
小
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・
具ぐ
し
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ん
う
ぇ
ー
か
た

志
頭
親
方
・
蔡さ
い
お
ん温

平
安
名　
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第一章　カンダ葉（芽生え）

第
一
章　

カ
ン
ダ
葉
（
芽
生
え
）

　
　
　
　
　
　
　
　

一

一
六
九
二
年
、
当
時
那
覇
と
い
え
ば
島
で
あ
っ
た
。

東
に
安
里
川
、
西
に
国
場
川
、
南
に
久く

も

ぢ
茂
地
川
に
囲
ま
れ
た
浮
島
と
呼
ば
れ
る
島
で
あ
っ
た
。
ア
カ
チ
ラ
（
地
名
）

は
安
里
川
の
西
側
の
河
口
付
近
で
、
今
の
若
狭
町
の
東
支
那
海
に
面
し
た
小
さ
な
珊
瑚
の
砂
場
で
あ
っ
た
。

夜
明
け
の
ア
カ
チ
ラ
で
裾
を
搦か
ら

め
て
、
魚
釣
り
を
し
て
い
る
三
人
の
童わ
ら
ば
ー
た
ー

子
達
が
い
た
。
グ
ル
ク
ン
（
タ
カ
サ
ゴ
・

ス
ズ
キ
に
似
た
魚
）
を
狙
っ
て
釣
り
を
す
る
童
子
達
の
二
人
は
男
の
子
で
、
名
前
を
蒲か
ま
ど戸

（
蔡
温
の
童
名
で
十
歳
）

と
他た
る
ー婁
（
玩
塞
の
童
名
で
十
二
歳
）
と
云
っ
た
。
二
人
と
も
清
人
の
髪
形
を
真
似
た
辮べ
ん
ぱ
つ髪
だ
っ
た
。
も
う
一
人
は
、

三
つ
編
み
を
し
た
愛
ら
し
い
女
の
子
で
思う
み
と
が
ね

戸
金
（
八
歳
）
で
あ
る
。
こ
の
特
異
な
髪
型
を
し
た
三
人
は
久く
に
ん
だ

米
邑
（
久

米
人
は
一
四
世
紀
末
に
福
建
省
か
ら
帰
化
し
た
人
々
で
あ
る
）
の
童わ
ら
ば
ー
た
ー

子
達
で
あ
っ
た
。
久
米
邑
の
大
人
達
は
、
彼
ら

の
先
祖
が
先
進
国
で
強
大
な
大
陸
人
で
あ
る
こ
と
を
、
童
子
達
に
教き
ょ
う
さ唆

す
る
風
習
が
あ
っ
て
の
髪
型
だ
っ
た
の
で
あ

る
。初

春
は
グ
ル
ク
ン
の
時
期
で
あ
る
。
ア
カ
チ
ラ
の
砂
州
で
グ
ル
ク
ン
釣
り
を
し
て
い
る
三
人
は
投
げ
釣
り
を
し
て
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い
る
。
絹
糸
の
先
端
に
重
石
を
つ
け
て
、
く
る
く
る
と
頭
上
で
円
を
描
く
よ
う
に
振
り
回
し
、
遠
心
力
で
勢
い
よ
く

遠
方
に
放
り
投
げ
る
手
法
で
あ
る
。
後
は
木き
か
ぶ蕪

に
絹
糸
を
巻
き
上
げ
な
が
ら
重
し
の
先
端
に
つ
け
た
餌
に
当
た
り
を

待
つ
。
当
た
り
が
な
い
と
、
餌
の
沙ご
か
い蚕
か
子
蟹か
に

が
千
切
れ
落
ち
な
い
限
り
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
。
遠
く
ま
で
投
げ

飛
ば
せ
な
い
思
戸
金
の
釣
り
糸
は
蒲
戸
の
仕
事
だ
っ
た
。
今
日
の
ア
カ
チ
ラ
は
満
ち
潮
と
相
ま
っ
て
面
白
い
ほ
ど
よ

く
グ
ル
ク
ン
が
釣
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
地
黒
の
他た
る
ー婁
は
元
々
、
渡わ
た
ち地
邑
（
国
場
川
河
口
の
東
側
辺
り
）
の
船
乗
り
の

息
子
で
、
今
は
久
米
邑
に
住
ん
で
い
た
。
ど
こ
で
何
を
釣
る
か
を
決
め
る
の
は
他
婁
だ
っ
た
。
蒲
戸
と
思
戸
金
は
竹

竿
と
餌
箱
を
持
っ
て
、
他
婁
の
指
定
し
た
場
所
へ
指
定
し
た
時
刻
に
行
く
。
早
朝
で
の
ア
カ
チ
ラ
で
一
刻
ば
か
り
釣

り
を
し
て
大
漁
だ
っ
た
三
人
は
、
夕
方
か
ら
漫ま
ん
こ湖
（
国
場
川
と
饒の

は波
川
の
合
流
地
の
河
口
）
の
東
岸
で
、
明
朝
の
餌

を
採
る
約
束
で
あ
っ
た
。

蒲
戸
と
思
戸
金
が
待
ち
合
わ
せ
の
漫
湖
東
岸
の
赤あ
か
ば
た
ー畑に
来
た
の
が
午
後
の
丑
刻
。漫
湖
の
一
部
に
浅
瀬
が
あ
っ
て
、

弥
生
の
干
潮
時
に
限
っ
て
対
岸
ま
で
歩
く
こ
と
が
で
き
る
。
既
に
小お
ろ
く禄

の
加か

ま真
（
豊ほ
う
せ
い

成
亥
の
童
名
）
と
、
加
真
の
仲

間
で
あ
る
松ま
つ
ーと
鍋な
び
ーが
浅
瀬
を
渡
っ
て
赤
畑
に
来
て
お
り
、
そ
こ
に
他
婁
が
混
じ
っ
て
、
小
石
を
退
け
て
沙
蚕
を
探
し

て
い
る
。
そ
の
姿
を
見
つ
け
た
二
人
は
袂
を
捲ま
く

り
、
素
足
で
駆
け
出
し
た
。

二
人
は
漫
湖
の
泥
に
足
を
掬
わ
れ
な
が
ら
、
釣
り
仲
間
の
四
人
に
合
流
す
る
や
、
餌
の
子こ
が
に蟹

や
沙ご
か
い蚕

を
無
言
で
掴

ん
で
い
た
。
掴
ん
だ
餌
は
干
か
ら
び
な
い
よ
う
に
、
泥
も
一
緒
に
自
家
製
の
箱
に
す
ば
や
く
拾
い
入
れ
て
い
る
。
思

戸
金
も
懸
命
に
捜
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
立
ち
つ
く
し
て
い
る
方
が
多
い
か
ら
、
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
。
蒲
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戸
は
沙
蚕
を
時
々
無
言
で
思
戸
金
に
分
け
与
え
て
い
た
。

こ
の
時
期
、
海
水
は
ま
だ
冷
た
い
。
し
か
し
、
凍
て
つ
い
て
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
冷
た
さ
で
な
い
の
が
、
沖
縄

の
冬
で
あ
る
。
広
い
干
潟
で
黙
々
と
餌
を
採
る
童
子
達
の
す
ぐ
近
く
に
、
渡
り
鳥
の
鴫し
ぎ

が
幾
十
羽
と
、
至
る
所
で
群

れ
を
な
し
て
長
閑
に
餌
を
啄
ば
ん
で
い
る
。
漫
湖
の
東
西
の
岸
渕
に
広
が
る
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
林
と
、
干
潟
と
渡
り

鳥
と
童
子
達
。
蒲
戸
た
ち
の
ほ
か
に
も
石
こ
ろ
を
ど
け
て
、
下
に
隠
れ
て
い
る
子
蟹
や
沙
蚕
を
夢
中
に
拾
う
数
人
の

童
子
達
が
い
た
。
漫
湖
は
如
何
に
も
南
国
風
情
の
漂
う
場
所
だ
っ
た
。

半
刻
ば
か
り
経
っ
た
。

潮
が
満
ち
だ
し
た
の
で
、
蒲
戸
と
は
遠
戚
に
当
た
る
小
禄
の
加
真
の
連
れ
は
、
早
め
に
引
き
上
げ
て
い
た
。
他
婁

と
も
別
れ
を
告
げ
て
、
蒲
戸
と
思
戸
金
は
、
餌
を
充
分
捕
っ
て
満
足
気
に
漫
湖
を
出
て
家
路
へ
と
、
日
暮
れ
の
赤
畑

か
ら
牧
志
に
通
じ
る
漫
湖
の
ぬ
か
る
ん
だ
淵
辺
を
通
り
、
二
人
は
河
口
の
島
崎
路
（
今
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
裏
路
）

に
上
が
っ
た
時
で
あ
る
。

蒲
戸
よ
り
二
歳
上
の
兄
・
次じ
ら
ー良

（
蔡
淵
の
童
名
）
と
二
人
は
鉢
合
わ
せ
た
。
吃
驚
し
た
よ
う
に
次
良
が
云
う
。

「
お
い
！　

遅
い
じ
ゃ
な
い
か
」

「
う
ん
」

蒲
戸
は
素
直
に
詫
び
た
。
そ
こ
へ
次
良
が
近
づ
き
、

「
ど
れ
ど
れ
、
見
せ
て
み
な
」
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左
手
に
竹
竿
を
持
ち
、
右
手
は
竹
籠
で
編
ん
だ
餌
箱
で
塞ふ
さ

が
っ
て
い
た
蒲
戸
は
、

「
こ
ん
な
も
ん
」

と
、
腰
籠
に
あ
る
魚
が
よ
く
見
え
る
よ
う
に
腰
を
振
っ
た
。
日
焼
け
し
た
黒
い
顔
に
白
い
歯
を
浮
か
べ
て
満
面
で

い
る
。

「
お
お
、
凄
い
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
れ
は
、
こ
れ
は
」

腰
籠
を
覗
き
込
ん
だ
次
良
は
収
獲
が
い
い
の
に
吃
驚
し
て
云
う
。
一
緒
に
居
る
思
戸
金
に
、

「
思
戸
金
も
釣
っ
た
の
？
」

彼
女
に
微
笑
ん
で
聞
く
と
、

「
う
ん
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
…
…
」

あ
ど
け
な
い
顔
で
誇
ら
し
げ
に
腰
を
振
っ
て
見
せ
る
。
腰
を
振
る
と
垂
ら
し
た
長
い
三
つ
編
み
髪
が
背
中
で
泳
い

で
い
る
。
こ
の
と
こ
ろ
思
戸
金
は
ど
こ
へ
行
く
に
も
蒲
戸
に
つ
い
て
一
日
中
遊
び
廻
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
思
戸
金

は
隣
家
で
こ
の
蔡
兄
弟
と
は
遠
戚
で
も
あ
っ
た
。

「
ま
あ
、
こ
ん
な
日
も
あ
る
さ
」

蒲
戸
は
胸
を
張
り
、
泥
の
着
い
た
顔
の
ま
ま
で
頭
を
振
っ
て
、
ア
ヒ
ラ
ー
ジ
ュ
ー
（
辮
髪
を
子
供
が
し
て
い
る
場

合
の
呼
び
名
）
を
振
り
直
す
と
、
着
古
し
た
襦じ
ゅ
ば
ん袢
を
搦か
ら

め
た
姿
で
、
意
気
揚
々
と
先
を
歩
き
始
め
た
。
次
良
は
弟
の

帰
り
が
遅
い
の
で
迎
え
に
来
て
鉢
合
わ
せ
た
の
だ
が
、
す
ぐ
に
会
話
が
途
切
れ
て
い
た
。
い
つ
も
の
こ
と
で
あ
る
。
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蒲
戸
は
次
良
に
、

（
釣
り
ば
か
り
し
て
い
る
）

と
云
わ
れ
る
の
が
嫌
い
で
黙
々
と
先
を
歩
い
て
い
た
。
次
良
も
、

（
釣
り
ば
か
り
し
て
い
て
、
勉
強
も
し
ろ
よ
…
…
）

喉
ま
で
出
掛
か
っ
て
い
る
言
葉
を
呑
み
込
ん
で
後
を
追
っ
て
い
た
。
三
人
は
暗
く
な
り
か
け
た
島
崎
路
を
黙
っ
て

歩
い
て
い
る
。
足
早
に
先
を
歩
い
て
い
た
蒲
戸
は
、
近
く
の
泉
崎
橋
を
渡
る
の
を
避
け
て
見
栄
橋
に
向
か
う
。
泉
崎

橋
界
隈
は
暗
く
な
る
と
不
良
が
多
い
。
そ
こ
は
商
都
ら
し
く
薩
摩
人
や
唐
人
が
日
暮
れ
の
街
を
往
き
通
っ
て
い
た
。

古
往
今
来
い
ず
こ
で
も
同
じ
現
象
だ
が
、
人
々
が
多
く
集
ま
る
と
こ
ろ
に
は
不
良
と
呼
ば
れ
る
喧
嘩
好
き
の
猛
者

も
集
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
喧
嘩
を
ふ
っ
か
け
ら
れ
た
ら
、気
っ
風
の
い
い
蒲
戸
は
売
ら
れ
た
喧
嘩
を
買
っ
て
し
ま
う
。

つ
い
先
日
の
喧
嘩
で
負
っ
た
お
で
こ
の
傷
も
ま
だ
鬱う
っ
け
つ血

し
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
籠
の
魚
を
ぼ
っ
た
く
ら
れ
た
悔
し

さ
が
残
る
蒲
戸
は
、
泉
崎
橋
を
避
け
、
遠
廻
り
に
な
る
見
栄
橋
へ
と
、
意
識
し
て
細
く
暗
い
農
道
を
選
ん
で
歩
い
て

行
く
の
だ
っ
た
。

周
り
は
真
和
志
の
塩
田
が
拡
が
り
灯
り
が
な
い
。
夕
暮
れ
の
久
茂
地
川
沿
い
の
農
道
を
歩
く
三
人
に
、
夜
風
が
頬

に
突
き
刺
さ
っ
て
く
る
。
蒲
戸
に
放
れ
な
い
よ
う
に
つ
い
て
歩
く
思
戸
金
、そ
の
後
を
黙
々
と
次
良
が
つ
い
て
い
る
。

三
人
は
ひ
た
す
ら
無
言
の
ま
ま
歩
き
続
け
て
い
た
。

三
人
が
木
造
り
の
見
栄
橋
を
渡
る
と
も
う
、
浮
島
で
あ
る
。
浮
島
に
は
那
覇
四
邑
が
東
西
に
分
か
れ
て
賑
わ
っ
て
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い
る
。
そ
の
真
ん
中
の
幾
分
、
丘
陵
と
な
っ
た
と
こ
ろ
が
久
米
邑
だ
っ
た
。
百
戸
ぐ
ら
い
で
、
四
百
人
位
が
居
住
し

て
い
た
。
三
人
が
渡
る
見
栄
橋
の
前
方
に
は
首
里
と
那
覇
を
結
ぶ
長ち
ょ
う
こ
う
て
い

虹
堤
が
朧
に
見
え
て
い
る
。
見
栄
橋
を
渡
る
と

道
幅
が
広
く
な
っ
て
久
米
邑
大う
ふ
み
ち道
で
あ
る
。
道
幅
が
広
く
な
る
と
、
次
良
は
後
か
ら
駆
け
寄
り
腰
籠
の
収
獲
を
再
び

覗
い
て
云
う
。

「
あ
れ
あ
れ
、
グ
ル
ク
ン
も
あ
る
ね
」

「
う
ん
、
グ
ル
ク
ン
だ
ら
け
…
…
」

「
そ
う
か
、
岩
場
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
砂
場
で
も
釣
り
を
し
た
ん
だ
。
母
さ
ん
に
、
グ
ル
ク
ン
の
油
揚
げ
を
ご
馳
走
に

戴
こ
う
か
な
」

蒲
戸
は
、
兄
が
面
長
の
顔
を
更
に
長
く
し
て
覗
い
て
い
る
の
を
知
り
な
が
ら
、
振
り
向
か
ず
に
威
張
っ
た
口
調
で

歩
き
な
が
ら
次
良
に
告
げ
る
の
だ
っ
た
。

「
グ
ル
ク
ン
は
ね
、
母
さ
ん
が
釣
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
よ
。
釣
っ
た
の
は
俺
。
料
理
し
て
く
れ
る
の
が
母
さ
ん
な
ん
だ

か
ら
ね
」

「
そ
れ
は
そ
う
だ
ろ
う
。
釣
っ
た
の
は
蒲
戸
。
料
理
し
て
く
れ
る
の
が
母
さ
ん
。
俺
、
グ
ル
ク
ン
の
油
揚
げ
が
大
好

き
な
ん
だ
」

次
良
は
す
ま
し
て
云
う
。

「
そ
ん
な
ら
、
少
し
ぐ
ら
い
感
謝
し
ろ
よ
、
俺
に
ね
」
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蒲
戸
は
釣
り
が
単
な
る
遊
び
で
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
食
材
を
仕
入
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
云
う
の
だ
っ
た
。

蒲
戸
は
大
漁
だ
っ
た
今
日
の
釣
り
で
、
鼻
息
も
荒
く
喋
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら
、
蒲
戸
の
籠
に

入
っ
て
い
る
グ
ル
ク
ン
は
、
腸
は
ら
わ
たを

抉
り
海
水
で
洗
っ
て
あ
る
。
体
長
が
五
、六
寸
で
二
十
数
匹
の
グ
ル
ク
ン
は
す
ぐ

に
料
理
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
っ
た
。
そ
れ
は
蒲
戸
の
釣
り
に
対
す
る
心
意
気
で
、
出
来
る
だ
け
料
理
す
る
者
に
負

担
を
か
け
な
い
優
し
い
心
遣
い
で
あ
っ
た
。

「
ね
ー
、
蒲
戸
。
漫
湖
は
よ
く
グ
ル
ク
ン
が
釣
れ
る
ん
だ
」

「
ア
カ
チ
ラ
で
」

「
え
っ
、
漫
湖
じ
ゃ
な
い
の
か
？
」

「
う
ん
」

今
、
二
人
の
帰
っ
て
き
た
道
は
漫
湖
か
ら
で
あ
る
。
ア
カ
チ
ラ
は
反
対
の
方
角
で
あ
る
。
訝い
ぶ
かる

次
良
に
、

「
そ
こ
が
狙
い
目
な
ん
だ
ね
」

と
、
蒲
戸
は
見
栄
を
切
る
。

「
狙
い
目
？　

ど
う
い
う
こ
と
？
」

グ
ル
ク
ン
は
砂
地
の
浅
い
表
層
に
い
る
。
漫
湖
は
国
場
川
の
泥
土
の
堆
積
で
あ
る
。
泥
土
に
は
グ
ル
ク
ン
が
い
な

い
。
そ
ん
な
こ
と
さ
え
知
ら
な
い
か
と
云
っ
た
気
色
で
、

「
素
人
だ
な
、
魚
釣
り
に
関
し
て
は
」
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と
、
軽
侮
し
た
嗤
い
で
応
え
て
い
た
。
そ
の
嗤
い
に
耐
え
な
が
ら
次
良
は
以
前
に
蒲
戸
が
、

（
明
方
や
夕
方
の
凪
で
、満
ち
潮
に
ア
カ
チ
ラ
に
行
け
ば
グ
ル
ク
ン
は
素
人
に
も
よ
く
釣
れ
る
魚
で
あ
る
）
と
、云
っ

て
い
た
の
を
想
い
だ
し
て
い
た
。
そ
の
醍
醐
味
は
、
餌
の
量
だ
け
釣
れ
る
と
云
っ
て
い
た
。

だ
が
、
魚
釣
り
は
身
分
の
卑
し
い
者
の
職
業
で
あ
る
。

（
俺
は
士
族
だ
）

次
良
の
自
尊
心
が
釣
り
を
許
さ
な
か
っ
た
。
蒲
戸
の
軽
侮
し
た
嗤
い
に
次
良
は
複
雑
な
心
境
の
ま
ま
亦
、
弟
に
声

を
掛
け
た
。

「
ね
、
蒲
戸
。
楽
し
い
ん
だ
ね
、
魚
釣
り
が
…
…
」

「
単
純
だ
が
、
魚
と
の
知
恵
比
べ
な
の
さ
」

確
か
に
長
閑
で
楽
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
で
も
、
そ
の
労
力
を
ち
ょ
っ
と
で
も
勉
強
に
廻
し
さ
え
す
れ
ば
、
こ
ん

な
に
勉
強
嫌
い
に
な
ら
な
い
も
の
を
と
、
蒲
戸
の
行
く
末
を
案
ず
る
次
良
だ
が
今
は
、

「
勉
強
し
ろ
」

と
は
云
え
な
か
っ
た
。
云
う
と
喧
嘩
に
な
る
の
が
分
か
っ
て
い
る
。

三
人
は
、
い
つ
し
か
久
米
邑
に
続
く
丘
陵
を
歩
い
て
い
た
。
丘
陵
は
棚
田
に
な
っ
て
い
る
。
棚
田
は
水
で
満
た
さ

れ
て
月
明
り
を
反
射
し
て
明
る
い
。
や
や
暗
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
農
道
に
な
る
。
三
人
は
棚
田
に
足
を
踏
み
入

れ
な
い
よ
う
に
農
道
を
選
ん
で
歩
い
て
い
た
。
月
夜
の
大う
ふ
み
ち道

は
人
影
が
な
い
。
な
ん
と
な
く
も
の
侘
し
く
、
唇
が
寒
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く
な
っ
た
次
良
は
、

「
沙
蚕
は
充
分
あ
る
の
？
」

と
、
悠
々
と
先
に
行
く
蒲
戸
に
遠
慮
が
ち
に
尋
ね
た
。

「
う
ん
、
こ
の
箱
の
中
に
た
ん
と
あ
る
よ
。
泥
土
の
中
に
ね
」

蒲
戸
の
両
手
は
餌
箱
と
竹
竿
で
塞
が
っ
て
い
る
。

「
重
た
い
だ
ろ
う
？
」

次
良
は
手
を
差
し
出
し
、
蒲
戸
の
肩
に
掛
け
て
あ
る
沙
蚕
の
入
っ
た
箱
を
持
と
う
と
し
た
。
一
尺
四
方
の
箱
に
穴

を
開
け
て
、
穴
に
縄
を
通
し
た
餌
箱
の
縄
紐
を
奪
う
よ
う
に
引
っ
張
る
と
、

「
い
い
よ
」

と
、
蒲
戸
は
拒
否
し
た
。
重
た
く
て
も
自
分
の
仕
事
道
具
は
ま
か
り
間
違
っ
て
も
他
人
に
預
け
た
り
、
渡
し
た
り

し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
れ
が
仕
事
人
で
あ
り
、
蒲
戸
は
魚
釣
り
の
仕
事
人
だ
と
自
負
し
て
い
た
。

「
で
も
、
重
た
い
で
し
ょ
う
？
」

「
い
い
よ
、
良
い
っ
て
云
っ
て
る
の
！
」

「
あ
っ
、
そ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
手
伝
わ
な
い
け
ど
」

「
誰
も
、
手
伝
っ
て
欲
し
い
な
ん
て
、
云
っ
て
や
し
な
い
よ
」

ち
ょ
っ
と
罰
悪
く
感
じ
た
次
良
だ
が
、
相
手
は
弟
で
あ
る
。
窘た
し
なめ

る
よ
う
に
、
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「
ね
え
ー
、
加か

ま真
や
他た
る
ー婁

等
は
い
つ
も
一
緒
な
の
？
」

「
そ
う
だ
よ
。
そ
れ
に
思う
み
と
が
ね

戸
金
も
ね
」

「
そ
う
、
い
つ
も
そ
う
し
て
ね
。
独
り
だ
け
で
釣
り
を
し
な
い
で
ね
」

「
ど
う
し
て
？
」

「
危
な
い
で
し
ょ
う
。
独
り
だ
っ
た
ら
、
怪
我
し
た
と
き
に
、
助
け
を
呼
び
に
行
く
者
が
い
な
い
か
ら
よ
」

蒲
戸
の
友
人
で
あ
る
他
婁
は
、
親
父
の
サ
バ
ニ
（
小
舟
）
を
借
り
る
相
談
が
出
来
る
と
、
蒲
戸
に
も
声
を
掛
け
て

く
れ
た
。
そ
の
時
は
、
垣か
き
の
は
な花（
小
禄
間
切
り
の
地
名
）
の
沖
で
チ
ン
イ
ユ
ー
（
黒
鯛
）
を
狙
う
。
だ
か
ら
、
サ
バ
ニ

に
は
い
つ
も
四
、五
人
の
者
が
乗
っ
て
い
た
。
こ
の
沖
釣
り
で
垣
花
の
加
真
や
松
と
鍋な
び
ーが

釣
り
仲
間
と
な
っ
た
。
好

き
な
海
と
仲
の
良
い
釣
り
友
達
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
怪
我
な
ん
か
す
る
か
い
！　

俺
達
は
…
…
俺
達
は
海
の
子
だ
ぜ
。
今
日
の
よ
う
な
ア
カ
チ
ラ
で
の
釣
り
は
、
魚
釣

と
云
わ
な
い
よ
。
サ
バ
ニ
で
沖
に
出
て
チ
ン
イ
ユ
ー
（
黒
鯛
の
一
種
）
を
釣
る
こ
と
を
い
う
の
さ
」

「
砂
場
も
満
ち
潮
は
恐
い
よ
」

「
分
か
っ
て
る
っ
て
。
う
る
さ
い
な
ー
。
い
つ
も
潮
目
と
相
談
し
て
い
る
ん
だ
か
ら
…
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　

二
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釣
り
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
と
、
満
ち
潮
に
取
り
囲
ま
れ
て
お
る
こ
と
さ
え
眼
中
に
な
く
、
よ
く
溺
死
す
る
噺
を

聞
く
。
そ
ん
な
事
例
を
再
三
聞
い
て
い
る
次
良
は
、
一
人
で
釣
り
に
出
な
い
で
欲
し
い
と
願
っ
て
も
、
魚
は
満
ち
潮

時
に
動
く
ら
し
い
。 

（
困
っ
た
も
の
だ
）

次
良
は
思
案
し
な
が
ら
、
夕
暮
れ
の
久く
に
ん
だ
う
ふ
み
ち

米
邑
大
道
を
二
人
の
後
に
つ
い
て
歩
い
て
い
た
。
次
良
に
は
蒲
戸
を
案
ず

る
理
由
が
あ
っ
た
。
自
分
は
妾
の
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

蒲
戸
は
父
、
蔡さ
い
た
く鐸

の
正
妻
で
あ
る
真ま
ご
ぜ
い

呉
端
の
三
十
七
歳
の
と
き
の
子
だ
っ
た
。
真
呉
端
は
十
七
歳
で
結
婚
し
、
す

ぐ
に
長
女
を
儲も
う

け
た
が
、
そ
の
後
、
十
数
年
も
妊
娠
し
な
か
っ
た
。
跡
継
ぎ
が
欲
し
い
、
と
云
っ
て
く
れ
な
い
夫
の

蔡
鐸
が
不
憫
に
思
え
た
真
呉
端
は
思
い
余
っ
て
、

「
妾
を
拵
え
て
嫡
子
を
」

と
、
再
三
願
い
出
た
。
だ
が
、
夫
は
嗤
う
だ
け
で
決
ま
っ
て
娘
婿
の
、

「
国
吉
親ぺ
ー
ち
ん

雲
上
（
役
職
名
。
病
弱
で
三
十
五
歳
で
死
亡
）
を
、
後
継
ぎ
に
す
れ
ば
い
い
だ
け
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
」

と
、
云
う
の
だ
っ
た
。
実
は
蔡
鐸
自
身
養
嗣
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
真
呉
端
の
言
葉
を
聞
き
流
し
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、

「
そ
れ
で
は
由
緒
あ
る
蔡
家
の
面
目
が
た
ち
ま
せ
ん
」

と
、
反
論
す
る
真
呉
端
に
、


