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「
歳と

し

改
あ
ら
た

ま
る
こ
の
時
」
と
い
う
の
は
厳

お
ご
そ

か

に
迎
え
た
い
も
の
で
あ
る
。
何
故

な

ぜ

か
と
い
う

と
た
と
え
ば
、

自
分
自
身
を
改
善

か
い
ぜ
ん

し
た
い
こ
と
、
本
棚

ほ
ん
だ
な

や

書
類

し
ょ
る
い

の
整
理
な
ど
明
日
は
・
来
週
は
と
毎
日

の
よ
う
に
思
い
な
が
ら
も
、
な
か
な
か
出
来

な
い
事
を
、
暦

こ
よ
み

の
改
ま
る
時
に
意
を
決
す
る

と
い
う
特
別
な
思
い
が
お
き
る
時
で
は
な
か

ろ
う
か
。

子
供
の
こ
ろ
歳
末

さ
い
ま
つ

と
な
る
と
「
誓
文

せ
い
も
ん

払ば
ら

い
」

と
い
っ
て
ど
こ
の
町
の
商
店
街
で
も
大
売
出

し
で
賑に

ぎ

わ
っ
た
。
私
世
代
の
育
ち
盛
り
の
頃

は
、「
生う

め
よ
増ふ

や
せ
よ
」
の
国
策

こ
く
さ
く

に

乗の

っ
て
ど
こ
の
家
で
も
子
沢
山

こ
だ
く

さ
ん

だ
っ

た
。
私
な
ど
は
五
男
二
女
の
次
男
と
し

て
育
っ
た
か
ら
、
着
る
物
は
全す

べ

て
兄
の

お
下さ

が
り
で
、
新
し
い
も
の
を
買
っ
て

も
ら
っ
た
こ
と
は
、
学
校
の
入
学
の
時

く
ら
い
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
ん
な

暮く

ら
し
の
中
で
年
に
一
度
だ
け
「
誓
文

払
い
」
の
時
に
は
、
下
駄

げ

た

・
足
袋

た

び

・

手
袋

て
ぶ
く
ろ

な
ど
を
買
っ
て
も
ら
っ
た
記
憶

き

お

く

が

鮮
明

せ
ん
め
い

に
残
っ
て
い
る
。

本
家

ほ

ん

け

と
い
わ
れ
る
家
の
お
正
月
は
、

親
戚

し
ん
せ
き

が
多
く
集
ま
っ
て
く
る
。
子
供
た

ち
に
と
っ
て
は
お
年
玉
を
頂
く
、
一
年

の
う
ち
最
高
に
楽
し
み
の
時
で
あ
っ

た
。「

誓
文
払
い
」
と
い
う
の
は
、
広
辞

苑
に
よ
る
と
「
陰
暦

い
ん
れ
き

の
十
月
二
十
日
に

京
都
の
商
人

し
ょ
う
に
ん

・
遊
女

ゆ
う
じ
ょ

な
ど
が
四
条

し
じ
ょ
う

京
極

き
ょ
う
ご
く

の
冠
者

か
ん
し
ゃ

殿で
ん

に
参
詣

さ
ん
け
い

し
、
日
ご
ろ
商
売
上

し
ょ
う
ば
い
じ
ょ
う

の

駆
引

か
け
ひ
き

き
に
嘘う

そ

を
つ
い
た
罪つ

み

を
祓は

ら

い
、
神
罰

し
ん
ば
つ

の

放
免

ほ
う
め
ん

を
請こ

う
た
行
事
。
こ
の
日
、
京
坂
の
商

店
は
特
に
安
価
の
売
出
し
を
し
た
」
こ
と
に

よ
る
と
言
わ
れ
る
。

子
沢
山
の
親
た
ち
は
、
日
ご
ろ
子
供
達
に

ほ
し
い
物
を
お
ね
だ
り
さ
れ
て
も
、「
分
か
っ

た
、
分
か
っ
た
、
そ
の
う
ち
に
」
と
欲ほ

し
が

る
我
が
子
を
、
だ
ま
し
、
だ
ま
し
「
誓
文
払

い
」
の
安
売
り
の
日
を
待
っ
て
子
供
へ
の

罪
滅

つ
み
ほ
ろ

ぼ
し
を
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
欲ほ

し
が
り
ま
せ
ん
勝か

つ

ま
で
は
」
の
軍
国

ぐ
ん
こ
く

教
育

き
ょ
う
い
く

と
言
わ
れ
た
、
耐た

え
る
教
育
を
強し

い
ら

れ
た
世
代
が
、
世
界
一
の
経
済
大
国
、
豊
か

で
平
和
な
日
本
を
築き

ず

い
た
こ
と
は
誰だ

れ

も
が
認み

と

め
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
豊

ゆ
た
か

で
平
和
国
家
と
世
界
の
発
展

は
っ
て
ん

途
上

と
じ
ょ
う

国こ
く

の
人
々
の
羨
望

せ
ん
ぼ
う

と
な
っ
て
い
る
日
本
は

如
何

い

か

が

な
も
の
か
。

私
に
授さ

ず

か
っ
て
い
る
寿
命

じ
ゅ
み
ょ
う

は
、
あ
と

幾
歳
月

い
く
さ
い
げ
つ

残の
こ

さ
れ
て
い
る
か
は
分
か
ら
な
い
け

れ
ど
、
祖
先

そ

せ

ん

は
ど
ん
な
困
難

こ
ん
な
ん

な
時
節

じ

せ

つ

に
あ
っ

て
も
、
未
来

み

ら

い

に
期
待

き

た

い

を
し
、
祈
り
を
こ
め
て

い
た
で
あ
ろ
う
事
へ
の
思
い
を
新あ

ら

た
に
し
、

知
性

ち

せ

い

を
持も

つ
人
間
と
し
て
子
孫

し

そ

ん

へ
伝
承

で
ん
し
ょ
う

す
る

生
き
方
が
、
問と

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

昨
年
の
「
祈い

の

り
」
は

世
界
が
平
和
に
な
り
ま
す
よ
う
に

自
然

し

ぜ

ん

を
敬

う
や
ま

い
互た

が

い
を
敬
い
　

生い

き
と
し
生い

け
る
も
の
が

在あ

る
が
ま
ま
に
輝

か
が
や

き
　
　
　

生
か
さ
れ
る
世
界
を

創つ
く

ら
ね
ば
な
ら
な
い

と

祈
り
を
こ
め
た
の
で
は
あ
る
が
、
世
界
の

葛
藤

か
っ
と
う

は
尽つ

き
ず
。
国
内
に
あ
っ
て
は
幼

お
さ
な

い
子

供
の
命

い
の
ち

が
脅

お
び
や

か
さ
れ
る
現
状
は
、
被
害

ひ

が

い

者し
ゃ

の

立
場
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
加
害
者

か
が
い
し
ゃ

と
な

る
人
が
育
っ
た
過
程

か

て

い

も
、
他
人
事

た
に
ん
ご
と

で
は
な
く
、

己お
の
れ

の
子
育

こ

そ

だ

て
の
再
確
認

さ
い
か
く
に
ん

が
問と

わ
れ
て
い
る
よ

う
に
も
思
う
。

一
昨
年
、
昨
年
と
世
界
各
地
で
起
こ
っ
た

地
震
等
天
変

て
ん
ぺ
ん

地
異

ち

い

の
著

い
ち
じ
るし

い
こ
と
を
思
う
と
、

た
だ
祈
り
を
こ
め
る
の
み
で
あ
る
。

か

い

　

　

さ

い
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れ

い
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ん
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浜
ま
で
は
　

海
女

あ

ま

も
み
の
着
る
　

時
雨

し

ぐ

れ

か
な

こ
れ
は
播
州

ば
ん
し
ゅ
う

の
瓢
水

ひ
ょ
う
す
い

と
い
う
人
の
句
で
す
。
千
石
船

せ
ん
ご
く
ぶ
ね

五

艘そ
う

も
あ
っ
た
財
産
を
風
流
で
皆
な
く
し
、

蔵
売
っ
て
　
日
当
た
り
の
よ
き
　
牡
丹

ぼ

た

ん

か
な

と
吟ぎ

ん

じ
る
ほ
ど
に
、
執
着
を
去
っ
た
人
で
、
や
が
て
仏

門
に
入
り
お
坊
さ
ん
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
透
徹

と
う
て
つ

し
た
境
涯

き
ょ
う
が
い

を
慕し

た

っ
て
あ
る
日
、
一
人
の

雲
水

う
ん
す
い

が
訪
ね
て
き
ま
し
た
。
瓢
水
は
た
ま
た
ま
風
邪
薬

を
買
い
に
出
か
け
て
お
留
守
で
し
た
。「
高
い
噂
を
聞
い

て
訪
ね
て
来
た
が
自
分
の
生
命
に
執
着
が
あ
る
よ
う
で

は
大
し
た
人
で
は
な
い
」
と
見
て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
雲

水
に
、
瓢
水
が
贈
っ
た
の
が
こ
の
句
で
あ
っ
た
と
い
い

ま
す
。

い
ず
れ
海
に
入
っ
て
濡
れ
る
の
だ
か
ら
、
浜
ま
で
の

し
ば
ら
く
を
時
雨
に
濡
れ
て
行
っ
て
も
ど
う
い
う
こ
と

は
な
か
ろ
う
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
。

健
康
な
体
あ
っ
て
こ
そ
仕
事
も
で
き
る
。
そ
の
大
切
な

体
を
意
味
も
な
く
濡
ら
す
よ
う
な
心
な
い
こ
と
は
し
な

い
、
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
体
あ
っ
て
仏
法
が
聞
け
、
仏
道
を
行

ぎ
ょ
う

じ
、
人
々

に
伝
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
命
を
惜
し

ん
で
は
な
ら
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
命
を
惜
し
み

大
切
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
小
さ
な
私
一
個
の
た
め
に

命
を
惜
し
む
の
で
は
な
く
、
仏
法
の
た
め
に
命
を
惜
し

む
と
い
う
の
で
す
。

不
惜

ふ
し
ゃ
く

身
命

し
ん
み
ょ
う

な
る
が
ゆ
え
に
惜
身
命

私
は
十
六
歳
の
春
、
頭
を
剃そ

っ
て
名
古
屋
の
修
行
道

場
に
入
り
ま
し
た
。
五
歳
の
時
か
ら
空
気
の
き
れ
い
な

信
州
の
山
寺
で
、
新
鮮
な
野
菜
を
お
腹な

か

い
っ
ぱ
い
食
べ

て
育
っ
た
私
が
、
急
に
都
会
の
そ
れ
も
終
戦
直
後
の
極

め
て
食
糧
事
情
の
悪
い
時
に
、
さ
ら
に
輪
を
か
け
て
粗

食
な
道
場
へ
入
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
た
ち
ま
ち
病
気

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
医
者
か
ら
肺
浸
潤

は
い
し
ん
じ
ゅ
ん

だ
の
心

臓
肥
大

ひ

だ

い

だ
の
と
い
ろ
い
ろ
な
病
名
を
つ
け
ら
れ
、
階
段

の
上
り
下
り
さ
え
も
大
変
な
ほ
ど
に
体
力
を
落
と
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
で
も
私
は
と
に
か
く
一
生
懸
命
修
行

し
た
い
ば
か
り
で
し
た
の
で
、
一
朝

ひ
と
あ
さ

も
一
晩

ひ
と
ば
ん

も
休
む
つ

も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
し
て
病
気
治
療
の
た
め
に

休
暇
を
と
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
夢
に
も
考
え
ま
せ
ん

で
し
た
。
あ
る
日
、
尊
敬
し
て
い
た
先
生
に
、

「
道
元

ど
う
げ
ん

禅
師

ぜ

ん

じ

さ
ま
は
『
不
惜
身
命
な
る
が
ゆ
え
に
惜
身
命
』

と
仰お

お

せ
ら
れ
た
。
仏
法
の
た
め
に
身
命
を
惜
し
ん
で
は

な
ら
な
い
が
、
仏
法
を
背
負
う
体
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分

の
体
を
惜
し
み
、
大
切
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

家
へ
帰
っ
て
静
養
し
て
き
な
さ
い
」
と
厳
し
く
、
し
か

し
あ
た
た
か
く
説
得
さ
れ
ま
し
た
。「
仏
法
の
た
め
に
身

命
を
惜
し
め
」
の
一
言
で
ス
カ
ッ
と
決
着
が
つ
き
、
即

座
に
道
場
を
後
に
し
半
月
ほ
ど
で
し
た
が
母
の
元
に
帰

り
療
養
し
た
こ
と
で
し
た
。

何
故

な
に
ゆ
え

に
、
こ
の
体
を
大
切
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。

こ
の
体
を
、
何
に
使
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。

大
切
な
の
は
こ
の
一
点
な
の
で
す
。

私
の
知
人
の
寺
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
書
か
れ
た
額
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が
掛
け
て
あ
り
ま
し
た
。

《
五
尺
の
躰

か
ら
だ

借
用

し
ゃ
く
よ
う

證
文

し
ょ
う
も
ん

》

「
地
水

ち

す

い

火
風

か

ふ

う

煩
悩

ぼ
ん
の
う

具
足

ぐ

そ

く

の
身
　
右
は
仏
法

ぶ
っ
ぽ
う

聴
聞

ち
ょ
う
も
ん

の

御
用

ご

よ

う

に
つ
き
　
借
用
つ
か
ま
つ
り
候

そ
う
ろ
う。

し
か
る
に
老
少

ろ
う
し
ょ
う

不
定

ふ
じ
ょ
う

の
世
界
に
候

そ
う
ろ
う間
あ
い
だ

無
常

む
じ
ょ
う

の
風
吹

き
次
第

し

だ

い

何
時
に
て
も
御
返
済
申
す
べ
く
候
事
　
実
正

な
り
」
と
あ
り
、
さ
ら
に

「
た
だ
し
利
息
と
し
て
王
法

お
う
ほ
う

を
本も

と

と
し
　
き
っ
と
あ

い
守
り
申
す
べ
く
　
も
し
怠
惰

た

い

だ

に
あ
い
暮
ら
し
　
行
じ

が
た
く
修
し
が
た
く
　
現
世

げ

ん

せ

祈
祷

き

と

う

あ
い
つ
の
り
、
祖
師

そ

し

の
真
俗

し
ん
ぞ
く

二
諦

に

た

い

の
御
教
義

お
ん
き
ょ
う
ぎ

に
あ
い
背そ

む

き
候
え
ば
、
な
ん
ど

き
無
間

む

げ

ん

地
獄

じ

ご

く

に
御
引
き
取
り
下
さ
れ
候
と
も
、
一
言
の

不
足
も
申
す
ま
じ
く
候
　

よ
っ
て
後
日
の
た
め
に
一
札

い
っ
さ
つ

件
く
だ
ん

の
如
し
」
と
た
だ
し

書
き
を
そ
え
て
あ
り
ま
す
。

借
用
主
は
「
娑
婆
国

し
ゃ
ば
こ
く

浮
世
郡

う
き
よ
ぐ
ん

御
法

ご

ほ

う

義ぎ

町ま
ち

其
甲

そ
れ
が
し

」
と
し
、

宛
名
は
「
冥
土
国

め
い
ど
の
く
に

閻
魔
大
王

え
ん
ま
だ
い
お
う

殿ど
の

」
と
あ
り
ま
す
。

私
だ
け
の
力
で

生
き
て
い
る
の
で
は
な
い

こ
の
五
尺
の
体
、
わ
が
ま
ま
な
私
の
、
あ
あ
し
た
い

こ
う
し
た
い
の
欲
の
満
足
の
た
め
に
使
う
の
で
は
な
い
、

名
誉
や
金
儲
け
の
た
め
に
使
う
の
で
も
な
い
。
美
味
し

い
も
の
を
食
べ
た
り
、
高
価
な
衣
装
や
装
身
具
を
身
に

ま
と
う
た
め
だ
け
の
体
で
も
な
い
。
ま
し
て
人
を
傷
つ

け
た
り
苦
し
め
た
り
す
る
た
め
で
も
な
い
。
い
ち
ば
ん

大
切
な
天
地
の
道
理
を
そ
れ
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い

る
人
の
あ
る
べ
き
よ
う
を
そ
れ
を
仏
法
と
い
う
の
で
す

が
、
そ
の
仏
法
を
聴
か
せ
て
も
ら
う
た
め
に
こ
の
体
を

お
借
り
す
る
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し

”無
常
“
の
世

の
中
、
老
人
や
病
弱
な
者
か
ら
先
に
亡
く
な
り
、
若
い

者
、
健
康
な
者
が
後
と
決
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

ひ
と
た
び

”無
常
“
の
風
が
吹
い
た
ら
い
つ
で
も
文
句

な
し
に
私
が
借
り
て
い
る
命
を
お
返
し
す
る
と
い
う
の

で
す
。
ま
た
教
え
に
背
い
た
り
、
怠

お
こ
た

っ
た
り
、
間
違
っ

た
教
え
に
走
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
た
時
は
、
い
つ
な
ん

ど
き
無
間
地
獄
へ
引
き
取
っ
て
く
れ
て
も
、
一
言
の
文

句
も
言
わ
な
い
、
と
、
冥
土
の
国
を
司

つ
か
さ
どる
閻
魔
大
王
に

誓
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
体
は
、
何
に
使
う
た
め
に

大
切
に
す
る
の
？

あ
な
た
は
こ
の
「
天
地
さ
ま
か
ら
お
借
り
し
て
い
る
」

ご
自
分
の
体
を
た
っ
た
一
つ
の
、
た
っ
た
一
度
の
こ
の

体
を
何
に
使
お
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

い
ま
ひ
と
時
の
さ
び
し
さ
や
孤
独
を
紛ま

ぎ

ら
わ
せ
る
た
め

の
快
楽
の
た
め
に
？
そ
れ
と
も
お
金
や
名
誉
を
手
に
入

れ
る
た
め
に
で
し
ょ
う
か
？
い
ず
れ
も
む
な
し
い
で
す

ね
。
い
ち
ば
ん
大
切
な
こ
と
の
た
め
に
こ
の
体
を
使
い

た
い
。
借
用
證
文
を
遺の

こ

し
た
方
は
「
仏
法
聴
聞
の
た
め

に
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
仏
教
の
修
行

に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
世
に
あ
っ
て
い
ち
ば
ん
大
切
な
こ
と
、
最
高
の

生
き
方
、
最
後
の
落
ち
つ
き
場
所
―
―
　
そ
れ
を
求
め

る
た
め
に
、
仏
さ
ま
の
教
え
に
耳
を
傾
け
、
実
行
し
、

悔
い
の
な
い
一
日
一
日
を
送
る
た
め
に
こ
の
体
を
拝
借

す
る
と
い
う
の
で
す
。
さ
ら
に
は
無
常
の
世
の
な
ら
い
、

お
迎
え
が
来
た
時
は
い
つ
で
も
文
句
な
し
に
こ
の
体
を

お
返
し
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
覚
悟
、
で
き
て

い
ま
す
か
？
で
き
て
い
ま
せ
ん
ね
。「
今
、
お
迎
え
に
行

っ
て
も
よ
ろ
し
い
で
す
か
？
」「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ

さ
い
」
と
う
ろ
た
え
、
い
つ
で
も
都
合
悪
い
私
が
い
る

ば
か
り
で
す
。

證
文
の
た
だ
し
書
き
が
ま
た
凄す

ご

い
。
怠
っ
た
時
、
教

え
に
背
い
て
間
違
っ
た
道
に
そ
れ
て
し
ま
っ
た
時
は
い

つ
何
時

な
ん
ど
き

で
も
無
間
地
獄
（
休
み
な
く
苦
し
み
が
続
く
地

獄
）
へ
お
引
き
取
り
く
だ
さ
っ
て
も
一
言
も
不
平
は
言

わ
な
い
と
い
う
。
こ
の
腹は

ら

の
す
わ
り
も
見
事
で
す
。
ど

う
い
う
結
果
が
出
よ
う
と
自
業
自
得
、
無
条
件
に
受
け
、

針
の
山
登
り
で
あ
ろ
う
と
、
釜
ゆ
で
で
あ
ろ
う
と
勤
め

あ
げ
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
体
何
に

使
う
か
、
何
に
使
う
が
た
め
に
大
切
に
す
る
の
か
。
い

つ
お
迎
え
が
来
て
も
よ
い
、
と
い
う
覚
悟
は
で
き
て
い

る
か
。
道
に
そ
む
い
て
生
き
た
場
合
、
い
つ
地
獄
へ
落

ち
て
も
文
句
は
言
わ
な
い
の
決
定
が
で
き
て
い
る
か
。

こ
の
三
点
（
ま
た
は
四
点
）
だ
け
は
毎
日
、
我
が
身
に

問
い
続
け
な
が
ら
生
き
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

※
（
本
文
は
、
青
山
俊
董
尼
老
師
著

「
悲
し
み
は
あ
し
た
花
咲
く
」
光
文
社
よ
り
抜
粋
し
た

も
の
で
す
。）
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【
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
】

月
日
は
百
代

ひ
ゃ
く
だ
い

の
過
客

く
わ
か
く

に
し
て
、
行
き
か

ふ
年
も
又
旅
人
な
り
。
舟
の
上
に
生
涯
を

う
か
べ
。
馬
の
口
と
ら
へ
て
老
い
を
む
か

ふ
る
も
の
は
、
日
々
旅
に
し
て
旅
を
栖

す
み
か

と

す
。
古
人

こ

じ

ん

も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
。

予
も
い
づ
れ
の
年
よ
り
か
、
片
雲

へ
ん
う
ん

の
風
に

さ
そ
わ
れ
て
漂
白
の
思
ひ
や
ま
ず
。
海
濱

か
い
ひ
ん

に
さ
す
ら
へ
、
去
年

こ

ぞ

の
秋
江
上

か
う
じ
ょ
う

の
破
屋

あ
ば
ら
や

に

蜘
蛛
の
古
巣
を
は
ら
ひ
て
、
や
ゝ
年
も
暮

れ
、
春
立
て
る
霞
の
空
に
、
白
川
の
關
こ

え
ん
と
、
そ
ゞ
ろ
神
の
も
の
に
つ
き
て
、

心
を
く
る
は
せ
、
道
祖
神

ど
う
そ
し
ん

の
ま
ね
き
に
あ

ひ
て
取
る
も
の
手
に
つ
か
ず
。

股
引

も
も
ひ
き

の
破
れ
を
つ
ゞ
り
、
笠
の
緒
付

お

つ

け
か

へ
て
三
里
に
灸
を
す
う
る
よ
り
。
松
島
の

月
、
先
づ
心
に
か
か
り
て
、
住
め
る
方か

た

は
、

人
に
譲ゆ

ず

り
杉
風

さ
ん
ぷ
う

が
別
墅

べ
っ
し
ょ

に
移
る
に
、

草
の
戸
も
住
み
か
は
る
代よ

ぞ
雛ひ

な

の
家

面
八
句

お
も
て
は
っ
く

を
、
庵
の
柱
に
懸か

け
置
く
。

―
―
旧
漢
字
・
旧
か
な
使
い
・

送
り
仮
名
・
原
文
の
ま
ま
―
―

【
通
釋
】

月
日
は
、
永
遠
の
時
を
過
ぎ
去
つ
て
行

く
、
旅
人
の
や
う
な
も
の
で
、
來
て
は
去

り
、
來
て
は
去
り
し
て
行
く
年
も
、
ま
た

旅
人
と
似
て
ゐ
る
。
旅
人
と
云
つ
て
も
、

舟
乗
り
と
し
て
、
船
の
上
に
一
生
を
送
る

者
や
、
馬
子
と
し
て
馬
の
轡

く
つ
わ

を
と
つ
て
、

生
涯
を
終
わ
る
者
は
、
全
く
、
毎
日
旅
の

空
に
あ
つ
て
旅
を
自
分
の
住
家
と
し
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
昔
の
人
も
多
く
死
ん
で
い

る
。自

分
も
、
い
つ
頃
の
こ
と
か
ら
か
、
旅

を
し
た
い
と
い
ふ
気
持
が
し
て
、
あ
の

一
片

ひ
と
ひ
ら

の
雲
が
風
の
ま
に
ま
に
、
空
を
流
れ

て
行
く
の
を
見
る
と
、
自
然
と
心
を
ひ
か

れ
て
、
諸
方
を
さ
ま
よ
ひ
歩
き
た
い
と
い

う
旅
心
が
湧
い
て
來
て
仕
方
が
な
い
。

去
年
は
、
あ
ち
こ
ち
の
海
岸
を
さ
ま
よ

ひ
、
秋
に
な
つ
て
、
隅
田
川
畔
の
庵
に
も

ど
つ
て
、
蜘
蛛
の
巣
を
拂
つ
て
、
久
し
振

り
に
落
付
い
た
が
、
そ
の
年
も
よ
う
や
く

暮
れ
、
霞
の
立
つ
春
空
に
な
る
と
、
白
河

の
關
を
越
え
て
、
奥
州
に
遊
ぼ
う
と
い
う

気
持
が
起
こ
り
、
何
と
は
な
し
に
身
邊
の

物
に
、
神
が
の
り
う
つ
ゝ
て
自
分
の
心
を

誘
ひ
た
て
、
道
祖
神
が
招
く
の
で
、
何
を

し
て
も
ソ
ワ
ソ
ワ
し
て
、
心
を
落
付
け
て

ゐ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

股
引
の
破
れ
を
繕つ

づ

っ
た
り
、
笠
の
緒
を

つ
け
か
へ
た
り
、
三
里
の
灸
を
す
ゑ
た
り

し
て
旅
支
度
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
う
ち
、
も

う
、
松
島
の
月
景
色
は
ど
ん
な
に
か
美
し

か
ら
う
と
、
心
に
浮
ん
で
來
て
は
消
え
ず
、

草
庵
は
人
に
譲
つ
て
、
杉
風
の
別
荘
に
う

つ
ゝ
た
。

草
の
戸
も
住
み
か
は
る
代
ぞ
雛
の
家

の
、
句
を
發
句
と
し
て
、
表
八
句
を
書
い

て
庵
の
柱
に
か
け
て
置
い
た
。

以
上

【
奥
の
細
道
・
紀
行
抜
粋
句
】

草
の
戸
も
住
み
か
は
る
代
ぞ
雛
の
家

行
く
春
や
鳥
啼
き
魚
の
目
は
泪

あ
ら
た
ふ
と
青
葉
若
葉
の
日
の
光

夏
草
や
つ
は
も
の
ど
も
が
夢
の
あ
と

五
月
雨
を
あ
つ
め
て
早
し
最
上
川

閑
し
ず
か

さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声

荒
波
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
の
川

あ
か
あ
か
と
日
は
つ
れ
な
く
も
秋
の
風

こ
の
「
奥
の
細
道
」
の
、
序
と
も
見
る

べ
き
一
節
で
、
只
管

ひ
た
す
ら

に
旅
に
對た

い

す
る
憧
れ

が
、
読
み
と
れ
、
簡
潔
な
流
麗
な
一
字
一

句
の
中
に
、
芭
蕉
の
性
格
が
、
よ
く
窺
は

れ
、
漂
白
の
旅
人
で
あ
っ
た
と
も
云
え
ま

す
。
元
禄
二
年
一
六
八
九
年
三
月
江
戸
〜

八
月
の
大
垣
迄
、
八
十
ヶ
所
に
及
ぶ
、
諸

国
行
脚
の
な
か
、
大
自
然
に
委ゆ

だ

ね
詠
ん
だ
、

「
侘わ

び
・
寂さ

び

」
の
俳
諧
は
、
切
手
に
も
な

り
、
皆
様
も
よ
く
、
ご
存
じ
と
思
い
ま
す
。

（
右
に
一
部
載
せ
ま
し
た
）

私
が
「
奥
の
細
道
」
の
本
を
手
に
し
た

の
は
終
戦
の
四
年
後
で
し
た
。
当
時
の
本

は
小
さ
く
、
ざ
ら
ざ
ら
で
紙
質
も
悪
く
年

月
を
得
た
現
在
は
、
表
紙
も
取
れ
、
哀
れ

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
芭
蕉
の
文
学
に
對

し
、
尊
敬
の
念
と
人
間
味
を
愛
好
し
、
い

ま
一
度
「
奥
の
細
道
」
を
振
り
か
え
っ
て

み
ま
し
た
。東

区
　
　
矢
野

淑
子

奥
の
細
道
松
尾
芭
蕉

奥
の
細
道
松
尾
芭
蕉
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禅
昌
寺
の
裏
山
を
松
笠
山
と
い
い
ま

す
が
、
こ
の
山
は
古
来
、
里
山
と
し
て

近
在
の
人
々
と
生
活
、
宗
教
、
政
治
の

あ
ら
ゆ
る
面
で
深
い
係
わ
り
を
も
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
。
山
上
に
は
、
観
音
堂
、

三
鬼
堂
、
稲
荷
祠
等
々
が
祀
ら
れ
て
お

り
、
観
音
堂
の
外
壁
に
か
け
ら
れ
た
案

内
板
が
そ
の
歴
史
を
物
語
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
松
笠
山
に
ま
つ
わ
る
歴

史
話
か
ら
一
席
。

観
音
寺
の
庫
裏
の
脇
に
、
平
成
三
年

の
台
風
十
九
号
で
倒
れ
た
大
杉
の
切
り

株
が
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
つ
れ
づ
れ

な
る
ま
ま
に
そ
の
年
輪
を
数
え
ら
れ
た

斉
藤
昭
夫
氏
に
よ
る
と
、
樹
齢
は
約
三

百
五
十
年
と
の
こ
と
。
ま
た
、
鐘
楼
脇

に
切
株
の
残
る
大
松
も
そ
の
様
相
か
ら

し
て
同
様
の
樹
齢
と
思
わ
れ
ま
す
。

大
杉
の
隣
に
あ
る
モ
ッ
コ
ク
、
イ
ヌ

マ
キ
（
十
九
号
で
倒
れ
る
）、
本
堂
裏
の

ヤ
マ
モ
モ
や
い
ち
ょ
う
、
鐘
楼
下
の
ア

ベ
マ
キ
、
椿
、
庫
裏
の
裏
や
釈
迦
堂
裏

の
も
み
じ
、
庫
裏
脇
の
カ
リ
ン
な
ど
も

そ
の
樹
齢
か
ら
し
て
、
古
く
か
ら
こ
こ

に
生
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
他
、
さ
か
き
、
し
き
み
、
り
ょ
う

ぶ
、
た
ぶ
の
木
、
え
の
き
、
ひ
の
き

等
々
と
植
生
が
豊
富
で
あ
り
ま
す
が
、

お
寺
の
聖
域
と
し
て
守
ら
れ
た
か
ら
こ

そ
こ
れ
ら
の
樹
木
が
現
在
ま
で
残
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
境
内
を
覆
う
椿
の
林
は
、
春

に
な
る
と
品
の
良
い
み
ご
と
な
花
を
咲

か
せ
ま
す
が
、
本
堂
裏
の
や
ま
も
も
と

同
じ
く
、
広
島
城
の
東
北
、
鬼
門
を
護

る
霊
樹
と
し
て
植
え
ら
れ
た
も
の
と
も

い
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
大
杉
の
年
輪
が
物
語
る

三
五
○
年
前
い
っ
た
い
何
が
起
こ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

昔
は
、
と
い
っ
て
も
、
つ
い
三
○
〜

四
○
年
前
ま
で
そ
う
で
す
が
、
燃
料
と

し
て
薪
を
使
っ
て
い
た
の
で
、
近
在
の

村
々
の
人
た
ち
は
、
こ
の
山
に
入
っ
て

木
を
伐
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

今
と
違
っ
て
化
学
肥
料
の
な
い
時
代
で

す
か
ら
、
田
ん
ぼ
や
畑
の
収
穫
を
上
げ

る
た
め
に
は
大
量
の
草
を
土
地
に
す
き

こ
む
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
牛
馬
の
餌
と
し

て
も
必
要
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
近
隣
の
小

田
、
矢
口
、
戸
坂
、
温
品
は
も
と
よ
り
、
川

向
こ
う
の
中
筋
や
東
野
、
古
市
の
あ
た
り
か

ら
も
お
百
姓
さ
ん
が
や
っ
て
き
て
草
木
を
伐

っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
住
民
同

士
の
争
い
も
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
草
木
を
伐
る
こ
と
に
よ
っ
て
山
が

荒
れ
、
雨
季
に
は
毎
年
の
よ
う
に
山
崩
れ
に

よ
る
災
害
を
引
き
起
こ
し
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
初
め
ご
ろ
（
今
か
ら
三
五
○

年
ぐ
ら
い
前
！
）、
境
界
を
め
ぐ
っ
て
の
住
民

の
争
い
が
余
り
に
も
激
し
か
っ
た
た
め
、
ま

た
、
伐
採
や
開
発
に
よ
る
山
の
荒
廃
と
土
石

流
に
よ
る
災
害
も
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
と

思
え
ま
す
が
、
こ
の
一
帯
に
領
主
が
松
や
杉

を
植
林
し
た
う
え
で
、
御
留
山
（
お
と
め
や

ま
）
と
し
て
入
山
・
伐
採
を
禁
止
し
、
お
堂

を
建
て
て
聖
域
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、

山
が
更
な
る
荒
廃
か
ら
護
ら
れ
現
在
の
境
内

叢
林
が
形
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

地
球
規
模
で
の
荒
廃
に
悩
む
我
々
現
代
人
に

と
っ
て
も
、
大
い
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る

お
話
で
す
。

な
お
、
御
留
山
と
は
、
藩
用
材
確
保
の
た

め
伐
採
を
禁
じ
た
山
。
あ
る
い
は
、
も
と
農

民
が
入
会
の
野
山
と
し
て
利
用
し
て
い
た
の

を
、
水
源
涵
養
や
砂
防
な
ど
治
山
の
た
め
、

又
は
山
論(
境
界
争
い)

を
避
け
る
た
め
に
、
入

山
・
伐
採
を
禁
じ
た
山
の
こ
と
で
す
。

そ
の
結
果
、
明
治
の
頃
に
は
こ
の
あ
た
り
は

樹
齢
二
五
○
年
に
も
な
る
大
松
あ
る
い
は
大

杉
が
林
立
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
今
に
残
る

の
は
二
つ
の
切
り
株
の
み
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
が
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
木
は
伐
ら
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
な
ぞ
を

解
く
鍵
が
本
堂
裏
の
石
碑
に
残
っ
て
お
り
ま

す
。麓

の
村
小
田
は
、
毎
年
の
よ
う
に
太
田
川

の
水
害
、
松
笠
山
の
崖
崩
れ
に
見
舞
わ
れ
、

そ
の
復
旧
に
苦
慮
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
明
治
の
中
ご
ろ
、
こ
の
山
の
国
有
林

を
払
い
下
げ
て
も
ら
い
、
こ
こ
で
木
を
育
て

て
、
そ
れ
を
売
り
、
災
害
復
旧
の
元
手
と
し

て
蓄
え
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
国

有
林
を
払
い
下
げ
て
も
ら
う
た
め
に
、
二
五

○
年
前
に
植
え
ら
れ
た
松
や
杉
を
伐
採
し
て
、

こ
の
た
め
の
費
用
を
捻
出
し
た
と
の
こ
と
で

す
。皮

肉
に
も
、
災
害
を
防
ぐ
べ
く
先
人
が
二

五
○
年
の
昔
に
植
樹
し
護
り
続
け
て
き
た

木
々
を
、
今
日
の
私
た
ち
が
災
害
復
旧
の
た

め
に
伐
採
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
は
、
つ
く
づ

く
人
間
の
営
み
と
自
然
の
営
み
の
折
り
合
い

難
い
事
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
戸
坂
と
小
田
の
境
界
争
い
は
明
治

に
な
っ
て
か
ら
も
再
燃
し
、
法
律
に
よ
っ
て

解
決
が
つ
か
な
い
た
め
、
両
村
の
力
持
ち
が

相
撲
を
取
っ
て
決
着
を
つ
け
た
と
い
う
言
い

伝
え
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
明
治
九
年
の
話

だ
そ
う
で
す
。

こ
の
相
撲
で
、
小
田
が
勝
つ
こ
と
に
よ
っ

て
現
在
の
境
界
が
確
定
し
、
松
笠
観
音
寺
界

隈
は
小
田
の
も
の
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

松
笠
山
の
会

道
　
菅
　
通
　
博
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◆
道
心・趣
味
の
会
◆

●

福
寿
草

地
は
ほ
ゝ
え
み
て

在
り
に
け
り

●

雪
の
上
に

降
り
積
む
雪
の

白
さ
か
な

●

魂
の

飛
び
出
し
に
け
り

大
く
さ
め

廿
日
市
市
　
伊
藤
　
順
二
郎

●

お
茶
席
の

露
地
に
敷
き
た
る

紅
葉
か
な

●

開
け
放
つ
　
雪
見
障
子
に
　
庭
映
え
る

東
区
　
青
笹
　
俊
枝

●

日
本
水
仙
の

香か

の
す
る
よ
う
な
　
夫つ

ま

の
歌
集

茂
吉
「
赤
光

し
ゃ
っ
こ
う

」
の
　
横
に
納
め
ぬ

●

雪
の
道

そ
の
底
ま
で
も

い
と
お
し
む

金
子
み
す
ず
の

詩
「
積
も
っ
た
雪
」

東
区
　
矢
野

淑
子

短
歌◆

年
間
行
事
案
内
◆

「方丈専用E-mail：zenshoji@hicat.ne.jp 」

原
稿
募
集

皆
様
の
随
筆
、
旅
行
記
、
体
験
談
、
趣

味
の
短
歌
俳
句
な
ど
何
で
も
結
構
で
す
。

お
寄
せ
下
さ
い
。

●

春
彼
岸
法
要

〔
日
時
〕
三
月
十
八
日
（
土
曜
日
）

午
前
十
時
半
よ
り
法
要
、
法
話
十
二
時

迄
、
護
持
会
員
は
引
続
き
総
会

俳
句

●

寡
婦
の
会
発
会
準
備
会

〔
日

時
〕
四
月
十
五
日
　
土
曜
日
　
十

時
よ
り

最
近
寡
婦
と
な
ら
れ
た
お
方
か
ら
不
安

等
か
ら
ご
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
多
く

な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
同
じ

境
遇
の
方
々
が
月
に
一
度
で
も
寄
っ
て

手
作
り
の
食
事
会
な
ど
す
る
こ
と
か
ら

交
歓
会
を
開
催
し
て
は
如
何
か
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

具
体
的
な
プ
ラ
ン
が
出
来
次
第
ご
案
内

い
た
し
ま
す
。

●

春
秋
の
日
帰
り
旅
行

春
は
四
月
・
五
月
の
内
に
秋
は
十
月
・

十
一
月
の
う
ち
に
と
考
え
ま
す
が
。
行

き
先
に
つ
き
ま
し
て
は
、
皆
様
の
行
っ

て
み
た
い
と
い
う
所
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
三
月
檀
信
徒
総
会
ま
で
に
お
寺
の

方
へ
ご
提
案
下
さ
い
。

●

ハ
イ
キ
ン
グ
・
登
山
の
会

四
国
霊
場
巡
り
の
旅
が
続
い
て
お
り
ま

し
た
の
で
暫
く
お
休
み
を
し
て
お
り
ま

し
た
。
三
月
頃
か
ら
再
会
し
た
く
考
え

て
お
り
ま
す
。

●

高
野
山
お
礼
参
り
の
旅
（
一
泊
二
日
）

四
国
八
十
八
ケ
所
巡
拝
終
了
後
は
、
高

野
山
金
剛
峰
寺
に
お
参
り
す
る
の
が
、

古
く
か
ら
の
習
わ
し
と
い
わ
れ
ま
す
の

で
企
画
し
ま
し
た
。

個
人
的
に
八
十
八
ケ
所
の
お
参
り
を
終

え
た
方
も
、
ど
う
ぞ
遠
慮
な
く
ご
参
加

下
さ
い
。

〔
日
時
〕
四
月
八
日（
土
）〜
九
日
（
日
）

〔
行
先
〕
和
歌
山
県

高
野
山
金
剛
峰
寺

〔
参
加
費
〕
三
万
五
千
円

※
旅
行
の
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、

お
寺
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

電
話
〇
八
二-

二
二
九-

〇
六
一
八

（
詳
し
い
ご
案
内
を
お
送
り
し
ま
す
。）

■
毎
年
恒
例
行
事

●

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

〔
日
時
〕
二
月
二
十
八
日
（
火
曜
日
）

午
前
の
部
　
午
前
十
時
半
〜
十
二
時

午
後
の
部
　
午
後
一
時
半
〜
三
時

（
坐
禅
を
さ
れ
る
お
方
は
九
時
よ
り
）

参
加
費
　
二
千
円

（
午
前
・
午
後
の
み
の
方
は
各
　
千
円
）

昼
食
代
一
人
　
百
円

※
昼
食
は
持
参
さ
れ
て
も
結
構
で
す
。

（
お
茶
は
ご
用
意
致
し
ま
す
）

◎
昼
食
が
必
要
な
方
は
お
電
話
に
て
お
申

込
み
下
さ
い
。

●

お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト「Tsukim

iin

寺
」

〔
日
時
〕
十
月
七
日
（
土
曜
日
）

フ
ル
ー
ト
は
、
例
年
同
様
エ
リ
ザ
ベ
ト

音
楽
大
学
大
代
啓
二
教
授
、
今
年
は

ピ
ア
ノ
演
奏
者
と
し
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
等
で
著

名
な
青
島
広
志
先
生
と
ジ
ョ
イ
ン
ト
コ

ン
サ
ー
ト
の
予
定
で
す．

■
毎
月
恒
例
行
事

●

上
田
宗
箇
流
茶
道
稽
古
日

毎
月
一
回
　
第
二
又
は
第
四
金
曜
日
を

予
定
　
午
後
二
時
か
ら

※
お
抹
茶
と
和
菓
子
を
気
軽
に
楽
し
む
つ

も
り
で
ご
参
加
下
さ
い
。

●

御
詠
歌
の
会

第
二
金
曜
日
午
前
十
時
よ
り
自
主
練
習

第
四
金
曜
日
午
前
九
時
よ
り
講
師
を
招

い
て
練
習
　
昼
ま
で

◎
茶
道
の
稽
古
及
び
御
詠
歌
の
稽
古
は
講

師
の
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
は
、

お
寺
に
電
話
に
て
ご
確
認
下
さ
い
。

■
毎
週
恒
例
行
事

●

暁
天
坐
禅
会

月
曜
日
〜
金
曜
日

毎
朝
午
前
六
時
〜
四
十
分
ま
で

●

水
曜
坐
禅
会

午
後
七
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会
　

終
了
八
時
半

●

婦
人
坐
禅
会

毎
週
金
曜
日

午
後
一
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会
　
終
了

三
時
（
第
一
金
曜
日
の
み
坐
禅
の
後
、

写
経
、
茶
話
会
）


