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熊
樺
春
山
僻
究
序
説

大

貫長

津

蕃

山

研

?t: 
九 4

序

説

黒

iE 

巌

引
制
は
熊
律
詩
市
が
そ
の
持
活
内
政
治
純
情
論
止
穴
行
叶
ん
と
し
士
古
前
間
山
市
怖
の
生
れ
で
&
り

J
4斗
阿
山
市
捕
の
絞
桝
史
的
研
究
K
従
事
し
た
胸
保
土
、

夙
に
蒋
山
白
血
早
風
井
に
事
践
を
検
討
し
、

そ
の
非
凡
な
る
人
絡
に
敬
服
す
る
所
頗
る
深
き
も
の
が
あ
る
。
岡
山
落
の
鰹
掛
史
の
研
究
に
は
勿
論
、
徳
川

時
代
の
政
治
経
済
思
想
を
期
解
ナ
る
錫
め
に
は
必
ず
蕃
山
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
町
し
て
蕃
山
に
闘
す
る
研
究
は
少
〈
な
い
が
、
そ
り
瓦
解
は
必

L
も

私
白
そ
れ
と
一
致
ナ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
春
山
町
会
貌
を
系
統
的
に
研
究
し
ま
と
め
上
げ
度
い
と
念
願
し
、
時
に
ふ
れ
折
に
ふ
れ
、
審
山
の
論
者

中
よ
り
特
徴
あ
る
所
論
を
書
き
抜
き
、
又
見
聞
せ
る
事
践
を
書
き
つ
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
年
を
純
て
相
慌
の
分
量
に
上
っ
た
の
で
、
昨
今
之
を
整

理
し
て
一
書
を
も
り
せ
ん
と
試
品
て
居
る
。
本
稿
は
そ
り
一
部
と
も
い

F

山
べ
き
序
論
で
あ
る
。
従
て
未
だ
論
文
甲
鰹
を
成
さ
ず
と
雌
も
、
恩
師
神
芦
正

雄
先
生
の
還
暦
記
念
論
文
集
公
刊
白
企
で
あ
る
を
聞
き
、
柳
か
祝
意
を
表
す
る
の
志
を
以
て
、
先
且
早
の
験
日
出
に
附
し
、
か
〈
町
如
、
空
拙
文
を
巻
末
に
捧

げ
る
次
第
で
あ
る
。

は

L 

治主

き

徳
川
時
代
の
聞
学
者
政
治
家
に
し
て
、
熊
津
蕃
山
ほ
ど
多
く
の
人
々
に
知
関
さ
れ
て
居
る
人
は
少
い
。
併
し
又
蕃
山
ほ
ど
そ
の
本
慌

の
知
ら
れ
て
居
た
い
人
も
少
い
で
る
ら
う
。
蓋
し
、
幕
政
初
期
に
於
て
は
、
文
運
興
隆
し
、
諸
制
創
設
せ
ら
れ
、
撃
者
政
治
家
輩
出

し
た
と
は
い
へ
、
街
ほ
新
醤
必
し
も
調
和
せ
や
、
女
物
の
設
建
は
未
だ
熟
せ
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
蕃
山
の
事
問
も
今
日
の
人
々
式

り
見
れ
ば
足
ら

F
る
所
少
し
と
し
泣
い
で
あ
ら
う
が
、
営
時
と
し
て
は
矯
政
者
翠
者
中
群
を
抜
い
て
居
た
の
み
た
ら
示
、
そ
の
行
文



は
極
め
で
卑
近
通
俗
、
然
か
も
激
情
的
で
あ
っ
て
、
文
運
護
遠
の
途
上
、
好
恩
干
の
傾
向
の
著
し
か
っ
た
蛍
時
の
人
々
に
ア
ッ
ピ
ー
ル

し
た
と
と
、
及
び
時
代
が
頗
る
澄
還
に
し
て
事
賓
の
真
相
が
明
確
で
一
一
な
い
こ
と
は
、
蕃
山
が
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
左
が
ら
、
然
か

も
そ
の
本
鱒
が
明
か
で
な
い
理
由
で
る
る
。

言
ふ
迄
も
な
く
、
徳
川
時
代
の
肇
問
は
支
那
に
そ
の
源
流
を
委
し
で
居
る
。
営
時
の
事
問
は
印
ち
修
身
諸
問
友
治
国
平
天
下
を
旨
と

ず
る
倫
理
的
政
治
事
で
あ
り
、
然
か
も
朱
子
壌
を
疋
統
率
汲
と
し
た
の
で
あ
る
。
品
市
子
撃
が
徳
川
幕
政
に
於
け
る
匹
統
事
波
と
な
っ

た
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
議
論
の
存
す
る
所
で
あ
る
が
、
朱
子
製
的
倫
理
観
政
治
視
は
、
徳
川
の
封
建
制
度
と
一
一
服
過
や
る
所
が
あ

り
、
封
建
制
存
立
の
競
護
に
役
立
ち
う
る
と
し
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
査
し
支
那
流
の
忠
一
向
、
特
に
米
子
製
は
心
を
主
と
し
、
政
治
の

道
徳
化
を
論
や
る
も
の
で
あ
り
、
又
吐
食
生
活
に
封
し
て
は
極
め
て
消
極
的
、
守
藷
的
、
増
級
的
、
遁
世
的
見
解
を
し
伺
じ
た
が
ら
で

あ
ヲ
匂
"
従
亡
又
物
質
生
活
、
経
内
活
動
に
つ
き
で
は
極
め
C
無
閥
、
川
の
治
皮

k
ー
に
つ
勺
府
ゐ
。
加
山
神
政
る
も
の
付
加
一
徳
政
治
の
中
に

容
播
せ
ら
れ
、
相
倒
立
し
て
皐
問
の
研
究
判
象
と
な
り
得
友
か
っ
た
。
放
に
徳
川
時
代
の
撃
者
の
経
済
論
た
る
も
の
は
殆

X
そ
の
道
徳

論
、
政
治
論
中
に
論
ぜ
ら
れ
た
る
断
片
的
思
却
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
樋
つ
も
μ

鰭
来
を
な
す
も
の
は
極
め
で
少
〈
、
捜
系
を
た

さ
た
い
迄
も
特
に
経
済
問
題
を
濁
立
せ
し
め
て
論
究
し
て
居
る
も
の
は
少
い
。

熊
津
蕃
山
は
米
子
息
a

徒
に
非
や
し
て
陽
明
朗
宇
汲
に
属
す
る
人
で
あ
る
。
首
時
と
し
て
一
種
の
異
端
皐
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
本
忠

想
、
行
論
と
も
に
他
の
事
者
と
著
し
く
臭
っ
て
居
た
と
は
い
へ
、
そ
の
経
済
論
は
道
徳
論
、
政
治
論
と
必
し
も
明
確
に
分
離
し
て
居

る
と
は
い
へ
ぬ
。
只
、
彼
は
事
問
の
潟
め
の
謬
問
を
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
空
理
空
論
を
好
ま
一
な
か
っ
た
。
終
済
生
前
を
枇
舎
生

活
の
重
要
部
分
と
考
へ
、
多
分
に
唯
物
思
想
を
抱
懐
し
、
事
物
の
費
還
流
持
を
天
地
の
真
理
と
考
へ
た
も
の
L
如
く
で
る
る
。
故
に

熊
揮
春
山
研
究
序
詑

七



熊
樺
春
山
研
究
序
設

丹、

被
は
凪
叩
庭
め
に
雁
じ
て
賓
臨
弱
行
す
べ
き
ζ

と
を
旨
と
し
た
。
彼
の
議
4

酬
は
常
に
時
廃
位
に
膝
H

し
て
論
越
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
経

済
論
、
政
治
論
、
宗
教
諭
と
い
ふ
が
如
く
に
系
統
的
に
論
ビ
て
居
る
わ
げ
で
は
な
い
。
随
時
随
庭
に
主
義
主
張
が
述
べ
ら
れ
、
同
一

の
議
論
が
同
一
の
書
中
に
繰
り
返
へ
さ
れ
て
ゐ
る
揚
合
も
あ
り
、

叉
甚
し
き
は
前
後
矛
盾
せ
る
揚
合
も
る
る
。
併
し
決
し
て
時
庭
位

そ
忘
れ
て
は
居
な
い
。
時
廃
位
を
超
越
し
た
抽
象
論
は
極
め
て
少
い
。

一
定
の
議
論
は
必
十
や
何
等
か
の
具
健
的
事
責
に
立
脚
し
て

-
E
る
。
改
亡
-
Z
D
苛
命
り
b

ト
当
f
国
型
枠
士
し

f
L
v
k
h

F
2
6
f
l
折
戸
制
ν
6
2
j
z
ド

t
つ〆

s
i
7
3
4ド

L

4

/

〈

v
'
Z
'仁

所
論
の
背
後
K
存
ず
る
事
簡
を
知
芯
し
て
ね
〈
の
必
擦
が
あ
る
。
私
付
帯

山
の
政
治
、
経
済
、
宗
教
に
闘
す
る
見
解
を
紹
介
し
よ
う
止
す
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
に
於
て
は
一
々
の
事
責
を
説
明
す
る
事
は
之

を
止
め
彼
の
議
論
の
前
提
僚
件
、
即
ち
彼
の
所
謂
時
庭
位
、
換
言
す
れ
ば
山
口
同
時
の
枇
舎
欣
勢
及
び
彼
の
生
活
過
程
を
湛
ぺ
、
蕃
山
の

特
殊
な
る
議
論
の
由
て
以
℃
成
生
せ
し
理
由
を
知
る
の
一
助
と
し
よ
う
。

ーー

蕃
山
の
畢
説
の
祉
曾
的
経
酒
的
基
礎

4 

内
政
関
係

営
時
の
政
治
問
題
と
し
て
は
財
政
の
窮
乏
針
策
が
最
も
重
要
友
地
位
を
占
め
て
居
た
。
財
政
の
第
乏
は
雷
に

武
士
階
級
の
生
活
問
題
た
る
の
み
た
ら
守
、
延
い
て
農
民
の
生
活
問
題
で
あ
っ
た
。
故
に
蕃
山
は
財
政
窮
乏
の
事
賓
と
そ
の
原
因
の

論
究
に
カ
を
致
し
た
。
叉
政
治
組
織
に
つ
き
て
も
、
そ
の
祉
曾
の
貧
相
に
印
せ
ざ
る
も
の
・
或
は
枇
舎
困
窮
の
原
因
と
看
倣
さ
る
ミ

が
如
き
も
の
L
検
討
を
試
み
た
。
例
へ
ば
参
親
交
代
の
制
度
、
体
蔽
の
世
襲
制
、
兵
農
分
離
に
由
る
武
士
の
城
下
生
活
等
は
蕃
山
の

注
目
を
惹
い
た
重
大
問
題
で
る
っ
た
。
又
徳
川
氏
が
そ
の
勢
力
確
立
の
矯
め
に
行
っ
た
諸
大
名
の
園
除
減
封
勝
封
に
よ
る
浪
人
の
増

加
は
、
首
時
の
祉
舎
問
題
と
し
て
は
容
易
左
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
向
背
は
封
建
制
度
の
動
揺
を
来
す
の
虞
が
る
っ
た
。
蕃
山
が

語
車
種
警

3
7
r
r
?
6
3
5



浪
人
救
済
問
題
を
屡
々
論
述
し
で
ゐ
る
の
も
之
が
矯
め
で
あ
る
。
更
に
公
武
の
闘
係
は
、
徳
川
幕
政
の
遂
行
上
重
大
怒
る
闘
係
を
有

.
し
、
且
つ
蕃
山
は
公
家
の
人
K

と
多
く
の
親
交
が
あ
っ
た
の
で
、
営
時
の
撃
者
に
比
し
設
も
多
〈
と
の
問
題
に
関
心
を
有
し
た
も
の

L
如
く
で
あ
る
。

ロ

宗
教
問
題

キ
リ
シ
タ
ン
は
既
に
巌
禁
さ
れ
て
居
た
が
、
熱
烈
な
る
信
仰
は
容
易
に
之
を
撲
滅
す
る
事
が
出
来
宇
、
途
に

寛
永
十
四
年
に
は
島
原
の
乱
と
注
り
、
現
に
蕃
山
の
賓
父
野
尻
一
利
は
と
の
飢
に
出
陣
し
て
負
傷
し
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
蕃
山
に

と
っ
て
は
キ
リ
シ
タ
ン
が
脳
裏
よ
り
離
れ
友
か
っ
た
の
は
首
然
で
る
る
司
併
し
審
山
は
キ
リ
シ
タ
ン
が
盛
K
弘
通
し
、
撲
滅
七
符
な

い
の
は
、
日
本
の
悌
敬
仰
徒
の
微
力
に
し
て
、
そ
の
控
室
町
寸
の
大
な
る
が
故
?
あ
る
と
し
、

キ
リ
シ
タ
ン
を
征
伐
す
る
前
に
先
づ
仰
徒

宇
治
懲
す
ぺ
し
と
考
へ
た
。
友
し
常
時
は
悌
徒
の
増
加
著
し
く
、
寺
院
の
失
費
甚
大
た
り
し
の
み
・
な
ら
十
、
無
知
の
民
衆
は
甚
し
〈

迷
惑
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
悌
徒
の
増
加
し
古
る
所
以
は
、
身
分
階
級
の
同
定
に
よ
り
、
武
士
附
級
』
い
へ
ど
も
ド
級
武
I

が
柴
建
す
る
事
は
桜
め
て
困
難
に
し
て
、
況
し
て
や
百
姓
町
人
が
立
身
出
世
す
る
事
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。
唯
々
悌
門
に
入
れ

ば
階
級
を
超
越
し
、
武
士
の
上
位
に
立
つ
事
も
出
来
、
生
活
も
亦
安
穏
で
あ
っ
た
か
ら
、
才
幹
の
あ
る
も
の
は
勿
論
、
他
に
生
活
の

淀
友
育
者
起
も
悌
門
に
入
る
も
の
が
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
会
櫨
を
通
じ
て
幾
何
の
情
侶
、
寺
院
が
存
在
し
た
か
は
不
明
で
る

る
が
、
岡
山
藩
が
寛
文
七
年
に
幕
府
に
報
背
し
た
る
数
字
に
よ
れ
ば
、
寺
院
教
一
千
四
十
四
ケ
寺
、
借
侶
一
千
九
百
五
十
七
人
の
多

き
に
達
し
て
居
る
か
ら
、
他
は
推
し
て
知
る
事
が
出
来
よ
う
。
審
山
が
諸
論
著
中
到
る
庭
に
寺
院
、
情
侶
問
題
を
論
じ
て
居
る
の
は

右
の
如
き
事
情
に
因
る
も
の
で
る
る
。

，、

経
湾
問
題

営
時
の
潟
政
家
撃
者
hz悩
ま
し
に
経
済
問
題
は
貨
幣
経
済
の
普
及
に
之
に
件
ふ
枇
舎
的
、
経
済
的
弊
害
に
闘

熊
揮
蕃
山
研
究
序
設
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し
て
ピ
あ
る
。
貨
幣
制
度
の
確
立
は
徳
川
家
康
の
宿
願
で
る
っ
て
、
天
下
の
統
一
は
一
に
純
疋
返
る
貨
幣
本
位
を
確
立
す
る
事
に
る

り
と
し
、
夙
に
と
の
方
面
に
力
を
つ
く
し
た
事
は
、
史
家
の
等
し
〈
認
む
る
所
で
あ
る
。
幕
政
初
期
に
於
け
る
健
貫
友
る
貨
幣
制
度

は
、
貨
幣
の
流
通
を
闘
滑
な
ら
し
め
、
貨
幣
粧
品
何
は
津
々
浦
々
に
普
及
し
た
。
併
し
貨
幣
経
済
の
持
及
は
米
遣
の
経
済
を
主
憶
と
ナ

る
封
建
制
皮
と
相
容
れ
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
町
人
勢
力
の
興
隆
と
友
っ
て
、
武
士
は
町
人
よ
り
貨
幣
の
融
通
を
弓
け
ぎ
る
を
得
注

〈
な
り
、
武
士
の
唯
一
の
収
入
わ
い
る
米
の
市
川
川
が
下
落
し
て
.
町
人
の
取
扱
ふ
商
品
は
一
角
直
と
芯
り
、
設
ー
の
川
川
政
窮
乏
に
拍
車
泣

か
け
た
。
町
人
の
金
融
資
本
力
の
増
大
は
、
武
士
の
樺
カ
を
逆
用
し
て
寅
員
狽
占
搭
を
獲
得
せ
ん
と
し
、
又
武
士
色
町
人
に
依
存
し

て
専
賀
類
似
の
仕
法
を
設
け
て
貨
幣
収
入
の
増
加
に
力
む
る
に
至
っ
た
。
更
に
貨
幣
経
済
の
普
及
は
交
換
経
済
の
稜
建
を
促
し
、
自

給
自
足
の
生
活
が
破
れ
、
各
地
の
特
殊
産
物
が
容
易
に
手
に
入
る
に
至
り
し
を
以
て
、
生
前
の
向
上
、
森
修
の
流
行
と
な
っ
た
。
故

に
蕃
山
は
貨
幣
問
題
に
つ
き
で
は
最
も
大
た
る
関
心
を
有
し
、
後
に
辿
ぷ
る
が
如
く
、
営
時
と
し
て
は
注
目
に
値
ひ
す
る
貨
幣
論
、

市
場
論
を
唱
道
し
た
の
で
あ
る
。

天
災
地
艶

熊
禅
蕃
山
ほ
ど
山
川
簸
洋
の
こ
と
を
重
じ
た
撃
者
は
少
い
。
山
川
簸
岨
悼
の
漏
養
は
殆
ど
彼
の
信
仰
と
も
い
つ

て
よ
い
位
で
あ
る
。
林
政
と
治
水
と
を
以
て
治
圏
平
天
下
の
要
諦
と
考
へ
た
。
故
に
蕃
山
は
林
政
と
治
水
に
闘
し
反
覆
し
て
そ
の
主

張
を
高
調
し
て
居
る
。
何
故
に
蕃
山
が
山
川
簸
岨
悼
の
事
に
つ
き
で
遁
敏
と
在
っ
た
か
と
い
ふ
に
、
そ
れ
は
営
時
に
於
け
る
水
同
干
の
災

害
が
頻
繁
且
つ
激
茜
で
あ
っ
た
か
ら
で

b
る
。
幕
政
開
始
以
来
蕃
山
の
践
す
る
迄
は
、
頗
る
天
災
の
多
か
っ
た
時
代
で

b
っ
て
、
水

災
と
日
干
害
と
は
殆
ど
連
年
交
互
に
至
り
、
然
か
も
一
年
の
内
数
同
に
瓦
り
て
水
害
の
五
り
し
と
と
も
少
〈
た
い
。
而
し
て
戦
闘
以
来

山
川
の
荒
廃
甚
し
く
、
叉
治
水
の
方
策
、
農
耕
の
技
術
未
だ
幼
稚
で
あ
っ
た
た
め
に
、
水
田
干
一
度
至
れ
ば
そ
の
惨
害
の
皮
は
到
底
今



人
の
想
像
だ
も
及
ぽ
な
い
も
の
で
る
っ
た
。
水
自
干
に
よ
っ
て
直
接
に
入
者
の
死
傷
す
る
も
の
腐
る
多
き
の
み
友
ら
守
、
稔
秋
に
至
つ

て
五
穀
全
〈
賓
ら
や
し
て
途
に
飢
笛
の
襲
来
と
友
り
、
餓
字
路
院
に
横
る
の
惨
を
出
現
す
る
事
屡
々
で
あ
っ
た
。
之
は
雛
て
又
武
士

の
財
政
牧
入
を
減
少
せ
し
む
る
と
共
に
、
そ
の
救
済
の
矯
め
に
多
大
の
経
費
伊
一
支
出
す
る
事
と
左
る
が
放
に
、
財
政
の
窮
乏
の
原
因

と
な
っ
た
。
幕
政
初
期
に
於
て
武
土
の
財
政
が
窮
乏
し
た
の
は
種
々
の
原
周
あ
ら
ん
も
、
.
天
災
地
時
党
に
よ
る
消
極
的
積
極
的
の
財
政

収
入
の
減
少
は
最
も
華
大
友
る
原
因
を
成
す
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
水
目
干
の
災
害
は
主
と
し
て
山
川
簸
津
の
荒
廃
に
悶

る
も
の
な
る
が
放
に
、

審
山
は
政
L

昨
と
経
済
と
を
こ
の
体
政
と
出
氷
代
結
び
つ
け
て
議
愉
し
た
の
れ
一
あ
る
つ

ホ

海
外
の
事
情

キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
の
股
禁
と
共
に
外
国
と
の
交
渉
を
絶
ち
、
鎖
国
を
断
行
し
た
の
で
、
最
初
の
程
は
鎖
園

の叫砂市、

キ
リ
シ
タ

y
の
祭
を
冒
犯
し
た
る
も
の
k

庭
置
に
闘
し
、
外
交
上
の
紛
争
は
あ
っ
た
が
、
結
局
諸
外
聞
は
泣
ね
入
り
と
た
つ

た
。
併
し
幕
府
は
勿
論
、
事
者
政
治
家
な
ど
は
常
に
こ
の
外
交
の
危
機
を
懸
念
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
武
備
を
整
頓
し
兵
食
の
準

備
を
友
し
、
民
力
の
漏
養
を
計
り
、

一
旦
綾
念
あ
る
場
合
に
庵
す
べ
き
方
策
は
蛍
時
の
識
者
品
目
之
を
論
じ
て
ゐ
る
と
と
に
よ
っ
て
明

か
で
あ
る
。
審
山
の
武
備
論
ち
か
L
る
事
情
の
下
に
考
察
さ
れ
た
も
の
で
る
っ
て
、
特
に
蕃
山
は
清
園
が
起
っ
て
明
闘
を
亡
ぼ
し
た

の
で
、
清
図
が
勢
に
来
じ
て
我
固
に
冠
す
る
か
も
知
れ
ぬ
と
危
慎
し
、
北
狭
の
備
と
得
し
て
屡
K

そ
の
防
備
の
事
を
論
じ
て
ゐ
る
。

蓋
し
鄭
芝
龍
、
鄭
成
功
等
明
の
遺
臣
が
我
固
に
援
兵
を
乞
ひ
、
又
我
固
に
亡
命
し
て
蹄
化
せ
る
も
の
も
少
〈
な
か
っ
た
か
ら
、

カ冶
」

る
問
題
を
憂
び
た
の
も
無
理
か
ら
ね
事
で
あ
る
。

一ー一
熊
逼
蕃
山
の
事
歴

熊
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熊
湾
審
山
の
譲
は
伯
灘
、
字
は
了
介
〔
良
介
、
了
芥
、
了
海
と
も
稀
す
)
小
字
を
次
郎
八
、
後
助
右
衛
門
と
改
め
た
。

続
を
息
滋
軒
と

稀
し
た
。
蕃
山
も
そ
の
競
の
如
〈
で
あ
る
が
‘
貨
は
然
ら
や

J

。
彼
が
致
仕
の
後
、
そ
の
采
口
巴
た
る
備
前
回
和
気
郡
寺
口
村
を
改
め
蕃

山
と
名
け
、
自
ら
蕃
山
了
介
し
し
稀
し
た
の
で
、

い
つ
の
間
に
幕
山
が
放
と
し
て
体
問
せ
ら
る
L
に
至
っ
た
の
で
わ
る
。
故
に
巌
斡
に

い
へ
ば
熊
樺
蕃
山
と
い
ふ
は
姓
を
重
複
せ
る
も
の
と
い
は
ね
ば
た
ら
ぬ
が
、

今
と
な
り
で
は
熊
樺
審
山
が
天
下
に
通
じ
て
ゐ
る
の
寸

あ
る
か
ら
、
叫
収
支
で
訂
正
す
る
の
必
要
一
も
右
い
巾
審
止
の
本
姓
は
何
珂
尽
に
し
て
、
，
セ
の
父
は
加
勝
誌
川
の
距
帆
町
民
総
兵
術
一
利
で

る
る
。
野
尻
藤
兵
衛
は
尾
張
の
人
で
あ
る
が
、
後
京
都
に
寓
居
し
た
。
蕃
山
は
邸
ち
父
が
京
都
に
仮
寓
の
問
、
一
冗
和
五
年
を
以
て
、

五
僚
に
生
れ
た
。
山
崎
闇
婦
に
後
る
L
事
一
年
、
木
下
順
庵
に
先
つ
こ
と
二
年
、
藤
原
僅
認
の
疫
ず
る
年
を
以
て
生
れ
た
b
け
で
る

る
。
故
る
り
て
外
大
父
熊
津
宇
右
衛
門
守
久
に
養
は
れ
て
そ
の
嗣
と
左
り
、
熊
津
の
姓
を
冒
す
。
守
久
は
そ
の
父
の
死
後
漂
泊
流
暢

し
、
或
は
柴
岡
勝
家
に
、
或
は
稿
島
正
則
に
、
或
は
水
戸
の
成
公
に
事
へ
た
と
い
ふ
。
審
山
の
貨
父
野
尻
一
利
は
鍋
島
氏
に
印
刷
し
で

島
原
の
乱
に
参
加
し
て
銃
丸
に
中
て
負
傷
し
た
。
後
間
山
に
来
り
住
し
、
更
に
赫
々
し
た
が
、
絡
に
延
資
八
年
に
阿
山
に
於
て
卒
去

し
た
。寛

永
十
一
年
、
蕃
山
が
十
六
歳
の
時
、
京
都
所
司
代
板
倉
周
防
守
の
推
奉
に
依
て
、
初
め
て
備
前
に
来
り
仕
へ
た
。
蕃
山
の
才
智

衆
に
優
る
L

あ
る
を
以
て
、
芳
烈
公
光
政
は
漸
〈
彼
を
重
用
せ
ん
と
し
た
。
然
る
に
蕃
山
自
ら
思
へ
ら
く
、
文
武
の
道
を
皐
ば
宇
し

て
進
む
は
士
の
隼
ぷ
所
に
非
や
と
、
乃
ち
岡
山
を
去
て
近
江
図
柄
原
に
隠
れ
、
ひ
そ
か
に
武
を
練
り
、
墜
を
修
め
た
。
時
に
江
西
に

中
江
藤
樹
あ
り
、
製
徳
備
は
り
て
四
万
上
り
来
り
事
ぷ
者
多
し
。
蕃
山
が
二
十
三
歳
の
秋
八
月
、
小
川
村
に
藤
樹
先
生
を
訪
ひ
相
見

え
ん
事
を
求
む
。
容
さ
れ
や
し
て
空
し
〈
障
へ
る
。
冬
十
一
月
再
び
往
き
て
乞
ふ
こ
と
頻
り
で
あ
る
。
藤
樹
先
生
怒
に
之
を
諒
し
て



面
接
し
た
が
、
父
母
を
図
に
沿
い
て
孝
養
を
つ
〈
さ
令
し
て
・
単
一
向
を
友
す
の
不
可
友
る
所
以
を
設
か
れ
、
絡
に
家
を
皐
げ
て
江
州

に
移
り
、
翌
年
七
月
復
た
小
川
村
に
赴
き
て
一
勝
樹
先
生
を
訪
ひ
、
仔
細
を
告
げ
た
の
で
、
藤
樹
先
生
は
蕃
山
の
心
意
を
嘉
み
し
て
恩
一
-

を
講
じ
、
道
を
教
へ
た
。
蕃
山
は
同
年
九
月
よ
り
翌
年
四
月
迄
小
川
村
に
滞
留
し
て
孝
経
、
大
阜
、
中
唐
を
風
一
ん
だ
a

父
一
利
は
仕

を
求
め
て
江
戸
に
赴
い
た
の
で
、
弟
妹
五
人
と
共
に
江
東
に
居
を
卜
し
て
母
に
孝
養
を
つ
〈
し
た
。
営
時
蕃
山
の
家
貧
に
し
て
洗
ふ

が
如
く
、
ソ
バ
州
賎
民
の
食
ず
る
所
の
ゆ
り
こ
雑
炊
を
食
し
、
A

以
内
酒
茶
を
喫
す
る
と

2
な
く
、
清
水
紙
子
な
ど
K
て
寒
を
防
却
さ
、
然

か
も
息
一
・
修
に
徐
念
友
く
、
刻
苦
研
鑓
四
年
に
及
ぶ
。
こ
の
間
、
王
陽
明
の
書
を
讃
み
良
知
の
心
法
を
鵠
得
し
た
。
芳
烈
公
は
蕃
山
の

そ
の
後
の
行
欣
宇
一
聞
知
し
、
京
極
主
肢
を
介
し
て
、
間
山
に
来
り
仕
へ
ん
事
を
悠
一
必
し
た
。
悲
に
於
て
蕃
山
は
正
保
二
年
再
び
備
前

に
来
る
。
蕃
山
岡
山
を
去
っ
て
八
年
、
二
十
七
歳
の
時
で
あ
っ
た
。

北
壮
烈
山
竹
内
は
落
山
げ
が
王
位
の
宇
あ
え
畑
中
r
認
め
、

E

C
〉
;
河
川
旧
二
」

1
4
T
I
P
i
h
O
E
r
-
-、
さ

コ

コ

主

主

》

t
e
-
-
-

、

治
〈

d
h
Tい
川
十
一
仰
!
日
協
事
事
問
」

1uU阿
川
町
説

l
v
L
Jノ
斗
ブ

J
f
F
U
J
り

ニf
E 
i¥:" 

食
む
。
そ
の
采
口
出
は
和
気
郡
八
塔
寺
村
で
あ
る
。
之
は
備
作
矯
の
三
図
に
界
す
る
山
地
で
る
る
。
蕃
山
敢
え
て
と
の
地
を
受
け
た
と

停
へ
ら
る
。
蓋
し
蕃
山
は
こ
の
地
に
彼
多
年
の
主
張
た
る
農
兵
制
度
を
貧
試
ぜ
ん
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
乃
ち
蕃
山
は
こ
の
地
方
の

田
畑
を
開
墾
し
、
士
数
十
人
を
土
着
せ
し
め
、
屯
田
農
法
を
試
む
。
こ
の
頃
助
右
衛
門
と
改
名
し
た
。
三
十
一
歳
の
時
、
烈
公
に
庖

従
し
て
江
戸
に
赴
く
。
名
襲
噴
身
、
恭
ふ
て
道
を
開
〈
も
の
多
く
。
大
小
の
諸
侯
は
鵡
を
以
て
蕃
山
を
迎
ふ
。

承
膝
三
年
備
前
の
園
内
未
曾
有
の
大
洪
水
あ
り
、
人
畜
の
死
傷
頗
る
多
く
、
間
野
の
荒
廃
す
る
も
の
激
甚
を
何
側
め
た
。
用
立
明
暦
一
冗

年
に
は
飢
鐘
の
襲
来
と
な
り
、
餓
死
に
頻
ず
る
も
の
九
高
人
の
多
き
に
達
し
た
。
蕃
山
は
芳
烈
公
に
上
申
し
、

A
居
廃
を
聞
き
て
込
漣

に
糧
食
の
配
給
を
断
行
し
、
以
て
窮
民
の
救
済
に
力
め
た
。
人
民
に
慈
父
の
如
〈
盆
崇
さ
れ
て
ゐ
た
芳
烈
公
は
、
審
山
の
と
の
献
策

熊
津
藩
山
研
究
序
設
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に
よ
っ
て
窮
民
を
賑
岨
し
た
L
め
に
、
盆
と
そ
の
仁
政
を
謡
は
る
L
に
至
っ
た
。
蕃
山
は
こ
の
惨
害
の
経
験
に
よ
っ
て
林
政
治
水
策

の
必
要
な
る
所
以
を
費
り
、
穏
K

の
献
策
一
を
友
し
、
有
能
の
交
に
林
政
治
水
の
術
を
数
へ
、
田
畑
の
検
地
、
租
法
の
改
正
を
な
さ
し

め
ん
と
し
た
。
か
く
し
℃
蕃
山
は
芳
烈
公
の
信
認
を
受
〈
る
事
い
よ
/
¥
厚
〈
、

又
領
内
人
民
の
敬
恭
銃
ミ
深
き
を
致
し
た
。
併
し

乍
ら
北
ハ
に
政
治
に
参
加
す
る
も
の
L
中
に
は
‘
春
山
の
殺
建
を
心
よ
し
と
し
た
い
も
の
少
く
た
か
っ
た
ら
し
い
。
時
恰
も
蕃
山
が
滋

士
の
減
俸
ー
、
世
間
間
制
の
改
正
等
在
主
張
せ

L
と
の
風
説
b
り
、
務
士
は
事
の
一
容
易
た
ら
古
る
乞
以
で

L

醇
山
排
斥
の
撃
が
所
K

に
あ

っ
た
ら
し
い
。
又
仰
徒
を
痛
く
攻
聾
し
た
の
で
、
借
侶
も
亦
蕃
山
排
斥
の
策
動
を
企
て
た
ら
し
い
。
そ
の
地
位
に
枯
淡
た
る
春
山
は
.

周
囲
の
空
気
の
穏
か
た
ら
ざ
る
を
見
て
、
下
野
の
志
を
催
し
た
も
の
ミ
如
く
で
る
る
。
偶
K

明
暦
二
年
芳
烈
公
に
従
ひ
之
和
気
郡
に

狩
り
し
、
過
ち
て
馬
よ
り
墜
ち
右
の
手
足
を
傷
く
。
依
て
致
仕
を
乞
ふ
。
初
め
は
聴
許
た
れ
一
な
か
っ
た
が
、
再
三
の
要
請
で
あ
っ
た

の
で
終
に
許
さ
れ
、
そ
の
采
邑
和
気
郡
寺
口
邑
を
改
め
て
蕃
山
と
稀
し
、
之
に
隠
遁
し
た
。
時
に
蕃
山
三
十
九
歳
、
明
暦
=
一
年
八
月

の
と
と
で
あ
っ
た
。

蕃
山
の
政
治
的
生
活
は
か
く
し
て
終
っ
た
。
被
は
更
に
事
者
と
し
て
の
新
生
涯
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
買
に
自
愛
的
陀
新
生

涯
に
入
っ
た
の
か
、
時
抑
た
又
そ
の
隠
越
が
外
部
の
樺
力
の
歴
迫
に
山
る
か
は
世
上
諸
説
紛
々
と
し
て
明
か
で
は
左
い
。
併
し
紋
は
之

を
持
機
と
し
て
思
想
上
に
も
著
し
く
鑓
化
し
、
議
論
稿
激
越
の
度
を
加
へ
、
一
枇
舎
を
皮
肉
に
観
察
す
る
の
傾
向
を
生
じ
た
る
鯨
よ
り

察
す
る
に
、
彼
の
政
治
よ
り
の
際
、
遁
は
心
中
必
し
も
快
し
と
し
-
な
か
っ
た
と
と
は
想
像
に
難
〈
た
い
。
又
彼
が
如
何
に
見
え
ざ
る
子

に
よ
っ
て
座
迫
せ
ら
れ
、
世
の
有
矯
特
輯
裂
を
仰
っ
た
で
あ
ら
う
か
は
、
京
師
に
上
っ
て
以
来
、
時
々
と
し
て
そ
の
居
を
濯
さ

r
る
を

得
な
か
っ
た
事
賓
に
よ
っ
て
覗
ふ
こ
と
が
出
来
る
。



寓
治
二
年
備
前
を
去
て
京
師
に
赴
き
之
に
俄
寓
す
。
蕃
山
村
に
閑
居
せ
し
年
月
は
明
か
で
危
い
。
-
一
設
に
は
明
麗
六
年
と
あ
る

色
、
こ
の
年
は
彼
が
致
仕
し
た
年
で
あ
る
か
ら
、
閑
居
数
月
を
出
で
や
し
て
去
る
が
如
き
と
と
は
考
へ
ら
れ
た
い
B
I
l
l
蕃
山
京
師

に
入
る
や
雅
紫
闘
典
の
修
墜
に
力
め
、
敢
え
て
世
事
を
談
じ
よ
う
と
し
友
か
っ
た
が
、
彼
の
非
凡
の
才
幹
と
人
格
と
は
公
卿
の
傘
信

を
集
め
、
そ
の
交
友
甚
だ
深
き
も
の
が
る
っ
た
。
元
来
蕃
山
が
備
前
を
辞
去
せ
Th
る
を
得
た
か
っ
た
一
因
は
一
部
人
士
の
忌
誇
に
あ

っ
た
。
そ
の
蕃
山
が
京
師
に
於
て
有
力
た
る
公
卿
と
日
夜
交
渉
す
る
事
は
京
都
所
司
代
の
注
意
す
る
所
と
た
る
は
営
然
で
め
る
。
偶

々
議
人
る
り
、
所
司
代
牧
野
佐
渡
守
親
成
に
告
ぐ
る
に
「
了
介
が
器
量
世
に
な
ら
ぶ
者
な
し
、
天
下
の
一
列
侯
恭
ふ
事
久
し
、
今
浪
人

と
し
て
堂
上
に
出
入
す
、
ー
へ
朝
の
公
卿
亦
之
を
恭
ひ
て
送
迎
絶
ゆ
る
と
と
た
し
。
事
愛
に
一
主
ら
ば
恐
ら
く
は
事
あ
ら
ん
」
と
い
ふ
。

牧
野
氏
之
を
開
い
て
蕃
山
の
周
閤
を
監
悶
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
蕃
山
は
来
の
身
に
及
ば
ん
事
を
虞
れ
、
京
師
を
去
て
大
和
吉
野
山

の
山
中
に
隠
る
。

寛
女
六
年
の
中
お
な
め
る
c

容
山
公
る
に
の
ぞ
ん
で
抱
懐
し
て
、
「
絞
れ
岬
向
く
勢
hk
川
恒
一
成
政
危
泊
り
一
、
め
だ
佐
た

ず
は
彼
の
悪
た
り
、

予
が
心
に
於
て
別
に
他
の
事
な
し
、
是
れ
予
が
不
徳
に
て
道
に
入
る
と
と
未
だ
深
か
ら
十
、
道
理
の
洩
き
故

に
、
世
間
の
人
に
能
〈
合
び
が
た
〈
底
援
に
預
る
な
る
ぺ
し
、

さ
れ
共
予
が
志
す
所
は
然
ら
宇
、
全
く
蛍
世
の
名
利
を
求
む
る
に
あ

ら
ざ
れ
ば
百
歳
の
後
の
名
も
望
み
な
く
侯
へ
ど
も
、
営
世
の
名
は
利
に
近
く
、

百
歳
の
後
の
名
も
加
盟
目
る
も
の
、
段
る
も
の
、
共
に
な

〈
-
な
り
、
虚
説
法
一
百
は
跡
な
〈
消
え
て
、
仁
義
忠
信
の
誠
た
く
て
は
留
り
申
さ
や
、

一
旦
設
に
逢
ひ
、
難
に
嬰
り
、
悪
名
を
蒙
る
と

て
も
浮
べ
る
雲
の
如
く
友
る
も
の
た
れ
ば
何
と
も
存
ぜ
宇
、
営
時
の
楽
春
は
や
が
て
分
り
申
す
ぺ
し
」
と
述
ぺ
、
叉
芳
野
山
に
で
、

よ
し
ゃ
よ
し
吉
野
の
山
の
山
守
と
左
り
て
乙
そ
知
れ
花
の
心
を

ー
と
詠
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
心
情
切
々
察
す
る
に
徐
り
あ
る
。
居
る
こ
と
一
年
に
し
て
復
た
山
城
図
鹿
背
山
に
移
住
し
、
交
友
を
断
っ
て

熊
揮
蕃
山
研
究
序
説
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塾
居
し
た
。
明
石
侯
松
平
臼
向
守
信
之
蕃
山
を
尊
信
す
る
こ
と
厚
か
っ
た
の
で
、
寛
文
九
年
更
に
居
を
明
石
に
移
し
大
山
寺
の
傍
に

山
河
す
。
こ
の
年
備
前
岡
山
に
藩
校
の
開
設
せ
ら
る
、
ょ
の
り
、
蕃
山
招
か
れ
て
そ
の
爆
実
の
式
に
列
し
た
。
蕃
山
岡
山
を
去
っ
て
十
有

一
年
、
蕃
山
の
後
を
承
け
て
政
治
の
植
機
に
参
一
章
せ
る
も
の
は
津
日
不
思
で
る
っ
た
。
律
問
水
中
山
は
蕃
山
と
年
二
十
そ
同
現
行
に
す
れ
ど

も
事
毎
に
ム
口
は
歩
、
水
中
加
の
積
極
政
策
は
審
山
多
年
の
主
張
を
覆
へ
し
た
も
の
が
少
〈
な
か
っ
た
。
士
日
時
審
山
の
権
勢
並
ぶ
ち
の
な

か
り

l
)

阿
山
忙
彼
は
沈
輔
の
身
宇
一
以
で
見
え
た
の
?
あ
る
。
熱
血
児
落
山
は
感
慨
無
誌
の
も
の
が
め
つ
ホ
忙
殺
た
い
。

浮
滞
が
一
度
そ
の
細
き
翠
を
断
て
ば
止
め
ど
も
左
〈
流
れ
漂
ふ
も
の
で
あ
る
。
蕃
山
は
復
た
も
そ
の
居
を
輔
じ
泣
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
c

延
賓
七
年
松
平
日
向
守
は
、
大
和
郡
山
に
轄
封
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
蕃
山
之
に
件
ふ
て
矢
田
山
に
居
る
。
更
に
貞
享
四
年
八

月
、
日
向
守
は
下
線
古
河
に
移
る
。
蕃
山
亦
之
に
従
て
行
〈
。

乙
の
時
己
に
六
十
九
哉
の
高
齢
で
る
っ
た
。
審
山
が
下
綿
古
河
に
赴

い
た
の
は
摘
軍
綱
吉
が
彼
を
親
し
〈
引
見
せ
ん
と
欲
し
た
の
で
、
そ
の
随
行
を
命
令
し
た
の
だ
と
停
へ
ら
る
。
蕃
山
は
そ
の
年
十
月

「
封
事
」
を
幕
府
に
上
っ
た
。
そ
の
内
容
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
明
か
で
な
い
が
、
蕃
山
の
門
下
の
一
入
、
北
小
路
俊
光
の

日
記
抄
に
、
「
成
ぜ
信
多
径
不
少
、
営
時
治
世
の
要
政
也
。

目
六
四
十
筒
僚
程
る
り
、
凡
知
之
不
及
所
也
。

天
下
の
大
賓
と
い
へ
H

ど
も

人
不
知
事
残
念
也
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。
併
し
相
営
に
激
越
訟
も
の
で
、
時
勢
と
相
容
れ
や
上
意
に
仔
ふ
た
も
の
で
あ
る
事
は
、
封
事

を
取
り
次
い
だ
と
の
故
た
以
て
大
目
付
た
ど
が
発
職
さ
れ
た
事
貨
に
よ
っ
て
も
想
像
に
難
〈
な
い
。
さ
れ
ば
蕃
山
が
禁
銅
さ
れ
た
の

は
首
然
で
あ
る
。
幽
囚
せ
ら
る
a
A

事
四
年
の
久
し
き
に
及
ん
だ
が
、
然
か
も
面
色
更
に
憂
ふ
る
所
た
く
、
時
勢
を
問
ふ
者
る
れ
ぼ
獄

し
て
答
へ
や
、
只
笠
と
り
て
之
を
吹
き
、
琵
琶
を
と
っ
て
之
を
弾
十
る
の
み
。
遂
に
元
総
四
年
私
八
月
十
七
日
病
を
以
て
疲
ナ
。
時

に
年
七
十
有
三
。
松
平
日
向
守
は
親
戚
門
人
を
舎
し
、
儒
躍
を
以
て
古
河
の
大
提
村
鮭
延
寺
に
葬
る
。

ら
九

e

J

守



右
民
漣
ぺ
売
る
蕃
山
の
事
歴
に
よ
っ
て
犬
髄
そ
の
人
と
矯
り
を
知
り
号
る
で
あ
ら
う
が
、
蕃
山
が
貧
困
の
中
に
身
を
超
し
、
須
央

に
し
で
立
身
柴
建
し
、
更
に
又
漂
泊
流
時
悼
の
身
と
注
り
て
後
宇
生
を
不
通
に
終
り
し
迂
徐
曲
折
の
生
涯
は
、
支
し
蕃
山
の
人
物
風
格

に
図
る
所
が
少
く
左
い
と
忠
ふ
。
故
に
蕃
山
の
風
格
を
最
も
穎
著
に
見
は
ず
二
三
の
事
ど
も
を
越
べ
よ
う
。

蕃
山
は
容
貌
甚
だ
湿
向
、
婦
女
子
の
如
く
、
預
色
う
る
は
し
く
撃
に
に
ほ
び
が
あ
り
、
家
人
奴
粋
に
針
し
で
も
未
だ
か
つ
て
長
催

の
色
を
見
せ
た
こ
と
が
な
い
と
い
ふ
。
併
し
審
山
は
非
常
に
意
志
の
強
固
な
人
で
あ
り
、
個
人
と
し
て
は
漉
和
で
あ
っ
た
蕃
山
は
、

社
舎
人
と
し
で
霊
大
問
題
を
摘
や
る
場
合
に
は
侃
主
蒜
一
々
、

一
歩
中
一
退
か
友
い
と
い
ふ
強
さ
を
も
っ
て
居
た
。
所
泊
外
柔
内
剛
の
人

σあ
っ
た
。
彼
の
議
叫
仰
は
岱
時
と
し
て
は
矯
激
左
思
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
h
A
Y

く
の
人
々
の
反
感
U

芝
山
貝
引
い
、
首
局
の
己
目
誌
に
ふ
れ

る
に
至
っ
た
の
は
、
外
児
滞
女
子
の
川
〈
然
か
も
議
九
一
酬
が
強
烈
で
あ
っ
た
事
に
耐
ひ
さ
れ
て
ゐ
る
と
忠
ふ
。
落
山
が
如
何
に
意
思
の

強
か
っ
た
人
?
わ
る
か
に
、
山
似
が
青
年
の
一
切

κ心
身
bq-
鍛
納
ず
る
鈴
め
に
力
め
穴
日
常
生
活
を
見
れ
ば
明
か
で
あ
る
。
即
ち
蕃
山
は

集
義
外
宝
田
削
簡
の
二
に
次
の
如
く
述
懐
し
て
ゐ
る
。

「
愚
拙
十
六
む
ば
か
り
の
時
、
す
で
に
ふ
と
り
な
ん
と
せ
し
に
‘
他
人
の
ふ
と
り
で
進
退
不
自
由
を
見
て
存
候
は
、

か
〈
身
貫
〈

て
武
士
の
達
者
は
成
が
た
か
ら
ん
、

い
か
に
も
し
て
ふ
と
ら
ぬ
よ
う
に
と
忠
ひ
丘
、
そ
れ
よ
り
帯
を
と
き
て
寝
十
、
美
味
を
食
は

十
、
酒
を
の
ま
や
、
男
女
の
一
人
道
を
絶
つ
こ
と
十
年
友
り
き
。
江
戸
づ
め
に
て
山
野
の
っ
と
め
友
ら
ぬ
所
に
て
は
、
鎗
を
つ
か
ひ

太
刀
を
・
な
ら
ひ
と
の
ゐ
所
に
も
、

ね
つ
ピ
ら
の
中
に
木
刀
と
草
履
を
入
れ
、
人
し
づ
ま
り
た
る
後
に
、
炭
庭
の
人
気
な
き
所
に
出

で
、
閤
に
ひ
と
り
兵
法
を
つ
か
ひ
、
火
事
の
時
に
も
見
ぐ
る
し
か
ら
じ
と
、
人
透
き
屋
の
上
を
か
け
り
候
へ
ば
、
ま
れ
に
見
付
た

る
者
は
天
狗
也
い
ざ
な
は
ん
と
申
た
る
げ
に
候
。
是
は
二
十
よ
り
内
の
事
に
て
あ
ま
り
に
過
た
る
に
て
候
。
共
以
後
も
鷹
を
も
た

熊
薄
様
山
研
究
序
詑
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ね
ば
夏
の
暑
気
に
も
日
中
に
餓
砲
を
も
ち
旧
叫
に
出
で
雲
雀
を
う
ち
、
霜
月
極
月
の
零
霜
を
分
て
山
中
に
入
り
候
へ
ど
も
、
夜
衣
蒲

国
持
た
せ
た
る
事
な
し
。
う
す
棉
の
は
だ
衣
の
上
に
木
綿
給
か
た
ね
た
る
ば
か
り
に
て
、
扶
笥
一
つ
持
せ
た
る
も
、
宇
は
税
紙
菩

物
に
て
小
袖
二
つ
ば
か
り
入
た
る
ま
で
に
で
、
民
の
家
の

b
ば
ち
た
る
に
行
か
L
り
に
泊
候
き
、
共
外
の
っ
と
め
は
く
は
し
く
申

に
及
ば
や
候
、
一
二
十
七
八
歳
迄
か
〈
の
如
く
勉
め
候
故
に
終
に
ふ
と
わ
り
申
さ
や
候
」

務
山
の
如
皆
様
生
は
到
底
部
k
u
弱
行
の
徒
の
注
し
い
認
は
ぎ
る
州
で
あ
る
。
務
山
は
宕
の
一
如
く
活
向
で
あ
り
荒
川
川
が
強
制
で
め
っ
た

t
h

め
人
に
技
し
て
又
頗
る
謙
遜
で
あ
っ
た
が
、
然
か
も
見
る
者
は
蕃
山
に
剣
難
の
相
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
と
い
ふ
。
先
荷
叢
談
巻
一
一
一

に
失
の
如
く
記
さ
れ
て
居
る
。

「
嘗
℃
某
侯
に
至
り
入
る
に
及
で

一
士
人
威
儀
特
に
秀
で
骨
棋
の
非
常
た
る
を
見
、
相
輿
に
目
を
張
り
、
注
腕
す
る
こ
と
し
ば
ら

く
す
、
遂
に
一
言
を
交
へ
や
。
侯
を
見
て
日
〈
、
余
一
士
を
見
る
、
知
ら
や
、
仕
官
乎
、
附
附
た
由
民
士
か
。
侯
臼
く
、
渠
吾
が
矯
め

に
兵
書
を
議
や
る
底
土
由
井
氏
部
助
怠
る
者
也
。
蕃
山
色
を
正
し
て
日
く
、
余
共
の
貌
p-熟
腕
し
以
て
共
の
意
を
察
す
。
君
復
た

彼
か
如
の
士
を
近
く
る
勿
れ
と
。
他
日
正
雲
亦
来
り
て
侯
を
見
て
同
く
、
前
日
返
朝
の
比
、
某
衣
某
形
の
人
を
見
る
、
未
だ
知
ら

歩
共
の
誰
た
る
を
、
侯
臼
〈
渠
れ
五
口
に
説
く
に
経
書
を
以
て
す
、
岡
山
の
臣
熊
調
停
次
邸
八
た
る
者
也
。
正
雪
色
b
L
正
し
て
同
く
、

余
共
の
貌
を
熟
腕
し
以
て
そ
の
意
を
察
す
。
君
復
た
彼
が
如
き
の
士
を
近
〈
る
勿
れ
と
」

右
の
設
は
間
取
し
て
有
り
し
事
か
否
か
疑
問
で
あ
る
が
、
蕃
山
が
由
井
正
雲
と
同
じ
く
、
心
中
何
等
か
期
す
る
所
る
り
、

一
癖
も
二

癖
も
る
っ
た
人
物
に
遠
ひ
泣
い
。
叉
蕃
山
は
頗
る
高
慢
の
士
で
あ
っ
た
と
も
い
は
れ
て
居
る
。
と
れ
も
蕃
山
の
身
に
禍
ひ
し
た
一
一
凶

で
あ
る
。
例
へ
ば
、
藤
樹
先
生
の
教
を
受
け
ん
と
し
て
再
三
門
を
叩
い
て
た
き
乍
ら
、
後
に
著
は
し
た
る
書
中
に
は
敢
え
℃
藤
樹
先



F
4
M
冶
歩
私
設
ヨ
仏

生
と
呼
ぽ
下
、
中
江
氏
と
稽
し
、
そ
の
暴
風
を
江
西
の
撃
と
呼
び
、
未
熟
の
聞
宇
友
り
と
冷
笑
せ
る
が
如
き
場
合
タ
く
左
い
。
故
に
藤

樹
同
門
の
士
西
川
季
格
は
そ
の
著
集
義
和
害
額
非
に
於
て
、
蕃
山
を
非
難
し
亡
狼
疾
の
人
と
い
び
、
「
高
浦
至
極
左
り
、
す
向
満
基
し

き
放
に
我
分
量
を
知
ら
や
、
恥
づ
ぺ
き
の
至
り
た
り
」
と
指
弾
し
て
居
る
。

併
し
他
国
に
於
て
、
大
江
俊
光
の
如
き
蕃
山
に
親
笑
せ

し
も
の
は
、
「
入
徳
島
T

術
之
示
、
生
前
之
大
幸
、
多
一
泊
先
多
国
山
。
不
閣
内
義
也
、
日
本
之
大
賢
君
子
と
可
謂
人
也
」
と
い
ひ
、
審
山
は
入
製

の
工
夫
を
こ
ら
し
て
修
養
に
之
れ
カ
め
、
そ
の
子
に
封
し
で
も
高
慢
の
心
あ
る
ぺ
か
ら
ざ
る
を
説
い
て
居
る
。
段
饗
何
れ
が
正
し
き

か
考
へ
及
ば
ざ
る
所
で
あ
る
。
惟
ふ
に
蕃
山
は
こ
の
相
反
馳
せ
る
性
格
を
有
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
が
、
例
へ
ば
、
悌
教
を
甚
し
く

排
撃
し
て
沿
き
な
が
ら
、
伶
侶
と
親
交
の
あ
っ
た
も
の
が
少
〈
友
い
、
又
僧
侶
に
し
て
蕃
山
を
崇
拝
せ
し
も
の
が
多
々
あ
っ
た
。
深

事
の
日
蓮
伶
一
花
政
の
如
き
は
前
持
活
心
竪
間
な
る
を
以
て
名
高
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
務
山
lι

定
政
と
は
誠
に
深
台
、
交
り
の
問
析
で

あ
っ
た
。
組
役
職
は

rが
人
を
打
〈
h
U
と
と
の
出
械
な
か
っ
た
人
と
問
ん
は
れ
る
ロ

さ
れ
ば
と
Z
L
L

蕃
山
が
浪
人
と
し
て
京
仰
に
在
る

問
、
営
面
注
減
の
的
と
左
る
迄
に
貴
闘
酬
の
士
が
出
入
し
た
の
で
あ
る
。
と
か
〈
問
題
を
起
し
易
い
人
で
あ
り
、
人
格
の
上
に
多
少
の

論
議
の
徐
地
あ
る
に
し
て
も
‘
営
時
の
一
大
人
傑
で
る
っ
た
こ
と
は
何
人
も
疑
ふ
こ
と
は
出
来
友
い
。
鼻
柱
の
強
き
こ
と
に
於
て
は

蕃
山
を
凌
戸
、
程
の
荻
生
狙
徳
ず
ら
、
「
熊
津
集
書
不
使
未
見
共
書
、
也
門
間
共
人
太
聴
明
、

苦
.
百
年
来
儒
者

E
壊
、
人
材
則
蕃
山
、
閣
情

問
則
仁
出
端
、
徐
子
磁
土
木
足
敦
也
」
と
謙
遜
し
、
又
「
伊
藤
仁
粛
道
徳
、

能
川
津
了
介
英
才
、
典
余
之
事
術
合
而
潟
て
則
可
謂
聖
人

会
」
と
い
っ
て
居
る
。
永
富
濁
噺
庵
は
「
値
武
以
来
豪
傑
之
士
四
人
、
山
市
比
素
行
、
熊
湾
了
介
、
伊
藤
仁
策
、
物
但
抹
」
と
い
ひ
、
服

部
南
郭
は
「
予
議
熊
樺
了
介
経
済
説
、
足
踏
共
地
、
口
論
共
政
・
事
々
確
設
、
不
似
他
人
之
空
言
突
」
と
稿
揚
し
て
居
る
。
そ
の
他
太

宰
春
台
、
湯
浅
常
山
、
藤
田
幽
谷
等
は
そ
の
政
治
経
済
の
皐
に
つ
き
で
は
大
に
影
響
を
受
く
る
所
あ
り
、
何
れ
も
蕃
山
の
人
才
を
稽

環
揮
誼
叶
山
研
究
序
話
• 

三
四
九
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互王。

拐
し
て
居
る
。
亦
以
て
蕃
山
が
如
何
に
不
世
出
の
人
傑
で
あ
っ
た
か
を
知
る
に
足
ら
ん
。

四

結

r1 

以
上
は
極
め
て
簡
単
に
蕃
山
の
事
歴
を
述
べ
、
且
つ
彼
の
所
設
が
如
何
な
る
現
賓
的
恭
礎
に
虫
っ
か
を
説
明
し
た
に
す
古
川
、
な
い
。

蕃
山
は
最
初
の
聞
は
頗
る
花
々
し
含
治
動
を
な
し
た
る
に
反
し
、
晩
年
は
極
め
て
み
ぢ
め
託
生
活
に
沈
治
し
て
、

そ
の
主
張
は
省
み

，占
p

h

〉

4
1斗
F

i
t
-

蜜
行
せ
ら
れ
た
も
の
は
少
い
付
一
れ
ど
も
、

併
し
紋
の
後
に
山
山
で
た
る
政
治
家
山
明
者
の
町
山
犯
に
影
響
し
た
る
尉
は
械
に
苦
し

き
も
の
庁
あ
る
。
絞
の
皐
読
は
必
し
も
系
統
的
に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
友
い
に
し
て
も
、
蛍
時
と
し
て
は
群
を
抜
ぐ
も
の

で
あ
り
、
極
端
に
い
へ
ば
、
彼
以
後
に
生
れ
た
息
一
者
の
議
論
特
に
経
済
論
政
治
論
は
、
春
山
の
所
誌
の
焼
き
直
ほ
し
で
あ
り
、
そ
の

敷
初
で
あ
る
と
も
考
へ
ら
る
ミ
。
本
稿
に
於
て
は
蕃
山
が
主
と
し
て
如
何
な
る
問
題
を
論
議
し
た
か
の
輪
府
酬
を
述
ぺ
た
に
止
る
。
そ

の
如
何
左
る
論
嫁
に
よ
れ
る
か
、
又
如
何
な
る
思
想
を
展
開
せ
る
か
は
、
他
の
機
舎
に
稿
を
夏
め
て
詳
説
す
る
預
定
で
あ
る
。

又

々
の
出
典
も
紙
面
の
都
合
に
て
全
部
を
呈
示
す
る
事
を
避
け
た
。


