
の
魁
偉
を
る
鼻
が
､
こ
～
に

1
種
の
象
徴
と
し
て
'
後
世
に
樽
は
つ
た
も
の
で
は
夜
か
ら
う
か
'
誰
れ
か
が
義

太
夫
の
鼻
に
あ
や
か
り
た
い
も
の
と
､
こ
れ
を
俸

へ
た
の
だ
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
た
ら
う
か
｡

10

三

部

の

準

瑠

璃

王

浄
誓
う
播
磨
'
加
賀

日
夜
の
念
願
を
達
し
て
'
た
う
と
う
山
人
前
の
太
夫
と
な
-
､
道
頓
堀

へ
現
は
れ
た
理
太
夫
は
'
そ
の
轟
が

非
凡
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
､
蔀
の
巻
逢
し
た
男
だ
つ
た
と
見
え
て
'
瞬
く
間
に
師
匠
や
大
師
匠
の
所
謂
井

上
洗
浄
瑠
璃
な
る
も
の
ゝ
蔑
奥
を
す
っ
か
り
呑
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
｡
そ
れ
と
同
時
に
'
な
ん
だ
か
ま
だ
こ
の

上
に
も
壌
い
轟
の
天
地
が
あ
る
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
を
か
っ
た
O
も
と
も
と
貿
け
じ
魂
と
向
上
心
に
燃
え
上

っ
て
ゐ
る
若
い
理
太
夫
'
こ
ん
な
こ
と
で
は
我
慢
が
出
束
夜
か
つ
た
｡
何
虞
ま
で
も
奥
の
奥
ま
で
究
め
て
か
＼

ら
ね
は
承
知
が
出
凍
な
い
と
い
ふ
気
が
し
出
し
て
来
た
の
で
あ
え

｡
彼
は

l
且
道
頓
堀
の
地
を
離
れ
よ
う
と
決

心
し
て
'
師
匠
の
許
可
を
得
て
､

l
座
を
引
連
れ
て
京
都

へ
出
向

い
た
｡
と
い
ふ
の
は
､
京
都
に
は
紀
州
の
和



歌
山
か
ら
乗
出
し
て
､
京
都
の
浄
瑠
璃
と
し
て
深
い
根
城
を
据
ゑ
て
ゐ
る
宇
治
素
太
夫

(後
に
加
賀
操
)
の

i

座
が
あ
る
｡
そ
れ
等
の
他
流
と
封
抗
し
て
見
た
い
か
ら
で
も
あ
っ
た
｡
天
和
初
年

'
四
健
河
原
の
小
屋
で

『
日

本
王
代
記
A
や

『
松
浦
五
郎
』
な
ど
の
弁

上
流
浄
瑠
璃
を
上
演
し
た
理
太
夫
は
'
そ
の
意
気
込
み
の
煉
ん
で
あ

っ
た
の
に
も
似
ず
'
み
ご
と
失
敗
に
失
敗
を
革
ね
て
さ
ん
ざ
ん
の
鰭
だ
っ
た
｡
暫
ら
く
休
場
を
つ
ゞ
け
て
ゐ
た

理
太
夫
は
厳
然
と
し
て

l
座
を
解
散
し
'
番
然
敵
方
で
あ
る
べ
き
筈
の
宇
治
碁
太
夫
の

一
座
に
投
じ
た
｡
い
ふ

ま
で
も
を
く
井
上
流
の
深
奥
を
極
め
て
煉
ら
ず
と
し
た
理
太
夫
は
'
更
に
宇
治
流
の
秘
奥
を
探
ぐ
ら
ん
と
す
る

の
精
神
か
ら
で
あ
っ
た
｡

井
上
流
と
い
ひ
'
宇
治
流
と
い
ふ
'
こ
の
京
阪
の
二
大
家
が
､
い
っ
た
い
ど
う
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
流
れ
て
来

て
ゐ
る
か
と
′い
ふ
と
'
そ
の
源
に
薩
摩
浮
雲
と
い
ふ
た
い
へ
ん
を
大
物
が
あ
る
｡
理
太
夫
の
今
後
の
功
績
を
語

る
上
に
於
て
,
是
非
と
も
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
浄
瑠
璃
の
源
流
で
あ
る
の
だ
か
ら
､
こ
の
浄
票
を
始
め
二
大
分
流

で
あ
る
,
井
上
播
磨
と
宇
治
加
賀
の
状
態
を
-
ほ
し
く
説
誓

し鐙

-
こ
と
に
す
る
｡
元
来
創
始
時
代
の
浄
瑠
璃

と
い
ふ
も
の
は
腹
沌
散
漫
と
し
て
'
殆
ん
ど
碇
へ
ど
こ
ろ
の
な

い
や
う
な

形
式
の
も
の
で
あ
っ
た
の
を
'

兎
も

角
も

『
操
り
浄
瑠
璃
芝
居
A
と
し
て
の
形
を
備

へ
る
ま
で
に
痕

ぎ
つ
け
た
の
は
浄
宴
を
始
め
播
磨
'

加
賀
の
功

績
で
あ
っ
て
､
寛
永
年
間
か
ら
寛
文
に
亘
っ
て
､
こ
の
大
事
業
が
為
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

ll



先
づ
順
序
と
し
て
薩
摩
浄
垂
か
ら
始
め
る
｡

泉
州
堺
の
人
で
軌
父
の
浄
兄
は
.水
無
潮
流
の
琵
琶
の
蓮
人
､
そ
の
子
の
除
塵
は
薩
摩
接
を
受
領
し
て
西
の
嘗

ガ

の
塊
偶
師
を
語
ら
っ
て
人
形
を
操
ら
せ
､
豊
太
閤
の
御
堂
に
入
れ
た
名
啓
の
人
｡
浄
書
は
即
ち
こ
の
浄
慶
の
子

で
'
生
れ
は
支
線
四
年
'
通
解
が
源
太
郎
優
嗣
､
垂
名
が
虎
屋
治
郎
右
衛
門
又
は
小
平
太
､
は
じ
め
浄
僅
換
校

の
門
に
入
っ
て
薩
摩
太
夫
と
名
乗
り
後
年
剃
髪
し
て
浄
事
と
改
め
た
｡
戦
国
時
代
の
気
風
を
享
け
て
非
常
に
剛

健
な
性
格
の
人
で
'
ど
う
も
京
阪
の
ヤ
う
な
柔
ら
か
を
気
風
が
気
に
人
ら
な
か
ケ
た
も
の
と
見
え
て
'
寛
永
の

初
年
江
戸
に
下
っ
た
｡

江
戸

へ
出
た
浄
書
は
中
橋
康
小
路
に
芝
居
を
立
て
'
人
形
換
り
浄
瑠
璃
を
興
行
し
は
じ
め
た
｡
こ
の
時
ま
で

か
う
し
た
興
行
物
に
空

走
の
小
屋
と
い
ふ
も
の
が
無
か
つ
た
の
を
'
此
時
始
め
て
さ
う
し
た
常
設
興
行
鼻
と
い

ふ
も
の
が
出
水
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
興
行
中
た
ま
た
ま
薩
摩
の
島
津
侯
の
日
に
止
ま
り
'
屡
々
そ
の
舘
に
召
さ

れ
て
御
堂
に
入
れ
る
こ
と
に
夜
つ
た
が
､
島
津
侯
は
浄
賓
9
喪
を
非
常
に
感
嘆
さ
れ
て
'
京
の
人
形
師
に
命
じ

て
こ
れ
ま
で
使

っ
て
ゐ
た
土
人
形
を
止
め
て
之
れ
を
健

へ
と
悉

く
木
の
人
形
と
取
-
春

へ
ら
れ
た
｡
通
-
四

丁
目
に
住
む
鶴
屋
某
と
い
ふ
の
が
そ
の
人
形
の
御
用
を
承
っ
た
の
だ
が
'
こ
れ
が
木
の
人
形
の
始
ま
-
だ
と
あ

る
｡

な
ほ
又
此
座
で
使
用
す
る
紙
幕
が
美
し
い
絹
の
幕
に
取
り
春

へ
ら
れ
た
の
も
島
津
侯
の
賜
物
で
あ
る
｡
そ



れ
は
或
日
r
夜
討
曾
我
紋
姦
し
の
段
｣
を
語
っ
て
ゐ
る
時
､
島
津
侯
の
見
物
が
あ
っ
た
｡
｢
十
文
字
は
島
津
の
紋
J

と
い
ふ
所
を
､
早
速
の
機
智
で

r
丸
に
十
文
字
は
御
家
の
御
紋
』
と
語
り
香

へ
た
の
で
非
常
に
御
意
に
適
っ
て
'

す
ぐ
館
に
掛
け
ら
れ
て
あ
る
絹
の
幕
を
外
し
て
下
げ
渡
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
｡
か
う
い
っ
た
調

子
で
従
来
ま
で
簡
単
素
朴
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
人
形
浄
瑠
璃
が
次
第
に
華
美
に
な
っ
て
来
て
'
鼠
木
戸
の
上
に

拝
領
の
絹
の
幕
が
張
ら
れ
る
や
ら
'
だ
い
ぶ
豪
華
の
風
に
傾
い
て
来
た
｡
そ
ん
な
課
で
寛
文
士

一年
俄
然
興
行

禁
止
を
命
ぜ
ら
れ
る
や
う
を
こ
と
に
な
り
浄
書
は
獄
に
投
ぜ
ら
れ
た
が
､
こ
れ
は
間
も
夜
く
発
さ
れ
た
｡
併
し

浮
等
の
江
戸
出
現
は
如
何
に
昔
時
の
人

々
を
驚
か
し
た
か
､
江
戸
風
の
人
情
に
適
っ
た
豪
快
を
浮
雲
の
語
-
ぶ

り
は
'
昔
時
の
作
者
北
保
宮
内
の
書
い
た

F
長
生
殿
』

冒
同
館
』

『
八
嶋
』

『
大
磯
冠
｣
に
浮
雲
が
自
ら
節
附

を
し
て
ゐ
る
鮎
に
於
て
も
､
恩
ひ
半
ば
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
る
｡
又
浄
書
と
て
も
自
ら
浄
瑠
璃
の
作
を
し
た
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
'
こ

れ
は
今
に
侮
は
っ
て
ゐ
る
も
の
が
な
い
O
創
始
時
代
の
短
篇
物
に
煉
ら
ず
段
物
の
六

段
檀
尊
を
語
っ
た
の
も
浄
宴
か
始
ま
-
で
あ
る
｡

.ヽ

さ
て
此
浄
書
門
下
の
四
天
王
に
､
虎
屋
丹
後
操
､
同
長
門
操
'
同
丹
波
接
'
同
源
太
夫
が
参
る
｡
丹
後
と
長

門
は
師
匠
の
衣
鉢
を
俸

へ
た
人
｡
丹
波
は
そ
の
性
質
か
豪
気
で
激
越
を
感
情
を
も
っ
て
ゐ
た
人
で
,
後
に
市
川

家
の
荒
事
の
素
因
を
為
す
金
平
浄
瑠
璃
を
創
始
し
た
講
は
ゞ
武
断
派
の
寄
傑
で
あ
る
｡
さ
う
し
て
,
も
う

1
人

13



の
源
太
夫
は
､
丹
波
と
は
仝
-
相
反
し
て
優
艶
儲
雅
と
も
云
呼
っ
か
'
ど
う
も
荒
っ
ぽ
い
江
戸
の
空
気
に
は
倉

は
覆
い
人
だ
っ
た
.
本
人
は
む
ろ
ん
そ
れ
を
自
覚
し
て
京
都

へ
移
る
こ
と
に
な
り
｣
同
門
の
宮
内
喜
太
夫
な
ど

と
結
ん
で
､
次
第
に
こ
の
優
美
を
王
城
の
地
の
気
風
に
合
ふ
や
う
夜
浄
瑠
璃
を
語
っ
て
､
だ
ん
だ
ん
深
い
根
を

植
ゑ
つ
け
た
｡

こ
の
源
太
夫
の
門
人
が
即
ち
井
上
播
磨
で
､
宮
内
の
門
人
が
即
ち
宇
治
加
賀
で
あ
る
｡

井
上
播
磨
は
寛
永
九
年
'
京
都
上
立
責
に
生
れ
て
'
通
解
を
市
郎
兵
衛
と
云
ひ
'
大
内
の
御
簾
を
調
進
す
る

エ
み
の
家
で
あ
っ
た
｡

終
曲
に
堪
能
で
あ
っ
た
が
'
や
が
て
源
太
夫
の
門
に
入
-
'
つ
ぶ
さ
に
研
鎖
の
功
を
積

ん
だ
｡
や
が
て
一
家
を
為
す
に
及
ん
で
､
破
れ
は
周
囲
を
ふ
-
返
っ
て
見
た
｡
京
に
は
師
匠
の
源
太
夫
を
始
め
'

山
本
土
佐
操
'
伊
勢
鴫
宮
内
､
虎
屋
上
線
操
が
割
壊
し
て
勢
力
を
占
め
'
と
て
も
播
磨
が
新
ら
し
-
進
出
す
る

飴
地
が
な
い
｡
そ
こ
で
今
は
無
人
の
境
と
も
い
ふ
べ
き
大
阪
の
地
に
目
を
つ
け
'
断
然
京
都
を
あ
と
に
し
/て
大

阪

へ
下
っ
て
来
た
｡
さ
う
し
て
終
衆
の
礎
地
を
為
す
可
き
浄
瑠
璃
の
根
を
下
ろ
し
た
の
で
あ
る
.
播
磨
は
ど
う

い
ふ
浄
瑠
璃
を
語
つ
た
か
と
い
ふ
と
､
百
鈴
番
の
新
作
物
の
う
ち
､
多
-
は
逆
行
'
景
事
に
廟
す
る
も
の
で
'

操
り
年
代
記
に
は
'
そ
の
得
意
中
の
得
意
物
と
し
て
､

『
頼
義
北
国
落
し
の
掛
物
揃
t

r
菅
原
親
王
L
の
歌
仙
､

r
源
氏
筑
紫
合
戦
L

の
宮
嶋
八
景
､

r
頼
光
跡
目
諭
し
の
短
が
ま

馬
の
段
､
又
は
昇
風
八
景

F
五
天
竺
L
を

14



教
へ
て
ゐ
る
が
'
い
ふ
ま
で
も
な
-
作
は
拙
劣
で
没
趣
味
を
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も

一
度
び
播
磨
の
ロ
か
ら
樽

へ
ら
れ
る
と
､
そ
の

F
う
れ
ひ
L

F
修
羅
』
の
情
が
剛
柔
程
よ
-
調
和
し
て
人
の
心
を
捉

へ
た
も
の
に
違
ひ
覆

い
｡
播
磨
は
或
時
門
前
を
通
る
江
戸
菌
歳
の
音
調
を
聞
い
て
自
ら
大
い
に
番
明
を
し
た
.
そ
れ
は
音
調
に
情
を

霧
す
'
即
ち
情
に
廉
じ
て
自
由
に
節
調
を
使
ひ
分
け
る
と
い
ふ

一
風
を
創
造
し
た
'
そ
れ
が
今
日
俸
は
る
と
こ

ろ
の
所
謂

r
ハ
-
マ
地
L
で
あ
る
.
,な
ほ
播
磨
は
音
律
の
理
論
に
裁
て
は
平
生
深
-
考

へ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

も
の
と
見
え
'
清
水
理
兵
衛
に
示
し
た
教
訓
に
'
相
普
含
蓄
に
富
ん
だ
こ
と
を
云
つ
て
ゐ
る
｡

浄
瑠
璃
の
十
能
､
秋
は
随
分
馨
花
に
勝
る
可
し
｡

是
れ
人
の
陰
気
を
引
立
て
ん
か
篤
め
な
り
春
は
ひ
き
締
め
て
柔
か
な
ら
ざ
れ
ば
人
の
心
に
徹
へ
難
し
'
云

云
播
磨
が
名
輩
は
日
に
日
に
高
-
怒
っ
て
'
故
郷
京
都
か
ら
も
再
三
出
演
を
悪
め
て
来
た
｡
そ
こ

で
､
と
り
あ

へ
ず
､
自
軍
初
年
久
々
京
の
土
を
踏
む
こ
と
に
な
っ
た
｡
四
僕
の
芝
居
で

『
頼
光
跡
目
諭
し
を
語
っ
て
稀
有
の

好
評
を
博
し
た
が
､
惜
し
い
こ
と
に
は
､
同
二
年
五
月
､
急
病
を
費
し
て
五
十
四
歳
を

1
期
と
し
て
此
世
を
去

っ
た
｡
大
阪
浄
瑠
璃
の
開
尊
者
と
し
て
大
恩
人
た
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
を
い
｡

(但
し
こ
の
後
年
に
つ
い
て

は
異
説
が
あ
る
)
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和
歌
山
か
ら
出
て
京
の
浄
瑠
璃
を
開
費
し
た
宇
治
加
喪
も
殻
初
は
や
は
り
蕗
曲
が
堪
能
で
あ
っ
て
'
播
磨
と

比
べ
て
柔
和
で
あ
上

層
渡
部
を
語
-
振
-
を
し
た
人
で
あ
る
'
大
宮
人
の
京
都
の
土
地
に
ふ
さ
は
し
く

練

珊
華
麗
な
節
廻
醸
し
を
沓
明
し
て

1
涯
を
為
し
た
,
世
に

F
加
賀
節
1
な
る
も
の
師
ち
そ
れ
で
あ
る
｡

I

か
う
い
ふ
風
に
土
地
の
東
風
に
合
ふ
創
作
が
′出
来
て
禿
た
以
上
'
首
然
江
戸
派
な
る
も
の
は
影
を
ひ
そ
め
て
､

加
賀
の
一
人
舞
蔓
に
な
っ
た
｡

か
う
し
て
京
都
の
第

一
人
者
と
な
っ
た
加
賀
は
そ
の
七
十
七
年
の
全
生
涯
に
'
可
を
り
彩
し
い
功
績
を
の
こ

し
て
ゐ
る
が
'
と
り
わ
け
､
文
オ
か
あ
っ
て
松
の
落
葉
に
あ
る

｢
四
傑
川
原
涼
八
景
｣
の
端
浄
瑠
璃
を
ど
'
今

に
聞
こ
え
た
も
の
で
､
近
松
門
左
衛
門
と
交
つ
て
は

『
世
纏
曾
我
｣

｢
昔
流
小
栗
判
官
L

r
主
馬
判
官
盛
久
し

F
徒
然
草
j

F
囲
易
曾
我
J

(後
に
百
日
曾
我
)
を
ど
を
､
又
井
原
松
専
軒
西
鶴
に
は

F
層
l
そ
の
他
の
作
物

を
得
て
ゐ
る
'
そ
の
他
文
鎮
の
人
々
と
交
通
し
て
廉
く
浄
瑠
璃
節
の
為
に
新
作
を
求
め
た
折
謂
新
人
肌
で
あ
っ

た
ら
し
い
｡

以
上
に
よ
っ
て
清
水
理
太
夫
か
浄
瑠
璃
道
の
篤
め
K
t
自
己

1
流
の
蛮
風
を
編
み
出
さ
ん
と
企
て
～
'
宇
治

加
賀
の
門
に
入
っ
た
心
の
ほ
ど
か
窺
は
れ
る
わ
け
で
あ
る
.
宇
治
流
の
研
究
に
東
を
ひ
そ
め
る

l
方
､
流
行
唄
'

俗
務
'
小
唄
'
祭
文
'
説
経
節
'
蔦
歳
そ
の
他
音
曲
と
名
の
つ
く
も
の
に
は
'
大
道
蛮
人
の
話
ひ
物
か
ら
'
物
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膏
り
の
呼
び
聾
に
ま
で
､
微
細
を
注
意
を
濁
っ
て
､
自
ら
の
浄
瑠
璃
を
蓉
明
す
る
こ
と
に
波
面
し
た
｡
彼
は
明

け
て
も
暮
れ
て
も
､
た
ゞ

一
意
そ
の
工
夫
に
身
心
を
疲
ら
し
た
の
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
理
太
夫
の
思
ふ
恵
に
は

な
か
を
か
俵
っ
て
来
覆
い
､
苦
悶
焦
慮

の
月
日
は
ず
ん
ず
ん
と
過
ぎ
て
行
く
｡

そ
の
頃
義
太
夫
の
芝
居
に

｢
西
行
物
語
｣
が
上
壊
さ
れ
､
理
太
夫
は
そ
の
二
段
日
,
藤
津
入
道
夜
盗
の
段
を

勤
め
た
｡
複
て
井
上
流
で
鍛

へ
た
得
意
の
修
羅
語
-
'
加
ふ
る
に
無
比
の
表
書
,
生
温
い
京
童
べ
ど
も
を
吹
き

飛
ば
す
の
概
が
あ
-
'
見
物
は
勿
論
師
匠
の
義
太
夫
も
舌
を
捲
い
て
驚

い
て
し
ま
っ
た
｡
後
世
恐
る
可
し
,
と

ひ
そ
か
に
轟
太
夫
を
し
て
嘆
馨
を
漏
ら
さ
し
め
た
と
い
ふ
｡
併
し
理
太
夫
に
と
つ
て
は
,
か
う
し
た
首
座
の
人

気
や
好
評
ぐ
ら
ゐ
は
嬉
し
-
も
な
ん
と
も
な
か
っ
た
｡
彼
に
は
相
愛
ら
ず
新
派
創
造
の
煩
悶
が
あ
る
ば
か
-
で

あ
る
｡

あ
る
夜
'
理
太
夫
は
突
如
と
し
て
､
嘉
太
夫
座
を
腹
出
し
て
行
方
を
晦
ま
し
た
.

数
日
に
し
て
'
理
太
夫
の
姿
は
西
国
路

へ
急
ぐ
旗
人
の
中
か
ら
尊
兄
し
た
･
理
太
夫
に
は
道
伴
れ
が
あ
っ
た
｡

そ
れ
は
興
行
師
の
竹
屋
庄
兵
衛
と
三
味
線
弾
き
の
尾
崎
権
右
衛
門
と
で
あ
る
｡

や
が
て
は

】
涯
を
編
み
出
す
理
太
夫
の
道
件
れ
に
な
る
ほ
ど
の
者
'
興
行
師
と
い
ひ
,
三
味
線
弾
き
と
は
云

ひ
夜
か
ら
'
も
と
よ
り
尋
常
人
で
は
覆
い
｡
他
日
義
太
夫
旗
上
げ
の
際
'
と
も
に
生
死
を
か
け
て
,
そ
の
成
功
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を
放
け
た
左
右
の
晩
で
あ
る
.
IJ
の
三
人
が
放
か
け
て
､
ど
う
い
ふ
こ
と
を
酷
-
合
つ
た
か
､
想
像
す
る
に
難

く
は
な
く
､
理
太
夫
が
熟
烈
火
の
如
き
所
信
を
'
二
人
の
胸
に
強
く
強
く
焦
き
つ
け
た
に
相
違
を
い
9

三
人
は
程
な
く
宮
嶋

の
市
を
箇
て
に
､
安
塾
の
巌
鴫
に
着
い
た
｡
か
ぅ
し
て
此
地
に
膝
を
据
ゑ
て
､
暫
ら
く

興
行
を
績
け
る
こ
と
に
し
た
｡
芝
居
は
幸
ひ
に
好
人
気
だ
っ
た
の
で
'
仮
の
根
深
と
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
併
し

理
太
夫
の
目
的
は
決
し
て
か
う
い
ふ
興
行
の
上
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
'
暫
ら
く
都
轟
の
煩
雑
か
ら
免
れ
て
､

牌
衆
の
飛
躍
を
劃
策
L
t

一
方
静
か
に
冥
想
し
て
'
新
浄
瑠
璃
の
教
鬼
を

ハ
ツ
キ
i
と
自
分
の
東
の
中
か
ら
掴

み
出
し
た
い
儀
め
で
あ
っ
た
.
併
し
な
か
な
か
そ
れ
は
容
易
で
は
な
い
.

理
太
夫
は
此
上
は
両
の
力
に
槌
る
よ
膏
ほ
か
は
な
い
と
考

へ
た
O

芝
居
が
終
ね
る
の
を
ま
っ
て
､
ひ
そ
か
に
小
屋
を
脱
げ
出
し
､
巌
鴫
両
融
の
方

へ
と
急
い
だ
｡
春
の
夜
は
晩

に
霞
を
こ
め
て
'
さ
を
き
だ
に
荘
蕨
な
か
融
は

t
層
碑
秘
の
色
を
港

へ
て
見
せ
て
ゐ
る
｡
被
は
敢
殿
の
淡
い
燈

龍
の
灯
影
を
た
よ
-
に
､
長
い
廻
鹿
を
幾
曲
り
し
て
正
殿
の
前
'
ひ
た
す
ら
に
所
願
を
こ
め
た
井
藤
を
廃

へ
た

が
･
彼
は
な
は
こ
ゝ
を
立
ち
去
ら
ず
､
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
ち
つ
と
坐
っ
て
何
や
ら
冥
想
に
耽
っ
て
ゐ
る
｡

大
気
は
澄
み
渡
っ
て
人
の
気
は
仝
-
な
い
､
蓮
か
海
上
に
聾
え
立
つ
大
輩
表
の
脚
を
洗
ふ
潮
の
光
-
'
昧
下
に

赫
ち
く
る
波
の
楽
音
'
冥
想
に
は
打
っ
て
つ
け
の
い
～
舞
童
で
あ
る
｡
か
う
し
て
理
太
夫
は
毎
夜
毎
夜
こ
t
へ
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通

っ
て
来

て
'

一
流
闘
番
に
轟
念
し
た
｡
時
に
は
夜
を
徹
し
た
こ
と
も
屡
々
で
あ
っ
た
｡

鉦
本
三
十
六
位
選
と
い
ふ
青
表
紙
は
'
こ
の
時
の
容
子
を
非
常
に
誇
張
し
て
'
風
も
な
い
の
に

一
時
に
潮
が

湧
き
上
-
､
海
上

一
.B
に
漣
が
立
っ
て
'
糞
を
張
る
左
右
の
遡
廊
が
浮
み
上
る
と
見
る
程
に
､
音
楽
が
空
に
闘

え
､
花
を
降
ら
す
と
共
に
'
天
冠
を
戴
き
'
鼻
紅
の
衣
を
着
け
た
童
子
が
現
ほ
れ
て
'
理
太
夫
に

1
軸
の
巻
物

を
授
け
た
｡
と
記
し
て
ゐ
る
か
'
さ
う
都
合
よ
-
行
け
は
世
話
は
な

い
｡
併
し
か
う
し
た
境
地
に
あ
っ
て
専
念

し
た
理
太
夫
の
純
抵
な
心
に
は
'
如
何
な
る
紳
を
も
動
か
さ
ず
に
は
措
か
な
か
っ
た
こ
と
.～
思
は
れ
る
｡

理
太
夫
が
か
う
ま
で
肉
を
そ
ぎ
骨
を
け
づ
る
の
思
ひ
を
し
て

一
流
を
編
み
出
さ
ん
と
す
る
､
そ
の
目
的
の
浄

瑠
璃
と
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
も
の
か
と
い
ふ
と
'
す
で
に
桑
に
逮
べ
た
や
う
に
､
師
匠
の
井
上
流
の
長
所
と
加

賀
の
長
所
を

1
丸
に
し
て
､
そ
て
に
曲
節
の
調
和
を
謀
り
'
史
に
自
己
の
猫
釦
を
其
上
に
盛
り
上
げ
よ
う
と
す

る
も
の
な
の
で
あ
る
｡

巌
鴫
参
寵
の
賜
物
は
遂
に
理
太
夫
に
或
る
暗
示
を
碍
さ
し
め
た
｡
＼




