
『
門
』
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト

『
奥
州
安
達
原
』
を
中
心
に

佐
々
木
亜
紀
子

　
『
門
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
は
、
実
に
多
く
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト

が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
文
学
テ
ク
ス
ト
に
限
っ
て
も
、
た
と

え
ば
宗
助
の
散
歩
中
に
「
露
国
文
豪
ト
ル
ス
ト
イ
伯
傑
作
「
千
古

　
　
ハ
　

の
雪
」
と
云
ふ
」
広
告
（
二
の
一
）
が
あ
り
、
本
屋
に
は
「
庄
゜
・
8
口

忠
○
①
ヨ
竺
日
σ
q
（
博
突
史
）
と
云
ふ
」
本
（
二
の
二
）
が
あ
る
。

ま
た
禅
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
で
は
、
「
碧
巌
集
」
「
禅
関
策
進
」
（
十

八
の
六
）
、
「
宗
門
無
尽
燈
論
」
（
二
十
の
二
）
な
ど
の
書
名
が
み

ら
れ
る
。

　
そ
し
て
ほ
か
に
、
テ
ク
ス
ト
言
説
に
書
名
が
現
れ
な
い
も
の
で

も
、
は
っ
き
り
と
プ
レ
テ
ク
ス
ト
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
語
句
も

あ
る
。
「
風
碧
落
を
吹
い
て
浮
雲
尽
き
、
月
東
山
に
上
つ
て
玉
一
団
」

（
五
の
二
）
の
『
禅
林
句
集
』
、
「
間
の
土
山
雨
が
降
る
」
（
十
四

の
三
）
の
『
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
う
ぶ
し
』
、
「
此
垣
一
重
が
黒

鉄
の
」
（
十
六
の
一
）
の
『
奥
州
安
達
原
』
、
「
道
は
近
き
に
あ
り
、

却
つ
て
之
を
遠
き
に
求
む
と
い
ふ
言
葉
」
（
二
十
一
の
一
）
の
『
孟

子
』
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
多
く
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
は
、
書
き
手
の
読
書
体
験
な

ど
を
通
し
て
、
『
門
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
生
か
さ
れ
る
べ
く
置

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
ら
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
は
、
読

者
に
〈
読
み
〉
を
要
求
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
先
に

挙
げ
た
『
奥
州
安
達
原
』
は
、
坂
井
が
宗
助
に
贈
っ
た
「
裸
人
形
」

　
　
　
　
　
　
か
き
つ
け

に
付
け
ら
れ
た
「
書
付
」
の
典
拠
で
あ
る
。
書
き
手
は
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
挿
話
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、
『
奥
州
安
達
原
』
と
い
う
浄
瑠

璃
の
舞
台
な
り
、
文
脈
な
り
を
思
い
起
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ゆ

え
に
読
み
手
も
ま
た
、
こ
の
浄
瑠
璃
の
一
節
に
書
き
手
と
同
じ
プ

レ
テ
ク
ス
ト
を
彷
彿
す
る
こ
と
を
、
テ
ク
ス
ト
言
説
は
求
め
て
い

る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
『
奥
州
安
達
原
』
が
な
ぜ
持
ち
出
さ
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れ
た
の
か
。
従
来
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
『
奥
州
安
達
原
』
を
中
心
に
、
『
門
』
に
お
け

る
プ
レ
テ
ク
ス
ト
が
、
い
か
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
、
い
か
に
テ
ー

マ
と
関
わ
り
を
も
つ
の
か
を
考
察
し
、
新
た
な
〈
読
み
〉
の
可
能

性
を
模
索
し
た
い
。

　
ま
ず
本
文
で
、

み
て
み
よ
う
。

『
奥
州
安
達
原
』
の
一
節
が
出
て
く
る
場
面
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
其
晩
小
六
は
大
晦
日
に
。
。
貝
つ
た
梅
の
花
の
御
手
玉
を
挟
に
入

れ
て
、
是
は
兄
か
ら
差
上
げ
ま
す
と
わ
ざ
く
断
つ
て
、
坂
井

の
御
嬢
さ
ん
に
贈
物
に
し
た
。
其
代
り
帰
り
に
は
、
福
引
に
当

つ
た
小
さ
な
裸
人
形
を
同
じ
挟
へ
入
れ
て
来
た
。
其
人
形
の
額

　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
ニ

が
少
し
欠
け
て
、
其
所
丈
墨
で
塗
つ
て
あ
つ
た
。
小
⊥
ハ
は
真
面

目
な
顔
を
し
て
、
是
が
袖
萩
だ
さ
う
で
す
と
云
つ
て
、
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
き

兄
夫
婦
の
前
に
置
い
た
。
（
中
略
）
小
六
は
挟
を
探
つ
て
其
書

つ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
の
か
き
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ろ
が
ね

付
を
取
り
出
し
て
見
せ
た
。
そ
れ
に
「
此
垣
一
重
が
黒
鉄
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
の
が
　
き
ひ
た
へ
　
　
く
ろ
が
け

と
認
め
た
後
に
括
弧
を
し
て
、
（
此
餓
鬼
額
が
里
…
欠
の
）
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

け
加
へ
て
あ
つ
た
の
で
、
宗
助
と
御
米
は
又
春
ら
し
い
笑
を
洩

ら
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
六
の
こ

　
こ
れ
は
正
月
二
日
の
雪
が
、
ま
だ
乾
き
ら
な
い
翌
日
、
す
な
わ

ち
三
日
の
晩
の
出
来
事
で
あ
る
。
坂
井
の
認
め
た
書
付
の
洒
落
に
、

宗
助
夫
婦
は
「
春
ら
し
い
笑
」
を
洩
ら
し
て
い
る
。
だ
が
書
付
け

に
あ
る
「
此
垣
一
重
が
黒
鉄
の
」
は
、
『
奥
州
安
達
原
』
で
「
袖

　
　
　
　
ね

萩
祭
文
」
と
呼
ば
れ
る
、
最
も
哀
切
な
場
面
で
あ
る
こ
と
は
留
意

す
べ
き
で
あ
る
。
読
み
手
は
宗
助
夫
婦
の
「
春
ら
し
い
笑
」
の
奥

に
、
袖
萩
の
哀
咽
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
『
奥
州
安
達
原
』
を
播
い
て
み
よ
う
。
「
袖
萩
祭
文
」
の
あ
る
第

三
段
で
は
、
雪
の
降
る
中
に
盲
目
と
な
っ
た
袖
萩
が
登
場
す
る
。

　
　
　
　
た
い
ら
の
な
お
か
た
　
　
　
マ
マ

袖
萩
は
父
平
直
方
係
杖
の
許
さ
ぬ
結
婚
を
し
て
家
を
出
、
落
ち

ぶ
れ
て
盲
目
と
な
っ
て
い
る
。
偶
然
に
も
平
直
方
は
零
落
し
た
娘

と
出
会
う
が
、
娘
の
袖
萩
は
盲
目
で
あ
る
た
め
に
、
父
と
知
ら
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
ぢ
や
う
マ
マ

ま
ま
に
別
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
あ
と
、
袖
萩
は
「
僚
杖
様
の
一

大
事
、
ア
・
気
遣
は
し
や
」
と
の
声
を
聞
き
、
心
配
の
あ
ま
り
娘

の
お
君
に
手
を
ひ
か
れ
て
、
父
母
の
い
る
屋
敷
ま
で
や
っ
て
来
る
。

　
ロ
ハ
さ
へ
曇
る
雪
空
に
、
心
の
闇
の
暮
近
く
、
　
一
間
に
な
ほ
す

白
梅
も
、
無
常
を
急
ぐ
冬
の
風
、
身
に
こ
た
ゆ
る
は
血
筋
の
縁
。

　
　
　
　
　
マ
マ

（
中
略
）
「
僚
杖
様
は
此
春
か
ら
、
主
の
お
屋
敷
に
は
ご
ざ
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ミ

此
宮
様
の
御
所
に
と
聞
い
て
、
ど
う
や
ら
か
う
や
ら
髪
ま
で
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ミ

た
事
は
来
た
け
れ
ど
、
御
勘
当
の
父
上
母
様
、
殊
に
浅
ま
し
い
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こ
の
な
り
　
　
　
た

此
形
で
、
誰
が
取
次
い
で
く
れ
る
者
も
あ
る
ま
い
。
お
目
に
か
ミ

　
　
こ
な
ん
ぎ

つ
て
御
難
儀
の
、
様
子
が
ど
う
ぞ
聞
き
た
や
」
と
、
さ
ぐ
れ
ば

さ
は
る
小
柴
垣
。
「
ム
・
髪
は
お
庭
先
の
し
を
り
門
、
戸
を
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
へ
　
　
く
ろ
が
ね
　
　
　
　
へ

く
に
も
た
ミ
か
れ
ぬ
不
孝
の
報
、
此
垣
一
重
が
鐵
の
」
門
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
ど

り
高
う
心
か
ら
、
泣
く
聲
さ
へ
も
揮
り
て
、
賛
戸
に
喰
付
き
泣

き
居
た
り
。

　
袖
萩
の
置
か
れ
た
状
況
は
、
親
の
許
さ
ぬ
結
婚
を
契
機
に
し
た

勘
当
と
零
落
で
あ
る
。
そ
し
て
宗
助
も
ま
た
「
廃
嫡
に
迄
さ
れ
か
・

つ
た
」
（
四
の
九
）
に
過
ぎ
な
い
に
し
て
も
、
結
婚
が
原
因
で
野

中
家
を
出
た
の
で
あ
る
。
没
落
の
度
合
い
に
差
こ
そ
あ
れ
、
袖
萩

と
宗
助
は
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
。
い
や
む
し
ろ
、
家
を
出
た

末
、
落
ち
ぶ
れ
て
下
級
役
人
と
し
て
、
経
済
的
逼
迫
の
な
か
に
暮

ら
す
宗
助
の
典
型
と
し
て
、
袖
萩
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
先
に
引
用
し
た
「
袖
萩
祭
文
」
と
、
『
門
』
の
十
六
章
と

を
比
べ
て
み
る
と
、
「
梅
」
、
「
雪
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
共
通
項

が
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
「
袖
萩
祭
文
」
の
引
用
部
分
に
も
「
白
梅
」

の
語
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
白
梅
」
は
非
常
に
重
要
な
モ
チ
ー

フ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
袖
萩
が
か
け
つ
け
る
父
の
元
へ
は
、

　
　
　
　
か
つ
ら
の
　
　
　
　
　
の
り
う
じ

そ
の
前
に
桂
中
納
言
教
氏
が
「
雪
よ
り
白
き
白
梅
一
枝
」
を
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
が
に
ん
　
　
そ
と
　
　
は
ま

て
現
わ
れ
、
「
鶴
を
打
つ
た
る
科
人
、
外
が
濱
の
南
兵
衛
」
と
「
梅

　
　
　
　
る
シ

花
の
問
答
」
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
桂
中
納
言
教
氏
は
、
実

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ
た
ふ

は
阿
部
頼
時
の
長
男
貞
任
で
、
袖
萩
の
夫
で
あ
り
、
南
兵
衛
は
そ

　
　
む
ね
た
ふ

の
弟
宗
任
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
面
の
直
後
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

先
の
引
用
部
分
に
「
白
梅
」
の
語
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え

に
、
坂
井
が
「
裸
人
形
」
に
「
袖
萩
」
と
い
う
名
を
付
け
る
と
い

う
「
趣
向
」
（
十
六
の
一
）
を
思
い
つ
い
た
の
は
、
小
六
が
持
っ

て
い
っ
た
「
御
手
玉
」
の
「
梅
の
花
」
に
誘
発
さ
れ
て
の
事
だ
っ

た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
折
り
し
も
こ
の
坂
井
家
で
の
カ
ル
タ
と
り

の
前
日
に
は
雪
が
降
っ
て
お
り
、
雪
の
中
の
哀
切
な
「
袖
萩
祭
文
」

の
一
節
は
、
時
節
に
あ
っ
た
「
趣
向
」
だ
っ
た
の
だ
。

　
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
「
し
を
り
門
」
が
「
袖
萩
祭
文
」
の
場

面
に
あ
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
「
門
」
の
モ
チ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
シ

フ
に
つ
い
て
は
、
既
に
石
崎
等
が
「
ち
ょ
っ
と
し
た
遊
び
と
は
い

え
、
こ
こ
に
も
テ
キ
ス
ト
の
奥
に
〈
門
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
潜
ん
で

い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
袖
萩
が
立
つ
こ
の
「
し
を
り
門
」

に
は
、
「
〈
門
〉
の
イ
メ
ー
ジ
」
以
上
の
も
の
が
読
み
取
れ
る
。
袖

萩
が
「
し
を
り
門
」
の
前
に
「
泣
き
居
」
る
姿
は
、
『
門
』
の
次

の
部
分
を
想
起
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ロ
ず

彼
自
身
は
長
く
門
外
に
停
立
む
べ
き
運
命
を
も
つ
て
生
れ
て
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ

た
も
の
ら
し
か
つ
た
。
夫
は
是
非
も
な
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
、

ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
ニ

何
う
せ
通
れ
な
い
門
な
ら
、
わ
ざ
く
其
所
迄
辿
り
付
く
の
が
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矛
盾
で
あ
つ
た
。
（
中
略
）
彼
は
門
を
通
る
人
で
は
な
か
つ
た
。

又
門
を
通
ら
な
い
で
済
む
人
で
も
な
か
つ
た
。
要
す
る
に
、
彼

は
門
の
下
に
立
ち
疎
ん
で
、
日
の
暮
れ
る
の
を
待
つ
べ
き
不
幸

な
人
で
あ
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
一
の
二
）

　
　
　
　
　
　
た
ロ
ず

　
「
長
く
門
外
に
仕
立
む
べ
き
運
命
を
も
つ
て
生
れ
て
来
た
」
宗

助
と
、
先
の
袖
萩
の
姿
は
酷
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
宗
助
の

参
禅
の
失
敗
を
語
っ
た
こ
の
箇
所
は
、
『
門
』
の
な
か
で
も
、
宗

助
の
〈
生
〉
の
有
り
様
を
知
る
た
め
の
最
も
重
要
な
言
説
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
「
門
」
と
い
う
題
名
を
申
核
に
据
え
て
、
『
門
』
と
い

う
作
品
の
テ
ー
マ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
「
長
く

門
外
に
仕
立
む
べ
き
運
命
を
も
つ
て
生
れ
て
来
た
」
宗
助
と
い
う

男
を
描
く
こ
と
だ
と
い
え
る
。
と
す
れ
ば
、
テ
ー
マ
を
語
っ
た
そ

の
言
説
を
、
あ
た
か
も
具
象
化
し
た
ご
と
き
、
袖
萩
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
非
常
に
重
要
な
符
牒
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
テ
ク
ス
ト
言
説
に
は
、
も
と
も
と
「
此
垣
一
重
が
里
…
鉄
の
」

と
い
う
一
節
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
続
く
「
門
」
と
い

う
、
題
名
と
同
じ
語
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
不
自
然
さ
に
は
、

『
門
』
と
い
う
文
学
テ
ク
ス
ト
を
書
き
す
す
め
て
い
る
作
者
漱
石

の
恣
意
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
門
」
と
い
う
題
名
を
、
毎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

回
小
説
の
最
初
に
読
む
当
時
の
新
聞
読
者
も
、
こ
こ
に
「
門
」
と

い
う
モ
チ
ー
フ
を
読
み
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二

　
「
長
く
門
外
に
件
立
む
べ
き
運
命
を
も
つ
て
生
れ
て
来
た
」
宗

助
が
、
参
禅
を
失
敗
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
の
プ
レ

テ
ク
ス
ト
に
関
連
し
て
、
三
好
行
雄
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
ヘ
ァ
　

　
〈
風
吹
碧
落
浮
雲
尽
　
月
上
青
山
玉
一
団
〉
と
い
う
法
語
は
、

「
聯
煩
集
」
に
見
え
る
。
「
禅
林
句
集
」
や
「
禅
語
字
彙
」
に

も
収
め
る
が
、
た
と
え
ば
「
禅
語
字
彙
」
の
意
解
に
は
く
迷
妄

の
浮
雲
尽
き
、
心
月
大
空
に
輝
く
意
。
碧
落
は
天
の
義
V
と
あ

る
。
句
の
直
視
す
る
風
景
と
、
解
の
釈
義
す
る
心
と
の
距
離
は

こ
こ
に
も
あ
っ
た
。
こ
の
さ
り
げ
な
い
挿
話
に
よ
っ
て
、
の
ち

の
参
禅
の
失
敗
が
予
告
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
歯
科
医
の
待
合
室
で
、
宗
助
が
手
に
取
っ
た
『
成
効
』
と
い
う

雑
誌
に
あ
る
「
風
碧
落
を
吹
い
て
浮
雲
尽
き
、
月
東
山
に
上
つ
て

玉
一
団
」
（
五
の
二
）
と
い
う
二
句
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

宗
助
に
と
っ
て
『
成
効
』
と
い
う
雑
誌
名
そ
の
も
の
が
、
元
来
「
非

常
に
縁
の
遠
い
も
の
で
あ
」
る
上
、
「
彼
の
生
活
は
実
際
此
四
五

年
来
斯
う
い
ふ
景
色
に
出
逢
つ
た
事
が
な
か
つ
た
」
こ
と
か
ら
、

三
好
は
こ
こ
に
参
禅
の
失
敗
の
予
告
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
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る
。
そ
し
て
三
好
は
宗
助
の
参
禅
を
、
「
小
説
の
脈
絡
に
か
た
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

つ
け
る
た
め
の
唐
突
な
収
束
」
と
す
る
谷
崎
潤
一
郎
を
代
表
と
す

る
意
見
を
退
け
て
、
「
そ
れ
な
り
の
伏
線
は
あ
っ
た
」
と
の
見
解

を
述
べ
て
い
る
。
首
肯
し
得
る
意
見
で
あ
り
、
プ
レ
テ
ク
ス
ト
の

意
味
か
ら
説
明
し
て
い
る
の
は
、
特
に
興
味
深
い
。
メ
イ
ン
・
プ

ロ
ッ
ト
か
ら
は
一
見
は
ず
れ
た
よ
う
な
プ
レ
テ
ク
ス
ト
を
用
い
た

挿
話
群
を
、
見
な
お
す
必
要
が
あ
る
こ
と
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

三

　
『
門
』
の
中
の
『
奥
州
安
達
原
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
が
、

参
禅
を
失
敗
し
て
「
門
」
外
に
立
ち
疎
む
宗
助
の
姿
に
酷
似
し
て

い
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
「
門
」
と
い
う

モ
チ
ー
フ
を
も
つ
、
別
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と

と
す
る
。

　
そ
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
は
、
『
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
う
ぶ
し
』

で
あ
る
。
ま
ず
『
門
』
の
本
文
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　
安
井
は
笑
ひ
な
が
ら
、
比
較
の
た
め
、
自
分
の
知
つ
て
ゐ
る

或
友
達
の
故
郷
の
物
語
を
し
て
宗
助
に
聞
か
し
た
。
そ
れ
は
浄

　
　
　
あ
ひ
　
　
つ
ち
や
ま
あ
め
　
　
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
く

瑠
璃
に
間
の
土
山
雨
が
降
る
と
あ
る
有
名
な
宿
の
事
で
あ
つ

た
。
朝
起
き
て
か
ら
夜
媒
る
迄
、
眼
に
入
る
も
の
は
山
よ
り
外

に
な
い
所
で
、
丸
で
揺
鉢
の
底
に
住
ん
で
ゐ
る
と
同
じ
有
様
だ

と
告
げ
た
（
中
略
）
。
宗
助
は
そ
ん
な
播
鉢
の
底
で
一
生
を
過

す
人
の
運
命
ほ
ど
情
な
い
も
の
は
あ
る
ま
い
と
考
へ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
の
三
）

　
安
井
が
話
す
「
間
の
土
山
雨
が
降
る
」
と
は
、
近
松
門
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

作
の
『
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
う
ぶ
し
』
の
「
上
之
巻
道
中
双
六
」

末
尾
の
一
節
で
あ
る
。

　
あ
ら
す
じ
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
あ
る
こ
と
か
ら
夫
と
も
一
人

息
子
と
も
別
れ
て
い
る
滋
野
井
は
、
由
留
木
家
の
息
女
、
調
の
姫

の
乳
母
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
姫
の
婚
家
先
へ
、
幼
少
の
彼
女

に
伴
っ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
姫
は
出
発
の
間
際

に
な
っ
て
渋
り
だ
し
、
行
こ
う
と
し
な
い
。
そ
こ
で
呼
び
出
さ
れ

た
コ
ニ
吉
」
と
い
う
馬
子
が
、
偶
然
に
も
滋
野
井
の
息
子
の
「
与

之
介
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

御
乳
も
今
は
あ
ぐ
み
果
て
。
「
ど
ふ
し
て
よ
か
ら
ふ
」
御
家
老

も
あ
き
れ
て
。
こ
そ
は
ゐ
ら
れ
け
れ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

お
仲
居
の
わ
か
な
は
旅
出
立
に
菅
笠
持
つ
て
門
外
よ
り
走
り
入

り
。
「
な
ふ
お
乳
の
人
様
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
ご
ざ
り
ま
す
。

十
ば
か
り
の
剃
下
げ
の
ち
つ
ぼ
け
な
馬
方
が
。
道
中
双
六
と
や

ら
東
海
道
の
絵
を
ひ
ろ
げ
。
あ
ち
な
こ
と
し
て
遊
び
ま
す
。
御
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機
嫌
直
し
に
お
目
に
か
け
な
さ
れ
ま
せ
」
。
（
中
略
）
「
お
許
し

じ
や
そ
の
丁
稚
に
。
持
つ
て
参
れ
と
呼
ふ
で
お
じ
や
」
。
「
心
得

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ま
し
た
」
と
御
門
に
出
連
立
ち
へ
来
た
る
馬
方
が
片
肌
脱
い
で
。

　
こ
う
し
て
「
門
」
か
ら
連
れ
ら
れ
て
き
た
三
吉
と
、
母
滋
野
井

と
は
再
会
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
姫
と
馬
子
が
乳
兄
弟
と
あ
っ

て
は
、
姫
の
結
婚
の
妨
げ
に
な
る
と
の
思
い
か
ら
、
主
家
へ
の
義

理
と
、
子
へ
の
情
愛
と
に
引
き
裂
か
れ
な
が
ら
も
、
滋
野
井
は
三

吉
に
母
と
の
名
の
り
を
上
げ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

与
作
が
子
と
ば
し
言
や
ん
な
や
サ
ァ
早
ふ
御
門
へ
出
や
。
ア
、
い

か
成
因
果
な
。
生
れ
性
。
（
中
略
）
「
先
早
ふ
出
て
く
れ
」
と
泣

く
く
言
へ
ば
三
吉
。
「
ア
、
母
様
あ
ん
ま
り
遠
慮
過
ぎ
ま
し
た
。

先
言
ふ
て
見
て
下
さ
れ
」

　
こ
う
し
て
滋
野
井
は
母
と
名
の
れ
な
い
ま
ま
に
、
機
嫌
を
直
し

た
姫
の
行
列
に
加
わ
っ
て
出
発
を
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
出
発

と
共
に
、
悲
し
み
に
暮
れ
る
一
二
吉
が
「
坂
は
照
る
く
。
鈴
鹿
は

曇
る
。
土
山
あ
ひ
の
。
あ
ひ
の
土
山
雨
が
降
る
」
と
馬
子
唄
を
歌

い
、
「
上
之
巻
」
は
終
わ
る
。

　
『
門
』
の
本
文
で
は
、
こ
の
母
子
の
別
れ
の
場
面
に
歌
わ
れ
る

三
吉
の
歌
が
安
井
の
話
の
な
か
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
が

「
有
名
な
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
母
子
の
別
れ
の
場
面
が
好
評
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
母
子
の
出
会
い
と
別
れ
が
、
「
門
」

を
潜
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

「
門
」
と
は
本
来
〈
出
会
い
と
別
れ
の
場
〉
な
の
で
あ
る
。

　
作
者
漱
石
が
「
門
」
と
い
う
題
名
で
作
品
を
書
き
始
め
た
こ
ろ
、

　
　
ロ
　
　
も
ん

「
題
は
門
と
い
ふ
の
で
、
森
田
と
小
宮
が
好
加
減
に
つ
け
て
く
れ

た
が
、
一
向
門
ら
し
く
な
く
つ
て
困
つ
て
ゐ
る
。
」
（
明
治
四
十
三

年
三
月
四
日
付
け
）
と
い
う
書
簡
を
寺
田
寅
彦
に
送
っ
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
題
詠
の
よ
う
に
、
与
え
ら
れ
た

「
門
」
と
い
う
題
に
作
者
漱
石
が
思
索
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
う
い
う
作
者
が
、
『
門
』
執
筆
の
ロ
ハ
中
で
、
〈
門
〉

と
い
う
物
象
の
根
源
に
思
い
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
考
え
に

く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
〈
出
会
い
と
別
れ
の
門
〉

が
あ
る
場
面
と
し
て
、
安
井
が
「
或
友
達
の
故
郷
の
物
語
を
し
」

た
と
い
う
挿
話
は
、
看
過
で
き
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
よ
う
。

　
そ
も
そ
も
安
井
が
こ
の
「
或
友
達
の
故
郷
の
物
語
」
を
宗
助
に

し
た
と
い
う
事
は
、
非
常
に
皮
肉
な
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
若
き

宗
助
は
こ
の
「
土
山
」
の
話
に
対
し
て
、
「
そ
ん
な
播
鉢
の
底
で

一
生
を
過
す
人
の
運
命
ほ
ど
情
な
い
も
の
は
あ
る
ま
い
と
考
へ

た
」
（
十
四
の
三
）
。
だ
が
の
ち
に
宗
助
は
、
こ
の
安
井
か
ら
御
米

を
奪
い
、
「
播
鉢
の
底
」
に
似
た
「
崖
下
」
の
陰
気
で
、
「
小
路
の

ぬ
か
る
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
く

泥
淳
」
の
乾
か
な
い
「
一
世
紀
が
た
後
れ
」
（
十
六
の
一
）
た
場
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所
に
棲
ま
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
『
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
う
ぶ
し
』
の
「
中
之
巻
」
に
は
、

先
述
の
『
奥
州
安
達
原
』
と
同
じ
「
鉄
の
門
」
と
い
う
句
が
出
て

く
る
。
そ
れ
は
滋
野
井
の
元
の
夫
で
あ
る
与
作
が
、
「
小
ま
ん
」

と
と
も
に
死
の
う
と
し
た
と
き
の
次
の
言
葉
に
あ
る
。

「ア

A
く
小
よ
し
は
逢
ふ
夜
の
通
ひ
窓
。
最
期
近
づ
く
二
人
に

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
冥
途
に
通
ふ
鉄
の
門
」
と
。
く
ど
き
く
馬
引
き
出
し

　
こ
の
「
鉄
の
門
」
に
つ
い
て
は
、
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』

の
脚
注
に
「
地
獄
の
門
。
」
と
あ
り
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
地
獄
の

風
景
が
記
さ
れ
た
箇
所
の
引
用
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
鉄
の
門
」
と

は
、
大
き
く
強
固
な
門
の
比
喩
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
此
岸
と
彼

岸
を
分
け
る
、
そ
れ
も
地
獄
へ
の
入
り
口
と
の
意
味
を
も
つ
門
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
『
奥
州
安
達
原
』
に
お
け
る
「
鉄

の
門
」
が
、
地
獄
へ
の
入
り
口
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
い

た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
「
鉄
の
門
」
に
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
が
付
随
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
う
ぶ
し
』

を
引
用
し
た
作
者
漱
石
に
と
っ
て
、
周
知
の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
地
獄
へ
の
入
り
口
と
し
て
の
〈
門
〉
と

　
　
　
　
　
　
ロ
ロ
　

い
え
ば
、
『
倫
敦
塔
』
に
も
あ
る
。

へ門
を
入
つ
て
振
り
返
つ
た
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
憂
の
国
に
行
か
ん
と
す
る
も
の
は
此
門
を
潜
れ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
永
劫
の
呵
責
に
遭
は
ん
と
す
る
も
の
は
此
門
を
く
．
・
れ
。

　
（
中
略
）

　
ヘ
　
　
へ

　
此
門
を
過
ぎ
ん
と
す
る
も
の
は
一
切
の
望
を
捨
て
よ
。

と
い
ふ
句
が
ど
こ
ぞ
に
刻
ん
で
は
な
い
か
と
思
つ
た
。

　
　
『
門
』
に
お
い
て
〈
門
〉
と
は
、
「
山
門
」
の
み
な
ら
ず
、
〈
出

・
会
い
と
別
れ
の
門
〉
で
あ
り
、
〈
地
獄
へ
の
門
〉
で
も
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
、
宗
助
が
御
米
と
二
人
だ
け
で
初
め

　
て
こ
と
ば
を
交
わ
し
た
忘
れ
が
た
い
風
景
が
、
「
門
」
の
前
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
う
ぶ
し
』
の
引
用

　
さ
れ
た
挿
話
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
挿
話
の
も
つ
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル

な
意
図
と
、
〈
門
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
意
味
と
が
見
え
て
く
る
。

四

　
こ
こ
で
挙
げ
た
『
門
』
に
お
け
る
三
つ
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
、
す

な
わ
ち
『
奥
州
安
達
原
』
、
『
禅
林
句
集
』
、
そ
し
て
『
丹
波
与
作

待
夜
の
こ
む
う
ぶ
し
』
は
、
宗
助
が
そ
れ
ら
の
言
説
に
拘
泥
し
な

い
こ
と
か
ら
、
彼
が
、
「
文
芸
に
も
哲
学
に
も
縁
の
な
い
」
（
十
七
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の
一
）
人
間
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
。
と
同
時
に
読
み
手
に

は
、
テ
ク
ス
ト
の
奥
に
別
の
風
景
を
読
み
取
る
こ
と
を
許
し
て
い

る
。　

宗
助
夫
婦
が
「
春
ら
し
い
笑
」
を
洩
ら
す
『
奥
州
安
達
原
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
シ
ず

一
節
に
、
読
み
手
は
袖
萩
の
哀
咽
を
聞
き
、
「
長
く
門
外
に
停
立

む
べ
き
運
命
を
も
つ
て
生
れ
て
来
た
」
宗
助
の
姿
を
予
見
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

と
が
で
き
る
。
ま
た
宗
助
が
読
み
捨
て
た
『
成
効
』
に
、
悟
り
に

辿
り
着
け
な
い
宗
助
と
は
反
対
の
境
地
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
「
笑
ひ
な
が
ら
」
安
井
の
語
っ
た
『
丹
波
与
作
待
夜

の
こ
む
う
ぶ
し
』
に
あ
る
「
土
山
」
の
話
に
、
哀
し
い
馬
子
の
調

べ
を
聞
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
特
に
『
奥
州
安
達
原
』
は
、
『
門
』
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
性
が

高
い
こ
と
を
、
重
ね
て
強
調
し
た
い
。

　
ま
ず
第
一
に
、
親
か
ら
勘
当
さ
れ
て
零
落
し
た
袖
萩
は
、
宗
助

の
典
型
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に

「
梅
」
、
「
雪
」
、
そ
し
て
特
に
「
門
」
、
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
共
通

項
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
「
し
を
り
門
」
の
前
に
立

ち
疎
む
袖
萩
の
姿
は
、
宗
助
と
酷
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
に
三
好
論
と
あ
わ
せ
て
、
参
禅
を
「
唐
突
だ
」
と
す
る

意
見
を
退
け
、
『
奥
州
安
達
原
』
の
挿
話
の
重
要
性
を
読
み
と
り

た
い
。
そ
し
て
こ
の
挿
話
を
重
要
視
す
る
こ
と
は
、
「
此
垣
一
重

が
黒
鉄
の
」
と
い
う
書
付
け
を
贈
っ
た
坂
井
と
い
う
人
物
の
意
味

を
読
み
か
え
て
い
く
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
奥
州
安
達
原
』
と
は
、
『
門
』
と
い
う
題
を

め
ぐ
る
作
者
漱
石
の
思
念
か
ら
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
〈
門
〉
の
物
語
と

し
て
、
『
門
』
の
テ
ー
マ
と
の
高
い
関
連
性
ゆ
え
に
持
ち
出
さ
れ

プ
レ
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

54（
6
）

　
注

『
門
』
の
引
用
は
、
『
漱
石
全
集
　
第
六
巻
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
九
四
・
五
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
振
り
仮
名
は
適
宜
省

略
し
た
。

各
段
の
中
に
あ
る
名
称
は
、
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
（
岩

波
書
店
、
一
九
八
三
・
一
〇
）
を
参
考
に
し
た
。

『
奥
州
安
達
原
』
の
引
用
は
、
『
有
朋
堂
文
庫
浄
瑠
璃
名
作
集

上
巻
』
（
有
朋
堂
書
店
、
一
九
三
四
・
六
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、

旧
字
体
は
新
字
体
に
な
お
し
、
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
。

注
（
2
）
参
照
。

石
崎
等
『
岩
波
文
庫
　
「
門
」
注
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
・

四
）小

森
陽
一
は
「
解
釈
－
漱
石
テ
ク
ス
ト
の
多
様
な
読
解
可

能
性
」
（
『
知
の
技
法
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

四
・
五
）
の
な
か
で
、
『
そ
れ
か
ら
』
の
題
名
に
つ
い
て
、

「
こ
の
題
名
は
毎
日
毎
日
読
者
の
眼
の
前
に
必
ず
あ
ら
わ
れ
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）

7

）
12

）

11 10

る
わ
け
で
、
（
中
略
）
解
釈
を
め
ぐ
る
強
い
枠
組
に
な
っ
て

い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

三
好
行
雄
「
「
門
」
の
な
か
の
子
ど
も
ー
「
門
」
再
説
」
（
「
一
二

好
行
雄
著
作
集
　
第
二
巻
　
森
鴎
外
・
夏
目
漱
石
』
所
収
、

筑
摩
書
房
、
　
一
九
九
三
・
四
）

三
好
行
雄
は
、
谷
崎
潤
一
郎
の
「
『
門
』
を
評
す
」
（
『
新
思
潮
』

明
治
四
十
三
年
九
月
）
と
、
正
宗
白
鳥
「
夏
目
漱
石
論
」
（
『
中

央
公
論
』
昭
和
三
年
六
月
）
と
を
あ
げ
て
い
る
。

『
丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
う
ぶ
し
』
の
引
用
は
、
『
新
日
本
古

典
文
学
大
系
9
1
　
近
松
浄
瑠
璃
集
上
』
（
岩
波
書
店
、
　
九

九
三
・
九
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し

た
。「

上
之
巻
」
と
の
名
称
は
、
『
（
旧
）
日
本
古
典
文
学
大
系
4
9

近
松
浄
瑠
璃
集
上
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
・
一
二
を

参
考
に
し
た
。

書
簡
の
引
用
は
、
『
漱
石
全
集
　
第
二
十
九
巻
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
五
七
・
七
、
新
書
版
）
に
よ
る
。
書
簡
番
号
は
一
〇
九

〇
番
。

「
倫
敦
塔
』
の
引
用
は
、
「
漱
石
全
集
　
第
二
巻
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
九
四
・
こ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
振
り
仮
名
は
適
宜
省

略
し
た
。
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