
仝

学
鴎

松
田
甲

会
津
人

住
朝
鮮
（
一
百
七
）

へ
き
は

え

ご
と

い
っ
ぱ
ん
と

碧
波
如
画
一
帆
飛

碧
波

画
の
如
く
し
て

一
帆
飛
ぶ

こ
じ
ょ
う

か
い

と

ら
っ
き

こ

湖
上
停
橈
恋
落
暉

湖
上
に

橈
を
停
め
て

落
暉
を
恋
う

た
ち
ま

み

い
っ
こ
ん

び
よ
う

つ
き

乍
見
一
痕
眉
様
月

乍
ち
見
る

一
痕
の

眉
様
の
月
の

ひ
と

し

し

て

ぎ
ん
い

の
ぼ

照
人
詩
思
上
吟
衣

人
の

詩
思
を

照
ら
し
て

吟
衣
に
上
る
を

（『
碧
雲
湖
棹
歌
』
を
読
ん
で
私
の
脳
裡
に
浮
か
ん
だ
光
景
）
宍
道
湖
の
緑
色
の
波
が
絵
の
よ
う
に
美
し
い
、
そ
の
中
を
一
隻
の
帆
掛
け
舟
が

飛
ぶ
よ
う
に
す
す
ん
で
い
く
。（
何
者
か
知
ら
ぬ
が
、
詩
人
が
乗
っ
て
い
る
の
で
あ
る
）
や
が
て
、
湖
の
上
で
櫂
を
停
め
た
。
落
日
を
惜
し

ん
で
い
つ
ま
で
も
見
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
日
も
没
し
て
暗
く
な
っ
た
、
と
突
然
、
空
に
浮
か
ぶ
、
眉
形
の
三
日
月
一
つ
。
そ
の
光
線
が

詩
人
の
服
を
照
ら
し
て
じ
わ
じ
わ
と
上
っ
て
い
く
の
が
見
え
る
。
今
夜
は
良
い
詩
が
出
来
そ
う
だ
と
詩
人
は
思
う
。

起
句
、
李
白
『
白
頭
吟
』
其
二
「
錦
水
東
流
し
て
、
碧
波
は
蕩
ら
す
、
双
鴛
鴦
」。
南
宋
の
方
岳
『
湖
上
八
首
』
其
四
「
緑
波
画
の
如
く

し
て
雨
初
め
て
晴
る
」。
李
白
『
客
の
呉
に
帰
る
を
送
る
』「
酒
尽
き
て
一
帆
飛
ぶ
」。
承
句
、
陳
子
昂
『
白
帝
城
懐
古
』「
橈
を
停
め
て
土
風
を

問
う
」。
ま
た
、
李
白
『
清
渓
に
入
り
て
山
中
を
行
く
』「
橈
を
停
め
て
余
景
に
向
か
う
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
詩
の
気
持
ち
に
近
い
か
。
李

中
（『
全
唐
詩
』）『
中
書
湯
舎
人
に
献
ず
』「
吟
じ
て
は
江
楼
に
依
り
て
落
暉
を
恋
う
」。
転
句
、「
一
痕
」
は
一
筋
の
傷
跡
。
三
日
月
や
新
月
を

天
の
傷
と
見
立
て
た
。
こ
れ
も
方
岳
『
梅
を
探
る
』「
枝
南
枝
北
一
痕
の
月
」。「
眉
様
」
は
「
眉
の
よ
う
な
」
で
は
な
く
、「
眉
の
デ
ザ
イ
ン
」、

『
碧
雲
湖
棹
歌
』
訳
注
（
四
）

要

木

純

一

『
碧
雲
湖
棹
歌
』
訳
注
（
四
）
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す
な
わ
ち
眉
を
剃
っ
た
あ
と
に
描
い
た
引
き
眉
の
こ
と
。「
詩
思
」
は
、
詩
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
ア
イ
デ
ア
、
あ
る
い
は
作
詩
の
意

欲
。
同
じ
く
、
韋
応
物
『
休
暇
の
日
王
侍
御
を
訪
ぬ
る
も
遇
わ
ず
』「
怪
来
（
な
る
ほ
ど
）
詩
思
人
の
骨
を
清
か
ら
し
む
」。「
人
の
詩
思
を
照

ら
す
」
は
変
な
表
現
だ
が
、
月
光
の
神
秘
的
な
力
に
よ
っ
て
、
詩
想
が
か
き
立
て
ら
れ
る
意
を
籠
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
吟
衣
」
は
、

要
す
る
に
詩
人
（
の
姿
）
の
こ
と
。
林
逋
『
将
に
四
明
に
帰
ら
ん
と
し
て
夜
坐
し
て
話
す
。
任
君
に
別
る
』「
別
泪
吟
衣
を
湿
す
」。「
吟
衣
に

上
る
」
は
、
月
が
あ
が
る
に
つ
れ
、
照
ら
さ
れ
た
詩
人
の
姿
が
く
っ
き
り
と
現
れ
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
描
け
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
詩
に
描
か
れ
て
い
る
詩
人
が
、
永
坂
石
�
、
作
者
自
身
、
剪
淞
吟
社
の
同
人
達
の
誰
を
指
す
か
と
、
穿
鑿
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
作
者

は
恐
ら
く
夢
想
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

仝

曼
陀

郁
華

清
国
（
一
百
八
）

へ
き
う
ん

こ
じ
ょ
う

へ
き
う
ん
と

碧
雲
湖
上
碧
雲
飛

碧
雲

湖
上
に

碧
雲
飛
び

し
ん
ぷ

し
ゅ
う
ぜ
ん

ま
さ

ら
っ
き

新
婦
洲
前
正
落
暉

新
婦

洲
前
は

正
に
落
暉
な
り

は
な
は

お
も

ろ
う
か
ん

こ
じ
ょ
う

や
な
ぎ

絶
憶
郎
官
湖
上
柳

絶
だ
憶
う

郎
官

湖
上
の
柳

し
ゅ
き

ふ
う
し
ょ
く

し
ゅ
ん
い

せ
ま

酒
旗
風
色
逼
春
衣

酒
旗
の

風
色

春
衣
に
逼
る
を

み
ど
り
の
雲
が
正
に
み
ど
り
の
雲
の
湖
と
呼
ば
れ
る
宍
道
湖
の
ほ
と
り
を
飛
ん
で
い
き
、
嫁
が
島
の
前
に
ち
ょ
う
ど
夕
日
が
さ
し
か
か
る

頃
。
そ
の
す
ば
ら
し
い
景
色
を
想
像
す
る
と
、
我
が
清
国
の
郎
官
湖
の
ほ
と
り
の
柳
の
様
子
が
こ
と
さ
ら
に
思
い
出
さ
れ
て
し
か
た
が
な
い

の
だ
。
そ
こ
で
は
、
飲
み
屋
の
旗
が
た
な
び
く
景
色
が
、
人
々
に
迫
り
来
る
。
お
ま
え
の
来
て
い
る
春
服
を
質
に
入
れ
て
、
酒
を
飲
ん
で
行

楽
を
せ
よ
と
。（
宍
道
湖
の
景
色
も
借
金
し
て
で
も
見
た
く
な
る
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
）

『
碧
雲
湖
棹
歌
』
唱
和
者
の
中
の
唯
一
の
中
国
（
清
）
人
。
だ
か
ら
、「
郎
官
湖
」
が
出
て
く
る
。「
郎
官
湖
」
に
つ
い
て
は
、
後
の
『
嫁

洲
詩
碑
碑
陰
記
』
の
訳
注
を
参
照
。
郁
華
（
曼
陀
）
は
、
小
説
家
郁
達
夫
の
兄
。
松
江
は
訪
れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
が
、
当
時
日
本
に
滞

在
し
て
い
た
。
家
郷
は
浙
江
省
富
陽
で
あ
り
、
湖
北
省
の
郎
官
湖
（
当
時
は
も
は
や
干
上
が
っ
て
い
た
）
を
実
見
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。

四
四



『
嫁
洲
詩
碑
碑
陰
記
』
を
受
け
て
、
李
白
が
「
郎
官
湖
」
と
名
付
け
た
と
い
う
当
時
の
様
子
を
思
い
や
る
と
と
も
に
、
中
国
人
に
ふ
さ
わ
し

く
中
国
の
風
物
を
織
り
交
ぜ
た
あ
い
さ
つ
句
を
も
の
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
わ
ざ
と
語
の
繰
り
返
し
を
楽
し
む
、
く
だ
け
た
作
風
で
あ
る
。
起

句
、
権
徳
輿
『
霊
徹
上
人
の
詩
を
以
て
書
に
代
え
て
寄
せ
見
る
る
に
酬
ゆ
』「
碧
雲
飛
ぶ
処
詩
偏
に
麗
な
り
」。
承
句
、
北
宋
の
晁
端
友
『
多

景
楼
に
登
る
』「
楼
前
正
に
落
暉
な
り
」。
転
句
、「
絶
憶
」
の
解
釈
が
悩
ま
し
い
。「
憶
い
を
絶
つ
」、
す
な
わ
ち
「
郎
官
湖
の
こ
と
を
忘
れ
る

ぐ
ら
い
す
ば
ら
し
い
宍
道
湖
だ
」
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。「
絶
」
は
「
他
に
絶
し
て
（
か
け
離
れ
て
）
極
度
に
」
の
意
。
司
馬
遷
『
史

記
』
梁
孝
王
世
家
「
任
皇
后
絶
だ
之
を
得
ん
と
欲
す
」。
入
谷
仙
介
博
士
は
、「
絶
え
て
憶
わ
ん
や
」
と
反
語
で
読
ん
で
お
ら
れ
る
。（『
山
陰

の
近
代
漢
詩
』
一
三
四
頁
）「
郎
官
湖
の
故
事
に
ち
な
ん
で
、
碧
雲
湖
棹
歌
の
詩
碑
を
建
て
る
そ
う
だ
が
、
宍
道
湖
の
す
ば
ら
し
さ
は
郎
官
湖

な
ん
か
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
う
く
ら
い
だ
」
と
い
う
方
向
の
解
釈
で
あ
ろ
う
か
。
隋
煬
帝
『
望
江
南
』「
湖
上
の
柳
、
煙
裏
垂
る
る
に
勝
え
ず
」。

結
句
は
、
明
ら
か
に
、
杜
牧
『
江
南
の
春
』「
水
村
山
郭
酒
旗
の
風
」
を
意
識
す
る
。「
逼
」
は
、
文
字
通
り
、
美
し
い
景
色
が
迫
っ
て
き
て

圧
倒
さ
れ
る
意
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、「
春
衣
」
と
い
え
ば
、
杜
甫
『
曲
江
』
二
首
其
一
「
朝
よ
り
回
り
て
日
日
春
衣
を
典
す
」
が
思
い
出
さ

れ
る
わ
け
で
、
こ
こ
も
そ
の
方
向
で
解
釈
し
た
。

仝

琴
屋

村
上
寿
夫

出
雲

剪
淞
吟
社
（
一
百
九
）

え
ん
お
う

そ
う
ろ
く

そ
う

な

と

鴛
鴦
卅
六
作
双
飛

鴛
鴦

卅
六

双
を
作
し
て
飛
ぶ

ち
ょ
ぼ
う

き
は
ん

ら
っ
き

か

竚
望
帰
帆
掛
落
暉

竚
望
す

帰
帆
の

落
暉
に
掛
か
る
を

し
ゅ
う
し
ょ

い
と

ご
と

な
が

い
く
し
ゃ
く

愁
緒
如
糸
長
幾
尺

愁
緒
は

糸
の
如
し

長
さ
幾
尺
ぞ

ろ
う

た
め

ほ

ほ
っ

み
ど
り

さ

い

為
郎
欲
補
緑
蓑
衣

郎
が
為
に

補
せ
ん
と
欲
す

緑
の
蓑
衣

雌
雄
そ
れ
ぞ
れ
三
十
六
匹
の
オ
シ
ド
リ
が
仲
良
く
二
列
で
整
然
と
並
ん
で
飛
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
私
（
嫁
が
島
神
女
）
は
ひ
と
り

ぼ
っ
ち
で
た
た
ず
ん
で
、
あ
な
た
の
帰
っ
て
く
る
舟
が
夕
日
を
バ
ッ
ク
に
帆
を
掛
け
て
現
れ
る
の
を
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
。
帰
ら
ぬ
夫
を
待

つ
私
の
憂
愁
の
気
持
ち
は
糸
の
よ
う
に
い
つ
ま
で
も
綿
々
と
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
糸
の
長
さ
は
何
尺
ぐ
ら
い
か
し
ら
。
こ
の
憂
愁
の

『
碧
雲
湖
棹
歌
』
訳
注
（
四
）
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糸
で
、
あ
な
た
の
緑
色
の
蓑
の
繕
い
を
し
て
あ
げ
る
こ
と
も
出
来
そ
う
よ
。
と
ち
ょ
っ
と
嫌
み
を
言
い
た
く
な
る
こ
の
頃
。

起
句
の
典
拠
は
や
や
こ
し
い
。『
楽
府
詩
集
』
所
収
の
古
辞
『
鶏
鳴
』
に
「
鴛
鴦
七
十
二
」
の
句
が
あ
る
。（『
相
逢
行
』
に
も
同
句
あ
り
）

こ
の
句
に
つ
い
て
、
宋
の
何
�
が
『
春
渚
紀
聞
』
で
な
ぜ
「
七
十
二
」
な
の
か
疑
問
を
呈
し
た
の
に
対
し
て
、
清
の
呉
景
旭
は
『
歴
代
詩
話
』

で
、
作
者
不
明
の
『
真
率
筆
記
』（『
説
郛
』
所
収
）「
霍
光
の
園
中
に
、
・
・
・
鴛
鴦
三
十
六
対
を
養
う
」
の
記
述
を
引
い
て
答
え
と
し
て
い

る
。
三
十
六
×
二
で
七
十
二
匹
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。「
卅
（
サ
フ
）」
は
「
三
（
サ
ン
）」「
十
（
ジ
フ
）」
の
合
音
字
。
范
成
大
『
春
日
』
三

首
其
二
「
従
教
（
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
）
燕
子
双
を
作
し
て
飛
ぶ
」。「
双
飛
」（
双
（
ふ
た
）
つ
な
が
ら
飛
ぶ
）
は
詩
語
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い

ら
れ
る
の
で
（
例
え
ば
、
李
白
『
双
燕
離
』「
双
飛
し
て
人
を
し
て
羨
ま
令
む
」）、「
双
飛
を
作
す
」
と
訓
ず
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

承
句
、「
竚
」
は
「
佇
」
の
異
体
字
。「
竚
望
」
は
ず
っ
と
立
っ
て
眺
め
な
が
ら
対
象
を
待
ち
続
け
る
こ
と
。
何
仲
宣
（『
全
唐
詩
』）『
七
夕
。

賦
詠
し
て
篇
を
成
す
』「
朝
朝
佇
望
し
て
梭
を
調
す
る
に
嬾
し
」。「
帰
帆
」、
王
維
『
晁
監
の
日
本
国
に
還
る
を
送
る
』「
帰
帆
但
だ
風
に
信
（
ま

か
）
す
」。「
掛
落
暉
」、
呉
融
『
�
池
を
過
ぎ
て
事
を
書
く
』「
無
限
の
春
愁
落
暉
に
挂
く
」。
こ
こ
の
「
掛
」
字
は
、「
帆
を
掛
け
る
」「
帆
が

掛
か
る
」「
落
暉
が
帆
に
掛
か
る
」
等
の
解
釈
が
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
が
没
し
て
も
な
お
夫
を
待
ち
続
け
る
神
女
を
思
い
描

け
ば
よ
い
。
承
句
、「
愁
緒
」は
心
の
愁
い
を
乱
れ
た
糸
の
繊
維
に
譬
え
た
。
南
宋
の
仲
并『
憶
王
孫
・
秋
閨
』「
愁
緒
糸
の
如
く
尽
頭
無
し
」。

「
補
」
は
、
衣
服
を
修
繕
す
る
こ
と
。「
緑
蓑
衣
」
は
、
張
志
和
の
『
漁
夫
詞
』「
青
の
�
笠
、
緑
の
蓑
衣
」
を
用
い
る
。

仝

収
軒

井
川
洌

仝

在
東
京
（
一
百
十
）

へ
き
る

り
じ
ょ
う

は
く
は
ん
と

碧
瑠
璃
上
白
帆
飛

碧
瑠
璃
上
に

白
帆
飛
び

ひ
ょ
う
び
ょ
う

こ
う
ん

ば
ん
き

う
ら

縹
渺
湖
雲
麗
晩
暉

縹
渺
た
る

湖
雲
は

晩
暉
に
麗
ら
か
な
り

け
い
ら
ん

て
ん
び

し
は
ん

き

繋
纜
天
妃
祠
畔
樹

繋
纜
す

天
妃

祠
畔
の
樹

し
ょ
う
ふ
う

き
ゅ
う

よ

ぎ
ん
い

み

松
風
依
旧
満
吟
衣

松
風

旧
に
依
り
て

吟
衣
に
満
つ

み
ど
り
の
ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
水
面
、そ
の
上
を
白
い
帆
を
掛
け
た
舟
が
飛
ん
で
い
く
よ
う
に
滑
っ
て
い
く
。湖
を
う
っ
す
ら
と
覆
う
雲
が
、

四
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夕
映
え
に
照
り
輝
い
て
美
し
い
。
そ
の
舟
は
嫁
が
島
神
女
の
ほ
こ
ら
の
そ
ば
の
木
に
つ
な
が
れ
た
。
松
を
渡
る
風
が
、
昔
の
よ
う
に
詩
人
達

の
服
に
満
ち
満
ち
て
来
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。（
剪
淞
吟
社
の
同
人
達
が
嫁
が
島
で
詩
宴
を
開
い
て
い
る
様
が
目
に
浮
か
ぶ
。
今
は
遠
く
離
れ

て
い
る
の
で
参
加
で
き
な
い
の
が
残
念
だ
。
以
前
と
同
じ
よ
う
な
風
流
な
催
し
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
）

起
句
、「
瑠
璃
」
は
「
琉
璃
」
と
同
じ
。
李
渉
（『
全
唐
詩
』）『
水
月
台
に
題
す
』「
両
重
の
星
は
点
ず
碧
瑠
璃
」。「
碧
瑠
璃
上
」
は
二
字
＋

二
字
の
構
造
を
わ
ざ
と
こ
わ
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
、
蘇
軾
の
『
文
与
可
の
洋
川
園
池
に
和
す
。
三
十
首
』
の
『
冰
池
』「
碧
琉
璃
下
黒
蛟

蟠
る
」
を
真
似
た
と
思
わ
れ
る
。
承
句
、「
縹
渺
」
は
遠
く
か
す
か
に
見
え
る
様
。
木
華
『
海
賦
』「
群
仙
縹
渺
」。
白
居
易
『
長
恨
歌
』「
山
は

虚
無
縹
渺
の
間
に
在
り
」。「
湖
雲
」、
常
建『
西
山
』「
湖
雲
尚
お
明
霽
」。「
晩
暉
」、
呉
融『
新
雁
』「
一
字
横
ざ
ま
に
来
り
て
晩
暉
を
背
に
す
」。

「
麗
晩
暉
」
は
あ
る
い
は
倒
置
法
で
「
晩
暉
麗
ら
か
な
り
」
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
詩
境
に
あ
ま
り
違
い
は
あ
る
ま
い
。「
麗
」
は
本
来
あ
で

や
か
な
美
し
さ
の
意
で
あ
る
が
、
和
訓
の
「
う
ら
ら
か
」
の
方
が
こ
の
詩
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
っ
た
。
転
句
、「
繋
纜
」、「
纜
」
は
も

と
舟
を
人
力
で
引
く
綱
。「
繋
纜
」
で
舟
を
繋
い
で
長
く
逗
留
す
る
こ
と
を
い
う
。
杜
甫
『
馬
巴
州
に
別
る
を
寄
せ
奉
る
』「
扁
舟
沙
辺
に
繋

纜
す
る
こ
と
久
し
」。「
天
妃
」
は
、
中
国
民
間
信
仰
に
お
け
る
海
の
女
神
で
あ
る
が
、
嫁
が
島
神
女
に
比
し
た
。「
祠
」
は
嫁
が
島
の
竹
生

島
（
ち
く
ぶ
じ
ま
）
神
社
。
小
さ
な
祠
で
あ
る
。
韋
荘
『
鷓
鴣
』「
汨
羅
祠
畔
残
暉
を
弔
す
」。
結
句
、
范
成
大
『
念
奴
嬌
』
詞
に
「
一
夢
三

年
、
松
風
は
旧
に
依
り
、
蘿
月
は
何
ぞ
曾
て
老
い
ん
」
と
あ
る
。「
吟
衣
」
は
第
一
百
六
首
の
注
で
既
述
。

仝

淞
北

信
太
英

仝

在
名
古
屋
（
一
百
十
一
）

あ
め
は

さ
ん
ぜ
ん

か

き

と

雨
霽
山
前
霞
綺
飛

雨
霽
れ

山
前
に

霞
綺
は
飛
ぶ

が
ち
ゅ
う

ふ
う
け
い

げ
ん
き

お
も

画
中
風
景
憶
元
暉

画
中
の

風
景

元
暉
を
憶
う

へ
ん
し
ゅ
う

さ
お

す

よ
う
よ
う

み
ず

扁
舟
棹
過
溶
溶
水

扁
舟

棹
さ
し
て
過
ぐ

溶
溶
た
る
水

ひ
と

ま
か

ち
ょ
う
は

へ
き
こ
ろ
も

そ

一
任
澄
波
碧
染
衣

一
え
に
任
す

澄
波
の

碧
衣
を
染
む
る
に

雨
が
晴
れ
上
が
り
、
湖
の
ま
わ
り
の
山
々
の
前
を
、
陽
光
を
受
け
た
色
と
り
ど
り
の
霞
が
漂
っ
て
い
る
。
こ
の
絵
の
中
の
よ
う
な
風
景
は
、

『
碧
雲
湖
棹
歌
』
訳
注
（
四
）
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謝
�
が
詠
ん
だ
詩
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
我
々
の
小
舟
は
ど
こ
ま
で
も
続
く
水
に
棹
さ
し
て
進
ん
で
い
く
。
澄
ん
だ
波
の
緑
色
の
反
映
が
衣

を
染
め
る
に
任
せ
な
が
ら
。

前
半
は
南
斉
の
詩
人
謝
�
、
字
は
玄
暉
の
『
晩
に
三
山
に
登
っ
て
還
っ
て
京
を
望
む
』
の
「
餘
霞
散
じ
て
綺
と
成
り
、
澄
江
静
か
な
る
こ

と
練
の
如
し
」
が
念
頭
に
あ
る
。「
霞
綺
」
は
、
五
色
に
輝
く
綾
錦
の
よ
う
な
霞
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
は
謝
�
詩
と
違
っ
て
夕
景
を
写
し
た

の
で
は
な
さ
そ
う
で
、
単
に
白
い
「
か
す
み
」
を
イ
メ
ー
ジ
す
べ
き
か
。
韋
荘
『
薛
先
輩
の
寄
せ
見
る
る
初
秋
懐
抱
を
寓
す
、
即
事
に
和
す

る
の
作
』
の
其
三
に
「
晩
日
霞
綺
を
舒
す
」。「
元
暉
」
は
、
謝
�
の
字
「
玄
暉
」。
清
朝
で
は
、
康
煕
帝
の
名
「
玄
�
」
を
避
け
て
「
元
」
を

用
い
る
。
日
本
で
忌
避
す
る
必
要
は
な
い
が
、
剪
淞
吟
社
（
更
に
は
明
治
詩
壇
）
の
清
詩
趣
味
が
反
映
し
た
も
の
か
。
李
白
は
『
金
陵
城
西

よ

楼
月
下
吟
』
で
「
解
く
道
う
澄
江
浄
ら
か
な
る
こ
と
練
の
如
し
と
、
人
を
し
て
長
し
な
え
に
謝
玄
暉
を
憶
わ
令
む
」
と
、
謝
�
の
こ
の
詩
を

称
揚
す
る
。
ま
た
権
徳
輿
『
富
陽
陸
路
』
に
も
「
心
に
謝
玄
暉
を
憶
う
」。「
棹
過
」、
李
白
『
雪
に
対
す
。
酔
後
王
歴
陽
に
贈
る
』
に
「
清

晨
棹
を
鼓
し
て
江
を
過
ぎ
て
去
る
」。「
溶
溶
」
は
水
の
盛
ん
に
流
れ
る
様
。
杜
牧
『
阿
房
宮
』「
二
川
溶
溶
と
し
て
、
宮
牆
に
入
る
」。
ま
た

同
じ
く
杜
牧
『
漢
江
』「
溶
溶
漾
漾
白
鴎
飛
ぶ
」。「
一
任
」
は
、「
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
」
と
も
訓
ず
る
。
杜
甫
『
鴎
』「
風
生
ず
れ
ば
一
え
に
飄

す
に
任
す
」。「
澄
波
」
は
、
先
の
謝
�
詩
の
「
澄
江
」
を
意
識
す
る
。「
碧
染
衣
」
は
、
先
に
引
い
た
杜
牧
『
漢
江
』
の
「
緑
浄
く
春
深
く

衣
を
染
む
る
に
好
し
」
を
換
骨
奪
胎
し
た
か
。

仝

桃
践

渡
部
寛

仝

在
濱
田
（
一
百
十
二
）

こ
こ
う

と
う
は

き
ょ
う

と

ほ
っ

棹
破
湖
光
興
欲
飛

湖
光
を

棹
破
す
れ
ば

興
は
飛
ば
ん
と
欲
す

へ
ん
し
ゅ
う

よ
う
よ

せ
い
き

た
い

扁
舟
容
与
対
清
暉

扁
舟

容
与
と
し
て

清
暉
に
対
す

へ
き
う
ん

か
げ
た
だ
よ

さ
い
れ
ん

そ
こ

碧
雲
影
漾
細
漣
底

碧
雲
の

影
漾
う

細
漣
の
底

ほ
う
ふ
つ

び
じ
ん

ぶ

い

ひ
る
が
え

髣
髴
美
人
飃
舞
衣

髣
髴
た
り

美
人
の

舞
衣
を
飃
す
に

舟
に
棹
さ
せ
ば
湖
の
光
は
砕
け
、
飛
び
舞
い
た
く
な
る
よ
う
な
楽
し
さ
。
小
舟
は
の
ん
び
り
と
す
す
ん
で
清
ら
か
な
日
の
光
を
浴
び
て
い

四
八



る
。
緑
色
の
雲
の
影
が
水
面
に
映
っ
て
、
細
い
さ
ざ
波
の
下
の
方
で
ゆ
ら
ゆ
ら
し
て
い
る
。
ま
る
で
、
美
人
が
踊
っ
て
衣
を
ひ
ら
ひ
ら
さ
せ

て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

冒
頭
は
「
棹
は
湖
光
を
破
り
て
」
と
訓
ず
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。「
容
与
」
は
、
双
声
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
。
ゆ
っ
た
り
の
び
の
び
し
た
意

が
基
本
。
こ
こ
で
は
静
か
に
移
動
す
る
感
じ
。
宋
玉
『
神
女
賦
』「
時
に
容
与
と
し
て
而
し
て
以
て
微
か
に
動
く
兮
」。
班
固
『
西
都
賦
』「
大

路
鳴
鑾
は
容
与
と
し
て
徘
徊
す
」。
陶
潜
『
閑
情
賦
』「
歩
は
南
林
に
容
与
た
り
」。「
清
暉
」
は
日
の
清
ら
か
な
光
。
謝
霊
運
『
石
壁
精
舎
よ

り
湖
中
に
還
り
て
作
る
』「
山
水
清
暉
を
含
む
」、
ま
た
「
清
暉
能
く
人
を
娯
し
ま
し
む
」。「
影
漾
」、
権
徳
輿
『
酬
陸
四
十
楚
源
・
・
・
』「
潭

影
霞
月
に
漾
う
」。「
細
漣
」、
徐
鉉
『
石
渉
港
に
臨
む
』「
微
風
細
漣
を
起
こ
す
」。「
飃
舞
衣
」、
白
居
易
『
厳
十
八
郎
中
・
・
・
』「
朱
欄
に
舞

衣
を
飄
す
」。「
飃
」
は
「
飄
」
の
異
体
字
。

仝

秋
圃

中
嶋
謹

仝
（
一
百
十
三
）

し
ん
ふ

し
ゅ
う
へ
ん

ゆ
め

ひ
さ

と

新
婦
洲
辺
夢
久
飛

新
婦

洲
辺
に

夢
は
久
し
く
飛
び

へ
ん
し
ゅ
う

か
さ

と
も

し
ゃ
き

さ
お

扁
舟
重
共
棹
斜
暉

扁
舟

重
ね
て
共
に
斜
暉
に
棹
さ
す

け
ん

き
た

た
し
ょ
う

ひ
ょ
う
ほ
う

か
ん

検
来
多
少
萍
蓬
感

検
し
来
れ
ば

多
少
の

萍
蓬
の
感
ぞ

ぼ
く
う
ん

し
ゅ
こ
ん

ぜ
ん
ど

こ
ろ
も

墨
暈
酒
痕
前
度
衣

墨
暈

酒
痕

前
度
の
衣

夢
を
見
た
。
嫁
が
島
あ
た
り
を
ず
ー
と
飛
び
回
っ
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
し
か
、
私
は
、
こ
の
前
の
時
の
よ
う
に
、
夕
日
を
浴
び
な
が
ら
、

再
び
み
な
と
一
緒
に
小
舟
に
棹
さ
し
て
湖
面
に
浮
か
ん
で
い
た
。
お
や
お
か
し
い
ぞ
、
と
ふ
と
我
が
身
を
省
み
れ
ば
、
何
だ
か
、
浮
き
草
、

転
蓬
の
よ
う
な
と
り
と
め
も
な
い
気
持
ち
だ
。
服
を
見
る
と
、
墨
の
し
み
や
酒
の
こ
ぼ
れ
た
痕
。
こ
の
前
宍
道
湖
で
遊
ん
だ
際
、
詩
を
ひ
ね
っ

て
い
る
う
ち
に
汚
し
た
あ
の
服
の
ま
ま
じ
ゃ
な
い
か
。

宍
道
湖
上
、
吟
社
で
催
し
た
詩
酒
の
会
の
さ
ま
を
、
夢
の
中
で
今
一
度
思
い
出
し
て
懐
か
し
む
と
い
う
趣
向
と
考
え
て
解
釈
し
た
。「
重

共
」
は
、
散
文
的
な
表
現
で
、
詩
語
と
し
て
は
ぎ
こ
ち
な
い
気
が
す
る
が
、
夢
の
中
で
「
重
ね
て
」、
剪
淞
吟
社
の
面
々
と
「
共
に
」
遊
び

『
碧
雲
湖
棹
歌
』
訳
注
（
四
）

四
九



た
い
と
い
う
気
持
ち
を
特
に
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
検
来
」
と
い
う
の
も
あ
ま
り
見
か
け
な
い
表
現
。
白
居
易
『
新
た
に
梅
を

栽
う
』「
花
時
に
到
る
ま
で
点
検
し
来
た
ら
ん
と
欲
す
」
と
い
う
用
例
は
あ
る
が
。
夢
の
中
で
、
仔
細
に
自
問
自
答
し
て
い
る
中
に
、
ふ
と
夢

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
と
い
う
、
よ
く
あ
る
経
験
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
萍
蓬
」
は
、
杜
甫
『
将
に
巫
峡
に
別
れ
ん

と
し
て
、
南
郷
兄
に
�
西
の
果
園
四
十
畝
を
贈
る
』
に
「
萍
蓬
定
居
無
し
」
と
あ
る
よ
う
に
行
方
定
め
ぬ
旅
人
の
譬
え
。
こ
こ
で
は
夢
の
中

の
不
安
、
不
審
な
気
持
ち
を
指
す
と
考
え
た
。「
感
」
の
字
の
使
い
方
は
変
だ
が
、
夢
中
の
と
り
と
め
も
な
い
「
感
じ
」
を
表
す
工
夫
か
。「
墨

暈
」、
蘇
軾
『
墨
花
』「
花
心
墨
暈
を
起
こ
す
」。「
酒
痕
」、
白
居
易
『
故
衫
』「
襟
上
に
杭
州
の
旧
酒
痕
」。
こ
の
白
居
易
の
詩
は
、
結
句
の
意

に
近
い
で
あ
ろ
う
。「
前
度
」
と
言
え
ば
、
劉
禹
錫
『
再
び
玄
都
観
に
遊
ぶ
。
絶
句
』
の
「
前
度
の
劉
郎
今
又
来
る
」
が
有
名
。
こ
こ
も
、「
こ

の
前
の
私
が
、
ま
た
夢
魂
と
な
っ
て
こ
の
宍
道
湖
に
帰
っ
て
き
た
よ
」
と
い
う
よ
う
な
意
を
こ
め
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

仝

活
処

田
代
習

仝
（
一
百
十
四
）

こ

は

ば
ん
け
い

は
く
お
う
と

湖
波
万
頃
白
鴎
飛

湖
波

万
頃

白
鴎
飛
ぶ

す
い
ち
ょ
う

し
ょ
う
が
い

ば
ん
き

あ
い

垂
釣
生
涯
愛
晩
暉

垂
釣
の

生
涯

晩
暉
を
愛
す

き
ょ
う

よ

た
ん
え
ん

そ

う

う
ち

寄
興
淡
烟
疎
雨
裡

興
を
寄
す

淡
烟

疎
雨
の
裡

ひ
ゃ
く
ね
ん

こ

い
つ

さ

い

あ

百
年
有
此
一
蓑
衣

百
年

此
の

一
の
蓑
衣

有
り

宍
道
湖
の
波
が
何
万
頃
も
広
が
る
中
を
白
い
鴎
が
飛
ん
で
い
く
。
釣
り
を
し
て
日
々
を
暮
ら
す
私
は
、
落
ち
て
い
く
夕
日
を
眺
め
る
の
が

大
好
き
で
あ
る
。
夕
日
に
も
や
が
薄
く
か
か
り
ぱ
ら
ぱ
ら
と
雨
が
降
る
中
に
い
る
の
も
、
こ
れ
ま
た
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
。
私
の
人
生
百

年
、
身
に
つ
け
る
も
の
と
言
っ
た
ら
こ
の
一
着
の
蓑
が
あ
る
だ
け
だ
。（
が
雨
に
濡
れ
て
も
大
丈
夫
だ
し
、
愉
快
な
日
々
だ
よ
）

「
湖
波
万
頃
」、
�
信
『
周
大
将
軍
司
馬
裔
神
道
碑
』
に
「
澄
波
万
頃
」
と
あ
る
。
范
仲
淹
『
岳
陽
楼
記
』「
一
碧
万
頃
」
も
意
識
す
る
だ
ろ

う
。
南
宋
の
喩
良
能
（『
香
山
集
』）『
楊
廷
秀
郎
中
の
西
湖
に
遊
ぶ
に
次
韻
す
。
十
絶
』
の
第
一
首
に
「
湖
波
万
頃
鎔
銀
を
瀉
ぐ
」
と
あ
る
が
、

関
係
あ
る
か
ど
う
か
。「
垂
釣
」
は
太
公
望
の
故
事
で
も
わ
か
る
よ
う
に
隠
者
の
象
徴
。
孟
浩
然
『
洞
庭
に
臨
む
』「
坐
ろ
に
釣
（
つ
り
い
と
）

五
〇



を
垂
る
る
者
を
観
る
」。「
愛
晩
暉
」、
権
徳
輿
『
従
叔
将
軍
宅
に
薔
薇
花
開
く
。
太
府
韋
卿
の
壁
に
題
す
る
長
句
有
り
。
因
り
て
以
て
和
し

て
作
る
』「
蝶
は
低
枝
を
繞
り
て
晩
暉
を
愛
す
」。「
寄
興
」
は
興
味
を
向
け
る
こ
と
。「
淡
烟
疎
雨
」
は
、
白
居
易
『
江
楼
晩
眺
む
る
に
、
景

物
鮮
奇
な
り
。
吟
翫
し
て
篇
を
成
す
。
水
部
張
員
外
に
寄
す
』「
淡
烟
疎
雨
の
間
」
を
用
い
る
。「
百
年
」
は
人
の
一
生
。
杜
甫
『
登
高
』「
百

年
病
多
く
し
て
独
り
台
に
登
る
」
を
想
起
せ
よ
。
後
半
二
句
は
、
そ
ん
な
自
分
の
姿
が
、
な
か
な
か
す
て
き
な
絵
に
な
る
じ
ゃ
な
い
か
と
い

う
よ
う
な
、
興
趣
を
感
じ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
「
百
年
此
（
の
晩
景
）
有
り
、
一
蓑
衣
（
を
着
た
私
）
に
は
」
と
訓
じ
て
、

貧
し
い
な
が
ら
も
生
涯
宍
道
湖
の
夕
日
を
愛
で
続
け
ら
れ
る
幸
福
を
か
み
し
め
て
い
る
と
、
解
す
る
べ
き
か
。

仝

井
蛙

井
上
留

仝
（
一
百
十
五
）

と
う
か

い
っ
き
ょ
く

は
く
お
う
と

棹
歌
一
曲
白
鴎
飛

棹
歌

一
曲

白
鴎
飛
ぶ

ば
ん
け
い

こ

は

ぼ

き

ひ

万
頃
湖
波
�
暮
暉

万
頃
の

湖
波
は

暮
暉
を
�
く

こ
う
じ
ん

さ
い
せ
ん

て

か

え

借
得
高
人
裁
剪
手

高
人
の

裁
剪
の
手
を

借
り
得
て

た
れ

ふ
ん
り
ょ
う

へ
き
う
ん

こ
ろ
も

与
誰
分
領
碧
雲
衣

誰
と
か

分
領
せ
ん

碧
雲
の
衣

棹
つ
く
船
頭
が
舟
歌
を
一
曲
歌
い
始
め
る
や
白
い
鴎
が
飛
び
立
っ
た
。
ど
こ
ま
で
も
広
が
る
宍
道
湖
の
波
が
、
夕
日
を
反
映
し
て
い
る
。

あ
た
か
も
、
今
に
も
落
ち
そ
う
な
夕
日
を
引
き
ず
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。（
永
坂
翁
の
碧
雲
湖
棹
歌
に
よ
っ
て
、
宍
道
湖
の
風
景
は
一
層

美
し
く
な
っ
た
よ
う
だ
）
立
派
な
裁
縫
の
名
手
の
力
を
借
り
て
作
っ
て
い
た
だ
い
た
、
こ
の
緑
の
雲
で
で
き
た
美
し
い
服
を
、
誰
と
共
に
ご

下
賜
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
よ
う
か
。（
永
坂
翁
に
作
っ
て
い
た
だ
い
た
名
歌
に
、
我
ら
吟
社
の
面
々
も
和
し
て
、
宍
道
湖
の
美
し
さ
を

享
受
し
あ
お
う
で
は
な
い
か
）

「
棹
歌
一
曲
」、
元
の
劉
因
『
宋
理
宗
書
宮
扇
』「
棹
歌
一
曲
白
雲
の
秋
」。「
万
頃
湖
波
」
は
第
一
百
十
四
首
の
「
湖
波
万
頃
」
を
ひ
っ
く
り

返
し
て
用
い
た
。
周
岳
秀
（『
全
唐
詩
』
所
収
）『
君
山
祠
』「
湖
波
万
頃
碧
天
を
浸
す
」。「
�
」
は
引
き
ず
る
感
じ
。
承
句
で
、
訳
者
は
夕
日

の
反
映
が
綱
の
如
く
一
直
線
に
こ
ち
ら
に
伸
び
て
い
る
様
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
分
領
」
は
、
元
来
官
吏
が
職
務
を
分

『
碧
雲
湖
棹
歌
』
訳
注
（
四
）

五
一



担
す
る
こ
と
（
日
本
語
で
は
更
に
領
地
を
分
け
る
こ
と
）
で
、
詩
語
と
し
て
は
い
か
が
か
と
思
う
が
、「
碧
雲
衣
」（
宍
道
湖
の
美
景
）
を
み

ん
な
で
山
分
け
し
て
楽
し
も
う
と
い
う
こ
と
を
、
か
し
こ
ま
っ
て
言
う
お
か
し
さ
を
狙
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

仝

適
処

並
河
理

仝
（
一
百
十
六
）

は
く
お
う

と

と
こ
ろ

は
く
は
ん
と

白
鴎
飛
処
白
帆
飛

白
鴎

飛
ぶ
処

白
帆
飛
ぶ

き
ょ
く
ほ

ち
ょ
う
て
い

ぼ

き

お

極
浦
長
汀
帯
暮
暉

極
浦

長
汀

暮
暉
を
帯
ぶ

こ
き
ょ
う

て

み

し
ん
ぷ

か
げ

湖
鏡
照
看
新
婦
影

湖
鏡

照
ら
し
て
看
る

新
婦
の
影

へ
き
う
ん

よ
う
え
い

し
ゅ
ん
い

に

碧
雲
揺
曳
似
春
衣

碧
雲

揺
曳
す
る
こ
と

春
衣
に
似
る

白
い
鴎
が
飛
ぶ
あ
た
り
に
白
い
帆
を
張
っ
た
舟
が
飛
ぶ
よ
う
に
湖
を
横
切
る
。
ズ
ー
と
向
こ
う
ま
で
続
く
長
い
浜
辺
が
暮
れ
な
ず
む
夕
日

を
浴
び
て
い
る
。
湖
を
鏡
に
見
立
て
れ
ば
、
そ
こ
に
映
る
の
は
新
婦
た
る
嫁
が
島
の
影
。
そ
し
て
緑
の
雲
が
、
い
わ
ば
そ
の
新
婦
の
春
の
衣

装
の
ご
と
く
ゆ
ら
ゆ
ら
た
な
び
く
の
も
映
っ
て
い
る
。

起
句
、
楊
万
里
『
農
家
六
言
』「
白
鴎
の
飛
ぶ
処
は
極
浦
」。
承
句
、「
浦
」
は
浜
辺
。『
楚
辞
』『
九
歌
・
湘
君
』「
�
陽
の
極
浦
を
望
む
」。
そ

の
王
逸
の
注
に
「
極
は
遠
也
。
浦
は
水
涯
也
」。
謝
霊
運
『
白
石
巖
下
の
径
に
て
行
田
す
』「
万
里
長
汀
に
瀉
ぐ
」。「
極
浦
」、「
長
汀
」
は
結

局
ど
ち
ら
も
同
じ
宍
道
湖
の
浜
辺
の
こ
と
で
、
重
複
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
長
さ
を
強
調
し
た
か
。
転
句
、
湖
を
鏡
に
、
嫁
が
島

を
新
婦
に
譬
え
る
。
李
紳
『
望
海
亭
』「
湖
鏡
坐
す
る
隅
に
匣
の
満
ち
た
る
を
看
る
」。
�
信
『
擬
詠
懐
』「
匣
中
よ
り
明
鏡
を
取
り
、
図
を
披

い
て
自
ら
照
ら
し
て
看
る
」。
結
句
、「
揺
曳
」
は
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ
る
様
。
双
声
の
語
。
清
江
（『
全
唐
詩
』）『
月
夜
黄
端
公
を
懐
う
有
り
。
兼

ね
て
朱
孫
二
判
官
に
簡
す
』「
野
雲
揺
曳
し
て
本
機
無
し
」。

仝

秋
濤

渡
辺
忠
男

仝

伯
耆
人
（
一
百
十
七
）

し
ゅ
ん
ち
ょ
う

ら
い
き
ょ

ろ
お
う
と

春
潮
来
去
鷺
鴎
飛

春
潮

来
去
し
て

鷺
鴎
飛
ぶ

五
二



こ
き
ょ
う

こ
ば
こ

ひ
ら

ば
ん
き

く

湖
鏡
開
奩
�
晩
暉

湖
鏡

奩
を
開
き
て

晩
暉
を
�
む

あ
ら
そ

し
ょ
う
は

き

り
ょ
う
ふ
く
ふ
く

争
剪
淞
波
涼
幅
幅

争
い
て

淞
波
を

剪
る

涼
幅
幅

む
へ
ん

け
ん
ら
ん

こ

て
ん
い

無
辺
絢
爛
是
天
衣

無
辺
の

絢
爛

是
れ
天
衣

春
の
う
し
お
が
満
ち
た
り
引
い
た
り
す
る
な
か
を
鷺
や
鴎
が
飛
ん
で
い
た
が
、暮
れ
方
に
な
る
と
、宍
道
湖
は
夕
日
の
光
を
く
み
取
っ
て
、

突
然
化
粧
箱
を
開
い
た
と
き
の
鏡
の
よ
う
に
輝
き
出
す
。
さ
あ
急
げ
と
ば
か
り
、
何
者
か
が
五
彩
に
輝
く
宍
道
湖
の
涼
し
げ
な
波
を
一
幅
ず

つ
切
り
取
っ
て
、
無
限
に
広
が
る
絢
爛
豪
華
な
衣
装
を
作
り
あ
げ
た
。
こ
れ
ぞ
天
女
た
る
嫁
が
島
神
女
に
ふ
さ
わ
し
い
着
物
だ
。

起
句
、
南
宋
の
陳
淵
『
銭
清
堰
に
て
潮
を
待
つ
』「
江
潮
来
去
す
る
こ
と
自
ず
か
ら
時
有
り
」。「
鷺
鴎
」
は
「
鴎
鷺
」
と
い
う
の
が
普
通
。

平
仄
を
合
わ
せ
る
た
め
に
ひ
っ
く
り
返
し
た
。
承
句
は
、（
そ
れ
ま
で
光
っ
て
い
な
か
っ
た
）
湖
面
が
夕
日
を
受
け
て
急
に
輝
く
の
を
、
化

粧
箱
を
開
け
て
、
中
に
入
っ
て
い
た
鏡
が
輝
く
さ
ま
に
譬
え
た
の
で
あ
ろ
う
。「
�
晩
暉
」
は
、
光
を
液
体
視
し
た
奇
抜
な
表
現
。
湖
水
の

縁
語
と
し
て
「
�
む
」
を
用
い
た
か
。『
詩
経
』
小
雅
『
大
東
』「
維
れ
北
に
斗
有
る
も
、
以
て
酒
漿
を
�
む
可
か
ら
ず
」。
陸
雲
『
呉
故
丞
相

陸
公
誄
』
に
「
�
暉
茂
朴
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
と
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
不
明
。
転
句
も
、
奇
抜
。「
一
幅
一
幅
の
涼
し
い
淞
波
を
剪
る
」
と

い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
語
順
を
入
れ
替
え
て
詩
的
な
表
現
と
し
た
。「
争
（
い
か
）
で
か
淞
波
の
涼
幅
幅
を
剪
ら
ん
」
と
訓
じ
て
、「
ど
う
に

か
し
て
宍
道
湖
の
涼
し
い
波
を
切
り
取
っ
た
ら
、
嫁
が
島
神
女
に
ふ
さ
わ
し
い
服
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
」
と
い
う
方
向
で
解
釈
す
べ

き
か
も
知
れ
な
い
。
剪
淞
吟
社
の
名
の
由
来
と
な
っ
た
、
杜
甫『
戯
れ
て
山
水
を
画
く
図
に
題
す
る
歌
』「
焉
く
に
か
并
州
の
快
剪
刀
を
得
て
、

呉
松
半
江
の
水
を
剪
り
取
ら
ん
」
を
典
拠
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

仝

思
斎

本
田
嘉
種

仝

熊
本
人
（
一
百
十
八
）

み
ず
あ
き
ら

す
な
し
ろ

へ
き
ろ

と

水
明
沙
白
碧
鱸
飛

水
明
か
に

沙
白
く

碧
鱸
は
飛
ぶ

つ
り
い
と

た

む
し
ん

ら
っ
き

た
い

垂
釣
無
心
対
落
暉

釣
を
垂
れ
て

無
心
に

落
暉
に
対
す

い
え

こ
う
こ

う
か

か
え

い
ま

え

泛
宅
江
湖
帰
未
得

宅
を

江
湖
に

泛
べ
て

帰
る
こ
と
未
だ
得
ず

『
碧
雲
湖
棹
歌
』
訳
注
（
四
）

五
三



し
ゃ
ふ
う

さ
い
う

み
ど
り

さ

い

斜
風
細
雨
緑
蓑
衣

斜
風

細
雨

緑
の
蓑
衣

湖
面
が
晴
れ
渡
り
砂
浜
が
白
く
輝
く
中
、
緑
色
を
し
た
ス
ズ
キ
が
飛
び
跳
ね
る
。
夕
日
を
浴
び
な
が
ら
無
心
に
糸
を
垂
れ
て
釣
り
を
す
る

人
。
彼
は
舟
を
す
み
か
と
し
て
各
地
を
転
々
と
し
、
故
郷
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
で
い
る
の
だ
。
斜
め
に
吹
き
付
け
る
風
と
小
雨
に

濡
れ
そ
ぼ
つ
、
そ
の
緑
色
の
蓑
。（
故
郷
熊
本
を
離
れ
て
、
こ
こ
松
江
に
逗
留
し
て
い
る
私
の
姿
）

起
句
、
明
の
何
景
明
『
岳
豫
之
小
画
』
四
首
の
其
三
に
「
水
明
か
に
沙
白
く
風
濤
静
か
な
り
」
と
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
「
鱸
（
ロ
）」

は
、
所
謂
「
松
江
（
し
ょ
う
こ
う
、
今
上
海
市
に
属
す
る
。
ま
た
は
、
呉
淞
江
の
雅
名
と
も
い
う
）
之
鱸
」
で
、
ハ
ゼ
に
似
た
カ
ジ
カ
科
の

さ
か
な
。
我
が
松
江
（
ま
つ
え
）
も
た
ま
た
ま
「
鱸
（
ス
ズ
キ
）」
が
名
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ハ
タ
科
の
近
海
魚
で
、
夏
に
汽
水
域
の
宍

道
湖
に
上
っ
て
く
る
別
種
で
あ
る
。
張
耒
『
蛩
を
聞
き
て
感
有
り
』
に
「
我
東
の
か
た
帰
り
て
碧
鱸
を
鱠
せ
ん
と
欲
す
」
と
あ
る
が
、
こ
れ

も
「
松
江
之
鱸
」。
た
だ
、「
ス
ズ
キ
」
も
緑
色
だ
と
い
わ
れ
れ
ば
ま
あ
緑
色
で
あ
り
、
お
な
じ
「
松
江
」
の
縁
も
あ
る
の
で
、
詩
語
と
し
て

「
碧
鱸
」
を
用
い
る
の
に
差
し
支
え
は
あ
る
ま
い
。
承
句
、「
垂
釣
」
は
第
一
百
十
四
首
で
既
述
。
王
維
『
山
居
即
事
』「
蒼
茫
と
し
て
落
暉
に

対
す
」。
転
句
は
、
唐
代
の
隠
者
張
志
和
を
意
識
す
る
。
顔
真
卿
『
浪
跡
先
生
玄
真
子
張
志
和
碑
』（『
旧
唐
書
』
の
張
志
和
伝
に
も
引
く
）
に

よ
れ
ば
、
彼
は
粛
宗
に
仕
え
た
が
、
後
に
官
を
辞
め
て
、「
遂
に
扁
舟
も
て
垂
綸
し
、
三
江
に
浮
か
び
、
五
湖
に
泛
か
ぶ
。
自
ら
烟
波
釣
徒

と
謂
う
」。
そ
の
舟
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
い
た
の
で
顔
真
卿
が
替
え
て
や
ろ
う
と
申
し
出
る
と
、「
儻
し
漁
舟
を
恵
ま
ば
、
願
わ
く
は
家
を

浮
か
べ
宅
を
泛
か
べ
て
、
江
湖
の
上
を
沿
泝
せ
ん
」
と
答
え
た
と
い
う
。
南
宋
の
釈
道
�
『
馮
深
居
常
簿
を
哭
す
』「
宅
を
泛
ぶ
江
湖
の
上
」。

「
江
湖
」
は
、
文
字
通
り
川
や
湖
だ
が
、
政
治
の
中
心
を
離
れ
た
隠
棲
の
場
と
し
て
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
司
馬
遷
『
史
記
』
貨
殖
伝
「
范

蠡
は
扁
舟
に
乗
り
て
、
江
湖
に
浮
か
ぶ
」。「
帰
未
得
」
は
、
散
文
な
ら
「
未
得
帰
（
未
だ
帰
る
を
得
ず
）」
の
語
順
と
な
る
と
こ
ろ
。
単
に

語
順
を
変
え
た
だ
け
で
な
く
、「
帰
り
た
い
と
思
う
け
ど
ま
だ
帰
れ
な
い
」
と
い
う
じ
り
じ
り
し
た
感
じ
が
出
る
。
杜
甫
『
江
亭
』「
故
林
帰

る
こ
と
未
だ
得
ず
」。
結
句
は
ま
さ
に
隠
者
張
志
和
の
『
漁
夫
詞
』「
青
の
�
笠
、
緑
の
蓑
衣
、
斜
風
細
雨
帰
る
を
須
い
ず
」
を
ほ
と
ん
ど
そ

の
ま
ま
用
い
る
。

五
四



仝

松
軒

藤
脇
善
政

仝
（
一
百
十
九
）

ち
ょ
う
て
ん

め

そ
ば

お
お
と
り

と

お
く

長
天
側
目
送
鴻
飛

長
天

目
を
側
め
て

鴻
の
飛
ぶ
を
送
り

ご
げ
ん

ふ
る

お

ま
さ

せ
っ
き

揮
罷
五
弦
将
夕
暉

五
弦
を

揮
い
罷
わ
れ
ば

将
に
夕
暉
な
ら
ん
と
す

お
の

こ
う
ふ
う

し

し

あ

あ

自
有
浩
風
詩
思
在

自
ず
か
ら

浩
風
の

詩
思
在
る

有
り

ま
た

こ
う
か
く

よ

ひ
と

こ
ろ
も

ふ
る

又
依
江
閣
一
振
衣

又

江
閣
に

依
り
て

一
た
び
衣
を
振
う

何
処
ま
で
も
続
く
空
、
目
を
上
げ
て
、
白
鳥
が
飛
ん
で
い
く
の
を
見
送
る
。
五
弦
の
琴
を
ぱ
ら
ん
ぱ
ら
ん
と
弾
き
終
わ
る
と
、
早
夕
日
が

射
す
頃
合
い
。
広
大
な
湖
を
わ
た
る
風
に
吹
き
付
け
ら
れ
る
う
ち
に
、
自
然
と
壮
大
な
詩
心
が
か
き
立
て
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
、

川
そ
ば
の
料
亭
に
入
っ
て
、
衣
を
ふ
る
っ
て
ち
り
を
落
と
し
、
い
ま
詩
の
宴
に
臨
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

前
半
は
�
康
「
秀
才
の
軍
に
入
る
を
送
る
」
十
九
首
其
十
四
「
目
は
帰
鴻
を
送
り
、
手
は
五
絃
を
揮
う
」
に
拠
っ
て
い
る
。
こ
の
句
は
古

来
有
名
で
、
顧
�
之
が
「
手
は
五
絃
を
揮
う
を
画
く
は
易
く
、
目
は
帰
鴻
を
送
る
は
難
し
」
と
言
っ
た
と
い
う
。（『
世
説
新
語
』）
起
句
、「
長

天
」
は
大
空
。
王
勃
『
滕
王
閣
序
』「
秋
水
は
長
天
と
共
に
一
色
」。「
側
目
」
は
、
司
馬
遷
『
史
記
』
蘇
秦
伝
に
「
目
を
側
め
て
敢
え
て
仰
視

せ
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
と
も
に
見
な
い
で
目
を
そ
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
嫉
妬
し
て
横
目
で
見
る
と
い
う
場
合
も
多
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
語
で
あ
る
が
、
目
を
細
め
て
、
あ
る
い
は
目
を
上
に
向
け
て
、
遠
く
眺
め
る
状
態
を
表
し
た
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
鴻
が
去
る
の
を
残
念
に
思
う
気
持
ち
で
は
あ
る
ま
い
。「
鴻
」
は
雁
や
白
鳥
な
ど
大
型
の
水
鳥
。
承
句
、「
五
絃
」
は
古
代

ぶ
り
の
琴
。
琴
は
七
絃
が
普
通
で
あ
る
が
、『
礼
記
』
楽
記
に
「
昔
者
舜
は
五
絃
の
琴
を
作
り
て
以
て
南
風
を
歌
う
」
と
あ
る
。
転
句
、「
自

有
・
・
・
在
」
は
、
詩
に
頻
出
す
る
表
現
。
話
題
転
換
の
時
な
ど
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
。『
玉
台
新
詠
』「
自
ず
か
ら
狂
夫
の
在
る
有
り
」。

ま
た
、
禅
語
録
で
も
頻
出
。『
景
徳
伝
灯
録
』「
自
ず
か
ら
青
山
在
る
有
り
」。
禅
の
公
案
の
よ
う
な
大
仰
さ
を
狙
っ
た
表
現
か
。「
浩
」
は
、

本
来
は
水
の
広
が
る
様
。
こ
こ
で
は
湖
を
わ
た
る
、
雄
々
し
く
、
人
を
し
て
奮
起
せ
し
め
る
よ
う
な
「
風
」
に
当
て
は
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
「
詩
思
」
に
か
か
っ
て
、
作
者
内
部
の
「
浩
然
の
気
」
の
如
き
も
の
を
指
す
か
。
韋
応
物
『
夕
べ
に
�
�
県
に
次
る
』「
浩
浩
と
し

て
風
は
波
を
起
こ
す
」。「
詩
思
」
は
、
第
一
百
六
首
の
注
で
既
述
。
結
句
、「
江
閣
」、
杜
甫
『
野
望
』「
野
樹
は
江
閣
を
侵
す
」。「
振
衣
」、

『
碧
雲
湖
棹
歌
』
訳
注
（
四
）

五
五



屈
原
『
楚
辞
』
漁
父
「
新
た
に
浴
す
る
者
は
必
ず
衣
を
振
る
う
」。
や
が
て
、
超
俗
的
な
志
を
持
つ
こ
と
を
象
徴
す
る
詩
語
と
な
っ
た
。
左

思
『
詠
史
詩
』「
衣
を
振
る
う
千
仞
の
岡
」。
朱
熹
『
五
禽
言
。
王
仲
衡
尚
書
に
和
す
』
其
二
「
千
仞
の
岡
頭
に
一
た
び
衣
を
振
る
う
」。
さ
あ

詩
を
作
る
ぞ
と
い
う
感
じ
か
。
あ
る
い
は
、『
楚
辞
』
に
立
ち
返
れ
ば
、
旅
の
塵
を
払
っ
て
、
旅
館
で
一
風
呂
浴
び
よ
う
と
い
う
気
持
ち
も

こ
め
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
。

仝

耐
雪

横
山
大

仝
（
一
百
二
十
）

ざ
ん
や

こ
こ
う

み
ど
り
と

ほ
っ

残
夜
湖
光
碧
欲
飛

残
夜
の

湖
光

碧
飛
ば
ん
と
欲
す

み

み

し
じ
ゅ

ち
ょ
う
き

お

看
看
祠
樹
帯
朝
暉

看
る
看
る

祠
樹
は

朝
暉
を
帯
ぶ

へ
ん
し
ゅ
う

よ
う
よ

ひ

た
ず

い

扁
舟
容
与
尋
碑
入

扁
舟

容
与
と
し
て

碑
を
尋
ね
て
入
る

ひ
と

さ
お

し
ょ
う
ふ
う

か
く
い

み

一
棹
松
風
満
客
衣

一
た
び
棹
さ
せ
ば

松
風

客
衣
に
満
つ

夜
も
ま
も
な
く
終
わ
る
頃
、
湖
に
反
射
し
た
、
緑
色
の
光
が
、
飛
ぶ
よ
う
に
闇
夜
を
つ
ん
ざ
い
た
。
や
が
て
、
み
る
み
る
う
ち
に
嫁
が
島

の
神
社
の
木
が
朝
日
を
浴
び
は
じ
め
る
。
そ
の
中
を
小
舟
が
、
ゆ
っ
た
り
と
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
、
碧
雲
湖
棹
歌
の
詩
碑
を
尋
ね
て
や
っ
て
き
た
。

一
棹
こ
ぐ
毎
に
、
嫁
が
島
の
松
か
ら
吹
い
て
く
る
さ
わ
や
か
な
風
が
旅
人
達
の
服
に
満
ち
満
ち
て
く
る
。
あ
あ
詩
人
達
よ
、
来
た
れ
こ
の
地

に
。起

句
、「
残
夜
」
と
言
え
ば
、
王
湾
『
北
固
山
の
下
に
次
る
』「
海
日
残
夜
に
生
ず
」
で
、
こ
の
句
は
張
説
が
激
賞
し
た
こ
と
で
有
名
（『
唐

才
子
伝
』）。
こ
こ
も
意
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
。「
残
」
は
「
の
こ
っ
て
い
る
」
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
こ
な
わ
れ
て
「
の
こ
っ

て
い
な
い
」
と
い
う
気
分
が
濃
厚
な
語
。「
湖
光
」
は
用
例
の
多
い
詩
語
だ
が
、
例
え
ば
李
白
『
従
祖
済
南
太
守
に
陪
し
て
鵲
山
湖
に
泛
ぶ
』

「
湖
光
碧
山
を
揺
ら
す
」。
こ
こ
は
湖
が
出
た
ば
か
り
の
朝
日
を
反
射
し
た
光
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
朝
日
が
出
る
前
に
ゆ
っ
く

り
と
湖
面
が
明
る
く
な
っ
て
い
く
様
を
思
い
描
く
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。「
碧
欲
飛
」
は
奇
矯
な
表
現
だ
が
、
あ
る
い
は
沢
山
の
緑
色
の
光

が
飛
び
回
っ
て
、
そ
れ
ま
で
黒
色
だ
っ
た
湖
面
や
山
々
を
緑
色
に
染
め
て
い
く
と
い
う
方
向
で
解
釈
す
べ
き
か
。
承
句
、「
看
看
」
は
み
る

五
六



み
る
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
。
劉
禹
錫
『
楊
侍
郎
憑
の
寄
せ
見
る
る
に
酬
ゆ
』「
看
る
看
る
花
の
時
は
到
ら
ん
と
欲
す
」。「
祠
樹
」、
宋
之
問
『
桂

州
黄
潭
舜
祠
』「
祠
樹
日
光
輝
く
」。
こ
こ
に
ぴ
っ
た
り
な
の
で
意
識
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。「
祠
」
は
、
既
述
（
第
一
百
十
首
な
ど
）
の

竹
生
島
神
社
。「
帯
朝
暉
」
の
用
例
は
少
な
い
が
、「
帯
夕
暉
」
は
詩
で
愛
用
さ
れ
る
。
司
馬
光
『
天
外
峯
』「
疎
峯
夕
暉
を
帯
ぶ
」。
転
句
、

朱
熹
『
舫
斎
』「
扁
舟
容
与
た
り
小
な
る
房
�
」。「
容
与
」
は
第
一
百
十
二
首
訳
注
で
既
述
。
斉
己
『
人
の
南
に
遊
ぶ
を
送
る
』「
荒
草
の
裏
に

碑
を
尋
ね
ん
」。
査
慎
行
『
西
溟
竹
�
同
に
房
山
に
遊
ぶ
。
余
は
約
を
践
む
に
及
ば
ず
。
口
占
し
て
之
を
送
る
』「
古
寺
碑
を
尋
ね
て
入
る
」。

結
句
、「
松
風
」
で
は
な
く
「
秋
風
」
だ
が
、
陸
游
『
書
感
』「
一
た
び
秋
風
に
櫂
さ
し
て
吾
帰
ら
ん
と
欲
す
」（「
櫂
」
は
「
棹
」
に
同
じ
）、

ま
た
宋
の
宋
祁
『
梅
堯
臣
を
送
る
』「
秋
風
客
衣
に
満
つ
」。「
松
風
」
も
詩
で
愛
用
さ
れ
る
言
葉
。
顔
延
之
『
陵
廟
を
拝
し
て
作
る
』「
松
風
は

路
に
遵
い
て
急
な
り
」、
杜
甫
『
玉
華
宮
』「
渓
は
廻
り
松
風
長
し
」。
隠
者
の
陶
弘
景
は
「
特
に
松
風
を
愛
し
て
、
庭
院
に
皆
松
を
植
う
。
其

の
響
き
を
聞
く
毎
に
、
欣
然
と
し
て
楽
し
み
を
為
」
し
た
と
い
う
。（『
南
史
』
隠
逸
伝
下
）。

嫁
洲
詩
碑
碑
陰
記

碧
雲
湖
之
勝
、
海
内
少
匹
、
而
嫁
洲
実
為
湖
中
絶
勝
矣
。
青
松
白
砂
、
与
湖
光
相
映
帯
、
晴
好
雨
奇
、
使
人
�
然
神
遠
焉
。

へ
き
う
ん
こ

し
ょ
う

か
い
だ
い
た
ぐ

す
く
な

し
か

か
し
ゅ
う

じ
つ

こ
ち
ゅ
う

ぜ
っ
し
ょ
う
た

い

せ
い
し
ょ
う
は
く
さ

こ
こ
う

あ

え
い
た
い

碧
雲
湖
の
勝
は
、
海
内
匹
い
す
る
も
の
少
し
、
而
し
て
嫁
洲
は
実
に
湖
中
の
絶
勝
為
り
矣
。
青
松
白
砂
、
湖
光
と
相
い
映
帯
し
、

せ
い
こ
う
う

き

ひ
と

こ
う
ぜ
ん

し
ん
と
お

し

え
ん

晴
好
雨
奇
、
人
を
し
て
�
然
と
し
て
神
遠
か
ら
使
む
焉
。

宍
道
湖
の
す
ば
ら
し
さ
は
日
本
で
他
に
匹
敵
す
る
も
の
は
少
な
い
。
さ
ら
に
嫁
が
島
は
そ
の
湖
の
中
で
も
特
に
絶
景
で
あ
る
と
言
う
べ
き

で
あ
る
。
青
い
松
白
い
砂
浜
が
湖
の
景
色
と
反
映
し
合
い
、
晴
れ
の
時
は
勿
論
良
い
し
、
雨
の
時
も
な
か
な
か
奇
妙
な
味
わ
い
の
あ
る
景
色

を
み
る
と
、
人
は
ぼ
う
っ
と
し
て
、
魂
が
遠
く
飛
ん
で
し
ま
う
か
の
よ
う
だ
。

『
碧
雲
湖
棹
歌
』
訳
注
（
四
）

五
七



原
文
に
句
読
点
、
改
行
な
し
。
段
落
に
分
け
て
解
釈
す
る
。
筆
者
の
趣
味
で
、
助
字
（
黙
字
）
を
音
読
み
す
る
訓
読
法
を
採
用
し
た
。

文
徴
明
『
洞
庭
山
に
遊
ぶ
序
』「
洞
庭
両
山
は
湖
中
の
絶
勝
な
り
」。「
海
内
」
は
、
四
海
の
内
。
司
馬
遷
『
史
記
』
高
祖
本
紀
「
威
は
海
内

に
加
え
て
兮
故
郷
に
帰
る
」。
こ
こ
は
勿
論
日
本
国
内
。「
海
内
少
匹
」
は
、
天
下
に
並
ぶ
も
の
が
な
い
こ
と
。「
匹
」
は
ペ
ア
ー
と
な
る
こ

と
。
東
方
朔
『
客
の
難
ず
る
に
答
う
』「
自
ら
以
為
え
ら
く
、
智
は
能
く
海
内
無
双
な
り
」
と
同
様
。「
矣
」
は
現
代
中
国
語
の
「
了
」
に
相

当
し
、
基
本
的
に
は
「
・
・
・
に
な
る
」
と
い
う
語
気
を
表
す
が
、
こ
こ
で
は
心
の
中
や
世
評
に
お
い
て
「
・
・
・
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
」。
だ
か
ら
、
強
い
断
定
と
み
な
し
て
よ
い
。「
青
松
」、「
白
沙
」
そ
れ
ぞ
れ
の
語
は
、
詩
で
多
く
用
い
ら
れ
る
。
王
維
『
香
積
寺
に
過

ぎ
る
』「
日
色
青
松
に
冷
や
か
な
り
」。
杜
甫
『
禹
廟
』「
江
声
白
沙
に
走
る
」。
し
か
し
、「
青
松
白
砂
」
と
熟
す
る
の
は
、
恐
ら
く
海
岸
の
景

色
を
愛
で
る
こ
と
の
多
い
日
本
な
ら
で
は
の
こ
と
。
明
治
三
十
八
年
発
表
の
武
島
羽
衣
『
美
し
き
天
然
』「
海
辺
は
る
か
に
う
ち
続
く
、
青
松

白
砂
の
美
し
さ
」。「
湖
光
」は
第
一
百
二
十
首
の
訳
注
で
既
述
。
こ
こ
で
は
、
湖
面
の
光
を
中
心
と
し
て
、
広
く
湖
全
体
の
風
光
を
指
す
か
。

「
映
帯
」
は
、
照
り
映
え
る
こ
と
。
王
羲
之
『
蘭
亭
集
序
』「
又
清
流
激
湍
有
り
て
、
左
右
に
映
帯
す
」。
高
適
『
淇
自
り
黄
河
を
渉
る
途
中
の

作
』
十
二
首
其
五
「
山
河
相
い
映
帯
す
」。「
晴
好
雨
奇
」
は
、
蘇
軾
『
湖
上
に
飲
む
。
初
め
晴
れ
て
後
に
雨
ふ
る
』
二
首
其
一
「
水
光
瀲
�

と
し
て
晴
れ
て
方
に
好
く
、
山
色
空
濛
と
し
て
雨
も
亦
た
奇
な
り
」
に
基
づ
く
。「
�
然
」
は
感
動
の
あ
ま
り
茫
然
自
失
す
る
さ
ま
。「
恍
然
」

と
ほ
ぼ
同
じ
い
。
江
淹
『
雑
体
・
述
哀
』「
�
然
と
し
て
失
う
有
る
が
若
し
」。「
神
遠
」
は
、
精
神
が
こ
の
世
か
ら
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
よ

う
な
、
恍
惚
感
、
超
俗
感
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
丁
仙
芝
『
薦
福
寺
英
公
の
新
た
に
禅
室
を
構
う
に
和
す
』「
神
遠
く
し
て
日
に
事
と
す
る
無

し
」。「
焉
」
は
、「
こ
こ
に
」
と
も
訓
じ
、
漠
然
と
前
の
状
況
を
受
け
る
語
気
。
語
調
を
柔
ら
か
に
整
え
る
役
割
を
持
つ
の
で
、
軽
い
断
定

と
み
な
し
て
も
差
し
支
え
は
な
い
。

大
正
元
年
壬
子
十
一
月
、
石
�
永
坂
翁
載
筆
来
遊
於
斯
土
、
与
我
剪
淞
吟
社
諸
同
人
、
詩
酒
徴
逐
、
文
雅
風
流
、
極
一
時
之
盛
。
翁
謂
、

勝
事
如
此
、
不
伝
之
後
日
而
可
哉
。

た
い
し
ょ
う
が
ん
ね
ん
じ
ん
し
じ
ゅ
う
い
ち
が
つ

せ
き
た
い
な
が
さ
か
お
う
ふ
で

の

き
た

こ

ど

あ
そ

わ

せ
ん
し
ょ
う
ぎ
ん
し
ゃ
し
ょ
ど
う
じ
ん

し
し
ゅ
ち
ょ
う
ち
く

ぶ
ん
が

大
正
元
年
壬
子
十
一
月
、
石
�
永
坂
翁
筆
を
載
せ
て
来
り
て
斯
の
土
に
遊
び
、
我
が
剪
淞
吟
社
諸
同
人
と
、
詩
酒
徴
逐
し
、
文
雅

五
八



ふ
う
り
ゅ
う

い
ち
じ

せ
い

き
わ

お
う
い

し
ょ
う
じ

か

ご
と

こ
れ

ご
じ
つ

つ
た

し
か

か

や

風
流
は
、
一
時
の
盛
を
極
む
。
翁
謂
え
ら
く
、
勝
事
此
く
の
如
く
な
る
に
、
之
を
後
日
に
伝
え
ず
し
て
而
し
て
可
な
ら
ん
哉
。

大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
十
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
文
学
の
才
豊
か
な
石
�
永
坂
翁
が
こ
の
地
に
来
て
、
剪
淞
吟
社
同
人
達
と
、
詩
作

を
共
に
し
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
。
そ
の
風
雅
な
交
流
は
、
当
時
第
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
翁
が
言
っ
た
。「
こ
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
催
し

が
あ
っ
た
こ
と
が
、
後
の
世
ま
で
伝
わ
ら
な
く
て
は
残
念
じ
ゃ
。」

「
載
筆
」
は
も
と
も
と
は
歴
史
官
が
文
具
を
携
帯
し
て
王
事
を
記
録
す
る
こ
と
。『
礼
記
・
曲
礼
上
』「
史
は
筆
を
載
す
」。
こ
こ
で
は
、
文

人
と
し
て
、
文
学
の
材
料
を
求
め
に
訪
問
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
徴
逐
」
の
「
徴
」
は
人
を
呼
び
寄
せ
、「
逐
」
は
人
を

追
い
か
け
る
こ
と
で
、
要
す
る
に
親
し
い
も
の
が
、
招
い
た
り
招
か
れ
た
り
し
て
交
流
す
る
こ
と
。
韓
愈
『
柳
子
厚
墓
誌
銘
』「
酒
食
遊
戯
相

い
徴
逐
す
」。「
文
雅
」
も
「
風
流
」
も
詩
文
応
酬
の
雅
や
か
な
さ
ま
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
陸
游
『
子
長
の
呉
太
尉
雲
山
亭
に
題
す
に
次
韻

す
』「
文
雅
風
流
愛
す
可
し
と
雖
も
」。
王
献
之
は
『
風
流
一
時
の
冠
と
為
す
』（『
晋
書
』
王
羲
之
伝
附
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
一
時
」
は
、

同
じ
時
期
、
時
期
を
同
一
に
す
る
こ
と
。
蘇
軾
『
凌
虚
台
記
』「
其
の
一
時
の
盛
を
計
る
に
』。「
勝
事
」
は
、
す
ぐ
れ
た
こ
と
。
王
維
『
終
南

別
業
』「
勝
事
空
し
く
自
ら
知
る
」。

昔
者
尚
書
郎
張
謂
遊
夏
口
之
南
湖
。
顧
李
白
曰
、
此
湖
古
来
賢
豪
遊
者
非
一
、
而
枉
践
佳
景
、
寂
寞
無
聞
。
夫
子
可
為
我
標
以
嘉
名
、

俾
伝
不
朽
。
白
因
号
之
、
曰
郎
官
湖
云
。
想
翁
亦
与
張
謂
同
感
者
歟
。

む
か
し

し
ょ
う
し
ょ
ろ
う

ち
ょ
う
い

か
こ
う

な
ん
こ

あ
そ

り
は
く

か
え
り

い
わ

こ

み
ず
う
み

こ
ら
い
け
ん
ご
う

あ
そ

も
の
い
つ

あ
ら

し
か

む
な

昔
者
、
尚
書
郎
の
張
謂
夏
口
の
南
湖
に
遊
ぶ
。
李
白
を
顧
み
て
曰
く
、
此
の
湖
は
古
来
賢
豪
の
遊
ぶ
者
一
に
非
ず
、
而
し
て
枉
し
く

か
け
い

ふ

せ
き
ば
く

き
こ

な

ふ
う
し

わ

た
め

ひ
ょ
う

か
め
い

も
っ

ふ
き
ゅ
う

つ
た

し

べ

は
く
よ

こ
れ

な
づ

佳
景
を
践
み
、
寂
寞
と
し
て
聞
ゆ
る
無
し
。
夫
子
我
が
為
に
標
す
る
に
嘉
名
を
以
て
し
、
不
朽
に
伝
え
俾
む
可
し
。
白
因
り
て
之
に
号

ろ
う
か
ん
こ

い

い

お
も

お
う

ま

ち
ょ
う
い

か
ん

お
な

も
の

か

け
て
、
郎
官
湖
と
曰
う
と
云
う
。
想
う
に
翁
も
亦
た
張
謂
と
感
を
同
じ
く
す
る
者
な
る
歟
。

そ
う
い
え
ば
、
そ
の
か
み
、
唐
の
時
代
、
尚
書
郎
の
張
謂
が
夏
口
の
南
湖
に
旅
行
し
た
と
き
、
そ
ば
に
い
た
李
白
を
振
り
返
っ
て
い
っ
た

『
碧
雲
湖
棹
歌
』
訳
注
（
四
）

五
九



そ
う
だ
。「
こ
の
湖
は
古
代
か
ら
、
幾
多
の
賢
者
や
英
雄
が
遊
覧
し
に
や
っ
て
き
た
。
し
か
し
彼
ら
が
せ
っ
か
く
こ
の
名
勝
を
訪
れ
て
も
何

の
役
に
も
立
た
ず
、
世
間
で
は
全
然
知
ら
れ
て
お
ら
ぬ
。
寂
し
い
限
り
じ
ゃ
。
先
生
、
私
の
た
め
に
、
す
ば
ら
し
い
名
前
を
付
け
て
く
だ
さ

れ
。
永
遠
に
そ
の
名
を
残
し
ま
し
ょ
う
ぞ
」
李
白
は
そ
こ
で
名
前
を
郎
官
湖
と
つ
け
た
そ
う
だ
。
き
っ
と
永
坂
翁
も
張
謂
と
同
様
の
感
を
催

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

李
白
『
�
州
城
南
郎
官
湖
に
泛
ぶ
。
并
び
に
序
』
を
要
約
し
た
部
分
。
こ
の
碑
陰
記
全
体
の
主
旨
と
も
か
か
わ
る
の
で
、
煩
を
厭
わ
ず
、

そ
の
序
と
詩
の
全
部
を
以
下
引
用
す
る
。

「
乾
元
の
歳
秋
八
月
、
白
は
夜
郎
に
遷
る
。
故
人
の
尚
書
郎
張
謂
の
出
で
て
夏
口
に
使
い
す
る
に
遇
う
。
�
州
の
牧
杜
公
、
漢
陽
の
宰
王

公
、
江
城
の
南
湖
に
觴
し
て
、
天
下
の
再
び
平
ら
ぐ
を
楽
し
む
也
。
夜
に
方
り
て
、
水
月
は
練
の
如
く
、
清
光
は
�
う
可
し
。
張
公
殊
に
勝

�
有
り
て
、
四
望
す
る
に
超
然
た
り
。
乃
ち
白
を
顧
み
て
曰
く
、『
此
の
湖
は
古
来
賢
豪
の
遊
ぶ
者
は
一
に
非
ず
、
而
し
て
枉
し
く
佳
景
を

践
み
、
寂
寥
と
し
て
聞
ゆ
る
無
し
。
夫
子
我
が
為
に
之
に
嘉
名
を
標
し
、
以
て
不
朽
に
伝
う
可
し
』
と
。
白
は
因
り
て
酒
を
挙
げ
水
を
�
ぎ

て
、
之
に
号
け
て
、
郎
官
湖
と
曰
う
。
亦
た
猶
お
鄭
圃
の
僕
射
陂
有
る
が
ご
と
き
也
。
席
上
の
文
士
、
輔
翼
岑
静
は
以
て
知
言
と
為
し
、
乃

ち
命
じ
て
詩
を
賦
し
て
事
を
紀
し
、
石
を
湖
側
に
刻
ま
し
め
、
将
に
大
別
山
と
共
に
相
磨
滅
せ
し
め
ん
と
す
焉
。

張
公
は
逸
興
多
く
、
共
に
�
州
の
隅
に
泛
ぶ
。
当
時
秋
月
の
好
き
こ
と
、
武
昌
の
都
に
減
ぜ
ず
。
四
座
清
光
に
酔
い
、
歓
び
を
為
す
こ
と

古
来
無
し
。
郎
官
此
の
水
を
愛
し
、
因
り
て
郎
官
湖
と
号
く
。
風
流
若
し
未
だ
減
ぜ
ず
ん
ば
、
名
は
此
の
山
と
倶
に
せ
ん
。」

原
文
で
は
「
寂
寞
」
を
「
寂
寥
」
に
、「
標
以
嘉
名
」
を
「
標
之
嘉
名
」
に
作
る
。
郎
官
湖
は
、
明
代
に
は
涸
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
。（
商

務
印
書
館
『
辞
源
』「
郎
官
湖
」
の
項
）

「
尚
書
」
は
唐
代
で
は
行
政
の
実
務
を
司
る
中
央
最
高
官
庁
で
、「
尚
書
郎
」
は
そ
の
副
長
官
ク
ラ
ス
の
役
人
。
張
謂
は
盛
唐
の
詩
人
。
字

は
正
言
。（『
唐
詩
紀
事
』）。「
夏
口
」
は
今
の
武
漢
市
の
漢
口
。「
賢
豪
」
は
賢
者
豪
傑
。
司
馬
遷
『
史
記
』
刺
客
列
伝
「（
荊
軻
は
）
尽
く

其
の
賢
豪
の
長
者
と
相
い
結
ぶ
」。「
非
一
」
は
、
一
人
ど
こ
ろ
で
は
な
い
沢
山
い
る
と
い
う
感
じ
。「
枉
」
は
、
木
を
曲
げ
る
と
い
う
原
義

か
ら
、
道
理
を
は
ず
れ
て
、
空
し
く
、
無
駄
に
と
い
う
意
味
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。「
践
」
は
、
ふ
む
こ
と
か
ら
足
跡
を
残
す
、
そ
の
場

所
に
到
る
と
い
う
意
味
に
広
が
っ
た
。『
荘
子
』
譲
王
篇
「
其
の
土
を
践
ま
ず
」。「
寂
寞
」
ま
た
李
白
集
の
原
文
の
「
寂
寥
」
と
も
に
、
華

六
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や
ぐ
こ
と
な
く
ひ
っ
そ
り
と
し
て
寂
し
い
さ
ま
。「
無
聞
」
は
『
論
語
』
子
罕
篇
「
四
十
五
十
に
し
て
聞
こ
ゆ
る
無
き
は
、
斯
ち
畏
る
る
に

足
ら
ざ
る
已
」
を
本
に
し
て
、
名
声
も
無
く
、
人
に
知
ら
れ
な
い
こ
と
を
い
う
。
名
聞
、
令
聞
が
無
い
と
解
釈
し
て
（
す
な
わ
ち
名
詞
的
に

解
釈
し
て
）「
ぶ
ん
な
し
」
と
訓
じ
て
も
よ
い
。「
夫
子
」
は
、
二
人
称
の
敬
称
と
し
て
用
い
る
。「
可
」
は
「
・
・
・
す
る
の
が
よ
い
」
と
い

う
ニ
ュ
ア
ン
ス
。「
標
」
は
、
高
く
掲
げ
る
気
持
ち
。
目
立
つ
よ
う
に
名
を
付
け
て
広
く
知
ら
し
め
る
。「
嘉
名
」
は
よ
い
名
。『
楚
辞
・
離

騒
』
の
「
肇
め
て
余
に
錫
（
た
ま
）
う
に
嘉
名
を
以
て
す
」
を
意
識
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。「
伝
不
朽
」
は
不
朽
な
る
名
を
伝
え
る
の
か
、

伝
え
て
不
朽
な
ら
し
め
る
の
か
、語
の
構
造
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
な
い
が
、要
す
る
に
未
来
永
劫
い
つ
ま
で
も
残
す
と
い
う
意
味
の
慣
用
句
。

張
説
『
贈
太
尉
裴
公
神
道
碑
』「
徳
に
報
い
忠
を
教
う
る
こ
と
倶
に
不
朽
に
伝
う
」。「
云
」
は
、
句
末
に
用
い
て
上
の
文
を
結
ぶ
。
こ
こ
ま
で

が
引
用
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
同
感
」
は
、
感
動
を
同
じ
く
す
る
こ
と
。
現
代
日
本
語
の
「
同
感
」
よ
り
も
心
動
か
さ
れ
る
度
合

い
が
強
い
。
劉
禹
錫
『
徳
音
を
賀
す
る
表
』「
性
を
含
む
の
倫
、
普
天
感
を
同
じ
く
す
」。

今
茲
同
人
相
謀
、
刻
翁
所
作
碧
雲
湖
棹
歌
一
首
於
石
、
以
樹
於
嫁
洲
。
則
亦
李
白
撰
湖
名
之
意
也
。
自
今
以
後
、
遊
人
観
此
碑
、
而
誦

此
詩
、
以
流
伝
於
四
方
、
則
碧
雲
湖
嫁
洲
之
著
于
世
、
豈
啻
郎
官
湖
之
比
哉
。
而
翁
与
我
吟
社
亦
不
朽
也
。

い
ま
こ
こ

ど
う
じ
ん
あ

は
か

お
う

つ
く

と
こ
ろ

へ
き
う
ん
こ
と
う
か
い
っ
し
ゅ

い
し

き
ざ

も
つ

か
し
ゅ
う

た

す
な
わ

ま

り
は
く
こ
め
い

せ
ん

今
茲
に
同
人
相
い
謀
り
て
、
翁
の
作
る
所
の
碧
雲
湖
棹
歌
一
首
を
石
に
刻
み
、
以
て
嫁
洲
に
樹
つ
。
則
ち
亦
た
李
白
湖
名
を
撰
す
る

い
な
り

い
ま
よ

い

ご

ゆ
う
じ
ん
こ

ひ

み

し
か

こ

し

し
ょ
う

も
つ

し
ほ
う

り
ゅ
う
で
ん

す
な
わ

へ
き
う
ん
こ

か
し
ゅ
う

よ

の
意
也
。
今
自
り
以
後
、
遊
人
此
の
碑
を
観
て
、
而
し
て
此
の
詩
を
誦
し
、
以
て
四
方
に
流
伝
せ
し
む
れ
ば
、
則
ち
碧
雲
湖
嫁
洲
の
世

あ
ら

あ

た

ろ
う
か
ん
こ

ひ

や

し
か

お
う

わ

ぎ
ん
し
ゃ

な

ふ
き
ゅ
う
な
り

に
著
わ
る
る
こ
と
は
、
豈
に
啻
だ
に
郎
官
湖
の
比
の
み
な
ら
ん
哉
。
而
し
て
翁
と
我
が
吟
社
と
も
亦
た
不
朽
也
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
今
剪
淞
吟
社
同
人
が
話
し
合
っ
て
、
永
坂
翁
の
作
『
碧
雲
湖
棹
歌
』
一
首
を
碑
に
刻
ん
で
、
嫁
が
島
に
建
立
し
た
。

李
白
が
湖
の
名
を
付
け
て
郎
官
湖
を
永
遠
の
も
の
に
し
た
の
と
同
様
の
気
持
ち
か
ら
そ
う
し
た
の
で
あ
る
。
今
後
松
江
を
旅
行
す
る
か
た
が

こ
の
碑
を
眺
め
、
こ
の
詩
を
朗
読
し
て
、
あ
ち
こ
ち
で
言
い
広
め
て
く
だ
さ
れ
ば
、
宍
道
湖
嫁
が
島
が
世
間
で
有
名
に
な
る
こ
と
は
、
郎
官

湖
の
故
事
の
比
で
は
あ
る
ま
い
。
さ
ら
に
は
永
坂
翁
と
我
が
剪
淞
吟
社
の
名
前
も
永
遠
に
伝
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
碧
雲
湖
棹
歌
』
訳
注
（
四
）
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「
刻
石
」、
李
白
の
郎
官
湖
の
詩
（
及
び
序
）
も
湖
の
側
の
石
（
恐
ら
く
石
碑
）
に
刻
ま
れ
た
こ
と
、
先
の
引
用
部
分
に
も
あ
っ
た
。「
流

伝
於
四
方
」、
蘇
軾
『
青
苗
銭
斛
を
給
散
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
乞
う
状
』「
四
方
に
流
伝
す
れ
ば
、
損
ず
る
所
細
な
ら
ず
」。「
翁
与
我
吟
社
亦
不

朽
也
」
も
、
李
白
の
郎
官
湖
の
詩
の
末
句
「
名
は
此
の
山
と
倶
に
せ
ん
」
を
意
識
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

同
人
使
予
題
其
由
於
碑
陰
。
乃
書
以
為
記
。
大
正
四
年
歳
在
乙
卯
一
月
。

村
上
寿
夫
撰

藤
脇
善
政
書

井
亀
泉
刻

ど
う
じ
ん
よ

そ

よ
し

ひ
い
ん

だ
い

し

す
な
わ

し
ょ

も
つ

き

な

た
い
し
ょ
う
よ
ね
ん

と
し

い
つ
ぼ
う

あ

い
ち
が
つ

同
人
予
を
し
て
其
の
由
を
碑
陰
に
題
せ
使
む
。
乃
ち
書
し
て
以
て
記
と
為
す
。
大
正
四
年
、
歳
は
乙
卯
に
在
り
、
一
月
。

村
上
寿

夫
撰

藤
脇
善
政
書

井
亀
泉
刻

同
人
諸
君
が
私
村
上
寿
夫
に
そ
の
由
来
を
碑
の
裏
側
に
書
く
よ
う
に
い
う
の
で
、
こ
の
文
を
書
い
て
碑
陰
記
と
し
た
次
第
で
あ
る
。
大
正

四
年
（
一
九
一
五
）、
干
支
は
き
の
と
う
、
そ
の
一
月
。

村
上
寿
夫
撰

藤
脇
善
政
書

井
亀
泉
刻

「
乃
」
は
、「
か
く
し
て
始
め
て
」。
同
人
の
要
請
が
な
か
っ
た
ら
私
な
ど
は
記
を
書
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
強
い
要
請
が
あ
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
書
い
た
の
だ
、
と
い
う
気
持
ち
を
こ
め
る
。「
題
」
は
題
を
つ
け
て
詩
文
を
書
き
記
す
こ
と
。「
記
」
は
文
体
の
一
種
で
、

事
を
の
べ
し
る
す
文
。
例
え
ば
、
陶
淵
明
『
桃
花
源
記
』。『
碑
陰
記
』
と
題
す
る
も
の
、
顔
真
卿
『
東
方
先
生
画
賛
碑
陰
記
』、
蘇
軾
『
李

太
白
碑
陰
記
』
等
多
数
。

剪
淞
吟
社
同
人
列
名

横
山
耐
雪

田
代
活
処

並
河
適
処

村
上
琴
屋

木
村
湘
雪

井
上
井
蛙

中
嶋
秋
圃

大
淵
蕉
雨

渡
辺
秋
濤

信
太
淞
北

渡
部
桃
蹊

井
川
収
軒

藤
脇
松
軒

六
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附
記先

日
、
嫁
が
島
に
渡
っ
て
、
碑
文
を
実
見
す
る
機
会
を
得
た
。
実
物
で
は
、「
井
亀
泉
刻
」
の
銘
は
「
東
京

井
亀
泉
刻
」
と
し
て
碑
陰
の
左
下

隅
に
本
文
に
離
れ
て
刻
し
て
あ
る
。
ま
た
、「
映
」
を
俗
字
の
「
暎
」
に
、「
永
坂
」
の
「
坂
」
を
「
阪
」
に
、「
棹
歌
」
の
「
棹
」
を
「
櫂
」
に
作
っ

て
あ
っ
た
。
剪
淞
吟
社
同
人
列
名
の
う
ち
中
嶋
秋
圃
の
「
嶋
」
は
「
島
」
に
作
る
。

ま
た
、
碑
陽
の
永
坂
石
�
の
詩
は
以
下
の
よ
う
に
作
る
。

美
人
不
見
碧
雲
飛
惆
悵
湖
山

入
夕
暉

一
幅
淞
波
誰
剪
取

春
潮
痕
似
嫁
時
衣

碧
雲
湖
櫂
歌
十
首
之
一
石
�
老
人
永
坂
周

最
後
の
行
は
小
字
で
あ
る
。

本
稿
は
、

二
〇
〇
五
・
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
剪
淞
吟
社
資
料
の
整
理
・
保
存
及
び
同
吟
社
の
文
学
活
動
に
対
す
る
実
証
的
研
究
」

（
研
究
代
表
者

道
坂
昭
廣

課
題
番
号

１
７
５
２
０
２
２
９
）

島
根
大
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
推
進
機
構

二
〇
〇
七
年
度
『
萌
芽
研
究
部
門
』「
山
陰
地
方
に
お
け
る
歴
史
・
文
化
資
源
の
発
掘
と
活
用
に
関

す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー

田
中
則
雄
）

島
根
大
学
法
文
学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー

二
〇
〇
七
〜
二
〇
〇
九
年
度

山
陰
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
山
陰
地
域
古
典
文
学
資
料
の
公
開
に
関

す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
代
表
者

蘆
田
耕
一

番
号
０
７
０
１
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
資
料
の
収
集
に
多
大
な
援
助
を
頂
い
た
こ
と
に
感
謝
す
る
。

『
碧
雲
湖
棹
歌
』
訳
注
（
四
）

六
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『
剪
淞
詩
文
』
の
閲
覧
に
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
島
根
県
立
図
書
館
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

そ
し
て
、
山
陰
漢
詩
の
研
究
に
私
を
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
入
谷
博
士
の
学
恩
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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