
　
恋
と
相
撲
と

　
　
　
Ｉ
『
本
朝
二
十
不
孝
』
「
無
用
の
力
自
慢
」
の
周
辺
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
　
吉
　
雅
　
夫

　
　
　
（
一
）

　
西
鶴
『
本
朝
二
十
不
孝
』
巻
五
の
三
は
「
無
用
の
力
自
慢
」
と

題
す
る
一
篇
で
あ
る
。
す
べ
て
二
十
人
の
親
不
孝
者
の
う
ち
、
こ

こ
で
取
上
げ
ら
れ
る
の
は
「
歴
々
の
町
人
」
で
「
両
替
見
世
」
を

出
し
て
「
世
間
に
し
れ
た
る
者
」
の
息
子
「
丸
亀
や
の
才
兵
衛
」

と
い
う
人
物
。

　
丸
亀
屋
の
才
兵
衛
の
、
「
不
孝
」
た
る
ゆ
え
ん
は
な
に
か
。
作

品
は
、
才
兵
衛
が
「
力
ば
か
り
を
自
慢
し
て
、
昨
今
取
出
の
男
」

と
し
て
「
高
松
の
荒
磯
」
と
い
う
四
股
名
を
名
乗
り
、
「
四
十
八

手
に
ほ
ね
を
砕
き
、
片
輪
に
な
る
事
ち
い
と
は
ず
、
無
用
の
達
者

を
好
」
む
あ
り
さ
ま
を
描
く
。
父
親
は
、
れ
っ
き
と
し
た
町
人
の

趣
味
道
楽
な
ら
と
、
琴
碁
１
　
画
の
ほ
か
に
、
茶
の
湯
・
鞠
・
楊

弓
・
謡
、
あ
げ
く
に
四
書
の
素
読
ま
で
挙
げ
て
「
分
別
ら
し
き
異

見
」
を
す
る
。
が
、
そ
ん
な
ま
っ
と
う
な
説
教
が
耳
に
入
る
く
ら

い
な
ら
苦
労
は
な
い
と
ば
か
り
に
母
親
が
説
い
て
き
か
せ
る
言
葉

こ
そ
、
才
兵
衛
の
一
途
さ
が
世
間
の
目
か
ら
は
偏
向
と
な
る
よ
う

す
を
よ
く
示
す
も
の
は
あ
る
ま
い
。

も
ま
た
、
そ
な
た
も
ヤ
九
の
春
な
れ
ば
、
花
見
が
て
ら
の
都

に
の
ぼ
り
、
金
銀
た
め
し
は
こ
ん
な
為
な
れ
ば
、
嶋
原
に
行

て
、
太
夫
を
残
ら
ず
見
尽
し
、
大
坂
の
芝
居
子
に
出
合
、
其

若
衆
気
に
い
ら
ば
、
す
ぐ
に
身
請
し
て
、
三
津
寺
新
屋
敷
と

や
ら
に
、
家
で
も
買
て
と
ら
せ
、
心
や
す
き
立
よ
り
所
に
せ

ら
れ
よ
。
こ
の
度
、
干
両
弐
干
両
っ
か
へ
ば
と
て
、
跡
の
減

内
蔵
で
も
な
し
。
首
尾
は
母
に
ま
か
せ
よ
。

　
花
の
都
の
、
嶋
原
の
太
夫
お
よ
び
歌
舞
伎
若
衆
と
い
う
男
女
二

道
の
色
遊
び
、
金
に
糸
目
を
つ
け
ぬ
豪
遊
の
す
す
め
で
あ
る
。
ふ

つ
う
、
そ
う
願
っ
て
も
現
実
的
に
実
現
不
可
能
か
、
そ
れ
こ
そ
親

の
許
さ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
母
親
は
そ
れ
を
才
兵
衛
に

す
す
め
る
と
い
う
か
、
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
才
兵
衛
の
返
事
は
「
只
世
中
に
、
相
撲
取
よ
り
外
に
、
何
か

遊
興
な
し
」
だ
っ
た
か
ら
、
聞
耳
を
立
て
て
、
そ
の
話
の
内
容
の

あ
ま
り
に
「
う
ま
い
事
」
に
舌
な
め
ず
り
し
て
い
た
手
代
ど
も
が



「
若
旦
那
の
わ
る
物
ず
き
」
と
嘆
く
の
も
無
理
は
な
い
。

　
そ
の
後
、
才
兵
衛
は
女
房
は
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の
の
、
「
男

ざ
か
り
に
力
落
し
て
は
、
口
惜
」
と
い
う
の
で
一
度
も
同
じ
部
屋

に
寝
る
こ
と
も
な
く
、
「
相
撲
よ
り
外
に
、
楽
み
な
し
」
、
修
行
一

途
の
生
活
を
続
け
、
「
荒
磯
」
の
名
前
を
き
く
だ
け
で
誰
も
が
に

げ
だ
す
よ
う
な
「
四
国
一
番
の
取
手
」
と
な
っ
た
。

　
こ
れ
だ
け
な
ら
風
変
わ
り
な
息
子
の
、
し
か
し
精
進
の
物
語
と

し
て
、
子
孫
を
残
さ
ぬ
か
も
し
れ
な
い
点
に
問
題
か
お
る
だ
ろ
う

が
、
親
も
笑
っ
て
あ
き
ら
め
た
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
増
長
慢
の

才
兵
衛
は
あ
る
「
山
里
」
の
「
夜
宮
相
撲
」
に
出
て
、
無
名
の

「
在
所
」
の
「
強
力
」
に
手
も
な
く
投
げ
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
。

「
捨
舟
の
荒
磯
に
埋
れ
し
ご
と
」
き
惨
敗
だ
っ
た
か
ら
、
「
骸
骨
く

だ
け
て
」
肢
体
不
自
由
と
な
っ
た
才
兵
衛
は
、
思
う
に
ま
か
せ
ぬ

養
生
に
少
し
の
事
に
も
苛
立
ち
あ
た
り
ち
ら
す
の
で
、
誰
も
世
話

を
す
る
者
も
い
な
く
な
り
、
「
勿
体
な
く
も
、
親
達
に
足
を
さ
す

ら
せ
、
大
小
便
と
ら
れ
」
る
あ
り
さ
ま
で
、
「
親
の
ば
ち
あ
た
り
」

と
名
乗
る
は
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
佐
竹
昭
弘
の
み
ご
と
な
解
読
に
よ
れ
ば
、
「
『
本
朝
二
十
不
孝
』

は
『
本
朝
孝
子
伝
』
今
世
部
を
経
と
し
、
「
二
十
四
孝
」
を
緯
と

し
て
作
ら
れ
た
転
合
書
」
で
、
「
『
本
朝
二
十
不
孝
』
と
「
二
十
四

孝
」
と
の
比
定
は
、
間
に
『
本
朝
孝
子
伝
』
今
世
部
を
介
し
て
行

な
わ
な
け
れ
ば
、
絶
対
に
成
功
し
な
い
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

　
「
「
無
用
の
力
自
慢
」
は
、
新
妻
を
寄
せ
つ
け
よ
う
と
も
し
な

か
っ
た
丸
亀
屋
の
才
兵
衛
が
、
固
辞
し
て
妻
を
娶
ら
な
か
っ
た

『
本
朝
孝
子
伝
』
今
世
部
の
「
西
六
条
院
孝
子
」
惣
十
郎
と
対
応

し
、
後
者
が
母
と
弟
と
三
人
で
病
臥
す
る
祖
父
を
看
病
し
て
い
る

挿
絵
も
、
「
勿
体
な
く
も
、
親
達
に
足
を
さ
す
ら
せ
、
大
小
便
と

ら
れ
」
だ
才
兵
衛
の
情
景
と
呼
応
し
て
い
る
。
」

　
そ
し
て
、
「
「
勿
体
な
く
も
、
親
達
に
足
を
さ
す
ら
せ
、
大
小
便

と
ら
れ
」
の
部
分
」
は
「
み
ず
か
ら
母
親
の
便
器
を
濯
い
だ
「
二

十
四
孝
」
の
「
黄
山
谷
」
の
逆
用
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以

上
に
「
一
篇
の
構
想
上
、
特
に
重
視
す
べ
き
は
主
人
公
の
大
力
で

あ
り
、
「
子
路
負
米
」
の
故
事
」
で
あ
り
、
「
「
大
力
」
「
俵
」
↓

「
相
撲
」
「
讃
岐
」
、
「
二
十
四
孝
」
の
子
路
と
「
無
用
の
力
自
慢
」

と
は
俳
諸
的
に
一
本
の
道
で
直
通
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
、
と

（
以
上
、
佐
竹
昭
弘
『
絵
入
本
朝
二
十
不
孝
』
岩
波
書
店
）
。

　
こ
の
解
読
に
異
議
の
あ
る
わ
け
で
は
勿
論
な
い
。
し
か
し
、

「
新
婦
を
し
て
祖
父
が
廃
人
に
し
て
而
し
て
居
所
稿
多
古
を
視
せ

し
む
る
こ
と
を
欲
せ
ざ
れ
ば
」
こ
そ
妻
を
娶
ら
な
か
っ
た
「
西
六

条
院
村
孝
孫
」
に
対
し
て
、
同
じ
よ
う
に
新
妻
を
寄
せ
つ
け
よ
う

と
も
し
な
い
才
兵
衛
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
そ
の
理
由
が



「
相
撲
」
　
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
祖
父
に
仕
え
る
と
い

う
こ
と
に
比
べ
て
「
相
撲
」
と
は
馬
鹿
馬
鹿
し
い
。
し
か
し
、

「
相
撲
」
だ
け
が
馬
鹿
げ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
馬
鹿
馬
鹿
し
い

理
由
に
な
る
も
の
は
、
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
は
ず
だ
ろ
う

に
。
結
婚
し
な
い
こ
と
＝
色
恋
の
排
除
と
相
撲
と
の
あ
い
だ
に
、

あ
る
い
は
何
か
文
学
的
連
想
と
て
も
呼
べ
る
筋
合
い
で
も
通
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
い
さ
さ
か
飛
躍
す
る
よ
う
だ
が
、
『
伊
勢
物
語
』
四

十
段
を
見
て
み
よ
う
。
わ
た
し
に
は
「
無
用
の
力
自
慢
」
と
は
対

極
に
あ
る
、
ほ
と
ん
ど
一
対
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
（
二
）

　
『
伊
勢
物
語
』
四
十
段
の
全
文
を
岩
波
新
古
典
大
系
の
本
文
に

基
づ
い
て
掲
げ
る
。

　
　
　
　
昔
、
若
さ
お
と
こ
、
異
し
う
は
あ
ら
ぬ
女
を
思
ひ
け
り
。

　
　
　
さ
か
し
ら
す
る
親
あ
り
て
、
思
ひ
も
ぞ
つ
く
と
て
、
こ
の

　
　
　
女
を
ほ
か
へ
を
ひ
や
ら
む
と
す
。
さ
こ
そ
い
へ
、
ま
だ
を

　
　
　
い
や
ら
ず
。
人
の
子
な
れ
ば
、
ま
だ
心
い
き
お
ひ
な
が
り

　
　
　
け
れ
ば
、
と
ど
む
る
い
き
お
ひ
な
し
。
女
も
卑
し
け
れ
ば
、

　
　
　
す
ま
ふ
力
な
し
。
さ
る
間
に
、
思
ひ
は
い
や
ま
さ
り
に
ま

　
　
　
さ
る
。
に
は
か
に
親
こ
の
女
を
お
ひ
う
っ
。
お
と
こ
、
血

　
　
　
の
涙
を
な
が
せ
ど
も
、
と
ど
む
る
よ
し
な
し
。
率
て
出
で

　
　
　
て
去
ぬ
。
お
と
こ
、
泣
く
な
く
よ
め
る
。

　
　
　
　
　
出
で
て
い
な
ば
誰
か
別
の
難
が
ら
ん
あ
り
し
に
ま
さ

　
　
　
　
　
る
今
日
は
悲
し
も

　
　
　
　
と
よ
み
て
絶
え
入
り
に
け
り
。
親
あ
は
て
に
け
り
。
猶

　
　
　
思
ひ
て
こ
そ
い
ひ
し
か
、
い
と
か
く
し
も
あ
ら
じ
と
思
ふ

　
　
　
に
、
真
実
に
絶
え
入
り
に
け
れ
ば
、
ま
ど
ひ
て
願
た
て
け

　
　
　
り
。
今
日
の
入
相
許
に
絶
え
入
り
て
、
又
の
日
の
戊
の
時

　
　
　
ば
か
り
に
な
ん
か
ら
う
じ
て
い
き
出
た
り
け
る
。
昔
の
若

　
　
　
人
は
、
さ
る
す
げ
る
物
思
ひ
を
な
ん
し
け
る
。
今
の
翁
、

　
　
　
ま
さ
に
し
な
ん
や
。

　
仲
を
割
か
れ
た
ら
そ
の
ま
ま
「
絶
え
人
」
る
ほ
ど
の
情
熱
的
な

「
若
き
お
と
こ
」
　
の
恋
の
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
、

子
の
恋
愛
に
、
子
を
思
う
ゆ
え
の
入
ら
ぬ
手
出
し
を
し
て
、
あ
わ

や
恋
死
に
に
子
を
失
い
そ
う
に
な
っ
て
あ
わ
て
ふ
た
め
く
「
さ
か

し
ら
す
る
親
」
の
物
語
で
も
あ
る
。

　
こ
の
「
さ
か
し
ら
す
る
親
」
に
つ
い
て
、
『
拾
穂
抄
』
の
注
釈



は
「
女
」
の
親
を
想
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
業
平
が
通
っ
て

い
る
相
手
の
女
の
親
が
、
娘
が
業
平
に
惚
れ
込
ん
で
は
大
変
だ
と

い
う
の
で
娘
を
余
所
へ
連
れ
て
出
て
い
っ
た
、
と
読
む
の
で
あ
る
。

な
ぜ
「
思
ひ
も
ぞ
つ
く
」
こ
と
が
問
題
な
の
か
。
女
を
形
容
す
る

「
異
し
う
は
あ
ら
ぬ
」
「
卑
し
け
れ
ば
」
に
つ
い
て
、
「
下
す
し
う

は
あ
ら
ぬ
」
「
若
き
を
い
ふ
」
と
し
て
い
る
の
で
、
身
分
違
い
の

関
係
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
た
ら
、
数
々
の
艶
聞

で
知
ら
れ
る
業
平
と
の
浮
名
か
ら
娘
を
ま
も
ろ
う
と
す
る
親
心
な

の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
恋
の
遍
歴
を
か
さ
ね
る
業
平
の
「
恋
」

に
対
す
る
女
の
親
の
不
信
か
お
る
と
い
う
わ
け
だ
。
「
其
女
の
親
、

我
い
ひ
さ
だ
め
ぬ
事
な
れ
ば
」
と
注
釈
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
〈
女
を
追
い
出
せ
ば
自
分
も
こ
の
世
に
生
き
て
は
い
ま

い
か
ら
、
別
れ
は
な
に
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
は

ま
だ
将
来
を
た
の
む
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
今
は
女
に
別
れ
て
自

分
も
死
ぬ
の
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
今
日
は
か
な
し
い
〉
と
い
う

意
味
の
歌
を
残
し
て
、
「
真
実
に
」
気
絶
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
意
想
外
の
展
開
に
女
の
親
の
あ
わ
て
ふ
た
め
く
さ
ま
を
通
し

て
、
業
平
の
「
す
け
る
物
思
ひ
」
の
真
実
が
強
調
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
女
の
親
と
し
た
こ
と
で
「
猶
思
ひ
て

こ
そ
い
ひ
し
か
」
の
部
分
が
、
業
平
の
思
い
を
忖
度
す
る
も
の
か
、

「
業
平
の
た
め
を
お
も
ひ
て
」
の
措
置
を
意
味
す
る
の
か
、
「
両
説

所
好
に
し
た
が
は
ん
か
」
と
、
解
釈
が
ぶ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い

る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
本
文
自
体
に
は
塗
罷
本
に
よ
る
異

同
を
含
む
が
、
解
釈
に
つ
い
て
現
在
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
提
供
し

て
い
る
藤
井
高
尚
『
伊
勢
物
語
新
釈
』
は
、
「
さ
か
し
ら
す
る
親
」

を
「
お
と
こ
」
の
親
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
親
が
か
り
の
息
子
と

家
に
召
使
う
女
性
と
の
あ
い
だ
の
幼
い
身
分
違
い
の
交
情
、
し
た

が
っ
て
将
来
に
見
込
み
の
な
い
仲
ら
い
を
「
か
く
て
お
か
ば
、
思

ひ
つ
き
て
離
れ
が
た
く
や
な
ら
ん
と
、
行
末
を
あ
や
ふ
く
思
へ
」

ば
こ
そ
、
男
の
親
が
女
を
無
理
に
家
か
ら
追
い
出
し
、
ふ
た
り
を

引
き
離
し
た
、
と
読
む
の
で
あ
る
。
「
さ
か
し
ら
」
の
大
人
の
分

別
か
ら
す
れ
ば
そ
ん
な
恋
で
も
、
「
か
か
し
は
人
の
情
ふ
か
か
り

し
か
ば
」
、
「
心
の
あ
だ
あ
だ
し
」
く
「
も
の
を
ふ
か
く
思
ひ
し
ま

ず
」
に
い
る
の
が
「
わ
か
き
人
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
男
は
命
が
け
で
あ
っ
た
、
そ
の
「
情
の
ふ
か
き
」

点
を
よ
し
と
す
る
、
と
い
う
の
が
高
尚
の
注
釈
の
態
度
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
の
解
釈
に
立
つ
に
せ
よ
、
こ
の
男
女
に
は
恋
愛
の
情
熱

だ
け
が
あ
っ
て
、
現
実
的
に
は
な
ん
と
も
非
力
で
あ
る
。
あ
る
い

は
現
実
の
前
で
の
非
力
が
恋
愛
の
情
熱
を
い
っ
そ
う
浮
彫
り
に
す

る
と
い
う
構
図
。
な
ん
と
書
い
て
あ
っ
た
か
。
「
人
の
子
な
れ
ば
」

「
卑
し
け
れ
ば
」
、
ふ
た
り
と
も
に
「
す
ま
ふ
力
」
が
な
い
の
で
あ



る
。
「
す
ま
ふ
」
は
も
ち
ろ
ん
、
「
ま
け
じ
と
あ
ら
そ
ふ
意
に
て
、

こ
こ
は
、
家
を
出
で
じ
と
す
る
ち
か
ら
の
な
き
を
」
（
『
伊
勢
物
語

新
釈
』
）
意
味
し
て
い
る
。
親
が
か
り
の
身
ゆ
え
女
を
追
い
出
そ

う
と
す
る
親
の
意
向
を
知
り
な
が
ら
も
男
は
為
す
す
べ
な
く
、
ま

し
て
召
し
使
わ
れ
る
女
の
身
で
は
追
い
出
そ
う
と
す
る
主
人
に
抵

抗
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
『
拾
穂
抄
』
も
、
女
も
「
い
ま
だ
若
け

れ
ば
、
を
ひ
や
る
を
い
な
と
も
恨
ぬ
也
」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
こ
に
い
る
の
は
恋
路
を
妨
害
す
る
親
に
「
す
ま
ふ
力
」
が

な
い
ば
か
り
に
気
絶
し
て
、
親
を
あ
わ
て
さ
せ
て
し
ま
う
息
子
で

あ
る
。
そ
し
て
、
か
の
才
兵
衛
と
は
、
結
婚
を
す
す
め
る
親
に
対

し
て
「
相
撲
」
に
夢
中
に
な
っ
た
ば
か
り
に
気
絶
し
て
、
親
を
あ

わ
て
さ
せ
た
息
子
で
あ
っ
た
。

　
わ
た
し
は
デ
牛
の
悪
い
駄
酒
落
を
言
っ
て
い
る
つ
も
り
は
な
い
。

こ
の
『
伊
勢
物
語
』
四
十
段
の
、
そ
れ
ゆ
え
に
恋
を
く
じ
か
せ
た

「
す
ま
ふ
力
」
を
、
実
際
に
「
相
撲
」
に
読
み
か
え
る
く
ら
い
の

こ
と
は
、
古
典
に
対
す
る
近
世
的
応
接
の
な
か
で
は
児
戯
に
類
す

る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
悪
い
駄
酒
落
は
わ
た
し
の
せ
い
で

は
な
く
、
そ
れ
を
基
本
的
な
発
想
と
す
る
仮
名
草
子
『
仁
勢
物

語
』
の
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
（
三
）

　
仮
名
草
子
『
仁
勢
物
語
』
は
作
者
未
詳
、
寛
永
末
年
頃
の
刊
行

と
み
ら
れ
て
い
る
。
書
名
に
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
伊
勢

物
語
』
の
逐
段
的
な
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
本
歌
取
り
の
狂
歌
の
よ
う
に

し
て
お
こ
な
っ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
当
該
の
章
段
を
、
『
伊
勢

物
語
』
四
十
段
と
読
み
く
ら
べ
る
た
め
に
全
文
引
用
す
る
。

　
を
か
し
、
若
き
男
、
芸
に
も
な
ら
ぬ
相
撲
を
取
け
り
。

嬉
し
が
る
親
に
て
、
よ
く
取
る
と
思
ひ
て
、
此
子
を
外
に

て
取
ら
せ
ん
と
す
。
さ
こ
そ
い
へ
、
未
だ
取
ら
せ
ず
。
独

子
な
れ
ば
、
甘
や
か
し
け
れ
ば
、
取
る
に
勢
い
な
し
。
此

子
病
み
上
り
な
り
け
れ
ば
、
相
撲
の
力
な
し
。
さ
る
間
に
、

相
手
は
い
や
勝
り
に
勝
る
。
俄
に
親
此
子
を
連
れ
て
行
く
。

此
子
縮
緬
の
手
綱
を
し
て
、
轟
足
踏
み
し
、
出
て
取
り
ぬ
。

此
子
な
よ
な
よ
と
詠
め
る
。

　
出
て
取
ら
ば
誰
か
我
に
は
勝
た
ざ
ら
ん
あ
り
し
力
も
今

日
は
悲
し
も

　
と
詠
み
て
投
げ
ら
れ
に
け
り
。
親
慌
て
に
け
り
。
よ
く

取
る
と
思
ひ
て
こ
そ
取
ら
せ
し
か
。
い
と
か
く
も
投
げ
ら



れ
じ
と
思
ふ
に
、
真
実
に
絶
へ
人
に
け
れ
ば
、
方
屋
に
て

願
立
て
け
り
。
今
日
の
人
相
ば
か
り
に
絶
へ
人
て
、
又
の

日
の
戊
の
時
ば
か
り
に
な
ん
、
養
生
し
て
生
き
出
た
り
け

り
。
昔
の
阿
呆
は
、
さ
る
相
撲
を
な
ん
取
り
け
る
。
今
の

各
ま
さ
に
仕
な
ん
や
。

　
　
一
読
明
ら
か
な
よ
う
に
、
地
口
い
わ
ば
通
韻
異
義
と
で
も
よ
ぶ

べ
き
方
法
に
よ
っ
て
、
意
味
が
ず
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
物
語
り
は

成
り
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
伊
勢
物
語
』
の
「
異
し
う
は
あ

ら
ぬ
女
」
が
「
芸
に
も
な
ら
ぬ
相
撲
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
、
恋

の
側
面
が
消
さ
れ
た
結
果
、
相
撲
好
き
の
息
子
と
、
一
人
っ
子
ゆ

え
「
甘
や
か
し
」
、
欲
目
に
買
い
か
ぶ
る
「
嬉
し
が
る
親
」
と
の
、

「
阿
呆
」
ら
し
い
「
相
撲
」
を
め
ぐ
る
ス
ト
ー
リ
ー
へ
と
換
骨
奪

胎
さ
れ
た
。
い
ま
、
「
恋
の
側
面
」
と
書
い
た
が
、
『
伊
勢
物
語
』

で
は
そ
れ
が
全
部
で
、
し
か
も
「
す
ま
ふ
力
」
が
な
い
故
に
恋
が

頓
挫
し
た
物
語
を
、
そ
の
な
い
「
す
ま
ふ
力
」
を
中
心
に
据
え
て

物
語
を
再
編
成
し
た
こ
と
に
な
る
。
色
恋
の
排
除
が
、
「
相
撲
」

を
前
景
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
「
無
用
の
力
自
慢
」
は
こ
の
『
仁
勢
物
語
』
と
逆
に

な
っ
て
い
る
。
同
じ
相
撲
好
き
の
息
子
に
対
し
て
、
「
独
り
も
ひ

と
り
か
ら
と
、
か
な
し
く
、
今
は
教
訓
の
言
葉
も
っ
き
け
る
」
親

と
、
「
独
子
な
れ
ば
、
甘
や
か
し
」
「
嬉
し
が
る
親
」
と
、
と
い
う

よ
う
に
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
親
が
子
に
「
さ
か
し
ら
」
す
る
物

語
と
、
子
の
親
に
対
す
る
不
孝
の
物
語
と
の
対
照
に
連
続
し
て
い

る
。
「
今
は
教
訓
の
言
葉
も
つ
き
け
る
」
親
を
描
く
の
に
、
西
鶴

「
無
用
の
力
自
慢
」
が
、
そ
の
排
除
が
結
果
と
し
て
前
景
化
さ
せ

た
「
相
撲
」
を
も
と
ど
お
り
後
景
へ
と
沈
め
る
べ
く
、
色
恋
の
唆

し
を
あ
て
だ
、
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
系
譜
的
に
正
当
な
こ
と

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
二
年
八
月
）
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