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天
寿
を
全
う
す
る
「
寿
終
正
寝
」 

本
稿
も
「
お
わ
り
に
」
に
到
達
い
た
し
ま
し
た
。
い
つ
か
は
だ
れ
に
も
訪
れ
る
寿
終
の
と
き
。
そ

の
と
き
が
い
つ
か
は
だ
れ
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
天
寿
」
と
い
い
ま
す
。 

天
寿
は
古
来
、
「
上
寿
」
が
百
二
十
歳
、
「
中
寿
」
が
百
歳
、
「
下
寿
」
が
八
十
歳
（
孔
頴
達
等
『
正

義
』
な
ど
）
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。「
下
寿
」
で
す
ら
な
か
な
か
届
か
な
い
の
が
実
人
生
で
し
た
が
、
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い
ま
や
八
〇
歳
が
平
均
寿
命
と
な
り
、「
中
寿
」
の
百
歳
が
本
稿
の
め
ざ
す
「
一
〇
〇
年
人
生
」
で
す

か
ら
、
人
寿
が
天
寿
に
や
っ
と
届
い
た
稀
有
の
時
代
と
い
え
る
の
で
し
ょ
う
。 

ひ
と
り
で
や
っ
と
た
ど
り
着
い
た
の
に
、
「
あ
れ
よ
あ
れ
よ
」
と
い
う
間
に
通
り
す
ぎ
て
し
ま
う

「
百
歳
の
過
客
」
と
し
て
で
は
な
く
、
長
寿
化
を
成
し
遂
げ
た
わ
が
国
の
高
齢
者
が
、
み
ん
な
で
初

代
と
し
て
の
「
一
〇
〇
年
人
生
」
の
社
会
を
み
ん
な
で
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
一
〇
〇

歳
以
上
の
女
性
が
七
万
人
で
男
性
が
一
万
人
（
二
〇
一
二
年
九
月
）
、
こ
の
ま
ま
進
み
ま
す
と
、
初
期

の
「
一
〇
〇
歳
社
会
」
は
女
性
中
心
の
姿
に
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
が
。 

 

「
平
和
団
塊
」
の
み
な
さ
ん
は
い
ま
「
古
希
期
」
に
あ
り
ま
す
。
四
半
世
紀
先
の
寿
終
の
時
を
ど
う

い
う
姿
で
迎
え
る
か
は
個
人
的
な
願
い
は
あ
っ
て
も
希
望
ど
お
り
に
で
き
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

「
寿
終
正
寝
」
と
い
う
こ
と
ば
は
傍
ら
に
置
い
て
お
い
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。 

高
齢
期
を
お
だ
や
か
に
住
み
慣
れ
た
自
宅
・
地
域
で
過
ご
し
て
、
自
己
目
標
を
歩
一
歩
実
現
し
な

が
ら
円
熟
期
を
送
っ
て
、
天
寿
を
全
う
す
る
こ
と
。
為
す
べ
き
こ
と
を
ほ
ぼ
成
し
終
え
て
、
住
み
慣

れ
た
家
で
、
部
屋
で
、
床
で
、
親
し
か
っ
た
人
び
と
に
囲
ま
れ
て
、
再
会
（
輪
廻
）
を
伝
え
て
、
眠

る
よ
う
に
命
終
え
る
姿
（
涅
槃
）
を
い
い
ま
す
。 

一
生
の
終
わ
り
の
「
寿
終
正
寝
」
は
、
み
ん
な
が
願
っ
て
み
ん
な
で
実
現
し
た
い
情
景
で
す
。 

東
洋
の
ふ
た
り
の
哲
人
の
最
期
の
情
景
が
想
い
浮
か
び
ま
す
。 

イ
ン
ド
の
釈
迦
牟
尼
（
仏
陀
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
）
は
八
〇
歳
の
と
き
、
教
え
を
説
い
て



3 

 

い
た
王
舎
城
の
鷲
の
峰
（
霊
鷲
山
）
を
出
て
生
地
ふ
る
さ
と
の
ル
ン
ビ
ニ
ー
へ
む
か
い
ま
す
。
そ
の

旅
の
途
中
、
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
キ
ノ
コ
に
あ
た
っ
て
体
力
を
消
耗
し
、
ク
シ
ナ
ー
ラ
ー
で
「
涅
槃
」

の
と
き
を
察
し
て
沙
羅
双
樹
の
元
に
床
を
し
つ
ら
え
さ
せ
、
同
行
者
だ
っ
た
い
と
こ
の
阿
難
（
ア
ー

ナ
ン
ダ
）
や
修
行
者
た
ち
に
囲
ま
れ
て
、
「
転
生
（
輪
廻
）
」
を
伝
え
て
生
命
の
実
相
を
明
か
し
て

い
き
ま
す
。 

中
国
の
孔
子
（
孔
丘
）
は
、
弟
子
た
ち
を
伴
っ
た
長
期
の
中
原
周
遊
の
旅
（
温
故
知
新
）
か
ら
郷

里
曲
阜
に
も
ど
っ
て
、
著
作
と
教
学
に
努
め
て
数
年
、
七
四
歳
の
と
き
、
「
太
山
壊
れ
ん
か
、
梁
柱

摧
け
ん
か
、
哲
人
萎
え
ん
か
」
（
『
史
記
「
孔
子
世
家
」
』
か
ら
）
と
死
期
を
察
し
て
詠
じ
て
い
ま

す
。
顔
回
に
先
立
た
れ
た
と
き
、
「
天
」
は
わ
れ
を
滅
ぼ
せ
り
と
嘆
い
た
至
聖
の
人
は
、
弟
子
た
ち

に
囲
ま
れ
て
去
世
し
て
い
ま
す
。
「
哲
人
其
萎
」
の
姿
で
す
。 

本
稿
の
「
お
わ
り
に
」
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
二
〇
一
七
年
七
月
一
八
日
、
一
〇
五
歳
九

カ
月
で
「
寿
終
正
寝
」
の
姿
を
示
し
て
亡
く
な
っ
た
日
野
原
重
明
博
士
が
思
わ
れ
ま
す
。
三
月
末
に

延
命
治
療
を
受
け
ず
に
聖
路
加
病
院
を
退
院
し
て
自
宅
で
診
察
を
受
け
な
が
ら
養
生
し
て
い
ま
し
た

が
、
家
族
に
見
守
ら
れ
る
中
で
呼
吸
機
能
が
次
第
に
低
下
し
て
静
か
に
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。

「
望
ま
し
い
生
き
方
と
人
生
の
終
え
方
を
提
案
し
て
、
そ
れ
を
実
践
し
た
生
を
終
え
ら
れ
ま
し
た
」

（
福
井
次
矢
聖
路
加
病
院
院
長
）
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
い
う
「
寿
終
正
寝
」
の
姿
で
す
。 

去
世
し
て
な
お
そ
の
姿
が
偲
ば
れ
る
数
多
く
の
人
び
と
の
う
ち
、
こ
こ
ろ
ざ
し
を
「
芸
の
道
一
筋
」
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に
し
て
命
の
限
り
を
測
り
な
が
ら
生
き
た
姿
を
み
ん
な
で
共
有
し
て
い
る
人
と
し
て
高
倉
健
さ
ん
と

蜷
川
幸
雄
さ
ん
が
合
わ
せ
て
思
い
出
さ
れ
ま
す
。 

そ
の
第
一
の
「
加
齢
が
価
値
で
あ
り
つ
づ
け
る
人
生
」
で
華
麗
に
古
希
を
迎
え
た
吉
永
小
百
合
さ

ん
に
登
場
い
た
だ
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
健
さ
ん
の
姿
を
思
い
出
し
な
が
ら
偲
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
。 

俳
優
高
倉
健
（
小
田
剛
一
）
さ
ん
は
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
〇
日
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。 

そ
の
と
き
は
「
尖
閣
」
領
有
問
題
や
「
政
冷
経
冷
」
ま
で
い
わ
れ
て
日
本
ぎ
ら
い
が
す
す
ん
で
い

た
中
国
で
も
、
「
文
温
」
と
し
て
の
絆
を
素
直
に
表
わ
し
た
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
広
が
り
、
大
地
か
ら

湧
き
あ
が
る
よ
う
に
硬
漢
高
倉
健
の
去
世
は
全
土
で
惜
し
ま
れ
ま
し
た
。
か
つ
て
文
革
の
あ
っ
た
あ

と
、
一
九
七
八
年
に
中
国
で
最
初
に
上
映
さ
れ
た
外
国
映
画
が
「
君
よ
憤
怒
の
河
を
渉
れ
」
（
中
国

名
は
「
追
捕
」
）
で
あ
り
、
そ
の
主
演
者
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
し
た
。 

温
家
宝
前
首
相
は
「
追
捕
」
は
も
ち
ろ
ん
、
「
三
丁
目
の
夕
日
」
（
「
永
遠
的
三
丁
目
的
夕
陽
」
）

や
「
お
く
り
び
と
」
（
「
入
殮
師
」
）
を
み
て
、
戦
後
日
本
の
大
衆
の
暮
ら
し
や
共
有
す
る
死
生
観

を
映
画
か
ら
理
解
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。 

そ
の
後
も
中
国
で
は
高
倉
健
主
演
の
「
幸
福
の
黄
色
い
ハ
ン
カ
チ
」
（
「
幸
福
的
黄
手
帕
」
）
や

「
遥
か
な
る
山
の
呼
び
声
」
（
「
遠
山
的
呼
喚
」
）
が
上
映
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
に
は
張
芸
謀
監
督

に
よ
る
合
作
映
画
「
単
騎
、
千
里
を
走
る
」
（
「
千
里
走
単
騎
」
）
が
撮
影
さ
れ
て
い
ま
す
。 

張
監
督
は
、
そ
の
公
開
に
あ
た
っ
て
、
高
倉
さ
ん
は
眼
で
は
な
く
心
で
泣
く
（
心
在
哭
泣
）
演
技
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者
だ
っ
た
と
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

二
〇
一
三
年
の
文
化
勲
章
受
章
の
と
き
に
、
高
倉
さ
ん
に
は
す
で
に
症
候
が
現
わ
れ
て
い
た
と
い

い
ま
す
。
式
後
の
「
日
本
人
に
生
ま
れ
て
本
当
に
よ
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
静
か
に
実
感
を

も
っ
て
離
世
の
思
い
を
伝
え
て
い
ま
し
た
。 

「
往
く
道
は
精
進
に
し
て
、
忍
び
て
終
わ
り
悔
い
な
し
」 

は
、
高
倉
さ
ん
が
数
多
く
演
じ
た
任
侠
に
生
き
る
男
の
「
忍
辱
負
重
」
（
辱
め
を
忍
ん
で
重
責
を
負

う
）
を
生
き
抜
い
た
人
生
を
思
わ
せ
ま
す
。 

「
お
し
ん
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
健
さ
ん
は
自
分
が
演
じ
た
「
忍
辱
負
重
」
の
人
物
が
、
い

ま
の
日
本
の
人
び
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
の
途
上
国
で
苦
労
し
て
暮
ら
し
て
い
る
人
び
と

を
励
ま
す
人
間
像
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
ア
ジ
ア
共
有
の
国
際
的
俳
優
だ
っ

た
の
で
す
。 

「
不
器
用
で
す
か
ら
・
・
ど
う
ぞ
お
幸
せ
に
」
（
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
）
と

い
っ
て
去
っ
て
い
く
う
し
ろ
姿
を
残
し
て
。
健
さ
ん
、
現
世
で
演
じ
な

か
っ
た
幸
福
い
っ
ぱ
い
（
幸
福
開
心
）
の
人
間
を
、
ぜ
ひ
天
堂
で
演
じ

て
く
だ
さ
い
。
お
つ
か
れ
さ
ま
で
し
た
。
享
年
八
三
歳
。 

「
一
以
貫
之
」
、
天
寿
を
全
う
し
た
健
さ
ん
を
こ
こ
に
記
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。 
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＊
「
自
己
実
現
」
と
円
熟
エ
ン
デ
ィ
ン
グ 

み
な
さ
ん
の
だ
れ
に
で
も
で
き
る
こ
と
に
「
自
己
実
現
」
が
あ
り
ま
す
。 

「
自
己
実
現
」
は
国
連
の
「
高
齢
者
五
原
則
」
の
ひ
と
つ
で
す
。
「
技
術
」
の
奥
義
を
極
め
た
「
人

間
国
宝
」
（
重
要
無
形
文
化
財
保
持
認
定
者
）
や
「
伝
統
工
芸
の
匠
」
や
華
道
・
茶
道
の
家
元
と
い

っ
た
一
芸
を
磨
い
て
保
持
す
る
人
び
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
が
、
高
齢
者
の
だ
れ
も
が
み

ず
か
ら
も
つ
技
術
を
活
か
し
て
、
他
の
高
齢
者
が
喜
ん
で
用
い
て
く
れ
る
優
れ
モ
ノ
を
制
作
す
る
こ

と
。
ま
た
「
知
識
」
の
ほ
う
で
は
専
門
分
野
に
か
か
わ
り
な
く
、
楽
し
み
な
が
ら
保
持
す
る
知
識
を

活
か
し
て
制
作
品
に
仕
上
げ
る
こ
と
。
そ
う
い
う
作
者
本
人
し
か
知
ら
な
い
制
作
品
群
が
、
わ
が
文

化
鉱
脈
列
島
ジ
パ
ン
グ
の
原
石
を
輝
か
せ
て
い
る
の
で
す
。 

一
人
ひ
と
り
が
選
ん
で
過
ご
し
て
き
た
新
世
紀
の
二
〇
年
。
一
人
ひ
と
り
が
努
め
て
得
た
成
果
は
、

平
和
の
証
と
し
て
厚
い
層
と
な
っ
て
存
在
し
て
い
ま
す
。
「
自
己
実
現
」
に
い
そ
し
ん
で
「
天
寿
」

を
全
う
す
る
こ
と
の
総
体
が
「
平
和
国
家
日
本
」
の
先
進
性
と
し
て
、
高
齢
化
途
上
国
の
人
び
と
の

羨
望
す
る
モ
デ
ル
事
例
と
な
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 小

さ
な
水
玉
模
様
の
よ
う
な
「
尊
厳
」
人
生 

 

そ
し
て
わ
た
し
に
も
で
き
る
こ
と
。 
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毎
夜
、
横
に
な
っ
て
静
か
に
心
音
を
確
か
め
て
眠
り
に
つ
き
ま
す
。 

き
ょ
う
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
を
思
い
返
し
て
親
し
ん
で
、
あ
す
の
出
会
い
に
繋
ぐ
た
め
に
、
そ

っ
と
胸
に
掌
を
押
し
当
て
て
心
音
を
さ
ぐ
り
ま
す
。 

た
し
か
に
不
静
脈
は
あ
り
ま
す
が
、
激
励
も
感
謝
も
受
け
ず
に
刻
み
つ
づ
け
て
き
た
頼
も
し
い
リ

ズ
ム
に
は
、
今
夜
も
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

世
紀
の
目
標
と
し
て
め
ざ
し
た
戦
後
平
和
の
一
世
紀
、
二
〇
四
五
年
ま
で
あ
と
四
半
世
紀
・
・
。 

小
さ
な
水
玉
模
様
の
よ
う
な
人
生
を
み
ん
な
で
重
ね
合
わ
せ
て
一
年
復
一
年
、
同
時
代
に
生
を
受

け
た
親
し
い
人
と
時
に
別
れ
を
告
げ
な
が
ら
日
復
一
日
を
確
か
め
て
過
ご
す
こ
と
。
そ
の
総
和
が
ま

た
国
際
的
な
信
頼
を
引
き
継
ぐ
「
日
本
高
齢
社
会
」
と
な
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

高
齢
者
み
ん
な
が
等
し
く
指
針
と
し
て
い
る
の
が
国
連
の
「
高
齢
者
五
原
則
」
（
一
九
九
一
年
・

第
四
六
回
国
連
総
会
で
採
択
）
で
す
。
一
つ
ひ
と
つ
を
も
う
一
度
、
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

「
自
立
」
「
参
加
」
「
ケ
ア
」
「
自
己
実
現
」
「
尊
厳
」 

の
五
つ
で
す
。
そ
の
最
後
の
項
目
に
「
尊
厳
」
が
据
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
優
れ
た
先
人
に
感
謝
を
い

た
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
個
人
と
し
て
の
小
さ
な
水
玉
模
様
の
よ
う
な
人
生
の
日
々
を
重
ね
て
円
熟
エ

ン
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
「
寿
終
正
寝
」
の
と
き
ま
で
送
り
つ
づ
け
る
こ
と
。
こ
の
国
の
新
た
な
歴
史
に

連
な
る
こ
と
を
ひ
そ
か
な
誇
り
と
し
て
確
認
し
つ
つ
過
ご
す
こ
と
。 
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歴
史
遡
行
二
〇
〇
〇
年
の
旅 

人
生
に
ひ
と
つ
だ
け
こ
ん
な
特
別
な
旅
行
を
し
ま
し
た
。 

五
五
歳
で
、
そ
の
こ
ろ
は
め
ず
ら
し
か
っ
た
「
早
期
自
主
退
社
」
を
し
て
、
欧
米
の
都
市
に
で
は

な
く
中
国
中
原
の
古
都
「
洛
陽
」
に
出
奔
し
た
の
で
し
た
。
一
九
九
四
年
の
秋
の
こ
と
。 

洛
陽
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
倭
の
奴
国
王
の
遣
い
（
五
七
年
）
や
女
王
卑
弥
呼
の
遣
い
（
二
三
八

年
）
が
朝
貢
に
お
と
ず
れ
た
王
都
。
日
中
交
流
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
土
中
（
国
の
中
心
）
の
地
で

す
。
で
す
か
ら
心
の
内
で
は
平
成
の
遣
唐
使
の
意
気
込
み
で
、
二
〇
〇
〇
年
の
歴
史
遡
行
の
旅
に
出

た
の
で
し
た
。 

新
世
紀
と
と
も
に
迎
え
る
還
暦
。
そ
の
後
三
〇
年
の
高
齢
人
生
を
ど
う
過
ご
す
か
と
い
う
漠
と
し

た
テ
ー
マ
探
し
と
か
か
わ
っ
て
は
い
ま
し
た
が
、
三
年
の
滞
在
を
終
え
て
「
洛
邑
土
中
」
の
地
か
ら

帰
っ
た
あ
と
も
、
何
を
？ 

と
問
わ
れ
て
な
お
漠
と
し
た
答
え
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

そ
し
て
世
紀
末
に
還
暦
と
と
も
に
迎
え
た
の
が
、
一
九
九
九
年
の
「
国
際
高
齢
者
年
」
で
し
た
。

目
の
前
に
綺
羅
星
の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
高
齢
先
輩
と
な
す
べ
き
事
業
、
平
和
の
証
で
あ
る
「
日
本

高
齢
社
会
」
形
成
へ
の
参
画
が
ひ
と
つ
の
目
標
と
し
て
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
も

う
ひ
と
つ
、
平
和
裏
で
の
「
ア
ジ
ア
の
共
生
」（
モ
ノ
の
豊
か
さ
の
実
現
）
と
政
冷
・
経
冷
の
中
で
の

「
文
温
」
と
し
て
の
日
中
文
化
交
流
で
し
た
。 
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こ
の
ふ
た
つ
の
事
業
は
国
際
的
に
注
目
さ
れ
る
わ
が
国
の
役
割
で
あ
り
、
平
和
裏
に
な
す
べ
き
そ

の
活
動
に
ひ
と
り
の
体
現
者
と
し
て
参
画
す
る
と
い
う
の
が
、
確
と
し
た
自
己
実
現
の
目
標
と
な
っ

た
の
で
し
た
。
中
国
中
原
「
洛
邑
土
中
」
で
見
定
め
た
温
故
二
〇
〇
〇
年
と
新
聞
社
で
の
知
新
一
〇

〇
年
は
少
な
か
ら
ず
こ
こ
に
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
『
頑
張
っ
て
生
き
よ
う
！ 

ご
同
輩
』
高
連

協
編 
二
〇
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
・
博
文
館
新
社
よ
り
） 

 
＊
戦
火
と
赤
い
兎
の
目
の
記
憶 

灯
火
管
制
の
下
で
。 

昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
の
暮
れ
近
く
に
東
京
渋
谷
区
の
ひ
と
隅
で
生
ま
れ
ま
し
た
。 

子
ど
も
の
目
に
焼
き
つ
い
た
戦
争
の
鮮
明
な
光
景
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
の

そ
の
夜
、
灯
火
管
制
で
う
す
暗
い
家
の
中
が
急
に
ざ
わ
め
い
て
、
大
人
た
ち
み
ん
な
が
二
階
に
あ
が

り
、
物
干
し
や
道
路
側
の
雨
戸
を
細
く
あ
け
て
夜
空
を
見
上
げ
ま
し
た
。
わ
た
し
も
雨
戸
の
隙
間
か

ら
お
そ
る
お
そ
る
夜
空
を
見
上
げ
ま
し
た
。
何
本
か
の
探
照
灯
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
Ｂ
２
９
。
迫
っ

て
い
く
日
本
の
戦
闘
機
。
高
射
砲
弾
の
煙
と
音
。
子
ど
も
の
目
で
そ
れ
ぞ
れ
の
距
離
感
は
測
り
よ
う

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
Ｂ
２
９
は
ゆ
う
ゆ
う
と
東
京
の
上
空
を
横
切
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

父
と
母
の
挫
折
。 

そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
、
母
と
子
ど
も
た
ち
（
わ
た
し
と
妹
）
は
父
方
の
実
家
が
あ
る
群
馬
県
の
農
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村
に
疎
開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
父
の
実
家
近
く
で
借
家
暮
ら
し
を
は
じ
め
て
ほ
ど
な
く
、
東

京
大
空
襲
で
父
の
工
場
は
焼
失
し
職
人
た
ち
は
散
っ
て
い
き
ま
し
た
。
東
京
で
の
父
の
長
年
の
労
苦

は
跡
か
た
も
な
く
な
り
、
都
会
育
ち
の
母
は
暮
ら
し
の
基
盤
を
丸
ご
と
失
い
ま
し
た
。 

疎
開
先
で
の
暮
ら
し
。 

榛
名
お
ろ
し
の
空
っ
風
、
八
幡
さ
ま
の
杜
と
杉
の
並
木
、
信
越
線
の
細
く
長
い
線
路
、
春
風
と
疾

風
の
よ
う
な
ふ
た
り
の
女
先
生
、
可
愛
い
同
級
生
、
ド
ド
メ
（
桑
の
実
）
、
モ
モ
の
摘
果
、
ウ
メ
の
ひ

こ
ば
え
、
道
祖
神
の
火
、
「
鐘
の
鳴
る
丘
」
、
流
し
針
の
ウ
ナ
ギ
、
田
ん
ぼ
の
ヒ
ル
、
ぶ
っ
ち
め
の
ス

ズ
メ
・
・
。 

赤
い
兎
の
目
の
記
憶
。 

あ
る
日
、
家
の
壁
に
寄
り
添
っ
て
小
さ
な
兎
小
屋
が
で
き
ま
し
た
。
妹
が
求
め
た
も
の
だ
っ
た
の

で
す
が
、
摘
ん
で
き
た
草
の
束
を
扉
を
開
い
て
放
る
と
、
奥
か
ら
兎
が
跳
ん
で
出
て
く
る
。
赤
い
目

で
じ
っ
と
こ
ち
ら
を
見
つ
め
て
か
ら
草
を
食
べ
ま
し
た
。
危
険
を
察
知
す
る
大
き
な
耳
と
跳
ん
で
逃

げ
る
後
ろ
足
。
戦
う
べ
き
機
能
を
も
た
な
い
兎
。
ぴ
く
ぴ
く
動
く
鼻
と
じ
っ
と
見
つ
め
る
赤
い
目
が

記
憶
に
残
り
ま
し
た
。
あ
る
日
、
草
の
束
を
も
っ
て
小
屋
に
い
く
と
、
も
う
そ
こ
に
兎
は
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
死
ん
だ
の
か
逃
げ
た
の
か
他
の
動
物
に
襲
わ
れ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ

の
ま
ま
す
ぐ
に
忘
れ
ま
し
た
。 

「
雪
中
高
士
」
の
よ
う
に
。 
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昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
、
戦
禍
の
残
る
東
京
に
戻
り
ま
し
た
。
そ
の
後
借
り
て
い
た
家
は
朽

ち
ま
し
た
が
、
わ
た
し
が
植
え
た
ウ
メ
の
ひ
こ
ば
え
は
老
樹
の
た
た
ず
ま
い
を
し
て
立
っ
て
い
る
と

聞
き
ま
し
た
。
わ
た
し
も
あ
れ
か
ら
六
〇
年
余
を
都
会
で
過
ご
し
て
、
い
ま
此
処
に
立
っ
て
い
ま
す
。

願
わ
く
ば
親
木
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
冬
の
野
に
「
雪
中
高
士
」
と
し
て
立
ち
、
幾
輪
か
の
香

り
の
い
い
花
を
つ
け
て
い
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
（
『
続 

頑
張
っ
て
生
き
よ
う
！ 

ご
同
輩
』
高
連
協

編 

二
〇
一
四
年
四
月
八
日
・
博
文
館
新
社
よ
り
）
。 

 壮
心
を
支
え
る
指
針
「
老
中
八
策
」 

 

明
治
維
新
の
前
夜
、
坂
本
龍
馬
（
三
三
歳
）
が
上
洛
の
た
め
長
崎
か
ら
出
帆
し
た
土
佐
藩
の
藩
船

「
夕
顔
丸
」
の
船
中
で
、
同
藩
の
後
藤
象
二
郎
に
示
し
た
の
が
新
し
い
国
家
体
制
に
か
ん
す
る
八
策

で
し
た
。
「
船
中
八
策
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
お
よ
そ
一
五
〇
年
前
の
一
八
六
七
年
、
明
治
維
新
の
国

家
構
想
の
先
駆
け
と
な
っ
た
「
船
中
八
策
」
に
因
ん
で
暮
年
の
壮
心
を
支
え
る
指
針
と
し
て
こ
こ
に

示
す
の
が
「
老
中
八
策
」
で
す
。
た
だ
し
こ
れ
は
国
家
の
大
業
で
は
な
く
、
「
寿
終
正
寝
」
を
む
か

え
る
た
め
に
一
人
ひ
と
り
の
高
齢
者
が
努
め
て
残
す
小
業
の
た
め
。
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
さ
ま
ざ

ま
な
課
題
を
整
理
し
て
八
策
と
し
た
も
の
で
す
。
ひ
と
つ
ず
つ
、
ひ
と
つ
で
も
納
得
で
き
れ
ば
口
ず

さ
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。 

＊
＊
＊
＊
＊ 
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尊
厳
あ
る
人
生
を
送
る
指
針
「
老
中
八
策
」 

六
〇
歳
か
ら
三
〇
年
＋
の
高
年
期
を
他
力
依
存
で
は
な
く
過
ご
す
た
め
「
自
立
意
識
」
を
確
立
中 

六
五
歳
か
ら
「
引
退
余
生
」
と
決
め
な
い
で
互
助
・
共
助
に
つ
と
め
て
「
現
役
長
生
」
を
実
現
中 

培
っ
て
き
た
知
識
・
技
術
を
活
か
し
円
熟
期
の
暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る
「
優
れ
モ
ノ
」
を
制
作
中 

体
（→
病
気
）
・
志
（→

認
知
症
）
・
行
（→

介
護
）
三
元
の
配
慮
で
「
包
括
ケ
ア
」
を
体
現
中 

青
少
年
（
～
三
〇
）
中
年
（
～
六
〇
）
高
年
（
～
九
〇
＋
）
で
「
三
世
代
平
等
社
会
」
を
創
出
中 

自
己
目
標
や
み
ん
な
の
課
題
の
解
決
策
を
頼
り
合
え
る
人
た
ち
と
「
つ
ど
い
の
場
所
」
で
談
議
中 

ま
ち
の
協
議
体
に
よ
る
支
え
合
い
の
現
場
で
「
地
域
共
生
社
会
（
生
活
圏
）
」
づ
く
り
に
参
加
中 

各
界
で
活
動
し
て
い
る
仲
間
と
成
果
を
語
り
合
っ
て
「
水
玉
模
様
の
よ
う
な
会
」
同
士
を
連
携
中 

＊
＊
＊
＊
＊ 

 

人
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
と
も
、
国
連
が
提
唱
す
る
国
際
的
指
針
で
あ
る
「
高
齢
者
五
原
則
」

を
活
か
し
て
暮
ら
す
こ
と
で
、
国
際
的
な
活
動
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
「
八

策
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
が
、
す
べ
て
を
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
ず
つ
、
ひ
と
つ
で
も
実
現

に
参
加
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
史
上
初
の
「
日
本
長
寿
社
会
」
（
三
世
代
平
等
社
会
）
の
形
成
に
参
加

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
確
信
い
た
し
ま
す
。 

＃ 

 


