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１
．
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
に
未
来
を
読
む

古
来
空
海
作
説
の
流
布
し
て
来
た
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
は
そ
れ
ぞ
れ
長
大
な
序
と
詩
か
ら
成
る
（
以
下
、

本
文
の
引
用
は
岩
波
文
庫
本
〈
栃
尾
武
校
注
、
一
九
九
四
年
七
月
〉
の
訓
読
に
よ
る
）
・
序
は
ま
ず
「
予
」
が
出
会
っ

た
老
女
の
異
様
な
風
体
を
描
く
。
続
い
て
「
予
」
の
問
い
に
答
え
て
、
老
女
が
身
の
上
話
を
語
る
。
身
の
上
話
は

「
吾
は
是
れ
信
家
の
子
、
良
室
の
女
な
り
。
」
で
始
ま
り
、
「
仰
ぎ
願
く
は
諸
仏
、
必
ず
孤
身
を
導
き
た
ま
へ
云
々
・
」

で
終
わ
る
。
そ
の
間
一
九
八
行
、
内
一
四
一
行
を
鰭
慢
甚
だ
し
か
っ
た
壮
時
の
回
想
に
費
や
し
、
楊
貴
妃
・
李
夫

人
を
し
の
ぐ
絶
世
の
美
貌
、
三
皇
五
帝
の
后
や
漢
主
・
周
公
の
妻
に
も
例
を
見
な
い
衣
食
住
の
お
ご
り
を
繧
述
す

る
。
三
千
人
の
名
声
を
兼
ね
た
壮
時
は
、
し
か
し
実
は
十
五
六
歳
の
一
、
二
年
に
過
ぎ
ず
、
早
く
も
十
七
歳
の
年
、

母
を
亡
く
し
て
虚
飾
の
生
活
は
暗
転
す
る
。
気
が
つ
い
て
み
れ
ば
す
べ
て
を
失
い
、
老
女
は
そ
の
零
落
ぶ
り
を
三

○
行
で
振
り
返
る
。
老
衰
の
現
在
を
仮
に
百
歳
と
す
れ
ば
、
老
女
は
八
十
年
余
の
貧
孤
に
喘
ぎ
続
け
て
い
る
。
そ

れ
で
も
僅
か
な
蓄
え
は
仏
事
に
捧
げ
て
来
た
と
言
う
か
ら
、
昔
と
今
を
対
比
し
て
仏
道
へ
の
帰
依
を
志
す
こ
と
三

○
行
余
を
割
く
）
に
か
け
て
も
、
母
を
亡
く
し
て
以
来
の
筋
金
入
り
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

身
の
上
話
を
聞
い
た
「
予
」
は
そ
の
内
容
を
自
ら
の
言
葉
に
置
き
換
え
て
再
構
成
し
た
。
そ
し
て
心
打
た
れ
て

〈
卒
都
婆
小
町
〉
の
未
来
ｌ
壮
衰
の
因
果
を
超
え
て
Ｉ

西
村
聡
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世
の
無
常
を
説
諭
す
る
と
い
う
よ
り
、
老
女
の
志
に
触
発
さ
れ
て
仏
の
教
え
を
讃
歎
す
る
詩
を
作
る
気
に
な
っ
た

と
こ

ら
し
い
・
詩
は
「
路
頭
に
老
嘔
有
り
」
で
始
ま
り
、
「
凡
そ
仏
乗
を
讃
へ
ん
が
為
に
、
筆
を
乗
り
て
斯
の
詩
を
作
る
。
」

で
終
わ
る
。
全
二
六
○
句
の
始
ま
り
は
「
願
頼
」
、
「
痩
疲
」
、
「
霜
蓬
」
、
「
凍
梨
」
な
ど
序
と
同
じ
語
を
使
用
し
て

し
ば
ら
く
序
の
表
現
を
な
ぞ
り
、
続
い
て
老
衰
の
現
在
か
ら
、
父
母
と
死
別
し
て
恩
愛
を
思
う
日
々
や
、
猟
師
に

嫁
い
で
子
育
て
と
貧
窮
に
痩
せ
疲
れ
、
殺
生
の
罪
を
重
ね
る
夫
に
心
を
痛
め
る
日
々
を
回
想
す
る
。
富
貴
の
壮
時

と
老
衰
の
現
在
の
間
に
は
、
そ
う
し
た
八
十
年
余
の
苛
酷
な
時
間
が
堆
積
し
て
い
る
。
老
女
は
絶
望
的
な
時
の
流

れ
の
な
か
で
富
貴
の
壮
時
を
懐
か
し
み
も
す
る
が
、
比
べ
て
み
れ
ば
時
の
流
れ
は
押
し
戻
せ
な
い
と
思
い
知
る
だ

け
で
あ
る
。
今
な
す
べ
き
は
懐
旧
悲
嘆
で
は
な
く
、
死
後
の
苦
し
み
に
備
え
て
仏
道
に
帰
依
す
る
こ
と
。
そ
れ
が

分
か
っ
て
い
な
が
ら
、
序
の
老
女
は
そ
の
経
済
的
な
基
盤
が
な
い
と
愁
訴
し
て
い
た
。
「
予
」
は
老
女
の
志
を
励
ま

し
、
極
楽
安
楽
国
に
生
ま
れ
る
幸
せ
を
説
い
て
、
「
予
」
自
身
や
読
者
を
も
超
越
的
な
歓
喜
の
未
来
に
誘
う
。

序
に
繧
述
さ
れ
る
お
ご
り
を
極
め
た
壮
時
の
暮
ら
し
は
娑
婆
に
例
を
見
な
い
と
言
っ
て
も
、
極
楽
世
界
の
清
浄

の
輝
き
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
い
。
そ
う
と
思
い
至
れ
ば
美
貌
の
記
憶
と
同
じ
く
急
速
に
色
あ
せ
て
当
然
で
あ
る
。

対
比
さ
れ
る
の
は
虚
飾
の
過
去
（
娑
婆
の
極
楽
）
と
歓
喜
の
未
来
（
死
後
の
極
楽
）
で
あ
り
、
現
在
は
そ
の
転
換

点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
読
者
は
「
壮
衰
書
」
の
書
名
か
ら
《
壮
》
と
《
衰
》
の
対
比
や
両
者
の
因
果
関
係

が
序
と
詩
で
繰
り
返
さ
れ
る
先
入
観
を
抱
く
で
あ
ろ
う
が
、
読
者
も
含
め
て
志
向
す
べ
き
は
輪
廻
を
抜
け
出
す
こ

と
に
違
い
な
い
。
書
名
が
か
え
っ
て
見
え
に
く
く
し
て
い
る
「
予
」
の
主
張
は
、
「
極
楽
浄
士
を
微
細
に
描
い
て
」

（
岩
波
文
庫
本
解
説
）
、
発
心
・
往
生
を
促
す
こ
と
に
重
点
が
あ
る
・
極
楽
往
生
と
い
う
未
来
を
確
定
す
る
た
め
に
、
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さ
ん
げ

老
女
は
過
去
の
業
因
を
俄
悔
し
て
滅
ぼ
し
、
発
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
罪
障
繊
悔
に
身
の
上
話
を
す
る
老
女

は
発
心
す
る
直
前
ま
で
来
て
い
る
の
に
、
娑
婆
の
人
間
は
憐
れ
み
の
視
線
し
か
向
け
る
こ
と
を
し
な
い
。
と
、
読

者
は
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。

２
．
壮
衰
の
因
果
よ
り
無
常
を
読
む
中
世

「
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
」
の
書
名
に
は
い
く
つ
か
の
異
称
が
伝
わ
る
。
老
女
は
「
予
」
の
問
い
に
名
前
を
答
え

て
い
な
い
か
ら
、
本
来
架
空
の
老
女
の
「
壮
衰
書
」
に
そ
の
後
「
玉
造
小
町
子
」
の
部
分
が
冠
せ
ら
れ
た
と
思
わ

れ
る
。
「
壮
衰
書
」
の
部
分
は
「
形
衰
記
」
の
形
も
行
わ
れ
た
（
九
条
家
旧
蔵
本
、
劔
阿
手
沢
弘
法
大
師
御
作
目
録

等
）
。
平
安
末
期
、
藤
原
清
輔
の
『
袋
草
紙
』
に
は
、
上
巻
「
諸
集
の
人
名
の
不
審
」
の
項
に
小
野
小
町
を
挙
げ
、

衰
形
伝
の
如
き
は
、
そ
の
姓
玉
造
氏
な
り
。
小
野
は
も
し
く
は
住
む
所
の
名
か
。
た
だ
し
あ
る
人
云
は
く
、

こ
ろ

件
の
伝
は
弘
法
大
師
等
の
作
る
所
な
り
。
小
野
は
貞
観
比
の
人
な
り
。
か
の
衰
形
は
他
人
か
。
（
引
用
は
新
日

本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
な
お
日
本
歌
学
大
系
本
は
傍
線
部
を
「
壮
衰
形
伝
」
と
す
る
）

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
は
、
序
に
も
詩
に
も
見
え
な
い
「
玉
造
小
町
子
」
が
す
で
に
書
名
に
冠
せ
ら
れ
、

小
野
小
町
と
同
一
視
す
る
読
み
方
と
、
作
者
空
海
説
と
の
先
後
の
矛
盾
か
ら
別
人
説
に
立
つ
読
み
方
が
並
存
し
て

い
た
こ
と
（
顕
昭
・
長
明
・
親
房
ら
の
歌
論
で
も
別
人
説
に
言
及
す
る
）
、
さ
ら
に
「
壮
衰
書
」
で
は
な
く
「
衰
形

伝
」
の
称
が
通
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
傍
線
部
に
つ
い
て
は
、
日
本
歌
学
大
系
本
の
「
如
壮
衰
形
伝
」

サ
マ

を
「
壮
衰
ノ
形
、
伝
ニ
ア
ル
ガ
如
シ
」
と
訓
読
す
る
場
合
も
あ
る
（
片
桐
洋
一
『
小
野
小
町
追
跡
』
〈
笠
間
書
院
、
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一
九
九
三
年
二
月
改
訂
新
版
〉
）
。

『
袋
草
紙
』
に
は
も
う
一
カ
所
、
上
巻
「
希
代
の
歌
」
の
項
に
、
小
野
小
町
死
後
の
「
亡
者
の
歌
」
を
記
載
す

る
。
あ
る
人
の
夢
に
目
か
ら
薄
の
生
え
た
者
が
「
秋
風
の
う
ち
ふ
く
ご
と
に
あ
な
め
あ
な
め
小
野
と
は
い
は
じ
す

す
き
生
ひ
た
り
」
と
い
う
歌
を
詠
ず
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
人
が
夢
か
ら
覚
め
て
後
、
野
原
を
尋
ね
て
目
か
ら
薄

の
生
え
た
鯛
艘
を
見
つ
け
た
と
伝
え
る
。
『
長
明
無
名
抄
』
は
そ
の
野
を
陸
奥
の
国
玉
造
の
小
野
、
歌
の
下
句
は
在

原
業
平
が
付
け
た
と
す
る
説
を
記
載
し
て
い
る
。
場
所
が
ど
こ
で
あ
れ
、
死
を
悼
む
者
が
だ
れ
で
あ
れ
、
中
世
に

お
け
る
小
野
小
町
伝
の
理
解
で
は
、
玉
造
の
小
野
で
生
を
終
え
た
小
町
は
燭
霞
の
目
か
ら
薄
が
生
え
て
目
が
痛
む

と
訴
え
、
そ
れ
は
死
後
の
苦
し
み
を
示
唆
す
る
と
受
け
止
め
ら
れ
た
。
老
女
小
町
が
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
の

「
予
」
と
出
会
っ
た
か
い
は
な
く
、
む
し
ろ
死
後
に
救
済
者
を
待
つ
身
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
『
玉
造
小
町
子
壮
衰

書
』
の
主
題
は
、
次
の
諸
例
の
と
お
り
、
小
野
小
町
の
老
衰
・
貧
窮
に
絞
り
込
ん
だ
と
ら
え
方
が
一
般
的
と
な
る
。

小
野
小
町
が
、
お
ひ
を
と
ろ
へ
て
、
貧
窮
に
な
り
た
り
し
あ
り
さ
ま
、
弘
法
大
師
の
玉
造
と
い
ふ
文
に
か
き

給
へ
る
こ
そ
、
あ
は
れ
に
か
な
し
く
侍
る
め
れ
。
：
．
（
『
宝
物
集
』
巻
第
三
〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
〉
）

大
師
の
玉
造
を
見
る
に
、
小
町
衰
弊
の
後
相
坂
の
辺
に
住
け
る
を
大
師
御
ら
ん
じ
て
、
其
す
が
た
を
あ
そ
ば

た
れ
り
と
見
へ
た
り
。
．
：
さ
れ
ば
大
師
只
小
町
が
好
色
に
す
つ
れ
た
り
し
か
ば
、
か
坐
る
い
み
じ
き
も
の
も

お
と
ろ
へ
は
つ
る
事
あ
り
と
い
ふ
事
を
人
に
知
せ
ん
と
て
、
…
（
『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』
六
十
二
段
〈
片

桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
資
料
篇
匡
明
治
書
院
、
一
九
六
九
年
一
月
〉
・
傍
線
部
マ
マ
）

小
野
小
町
が
こ
と
、
極
め
て
定
か
な
ら
ず
。
衰
へ
た
る
さ
ま
は
王
作
と
い
ふ
文
に
見
え
た
り
。
．
：
（
『
徒
然
草
』
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第
百
七
十
三
段
〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
〉
）

『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
は
こ
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
。
中
世
の
読
者
は
何
よ
り
老
女
の
「
姿
」
や
「
有
様
」

に
目
を
奪
わ
れ
る
。
壮
時
の
娑
婆
の
極
楽
は
老
女
の
思
い
出
で
あ
り
、
思
い
出
は
無
意
識
の
う
ち
に
も
粉
飾
さ
れ

る
。
死
後
の
極
楽
も
生
前
の
作
者
が
言
葉
を
尽
く
し
た
と
こ
ろ
で
体
験
記
と
し
て
の
説
得
力
に
は
欠
け
る
。
ど
ち

ら
も
狂
言
綺
語
の
罪
に
当
た
ら
な
い
の
か
。
仏
乗
を
讃
え
る
た
め
な
ら
、
あ
る
い
は
作
者
が
空
海
な
ら
、
許
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
希
有
で
も
実
在
感
の
あ
る
老
女
の
「
形
衰
」
、
「
衰
形
」
に
注
目
し
、
意
味
を

見
い
だ
す
こ
と
が
先
に
な
る
。
小
野
小
町
の
「
壮
衰
」
は
、
因
果
関
係
よ
り
も
そ
の
変
化
の
早
さ
、
序
の
言
葉
に

置
き
換
え
れ
ば
生
老
病
死
の
無
常
を
表
す
好
例
と
見
な
さ
れ
る
。

３
．
壮
衰
の
教
訓
と
菩
薩
の
帰
還

因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
・
「
小
野
小
町
が
壮
衰
の
事
」
（
『
十
訓
抄
』
ニ
ノ
四
も
ほ
ぼ

同
内
容
）
に
、
小
野
小
町
は
ど
ん
な
男
で
も
見
下
し
て
、
た
だ
女
御
・
后
と
な
る
こ
と
だ
け
を
望
み
、
程
な
く
単

孤
無
頼
の
身
に
な
っ
た
と
す
る
。
同
書
は
「
壮
衰
記
」
を
参
照
し
な
が
ら
、
「
壮
衰
記
」
に
は
父
母
・
兄
弟
が
求
婚

者
を
拒
む
と
す
る
の
に
対
し
て
、
小
野
小
町
自
身
に
零
落
の
原
因
と
な
る
お
ご
り
や
野
望
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
『
平
家
物
語
』
巻
第
九
・
「
小
宰
相
身
投
」
に
は
、
や
は
り
小
野
小
町
が
男
た
ち
を
心
強
く
拒
む
と

い
う
評
判
が
立
ち
、
彼
ら
の
思
い
の
積
も
っ
た
果
て
に
野
草
で
命
を
つ
な
ぐ
境
涯
に
な
っ
た
と
す
る
。
『
平
家
物

語
』
は
「
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
の
影
響
を
明
示
し
な
い
が
、
『
古
今
著
聞
集
』
『
十
訓
抄
』
同
様
、
老
衰
の
形
ょ
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り
は
《
壮
》
と
《
衰
》
の
因
果
関
係
に
目
を
向
け
、
小
野
小
町
の
轍
を
踏
ま
な
い
よ
う
に
と
、
平
通
盛
を
拒
む
小

宰
相
を
上
西
門
院
が
教
訓
す
る
例
示
に
利
用
し
て
い
る
。
中
世
に
は
そ
う
い
う
読
み
方
、
利
用
の
仕
方
も
あ
っ
た
。

教
訓
的
な
壮
衰
の
極
致
を
生
き
た
の
は
、
小
野
小
町
が
並
み
の
人
間
で
は
な
く
、
馬
頭
観
音
の
化
身
ゆ
え
と
も

考
え
ら
れ
た
。
前
掲
『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』
の
引
用
続
文
に
そ
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
『
書
陵
部
本
和
歌
知
顕

集
』
に
は
在
原
業
平
が
馬
頭
観
音
（
歌
舞
の
菩
薩
）
、
小
野
小
町
は
如
意
輪
観
音
で
あ
る
と
さ
れ
、
二
人
は
衆
生
救

済
の
た
め
に
「
た
は
れ
を
」
、
「
た
は
れ
め
」
の
姿
で
化
現
し
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。
野
原
に
濁
霞
を
さ
ら
す
最
後

も
、
そ
の
役
割
の
重
要
な
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
（
『
冷
泉
家
伊
勢
物
語
抄
』
は
陸
奥
の
国
で
は
な
く
相
坂
〈
逢

坂
〉
関
寺
辺
に
屍
を
さ
ら
す
と
す
る
）
。
す
る
と
、
「
た
は
れ
め
」
の
容
貌
は
理
想
美
を
備
え
た
は
ず
で
あ
り
、
調

骸
を
さ
ら
し
た
後
は
極
楽
世
界
へ
戻
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

室
町
中
期
成
立
の
説
話
集
『
三
国
伝
記
』
は
、
巻
第
十
二
・
第
六
「
小
野
小
町
盛
衰
事
」
に
『
玉
造
小
町
子
壮

衰
書
』
を
引
用
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
十
話
ほ
ど
の
説
話
に
お
い
て
小
野
小
町
と
は
別
の
美
女
や
美
少
年
、
老
人

の
形
容
に
も
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
の
表
現
を
借
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
三
国
伝
記
』
の
撰
者
玄
棟
は
『
玉

造
小
町
子
壮
衰
書
』
を
机
辺
に
常
備
し
、
装
飾
表
現
の
典
拠
と
す
る
こ
と
を
頻
繁
に
行
っ
た
（
拙
稿
「
『
三
国
伝
記
』

の
装
飾
表
現
」
『
説
話
・
物
語
論
集
』
胆
、
一
九
八
六
年
一
二
月
）
。
そ
の
「
小
野
小
町
盛
衰
事
」
は
、
小
野
小
町

の
出
身
地
を
近
江
の
国
玉
造
荘
、
鯛
膜
を
さ
ら
し
た
野
原
は
会
坂
（
逢
坂
）
関
寺
辺
、
濁
饅
は
弘
法
大
師
が
高
野

山
に
収
め
て
弔
い
、
小
野
小
町
は
天
上
界
に
生
ま
れ
る
果
報
を
得
た
と
す
る
。
そ
れ
は
小
野
小
町
に
臨
終
が
近
づ

き
、
自
ら
野
辺
送
り
に
出
る
際
、
草
庵
の
柱
に
書
き
付
け
た
歌
が
、
死
後
空
海
の
目
に
留
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
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４
．
百
夜
通
い
の
目
標
を
掲
げ
た
の
は
だ
れ
か

『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
か
ら
決
定
的
な
影
響
を
受
け
た
作
品
に
は
、
『
三
国
伝
記
』
以
前
に
能
〈
卒
都
婆
小
町
〉

が
あ
る
。
同
書
か
ら
の
ま
と
ま
っ
た
引
用
は
二
カ
所
で
行
わ
れ
る
。
一
つ
目
は
舞
台
に
出
た
ば
か
り
の
老
女
が
「
百

年
の
姥
」
に
注
が
れ
る
視
線
を
は
ば
か
り
、
都
を
離
れ
る
際
の
独
り
言
の
述
懐
に
（
２
段
［
サ
シ
］
）
、
二
つ
目
は

老
女
が
卒
都
婆
問
答
で
ワ
キ
僧
を
言
い
負
か
し
た
後
、
小
野
小
町
の
な
れ
る
果
て
を
名
乗
り
、
名
前
の
喚
起
す
る

像
と
の
落
差
を
確
か
め
る
二
人
の
応
酬
に
（
４
段
［
サ
シ
］
～
［
ロ
ン
ギ
］
）
、
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
」
の
序
と
詩

の
表
現
を
種
々
組
み
換
え
た
引
用
が
行
わ
れ
る
。
一
つ
目
の
引
用
（
傍
線
部
）
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
二
つ
目

撰
者
玄
棟
は
、
小
野
小
町
が
無
常
の
理
を
深
く
悟
っ
た
晩
年
に
、
こ
う
し
て
未
来
の
果
報
の
種
子
を
認
め
る
。
晩

年
の
悟
り
も
そ
の
結
果
は
壮
衰
の
自
覚
が
も
た
ら
し
た
。
《
壮
》
の
報
い
と
し
て
の
《
衰
》
で
は
な
く
、
壮
衰
を
超

え
る
た
め
、
そ
の
姿
を
衆
生
に
示
す
た
め
の
因
果
関
係
と
言
え
る
。

は
省
略
す
る
）
。

楊
柳
の
春
の
風
に
摩
く
が
ご
と
し
、
ま
た
鶯
舌
の
聡
り
は
、
露
を
含
め
る
糸
萩
の
、
託
言
ば
か
り
に
散
り
初

む
る
、
花
よ
り
も
な
ほ
珍
し
や
、
今
は
り
ん
か
ん
賤
の
女
に
さ
へ
き
た
な
ま
れ
、
諸
人
に
恥
ぢ
を
さ
ら
し
、

嬉
し
か
ら
ぬ
月
日
身
に
積
も
っ
て
、
百
年
の
姥
と
な
り
て
候
。
（
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
）

今
は
い
に
し
え
と
な
っ
た
若
い
頃
は
美
し
い
髪
と
声
に
恵
ま
れ
て
お
ご
り
を
な
し
、
う
れ
し
く
も
な
い
年
を

４
１

あ
は
れ
や
げ
に
い
に
し
へ
は
、
惰
慢
も
つ
と
も
甚
だ
し
う
、
蒻
翠
の
髪
ざ
し
は
胴
梛
と
た
を
や
か
に
し
て
、
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取
っ
て
百
歳
の
老
女
と
な
っ
た
。
汚
が
ら
れ
恥
を
さ
ら
す
の
は
そ
れ
が
耐
え
か
１

を
含
む
長
い
晩
年
の
習
い
で
あ
る
。
老
女
は
い
に
し
え
と
今
を
対
比
し
て
い
る
が
、

で
は
考
え
て
い
な
い
。
報
い
を
自
覚
し
な
い
老
女
は
、
発
作
的
な
怨
念
の
瀝
依
に
」

い
や
小
町
と
い
ふ
人
は
、
あ
ま
り
に
色
が
深
う
て
、
あ
な
た
の
玉
章
こ
な
た
（

雨
の
、
虚
言
な
り
と
も
一
度
の
返
事
も
な
う
て
、
今
百
年
に
な
る
が
報
う
て
、

こ
れ
は
シ
テ
の
小
野
小
町
が
発
す
る
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
「
小
町
と
い
ふ
人
」
を
他
人
と
し
て
そ
の
罪
を
指
弾

し
て
い
る
。
言
い
寄
る
男
た
ち
を
無
視
し
恋
に
狂
わ
せ
た
報
い
が
、
こ
う
し
て
百
歳
の
老
女
を
ワ
キ
僧
の
目
の
前

で
物
に
狂
わ
せ
る
。
物
と
は
百
夜
通
い
の
狂
気
を
強
い
ら
れ
た
四
位
の
少
将
の
怨
念
で
あ
り
、
物
は
老
女
の
身
体

に
瀝
依
し
て
四
位
の
少
将
の
声
で
因
果
の
巡
り
を
思
い
知
ら
せ
る
。
傍
線
部
は
か
つ
て
四
位
の
少
将
が
小
野
小
町

に
抱
い
た
恋
慕
の
切
な
さ
を
、
今
度
は
小
野
小
町
に
実
感
さ
せ
声
を
振
り
絞
ら
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
四
位
の
少
将
が
虚
言
な
り
と
も
一
度
で
も
返
事
を
く
れ
た
ら
よ
い
の
に
と
言
い
、
小

野
小
町
の
冷
淡
さ
を
「
色
」
に
通
じ
た
手
練
と
見
な
し
、
報
い
の
原
因
と
な
る
罪
の
核
心
に
位
置
づ
け
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
小
野
小
町
の
示
唆
な
し
に
、
四
位
の
少
将
は
一
方
的
に
百
夜
通
い
を
敢
行
し
九
十
九
夜
目
に

病
死
し
た
。
四
位
の
少
将
の
自
滅
は
小
野
小
町
の
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
小
野
小
町
に
は
罪
の
自
覚
が
な
い
か

ら
、
瀝
依
し
て
で
も
思
い
知
ら
せ
る
し
か
な
い
。
同
じ
く
四
位
の
少
将
の
百
夜
通
い
を
題
材
と
す
る
〈
通
小
町
〉

で
は
、
「
百
夜
通
へ
」
と
偽
っ
た
小
野
小
町
の
虚
言
が
少
将
の
恨
み
の
対
象
と
な
る
。
小
野
小
町
に
約
束
を
守
る
気

雨
の
、
虚
一
一
一

ｌや
。
（
５
段

［
問
答
］
）

汚
が
ら
れ
恥
を
さ
ら
す
の
は
、
そ
れ
が
耐
え
が
た
く
て
都
を
出
る
と
言
う
、
今

・
老
女
は
い
に
し
え
と
今
を
対
比
し
て
い
る
が
、
今
が
い
に
し
え
の
報
い
と
ま

覚
し
な
い
老
女
は
、
発
作
的
な
怨
念
の
瀝
依
に
よ
っ
て
自
覚
を
強
制
さ
れ
る
。

ま
り
に
色
が
深
う
て
、
あ
な
た
の
玉
章
こ
な
た
の
文
、
か
き
昏
れ
て
降
る
五
月

あ
ら
人
恋
し
や
あ
ら
人
恋
し
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の
な
か
っ
た
こ
と
は
百
夜
通
い
を
完
遂
し
た
日
に
告
げ
ら
れ
る
。
〈
通
小
町
〉
で
は
少
将
の
逆
上
し
憤
死
し
た
は
ず

の
場
面
は
再
現
せ
ず
に
、
二
人
が
成
仏
を
遂
げ
る
結
末
を
重
視
し
た
改
作
が
な
さ
れ
て
い
る
（
拙
稿
「
宗
教
劇
か

ら
人
間
劇
へ
ｌ
鬼
を
救
い
生
を
語
る
能
の
流
れ
」
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
刊
・
加
、
二
○
○
九
年
一
○
月
）
。

一
弓
の
能
の
作
品
に
お
い
て
百
夜
通
い
の
目
標
を
ど
ち
ら
が
掲
げ
た
か
と
い
う
違
い
の
意
味
、
そ
し
て
世
阿
弥
が

否
定
す
る
異
性
間
の
葱
依
が
〈
卒
都
婆
小
町
〉
に
残
さ
れ
た
必
然
性
は
、
こ
の
よ
う
に
両
作
品
の
「
虚
言
」
を
視

点
に
比
較
す
る
こ
と
で
新
た
な
見
通
し
が
得
ら
れ
る
。

５
．
未
来
の
果
報
の
た
め
に
老
残
を
生
き
る

卒
都
婆
問
答
に
勝
利
し
た
老
女
は
ワ
キ
僧
か
ら
「
ま
こ
と
に
悟
れ
る
非
人
な
り
」
と
感
服
・
敬
礼
さ
れ
る
。
し

か
し
、
戯
れ
の
歌
を
詠
み
勝
ち
誇
る
小
野
小
町
に
は
、
や
が
て
四
位
の
少
将
の
怨
念
が
取
り
輝
く
。
悟
り
切
れ
て

い
な
い
隙
を
突
か
れ
た
形
で
あ
る
。
往
来
の
人
に
物
を
乞
い
、
乞
い
得
ぬ
時
に
こ
う
な
る
と
言
う
か
ら
、
年
を
取

り
零
落
す
る
ほ
ど
、
こ
う
な
る
こ
と
は
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
老
後
の
絶
望
的
な

時
間
が
小
野
小
町
を
鍛
え
て
、
ワ
キ
僧
に
負
け
な
い
し
た
た
か
な
物
言
い
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
四
位

の
少
将
を
破
滅
さ
せ
た
罪
の
報
い
を
自
覚
さ
せ
、
次
第
に
悟
り
に
導
い
て
ゆ
く
。

こ
れ
に
つ
け
て
も
後
の
世
を
、
願
ふ
ぞ
ま
こ
と
な
り
け
る
、
砂
を
塔
と
重
ね
て
、
黄
金
の
層
こ
ま
や
か
に
、

花
を
仏
に
手
向
け
つ
つ
、
悟
り
の
道
に
入
ら
う
よ
、
悟
り
の
道
に
入
ら
う
よ
・
（
７
段
［
キ
リ
］
）

長
い
晩
年
を
生
き
る
こ
と
、
瀝
依
に
よ
る
狂
乱
を
含
む
、
種
々
の
屈
辱
に
耐
え
る
こ
と
は
、
罪
を
消
す
試
練
と
受
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け
止
め
、
卒
都
婆
に
近
づ
き
菩
提
心
を
起
こ
す
今
日
の
よ
う
な
機
会
を
大
切
に
し
た
い
。
思
い
切
っ
て
都
を
離
れ

西
（
月
の
行
く
方
）
へ
向
か
う
行
動
に
出
て
み
る
と
、
怨
念
は
な
お
付
き
ま
と
う
に
し
て
も
、
老
女
を
正
視
し
て

敬
意
を
払
う
ワ
キ
僧
た
ち
と
の
出
会
い
が
あ
る
。
彼
ら
と
卒
都
婆
問
答
を
交
わ
し
て
、
現
在
到
達
し
て
い
る
水
準

と
慢
心
の
残
る
限
界
を
確
か
め
る
こ
と
も
で
き
た
。
こ
の
上
は
後
世
の
幸
せ
を
願
い
、
童
子
が
砂
を
集
め
て
仏
塔

を
造
る
よ
う
に
、
無
心
に
さ
さ
や
か
な
供
養
を
積
み
重
ね
る
つ
も
り
で
あ
る
。

因
果
応
報
は
過
去
と
現
在
、
現
在
と
未
来
の
間
に
働
く
。
小
野
小
町
に
と
っ
て
の
過
去
と
言
え
ば
前
世
は
問
題

に
な
ら
ず
、
現
世
の
内
の
い
に
し
え
が
老
衰
の
今
と
対
比
さ
れ
る
。
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
の
老
女
と
異
な
る
の

は
、
小
野
小
町
が
恋
の
道
に
熟
練
す
る
だ
け
の
年
齢
に
達
し
て
、
家
族
の
野
心
で
は
な
く
自
分
の
意
図
で
男
た
ち

を
拒
み
（
前
述
の
『
古
今
著
聞
集
』
等
に
通
ず
る
）
、
そ
の
罪
の
現
報
を
懸
依
に
よ
り
体
現
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

殺
生
を
生
業
と
す
る
猟
師
の
傍
ら
に
拘
束
さ
れ
る
暮
ら
し
や
、
自
ら
は
断
ち
切
れ
な
い
老
後
の
永
続
も
、
お
ご
り

を
極
め
た
現
報
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
百
夜
通
い
の
罪
と
報
い
は
そ
れ
ら
に
増
し
て
因
果
の
関
係
を
分
か
り

や
す
く
す
る
。
異
性
間
の
態
依
に
否
定
的
な
世
阿
弥
が
〈
卒
都
婆
小
町
〉
を
残
し
た
理
由
、
〈
卒
都
婆
小
町
〉
が
人

気
曲
た
り
得
る
ゆ
え
ん
は
そ
の
分
か
り
や
す
さ
に
認
め
ら
れ
る
。
〈
卒
都
婆
小
町
〉
で
は
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』

の
よ
う
に
は
極
楽
世
界
を
讃
歎
す
る
こ
と
に
言
葉
を
費
や
さ
な
い
。
し
か
し
、
〈
卒
都
婆
小
町
〉
の
観
客
は
小
野
小

町
が
西
方
の
浄
土
に
到
着
す
る
未
来
を
疑
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
《
壮
》
も
《
衰
》
も
尽
く
す
小
野
小
町
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
が
最
後
の
役
割
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。

〔
附
記
〕
本
研
究
は
謁
男
科
研
費
獣
ご
ｓ
ｓ
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

130


