰
め
ら
れ
る。

知
り
た
い
の

は、

こ
の
時
の
ふ
た
り
の
心
の
触
れ
合
い
が
奈
辺
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

宇
治
阿
閣
梨
は、

宇
治
に
移
り
住
ん
だ
八
宮
の
深
い
道
心
を
尊
ん
で、
彼
と
交
わ
り
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る
が、
そ
の
尊
敬
の
念
か
ら、

た
ま
は
ず
や。

事
の
つ
い
で
に
こ
の
こ
と
を
冷
泉
院
の
御
前
に
披
露
す
る。

阿
閣
梨
は
あ
く
ま
で
仏
道
の
み
に
徹
し
た
人
物
で、

八
宮
の
こ
と
を
話
題

に
す
る
の
も、

そ
の
仏
道
修
行
に
励
む
尊
さ
を
述
ぺ
た
く
て
の
こ
と
で
あ
り、

そ
れ
に
対
し
て
冷
泉
院
か
ら
「
い
ま
だ
か
た
ち
は
変
ヘ

」
と、

彼
に
は
難
癖
を
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に
聞
こ
え
る
こ
と
を
苫
わ
れ
る
と、

す
ぐ
さ
ま
説
明
を
加
え
ず
に
は
い
ら
れ

な
く
て、
「
出
家
の
心
ざ
し
は
も
と
よ
り
も
の
し
た
ま
へ
る
を
」
姫
た
ち
を
思
い
捨
て
ら
れ
な
い
で
殴
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
と
力
む。

そ
し
て、

ま
だ
足
り
な
い
と
思
っ
た
の
か、

八
宮
が
思
い
捨
て
ら
れ
な
い
の
も
も
っ
と
も
な
の
で
す
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
「
げ
に
」
と

そ
の
時
冷
泉
院
の
御
前
に
は、

照
も
同
席
し
て
い
た。

こ
れ
は、

庶
が
光
源
氏
の
子
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て、

心
を
尽
く
す
実

父
光
源
氏
へ
の
配
怠
の
一
っ
と
思
わ
れ
る
冷
泉
院
の
寵
愛
が
煎
に
注
が
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が、

冷
泉
院
が
そ
の
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
と
全
く
同
じ
事
捕
で、

実
は
煎
に
は
そ
の
貧
格
が
な
か
っ
た。

冷
泉
院
と
窯
は、

密
通
の
子
と
い
う
共
通
の
巡
命
を
背

負
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

中
で
も
そ
の
点
で
本
格
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
派
で
あ
る。

冷
泉
院
は
知
ら
さ
れ
る
ま
で
そ
の
こ

と
に
は
全
く
気
づ
い
て
お
ら
ず、

知
っ
て
か
ら
も
腺
位
の
意
志
を
は
じ
め
と
し
て
光
涼
氏
へ
の
待
過
に
心
を
尽
く
す
こ
と
で
一

応
落
ち

着
い
て
い
る。

彼
は
滋
と
比
ぺ
る
時、

そ
の
世
界
の
尋
入
部
分
的
存
在
で
あ
る
と
言
え
よ
う。

現
状
も
誠
に
対
照
的
で、

か
た
や、

秘

密
を
知
り
得、

阿
閑
梨
の
捉
出
し
た
話
題
の
中
で、

副
産
物
と
し
て
出
た
八
宮
の
姫
た
ち
の
話
に
心
を
動
か
す
冷
泉
院、

か
た
や、

い

ま
だ
疑
惑
に
胸
晴
れ
ず、

幼
い
時
か
ら
考
え
深
く
生
い
立
ち、

仏
道
に
徹
し
た
阿
閲
梨
が
ほ
ん
と
う
に
力
説
し
た
「
俗
聖
」
八
宮
の
尊
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さ
に
関
心
が
あ
る
ば
か
り
の
駕、

と
い
っ
た
ぐ
あ
い
で
あ
る
。

こ
の
冷
泉
院
と
窯
の
対
照
的
姿
は、

以
後
薫
が
具
現
し
て
い
く、

罪
と

宗
教
心
と
愛
の
三
姉
み
の
人
生
を、

静
か
に
暗
示
し
て
い
る
。

薫
は
早
く
か
ら
現
世
を
離
れ
た
心
持
ち
に
籠
り
が
ら
で
あ
っ

た
が
、

そ
れ
は
、

密
通
の
子
故
に
抱
い
た
出
生
の
秘
密
へ
の
疑
惑
か
ら

く
る
宗
教
心
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。

と
こ
ろ
が
、

そ
の
宗
教
心
は
そ
の
ま
ま
育
つ
こ
と
を
許
さ
れ
ず、

が
消
え・
て
な
く
な
る
や
否
や
、

愛
の
迷
い
の
試
線
を
受
け
始
め
る
。

弁
か
ら
出
生
の
秘
密
を
明
ら
か
に
聞
か
さ
れ
、

柏
木
の
遺
品
な
ど

を
渡
さ
れ
て
気
持
ち
の
上
で
一

段
落
つ
い
た
沢
の
心
の
内
に
広
が
っ
た
も
の
は
、

深
ま
っ

た
宗
教
心
で
は
9
く
、

八
宮
の
姫
た
ら
を
愛

の
対
象
と
し

て
縣
う
情
で
あ
っ

た
。

そ
し
て
、

八
宮
の
三
人
の
姫
た
ら
と
の
実
ら
ぬ
恋
の
果
て
に
そ
れ
が
ど
う
な
っ

て
い
く
か
は
明
示

さ
れ
て
い
な
い
。

罪
の
子
故
の
宗
教
心
が
愛
に
先
行
し、

愛
の
迷
い
が
や
が
て
宗
教
心
へ

行
く
か
否
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

光
源

氏
に
も
罪
と
宗
教
心
と
愛
は
あ
っ

た
。

し
か
し、

源
氏
の
罪
は
自
分
で
わ
か
る
も
の
で
あ
り、

源
氏
の
愛
は
既
か
で
大
き
な
も
の
で
、

紫
上
と
い
う
生
涯
の
愛
の
対
象
を
も
得
ら
れ
た
血
の
通
っ

た
あ
た
た
か
い

も
の
で
あ
り、

源
氏
の
宗
教
心
は
、

地
上
の
生
を
全
う
し
た

後、

静
か
に
潮
の
引
く
よ
う
に
没
入
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

森
の
場
合
に
は
、

そ
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ

三
者
が
全
く
均
等
な
力
で
絡
み
合
う
。

照
が
罪
の
子
故
の
宗
教
心
に
満
た
さ
れ
て
い
る
時、

彼
に
八
宮
の
話
厖
を
捉
供
す
る
者
が
あ
っ

た
と
し
て
も、

そ
れ
が
俗
に
世
間
の

口
が
騒
ぎ
た
が
る
傾
向
の
も
の
で
は
、

彼
の
耳
に
と
ま
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

策
に
と
っ

て
八
宮
と
つ
な
が
る
こ
と
は
、

そ
の
罪
と
宗
教
心
と
愛
の
三
棘
み
の
世
界
の
吝
開
き
を
意
味
し
て
い
る
。

罪
の
子
故
の
宗
教
心
か
ら
八
宮
と
つ
な
が
り、

そ
こ
で
出
生

の
秘
密
を
知
る
や、

や
が
て
八
宮
の
姫
た
ら
を
通
し
て
愛
か
ら
宗
教
心
へ
か
否
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
体
験
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。

そ

の
出
会
い
に
宇
治
阿
闇
梨
は
欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
。

仏
道
に
徹
し
た
阿
oo
梨
が
「

俗
型
」
八
宮
の
悠
さ
を
話
厖
に
取
り
上

げ
た
れ
ば
こ
そ、

そ
の

時
の
煎
が
八
宮
に
惹
か
れ、

阿
閣
梨
に
取
次
を
頼
む
の
で
あ
り、

そ
ん
な
阿
閃
梨
は
ま
た
、

蕉
の
宗
教
心
の
深

さ
を
も
っ

て
八
宮
に
紹
介
す
る
の
で
あ
っ

て
、

こ
う
し
て
窯
と
八
宮
と
が
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

照
と
八
宮
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
が
、

主
題
の
流
れ
の
中
で
宇
治
阿
間
梨
に
与
え
ら
れ
た
役
割
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、

彼
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か
ひ
を
な
ら
ひ
た
ま
ふ
ぺ
き
な
り
」

と
の
み
聞
こ
ゆ。

「
い
ま
さ
ら
に、
な
で
ふ
さ
る
こ
と
か
は
ぺ
る
ぺ
き。
日

は
ま
た、
そ
の
よ
う
に
物
語
の
骨
組
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
と
も
に、
物
語
の
肉
付
に
も
関
与
し
て
い
る。
宇
治
十
帖
の
世
界
に
は
宇

9

治
阿
閣
梨
の
ほ
か
に、
横
川
個
都
と
い
う
高
倍
が
登
場
し
て
く
る。
宗
教
的
雰
囲
気
の
濃
い
こ
の
世
界
を
代
表
す
る
二
大
精
神
で
あ
る。

彼
ら
を
通
し
て
追
究
さ
れ
て
い
る
課
題
は
二
つ
あ
る。
第一
は、
宗
教
的
救
い
に
関
し
て
法
師
が
人
々
を
導
き
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
で、
宇
治
阿
閻
梨
に
は
八
宮
が、
横
川
僧
都
に
は
浮
舟
が
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
対
象
と
し
て
充
て
が
わ
れ
て
い
る。
結
果
を
見

る
と、
法
師
の
導
き
に
最
終
的
力
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い。
そ
れ
は、
救
い
の
問
題
を
あ
く
ま
で
人
間
全
体
の
も
の
と
考
え
る
作
者
の

立
場
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い。
第
二
の
課
題
は、
法
師
と
し
て
の
導
き
方
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

宇
治
阿
闊
梨
の
仲
介
で
滋
と
「
法
の
友
」

の
交
わ
り
を
結
ん
で
四
年
め
の
秋、
八
宮
は
参
箭
し
た
阿
oo
梨
の
も
と
で
死
の
床
に
つ
き、

つ
い
に
八
月
二
十
日
の
程
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う。
阿
闊
梨
は、
仏
道
の
方
面
か
ら
の
深
い
尊
敬
の
気
持
ち
に
よ
る
心
寄
せ
の
ま
ま
に

誠
実
に
八
宮
に
仕
え、
病
床
の
八
宮
の
世
話
や
「
後
の
御
事
」

に
心
を
尽
く
す一
方、
法
師
と
し
て
八
宮
と
姫
た
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
次
の

「
は
か
な
き
御
悩
み
と
見
ゆ
れ
ど、
限
り
の
た
び
に
も
お
は
し
ま
す
ら
ん。
君
た
ち
の
御
こ
と、
伺
か
思
し
嘆
く
ぺ
き。
人
は
み
な

御
宿
世
と
い
ふ
も
の
異
々
な
れ
ば、
御
心
に
か
か
る
ぺ
き
に
も
お
は
し
ま
さ
ず
」
と、

ら
せ
つ
つ、
「
い
ま
さ
ら
に
な
出
で
た
ま
ひ
そ
」
と、
諫
め
申
す
な
り
け
り。

（
父
君
の
亡
く
な
ら
れ
た
お
姿
な
り
と
今一
度、
と
願
う
姫
た
ち
に、
）

と
ろも、

また
あ
ひ
た
ま
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
OO
こ
え
知
ら
せ
つ
れ
ば、
今
は
ま
し
て、
か
た
み
に
御
心
と
ど
め
た
ま
ふ
ま
じ
き
御
心
づ

よ
う
に
教
え
る。

（
椎
本
の
巻）

い
よ
い
よ
思
し
離
る
ぺ
き
こ
と
を
聞
こ
え
知

（
椎
本
の
巻）

人
と
し
て
子
を
思
い
親
を
思
う
情
を
捨
て
が
た
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
に、
そ
れ
を
こ
の
阿
閾
梨
は
さ
っ
ば
り
否
定
す
る。
人
の
心
の

つ
い
に
は、
そ
う
じ
ゃ
な
い
ぞ
と
強
く
諫
め、
あ
る
い
は、
静
か
に
は
っ
き
り
教
え

，
わ
か
ら
ぬ
法
師
で
も
な
い
の
だ
が、
仏
の
道
に
反
す
る
こ
と
は
考
え
も
及
ば
な
い
と
い
う
ふ
う
で
あ
る。
情
に
溺
れ
る
者
た
ら
を、
ま

じ
め
な
と
こ
ろ
不
思
議
に
思
っ
て
眺
め
て
お
り、
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あ
る 。

彼
が
戒
律
に
照
ら
し
て
の
反
省
を
口
に
す
る
時 、

そ
れ
は

一

大
覚
悟
の
匝
大
事
で
は
な
く 、

静
か
な
自
省
で
あ
ろ
う 。

戒
律

こ
の
よ
う
に
宇
治
阿
閥
梨
は 、

戒
律
そ
の
も
の
を
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
受
け
止
め
て 、

そ
れ
に
則
っ
て
人
々
を
導
く 。

こ
れ

に
対
し
横
川
佃
都
は 、

さ
び
し
い
戒
律
を
心
に
固
め
る
こ
と
な
く

常
に
眼
前
に
照
ら
し
出
し
て 、

自
由
な
心
で
人
々
を
導
く 。

そ
の
た

め
に 、

そ
れ
を
信
じ
き
れ
て
い
る
と
い
う
安
易
な
自
党
に
陥
る
こ
と
も
な
く 、

ま
た 、

そ
れ
に
束
縛
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い

。

戒

彿
と
い
う
も
の
は 、

人
の
心
の
理
想
を
窮
め
る
方
向
を
示
す
も
の
で 、

彼
は
そ
の
本
来
の
方
向
か
ら
そ
れ
を
受
け
止
め
て
い
る
の
で

の
示
す
方
向
は
人
の
心
の
た
め
の
も
の
で
あ
り 、

彼
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る 。

法
師
と
い
う
自
党
と
自
負
の
も
と
に 、

無
反
省
に
仏
の
道
と
の
一

体
感
を
信
じ
て
疑
わ
ず 、

そ
ち
ら
の
側
か
ら
人
々
に
向
か
っ
て
働

き
か
け
る
と
い
う
宇
治
阿
閣
梨
の
溝
き
方
は 、

導
き
の
対
象
八
宮
が
成
仏
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で 、

そ
の
力
の
な
さ
を
露
呈
し
て
い
る 。

と
こ
ろ
で 、

横
川
僧
都
が
教
え
芍
い
た
浮
舟
も

頑
な
な
沈
黙
の
中
に
ひ
と
り

身
を
伏
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
と
こ
ろ
を
見
る
と 、

彼
の

そ
れ
も

有
効
な
力
を
持
ち
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か 。

彼
の
導
き
は
宇
治
阿
閣
梨
の
そ
れ
と
違
っ

て 、

導
く
対
象
と
同
じ

側
で
行
な
わ
れ
て
い
る 。

そ
の
点 、

法
師
で
あ
る
自
ら
も
ま
ず
人
間
と
し
て
の
苦
悩
に
身
を
囲
き 、

そ
の
上
で
法
師
の
西
任
に
従
っ
て

い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う 。

救
い
の
問
題
を
人
間
全
体
の
側
か
ら
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
作
者
の
立
場
で
理
想
と
さ
れ
て
い
る
の

は 、

当
然 、

後
者
で
あ
ろ
う 。

彼
の
導
き
は
ま
だ
浮
舟
に
有
効
に
働
い
て
い
な
い
が 、

こ
の
作
者
の
も
と
で
法
師
の
導
き
に
力
が
与
え

ら
れ
る
と
し
た
ら 、

彼
の
場
合
以
外
に
考
え
ら
れ
ま
い

。

奥
に
高
僧
の
名
に
値
す
る
高
佃
を
模
索
し
て 、

仏
道
に
徹
し
た
心
あ
る
法
師

宇
治
阿
閤
梨
を
描
き
上
げ
る
ま
で
に
至
っ
た
こ
の
作
者
は 、

さ
ら
に

、

自
ら
も
一

個
の
人
間
と
し
て
立
つ
法
師
を
理
想
と
し
て 、

人
間

的
法
師
横
川
個
都
を
描
き
出
し
て
い
る 。

か
く
の
如
く 、

宇
治
阿
閤
梨
は 、

物
語
の
骨
組
楠
成
員
と
し
て
も
肉
付
担
当
係
と
し
て
も 、

単
純
に
仏
道
に
徹
し
き
れ
て
い
る
高
俯

と
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て 、

初
め
て
そ
の
重
要
な
任
務
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る 。

諭
し
て
い
る 。
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さ
て、

宇
治
阿
闇
梨
が
仏
道
方
面
の
尊
敬
の
念
か
ら
誠
実
に
八
宮
に
仕
え
て
い
る
こ
と
は、

先
に
も
鯰
れ
た
が、

阿
閑
梨
と
八
宮
の

山
荘
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う。

阿
閣
梨
は
八
宮
の
法
の
師
で、

そ
の
方
か
ら
の
親
交
が
深
ま
り、

そ
れ
な

り
に
互
い
に
で
き
る
限
り
の
世
話
を
し
合
っ
て
い
た。

阿
閤
梨
が
山
荘
を
訪
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が、

姫
た
ち
と
の
つ
な
が
り
は
な
く、

．＇ー•9‘,',＇.'，．、＇,＇,99,＇
t

．＇，．，＇，＇、＇，＇．．、＇、

＇sう

い
か
が
と、
お
ほ
か
た
に
ま
れ
に
訪
れ
き
こ
ゆ
れ
ど、

今
は
何
し
に
か
は
ほ
の
め
き
参
ら

ま
し
て、
八
宮
亡
き
後
は、

む。
」
（
惟
本
の
巻
〔
傍
線

筑者
〕
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る。
八
宮
の
い
な
く
な
っ
た
山
荘
へ
の
阿
閣
梨
の
奉
仕
に
つ
い
て
は、

必
ず、

八
宮
へ
の
お
仕
え
の
ま
ま
に
そ
う
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
断
わ
り
醤
が
付
く。

阿
閣
梨
の
山
荘
へ
の
奉
仕
は
「
宮
仕
」
と
言
わ
れ
る
が

（
椎
本
の
巻）
、

そ
れ
は
八
宮
一
家
に
お
仕
え
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て、

法
の
交
わ
り
を
結
ん
だ
宮
様
（
八
宮）

と
の
親
交
の

こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
だ。

「
阿
閥
梨
も、

八
宮
亡
き
後
阿
閤
梨
が
山
荘
を
訪
れ
る
の
は、

彼
が
法
師
と
し
て
な
す
ぺ
き
こ
と
が
あ
る
時
で、
八
宮
の
一
周
忌
の
時
や
大
君
の
病

気
平
癒
の
祈
祷
の
時
に
は、

俄
然
は
り
き
っ
て
い
そ
い
そ
と
出
て
来
て
い
る。

そ
の
後
者
の
場
面
で、

彼
は
自
分
の
立
場
を
明
ら
か
に

し
て
い
る。
さ
し
あ
た
っ
て
心
を
尽
く
す
ぺ
き
対
象
で
あ
る
大
君
を
さ
し
お
い
て、

八
宮
の
こ
と
に
心
を
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

彼

は
ま
ず
大
君
に
い
か
が
で
す
か
と
声
を
か
け
る
が、

そ
れ
は、

彼
が
山
荘
に
来
て
い
る
理
由
か
ら
し
て
当
然
の
切
り
出
し
文
句
に
過
ぎ

ず、

彼
の
話
の
方
向
は、

大
君
へ
の
影
響
を
考
恵
す
る
必
要
な
ど
端
か
ら
感
じ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に、

す
ぐ
さ
ま
八
宮
の
こ
と
に
移

る。

そ
し
て、
八
宮
が
成
仏
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
あ
わ
て
て
で
き
る
限
り
の
手
を
打
ち
ま
し
た、

と、

言
い
た
い
こ
と
だ

ま
っ
て
い
て、

そ
れ
は
常
に
仏
道
方
面
の
八
宮
に
向
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る。

r
年
C
ろ
に
な
ら
ひ
は
ぺ
り
に
け
る
宮
仕

そ
ん
な
阿
閤
梨
の
「
宮
仕
」
を
具
体
的
に
挙
げ
て
み
る
と、

次
の
よ
う
で
あ
る。

三
回
描
か
れ
て
い
る
が、

そ
の
最
初
は
八
宮
が
亡

く
な
っ
た
年
の
硲
れ
の
こ
と
で、

け
苔
っ
た
後
は、

「
阿
閤
梨
の
室
よ
り、

炭
な
ど
の
や
う
の
物
奉
る
と
て、

＇
 

い
ら
ぬ
世
oo
話
な
ど
せ
ず、
「
宮
少
な
に
て
」
（
総
角
の
巻）

立
ち
去
る。
ど
ん
な
場
合
で
も
阿
閣
梨
の
視
点
は
決
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二
回
め
は、

八
宮
の
亡
く
な
っ
た
翌
年
の
初
め
の
こ
と
で
、

蕨
な
ど
奉
り
た
り。

」

の
、

今
と
て
絶
え
は
べ
ら
ん
が、

心
細
さ
に
な
む
」

と
聞
こ
え
た
り。
」
（
椎
本
の
巻）

と
あ
る。

ど
う
ぞ
お
使
い
く
だ
さ
い
、

と
い

う
言
い
方
は
さ
れ
て
な
く
て、

あ
の
断
わ
り
書
が
付
い
て
い
る
。

「
心
細
さ
」
に
は、

心
配
で
あ
る
と
い
う
の
と
心
寂
し
い
と
い
う
の

と
二
つ
の
意
味
が
あ
る
が、

こ
こ
の
場
合、

姫
た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
心
配
で
あ
る
と
取
る
よ
り
も、

八
宮
の
思
い
出
と
緑
が
切
れ
る

の
が
心
寂
し
い
と
い
う
よ
う
に、

八
宮
を
思
う
阿
閤
梨
の
気
持
ち
に
中
心
を
置
い
て
取
っ
た
方
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。

こ
の
阿

閤
梨
の
行
為
に
対
し
て
姫
た
ち
は、

父
八
宮
の
や
り
方
を
思
い
出
し
て
そ
の
よ
う
に
返
礼
す
る。

こ
う
し
た
逍
り
取
り
は、

父
八
宮
と

阿
閣
梨
の
間
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り、

そ
う
承
知
し
て
い
た
姫
た
ち
に
は
今
ま
で
直
接
関
係
の
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る。

「

型
の
坊
よ
り、

r
雪
消
え．
に
摘
み
て
は
ぺ
る
な
り
」

と
て、

沢
の
芹、

（
椎
本
の
巻）

と
あ
る。9
こ
こ
に
は
例
の
断
わ
り
世
は
な
い
の
だ
が、

次
に
「
斎
の
御
台
に
ま
ゐ
れ
る
」
と
あ

っ
て、

阿
oo
梨
か
ら
の
贈
り
物
を
山
荘
で
は
さ
っ
そ
く
八
宮
の
御
仏
前
の
精
進
の
御
膳
に
さ
し
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

阿
閣
梨

も
そ
の
つ
も
り
で
奉
り、

そ
の
こ
と
は
暗
黙
の
う
ち
に
姫
た
ら
の
了
解
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う。

三
回
め
は、

八
宮
の
亡
く

な
っ
た
翌
々
年、

大
君
の
亡
く
な
っ
た
翌
年
の
初
め
の
こ
と
で、

本
禍
で
取
り
上
げ
る
贈
答
歌
の
詠
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る。

贈
答
歌
と
言
え
ば、

以
上
挙
げ
た
河
閾
梨
の
「
宮
仕
」
の
湯
面
で
は、

次
に
必
ず
歌
の
唱
和
が
行
な
わ
れ
て
い
る。

姫
た
ち
が
父
八

宮
を
思
っ
て
唱
和
す
る
の
で
あ
る。

歌
に
込
め
ら
れ
る
こ
と
で
姫
た
ち
の
心
の
悲
し
み
が
よ
り
深
く
伝
わ
っ
て
く
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
が、

阿
oo
梨
の
山
荘
へ
の
奉
仕
が
そ
う
し
た
詠
歌
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

姫
た
ち
に
と
っ
て
阿
図
梨
が
八
宮

に
つ
な
が
る
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う。

三
回
め
の
時
に
は
大
君
が
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で、

姉
妹
の
唱
和

は
で
き
な
い
。

そ
の
代
役
を
誰
が
や
っ
て
い
る
か
と
言
え
ば、

こ
れ
が
詠
歌
な
ど
に
ま
る
で
無
総
の
阿
閾
梨
で
あ
る。

阿
閣
梨
の
も
と

か
ら
山
荘
へ
贈
り
物
が
あ
っ

ね
ら、

以
後
必
ず
八
宮
の
思
い
出
が
展
開
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。

三
回
め
の
時
の
代
役
も、

だ
か
ら
こ
そ、

も
う
少
し
は
適
役
の
女
房
た
ち
も
い
た
で
あ
ろ
う
そ
の
中
で、

わ
ざ
わ
ざ
最
も
そ
れ
ら
し
か
ら
ぬ
彼
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。

阿
閻
梨
は
八
宮
と
の
み
つ
な
が
っ
て
い
て、

そ
の
こ
と
は
作
者
も
＇一

貫
し
て
そ
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る。

姫
た
ち
と
接
す
る
の
は、

常
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は
た
ゆ
み
な
く
仕
う
ま
つ
り
は
ぺ
り
d

^「
は

う
で
あ
る。

に
間
に
八
宮
を
臨
い
て
そ
の
上
で
の
話
で
あ
っ
て、

そ
れ
は
姫
た
ら
も
承
知
し
て
い
る。

阿
閣
梨
は
確
か
に
宇
治
の
八
宮
の
山
荘
と
つ

な
が
っ
て
い
る
が、

内
実
は
八
宮
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て、

彼
と
姫
た
ら
と
は
常
に
間
接
的
に
し
か
つ
な
が
っ
て
い
な
い
よ

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
行
な
わ
れ
た
三
回
め
の
「
宮
仕
」
（
早
薮
の
巻）

の
持
徴
は、

贈
り
物
に
添
え
ら
れ
る
こ
と
ば
が
詠
歌
ま
で

加
わ
る
の
を
初
め
と
し
て
内
容
既
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る。

八
宮
を
追
麻
す
る
場
面
の
き
っ
か
け
に
な
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
一
、

二
回
め
と
違
っ
て、

そ
こ
の
主
た
る
担
い
手
の
代
わ
り
を
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
三
回
め
独
特
の
串
偕
が、

そ
の
衷
に
一
っ

考
え
ら
れ
る
が、

特
に
目
立
つ
の
は．

ひ
と
り
ぽ
っ
ら
に
な
っ
た
中
君
に
対
し
て
か
な
り
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
阿
閑
梨
の
思
い
や
り

の
気
持
ら
で
あ
る。
「
年
あ
ら
た
ま
り
て
は、

何
と
と
か
お
は
し
ま
す
ら
ん。
」
と
い
う
「
お
ほ
か
た
」
の
挨
拶
の
後
に、

一
と
こ
ろ
の
御
こ
と
を
な
む、

や
す
か
ら
ず
念
じ
き
こ
え
さ
す
る。
」
と
声
を
か
け
て

い
る。

阿
OO
梨
の
厳
格
さ
に
は
泣
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が、

父
八
宮
に
対
す
る
彼
の
誠
実
な
奉
仕
ぶ
り
に
は、

中
君
も
目
を
向
け
て
い

た
で
あ
ら
う。

そ
れ
に、

厳
格
な
法
師
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も、

さ
ら
に、

不
佃
れ
な
歌
を
せ
い
い
っ
ぱ
い
詠
み、

こ
う
い
う
こ
と
で
は
逆
に
頼
も
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
か
も
し
れ

な
い
。

そ
の
誠
実
な
人
柄
を
受
け
入
れ
て
い
る
人
か
ら
の
顧
も
し
い
こ
と
ば
と
な
れ
ば、

こ
こ
で
の
阿
閣
梨
の
こ
と
ば
は
中
君
に
と
っ

て
大
き
な
慰
め
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

そ
う
で
あ
れ
ば、

阿
閣
梨
の
気
持
ら
が
十
分
伝
わ
っ
た
こ
と
に
な
る。

阿
lal
梨
は、

そ
の
真
心
は
中
君
を
感
動
さ
せ
る。

「
御
祈
祷

阿
閣
梨
の
厳
格
さ
と
誠
実
さ
と
は、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
何
ら
矛
盾
し
な
い
範
囲
で
現
わ
れ
て
い
る。

彼
は
単
純
に
仏
道
に
徹
し
た

．
厳
格
な
法
師
で
あ
る。

八
宮
の
死
に
際
の
心
配
を、
「
君
た
ち
の
御
こ
と、

何
か
思
し
吹
く
ぺ
き。

人
は
み
な
御
宿
世
と
い
ふ
も
の
異
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っ

て
い
る
。

こ
れ
を
一

覧
表
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

巻
五
j

「
八
宮
の
た
め
に
」

と
な

々
な
れ
ば
、

御
心
に
か
か
る
べ
き
に
も
お
は
し
ま
さ
ず
。

人
そ
れ
ぞ
れ
に
定
ま
っ
た
宿
世
に
で
き
る
限
り
の
幸
運
あ
れ
か
し
と
姫
た
ち
の
た
め
に
祈
る
の
も、

法
の
交
わ
り
を
結
ん
だ
八
宮
に
対

し
て
示
す
誠
実
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

彼
は
、

八
宮
の
い
な
い

女
だ
け
の
山
荘
を、

し
か
る
べ
き
用
な
く
し
て
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
な

ど
全
く
考
え
及
ば
な
い
し、

姫
た
ら
の
生
活
方
面
の
世
話
を
く
ど
く
ど
や
く
と
い
う
と
と
な
ど
も
思
い
寄
り
も
し
な
い
。

彼
な
り
の
思

い
や
り
と
い
う
も
の
は
、

実
生
活
に
関
係
し
た
蕨
・

土
策
と
い
っ
た
贈
り
物
に
直
接
添
え
ら
れ
る
こ
と
ば
に
は
係
わ
り
を
持
た
な
い
よ

う
で
、

特
別
で
あ
る
三
回
め
の
こ
の
時
で
も、

そ
れ
は
一
、

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て、

次
に
い
よ
い
よ
阿
閻
梨
の
歌
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

阿
閲
梨
の
歌
は
、

と
い
う
も
の
で
、

こ
の
歌
で
問
囮
に
な
る
の
は
、

系
本
巻
五
」

っ
て
お
り、

本
古
典
全
困
本
巻
六
」

「
対
校
源
氏
物
語
新
釈
巻
五
」

」

と
言
っ
て
突
っ
ば
ね
る
の
も、

八
宮
の
気
持
ち
を
汲
ん
で
、

彼
の
死
後、

二

回
め
同
様
と
お
り
い
っ
ぺ
ん
の
た
だ
一

言、

「

君
に
と
て
」
の
解
釈
で
あ
る
。

諸
注
に
よ
れ
ば
、

大
き
く
二
つ
に
、

小
さ
く
三
つ

（
山
岸
徳
平
氏
校
注、

昭
和
三
八
年。

以
下
「

大
系
」
と
略
す
。
）

で
は、

「

中
君
あ
な
た
に
」

と
な
っ
て
お
り、

（
池
田
氾
鑑
氏
校
注、

昭
和
二
九
年。

以
下
「

全
書
」
と
略
す
。
）

で
は
、

r
源
氏
物
語
評
釈
巻
十
一
」

「
日
本
古
典
文
学
全
集
本

「
こ
れ
は
窪
べ
の
供
簑
じ

・

「
日
本
古
典
文
学
大

「

あ
な
た
方
の
た
め
に
と
」

と
な

（
玉
上
琢
弥
氏、

昭
和
四
三
年。

以
下
「

評
釈
」
と
略
す
。
）

（
阿
部
秋
生
氏
・

秋
山
虔
氏
・

今
井
源
術
氏、

昭
和
五
0
年。

以
下
「

全
集
」
と
略
す
。
）

で
は
、

r

日

に
分
か
れ
る
。

（
吉
沢
義
則
氏、

昭
和
二
七
年
。

以
下
「

対
校
」
と
略
す
。
）

君
に
と
て
あ
た
ま
の
春
を
つ
み
し
か
ば
常
を
忘
れ
ぬ
初
わ
ら
び
な
り

2
 

て
は
べ
る
初
穂
な
り
」
で
あ
る
。
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集
の
「
君
が
為
春
の
野
に
出
で
ヽ
若
菜
摘
む
我
衣
手
に
皆
は
降
つ
ヽ
」

そ
れ
な
ら
ば、

そ
れ
ら
と
同
時
に
詮
じ
ら
れ
る。

さ
れ
た
こ
と
か
ら、

「
君
に
と
て
」
の
「
君
」
を、

中
君
と
取
る
か
八
宮
と
取
る
か
が、

大
き
な
分
か
れ
目
で
あ
る
が、

そ
の
中
で
は
「
全
宙
」
の
解
釈

が
独
特
で
あ
る。
こ
れ
は
ど
う
い
う
立
場
を
と
る
の
で
あ
ろ
う
か。

阿
閲
梨
の
「
宮
仕
」
の
相
手
が、
八
宮
一
家
で
は
な
く
八
宮
で
あ

．

る
こ
と
は、

先
に
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る。
二
回
め
の
そ
れ
が、

す
で
に
八
宮
が
亡
く
な
っ
て
姫
た
ら
だ
け
に
な
っ
て
い
る
所
へ
な

「
あ
な
た
方
の
た
め
に
と
永
年
摘
ん
で
献
上
し
た
」
と
す
る
の
で
あ
れ
ば、

そ
れ
は、
こ
の
阿
閤
梨
を
よ
く
理
解

し
て
い
な
い
近
視
眼
的
解
釈
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い。
そ
れ
と
も、

中
君
の
俗
心
を
慰
め
よ
う
と
す
る
気
持
ち
の
現
わ
れ
を、

ゃ
「
大
系
」
の
よ
う
に
直
接
の
言
い
か
け
と
取
る
ほ
ど
に
強
く
で
は
な
い
に
し
ろ、

阿
閤
梨
に
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か。

さ
て、
二
つ
の
解
釈
に
決
愁
を
つ
け
る
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ
る。

歌
自
体
の
こ
と
ば
の
節
き
ぐ
あ
い
と、

歌
の
詠
ま
れ
た
背
景
と
で

．
あ
る。

前
者
か
ら
m
う
と、
「
君
に
と
て
」
は
「
つ
み
し
か
ば
」
に
か
か
る
方
が
と
く
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。
た
と
え
ば、

古
今

．
の
と
お
り
い
っ
べ
ん
の
も
の
で
あ
っ
た。

（
呑
上）

と
い
う
歌
の
「

君
が
為
」
が
「

若
菜
摘
む
」
に
か
か

る
よ
う
に。

後
者
か
ら
言
う
と、

阿閻
梨
の
人
柄、

詠
歌
態
度
が
問
題
に
な
っ
て
く
る。
こ
こ
三
回
め
の
「

宮
仕
」
の
楊
面
で
は、

珍

し
く
阿
閤
梨
の
中
君
へ
の
思
い
や
り
の
気
持
ら
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
た
が、

そ
れ
は、

仏
逝
の
方
面
の
祈
祷
の
件
と、

慎
れ
な
い

欧
を
椋
む
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
で
あ
っ
た。

中
君
も、

歌
に
と
い
う
よ
り
は、

阿
閣
梨
が
苦
心
し
て
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

．
と
こ
ろ
に、

彼
の
哀
心
を
感
じ
取
っ
て
い
る。

そ
し
て、

実
生
活
に
つ
な
が
る
囮
り
物
に
臼
接
添
え
ら
れ
る
こ
と
ば
は、

従
来
ど
お
り

こ
の
歌
の
内
容
も、

実
生
活
に
つ
な
が
る
賠
り
物
を
詠
む
も
の
で
あ
る。
そ
の
中
身
た
る
や、

中
君
あ
な
た
に

あ
な
た
方
の
た
め
に
と

八
宮
の
た
め
に

「
君
に
と
て
」

「
初
わ
ら
ぴ
な
り
」

「
君
に
と
て
」
↓
「
（
あ
ま
た
の
春
を）
つ
み
し
か
ば
」

対
校
・
大
系

全
笞

評
釈
・
全
集

私
見

「
対
校
」
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い
う
こ
と
に
な
り、

「
つ
む
る
」
に
対
し
て
一

般
的
な
活
用
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

「

か
た
み
」

の
枕
詞
と
し
て
（
亡
き
人
1
形
見）
、

」

を
か
け
る
と
す
る
。

対
す
る
注
は
「

対
校
」

で
、

「

な
さ
人
」

を

と
い
う
歌
で
あ
る
。

こ
の
歌
の
問
題
点
は
、

3

 

こ
の
阿
闇
梨
の
歌
に
答
え
て
中
君
が
詠
む
の
が
、

み
し
」

と
は
、

か
ら
考
え
て
、

一

回
め
の
「

宮
仕
」

の
場
面
で
、

「

炭
な
ど
の
や
う
の
物
」
に
添
え
ら
れ
た
こ
と
ば
「

年
C
ろ
に
な
ら
ひ
は

べ

り
に
け
る
宮
仕
の
、

今
と
て
絶
え
は
ぺ
ら
ん
が
、

心
細
さ
に
な
む
」
に
、

変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

「

君
に
と
て
あ
ま
た
の
呑
を
つ

「

君
の
た
め
に
と
い
っ
て
初
蕨
を
摘
ん
だ
」

と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、

総
角
巻
頭
の
こ
と
ば
「

あ
ま
た
年
」

に
も
照
応

し
て
「

あ
ま
た
の
春
を
積
ん
だ
」

と
い
う
こ
と
で
、

そ
れ
こ
そ
「

年
と
ろ
に
な
ら
ひ
は
ぺ
り
に
け
る
宮
仕
」
で
あ
り、

と
詠
む
心
の
内
は、

「

今
と
て
絶
え
は
ぺ
ら
ん
が
、

心
細
さ
に
な
む
」

と
い
う
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「

常
を
忘
れ
ぬ
」

「

君
に
と
て
」

に
、

中
君
に
対
す
る
阿
閤
梨
の
思
い
や
り
の
気
持
ち
の
具
体
的
現
わ
れ
を
見
る
こ
と
は
、

少
々
無
理
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と

「

君
に
と
て
」
の
「

君
」

は、

八
宮
と
取
っ

た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
春
は
た
れ
に
か
見
せ
む
な
き
人
の
か
た
み
に
つ
め
る
峰
の
さ
わ
ら
び

「

な
さ
人
の
か
た
み
に
つ
め
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は、

「

亡
き

人
の
形
見
に
摘
め
る
」

と
取
っ
て
、

「

亡
き
人
(
11
八
宮）

の
形
見
と
し
て
摘
ん
だ
」

と
解
す
る
注
が
大
部
分
で
あ
る
。

そ
の
際、

か
た
み

」
に
「

筐
(
11
竹
で
緬
ん
だ
目
の
細
か
い
箭）

か
た
み
（
形
見）

こ
の
部
分
は、

「

恒
に
詰
め
る
」

と
取
り、

-, 

「

流
に
入
れ
て
下
さ
っ

た
」

と
解
す
る
。

そ
の
場
合

に
は
、

「
つ
め
る
」

が
、

他
動
詞
マ

行
下
二
段
活
用
「
つ
む
（
詰
む
11
満
た
す。

い
っ

ば
い
入
れ
る
。
）

」

の
連
体
形
「
つ
め
る
」

と

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
場
面
を
展
開
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「

対
校
」
の
よ
う
に
「

匡
に
詰
め
る
」

と
取
る
の
は
、

「

を
か
し
き
箭
に
入
れ
て
」

奉
っ

た
と
い
う
実
際
の
状
況
を
前
面
に
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

「

亡
き
人
(
11
八
宮）

の
形
見
に
摘
め
る
」

形
ば
か
り
は
歌
な
が
ら、
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形
見
の
見
方
で
視
点
を
占
め
る
人
と 、

·
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り 、
そ
れ
は 、
例
閲
梨
の
心
の
中
に
あ
る
八
宮
と
の
親
交
の
名
残
り
と
い
う
こ
と
に
な
る e
そ
し
て 、

．
そ
う
な
る
と 、

「
摘
め
る
」
の
動
作
主
と
を一
致
さ
せ
た
場
合
を
考
え
る
と 、
形
見
は
阿
閣
梨
の
視
点
で
捕
え

阿
憫
梨
の
歌
の
「
君
に
と
て
あ
ま
た
の
朴
を
つ
み
し
か
ば
常
を
忘
れ
ぬ
」
を
面
接
受
け
て 、

曰
全
面
的
に
相
手
の
気
持
ら
を
受
け
て
か 。

⇔
阿
閣
梨
も
そ
う
思
っ
て
摘
ん
で
く
れ
た
の
だ
と
忌
い
込
ん
で
か 。

日
奉
ら
れ
た
早
蕨
に
自
分
な
り
の
思
い
を
託
し
て
か 。

と
取
る
の
は 、
内
の
意
味
合
い
を
前
面
に
出
し
た
も
の
で
あ
る 。
歌
に
恨
れ
て
い
る
中
君
の
側
か
ら

考
え
る
と 、
実
際
の
状
況
に
内
の

窓
味
合
い
を
加
味
し
て
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
は 、
傷
心
の
極
に
あ
る
と
は
い
え 、
自
然
な
こ
と
と
し
て
で
き
る
で
あ
ろ
う 。
し
か
し 、

そ
ん
な
も
の
に
は
全
く
不
枇
れ
な
阿
閑
梨
の
目
に
は 、
は
た
し
て
中
君
の
歌
が
ど
う
映
っ
た
で
あ
ろ
う 。
「
な
き
人
の
」
が 、
単
に
枕

痴
と
し
て
見
過
ぐ
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か 。
「
な
き
人
の
か
た
み
に
」
は 、
す
ぐ
に
「
亡
き
八
宮
の
形
見
と
し
て
」
と
意
諧
さ
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。
そ
れ
が
阿
閣
梨
の
気
持
ち
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら 。
さ
ら
に
ま
た 、
中
君
自
身
も 、
蕨
な
ど
の
奉
ら
れ
た
状
況

に
で
は
な
く 、
阿
凶
梨
の
真
心
に
感
動
し
て
い
る
の
で
あ
り 、
中
君
の
詠
歌
の
際
の
気
持
ら
と
し
て
も 、
き
っ

か
け
に
使
っ
た
実
際
の

状
況
よ
り
も
内
の
意
味
合
い
に
頂
点
を
骰
い
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う 。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と 、

は 、
「
筐
に
詰
め
る
，一
で
は
な
く
て 、

さ
て 、
で
は 、

．，
て 、

「
亡
き
人
の
形
見
に
摘
め
る
」
と
い
う

場
面
を
展
開
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る 。

「
亡
き
人
の
形
見
」
と
詠
む
中
君
の
気
持
ら
は 、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か 。
「
大
系
」
「
評
釈
」

「
全
渠
」
に
よ
る
と 、
阿
閣
梨
が
奉
っ
た
早
蔽
が
八
宮
の
亡
く
な
っ
た
山
の
烙
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら 、
中
君
が
そ
れ
を
八
宮
の
形

見
と
見
て
い
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る 。
し
か
し 、
「
亡
き
人
の
形
見
に
摘
め
る
」
と
い
う
の
は 、

の
形
見
に
摘
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。
先
の
形
見
の
兒
方
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば 、

「
あ
な
た
(
11
阿
閣
梨）
が
亡
き
人

そ
こ
だ
け
中
君
の
視
点
と
い
う
こ
と
に
な
っ

「
摘
め
る
」
の
動
作
主
と
異
な
っ
て
く
る 。
い
っ
た
い
中
君
は
ど
う
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か 。

中
君
が
「
な
き
人
の
か
た

「
な
き
人
の
か
た
み
に
つ
め
る
」
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対
応
の
妙
は
窮
ま
る
。

阿
閤
梨
は、

る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う。

み
に
つ
め
る
」
と
歌
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り、

中
君
は
阿
閑
梨
の
歌
に
接
し
て
、

こ
れ
が
つ
ま
り、

曰
の
場
合
で
あ
る。

「

大
事
と
思
ひ
ま
は
し
て
詠
み
出
だ
し
つ
ら
む、

と
思
せ
ば、

歌
の
心
ば
へ
も
い
と
あ
は
れ
に
て、

（
中
略）

こ
よ
な
く
目
と
ま
り
て、

涙
も
こ
ぼ
」
れ
る
ほ
ど
に
感
動
し
た。

く
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
か
。

日
の
場
合、

中
君
本
人
の
間
に
大
半
の
気
持
ち
が
あ
る
。

相
手
阿
閣
梨
に
返
し
て
い
る
も
の
は、

わ
ず
か

に
「
つ．
め
る
絲
の
さ
わ
ら
び
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
で
は、

中
君
の
深
い
感
動
の
根
拠
と
す
る
に
不
十
分
で
あ
ろ
う。

3

の
楊
合、

全
く
の
誤
解
で
、

心
の
隕
れ
合
い
も
何
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

曰
の
場
合、

中
君
の
側
で
相
手
阿
閻
梨
の
心
を
十
分
に

受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
が
想
倣
さ
れ
る
。

阿
閻
梨
の
姫
た
ら
へ
の
対
し
方
が、

姫
た
ら
も
そ
れ
を
わ
き
ま
え
て
い
た
こ
と、

そ
れ
ら
が
こ
こ
の
成
立
事
梢
の
す
べ
て
で
あ
る
。

中
君
が
「
亡
き
人
の
形
見
」
と
詠
む
の

は、

先
行
す
る
阿
閑
梨
の
歌
に
詠
ま
れ
た、

阿
閤
梨
の
山
荘
に
接
す
る
態
度
ー
法
の
交
わ
り
を
結
ん
だ
八
宮
と
の
OO
係
が
根
本
に
な
っ

て
い
る
ー
を、

そ
の
ま
ま
受
け
て
の
こ
と
で
あ
る。

そ
こ
ま
で
の
心
の
鯰
れ
合
い
を
考
え
て
初
め
て
、

中
君
の
深
い
感
動
も
理
解
で
き

一

大
決
心
の
末
に、

だ
し
つ
ら
む、

と
思
せ
ば
云
々
」
と
い
う
感
動
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る。

こ
の
深
い
感
動
は、

先
の
H
⇔
曰
の
ど
の
場
合
に
最
も
よ

八
宮
と
の
奨
係
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
こ
と、

そ
し
て
、

終
わ
り
に

「
君
に
と
て
」
「
な
さ
人
の
か
た
み
に
つ
め
る
」
「
な
き
人
の
か
た
み
」
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

二
つ
の
歌
の

ひ
と
り
に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
中
君
の
た
め
に
歌
を
詠
む
。

し
か
し、

そ
れ

は、

中
君
が
返
歌
で
「
な
さ
人
の
か
た
み
に
つ
め
る
絲
の
さ
わ
ら
び
」
と
受
け
る
以
上
の
何
か
を
持
つ
と
い
う
も
の
で
は
な
く、

の
在
は
誰
に
か
見
せ
む
」
と
詠
む
中
君
の
気
持
ち
を
察
し
き
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

が、

を
詠
む
そ
の
こ
と
に
大
き
な
忍
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

中
君
に
も
そ
れ
は
よ
く
わ
か
っ
て
お
り、

こ
の
阿
OO
梨
の
場
合、

歌

「

大
事
と
思
ひ
ま
は
し
て
詠
み
出

「
こ
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中
君
の
心
も
少
し
は
恩
む
の
で
あ
る。

仏
道
の
方
面
で
見
せ
る
鮮
や
か
な
手
際
は
見
ら
れ
な
い
が、

な
ん
と
か
中
君
の
低
心
を
慰
め
よ
う
と
す
る
阿

闊梨
の
思
い
や
り
は、

十
分
中
君
に
通
じ
て
い
る。

通
じ
て
い
れ
ば
こ
そ、

中
君
も、

心
を
察
し
き
れ
て
い
な
い
と
恨
み
が
ま
し
く
返
歌
を
詠
む
の
で
は
な
く、

心
を
許
し
て、

大
君
に
も
死
な
れ
て
ひ
と
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
現
在
の
心
情
を
す
な
お
に
詠
む
の
で
あ
る。

そ
し
て、

そ
れ
で
こ
そ、

（
岡
山
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）
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