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御
降
り

今
日
は
御
降
り
で
あ
る
︒
尤
も
歳
事
記
を
検
べ
て
見
た
ら
︑

お
さ
が

も
つ
と

二
日
は
御
降
り
と
云
わ
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
︒
が
蓬
莱
を
飾
っ
た
二
階

ほ
う
ら
い

に
い
れ
ば
︑
や
は
り
心
も
ち
は
御
降
り
で
あ
る
︒
下
で
は
赤
ん
坊

が
泣
き
続
け
て
い
る
︒
舌
に
腫
物
が
出
来
た
と
云
う
が
︑
鵞
口
瘡

は
れ
も
の

が
こ
う
そ
う

に
で
も
な
ら
ね
ば
好
い
︒
じ
っ
と
炬
燵
に
当
り
な
が
ら
︑﹁
つ
づ

こ
た
つ

ら
ふ
み
﹂
を
読
ん
で
い
て
も
︑
心
は
何
時
か
そ
の
泣
き
声
に
と
ら

れ
て
い
る
事
が
度
々
あ
る
︒
私
の
家
は
鶉
居
で
は
な
い
︒
娑
婆

じ
ゆ
ん
き
よ
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界
の
苦
労
は
御
降
り
の
今
日
も
︑
遠
慮
な
く
私
を
悩
ま
す
の
で
あ

る
︒
昔
或
御
降
り
の
座
敷
に
︑
姉
や
姉
の
友
達
と
︑
羽
根
を
つ
い

あ
る

て
遊
ん
だ
事
が
あ
る
︒
そ
の
仲
間
に
は
私
の
外
に
も
︑
私
よ
り
幾

つ
か
年
上
の
︑
お
と
な
し
い
少
年
が
交
っ
て
い
た
︒
彼
は
其
処
に

そ

こ

い
た
少
女
た
ち
と
︑

悉

仲
好
し
の
間
が
ら
だ
っ
た
︒
だ
か
ら

こ
と
ご
と
く

羽
根
を
つ
き
落
し
た
も
の
は
︑羽
子
板
を
譲
る
規
則
が
あ
っ
た
が
︑

自
然
と
誰
で
も
私
よ
り
︑
彼
へ
羽
子
板
を
渡
し
易
か
っ
た
︒
所
が

そ
の
内
に
ど
う
云
う
拍
子
か
︑
彼
の
つ
い
た
金
羽
根
が
︑
長
押
し

き
ん
ば

ね

な

げ

の
溝
み
ぞ
に
落
ち
こ
ん
で
し
ま
っ
た
︒
彼
は
早
速
勝
手
か
ら
︑
大

き
な
踏
み
台
を
運
ん
で
来
た
︒そ
う
し
て
そ
の
上
へ
乗
り
な
が
ら
︑
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長
押
し
の
金
羽
根
を
取
り
出
そ
う
と
し
た
︒
そ
の
時
私
は
背
の
低

い
彼
が
︑
踏
み
台
の
上
に
爪
立
っ
た
の
を
見
る
と
︑
い
き
な
り
彼

の
足
の
下
か
ら
︑
踏
み
台
を
側
へ
外
し
て
し
ま
っ
た
︒
彼
は
長
押

し
に
手
を
か
け
た
儘
︑
ぶ
ら
り
と
宙
へ
ぶ
ら
下
っ
た
︒
姉
や
姉
の

ま
ま

友
だ
ち
は
︑
そ
う
云
う
彼
を
救
う
為
に
︑
私
を
叱
っ
た
り
賺
し
た

す
か

り
し
た
︒
が
︑
私
は
ど
う
し
て
も
︑
踏
み
台
を
人
手
に
渡
さ
な
か

っ
た
︒
彼
は
少
時
下
っ
て
い
た
後
︑
両
手
の
痛
み
に
堪
え
兼
た
の

し
ば
ら
く

か
︑
と
う
と
う
大
声
に
泣
き
始
め
た
︒
し
て
見
れ
ば
御
降
り
の
記

憶
の
中
に
も
︑
幼
い
な
が
ら
嫉
妬
な
ぞ
と
云
う
娑
婆
界
の
苦
労
は

あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
私
に
泣
か
さ
れ
た
少
年
は
︑
そ
の
後
学
問
の
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修
業
は
せ
ず
に
︑
或
会
社
へ
通
う
事
に
な
っ
た
︒
今
で
は
も
う
四

人
の
子
の
父
親
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
︒
私
の
家
の
御
降
り

は
︑
赤
ん
坊
の
泣
き
声
に
満
た
さ
れ
て
い
る
︒
彼
の
家
の
御
降
り

は
ど
う
で
あ
ろ
う
︒︵
一
月
二
日
︶

御
降
り
や
竹
ふ
か
ぶ
か
と
町
の
空
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夏
雄
の
事

香
取
秀
真
氏
の
話
に
よ
る
と
︑加
納
夏
雄
は
生
き
て
い
た
時
に
︑

か
と
り
ほ
ず
ま

か
の
う
な
つ
お

百
円
の
月
給
を
取
っ
て
い
た
由
︒当
時
百
円
の
月
給
取
と
云
え
ば
︑

勿
論
人
に
羨
ま
れ
る
身
分
だ
っ
た
の
に
相
違
な
い
︒
そ
の
夏
雄
が

も
ち
ろ
ん

晩
年
床
に
就
く
と
︑
屡
枕
も
と
へ
一
面
に
小
判
や
大
判
を
並
べ

し
ば
し
ば

さ
せ
て
は
︑
し
け
じ
け
と
見
入
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
︒
そ
う
し

て
そ
れ
を
見
た
弟
子
た
ち
は
︑
先
生
は
好
い
年
に
な
っ
て
も
︑
ま

だ
貪
心
が
去
ら
な
い
と
見
え
る
︑
浅
間
し
い
事
だ
と
評
し
た
そ
う

た
ん
し
ん

で
あ
る
︒
し
か
し
夏
雄
が
黄
金
を
愛
し
た
の
は
︑
千
葉
勝
が
紙
幣
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を
愛
し
た
よ
う
に
︑
黄
金
の
力
を
愛
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
︒
床

を
離
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
︑
今
度
は
あ
の
黄
金
の
上
に
︑
何
を

刻
ん
で
見
よ
う
か
な
ぞ
と
︑
仕
事
の
工
夫
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
︒
師
匠
に
貪
心
が
あ
る
と
思
っ
た
の
は
︑
思
っ
た
弟
子
の
方
が

卑
し
そ
う
で
あ
る
︒
香
取
氏
は
こ
う
病
牀
に
あ
る
夏
雄
の
心
理
を

解
釈
し
た
︒
私
も
恐
ら
く
そ
う
だ
ろ
う
と
思
う
︒
所
が
そ
の
後
或

男
に
︑
こ
の
逸
話
を
話
し
て
聞
か
せ
た
ら
︑
そ
れ
は
さ
も
あ
る
べ

き
事
だ
と
︑
即
座
に
賛
成
の
意
を
表
し
た
︒
彼
の
述
べ
る
所
に
よ

る
と
︑
彼
が
遊
蕩
を
止
め
な
い
の
も
︑
実
は
人
生
を
観
ず
る
為
の

手
段
に
過
ぎ
ぬ
の
だ
そ
う
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
機
微
を
知
ら
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ぬ
世
俗
が
︑
す
ぐ
に
兎
や
角
非
難
を
す
る
の
は
︑
夏
雄
の
場
合
と

同
じ
だ
そ
う
で
あ
る
︒
が
︑
実
際
そ
う
か
知
ら
ん
︒︵
一
月
六
日
︶

冥

途

こ
の
頃
内
田
百
閒
氏
の
﹁
冥
途
﹂︵﹁
新
小
説
﹂
新
年
号
所
載
︶

と
云
う
小
品
を
読
ん
だ
︒﹁
冥
途
﹂︑﹁
山
東
京
伝
﹂︑﹁
花
火
﹂︑

﹁
件
﹂︑﹁
土
手
︑﹂﹁
豹
﹂
等
︑

悉

夢
を
書
い
た
も
の
で
あ

く
だ
ん

こ
と
ご
と
く

る
︒
漱
石
先
生
の
﹁
夢
十
夜
﹂
の
よ
う
に
︑
夢
に
仮
託
し
た
話
で
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は
な
い
︒
見
た
儘
に
書
い
た
夢
の
話
で
あ
る
︒
出
来
は
六
篇
の
小

ま
ま

品
中
︑﹁
冥
途
﹂
が
最
も
見
事
で
あ
る
︒
た
っ
た
三
頁
ば
か
り
の

小
品
だ
が
︑
あ
の
中
に
は
西
洋
じ
み
な
い
︑
気
も
ち
の
好
い

P
athos

が
流
れ
て
い
る
︒
し
か
し
百
閒
氏
の
小
品
が
面
白
い
の

は
︑
そ
う
云
う
中
味
の
為
ば
か
り
で
は
な
い
︒
あ
の
六
篇
の
小
品

を
読
む
と
︑
文
壇
離
れ
の
し
た
心
も
ち
が
す
る
︒
作
者
が
文
壇
の

塵
氛
の
中
に
︑
我
々
同
様
呼
吸
し
て
い
た
ら
︑
到
底
あ
ん
な
夢
の

じ
ん
ぷ
ん

話
は
書
か
な
か
っ
た
ろ
う
と
云
う
気
が
す
る
︒
書
い
て
も
あ
ん
な

具
合
に
は
出
来
な
か
ろ
う
と
云
う
気
が
す
る
︒
つ
ま
り
僕
に
は
あ

の
小
品
が
︑
現
在
の
文
壇
の
流
行
な
ぞ
に
︑
囚
わ
れ
て
居
ら
ぬ
所



13

が
面
白
い
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
僕
自
身
の
話
だ
が
︑
何
か
の
拍
子

に
以
前
出
し
た
短
篇
集
を
開
い
て
見
る
と
︑
何
処
か
流
行
に
囚
わ

れ
て
い
る
︒
実
を
云
う
と
僕
に
し
て
も
︑
他
人
の
廡
下
に
は
立
た

の
き
し
た

ぬ
位
な
︑
一
人
前
の
自
惚
れ
は
持
た
ぬ
で
は
な
い
︒
が
︑
物
の
考

う
ぬ
ぼ

え
方
や
感
じ
方
の
上
で
見
れ
ば
︑や
は
り
何
処
か
囚
わ
れ
て
い
る
︒

︵
時
代
の
影
響
と
云
う
意
味
で
は
な
い
︒
も
っ
と
膚
浅
な
囚
わ
れ
方

で
あ
る
︶︒
僕
は
そ
れ
が
不
愉
快
で
な
ら
ぬ
︒
だ
か
ら
百
閒
氏
の

小
品
の
よ
う
に
︑
自
由
な
作
物
に
ぶ
つ
か
る
と
︑
余
計
僕
に
は
面

白
い
の
で
あ
る
︒
し
か
し
人
の
話
を
聞
け
ば
︑﹁
冥
途
﹂
の
評
判

は
好
く
な
い
ら
し
い
︒
偶
僕
の
目
に
触
れ
た
或
新
聞
の
批
評
家

た
ま
た
ま
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な
ぞ
に
も
︑
全
然
あ
れ
が
わ
か
ら
ぬ
ら
し
か
っ
た
︒
こ
れ
は
一
方

現
状
で
は
︑
尤
も
の
よ
う
な
心
も
ち
が
す
る
︒
同
時
に
又
一
方

も
つ
と

で
は
︑
尤
も
で
な
い
よ
う
な
心
も
ち
も
す
る
︒︵
一
月
十
日
︶

長
井
代
助

我
々
と
前
後
し
た
年
齢
の
人
々
に
は
︑
漱
石
先
生
の
﹁
そ
れ
か

ら
﹂
に
動
か
さ
れ
た
も
の
が
多
い
ら
し
い
︒
そ
の
動
か
さ
れ
た
と

云
う
中
で
も
︑
自
分
が
此
処
に
書
き
た
い
の
は
︑
あ
の
小
説
の
主
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人
公
長
井
代
助
の
性
格
に
惚
れ
こ
ん
だ
人
々
の
事
で
あ
る
︒
そ
の

人
々
の
中
に
は
惚
れ
こ
ん
だ
所
か
︑自
ら
代
助
を
気
取
っ
た
人
も
︑

少
く
な
か
っ
た
事
と
思
う
︒
し
か
し
あ
の
主
人
公
は
︑
我
々
の
周

囲
を
見
廻
し
て
も
︑
滅
多
に
い
な
そ
う
な
人
間
で
あ
る
︒﹁
そ
れ

か
ら
﹂
が
発
表
さ
れ
た
当
時
︑
世
間
に
は
や
っ
て
い
た
自
然
派
の

小
説
に
は
︑
我
々
の
周
囲
に
も
大
勢
い
そ
う
な
︑
そ
の
意
味
で
は

人
生
に
忠
実
な
性
格
描
写
が
多
か
っ
た
筈
で
あ
る
︒
し
か
し
自
然

派
の
小
説
中
︑﹁
そ
れ
か
ら
﹂
の
よ
う
に
主
人
公
の
模
倣
者
さ
え

生
ん
だ
も
の
は
見
え
ぬ
︒
こ
れ
は
独
り
﹁
そ
れ
か
ら
﹂
に
は
限
ら

ず
︑
ウ
ェ
ル
テ
ル
で
も
ル
ネ
で
も
同
じ
事
で
あ
る
︒
彼
等
は
い
ず
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れ
も
一
代
を
動
揺
さ
せ
た
性
格
で
あ
る
︒
が
︑
如
何
に
西
洋
で
も
︑

彼
等
の
よ
う
な
人
間
は
︑
滅
多
に
い
ぬ
の
に
相
違
な
い
︒
滅
多
に

い
ぬ
よ
う
な
人
間
が
︑
反
っ
て
模
倣
者
さ
え
生
ん
だ
の
は
︑
滅
多

に
い
ぬ
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
︒無
論
滅
多
に
い
ぬ
と
云
う
事
は
︑

何
処
も
い
ぬ
と
云
う
意
味
で
は
な
い
︒
何
処
に
も
い
る
と
は
云
え

ぬ
か
も
知
れ
ぬ
︑
が
︑
何
処
か
に
い
そ
う
だ
位
の
心
も
ち
を
含
ん

だ
言
葉
で
あ
る
︒
人
々
は
そ
の
主
人
公
が
︑
手
近
に
住
ん
で
居
ら

ぬ
所
に
︑
惝
怳
の
意
味
を
見
出
す
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
し
て
又

し
ょ
う
こ
う

そ
の
主
人
公
が
︑
何
処
か
に
住
ん
で
い
そ
う
な
所
に
︑
惝
怳
の
可

能
性
を
見
出
す
の
で
あ
ろ
う
︒
だ
か
ら
小
説
が
人
生
に
︑
人
間
の
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意
欲
に
働
き
か
け
る
為
に
は
︑
こ
の
手
近
に
住
ん
で
い
な
い
︑
し

か
も
何
処
か
に
住
ん
で
い
そ
う
な
性
格
を
創
造
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒

こ
れ
が
通
俗
に
云
う
意
味
で
は
︑
理
想
主
義
的
な
小
説
家
が
負
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
大
任
で
あ
る
︒
カ
ラ
マ
ゾ
フ
を
書
い
た
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
イ
は
︑
立
派
に
こ
の
大
任
を
果
し
て
い
る
︒
今
後
の
日
本
で

は
仰
誰
が
︑
こ
う
云
う
性
格
を
造
り
出
す
で
あ
ろ
う
︒︵
一
月

そ
も
そ
も

十
三
日
︶
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嘲

魔

一
か
ど
の
英
霊
を
持
っ
た
人
々
の
中
に
は
︑
二
つ
の
自
己
が
住

え
い
れ
い

む
事
が
あ
る
︒
一
つ
は
常
に
活
動
的
な
︑
情
熱
の
あ
る
自
己
で
あ

る
︒
他
の
一
つ
は
冷
酷
な
︑
観
察
的
な
自
己
で
あ
る
︒
こ
の
二
つ

の
自
己
を
有
す
る
人
々
は
︑
や
や
も
す
る
と
創
作
力
の
代
り
に
︑

唯
賢
明
な
批
評
力
を
獲
得
す
る
だ
け
に
止
ま
り
易
い
︒M

.
de

la

R
ochefoucauld

は
こ
れ
で
あ
る
︒
が
︑
モ
リ
エ
エ
ル
は
そ
う
で

は
な
い
︒
彼
は
こ
の
二
つ
の
自
己
の
分
裂
を
感
じ
な
い
人
間
で
あ

っ
た
︒
不
思
議
に
も
こ
の
二
つ
の
自
己
を
同
時
に
生
き
る
人
間
で
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あ
っ
た
︒
彼
が
古
今
に
独
歩
す
る
所
以
は
︑
こ
う
云
う
壮
厳
な
矛

盾
の
中
に
あ
る
︒Sainte-B

euve

の
モ
リ
エ
エ
ル
論
を
読
ん
で
い

た
ら
︑
こ
ん
な
事
を
書
い
た
一
節
が
あ
っ
た
︒
私
も
私
自
身
の
中

に
︑
冷
酷
な
自
己
の
住
む
事
を
感
ず
る
︒
こ
の
嘲
魔
を
却
け
る

し
り
ぞ

事
は
︑
私
の
顔
が
変
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
︑
私
自
身
に
は
如
何
と

も
出
来
ぬ
︒
も
し
年
を
と
る
と
共
に
︑
嘲
魔
の
み
が
力
を
加
え
れ

ば
︑
私
も
亦
メ
リ
メ
エ
の
よ
う
に
︑﹁
私
の
友
人
の
な
に
が
し
が

ま
た

こ
う
云
う
話
を
し
て
聞
か
せ
た
﹂
な
ぞ
と
︑
書
き
始
め
る
事
に
も

倦
み
そ
う
で
あ
る
︒
殊
に
虚
無
の
遺
伝
が
あ
る
東
洋
人
の
私
に
は

容
易
か
も
知
れ
ぬ
︒L

'A
vare

やÉ
cole

des
F
em

m
es

を
書
い
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た
モ
リ
エ
エ
ル
は
︑
比
類
の
少
い
幸
福
者
で
あ
る
︒
が
︑
奸
妻
に

か
ん
さ
い

悩
ま
さ
れ
︑
病
肺
に
苦
し
ま
さ
れ
︑
作
者
と
俳
優
と
劇
場
監
督
と

三
役
の
繁
務
に
追
わ
れ
な
が
ら
︑し
か
も
猶
こ
の
嘲
魔
の
毒
手
に
︑

な
お

陥
ら
な
か
っ
た
モ
リ
エ
エ
ル
は
︑
愈
羨
望
に
価
す
べ
き
比
類
の

い
よ
い
よ

少
い
幸
福
者
で
あ
る
︒︵
一
月
十
四
日
︶

池
西
言
水

﹁
言
ひ
難
き
を
言
ふ
は
老
練
の
上
の
事
な
れ
ど
︑
そ
は
多
く
俗
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事
物
を
詠
じ
て
︑
雅
な
ら
し
む
る
者
の
み
︒
其
事
物
如
何
雅
致
あ

る
者
な
り
と
も
︑
十
七
字
に
余
り
ぬ
べ
き
程
の
多
量
の
意
匠
を
十

七
字
の
中
に
つ
づ
め
ん
事
は
︑
殆
ん
ど
為
し
得
べ
か
ら
ざ
る
者
な

ほ
と

れ
ば
︑
古
来
の
俳
人
も
皆
之
を
試
み
ざ
り
し
に
似
た
り
︒
然
れ
ど

も
一
二
此
種
の
句
な
く
し
て
可
な
ら
ん
や
︒
池
西
言
水
は
実
に
其

い
け
に
し
ご
ん
す
い

作
者
な
り
︒﹂
こ
れ
は
正
岡
子
規
の
言
葉
で
あ
る
︒︵﹁
俳
諧
大
要
﹂︒

一
五
六
頁
︶︒
子
規
は
そ
の
後
に
実
例
と
し
て
︑
言
水
の
句
二
句

を
掲
げ
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
姨
捨
て
ん
湯
婆
に
燗
せ
星
月
夜
﹂
と

た
ん
ぽ

﹁
黒
塚
や
局
女
の
わ
く
火
鉢
﹂
と
の
二
句
で
あ
る
︒
自
分
は
言

つ
ぼ
ね
お
ん
な

水
の
こ
れ
ら
の
句
が
︑﹁
十
七
字
に
余
り
ぬ
べ
き
程
の
多
量
の
意
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匠
を
十
七
字
の
中
に
つ
づ
め
﹂
た
と
す
る
に
は
︑
何
の
苦
情
も
持

っ
て
居
ら
ぬ
︒
し
か
し
こ
の
意
味
で
は
蕪
村
や
召
波
も
︑﹁
十
七

し
よ
う
は

字
に
余
り
ぬ
べ
き
程
の
多
量
の
意
匠
を
十
七
字
の
中
に
つ
づ
め
﹂

て
は
い
な
い
か
︒﹁
御
手
打
の
夫
婦
な
り
し
を
衣
更
へ
﹂
や
﹁
い

ね
か
し
の
男
う
れ
た
き
砧
か
な
﹂
も
︑
や
は
り
複
雑
な
内
容
を

き
ぬ
た

十
七
字
の
形
式
に
つ
づ
め
て
は
い
な
い
か
︒
し
か
も
﹁
燗
せ
﹂
や

﹁
わ
く
﹂
と
云
う
言
葉
使
い
が
耳
立
た
な
い
だ
け
に
︑
一
層
成
功

し
て
は
い
な
い
か
︒
し
て
見
れ
ば
子
規
が
評
し
た
言
葉
は
︑
言
水

に
も
確
に
当
て
嵌
ま
る
が
︑
言
水
の
特
色
を
云
い
尽
す
に
は
︑

た
し
か

余
り
に
広
す
ぎ
る
憾
み
は
な
い
か
︒こ
う
自
分
は
思
う
の
で
あ
る
︒
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で
は
言
水
の
特
色
は
何
か
と
云
え
ば
︑
そ
れ
は
彼
が
十
七
字
の
内

に
︑
万
人
が
知
ら
ぬ
一
種
の
鬼
気
を
盛
り
こ
ん
だ
手
際
に
あ
る
と

思
う
︒
子
規
が
掲
げ
た
二
句
を
見
て
も
︑
す
ぐ
に
自
分
を
動
か
す

の
は
︑
そ
の
中
に
漂
う
無
気
味
で
あ
る
︒
試
に
言
水
句
集
を
開
け

ば
︑
こ
の
類
の
句
は
外
に
も
多
い
︒

御
忌
の
鐘
皿
割
る
罪
や
暁
の
雲

ぎ
よ
き

つ
ま
猫
の
胸
の
火
や
行
く

潦
に
は
た
づ
み

夜
桜
に
怪
し
や
ひ
と
り
須
磨
の
蜑あ

ま

蚊
柱
の
礎
と
な
る
捨
子
か
な

い
し
ず
ゑ
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人
魂
は
消
え
て
梢
の
燈
籠
か
な

ひ
と
だ
ま

と
う
ろ

あ
さ
ま
し
や
虫
鳴
く
中
に
尼
ひ
と
り

火
の
影
や
人
に
て
凄
き
網
代
守

句
の
佳
否
に
関
ら
ず
︑
こ
れ
ら
の
句
が
与
え
る
感
じ
は
︑
蕪
村

に
も
な
け
れ
ば
召
波
に
も
な
い
︒元
禄
で
も
言
水
唯
一
人
で
あ
る
︒

自
分
は
言
水
の
作
品
中
︑
必
し
も
こ
う
云
う
鬼
趣
を
得
た
句
が
︑

最
も
神
妙
な
も
の
だ
と
は
云
わ
ぬ
︒
が
︑
言
水
が
他
の
大
家
と
特

に
趣
を
異
に
す
る
の
は
︑
此
処
あ
る
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
︒
言
水
通
称
は
八
郎
兵
衛
︑
紫
藤
軒
と
号
し
た
︒
享
保
四
年
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歿
︒
行
年
は
七
十
三
で
あ
る
︒︵
一
月
十
五
日
︶

托
氏
宗
教
小
説

今
日
本
郷
通
り
を
歩
い
て
い
た
ら
︑
ふ
と
托
氏
宗
教
小
説
と
云

と

し

う
本
を
見
つ
け
た
︒
価
を
尋
ね
れ
ば
十
五
銭
だ
と
云
う
︒
物
質
生

活
の
ミ
ニ
マ
ム
に
生
き
て
い
る
僕
は
︑
こ
の
間
渦
福
の
鉢
を
買
お

う
ず
ふ
く

う
と
思
っ
た
ら
︑
十
八
円
五
十
銭
と
云
う
の
に
辟
易
し
た
︒
が
︑

十
五
銭
の
本
位
は
︑
仕
合
せ
と
買
え
ぬ
身
分
で
も
な
い
︒
僕
は
早
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速
三
箇
の
白
銅
の
代
り
に
︑
薄
っ
ぺ
ら
な
本
を
受
け
取
っ
た
︒
そ

れ
が
今
僕
の
机
の
上
に
︑
古
ぼ
け
た
表
紙
を
曝
し
て
い
る
︒
托
氏

さ
ら

宗
教
小
説
は
︑
西
暦
千
九
百
有
七
年
︑
支
那
で
は
光
緒
三
十
三
年
︑

香
港
の
礼
賢
会
︵R

henish
M
issionary

Society

︶
が
︑
剞
劂
に

き
け
つ

付
し
た
本
で
あ
る
︒
訳
者
は
独
逸
の
宣
教
師

G
enähr

と
云
う
人

ド
イ
ツ

で
あ
る
︒
但
し
翻
訳
に
用
い
た
本
は
︑N

isbet
B
ain

の
英
訳
だ

と
云
う
︒
内
容
は
名
高
い
主
奴
論
以
下
︑
十
二
篇
の
作
品
を
集
め

し
ゆ
ど
ろ
ん

て
い
る
︒
こ
の
本
は
勿
論
珍
書
で
は
あ
る
ま
い
︒
文
求
堂
に
頼

も
ち
ろ
ん

ぶ
ん
き
ゆ
う
ど
う

み
さ
え
す
れ
ば
︑
す
ぐ
に
取
っ
て
く
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
︒
が
︑
表

紙
を
開
け
た
所
に
︑
原
著
者
托
爾
斯
泰
の
写
真
が
あ
る
の
は
︑
何
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な
ん
と
な
し
に
愉
快
で
あ
る
︒好
い
加
減
に
頁
を
繰
っ
て
見
れ
ば
︑

牧
色
︑
加
夫
単
︑
沽
未
士
な
ぞ
と
云
う
︑
西
洋
語
の
音
訳
が
出
て

ム
ジ
イ
ク

カ
フ
タ
ン

ク

ミ

ス

来
る
の
も
︑
僕
に
は
や
は
り
物
珍
し
い
︒
こ
ん
な
翻
訳
が
上
梓
さ

れ
た
事
は
原
著
者
托
氏
も
知
つ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
︒
香
港
上
海

の
支
那
人
の
中
に
は
︑
偶
然
こ
の
本
を
読
ん
だ
為
め
に
︑
生
涯
托

氏
を
師
と
仰
い
だ
︑
若
干
の
青
年
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
︒
托
氏

は
そ
う
云
う
南
方
の
青
年
か
ら
︑
遙
に
敬
愛
を
表
す
べ
き
手
紙

は
る
か

を
受
け
取
り
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
︒
私
は
托
氏
宗
教
小
説

を
前
に
︑
こ
の
文
章
を
書
き
な
が
ら
︑
そ
ん
な
空
想
を
逞
し
く
し

た
︒
托
氏
と
は
伯
爵
ト
ル
ス
ト
イ
で
あ
る
︒︵
一
月
二
十
八
日
︶
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﹁
西
洋
の
民
は
自
由
を
失
っ
た
︒
恢
復
の
望
み
は
殆
ど
見
え
な

い
︒
東
洋
の
民
は
こ
の
自
由
を
恢
復
す
べ
き
使
命
が
あ
る
︒﹂
こ

れ
は
次
手
に
孫
引
き
に
し
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
書
簡
の
一
節
で
あ

る
︒︵
一
月
三
十
日
︶

印

税

Jules
Sandeau

の
い
と
こ
が

P
alais

R
oyal

の
カ
ッ
フ
ェ
へ

行
っ
て
い
る
と
︑
出
版
書
肆
の
シ
ャ
ル
パ
ン
テ
ィ
エ
が
︑
バ
ル
ザ

し
よ
し
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ッ
ク
と
印
税
の
相
談
を
し
て
い
た
︒
そ
の
後
彼
等
が
忘
れ
て
行
っ

た
紙
を
見
た
ら
︑
無
暗
に
沢
山
の
数
字
が
書
い
て
あ
っ
た
︒
サ
ン

ド
オ
が
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
会
っ
た
時
︑
こ
の
数
字
の
意
味
を
問
い
訊

す
と
︑
そ
れ
は
著
書
が
十
万
部
売
切
れ
た
場
合
︑
著
者
の
手
に
渡

る
べ
き
印
税
の
額
だ
っ
た
と
云
う
︒
当
時
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
定
め
た

印
税
は
︑
オ
ク
タ
ヴ
ォ
版
三
フ
ラ
ン
半
の
本
一
冊
に
つ
き
︑
定
価

の
一
割
を
支
払
う
の
だ
っ
た
︒し
て
見
れ
ば
ま
ず
日
本
の
作
家
が
︑

現
在
取
っ
て
い
る
印
税
と
大
差
が
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
︒
が
︑
こ

れ
が
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
ユ
ウ
ジ
ェ
ニ
ニ
・
グ
ラ
ン
デ
エ
を
書
い
た
時

分
だ
か
ら
︑
千
八
百
三
十
二
年
か
三
年
頃
の
話
で
あ
る
︒
ま
あ
印
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税
も
日
本
で
は
︑
西
洋
よ
り
ざ
っ
と
百
年
ば
か
り
遅
れ
て
い
る
と

思
え
ば
好
い
︒
原
稿
成
金
な
ぞ
と
云
っ
て
も
︑
日
本
で
は
当
分
小

説
家
は
︑
貧
乏
に
堪
え
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
で
あ
る
︒︵
一
月
三
十

日
︶

日
米
関
係

日
米
関
係
と
云
っ
た
所
が
︑外
交
問
題
を
論
ず
る
の
で
は
な
い
︒

文
壇
の
み
に
存
在
す
る
日
米
関
係
を
云
い
た
い
の
で
あ
る
︒
日
本
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に
学
ば
れ
る
外
国
語
の
中
で
は
︑
英
吉
利
語
程
範
囲
の
広
い
も
の

イ
ギ
リ
ス

は
な
い
︒
だ
か
ら
日
本
の
文
士
た
ち
も
︑
大
抵
は
英
吉
利
語
に
手

依
っ
て
い
る
︒
所
が
英
吉
利
な
り
亜
米
利
加
な
り
︑
本
来
の
英
吉

ア

メ

リ

カ

利
語
文
学
は
︑
シ
ョ
オ
と
か
ワ
イ
ル
ド
と
か
云
う
以
外
に
︑
余
り

日
本
で
は
流
行
し
な
い
︒
や
は
り
読
ま
れ
る
の
は
大
陸
文
学
で
あ

る
︒
然
る
に
英
吉
利
語
訳
の
大
陸
文
学
は
︑
亜
米
利
加
向
き
の
も

の
が
多
い
︒何
故
と
云
え
ば
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
以
後
︑芸
術
的
に
荒
蕪

こ
う
ぶ

な
亜
米
利
加
は
︑
他
国
に
天
才
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
関

係
上
日
本
の
文
壇
は
︑
さ
程
著
し
く
な
い
に
し
て
も
︑
近
年
は

い
ち
じ
る

亜
米
利
加
の
流
行
に
︑
影
響
さ
れ
る
形
が
な
い
で
も
な
い
︒
イ
バ
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ネ
ス
の
名
前
が
聞
え
出
し
た
の
は
︑
こ
の
実
例
の
一
つ
で
あ
る
︒

︵
僕
が
高
等
学
校
の
生
徒
だ
っ
た
頃
は
︑
あ
の
﹁
大
寺
院
の
影
﹂
の

外
に
︑
英
吉
利
語
訳
の
イ
バ
ネ
ス
は
何
処
を
探
し
て
も
見
当
ら
な
か
っ

た
︶︒
向
う
河
岸
の
火
の
手
が
静
ま
っ
た
ら
︑
今
度
は
パ
ピ
ニ
な

ぞ
の
伊
太
利
文
学
が
︑
日
本
に
も
紹
介
さ
れ
出
す
か
も
知
れ
ぬ
︒

イ
タ
リ
ア

こ
れ
は
大
陸
文
学
で
は
な
い
が
︑
以
前
文
壇
の
一
角
に
︑
愛
蘭
土

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

文
学
が
持
て
囃
さ
れ
た
の
も
︑
火
の
元
は
亜
米
利
加
に
あ
っ
た
よ

う
だ
︒
こ
う
云
う
日
米
関
係
は
︑
英
吉
利
語
文
学
が
流
行
し
な
い

だ
け
に
存
外
見
落
さ
れ
勝
ち
の
よ
う
で
あ
る
︒
偶
丸
善
へ
行
っ

た
ま
た
ま

て
見
た
ら
︑
イ
バ
ネ
ス
︑
ブ
レ
ス
ト
・
ガ
ナ
︑
デ
・
ア
ラ
ル
コ
ン
︑
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バ
ロ
ハ
な
ぞ
の
西
班
牙
小
説
が
沢
山
並
べ
て
あ
っ
た
為
め
︑
こ
ん

ス
ペ
イ
ン

な
事
を
記
し
て
置
く
気
に
な
っ
た
︒︵
二
月
一
日
︶

A
m
broso

B
ierce

日
米
関
係
を
論
じ
た
次
手
に
︑
亜
米
利
加
の
作
家
を
一
人
挙
げ

よ
う
︒
ア
ム
ブ
ロ
オ
ズ
・
ビ
イ
ア
ス
は
毛
色
の
変
っ
た
作
家
で
あ

る
︒︵
一
︶
短
篇
小
説
を
組
み
立
て
さ
せ
れ
ば
︑
彼
程
鋭
い
技
巧

家
は
少
い
︒
評
論
が
ポ
オ
の
再
来
と
云
う
の
は
︑
確
に
こ
の
点
で
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も
当
っ
て
い
る
︒
そ
の
上
彼
が
好
ん
で
描
く
の
は
︑
や
は
り
ポ
オ

と
同
じ
よ
う
に
︑
無
気
味
な
超
自
然
の
世
界
で
あ
る
︒
こ
の
方
面

の
小
説
家
で
は
︑
英
吉
利
に

A
lgernon

B
lackw

ood

が
あ
る
が
︑

到
底
ビ
イ
ア
ス
の
敵
で
は
な
い
︒︵
二
︶
彼
は
又
批
評
や
諷
刺
詩

を
書
く
と
︑
辛
辣
無
双
な
皮
肉
家
で
あ
る
︒
現
に
レ
ジ
ン
ス
キ
イ

と
云
う
︑
確
か
波
蘭
土
系
の
詩
人
の
如
き
は
︑
彼
の
毒
舌
に
翻
弄

ポ
オ
ラ
ン
ド

さ
れ
た
結
果
自
殺
を
遂
げ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
︒
が
︑
彼
の
批
評

を
読
め
ば
︑
精
到
の
妙
は
な
い
に
し
て
も
︑
犀
利
の
快
に
は
富
ん

さ
い
り

で
い
る
と
思
う
︒︵
三
︶
彼
は
同
時
代
の
作
家
の
中
で
は
︑
最
も

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
だ
っ
た
︒
南
北
戦
争
に
従
軍
し
た
事
も
あ
る
︒
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桑

港
の
雑
誌
の
主
筆
を
し
た
事
も
あ
る
︒
倫
敦
に
文
を
売
っ

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

ロ
ン
ド
ン

て
い
た
事
も
あ
る
︒
し
か
も
彼
は
生
き
た
か
死
ん
だ
か
︑
未
に
行

方
が
判
然
し
な
い
︒
中
に
は
彼
の
悪
口
が
︑
余
り
に
人
を
傷
け
た

為
め
暗
殺
さ
れ
た
の
だ
と
云
う
も
の
も
あ
る
︒︵
四
︶
彼
の
著
書

に
は
十
二
巻
の
全
集
が
あ
る
︒
短
篇
小
説
の
み
読
み
た
い
人
は

In
the

M
idst

of
L
ife
及
び

C
an

Such
T
hings

B
e
?

の
二
巻
に

就
く
が
好
い
︒
私
は
こ
の
二
巻
の
中
に
︑
特
に
前
者
を
推
し
た
い

の
で
あ
る
︒
後
者
に
は
佳
作
は
一
二
し
か
見
え
ぬ
︒︵
五
︶
彼
の

評
伝
は
一
冊
も
な
い
︒
オ
ウ
・
ヘ
ン
リ
イ
等
に
比
べ
る
と
︑
此
処

こ

こ

で
も
彼
は
薄
倖
で
あ
る
︒
彼
の
事
を
多
少
知
り
た
い
人
は
︑
ケ
ム
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ブ
リ
ッ
ヂ
版
の

H
istory

of
A
m
erican

L
iterature

第
二
版
の
三

八
六
︱
七
頁
︑
或
は

C
ooper

著

Som
e

A
m
erican

Story

T
ellers

の
ビ
イ
ア
ス
論
を
見
る
が
好
い
︒
前
に
書
く
の
を
忘
れ

た
が
︑
年
代
は
一
八
三
八
︱
一
九
一
四
？

で
あ
る
︒
日
本
訳
は

一
つ
も
見
え
な
い
︒
紹
介
も
こ
れ
が
最
初
で
あ
ろ
う
︒︵
二
月
二

日
︶
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む

し

私
は
﹁
龍
﹂
と
云
う
小
説
を
書
い
た
時
︑﹁
虫
の
垂
衣
を
し
た

た
れ
ぎ
ぬ

女
が
一
人
︑
建
札
の
前
に
立
っ
て
い
る
﹂
と
書
い
た
︒
そ
の
後
或

人
の
注
意
に
よ
る
と
︑
虫
の
垂
衣
が
行
わ
れ
た
の
は
︑
鎌
倉
時
代

以
後
だ
そ
う
で
あ
る
︒
そ
の
証
拠
に
は
源
氏
の
初
瀬
詣
の
条
に

く
だ
り

も
︑
虫
の
垂
衣
の
事
は
見
え
ぬ
そ
う
で
あ
る
︒
私
は
そ
の
人
の
注

意
に
感
謝
し
た
︒
が
︑
私
が
虫
の
垂
衣
云
々
の
事
を
書
い
た
の
は
︑

﹁
信
貴
山
縁
起
﹂﹁
粉
河
寺
縁
起
﹂
な
ぞ
の
画
巻
物
に
よ
っ
て
い

し

ぎ
さ
ん
え
ん
ぎ

こ
か
わ
で
ら
え
ん
ぎ

た
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
そ
う
云
う
注
意
を
受
け
て
も
︑
剛
情
に
自
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説
は
改
め
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
何
か
の
次
手
か
ら
︑
宮
本
勢
助
氏

に
こ
の
事
を
話
す
と
︑
虫
の
垂
衣
は
今
昔
物
語
に
も
出
て
い
る
と

云
う
事
を
教
え
ら
れ
た
︒
そ
れ
か
ら
早
速
今
昔
を
見
る
と
︑
本
朝

の
部
巻
六
︑
従
鎮
西
上
人
依

観

音

助
遁
賊
難
持

命

ち
ん
ぜ
い
よ
り
の
ぼ
る
の
ひ
と
か
ん
の
ん
の
た
す
け
に
よ
り
て
ぞ
く
な
ん
を
の
が
れ
い
の
ち
を
じ
す
る

語

の
中
に
︑﹁
転
て
思
す
ら
む
︒
然
れ
ど
も
昼
牟
子
を
風
の

も
の
が
た
り

う
た

○

○

吹
き
開
き
た
り
つ
る
よ
り
見
奉
る
に
︑
更
に
物
不
レ
思
罪
免
し
給

へ
云
々
﹂
と
あ
る
︒
私
は
心
の
舒
び
る
の
を
感
じ
た
︒
同
時
に
自

の

説
は
曲
げ
ず
に
い
て
も
︑
矢
張
文
献
に
証
拠
の
な
い
の
が
︑
今
ま

で
は
多
少
寂
し
か
っ
た
の
を
知
っ
た
︒︵
二
月
三
日
︶
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蕗

坂
に
な
っ
た
路
の
土
が
︑
砥
の
粉
の
よ
う
に
乾
い
て
い
る
︒
寂

と

し
い
山
間
の
町
だ
か
ら
︑
路
に
は
石
塊
も
少
く
な
い
︒
両
側
に
は

古
い
こ
け
ら
葺
の
家
が
︑
ひ
っ
そ
り
と
日
光
を
浴
び
て
い
る
︒
僕

等
二
人
の
中
学
生
は
︑
そ
の
路
を
せ
か
せ
か
上
っ
て
行
っ
た
︒
す

る
と
赤
ん
坊
を
背
負
っ
た
少
女
が
一
人
︑
濃
い
影
を
足
も
と
に
落

し
な
が
ら
︑
静
に
坂
を
下
っ
て
来
た
︒
少
女
は
袖
の
ま
く
れ
た
手

に
︑
茎
の
長
い
蕗
を
か
ざ
し
て
い
る
︒
何
の
為
め
か
と
思
っ
た
ら
︑
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そ
れ
は
真
夏
の
日
光
が
︑
す
や
す
や
寝
入
っ
た
赤
ん
坊
の
顔
へ
︑

当
ら
ぬ
為
の
蕗
で
あ
っ
た
︒
僕
等
二
人
は
す
れ
違
う
時
に
︑
そ
っ

と
微
笑
を
交
換
し
た
︒
が
︑
少
女
は
そ
れ
も
知
ら
な
い
よ
う
に
︑

や
は
り
静
に
通
り
す
ぎ
た
︒
か
す
か
に
頬
が
日
に
焼
け
た
︑
大
様

の
顔
だ
ち
の
少
女
で
あ
る
︒
そ
の
顔
が
未
に
ど
う
か
す
る
と
︑
は

っ
き
り
記
憶
に
浮
ぶ
事
が
あ
る
︒里
見
君
の
所
謂
一
目
惚
れ
と
は
︑

い
わ
ゆ
る

こ
ん
な
心
も
ち
を
云
う
の
か
も
知
れ
な
い
︒︵
二
月
十
日
︶
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︵
削
除
分
︶

時
弊
一
つ

﹁
彼
︵
一
茶
︶﹂
の
結
婚
生
活
も
決
し
て
幸
福
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
︒
生
ま
れ
る
子
供
も
︑
生
ま
れ
る
子
供
も
︑
皆
夭
折
し
て

行
く
の
で
あ
っ
た
︒︵
中
略
︶
さ
れ
ば
こ
そ
︑﹁
唯
頼
め
桜
は
た
は

た
あ
の
通
り
﹂
と
云
う
よ
う
な
︑
宗
教
的
な
句
に
対
し
て
も
︑
陳

腐
な
感
じ
を
起
す
よ
り
も
︑
寧
ろ
吾
々
は
何
と
も
い
え
な
い
厳
か
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な
感
じ
を
起
す
の
で
あ
る
︒﹂
こ
れ
は
西
宮
藤
朝
氏
が
一
茶
の
生

活
を
論
じ
た
文
章
で
あ
る
︵﹁
国
粋
﹂
十
二
月
号
所
載
︑﹁
家
庭
生
活

の
諸
相
﹂︶
が
︑
私
は
一
茶
の
生
活
を
知
る
と
知
ら
ざ
る
と
に
関

ら
ず
︑
こ
の
句
は
一
茶
の
作
中
で
も
︑
見
る
に
堪
え
な
い
俗
句
だ

と
思
う
︒
こ
の
句
に
厳
か
な
感
じ
を
起
す
と
云
え
ば
︑
西
宮
氏
は

全
然
私
た
ち
と
は
︑
異
っ
た
神
経
の
所
有
者
で
あ
る
︒
し
か
し
単

に
そ
れ
の
み
な
ら
︑
私
は
何
も
物
知
り
顔
に
︑
こ
の
句
の
価
値
な

ぞ
喋
々
し
な
い
︒
私
が
西
宮
氏
を
難
ず
る
所
以
は
︑
時
弊
の
一
つ

が
氏
の
態
度
に
現
れ
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
︒
私
の
見
る
所

を
云
え
ば
︑
西
宮
氏
は
こ
の
句
を
鑑
賞
す
る
際
︑
一
茶
の
伝
記
を
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知
っ
て
い
た
為
め
に
︑
眼
光
が
昏
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
云

わ
ば
こ
の
句
の
正
体
も
極
め
ず
︑
一
茶
の
伝
記
が
句
の
上
に
懸
け

た
︑
円
光
ば
か
り
を
拝
ん
だ
の
で
あ
る
︒
こ
の
態
度
は
宗
匠
連
が
︑

芭
蕉
の
﹁
古
池
や
﹂
を
難
有
が
る
の
と
︑
邪
道
に
堕
在
し
た
上
か

ら
見
れ
ば
︑
五
十
歩
百
歩
と
云
う
外
は
な
い
︒
こ
れ
は
独
り
句
の

み
な
ら
ず
︑
小
説
で
も
画
で
も
同
じ
事
で
あ
る
︒
評
家
は
常
に
作

品
に
の
み
︑
作
品
の
価
値
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
も
し
作
品
の
鑑

賞
上
︑
作
家
の
伝
記
が
役
立
つ
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
作
品
が
与
え

た
感
じ
に
︑
脚
注
を
加
え
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
限
界
を

守
ら
ぬ
評
家
は
︑
た
と
い
作
品
の
価
値
如
何
に
全
然
盲
目
で
な
い
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に
し
て
も
︑
す
ぐ
に
手
軽
な
﹁
鑑
賞
上
の
浪
曼
主
義
﹂
に
陥
っ
て

し
ま
う
︒
惹
い
て
は
知
見
に
囚
わ
れ
る
余
り
︑
味
到
の
一
大
事
を

忘
却
し
た
︑
上
の
空
の
鑑
賞
に
流
れ
易
い
︒
私
は
こ
う
云
う
弊
風

が
︑
多
少
で
も
見
え
る
の
を
好
ま
ぬ
の
で
あ
る
︒
ユ
ウ
ゴ
オ
︑
芭

蕉
︑
ベ
エ
ト
オ
フ
ェ
ン
な
ぞ
が
軽
々
に
談
ら
れ
る
の
を
好
ま
ぬ
の

で
あ
る
︒
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
西
宮
氏
に
は
︑
気
の
毒
な
心
地

が
し
な
い
で
も
な
い
︒︵
二
月
五
日
︶
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