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雪一
“
一

，
果
て
“
と
言
え
ば
、
昨
年
暮
れ
、

マ
ヤ
暦
の
「人
類
滅
亡
の
日
■
２
月

２‐
日
）
や

「太
陽
の
異
変
」
な
ど
、

こ
の
世
の
終
わ
り
を
予
感
さ
せ
る
報

道
に
世
界
各
地
で
騒
動
が
あ
り
ま
し

た
。
幸
い
今
の
と
こ
ろ
な
に
ご
と
も

な
く
２
０
１
２
年
が
終
わ
っ
て
暦
が

新
し
く
な
リ
ホ
ッ
と
し
て
い
ま
す
。

明
け
て
今
年
は
、観
阿
弥
生
誕
６
８

０
年
、世
阿
弥
生
誕
６
５
０
年
で
す
。

能
の
大
成
者
で
あ
る
世
阿
弥
は
、
能

楽
論
書

早
化
鏡
」
の
中
で
、
”
命
に

は
終
わ
り
あ
り
。
能
に
は
果
て
あ
る

べ
か
ら
ず

“
の
一一一一早
某
を
遺
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
世
阿
弥
が

「能
」
の
永

遠
な
る
を
願
う
強
い
意
志
の
表
れ
と

考
え
ま
す
。何
故
か
こ
の
時
、
私
の
脳

裏
に
佐
渡
・正
法
寺
の
静
か
に
侍
む

世
阿
弥
腰
掛
石
が
浮
か
ん
で
き
ま
し

た
。あ

れ
か
ら
６
０
０
余
年
、
そ
の

道
の
能
楽
師
は
も
と
よ
り
、
能
の

支
え
手
は
宗
教

・
武
家
社
会
か
ら

明
治
維
新
後
に
は
政
界
財
界

へ
と

移
り
、
今
や

一
般
市
民
愛
好
者
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
愛
好
者
は
、

昭
和
５０
年
代
に
入
る
と
経
済
成
長

を
背
景
に
全
国
的
に
増
加
し
、
俗
に

会

一長

藤
本
　

土
土
佑

¨
三
旦
与
■
中
森
晶
三
二
百
二
り

す
う
こ
と
も
言
わ
れ
、
｝
一れ
は
実
に

人
Ｅ
ｌ
信
人
£
２
％
に
な
り
ま
す
一

横
浜
の
人
口
で
単
純
計
算
す
る
と

７
万
人
超
の
愛
好
者
が
存
在
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
数
を
ど
う

受
け
止
め
る
か
は
別
と
し
て
、
私
に

と
っ
て
真
に
心
強
い
限
り
で
す
．^

し
か
し
近
年
、
厳
し
い
少
子
高

齢
化
の
波
が
押
し
寄
せ
て
愛
好
者

数
は
、
か
な
り
減
少
し
て
い
る
と

見
る
の
が
大
方

の
予
想

で
す
。

特
に
能
楽
を
稽
古
す
る
若

い
世

代
の
減
少
が
大
き
な
課
題
で
す
。

若
手
世
代

の
象
徴
と
し
て
大
学

の
能
楽
サ
ー
ク
ル
を

ツ
イ

ッ
タ

ー
ア
カ
ウ
ン
ト
に
よ
り
調
べ
た

と
こ
ろ
、
サ
ー
ク
ル
数
は
、
私

の

予
想

を

は

る

か

に
超

え

る

も

の
で
、
関
東

１８

（慶
応
　

国
学

院
　
東
大
　
早
大

ほ
か
）
関
西

・７
ヽ
中

部

５
、
九

州

２
な
ど

で

し
た
。

能
楽
連
盟
は
昭
和
２３
年
創
立
以

来
、
会
員
数

の
確
保
、
能
楽

の

普
及

。
発
展
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
が
、
会
員

の
高
齢
化
が
進

む

一
方
で
若
手
会
員
入
会
と
な

る
と

大
変
厳
し
い
も

の
が
あ
つ

ま
す
３

二
こ
手
、
平
成
１０
年
創
立
ｍ
司

年
を
機

に
、
従
来
秋

に
行

っ
て

い
る

一
五
流
能
楽
大
会

一
と
は

別
に
、
会
員

・
非
会
員
を
問
わ

ず
稽
古
を
始
め
て
日
の
浅

い
愛

好
者

に
も
能
楽
堂

の
本
舞
台
を

体
験
し
て
い
た
だ
け
る
企
画
と

し
て
、
春

の
「五
流
交
流

の
つ
ど

い
‐一を
創
設
し
ま
し
た
〓^
一れ
に
よ

り
若

い
世
代
が
気
軽

に
能
楽
を

見

。
聞
き
。演
じ
ら
れ
る
機
会
が

で
き
ま
し
た
。
今
年
は
さ
ら
に

一

歩
進
め
て
、

「五
流
交
流
の
つ
ど

い

一
の
番
組
に
若

い
世
代

の
出

演
を
取
り
入
れ
ま
し
た
ｃ

こ
れ

は
、

¨
若

い
世
代
と

の
交
流

“

と
い
う

コ
ン
セ

フ
ト
に
も
適
う

最
初

の
試
み
で
あ
り
、
前
述

の

大
学
サ
ー
ク
ル
の
中
か
ら
、　
つ

づ
き
謡
曲
会
が
規
交

の
あ
る
国

学
院
大
学
観
世
会

に
ト

ッ
プ
バ

ツ
タ
ー
と
し
て
出
演
し
て
い
た

だ
き
、
余
寒
厳
し
い
２
月
１６
日
、

春
風
呼
ぶ
交
流
が
実
現
し
ま
し

た
。今
後
は
さ
ら
に
、
地
元
の
高

・

中

。
小
な
ど
若

い
世
代

へ
と
交

流

の
輪

を
広
げ

て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

第

６‐
回

「横
浜
能
」
は
、

か

も
ん
山
公
園
が
花
か
ら
新
緑

ヘ

と
季
節
が
移
り
変
わ
る
６
月
１

日

（土
）
、
金
剛
流
豊
嶋
三
千

春
師
に
よ
る
能

”
熊
野

“
と
和

泉
流
狂
言
三
宅
右
近
師

の

”
酢

菫

¨
と
決
ま
り
ま
し
た
。
皆
様

の
ご
協
力
に
よ
り
盛
況
と
な
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

）

す
＾

２
０
１
２
年
、

Ｈ
月
１
日

づ
■
古
典

の
日
‐ア
」定
め
ら
れ
ま

，
ニ
ノ）。
世
界
の
無
形
文
化
財
に
指

定
さ
れ
た

「能

一
を
皆

の
力
で

明
ロ

ヘ
そ
し
て
未
来

へ
と
継
承

し
よ
う
で
は
あ
つ
ま
せ
ん
か
。

連
盟
報
告

（平
成
２４
年
度
前
期
）

企
画
事
業
担
当
　
主
甲
幽
　
土
キ
怖

一
、
連
盟
主
催
の
能
会
は
次

の
通
り

Ｉ
積
浜
能
楽
堂
と
共
催
の

一横
浜

〓
Ｌ

は
、
↓下
成

■
年

６
月
２
日

↑
３

に
「第
ｍ
回
還
暦
記
念

ア
」

ヽ
二
、
五
流

の
能

楽
師

の
出
演

に
よ
り
、
特
別
企
画
と
し
て
開
催

し
ま
し
た
）^前

義
号
に
会
長

よ

り
報
告
さ
れ
た
通
り
で
す
。
入

場
一券
は
完
売

の
盛
況
で
し
た
。

来
場
者
は
４
４
３
名
、
入
場
率

は
＝

・
２
％
で
し
た
。

〓

一一弟
２７
回
五
流
能

楽
大
会
」
は
、

工
成
２４
年
９
月
嬌
日

（土
）
に

当
番
幹
事
金
春
流
に
よ
り
開
催

さ
れ
ま
し
た
ズ
別
稿

「大
会
報

告

一
参
照
）

二
、
会
員
数

平
成
聾
年
９
月
１
日
現
在
の
会
員

数
は
４
７
７
（個
人
３
９
６
名
、
企

業
乱
）
で
、
平
成
２３
年
４
月
１
日

よ

り

‐８
減

（
個

人

１７
名

、
団

体

１
）
と
な
り
ま
し
た
。
（会
員
名
簿

参
照
）

会
員
の
高
齢
化
に
よ
る
減
少
は
、

や
む
を
得
な
い
こ
と
と
は
云
え
、

こ
の
減
少
傾
向
が
続
く
と
当
連
盟

の
運
営
に
も
支
障
が
出
て
く
る
こ

と
も
予
想
さ
れ
ま
す
。

連
盟
に
加
入
し
て
い
な
い
素
人

同
好
会
も
相
当
数
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
旭
区
中
白
根
に
主
な

稽
古
場
が
あ
る
自
謡
会

（観
世
流
）

は
、
会
員
数
８０
名
余
り
、
稽
古
場

も
市
内
に
３
ヶ
所
、
新
潟
六
日
町
、

長
崎
、
熊
本
に
も
支
部
が
あ
り
、

横
浜
能
楽
堂
本
舞
台
に
て
、
年
２

回
の
発
表
会
を
素
謡
、
連
吟
、
独

吟
、
仕
舞
２０
番
程
度
、
舞
囃
子
２
～

３
番
等
で
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

別
会
、
研
究
会
は
年
４
回
ほ
ど
、

日
本
各
所
の
能
舞
台
や
、
地
方
の

名
旅
館
等
で
開
催
、
ま
た
、
川
崎

能
楽
謡
曲
連
盟
（観
世
流
）
で
は
年

４
回
の
川
崎
能
楽
堂
に
て
の
定
例

会
に
、
会
員
を
２
班
に
分
け
て
交

互
に
出
演
し
て
お
り
ま
す
。
２
ケ

月
毎
に
上
自
根
の
稽
古
場
に
て
研

修
の
為
、
素
謡
会
を
行

っ
て
お
り

ま
す
。
別
会
研
究
会
は
、
大
山
阿

武
利
神
社
能
舞
台
、
奈
良
県
立
公

会
堂
の
能
舞
台
、
観
阿
弥
が
創
座

の
地
と
い
わ
れ
る
二
重
名
張
市
の

ふ
る
さ
と
公
園
内
能
舞
台
、
フ
ラ

ン
ス
、
プ
ロ
ヴ
ア
ン
ス
の
能
舞
台
、

イ
ギ
リ
ス
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
な
ど

で
も
披
露
し
て
お
り
ま
す
。

現
状
の
連
盟
運
営
方
式
で
の
枠

内
で
加
入
が
勧
誘
で
き
る
か
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
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第
２８
回
「五
流
能
楽
大
会
」

を
終
え
て金

春
流
　
水
野
　
次
郎

横
浜
五
流
の
大
会
を
準
備
す
る
担

当
の
大
役
、
新
年
を
迎
え
た
段
階
で

は
正
直
云

っ
て
自
信
が
持
て
な
か
っ

た
。
し
か
し
会
の
仲
間
は
勿
論
の
こ

と
都
築
の
会
皆
様
の
協
力
が
得
ら
れ

た
事
で
勇
気
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
本

部
役
員
で
も
あ
る
金
剛
流
の
倉
藤
理

事
さ
ん
の
懇
切
な
助
言
を
得
ら
れ
た

こ
と
は
感
謝
の
し
よ
う
が
無
い
、
改

め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

準
備
に
当
た
っ
て
は
、
丁
度
こ
の

時
期
に
ロ
ン
ド
ン
で
オ
リ
ン
ピ
ツ
ク

が
開
か
れ
る
の
で
、
早
め
に
企
画
し
、

確
実
に
各
流
派
責
任
者
に
連
絡
し
期

限
内
に
正
確
な
返
事
を
戴
く
こ
と
に

気
を
配
り
、
能
楽
連
盟
の
理
事
会
と
、

大
会
共
催
を
し
て
い
た
だ
け
る
能
楽

堂
事
務
局
と
の
連
絡
も
遺
漏
な
き
よ

う
特
に
心
配
り
を
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
２
月
２７
日
の
理
事
会

で
大
会
の

「概
要
案
」
を
説
明
、
ご

理
解
を
得
ら
れ
た
の
で
３
月
１０
日
に

各
流
派
責
任
者
各
位
に

「出
演
申
込

書

。
他
」
を
送
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
あ
と
は
申
込
み
締
切
日
の

４
月
末
日
を
待
た
ぬ
内
に
申
込
み
の

返
事
が
揃
い
、
５
月
の
半
ば
に
は
「番

組
素
案
」
が
完
成
、
６
月
７
日
の
理
事

会
に
諮
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ

の
後
は

「下
刷
り
」

「校
正
」
と
進

み
、
目
標
の
８
月
１５
日
ま
で
に
は
製

本
さ
れ
た
「番
組
」
を
出
演
の
皆
様
の

お
手
元
に
届
け
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
お
盆
休
み
を
や
り
繰
り
し
て
作
業

を
進
め
て
頂
い
た
大
洋
印
刷
工
業
（株
）

の
関
係
者
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

い
よ
い
よ
大
会
を
ｌ
ヶ
月
後
に
控

え
た
段
階
で
、
各
流
派
責
任
者
の
各

位
の
お
力
添
え
を
戴
き
な
が
ら

一駐

車
」

「高
見
台
」

一弁
当
」
の
希
望

の
有
無
、
数
の
調
査
を
兼
ね
て
大
会

当
日
の
進
行
の
理
解
と
運
営

へ
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
殊
に
今

回
は

「控
え
室
」
で
の
従
来
の
茶
菓

の
提
供
の
在
り
方
を
替
え
た
こ
と

ヘ

の
事
前
の
ご
理
解
と
周
知
方
の
お
願

い
を
最
後
に
、
当
日
を
迎
え
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

さ
て
迎
え
た
当
日
は
、
予
定
通
り

９
時
半
の
開
演
、
今
大
会
の
競
演
曲

日
、

「仕
舞

。
紅
葉
狩
」
６
番
を
は

さ
ん
で
、
合
わ
せ
て
３４
番
、
総
計
２

８
１
名
ご
出
演
で
午
後
４
時
４‐
分
開

演
、
予
定
よ
り
少
し
早
め
に
開
会
と

な
り
ま
し
た
。

尚
、
当
日
の
進
行

・
運
営
に
当
た

り
ま
し
て
は
私
ど
も
春
巳
会
だ
け
で

は
手
不
足
で
し
た
の
で
、
同
じ
金
春

流
の
「高
砂
や
を
謡
お
う
会
・都
築
」

の
皆
様
の
ご
協
力
を
戴
け
た
こ
と
、

そ
し
て
控
え
室
で
の

「茶
菓
」
接
待

の
変
更
で
女
性
陣
の
負
担
を
な
く
す

事
に
ご
理
解
が
得
ら
れ
た
結
果
、
無

事
に
お
役
目
を
果
た
す
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。
こ
こ
に
重
ね
て
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

久
良
岐
能
舞
台
二
十
五
周
年

を
迎
え
て

久
良
岐
能
舞
ム
ロ
館
長
　

黒

岩

　

忠

臣

久
良
岐
能
舞
台
は
開
館
二
十
五
周

年
を
迎
え
ま
し
た
。
横
浜
市
民
の
能

楽
施
設
と
し
て
皆
様
に
支
え
ら
れ
、

こ
の
日
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
、

施
設
運
営
に
携
わ
る
職
員

一
同
、
心

ヽ

か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
能
楽
愛

好
者

の
皆
様
が
日
々
切
磋
琢
磨
し
、

時
に
は
壁
に
ぶ
つ
か
り
な
が
ら
成
長

し
て
行
く
、
そ
●
過
程
を
目
の
当
た

り
に
し
て
い
る
私
ど
も
は
、

こ
の
施

設
に
謀
せ
ら
れ
た
役
割
を
何
と
か
果

た
せ
て
い
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。

久
良
岐
能
舞
台
に
保
管
さ
れ
て
い

る
開
館
当
初

の
写
真
や
記
録

の
数

々

を
見
て
、
私
は
ｔ
設
の
開
館
に
寄
せ

ら
れ
た
市
民
の
月
待

の
大
き
さ
と
、

能
楽
愛
好
者

の
皆
さ
ん
の
熱

い
想
い

を
感
じ
て
い
ま
す
こ

私
ど
も
、
株
式
会
社

シ
グ

マ
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
は
、

７
年
前
の

平
成
１８
年
、
横
浜
市

の
指
定
管
理
者

と
し
て
久
良
岐
能
舞
台

の
管
理
運
営

に
選
任
さ
れ
、
以
来
７
年
を
経
過
し

ま
し
た
。
フ」
の
間
、
久
良
岐
能
舞
台
を

知
ら
な

い
市
民

や
、
能
楽
に
敷
居

の

高
さ
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
方

々
に
、

一
度
足
を
運
ん
で
頂

こ
う
と
、
分
か

り
易
い
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
狂
言
会
、

地
域
と
協
同
し
て
の
久
良
岐
ま

つ
り

な
ど
の
様
々
な
催
し
を
開
催
し
、
随

分
多
く
の
市
民
に
ご
来
館
頂
く
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
毎
年
、
近
隣

区
の
小
学
校
６
二
生
を
学
校
単
位
で

招
い
て
狂
言
鑑
賞
教
室
を
開
催
す
る

な
ど
、
教
育
面
か
ら
も
能
楽

の
普
及

振
興
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
し
か
し

久
良
岐
能
舞
台
を
利
用
し
て
研
鑽
を

積
ま
れ
る
能
楽
愛
好
団
体
の
数
は
年

々
減
り
続
け
て
い
ま
す
。

私
ど
も
は
、
す
コ
ン
し
た
現
状
に
非
常

に
危
機
感
を
持

っ
て
お
り
ま
す
が
、

た
だ
腕
を
こ
ま
ね
い
て
見
て
い
る
だ

け
で
は
解
決
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ

で

一
昨
年
か
ら
、
開
館
当
初
か
ら
行

わ
れ
て
い
た
教
室
を
、
久
良
岐
能
舞

台
能
楽
講
座
と
し
て
再
開
、
通
年
開

催
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

２５
年
度

は
喜
多
流
、
金
春
流
、
宝
生
流
で
謡

と
仕
舞
を
、
ま
た
囃
子
講
座
も
併
せ

て
開
催
し
、
笛
、
小
鼓
、
大
鼓
、
大

鼓
そ
れ
ぞ
れ
で
講
座
を
開
催
し
て
お

り
ま
す
。
い
ず
れ
も
年
間
通
し
て
の

講
座
で
す
が
、
多
く
の
受
講
生
が
熱

心
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
私
ど
も

の
こ
の
よ
う
な
方
策
が
少
し
で
も
能

楽
愛
好
者
の
増
加
に
役
立
ち
、
或
い

は
愛
好
者
の
減
少
の
歯
止
め
に
な
る

こ
と
を
祈

っ
て
い
ま
す
。
今
年
１
月

２７
日
、
久
良
岐
能
舞
台
で
は
開
館
二

十
五
周
年
記
念
能
を
開
催
、
狂
言

「
因
幡
堂
」
及
び
能

「清
経
」
を
シ
テ

観
世
鋏
之
丞
師
に
よ
り
上
演
し
ま
し

た
。
幸
い
良
い
天
気
に
も
恵
ま
れ
、

来
場
者
の
半
分
以
上
は
初
め
て
能
を

観
る
と
い
う
方
々
で
盛
況
で
し
た
こ

と
を
ご
報
告
〒
し
上
げ
ま
す
。

今
後
も
、
横
浜
で
能
楽
を
愛
好
さ

れ
て
お
ら
れ
る
先
輩
諸
兄
の
御
指
導

を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

能
に
登
場
す
る
人
々

手
笹
流
　
長
谷
川
武
雄

能
に
は
様
々
な
人
物
が
登
場
す
る
。

そ
の
社
会
的
地
位
を
見
て
も
上
は
天

皇
か
ら
下
は
下
賤
の
民
ま
で
、
男
性

も
女
性
も
、
年
齢
も
老
人
か
ら
子
供

ま
で
、
職
業
も
様
々
な
人
々
が
登
場

す
る
。

私
が
能
に
魅
か
れ
る
理
由
の

一
つ

は
、
登
場
人
物
が
い
ず
れ
も
立
派
な

人
柄
で
あ
り
、
そ
の
言
動
に
誤
り
が

な
く
魅
力
的
な
点
に
あ
る
。

多
く
の
人
に
知
ら
れ
て
い
る
曲
を

ヽ

例
に
と
ろ
う
。
「隅
田
川
」
で
あ
る
ｃ
こ

の
曲
の
シ
テ
は
狂
女
、

ワ
キ
は
渡
守

で
あ
る
。

シ
テ
の
狂
女
は
京

の
北
白
川
に
住

ん
で
い
た
吉
円
の
某

の
妻
で
、
人
に

拐
わ
か
さ
れ
て
行
方
知
れ
ず
と
な

っ

た
我
子
を
捜
し
求
め
て
、
京
か
ら
遥

々
武
蔵
の
回
隅
田
川
ま
で
下

っ
て
来

る
。
狂
女
は
隅
田
川
の
渡
守
に
対
し

て
、
私
も
舟
に
乗
せ
て
欲
し
い
と
頼

む
。
渡
守
は
狂
女
が
美
し
く
狂

い
舞

え
る
こ
と
を
聞
き
知

っ
て
い
た
の
で
、

狂
い
舞
を
見
せ
て
く
れ
れ
ば
舟
に
乗

せ
よ
う
と
答
え
る
。
狂
女
は
渡
守

の

こ
の
言
葉
を
聞
き
咎
め
、
名
に
し
負

う
隅
田
川
の
渡
守
な
ら
ば
、
日
も
暮

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

舟
に
乗
り
な
さ
い
と
言
う

べ
き
で
は

な
い
か
と
抗
議
す
る
。
狂
女
は
更
に

渡
守
に
あ
そ
こ
に
自
い
鳥
が
飛
ん
で

い
る
が
何
と
い
う
鳥
か
と
尋
ね
る
。

渡
守
が
あ
れ
は
沖

の
鴎
で
あ
る
と
答

え
る
と
、
狂
女
は
隅
田
川
の
渡
守
と

も
あ
ろ
う
人
が
、
何
故
白
い
鳥
の
こ

と
を
都
鳥
と
は
答
え
な
い
の
か
と
詰

問
す
る
。
す
る
と
渡
守
は
狂
女
の
抗

議
を
素
直
に
認
め

「こ
れ
は
間
違

っ

た
答
を
し
ま
し
た
、
名
所
に
は
住
ん

で
い
る
が
風
雅
な
心
が
な
く
て
都
鳥

と
は
答
え
ら
れ
な
か

っ
た
」
と
詫
び

る
の
で
あ
る
ｃ

こ
の
言
葉
の
這
り
取
り
を
聞
け
ば
、

現
代
入
に
は
不
審
に
思
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
り
隅
田
川
に
は
当
時

橋
は
無
く
、
渡
舟
に
乗
せ
て
貰
わ
な

け
れ
ば
下
総
に
は
行
け
な
い
。
渡
守

は
、
自
分
の
言
い
分
を
聞
か
な
い
の

で
あ
れ
ば
舟
に
乗
せ
な
い
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
渡
守
は
こ
の
場
面

に
お
い
て
、
狂
女
に
対
し
て
圧
倒
的
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に
強
い
立
場
に
あ
る
。
他
方
、
狂
女

は
伴
人
も
伴
わ
ず

一
人
で
旅
を
し
て

い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
高
貴
な
人
で

も
財
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
訳
で

も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
狂
女
に
あ
る

の
は
教
養
と
品
格
で
あ
る
。
狂
女
は

在
原
業
平
の

”
名
に
し
負
わ
ば
い
ざ

言
問
わ
ん
都
鳥

、
我
が
思
ふ
人
は

あ
り
や
な
し
や
と
“
と
い
う
和
歌
を

基
に
し
て
、
渡
守
の
世
俗
的
で
通
り

一
遍
の
応
対
に
物
言
い
を
付
け
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
絶
対
的

な
強
者
で
あ
る
渡
守
は
、
狂
女
の
言

葉
の
裏
に
あ
る
教
養
と
、
子
を
捜
し

求
め
る
愛
情
に
裏
付
け
ら
れ
た
凛
と

し
た
態
度
に
心
を
動
か
さ
れ
、
素
直

に
己
が
対
応
の
心
無
さ
を
認
め
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
能
に
登
場
す
る
人

々
は
物
事
を
弁

へ
、　
一
旦
過
ち
を
犯

し
て
も
素
直
に
こ
れ
を
正
し
、
物
語

を
美
し
く
彩

っ
て
ゆ
く
。

能
を
愛
好
す
る
人
々
は
、
こ
う
し

た
登
場
人
物
の
見
識
と
心
に
残
る
遣

り
取
り
を
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
と
思

う
。
私
が
能
を
愛
す
る
理
由
の

一
つ

が
こ
こ
に
あ
る
。

私
の
財
産宝

生
流
　
嶋
内
　
一麗
子

わ
が
家
の
本
棚
の
片
隅
に
、
色
褪

せ
た
表
紙
、
水
に
浸

っ
た
シ
ミ
、
錆

び
た
ホ
チ
キ
ス
で
止
め
て
あ
る
と
い

う
、
や
っ
と
原
型
を
と
ど
め
て
い
る

宝
生
流
謡
本
が
あ
り
ま
す
。
大
正
１０

年
か
ら
１５
年
発
行
で
、
昭
和
初
期
に

主
人
の
父
が
お
稽
古
し
た
時
の
も
の

で
す
。
戦
災
や
度
々
の
引
越
し
の
度

に
冊
数
も
減
り
、
僅
か
１０
冊
足
ら
ず

ヽ

に
な
り
ま
し
た
が
…
。

そ
の
謡
本
が
あ

っ
た
か
ら
と
い
う

訳
で
も
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
昭
和

３０
年
代
半
ば
、
主
人
は
職
場
の
同
好

の
方
５
、
６
名
で
地
元
の
先
生
に
つ

い
て
宝
生
流
謡
曲
を
習
い
始
め
ま
し

た
。
し
か
し
そ
の
後
数
年
の
間
に
次

々
と
や
め
て
い
き

「自
分

一
人
に
な

っ
た
」
と
言

っ
て
い
ま
し
た
が
、
２

ぃ
細
ａ

下 一
数
訳
九
い
嘲
紡
生
咄
諜
囀

魅
了
さ
れ
て
、
続
け
て
い
た
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。

時
は
流
れ
て
現
在
地
に
居
を
構
え

た
昭
和
５‐
年
に
は
、
教
授
嘱
託
の
お

免
状
を
戴
き
、
数
名
の
お
弟
子
さ
ん

嵯
曖
螂
い
か
進

む

ス
枠
％

靭

鈍

と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
家
事
の
合
間

に
唯
々
適
当
に
謡

っ
て
い
る
と
い
う

不
真
面
目
な
弟
子
で
し
た
。

や
が
て
主
人
は
定
年
を
迎
え
、
数

年
後
久
良
岐
能
舞
台
に
勤
め
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
が
、
一僅
か
３
年
余
り

で
急
逝
し
ま
し
た
。
私
も
し
ば
ら
く

は
残
さ
れ
た
謡
本
や
舞
扇
を
見
る
こ

と
も
、
手
に
す
る
こ
と
も
出
来
ず
に

い
ま
し
た
が
、
一
月
忌
を
過
ぎ
た
頃
、

供
養
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う

よ
う
に
な
り
、
平
成
４
年
４
月
か
ら

宝
生
流
職
分
前
田
親
子
先
生
の
茅
ヶ

崎
の
お
宅
に
お
稽
古
に
伺
わ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
年
の
夏
の
初
め
頃
先
生
か
ら

「舞
囃
子
を
や
り
ま
Ｉ
ん
か
」
と
言

わ
れ
、
お
受
け
し
て
み
た
も
の
の
、

当
時
６４
才
、
覚
え
る
の
も
大
変
で
し

た
。
唱
歌
を
先
生
の
後
に
つ
い
て
続

け
、
そ
の
年
の
■
月
に
は
川
崎
能
楽

堂
で
生
ま
れ
て
初
め
て
、

「胡
蝶
」

一

中
之
舞
を
舞
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。そ

の
後

２
年
お
き
く
ら
い
に

「序

之
舞

■
早
舞
Ｌ
楽
Ｌ
神
舞
Ｌ
神
楽
」

と
続
け
、
平
成

２２
年

の
Ｅ
百
願
寺
」
序

之
舞

の
時
に
は
８２
才
に
な

っ
て
い
ま

し
た
。

齢
を
重
ね
る
と
共
に
足
腰
が
弱
く

な
り
、
だ
ん
だ
ん
と
仕
舞
さ
え
覚
東

な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
良
い
師

に
恵
ま
れ
、
宝
円
会
会
員
や
流
友
の

方
々
と
幸
せ
な
時
を
過
ご
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
主
人
の

一
番
弟
子
で
あ

っ
た
小
林
美
佐
子
さ

ん
が
、
横
浜
能
楽
連
盟
で
活
躍
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、
心
強
く
も

あ
り
嬉
し
く
も
思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
年
１
月
に
は
２３
回
忌
法
要
を

済
ま
せ
た
主
人
が
、
目
に
見
え
な

い
諸

々
の
財
産
を
残
し
て
く
れ
た

こ
と
に
感
謝
し
、
改
め
て

「あ
り

が
と
う
」
と
心

の
中
で
つ
ぶ
や
い

て
い
る
今
日
此
の
頃
で
す
。

Ｌ
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず

観
世
流
梅
蓑

不
　

友

田

　

貞

子

後
藤
　
政
也

金
沢
区
は
三
浦
氏
の
時
代
か
ら
、

８
５
０
年
の
歴
史
が
あ
り
、
唐
よ
り

の
交
易
は
六
浦
津
（む
つ
ら
の
つ
）
、

中
世
で
は
鎌
倉
の
外
港
と
し
て
幅
広

い
国
際
色
豊
か
な
文
化
が
伝
来
し
、

金
沢
と
鎌
倉
は

一
体
で
栄
え
た
の
で

し
た
。
只
今
は
武
家
の
古
都
鎌
倉
の

世
界
遺
産
登
録
で
は
、
金
沢
区
の
朝

夷
奈

（あ
さ
ひ
な
）
の
切
通
と
称
名

寺
が
推
進
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
能
で
は
、
ご
存
知
鎌
倉
の
中
納

言
冷
泉
為
相
卿
が
詠
じ
た
青
葉
の
楓

の

「六
浦
」
が
称
名
寺
で
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
切
通
で
は
朝
比
奈
三
郎
義
秀

の
狂
言
「朝
比
奈
」
が
作
ら
れ
て
お
り
、

更
に
は
鎌
倉
に
幕
府
を
開
い
た
頼
朝

が
伊
豆
三
嶋
明
神
の
分
霊
を
選
祀
し

た
瀬
戸
三
嶋
大
明
神
の
現
瀬
戸
神
社

で
は
境
内
で
牧
野
左
衛
門
の
遺
児
小

次
郎
兄
弟
が
親
の
仇
で
あ
る
刀
根
信

俊
を
討

っ
た
「放
下
僧
」
が
作
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
謡
曲
の
小
唄
は
狂
言
の

「寝
音
曲
」
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

金
沢
は
古
く
は
カ
ネ
サ
ワ
と
呼
ば

れ
て
い
ま
し
た
。
金
沢
文
庫
の
古
書

に
倉
城

（久
良
岐
）
郡
六
浦
庄
内
金

沢
村
と
あ
り
、
当
時
は
カ
ナ
ザ
ワ
を

カ
ネ
サ
ワ
と
呼
ん
で
お
り
、
こ
の
地

方
に
鍛
冶
匠
が
多
く
住
ん
で
い
た
の

で
、
カ
ネ
サ
ワ
と
呼
ば
れ
た
の
だ
ろ

う
と
し
て
い
ま
す
。

称
名
寺
は
鎌
倉
時
代
北
条
実
時
に

よ
り
開
基
さ
れ
た
真
言
律
宗
の
寺
院

で
、
実
時
は
時
の
若
き
執
権
時
宗
を

補
佐
し
て
蒙
古
襲
来
に
対
す
る
作
戦

の
指
揮
を
執
り
ま
し
た
。
金
沢
文
庫

創
設
者
で
あ
り
、
幕
府
の
要
職
歴
任

の
中
、
早
く
か
ら
政
治
ば
か
り
で
な

く
学
問
に
関
心
を
持

っ
て
儒
家
清
原

教
隆
に
師
事
し
和
漢
の
書
を
始
め
広

定生  始 け た さ す お を い つ  し 公 は
曇の 和 ま る

°
に

Cじ
踊 た て 上 た 報

｀
私

こ豊 服 つ風 緑 身 初 や ら だ
｀
大

°
で 平 が

畢か を た も 豊 が め ま せ い 登 岡  生 成 謡

i:[―[:警 :言首:[』言 言::
誤か 召  に か る 舞 思 岐 片 話 右  知 る 出
ンな さ お ら思 台 い 能 手 で に  つ 日会
ハお れ  稽 吹 い の 出 舞 に 教 左  た

｀
つ

0 葛曇盲習沿 ビ倉ワぞ逍資 蜃僣冒彙 京裏E素 塁虚話そ重 寒房舌

か
ね
さ

____喜

'い
多
流
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範
囲
に
亘

っ
て
学
び
、
そ
の
書
物
は

顕
時
、
貞
顕
、
貞
将
と
引
き
継
が
れ
、

そ
の
蔵
書
は
北
条

一
門
や
学
僧
に
利

用
さ
れ
ま
し
た
。
多
く
の
人
々
が
全

国
か
ら
金
沢
文
庫
を
訪
れ
、
徒
然
草

の
兼
好
も
そ
の

一
人
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
金
沢
に
は
史
跡
も
中
世
の

上
行
寺
や
ぐ
ら
群
や
鼻
欠
け
地
蔵
、

自
山
道
の
磨
崖
仏
と
数
多
く
あ
り
ま

す
。
近
世
で
は
金
沢
藩
は
六
浦
藩
と
も

呼
ば
れ
、
陣
屋
を
六
浦
に
構
え
て
い
ま

し
た
。
金
沢
は
八
景
を
始
め
風
光
明
媚

な
景
勝
の
地
で
、
明
治
の
元
勲
伊
藤

博
文
や
三
条
実
美
、
松
方
正
義
、
大

鳥
圭
介
ら
の
別
荘
が
あ
り
、
そ
の
後
ヽ

日
本
画
家
川
合
玉
堂
の
二
松
庵
（現
在

も
富
岡
の
里
山
に
あ
る
）
や
鏑
木
清
方

の
（遊
心
庵
）
も
あ
り
ま
し
た
。

さ
て
私
は
新
住
民
と
し
て
こ
の
地

に
お
世
話
に
な
り
早
く
も
“
余
年
が
住

み
去
っ
て
い
ま
す
。
実
時
の
こ
の
国
の

学
芸
振
興
を
図
っ
た
志
を
追
慕
し
、
ま

た
横
浜
の
吉
田
新
田
と
同
様
、
金
沢
の

泥
亀
新
田
亀
巣
翁
永
島
家
九
代
に
亘

る
辛
苦
の
開
発
づ
く
り
に
も
思
い
を

馳
せ
な
が
ら
、
伝
統
文
化
の

一
つ
で

あ
る
お
能
に
つ
い
て
興
味
を
持
ち
、

山
崎
有

一
郎
先
生
が
推
薦
す
る
喜
多
流

の
出
雲
師
に
入
門
し
、
不
肖
な
弟
子

で
す
が
１０
余
年
に
及
ん
で
い
ま
す
。

只
今
金
沢
で
は
毎
年
５
月
に
称
名

寺
で
薪
能
が
定
着
し
て
、
お
能
の
教

室
も
行
わ
れ
て
お
り
、
伝
統
文
化
や

地
域
文
化
の
普
及
継
承
が
進
ん
で
い

ま
す
。
金
沢
は
歴
史
と
文
化
が
薫
る

街
で
す
。
金
沢

へ
お
出
か
け
下
さ
れ

ば
幸
い
で
す
。

謡
曲
「玉
葛
」
と
源
氏
物
語

金
剛
流
　
豊
増
　
注
月
明

謡
曲

「玉
葛
」
の
シ
テ
は
、
源
氏

物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
の

一
人
、
玉
葛
で

あ
る
。
玉
葛
は
頭
の
中
将
と
夕
顔
の

娘
で
、
出
生
後
、
数
奇
な
運
命
を
辿

る
。
後
に
光
源
氏
の
保
護
を
受
け
、

そ
の
美
貌
と
才
知
ゆ
え
に
源
氏
は
勿

論
、
冷
泉
帝
を
初
め
と
す
る
公
達
に
懸

想
さ
れ
る
。
そ
の
挙
句
、
思
い
も
か
け

ず
髭
黒
の
大
将
の
妻
と
な
る
も
、
二
男

二
女
を
儲
け
る
。
玉
葛
は
源
氏
物
語

で
は
、
第
二
十
二
帖
「玉
葛
」
か
ら
、

第
二
十

一
帖

「真
木
柱
」
の
い
わ
ゆ

る

「玉
葛
十
帖
」
な
ど
に
登
場
す
る

シ
ン
デ
レ
ラ
的
な
人
物
で
あ
る
。

し
か
し
、
能
で
は
、
主
と
し
て
四

番
目
も
の

（狂
女
も
の
）
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
て
い
る
。
通
常
、
若
く
美

し
い
女
性
が
主
人
公
の
曲
は
、
三
番

目
も
の

（髯
も
の
）
と
し
て
扱
わ
れ

る
の
に
、
何
故
狂
女
も
の
な
の
か
。

私は、この疑間を押▼ために、
源
氏
物
語
の
主
に
玉
葛
に
関
連
す
る

部
分
を
原
文
で
読
ん
だ
。
ど
の
帖
で

も
、
玉
葛
の
美
し
さ
、
感
性
の
鋭
さ
、

聡
明
さ
、
慎
み
の
深
さ
、
そ
し
て
、

運
命
に
対
し
て
い
つ
も
前
向
き
な
生

き
方
を
知
る
こ
と
に
な

っ
た
。

能

「玉
葛
」
の
作
者
は
、
世
阿
弥
の

女
婿
、
金
春
禅
竹
で
あ
る
。
歌
道
、
仏

教
に
造
詣
が
深
く
、
哲
理
的
で

「定

家
」
な
ど
の
能
作
が
あ
る
が
、
主
題

や
焦
点
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
が

多
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

謡
曲
で
は

「玉
葛
は
死
後
も
な
お

恋
の
妄
執
に
苦
し
み
、
長
き
闇
路
を

迷
う
身
を
嘆
く
。
そ
し
て
生
前
の
恋

愛
遍
歴
を
懺
悔
し
、
妄
執
を
晴
ら
し
、

”
心
は
真
如
の
玉
葛
、
永
き
夢
路
は

覚
め
に
け
り
“
と
成
仏
す
る
」
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
謡
曲
の
主
題

で
あ
る
。

「恋
の
妄
執
と
成
仏
」
を

源
氏
物
語
本
文
か
ら
直
接
読
み
取
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

紫
式
部
は
玉
葛
十
帖
の
中
で
、
妄

執
と
か
懺
悔
、
成
仏
な
ど
の
言
葉
は

一
切
使

っ
て
い
な
い
。
で
は
、
玉
葛

の

「恋
の
妄
執
と
成
仏
」
を
禅
竹
は

ど
の
よ
う
に
見
た
の
だ
ろ
う
か
。
玉

葛
の
妄
執
と
は
、
玉
葛
自
身
の
存
在

と
運
命
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る

が
、
源
氏
の
玉
葛

へ
の
接
し
方
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

玉
葛
は
源
氏
に
養
父
と
し
て
世
話

を
受
け
た
三
年
間
、
源
氏
の
監
視
下
、

源
氏
の
企
み
通
り
に
、
若
い
公
達
と

の
恋
の
や
り
と
り
を
す
る
。
し
か
し
、

玉
葛
本
人
が
恣
意
的
に
恋
を
仕
掛
け

た
訳
で
は
な
い
。
公
達
の
求
愛
に
も

ま
と
も
に
応
え
て
い
な
い
。
玉
葛
は

源
氏
の
養
父
と
し
て
の
倒
錯
し
た
求

愛
に
、
当
初
は
戸
惑
い
嫌
悪
す
る
が
、

次
第
に
源
氏
の
魅
力
の
虜
に
な

っ
て

行
く
。
そ
し
て
、
髭
黒
の
妻
と
な
っ
た

後
も
、
源
氏
の
優
し
さ
を
惜
し
む
。

禅
竹
は
、
こ
の
辺
り
の
微
妙
な
女

心
の
揺
れ
を
妄
執
と
見
た
の
か
。
し

か
し
、
そ
の
原
因
は
、
や
は
り
源
氏

の
心
の
迷
い
に
他
な
ら
な
い
と
私
は

思
う
。

「妄
執
と
懺
悔
」
は
、
玉
葛

へ
の
愛
執
に
苦
し
み
つ
つ
も
自
制
し

た
源
氏
の
心
の
迷
い
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一難
層
轟
灘
群
よ
一

二
十
五
年
度
、
五
～
八
月
の
横
浜

能
楽
堂
の
公
演
予
定
は
、
次
の
通
り

で
す
。
こ
の
ほ
か
毎
月
第
２
日
曜
日

に

「横
浜
能
楽
堂
普
及
公
演
―
横
浜

狂
言
堂
―
」
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

第
六
十

一
回
横
浜
能

六
月

一
日

（土
）
午
後
二
時
開
演

狂
言

「酢
菫
」
（和
泉
流
と

二
宅
右
近

能

「熊
野
」
（金
剛
流
）
豊
嶋
三
千
春

チ
ケ
ッ
ト
発
売
日

二
月
九
日

（土
）
正
午
か
ら

（初
日
は
電
話

。
ｗ
ｅ
ｂ
の
み
）

Ｓ
席
四
千
円
、
Ａ
席
三
千
五
百
円
、

Ｂ
席
三
千
円

普
及
公
演

「夏
休
み
親
子
能
楽
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」

八
月
二
日

（土
）
午
後
二
時
開
演

狂
言
「柿
山
伏
穴
大
蔵
流
）
山
本
則
重

能
「土
蜘
蛛
穴
観
世
流
）
武
田
文
志

チ
ケ
ッ
ト
発
売
日

五
月
十

一
日

（土
）
正
午
か
ら

（初
日
は
電
話

。
ｗ
ｅ
ｂ
の
み
）

い一
な／Ｓ席四千円、

Ａ
席
三
千
五
百
円
、
Ｂ
席
三
千
円

こ
ど
も
／
千
五
百
円

保
護
者
は
こ
ど
も
と
同
数
ま
で
千
円

引

（ご
希
望
の
方
は
電
話
か
窓
口
に

て
お
申
込
み
下
さ
い
）

※
お
子
様
の
お
席
を
お
求
め
に
な
ら

な
い
場
合
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ

ど
も
は
十
八
歳
以
下
が
対
象
で
す
。

「体
験
し
よ
う
１
」
午
前
十
時
半
か

ら

¨
チ
ケ
ツ
ト

（こ
ど
も
）
ご
購
入

の
方
対
象

能

。
狂
言
の
動
き
や
能
の
楽
器
が
体

験
で
き
ま
す
。

定
員

一
八
十
名

（電
話
か
窓
口
に
て

お
申
込
下
さ
い
。
先
着
順
）
※
親
子

で
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

《
編
集

後

記
》

△
久
良
岐
能
舞
台
開
館
２５
周
年
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
久
良
岐
能

舞
台
を
市
民
の
方
々
に
知

っ
て
い

た
だ
く
た
め
に
、
分
か
り
易
い
ワ

ー
ク
シ
ョ
ツ
プ
や
久
良
岐
ま
つ
り

の
開
催
、
近
隣
区
の
小
学
６
年
生

を
招
い
て
狂
言
鑑
賞
な
ど
、
能
楽

普
及
に
力
を
注
が
れ
て
い
る
の
に

感
心
致
し
ま
し
た
。

△
第
１６
回

「五
流
交
流
の
つ
ど
い
」

で
今
回
か
ら
新
企
画
と
し
て
近
隣

の
大
学
の
能
楽
サ
ー
ク
ル
の
方
々

を
招
待
し
て
発
表
し
て
頂
く
こ
と

に
な
り
、
第
１
回
目
は
国
学
院
大

学
観
世
流
の
学
生
に
よ
る
仕
舞
３

番
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
若
い
人

の
出
演
は
会
場
に
花
が
咲
い
た
よ

う
な
華
や
か
で
し
た
。
第
４６
号
の

報
告
記
事
に
は
仕
舞
の
写
真
も
掲

載
し
た
い
と
思
い
ま
す
。


