
は
じ
め
に　

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
蔵
開
巻
は
、
俊
蔭
巻
の
世
界
を
受
け
て
俊

蔭
一
族
の
物
語
を
語
り
直
し
、
仲
忠
が
、
祖
父
俊
蔭
の
学
問
と
琴き
ん

の
継
承
者
と
し
て
新
生
す
る
巻
で（
１
（、
第
二
部
の
始
発
に
位
置
す

る
。
仲
忠
は
、
私
的
に
は
朱
雀
帝
の
娘
で
あ
る
妻
女
一
の
宮
と
娘

い
ぬ
宮
を
大
切
に
す
る
「
ま
め
人
」
で
あ
り
、
公
的
に
は
上
巻
末

で
右
大
将
に
昇
進
し
、
中
巻
で
は
蔵
で
発
見
さ
れ
た
俊
蔭
の
日
記

な
ど
を
帝
に
講
書
し
、
そ
の
学
問
の
才ざ
え

を
認
め
ら
れ
、
政
治
家
と

し
て
徐
々
に
影
響
力
を
高
め
て
い
く
理
想
的
な
人
間
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
東
宮
に
入
内
し
た
あ
て
宮
へ
の
思
い

を
持
ち
続
け
、
そ
の
容
貌
に
関
心
を
示
し
た
り
、
宮
中
の
行
事
で

垣
間
見
た
女
童
「
こ
れ
こ
そ
」
に
恋
文
を
袴
に
付
け
て
贈
っ
た
り

と
「
色
好
み
」
な
面
も
描
か
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
蔵
開
上
巻
の
仲
忠
が
右
大
将
昇
進
の
挨
拶
に
源
涼

の
住
ま
い
を
訪
れ
た
場
面
に
は
、
祝
賀
の
空
間
で
仲
忠
と
女
童
の

出
逢
い
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
川
で
仙
女
と
出
逢
う
神
仙
譚
の

話
型
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
よ
う
な

話
型
を
持
つ
神
仙
譚
と
し
て
柘
枝
伝
説
が
あ
り
、
五
節
の
舞
と
と

も
に
吉
野
に
由
来
す
る
が
、
柘
枝
伝
説
と
こ
の
場
面
と
の
関
係
性

に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
次
の
蔵
開
中
巻
で
、
仲
忠
は
父
兼
雅
の

妻
妾
の
住
む
一
条
殿
を
訪
れ
た
際
、
妻
妾
の
一
人
で
あ
っ
た
親
友

仲
頼
の
妹
と
出
逢
う
が
、
そ
こ
で
も
神
仙
譚
『
遊
仙
窟
』
の
語
り

の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
、
男
女
の
掛
け
合
い
を
利
用
し
て
下
巻
へ

と
話
が
展
開
す
る
と
と
も
に
、
仲
忠
を
理
想
的
な
人
物
と
し
て
造

型
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
い
。
さ
ら
に
、
蔵
開
上
巻
で

あ
て
宮
の
容
貌
を
典
侍
が
仲
忠
に
語
る
際
に
も
『
遊
仙
窟
』
が
引

用
さ
れ
、
語
り
の
方
法
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ

れ
ら
の
場
面
に
共
通
す
る
機
知
的
な
会
話
や
語
り
の
方
法
は
、
俊

蔭
の
娘
が
そ
の
話
の
中
心
と
な
る
内
侍
の
か
み
巻
か
ら
始
ま
り
、

蔵
開
巻
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
も
論
じ
て
い
き
た
い
。

蔵
開
巻
に
お
け
る
神
仙
譚
を
利
用
し
た
語
り
の
方
法
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一　

仲
忠
と
女
童
の
祝
賀
の
場
で
の
出
逢
い

ま
ず
、
仲
忠
が
右
大
将
に
昇
進
し
、
正
頼
邸
の
源
涼
と
そ
の
妻

さ
ま
宮
が
住
む
西
北
の
対
を
訪
れ
る
場
面
に
お
い
て
、
仲
忠
の
昇

進
を
祝
賀
す
る
語
り
の
方
法
を
検
討
し
た
い
。

源
中
納
言
殿
の
方
を
見
や
り
た
ま
へ
ば
、
ａ
青
色
の
簾
に
綺

の
端
さ
し
て
懸
け
渡
し
た
り
。
高
欄
に
押
し
か
か
り
て
、
簀

子
に
ｂ
童
八
人
ば
か
り
、
青
色
に
蘇
枋
襲
、
綾
の
上
の
袴
、

濃
き
衵
着
て
並
み
居
た
り
。
御
簾
の
う
ち
に
、ｃ
四
五
間
に
、

赤
色
の
唐
衣
、
そ
れ
も
濃
き
袿
ど
も
う
ち
出
で
つ
つ
着
た
る

人
、
居
並
み
た
り
。
大
将
立
ち
と
ど
ま
り
て
、「
君
は
お
は

す
や
」。
童
べ
、「
今
朝
内
裏
へ
参
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
」。
お
と

ど
、「
御
方
に
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
。
よ
ろ
こ
び
に
な
む
、

こ
た
び
は
か
た
じ
け
な
き
心
地
す
る
を
、
か
つ
は
聞
こ
え
さ

す
る
」
と
て
、
ｄ
遣
水
の
ほ
ど
よ
り
お
は
し
過
ぐ
れ
ば
、
ｅ

う
な
ゐ
ど
も
扇
を
叩
き
て
、「
ｆ
名
取
川
に
鮎
釣
る
お
と
ど

の
」
と
歌
ひ
合
へ
り
。
大
将
見
や
り
て
、「
さ
の
た
ま
ふ
と

も
、
ｇ
え
知
ら
ず
や
」
と
て
お
は
し
ぬ
。（
四
三
二
・
四
三

三
）

そ
の
住
ま
い
の
御
簾
は
、
ａ
に
あ
る
よ
う
に
青
色
で
、
そ
の
帽も

額こ
う

は
錦
に
似
た
絹
織
物
で
あ
る
「
綺
」
が
引
き
渡
し
て
あ
る
。
女

童
は
ｂ
の
装
束
を
着
て
並
ん
で
座
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
、
嵯
峨

の
院
巻
の
后
宮
の
御
賀
の
よ
う
な
祝
賀
の
折
の
装
束
と
ほ
ぼ
同
じ

美
し
い
色
彩
の
贅
を
尽
く
し
た
装
束
を
女
童
た
ち
は
身
に
つ
け
て

い
る
。
ｃ
で
女
房
た
ち
は
赤
色
に
統
一
し
て
簾
の
下
か
ら
衣
を
出

す
打う
ち
い
で出
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
祝
賀
の
際
に
華
や
か
な
彩
り
を

添
え
る
趣
向
で
あ
る
。
ａ
か
ら
ｃ
の
趣
向
と
贅
を
尽
く
し
た
室
礼

や
装
束
、
打
出
は
、
す
べ
て
涼
と
さ
ま
宮
が
指
示
し
て
仲
忠
昇
進

の
祝
賀
の
た
め
に
事
前
に
準
備
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
祝
賀
の
空
間
の
中
で
、
涼
が
不
在
の
た
め
さ
ま
宮
へ

の
挨
拶
を
伝
え
、
仲
忠
が
涼
の
住
む
西
北
の
対
の
遣
水
の
傍
ら
を

通
り
過
ぎ
よ
う
と
す
る
と
、「
う
な
ゐ
髪
の
女
童
た
ち
」（
以
下

「
女
童
た
ち
」）
が
右
大
将
に
昇
進
し
た
仲
忠
を
祝
う
か
の
よ
う

に
、
扇
拍
子
で
「
名
取
川
に
鮎
釣
る
お
と
ど
の
」
と
歌
い
合
う
。

源
涼
の
住
ま
い
は
、
後
の
国
譲
巻
で
さ
ま
宮
の
姉
で
あ
る
藤
壺

（
あ
て
宮
）
の
住
ま
い
と
な
る
が
、
特
に
遣
水
に
工
夫
が
な
さ
れ

「
異
所
に
は
似
ず
」「
こ
の
西
の
対
は
暗
き
闇
に
も
照
り
輝
き
て
ぞ

見
け
る
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
極
楽
浄
土
の
よ
う
に
こ
の
世
と
は

思
わ
れ
な
い
ほ
ど
贅
を
尽
く
し
た
情
趣
の
あ
る
住
ま
い
で
、
そ
こ

に
足
を
踏
み
入
れ
た
途
端
、
異
世
界
つ
ま
り
仙
境
に
迷
い
込
ん
だ

よ
う
な
感
じ
に
思
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

女
童
た
ち
が
歌
っ
た
「
名
取
川
に
鮎
釣
る
お
と
ど
の
」
は
、
そ

の
ま
ま
の
詞
章
を
持
つ
歌
謡
は
現
存
し
な
い
。『
承
徳
本
古
謡
集
』

に
あ
る
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
「
名
取
川　

幾
瀬
か
渡
る
や
／
七

瀬
と
も
八
瀬
と
も
知
ら
ず
う
や　

夜
し
来
し
か
ば　

あ
の
」
と
同

― （（ ― ― （（ ―



類
の
歌
謡
あ
る
い
は
同
意
の
歌
謡
の
詞
章
を
即
興
に
歌
い
換
え
た

と
考
え
ら
れ
る（
２
（。「
名
取
川
」
は
、『
古
今
集
』
恋
三
の
忠
岑
歌
「
陸

奥
に
あ
り
と
い
ふ
な
る
名
取
川
な
き
名
取
り
て
は
苦
し
か
り
け

り
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
な
き
名
を
取
る
」、
つ
ま
り
身

に
覚
え
の
な
い
恋
の
噂
を
さ
れ
る
こ
と
の
喩
え
と
し
て
恋
の
歌
に

詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
風
俗
歌
「
名
取
川
」
は
、「
名
取
川
の

幾
つ
の
瀬
を
渡
っ
た
の
か
、
七
瀬
と
も
八
瀬
と
も
わ
か
ら
な
い
、

夜
に
来
た
の
で
、
あ
あ
」
と
解
釈
で
き
る
が
、「
恋
人
の
も
と
へ

遥
々
と
何
度
も
通
っ
て
、
浮
き
名
を
流
し
て
い
る
様
子
」
が
想
起

さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、「
名
取
川
幾
瀬
か
渡
る
や
」
と
「
七
瀬
と

も
八
瀬
と
も
知
ら
ず
う
や
夜
し
来
し
か
ば
あ
の
」
は
問
答
体
の
歌

謡
で
あ
り（
３
（、
こ
の
場
面
で
は
女
童
た
ち
と
仲
忠
の
問
答
に
な
っ
て

い
る
。「
名
取
川
」
の
「
名
」
に
は
、
仲
忠
が
右
大
将
に
昇
進
し

た
「
名
声
」
と
、
恋
に
い
わ
れ
の
な
い
「
浮
き
名
」
を
取
る
と
い

う
二
重
の
意
味
が
あ
る
。

女
童
た
ち
が
歌
っ
た
「
名
取
川
に
鮎
釣
る
お
と
ど
の
」
の
詞
章

に
あ
る
「
鮎
釣
る
」
の
詠
ま
れ
た
歌
が
、『
萬
葉
集
』
巻
五
の
「
松

浦
川
に
遊
ぶ
序
」
に
続
く
相
聞
歌
群
（
以
下
、「
松
浦
川
序
と
歌
」）

に
あ
る
。

ｈ
余

や
つ
か
れ、

暫
た
ま
さ
かに
松
浦
の
県あ
が
たに
往
き
て
逍
遥
し
、
聊
か
に
玉
島
の

潭ふ
ち

に
臨
み
て
遊
覧
す
る
に
、
忽
ち
に
ｉ
魚
を
釣
る
女を

と
め子

等
に

値あ

ひ
ぬ
。
…
…
ｊ
僕

や
つ
か
れ問

ひ
て
曰
く
、「
誰
が
郷
誰
が
家
の
児こ

ら
そ
、
け
だ
し
ｋ
神
仙
な
ら
む
か
」
と
い
ふ
。
ｌ
娘を

と
め等

皆
咲ゑ

み
答
へ
て
曰
く
、「
児わ

れ等
は
漁あ

ま夫
の
舎い
へ

の
児
、
草
の
庵
の
微い
や

し
き
者
な
り
。
郷
も
な
く
家
も
な
し
、
…
…
ｍ
今
邂
逅
に
貴

客
に
相
遇
ひ
ぬ
。
感
応
に
勝
へ
ず
、
…
…
時
に
、
ｎ
日
は
山

の
西
に
落
ち
、
驪
馬
去
な
む
と
す
。
…
…

　
　
ｏ
蓬
客
等
の
更
に
贈
る
歌
三
首

松
浦
川
川
の
瀬
光
り
ｐ
鮎
釣
る
と
立
た
せ
る
妹
が
裳
の
裾
濡

れ
ぬ
（
八
五
五
）

松
浦
な
る
玉
島
川
に
ｑ
鮎
釣
る
と
立
た
せ
る
ｒ
児
ら
が
家
道

知
ら
ず
も
（
八
五
六
）

遠
つ
人
松
浦
の
川
に
ｓ
若
鮎
釣
る
妹
が
手
本
を
我
こ
そ
ま
か

め
（
八
五
七
）

「
松
浦
川
序
と
歌
」
は
、
序
と
男
の
歌
、
そ
れ
に
答
え
る
「
女
子
」

の
歌
、
さ
ら
に
三
首
ず
つ
の
和
歌
の
贈
答
、
後
人
追
和
の
歌
三
首

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
序
は
漢
文
で
書
か
れ
て
お
り
、
歌
と
あ
わ

せ
て
『
文
選
』
の
情
賦
群
や
『
遊
仙
窟
』
な
ど
を
模
倣
し
た
作
品

と
な
っ
て
い
る
。
松
浦
川
を
仙
境
に
見
立
て
、
そ
こ
で
出
会
っ
た

「
鮎
釣
る
」「
女
子
」
を
仙
女
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
序
の
ｉ
「
魚

を
釣
る
女
子
等
」
は
、
歌
で
は
ｐ
「
鮎
釣
る
」「
妹
」、
ｑ
「
鮎
釣

る
」「
児
ら
」、
ｓ
「
若
鮎
釣
る
妹
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

ｈ
ｊ
は
『
遊
仙
窟
』
な
ど
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
自
称
表
現
で
、
ｊ

ｌ
の
問
答
は
『
遊
仙
窟
』
冒
頭
に
あ
る
主
人
公
張
郎
が
谷
川
で
十
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娘
に
仕
え
る
「
桂
心
」
と
出
逢
う
際
の
問
答
に
類
似
し
て
い
る
が
、

こ
の
問
答
に
つ
い
て
は
四
で
後
述
す
る
。
ｋ
に
「
神
仙
」
の
語
が

見
え
、
ｍ
の
漢
文
「
今
以
邂
逅
相
遇
貴
客
」
は
、
す
ば
ら
し
い
男

性
と
た
ま
た
ま
出
逢
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
「
貴
客
」
が
ｏ

の
「
蓬
客
」
で
、「
蓬
莱
」(

常
世
の
国
）
の
よ
う
な
仙
境
を
訪
れ

た
客
人
と
と
ら
え
る（
４
（。

蔵
開
巻
で
高
欄
に
押
し
か
か
っ
て
、
簀
子
に
「
童
八
人
ば
か
り
」

が
並
ん
で
座
っ
て
い
る
様
子
が
、
ｉ
「
魚
を
釣
る
女
子
等
」
の
姿

と
重
な
る
。
川
の
名
が
九
州
「
松
浦
川
」
か
ら
陸
奥
「
名
取
川
」

に
詠
み
換
え
ら
れ
て
伝
承
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る（
５
（。「
女

子
」
が
「
お
と
ど
」
の
設
定
に
変
え
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
松
浦
川

に
逍
遥
に
訪
れ
た
男
の
妻
問
い
の
和
歌
が
、
女
童
た
ち
の
仲
忠
へ

問
い
か
け
る
歌
謡
と
な
り
、
男
女
が
逆
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
問
い
か
け
ら
れ
た
仲
忠
が
再
び
、
も
と
の
男
か
ら
女
へ

の
問
い
か
け
に
戻
し
て
い
る
と
考
え
る
と
、
仲
忠
の
「
え
知
ら
ず

や
」
は
八
五
六
番
歌
の
ｒ
「
児
ら
が
家
道
知
ら
ず
も
」
を
も
と
に

し
て
、
女
童
の
家
や
名
前
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
女
童
た

ち
に
答
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
で
女
童
た
ち
が
一
斉
に
仲
忠
に
歌
い
か
け
る

問
答
の
背
景
に
は
、「
松
浦
川
序
と
歌
」
や
『
萬
葉
集
』
巻
十
六

に
あ
る
「
竹
取
翁
の
物
語
」
の
よ
う
な
複
数
の
娘
子
が
男
に
声
を

掛
け
る
と
い
う
話
型
を
重
ね
て
詠
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
竹
取
翁

の
物
語
」
の
漢
文
の
序
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

昔
老お
き
な翁
あ
り
。
号よ
び
なを
竹
取
の
翁
と
い
ふ
。
こ
の
翁
季
春
の
月

に
、
丘
に
登
り
遠
く
望
み
は
る
かす
。
忽
ち
に
羹
あ
つ
も
のを
煮
る
九こ
こ
の
た
り箇の
女を
み
な子

に
値
ひ
ぬ
。
ｔ
百
の
嬌こ

び

は
儔た

ぐ
ひな

く
、
花
の
容か

ほ

は
匹た

ぐ
ひな

し
。
こ

こ
に
娘を
と
め子
等
、
老
翁
を
呼
び
嗤
ひ
て
曰
く
、「
叔
父
来
れ
、

こ
の
燭
火
を
吹
け
」
と
い
ふ
。
…
…
竹
取
の
翁
謝か
し
こま
り
て
曰

く
、「
ｕ
非お

も
は
ざ慮

る
外ほ

か

に
、
偶

た
ま
さ
かに

神
仙
に
逢
ひ
ぬ
。
…
…
」

翁
が
複
数
の
「
女
子
」
と
出
逢
い
、
歌
を
贈
答
す
る
点
で
、
先

の
「
松
浦
川
序
と
歌
」
に
共
通
し
、『
遊
仙
窟
』
の
影
響
が
ｔ
の

「
女
子
」
の
容
貌
表
現
な
ど
随
所
に
見
ら
れ
る
。
ｕ
の
原
文
は
「
非

慮
之
外
、
偶
逢
神
仙
」
と
あ
り
、
ｍ
と
ほ
ぼ
同
意
で
、
た
ま
た
ま

翁
は
「
仙
女
」
に
出
逢
っ
た
と
す
る
。「
仙
女
」
か
ら
の
問
い
か
け
、

そ
れ
に
答
え
る
人
間
の
男
の
よ
う
な
話
型
の
パ
タ
ー
ン
が
背
景
に

あ
る
。「
松
浦
川
に
遊
ぶ
序
」
の
ｎ
は
、
洛
水
と
い
う
川
の
女
神

に
出
会
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
『
文
選
』
の
「
洛
神
賦
」
に
よ
る
表

現
で
、
日
が
山
の
西
に
落
ち
黒
駒
は
帰
り
を
急
い
で
い
る
と
い
う

意
味
だ
が
、「
洛
神
賦
」
で
は
神
仙
の
時
間
の
始
ま
り
を
意
味
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
蔵
開
巻
で
は
、
遣
水
が
川
に
、
ま
た
、
遣
水
を

通
り
過
ぎ
る
仲
忠
が
「
鮎
釣
る
お
と
ど
」
に
見
立
て
ら
れ
、
あ
た

か
も
仲
忠
は
仙
境
に
迷
い
込
ん
だ
男
の
よ
う
で
あ
る
。
女
童
た
ち

は
「
仙
女
」
に
擬
せ
ら
れ
、
女
童
た
ち
と
仲
忠
の
歌
謡
に
よ
る
問
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答
が
相
聞
歌
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
蔵
開
巻
が
「
松
浦
川
序

と
歌
」
を
直
接
引
用
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
類

似
し
た
伝
承
歌
等
も
含
め
て
、
川
で
男
が
仙
女
と
出
逢
う
と
い
う

神
仙
譚
の
話
型
が
仲
忠
と
女
童
た
ち
と
の
出
逢
い
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。

二　

吉
野
に
由
来
す
る
柘
枝
伝
説
と
五
節
の
舞

川
で
男
が
仙
女
と
出
逢
う
と
い
う
神
仙
譚
と
し
て
、
日
本
に

は
、
柘
枝
伝
説
が
あ
り
『
懐
風
藻
』
や
『
万
葉
集
』
に
詠
ま
れ
て

い
る
が
そ
の
全
容
は
不
明
で
あ
る
。
内
容
の
概
略
は
、
昔
、
美う
ま
し稲

と
い
う
男
が
、
吉
野
川
で
魚
を
釣
っ
て
い
る
と
、
柘
枝
が
流
れ
て

き
て
、
美
稲
に
拾
わ
れ
て
化
生
し
、
仙
女
と
な
っ
て
二
人
は
出
逢

い
相
聞
の
歌
を
交
わ
す
と
い
う
内
容
で
あ
る（
６
（。『
懐
風
藻
』
の
「
駕

に
吉
野
宮
に
従
ふ
」（
一
〇
二
）
に
は
、「
在む
か
し昔
魚
を
釣
り
し
士を
と
こ」

と
美
稲
は
紹
介
さ
れ
、「
吉
野
川
に
遊
ぶ
」（
九
八
）
に
は
、「
梁

の
前
に
柘
吟
古
り
」
と
あ
り
、「
魚
を
採
る
梁
の
前
で
仙
女
と
な
っ

た
柘
枝
と
美
稲
が
唱
和
し
た
歌
は
す
で
に
古
く
な
っ
て
い
る
」
と

詠
ま
れ
て
い
る
。

中
国
の
漢
籍
で
は
、
晋
の
陶
淵
明
に
よ
る
「
桃
花
源
記
」
に
、

「
晋
太
元
中
、
武
陵
の
人
魚
を
捕
ら
ふ
る
を
業
と
為
す
。
渓
に
縁

り
て
行
き
、
路
の
遠
近
を
忘
れ
、
忽
ち
桃
花
の
林
に
逢
ふ
。」
と

あ
り
、
漁
夫
が
谷
川
に
沿
い
舟
で
上
っ
て
い
く
と
桃
の
花
咲
く
仙

境
に
至
り
、
女
性
と
は
限
ら
な
い
が
仙
人
た
ち
に
出
逢
う
。
ま
た
、

『
遊
仙
窟
』
の
主
人
公
張
郎
は
漁
夫
で
は
な
い
が
、
小
舟
に
乗
り

谷
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
桃
源
郷
に
到
達
し
、
仙
女
十
娘
に
出
逢
う
。

中
国
の
二
作
品
は
、
川
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
、
桃
源
郷
の
よ
う
な

神
仙
境
が
描
か
れ
る
の
に
対
し
、
日
本
の
柘
枝
伝
説
で
は
吉
野

川
、「
松
浦
川
序
と
歌
」
で
は
松
浦
川
と
、
現
実
に
実
在
す
る
川

で
男
が
仙
女
に
出
逢
う
よ
う
に
変
更
さ
れ
、
出
逢
い
得
た
こ
と
ま

で
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。

「
松
浦
川
序
」
に
あ
る
「
邂
逅
相
遇
」
は
、『
遊
仙
窟
』
に
も
見

え
る
語
で
、
た
ま
た
ま
偶
然
に
出
会
う
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
『
詩
経
』
鄭
風
「
野
有
蔓
草
」
を
典
拠
と

す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
詩
の
第
一
章
は
「
野
有
蔓
草
、
零
露
溥

兮
。
有
美
一
人
、
清
揚
婉
兮
。
邂
逅
相
遇
、
適
我
願
兮
。」
と
あ
り
、

美
し
い
人
が
い
て
そ
の
人
と
た
ま
た
ま
出
会
い
私
の
願
い
は
か
な

え
ら
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
蔵
開
巻
の
こ
の
場
面
で
神
仙
譚

の
話
型
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、「
邂
逅
相
遇
」
を
描
く
た
め
で
あ

り
、
仲
忠
の
右
大
将
昇
進
と
い
う
祝
賀
の
特
別
な
非
日
常
の
空
間

の
中
で
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
。

涼
邸
の
室
礼
は
、
仲
忠
の
昇
進
を
祝
う
た
め
に
、
帽
額
に
ま
で

特
別
に
趣
向
を
こ
ら
し
て
い
た
が
、
こ
の
室
礼
は
、
宮
中
の
五
節

の
舞
の
行
事
で
の
五
節
所
を
連
想
さ
せ
る
趣
向
で
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
る（
７
（。
ま
た
、
女
童
た
ち
に
よ
る
扇
拍
子
の
歌
は
、
五
節
舞
の
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御
前
試
の
前
に
行
わ
れ
る
殿
上
の
淵
酔
後
、
酒
を
賜
っ
た
殿
上
人

が
乱
舞
し
て
五
節
の
局
を
め
ぐ
り
、
扇
拍
子
に
よ
っ
て
朗
詠
や
今

様
な
ど
を
歌
う
趣
向
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ

る（
８
（。
宮
中
の
局
ど
も
の
前
で
は
な
く
、
正
頼
邸
の
「
方
々
の
御
前
」

を
渡
っ
て
、
従
者
た
ち
を
引
き
連
れ
て
昇
進
挨
拶
す
る
仲
忠
が
殿

上
人
に
見
立
て
ら
れ
、
仲
忠
で
は
な
く
女
童
た
ち
が
扇
拍
子
で

歌
っ
て
い
る
。
後
に
こ
の
女
童
の
一
人
「
こ
れ
こ
そ
」
は
、
宮
中

で
承
香
殿
女
御
に
使
え
て
い
た
女
童
と
わ
か
る
が
、
そ
の
よ
う
な

女
童
で
あ
れ
ば
、
宮
中
で
殿
上
人
が
行
う
扇
拍
子
の
様
子
も
目
に

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
余

興
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
五
節
の
舞
は
、
大
嘗
祭
や
新

嘗
祭
に
行
わ
れ
る
女
楽
で
、
宮
中
の
公
式
行
事
で
あ
り
、
天
武
天

皇
が
吉
野
宮
で
天
女
の
舞
を
見
た
こ
と
に
由
来
し
、
吉
野
は
神
仙

境
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
述
し
た
柘
枝
伝
説
は
吉
野

川
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。

蔵
開
中
巻
に
は
、
仲
忠
が
涼
に
男
児
の
産
養
の
祝
い
を
贈
り
、

涼
と
手
紙
の
贈
答
を
す
る
祝
賀
の
場
面
が
あ
る
。

日
暮
れ
ぬ
れ
ば
、
か
の
源
中
納
言
殿
に
、
家
司
の
中
に
心
あ

る
を
召
し
て
奉
れ
た
ま
ふ
。
御
消
息
、「
あ
れ
は
か
の
ａ
『
暮

れ
に
』
と
の
た
ま
ひ
し
人
に
と
て
、
な
ど
申
せ
よ
」
と
ぞ
あ

り
け
る
。
大
将
帰
り
た
ま
ひ
ぬ
。
そ
の
夜
は
、
梳け
づ
り
ぐ
し髪せ
さ
せ

湯
殿
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
中
納
言
殿
の
御
消
息
聞

こ
ゆ
。「（
涼
）
ｂ
悔
い
こ
そ
設
く
と
い
ふ
な
れ
、
か
ね
て
こ

そ
は
と
な
む
。ｃ
名
取
川
と
も
聞
こ
え
さ
す
め
り
」
と
あ
り
。

（
五
〇
一
・
五
〇
二
）

こ
の
部
分
は
、
脱
文
な
ど
も
考
え
ら
れ
、
解
釈
が
困
難
で
は
あ

る
が
、
ま
ず
、
風
俗
歌
「
名
取
川
」
と
の
詞
章
と
の
関
連
で
読
む

こ
と
が
可
能
で
あ
る（
９
（。
だ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
仲
忠
の
昇
進

挨
拶
時
に
涼
は
不
在
で
あ
っ
た
が
、
事
前
に
仲
忠
の
訪
問
を
予
想

し
て
、
祝
賀
に
ふ
さ
わ
し
い
室
礼
と
装
束
を
五
節
の
舞
の
趣
向
を

用
い
て
準
備
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
女
童
た
ち
が
風

俗
歌
「
名
取
川
」
と
同
類
の
歌
謡
を
仲
忠
に
歌
い
か
け
た
の
も
、

涼
の
指
示
に
よ
り
さ
ま
宮
が
実
行
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
こ
の
中
巻
の
仲
忠
と
涼
の
や
り
と
り
も
異
な
る
解

釈
の
可
能
性
が
あ
る
。
ａ
は
女
童
た
ち
に
風
俗
歌
「
名
取
川
」
を

歌
わ
せ
た
さ
ま
宮
を
さ
し
、
涼
の
ｂ
「
悔
い
こ
そ
設
く
」
や
「
か

ね
て
こ
そ
は
」
は
、
仲
忠
の
右
大
臣
昇
進
を
祝
賀
す
べ
き
場
を
事

前
に
準
備
し
て
お
け
ば
後
悔
は
し
な
い
と
し
、
さ
ま
宮
は
女
童
た

ち
に
指
示
し
て
仲
忠
に
ｃ
「
名
取
川
」
と
申
し
上
げ
さ
せ
た
よ
う

だ
と
手
紙
に
書
い
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

さ
ら
に
、
吉
野
川
に
流
れ
て
き
た
木
の
枝
が
仙
女
に
な
っ
た
と

い
う
柘
枝
伝
説
と
の
関
係
か
ら
、
ａ
の
「
く
れ
」
に
は
、
機
知
的

な
言
語
遊
戯
と
し
て
「
暮
れ
」
と
丸
太
を
表
す
「
榑
」
が
掛
詞
と

し
て
用
い
ら
れ（
（1
（

、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
ｂ
の
「
悔
い
」
に
は
川
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で
「
榑
」
を
堰
き
止
め
る
「
簗
」
の
よ
う
な
「
杭
」
の
意
味
が
掛

け
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

三　

仲
忠
と
仲
頼
の
妹
と
の
一
条
殿
で
の
出
逢
い

次
に
、
仲
忠
が
兼
雅
の
文
を
携
え
、
一
条
殿
に
女
三
の
宮
を
訪

ね
た
際
、
兼
雅
の
他
の
妻
妾
た
ち
か
ら
果
実
を
投
げ
つ
け
ら
れ
る

場
面
を
み
た
い
。

ａ
南
の
お
と
ど
よ
り
、
柑
子
を
一
つ
投
げ
て
、
大
将
を
打
つ

人
あ
り
。「
待
ち
取
る
な
る
こ
そ
」
と
て
取
り
つ
。
さ
て
出

で
た
ま
へ
ば
、
東
の
一
、
二
の
対
よ
り
、
橘
と
大
い
な
る
栗

と
投
げ
出
だ
し
た
り
。
大
将
取
り
た
ま
へ
ば
、
一
の
対
よ
り
、

年
三
十
ば
か
り
な
る
人
の
、
い
と
貴
や
か
に
愛
敬
づ
き
た
る

声
に
て
、
ｂ
「
誰
が
辺
に
か
は
」
と
い
ふ
。
大
将
、「
ｃ
浮

か
れ
人
こ
そ
し
る
し
な
れ
」
と
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。（
五
〇

八
）

女
三
の
宮
に
兼
雅
の
手
紙
を
渡
し
終
え
、
帰
ろ
う
と
す
る
仲
忠

を
待
ち
伏
せ
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
果
物
が
投
げ
つ
け
ら
れ

る
。
柑
子
は
故
式
部
卿
宮
の
中
の
君
、
橘
は
千
蔭
の
妹
、
栗
は
仲

頼
の
妹
が
投
げ
、
そ
の
中
に
は
仲
忠
の
父
兼
雅
へ
の
文
が
入
っ
て

い
た
。

ａ
の
背
景
に
は
、
潘
岳
が
果
物
を
投
げ
つ
け
ら
れ
る
故
事
（『
晋

書
』
巻
五
十
五
、
列
伝
第
二
十
五
）
が
あ
る
。

岳
美
姿
儀
、
辞
藻
絶
麗
、
尤
善
為
哀
誄
之
文
。
少
時
常
挟
弾
、

出
洛
陽
道
。
婦
人
遇
之
者
、
皆
連
手
縈
繞
、
投
之
以
果
。
遂

満
車
而
帰
。

美
男
子
と
し
て
有
名
な
晋
の
潘
岳
は
、
洛
陽
の
街
を
通
る
と
き

に
女
性
た
ち
に
果
物
を
投
げ
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
仲
忠
が

潘
岳
に
よ
そ
え
ら
れ
、
容
貌
が
優
れ
、
詩
文
に
秀
で
た
人
物
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。

仲
忠
は
、
大
き
な
栗
を
投
げ
た
仲
頼
の
妹
か
ら
、
ｂ
「
誰
が
辺

に
か
は
」
と
『
遊
仙
窟
』
の
詩
句
を
用
い
て
問
い
か
け
ら
れ
た
。

当
時
樹
上
忽
有
一
李
子
、
落
下
官
懐
中
。
下
官
詠
曰
、

　
　

問
李
樹　

如
何
意
不
同

　
　

応
来
主
手
裏　

翻
入
客
懐
中

五
嫂
即
報
詩
曰
、

　
　

李
樹
子　

元
来
不
是
偏

　
　

巧
知
娘
子
意　

ｄ
擲
菓
到
渠
辺　

張
郎
の
ふ
と
こ
ろ
に
た
ま
た
ま
落
ち
て
き
た
李
の
実
を
詩
題
と

し
て
、
張
郎
と
五
嫂
の
間
で
応
酬
さ
れ
た
機
知
に
富
む
詩
で
あ

る
。
ｂ
は
ｄ
の
「
菓
を
擲
つ
て
渠き
み

が
辺ほ
と
りに
到
れ
り
」
を
引
い
て
い

る
。
五
嫂
の
詩
に
は
、
李
の
実
が
張
郎
の
も
と
に
落
ち
た
の
を
、

張
郎
の
美
貌
を
喜
ぶ
十
娘
の
心
を
知
っ
て
、
李
の
樹
が
そ
の
実
を

張
郎
の
そ
ば
に
投
げ
て
よ
こ
し
た
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
の

背
景
に
は
、
先
述
し
た
『
晋
書
』
の
潘
岳
の
故
事
が
翻
案
さ
れ
て
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引
か
れ
、『
晋
書
』
の
「
婦
人
」
は
自
ら
の
思
い
に
よ
っ
て
「
果
」

を
「
潘
岳
」
に
投
げ
た
が
、『
遊
仙
窟
』
で
は
「
十
娘
」
の
張
郎

へ
の
思
い
を
知
る
「
李
の
樹
」
が
そ
の
「
菓
」（
＝
「
果
」）
を
張

郎
に
投
げ
て
い
る
。
こ
の
詩
で
は
張
郎
が
潘
岳
に
よ
そ
え
ら
れ
て

い
る
。
一
方
で
『
う
つ
ほ
物
語
』
も
『
晋
書
』
を
引
い
て
い
る
が
、

仲
頼
の
妹
は
仲
忠
に
好
意
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
木
の
実
で
あ

る
「
栗
」
の
実
を
仲
忠
に
投
げ
つ
け
る
が
、
そ
の
中
に
は
仲
忠
の

父
兼
雅
へ
の
手
紙
が
入
っ
て
い
た
。
こ
の
場
面
は
、
父
兼
雅
の
妻

妾
た
ち
の
住
む
一
条
殿
を
訪
問
す
る
こ
と
で
、
父
母
の
贖
罪
を
代

行
す
る
孝
子
で
あ
る
仲
忠
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
潘
岳

の
故
事
を
変
奏
し
て
そ
の
孝
子
に
手
紙
の
入
っ
た
果
物
を
投
げ
つ

け
る
こ
と
で
、
文
使
い
を
依
頼
し
て
い
る
。

『
遊
仙
窟
』
と
潘
岳
は
と
て
も
関
係
が
深
く
、
女
性
の
主
人
公

十
娘
が
「
容
貌
似
舅
、
潘
安
仁
之
外
甥
」
と
と
ら
え
ら
れ
、
ま
た
、

『
晋
書
』
に
み
ら
れ
る
潘
岳
の
故
事
が
翻
案
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て

い
た
。
さ
ら
に
、『
遊
仙
窟
』
に
は
、
潘
岳
の
「
閑
居
賦
」
や
「
射

雉
賦
」
な
ど
の
多
く
の
詩
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
張

郎
を
歴
史
上
の
実
在
の
人
物
で
あ
る
潘
岳
に
よ
そ
え
る
こ
と
で
、

張
郎
の
美
男
子
で
あ
り
詩
文
に
も
優
れ
た
風
流
人
と
し
て
の
側
面

を
強
調
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。『
う
つ
ほ
物
語
』
が
『
遊
仙
窟
』

を
引
用
す
る
こ
と
は
、『
遊
仙
窟
』
に
多
用
さ
れ
る
「
岳
美
姿
儀
、

辞
藻
絶
麗
」
と
言
わ
れ
た
実
在
の
潘
岳
が
仲
忠
に
も
重
ね
ら
れ
、

仲
忠
は
理
想
化
さ
れ
た
男
性
と
し
て
造
型
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ｃ
の
「
浮
か
れ
人
」
で
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
や
『
日
本
霊

異
記
』
の
用
例
で
は
、
古
代
、
本
籍
地
を
離
れ
て
諸
所
を
浮
浪
す

る
人
を
意
味
し
て
い
た
。
仲
忠
も
幼
い
頃
、
う
つ
ほ
で
育
っ
た
こ

と
が
俊
蔭
巻
で
語
ら
れ
て
お
り
、
古
代
の
意
味
で
も
通
用
す
る
。

だ
が
、
こ
こ
は
、
仲
頼
の
妹
か
ら
『
遊
仙
窟
』
を
用
い
た
言
葉
で

問
い
か
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、『
遊
仙
窟
』
の
文
脈
で
「
女
性

が
思
い
を
寄
せ
る
よ
う
な
風
流
な
男
性
」
の
意
味
も
重
ね
て
仲
忠

が
答
え
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
遊
仙
窟
』
が
人
物
像
を
語
る
際
に
用
い
る
言
葉
に
「
風
流
」

が
あ
る
。
張
郎
に
対
し
て
は
、「
歴
訪
風
流
、
遍
遊
天
下
。（
歴あ
ま
ねく

風
流
の
お
も
し
ろ
き
を
訪
ひ
て
遍
く
天
の
下
に
遊
び
き
）」
と
あ

り
、「
風
流
」
を
楽
し
む
人
物
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

張
郎
が
十
娘
の
寝
室
に
招
か
れ
、
再
度
十
娘
の
美
貌
が
語
ら
れ
る

際
に
は
「
資
質
天
生
有
、
風
流
本
性
饒
（
資
質
の
す
が
た
は
天
生

に
有
り
。
風
流
の
み
や
び
や
か
な
る
本
性
饒ゆ
た
かな
り
）」
と
あ
り
、

天
生
の
美
貌
と
み
や
び
な
「
風
流
」
心
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
仲
忠
だ
け
で
な
く

仲
頼
の
妹
も
、「
い
と
貴
や
か
に
愛
敬
づ
き
た
る
声
」
を
持
ち
、

み
や
び
な
風
流
を
理
解
で
き
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
。

十
娘
と
張
郎
が
最
初
に
出
会
っ
た
時
の
第
一
印
象
は
、
張
郎
は

十
娘
の
顔
を
見
て
「
神
仙
（
仙
女
）」
と
評
価
し
、
十
娘
は
張
郎
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の
詩
は
凡
庸
だ
が
実
際
に
逢
っ
た
時
に
は
、
張
郎
の
「
玉
貌
」
を

文
才
以
上
だ
と
評
価
し
て
い
る
。
張
郎
は
十
娘
の
住
む
屋
敷
を

「
神
仙
窟
」
と
し
、
十
娘
は
自
宅
を
「
文
章
窟
」
す
な
わ
ち
文
学

風
流
の
屋
敷
と
と
ら
え
、
容
貌
と
と
も
に
文
才
に
も
優
れ
た
張
郎

を
屋
敷
に
招
待
し
て
、
知
的
な
会
話
を
楽
し
む
。『
遊
仙
窟
』
と

い
う
作
品
は
、
地
の
文
が
四
六
駢
儷
文
の
た
め
流
麗
で
、
登
場
人

物
の
作
る
機
知
に
富
ん
だ
詩
で
会
話
が
進
ん
で
い
く
。
そ
の
よ
う

な
語
り
の
方
法
が
、
蔵
開
の
仲
忠
と
仲
頼
の
妹
と
の
会
話
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
蔵
開
下
で
兼
雅
と
仲
忠
が
一
条
殿
へ
女
三
の
宮
を
迎
え

に
行
っ
た
際
、
仲
忠
が
仲
頼
の
妹
を
訪
ね
て
語
り
、
二
条
院
に
迎

え
る
こ
と
を
約
束
す
る
場
面
を
み
た
い
。

右
大
将
、
少
将
の
妹
の
方
に
お
は
し
て
、
簀
子
の
も
と
に
立

ち
た
ま
へ
り
。（
仲
頼
妹
）「
あ
な
覚
え
ず
。
と
こ
ろ
違
へ
か
」

と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、（
仲
忠
）「
一
日
、
し
る
し
求
め
た
ま

ひ
し
か
ば
、
そ
れ
聞
こ
え
む
と
て
な
む
。」
い
ら
へ
、「『
か

か
る
人
の
し
る
べ
き
』
と
の
た
ま
ひ
し
か
ば
、
い
と
よ
く
ぞ

思
ひ
知
り
に
き
」
…
…
大
将
、「
…
…
一
日
も
聞
こ
え
さ
す

べ
か
り
け
れ
ど
も
、
か
く
て
お
は
す
ら
む
と
も
、
え
知
り
た

ま
へ
で
あ
り
し
を
。
打
ち
て
追
は
せ
た
ま
ひ
し
よ
し
聞
こ
え

し
か
ば
な
む
。
か
く
承
ら
ま
し
か
ば
。
山
の
君
の
あ
は
れ
に

覚
え
た
ま
へ
ば
、
か
ば
か
り
に
聞
こ
え
ま
ほ
し
く
な
む
。」

（
五
五
二
・
五
五
三
）

仲
頼
の
妹
が
『
遊
仙
窟
』
を
引
用
し
て
「
誰
が
辺
に
か
は
」
と

問
い
か
け
、
仲
忠
が
「
浮
か
れ
人
こ
そ
し
る
し
な
れ
」
と
答
え
た

会
話
を
受
け
て
、
こ
の
場
面
の
会
話
は
成
立
し
て
い
る
。
山
籠
り

す
る
仲
頼
へ
の
友
情
だ
け
で
、
仲
忠
は
仲
頼
の
妹
を
引
き
取
る
だ

ろ
う
か
。
仲
頼
の
妹
は
『
遊
仙
窟
』・『
白
氏
文
集
』「
売
炭
翁（
（（
（

」

な
ど
を
引
用
し
た
会
話
の
で
き
る
漢
詩
文
の
才
あ
る
女
性
で
あ

る
。
ま
た
、
父
兼
雅
は
「
恥
づ
か
し
く
、
若
く
よ
か
り
し
人
」
と

評
価
し
、
仲
忠
は
「
い
と
目
安
く
て
、
労
あ
る
人
」（
感
じ
が
よ
く
、

物
事
に
よ
く
通
じ
た
人
）
と
評
価
し
て
い
る
。
仲
忠
が
仲
頼
の
妹

を
自
邸
の
二
条
院
に
引
き
取
っ
た
の
は
、
好
色
心
も
あ
る
だ
ろ
う

が
、
仲
頼
と
の
昔
か
ら
の
友
情
の
た
め
で
あ
る
と
と
も
に
、
仲
頼

の
妹
が
女
房
と
し
て
優
秀
な
人
材
だ
と
文
の
や
り
取
り
な
ど
を
通

じ
て
仲
忠
が
認
め
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
仲
頼
の
妹
の
設
定

は
、『
遊
仙
窟
』
の
十
娘
の
よ
う
な
美
貌
と
才
気
に
あ
ふ
れ
た
女

性
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

蔵
開
巻
下
に
な
る
と
上
中
巻
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
物
語
は
収
束

さ
せ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
一
条
殿
に
残
さ
れ
た
父
兼
雅
の
妻

妾
た
ち
に
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
仲
忠
は
、
人
格
と
し
て
す
ぐ

れ
た
孝
子
で
は
あ
る
が
、
物
語
の
理
想
的
な
主
人
公
と
し
て
は
、

み
や
び
な
「
風
流
」
が
必
要
で
あ
り
、
蔵
開
巻
全
体
で
仲
忠
の
み

や
び
な
面
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
。『
枕
草
子
』
七
九
段
で
「
仲
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忠
が
童
生
ひ
の
あ
や
し
さ
」
と
非
難
さ
れ
た
生
い
立
ち
の
イ
メ
ー

ジ
を
一
新
す
る
か
の
よ
う
に
新
た
に
造
型
し
直
さ
れ
て
い
る
。

『
遊
仙
窟
』
は
神
仙
的
な
世
界
観
で
描
か
れ
て
い
る
。
先
述
し

た
よ
う
に
「
う
な
ゐ
ど
も
」
が
口
に
し
た
「
名
取
川
に
鮎
釣
る
お

と
ど
の
」
は
『
万
葉
集
』
の
「
松
浦
川
に
遊
ぶ
序
」
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
話
型
を
用
い
て
語
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
序
は
『
遊
仙
窟
』

を
は
じ
め
と
す
る
神
仙
世
界
を
描
い
た
漢
詩
文
を
多
く
引
い
て
い

た
。
仲
忠
の
「
風
流
」
を
描
く
の
に
漢
詩
文
を
多
用
し
、
蔵
開
巻

で
祖
父
俊
蔭
の
「
学
問
」
を
継
承
し
た
こ
と
に
関
連
性
を
持
た
せ

て
い
る
。

四　

蔵
開
巻
と
『
遊
仙
窟
』

こ
こ
で
は
、
蔵
開
巻
で
他
に
み
ら
れ
る
『
遊
仙
窟
』
の
引
用
を

み
た
い
。
こ
の
場
面
で
は
、
九
日
の
産
養
の
翌
日
、
典
侍
が
仲
忠

に
あ
て
宮
の
容
貌
を
語
っ
て
い
る
。

　
ａ 

（
典
侍
）「
か
か
り
し
人
（
藤
壺
）
こ
そ
は
、
生
ひ
出
で
た
ま

ひ
て
、
よ
ろ
づ
の
人
に
手
惑
ひ
は
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
。
今

は
い
と
い
み
じ
や
。
御
瀬
越
し
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
あ
て
に
へ

へ
や
け
さ
の
み
ま
さ
り
て
、
突
き
も
し
た
て
ま
つ
ら
ば
、
う

げ
も
し
つ
べ
き
御
顔
つ
き
に
て
、
花
折
り
た
る
ご
と
ぞ
な
り

ま
さ
り
た
ま
ふ
。
…
…
」（
四
〇
〇
～
四
〇
一
）

ｂ 

（
典
侍
）「
た
だ
今
の
人
は
、
三
条
殿
の
北
の
方
ぞ
一
、
藤
壺

二
、
宮
三
に
こ
そ
お
は
す
め
れ
。
男
は
御
前
。」
中
納
言
（
仲

忠
）、「
ま
ば
ゆ
く
も
の
た
ま
ふ
か
な
。
さ
だ
に
あ
ら
ば
心
地

好
き
ぬ
べ
け
れ
。」（
四
〇
二
）

老
女
典
侍
は
正
頼
家
の
姫
君
た
ち
の
誕
生
ご
と
に
、
そ
の
湯
殿

の
世
話
な
ど
し
て
来
た
女
性
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
仲
忠
の
妻

女
一
の
宮
の
出
産
の
世
話
に
来
て
い
て
、
仲
忠
に
あ
て
宮
の
優
れ

た
容
姿
を
語
っ
て
い
る
。
ａ
の
あ
て
宮
の
容
貌
を
表
現
し
た
傍
線

部
は
、『
遊
仙
窟
』
を
直
接
引
用
し
て
い
る
。

ｄ
容
貌
似
舅
、
潘
安
仁
之
外
甥
。
気
調
如
兄
、
崔
季
珪
之
小

妹
。
華
容
婀
娜
、
天
上
無
儔
、
玉
体
逶
迤
、
人
間
少
疋
、
輝

輝
面
子
、ｅ
荏
苒
畏
弾
穿
、
細
細
腰
支
、
参
差
疑
勒
断
。（
容

貌
の
か
ほ
ば
せ
は
舅を
ぢ

に
似
た
り
。
潘
安
仁
が
外
は
は
か
た
の
め
ひ
甥
な
れ
ば
、

気
調
の
い
き
ざ
し
は
兄
こ
の
か
みの
ご
と
し
。
崔
季
珪
が
小を
と

妹
な
れ
ば

な
り
。
華
の
容
か
た
ち

婀
娜
と
た
を
や
か
に
し
て
、
天あ
め

の
上
に
も
儔
た
ぐ
ひ

無
し
。
玉
の
体
す
が
た

逶
迤
と
な
よ
や
か
に
し
て
、
人よ
の
な
か間
に
疋
た
ぐ
ひ

少
な

し
。
輝
輝
と
て
れ
る
面
子
の
か
ほ
つ
き
、
荏
苒
と
へ
へ
や
か

に
し
て
、
弾
か
ば
穿う

け
な
ん
こ
と
を
畏
る
。
細
細
と
細
や
か

な
る
腰こ
し
ば
せ支
は
、
参
差
と
た
を
や
か
に
し
て
勒い
だ

か
ば
断
へ
な
ん

か
と
疑
ふ
。）

『
遊
仙
窟
』
の
こ
の
場
面
は
、
崔
十
娘
の
侍
女
で
あ
る
桂
心
が
、

十
娘
の
素
性
や
容
貌
に
つ
い
て
張
郎
に
語
る
場
面
で
、
ま
だ
張
郎

が
十
娘
に
出
会
う
前
の
こ
と
で
あ
る
。
ｄ
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
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巻
下
「
妓
女
」
に
張
文
成
作
と
し
て
あ
る
。
十
娘
の
容
貌
は
、
か

の
美
男
で
名
高
い
潘
岳
の
母
方
の
姪
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
叔
父

に
似
て
、
容
貌
は
す
ば
ら
し
い
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ｅ
は
光
輝

く
顔
の
皮
膚
が
柔
ら
か
く
て
薄
く
指
先
で
弾は
じ

く
と
破
れ
て
し
ま
い

そ
う
だ
と
し
、
ほ
っ
そ
り
と
し
た
柳
腰
は
、
ほ
と
ん
ど
抱
け
ば
断

ち
切
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
十
娘
は
、
細
身
の
頼
り
な
げ
な
美
人
で

中
国
文
学
に
古
来
か
ら
描
か
れ
る
伝
統
的
美
人
の
傾
向
が
示
さ
れ

て
い
る
。

ｄ
の
十
娘
の
容
貌
を
形
容
す
る
「
へ
へ
や
か
」（
柔
軟
で
な
よ

な
よ
し
た
さ
ま
）
と
い
う
言
葉
が
、
あ
て
宮
の
容
貌
の
形
容
に
引

用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
て
宮
の
容
貌
が
十
娘
に
重
ね
ら

れ
、
中
国
的
な
美
人
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
典
侍
は
、

あ
て
宮
を
上
品
で
透
き
通
る
よ
う
な
美
し
さ
が
増
し
て
、
指
で
触

れ
た
ら
折
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
あ
え
か
な
顔
つ
き
で
、
か
ざ
し
た

花
の
よ
う
に
は
な
や
か
な
美
し
さ
と
評
価
し
て
い
る
。
ｂ
で
典
侍

は
、
男
は
仲
忠
が
第
一
の
人
で
、
女
は
俊
蔭
の
娘
が
第
一
、
あ
て

宮
が
第
二
、
女
一
の
宮
が
第
三
の
人
と
評
価
し
て
い
る
。
仲
忠
は

典
侍
の
高
評
価
を
受
け
、
も
し
そ
う
な
ら
好
き
者
に
で
も
な
っ
て

い
る
と
発
言
し
て
い
る
。

ま
た
、
言
葉
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
場
面
設
定
そ
の
も
の
も
翻

案
さ
れ
て
い
る
。『
遊
仙
窟
』
で
は
十
娘
の
家
に
仕
え
る
娘
の
桂

心
が
十
娘
の
美
し
さ
を
張
郎
に
伝
え
て
い
る
が
、
一
方
の
『
う
つ

ほ
物
語
』
で
は
長
年
正
頼
に
仕
え
て
い
る
典
侍
が
あ
て
宮
の
容
貌

を
仲
忠
に
伝
え
て
い
る
。『
遊
仙
窟
』
で
桂
心
は
、
十
娘
を
神
仙

と
た
た
え
、「
人
間
に
疋
少
な
し
」
と
賛
美
の
言
葉
を
極
め
、
張

郎
は
美
女
十
娘
を
想
像
し
、
恋
情
に
燃
え
る
。
仲
忠
も
典
侍
の
紹

介
に
よ
っ
て
よ
り
深
く
あ
て
宮
を
意
識
し
て
、
あ
て
宮
を
見
た
い

と
思
う
よ
う
に
な
る
。
仲
忠
を
張
郎
と
重
ね
て
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

　お
わ
り
に　
　

内
侍
の
か
み
巻
か
ら
蔵
開
巻
の
展
開
に
つ
い
て

内
侍
の
か
み
巻
は
「（
琴
の
物
語
の
）
方
向
へ
の
物
語
新
展
開

の
第
一
の
試
み（
（1
（

」
で
、「
俊
蔭
」
系
物
語
の
主
人
公
仲
忠
の
復
権
」

が
企
て
ら
れ
、「
内
侍
の
か
み
」
に
描
か
れ
た
仲
忠
は
、
第
一
部

の
中
に
お
い
て
は
、
際
立
つ
個
性
を
以
て
描
か
れ
て
い
る
。
あ
て

宮
と
そ
の
侍
女
と
仲
忠
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
機
知
的
な
会
話
の

応
酬
で
は
、
機
智
に
溢
れ
た
豊
か
な
個
性
を
持
つ
人
物
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
結
末
で
は
、
女
一
の
宮
と
の
結
婚
を
許
さ

れ
て
、
日
常
世
界
の
「
ま
め
人
」
へ
と
戻
っ
て
い
く
。
こ
の
描
写

の
方
法
が
、「
蔵
開
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い

る（
（1
（

。
ま
た
、
蔵
開
巻
と
国
譲
巻
は
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
深
化（
（1
（

」
と
し

て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
表
現
の
面
で
は
、
内
侍
の
か
み
の
巻
の

「
風
流
趣
味
の
文
章
、
特
に
対
話
の
運
び
の
特
殊
さ
に
、
遊
仙
窟

― （（ ―



の
影
響
が
あ
」
り
、「
歌
句
や
詩
語
や
内
外
の
こ
と
わ
ざ
を
濃
厚

に
引
用
す
る
傾
向
に
、
遊
仙
窟
に
い
う
「
断
章
取
意
」
の
方
法
を

導
入
し
て
い
る（
（1
（

」
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

内
侍
の
か
み
巻
で
仲
忠
が
、
ま
ず
あ
て
宮
の
乳
母
子
兵
衛
の
君

と
引
歌
に
よ
る
知
的
な
会
話
を
し
、
そ
の
後
に
、
い
よ
い
よ
あ
て

宮
と
語
り
、
歌
を
贈
答
す
る
場
面
を
み
た
い
。

　
　

 （
あ
て
宮
）「
あ
だ
人
の
枕
に
か
か
る
白
露
は
あ
き
風
に

こ
そ
置
き
ま
さ
る
ら
め

忘
れ
た
ま
ふ
人
々
も
、
な
う
は
あ
ら
じ
か
し
。」
中
将
（
仲

忠
）、「
ま
だ
こ
そ
な
け
れ
。

　
　

木
の
葉
を
も
宿
に
ふ
る
さ
ぬ
秋
風
の
む
な
し
き
名
を
も

空
に
立
つ
か
な

し
る
き
こ
と
も
あ
ら
じ
も
の
を
。
い
づ
れ
か
あ
だ
人
な
ら

む
。」
藤
壺
、

　
　

 「
吹
き
来
れ
ば
萩
の
下
葉
も
色
づ
く
を
む
な
し
き
風
と

い
か
が
思
は
む

ま
め
や
か
に
も
見
え
ず
か
し
。」（
二
一
三
・
二
一
四
）

仲
忠
と
あ
て
宮
に
よ
る
親
密
な
会
話
が
展
開
し
て
い
る
。
あ
て

宮
は
仲
忠
を
「
あ
だ
人
」
と
い
い
、
忘
れ
て
し
ま
っ
た
女
性
も
少

な
く
な
い
だ
ろ
う
と
か
ら
か
い
、「
ま
め
や
か
に
も
見
え
ず
」
と

言
う
。
仲
忠
は
浮
い
た
噂
ば
か
り
で
証
拠
も
な
い
と
反
論
す
る
。

あ
て
宮
は
既
に
東
宮
妃
で
あ
り
、
非
現
実
的
で
遊
戯
的
な
仲
忠
の

色
好
み
が
描
か
れ
て
い
る
。
仲
忠
は
、
節
会
と
い
う
祝
祭
の
時
空

で
、
歌
語
を
駆
使
し
て
色
好
み
を
演
じ
て
い
る
。

『
遊
仙
窟
』
で
は
、
主
人
公
張
郎
と
十
娘
、
そ
の
兄
嫁
の
五
嫂

の
三
人
が
漢
詩
文
を
引
用
し
て
知
的
な
会
話
が
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
で
も
、
仲
忠
と
あ
て
宮
、
そ
の
乳
母
子
兵

衛
の
三
人
が
引
歌
を
駆
使
し
て
和
歌
の
贈
答
を
含
め
た
会
話
を
楽

し
ん
で
い
る
。

蔵
開
巻
で
描
か
れ
て
い
る
仲
忠
の
好
色
性
は
、
内
侍
の
か
み
巻

と
同
様
に
、
言
葉
の
修
辞
に
よ
る
虚
像
で
あ
る
。
蔵
開
巻
上
巻
で

仲
忠
と
女
童
と
の
出
会
い
の
場
面
が
、
吉
野
宮
の
天
女
に
起
源
を

持
つ
五
節
の
舞
の
趣
向
を
連
想
さ
せ
、
神
仙
譚
の
話
型
を
用
い
て

語
る
の
は
、
そ
れ
が
非
現
実
的
な
恋
愛
で
あ
る
こ
と
の
示
唆
で
、

実
際
の
逢
瀬
ま
で
に
は
い
た
ら
ず
、「
空
言
」
と
噂
を
用
い
て
描

か
れ
た
内
侍
の
か
み
巻
の
幻
想
的
な
恋
愛
と
同
様
に
、
日
常
世
界

に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
仲
忠
を
潘
岳
や

張
郎
の
よ
う
な
理
想
的
な
男
性
像
に
再
規
定
す
る
た
め
の
表
現
で

あ
る
が
、
兼
雅
の
よ
う
に
多
く
の
妻
妾
を
持
つ
と
い
っ
た
「
色
好

み
」
を
仲
忠
は
し
な
い
。
あ
く
ま
で
も
容
貌
を
聞
き
取
っ
た
り
、

手
紙
を
贈
っ
た
り
す
る
だ
け
で
あ
る
。
蔵
開
巻
に
お
け
る
仲
忠
の

人
物
造
型
は
、
長
編
化
を
め
ざ
す
た
め
に
新
た
に
再
設
定
さ
れ
た

が
、
好
色
の
面
で
は
言
語
的
な
戯
れ
に
過
ぎ
ず
、
日
常
世
界
に
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
文
学
史
的
に
は
、『
う
つ
ほ
物
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語
』
の
こ
う
し
た
神
仙
譚
の
「
邂
逅
相
遇
」
の
話
型
を
利
用
し
た

語
り
の
方
法
が
、
後
の
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
光
源
氏
が
若

紫
巻
で
紫
の
上
と
出
逢
う
場
面
や
、
夕
顔
巻
で
夕
顔
と
出
逢
う
場

面（
（1
（

な
ど
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

＊ 

『
う
つ
ほ
物
語
』（
②
巻
引
用
頁
）、『
紫
式
部
日
記
』『
枕
草
子
』

『
萬
葉
集
』『
古
今
集
』
の
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

に
よ
る
。『
古
代
歌
謡
集
』（
風
俗
歌
）
と
『
懐
風
藻
』
は
日
本

古
典
文
学
大
系
、『
詩
経
』
は
新
釈
漢
文
大
系
、『
陶
淵
明
集
』

（「
桃
花
源
記
」）
と
『
晋
書
』
は
中
華
書
局
発
行
の
本
文
に
よ

り
、『
遊
仙
窟
』
の
本
文
は
、『
江
戸
初
期
無
刊
記
本
遊
仙
窟
』

（
和
泉
書
院
）
に
よ
る
。
表
記
は
私
的
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ

る
。

注（
（
）
大
井
田
晴
彦
「
仲
忠
と
藤
壺
の
明
暗
─
「
蔵
開
」
の
主
題
と
方
法
─
」

（『
う
つ
ほ
物
語
の
世
界
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）

（
（
）
原
田
芳
起
校
注
角
川
文
庫
に
は
「
即
興
に
詞
章
を
変
え
た
」
と
あ

る
。

（
（
）
歌
謡
研
究
会
編
「『
承
徳
本
古
謡
集
』
注
釈
（
前
編
）」（『
歌
謡　

研
究
と
資
料
』
六
、
一
九
九
三
年
）。

（
（
）
新
間
一
美
「
源
氏
物
語
夕
顔
巻
と
遊
仙
窟
─
「
邂
逅
相
遇
」
の
物

語
─
」（『
源
氏
物
語
と
東
ア
ジ
ア
』
新
典
社
、
二
〇
一
〇
年
）

（
（
）
そ
の
例
と
し
て
は
、『
万
葉
集
』
巻
十
一
「
犬
上
の
鳥
籠
の
山
な
る

不
知
哉
川
い
さ
と
を
聞
こ
せ
我
が
名
告の

ら
す
な
」（
二
七
一
〇
）
の

下
三
句
が
、『
古
今
集
』
巻
十
三
墨
滅
歌
で
は
「
名
取
川
い
さ
と
答

へ
よ
わ
が
名
も
ら
す
な
」
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
波
戸
岡
旭
「
大
伴
旅
人
「
遊
於
松
浦
河
」
と
『
懐
風
藻
』
吉
野
詩
」

（『
奈
良
・
平
安
朝
漢
詩
文
と
中
国
文
学
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六
年
）

（
（
）
五
節
舞
の
行
事
に
つ
い
て
は
、
山
中
裕
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』（
塙

書
房
、
一
九
七
二
年
）、
中
村
義
雄
「
五
節
の
舞
姫
雑
考
―
五
節
関

係
文
献
資
料
抄
―
」（『
日
本
文
学
研
究
』
十
二
、
一
九
七
三
年
一
月
）

を
参
考
に
し
た
。
五
節
の
舞
姫
献
上
の
際
に
は
、
五
節
の
舞
姫
や
介

添
え
の
童
女
、
下
仕
え
の
装
束
そ
の
他
、
五
節
所
関
係
の
調
度
な
ど

多
額
の
費
用
を
要
し
た
。
五
節
の
舞
自
体
、
貴
族
や
女
房
た
ち
が
強

い
関
心
を
持
っ
た
行
事
で
あ
っ
た
が
、『
紫
式
部
日
記
』
に
若
い
君

達
が
「
簾
の
は
し
、
帽
額
さ
へ
、
心
々
に
か
は
り
て
」「
五
節
所
の

を
か
し
き
こ
と
を
語
る
」
場
面
が
あ
り
、
特
に
簾
の
は
し
や
帽
額
に

ま
で
も
趣
向
を
こ
ら
す
「
五
節
所
」
の
様
子
が
話
題
に
上
っ
て
い
る
。

（
（
）
宮
中
で
の
五
節
の
舞
の
御
前
の
試
の
前
に
、
淵
酔
が
行
わ
れ
た
後
、

殿
上
人
が
直
衣
の
肩
を
脱
い
で
乱
舞
し
て
五
節
の
局
を
め
ぐ
る
の
が

通
例
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
際
、
殿
上
人
が
扇
や
何
か
を
拍
子
に
し

て
今
様
に
類
似
し
た
歌
謡
を
口
ず
さ
む
場
面
が
『
枕
草
子
』
八
八
段

に
描
か
れ
て
い
る
。

― （（ ―



（
（
）
室
城
秀
之
「
う
つ
ほ
物
語
の
後
半
の
会
話
文
」（『
う
つ
ほ
物
語
の

表
現
と
論
理
』
若
草
書
房
、
一
九
九
六
年
）、
山
㟢
薫
「『
う
つ
ほ
物

語
』「
蔵
開
」
巻
に
お
け
る
風
俗
歌
「
名
取
川
」
─
仲
忠
と
「
こ
れ

こ
そ
」
の
や
り
と
り
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
早
稲
田
大
学
総
合
人
文
科

学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
誌
』
六
号
、
二
〇
一
八
年
十
月
）

（
（0
）『
う
つ
ほ
物
語
』
の
祭
の
使
巻
の
仲
忠
の
歌
に
、「
浅
き
瀬
に
嘆
き

て
渡
る
い
か
だ
師
は
い
く
ら
の
く
れ
か
な
が
れ
来
ぬ
ら
む
」
と
詠
ま

れ
、「
く
れ
」
に
は
「
榑
」
と
「
暮
れ
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）
蔵
開
下
巻
に
、
炭
と
見
え
た
仲
忠
の
贈
り
物
に
対
し
て
、「
こ
れ
は

炭
焼
き
を
さ
へ
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
い
か
に
御
手
黒
か
る
ら

む
」
と
『
白
氏
文
集
』
の
「
売
炭
翁
」
を
引
用
し
て
い
る
。

（
（（
）
野
口
元
大
「『
蔵
開
』
と
『
国
譲
』
の
世
界
」（『
う
つ
ほ
物
語
の
研

究
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
六
年
）

（
（（
）
竹
原
崇
雄
「「
蔵
開
」
の
構
造
」（『
宇
津
保
物
語
の
成
立
と
構
造
』

風
間
書
房
、
一
九
九
〇
年
）

（
（（
）
高
橋
亨
「
長
編
物
語
の
構
成
力
─
─
宇
津
保
物
語
「
初
秋
」
の
位
相
」

（『
物
語
と
絵
の
遠
近
法
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
一
年
）

（
（（
）
原
田
芳
起
「
宇
津
保
物
語
と
遊
仙
窟
」（『
宇
津
保
物
語
新
攷
』
古

典
文
庫
、
一
九
六
六
年
）

（
（（
）
注
（
（
）
に
同
じ
。

＊ 

本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
名
古
屋
平
安
文
学
研
究
会
発
表
を
も
と

に
し
、
そ
の
際
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
先
生
方
に
は
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

 

（
な
い
と
う
・
え
い
こ
／
愛
知
淑
徳
大
学
非
常
勤
講
師
）
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