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「
袖
ふ
れ
あ
う
も
多
生
の
縁
」
と
申

し
ま
す
。
世
の
中
に
「
あ
か
の
他
人
」

と
い
う
人
間
は
居
な
い
筈
で
あ
り
ま
す
。

同
じ
地
域
社
会
に
住
む
人
達
が
、
お
互

い
に
、
喜
び
も
、
悲
し
み
も
、
頒
ち
あ

う
と
こ
ろ
に
、
本
当
の
福
祉
社
会
の
実

現
が
あ
り
ま
す
。

近
年
、
わ
が
国
の
社
会
福
祉
諸
制
度

は
、
急
激
に
、
充
実
発
展
し
て
ま
い
り

ま
し
た
。
そ
の
こ
と
自
体
は
、
近
代
国
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家
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
喜
ば

し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
と
も
す
る

と
、
福
祉
と
い
え
ば
、
国
や
自
治
体
が

行
政
で
、
施
設
を
造
っ
た
り
、
金
や
物

を
配
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
国
民
は
、

た
。二

享
受
す
る
だ
け
で
あ
る
よ
う
に

誤
解
し
て
い
る
向
き
も
な
い
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
行
政
施
策
も
大
切
で
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
前
に
、
自
分
達
の
社
会
は
、

自
分
達
で
守
ろ
う
と
い
う
、
社
会
連
帯

の
気
持
が
な
く
て
は
、
本
当
の
社
会
福

祉
は
成
就
し
な
い
の
で
は
あ
り
ま
す
ま

い
か
。

近
頃
、
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り

方
が
、
施
設
収
容
援
護
か
ら
在
宅
援
護

に
移
行
し
つ
ヽ
あ
る
よ
う
に
云
わ
れ
て

お
り
ま
す
。
不
遇
老
人
、
心
身
障
害
者

児
童
の
在
宅
援
護
は
、
近
隣
住
民
の
あ

た

ゝ
か
い
愛
情
と
連
帯
感
が
無
く
て
は

と
て
も
、
出
来
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

本
町
で
も
、
こ
う
し
た
社
会
連
帯
感

に
目
覚
め
て
、
進
ん
で
、
余
力
を
社
会

奉
仕
に
捧
げ
た
い
と
い
う
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ヤ
ー
の
方
々
が
、
だ
ん
だ
ん
、
増
え

つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
、
有
難

い
こ
と
こ
二
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
後
、
こ
の
奉
仕
者
の
方
々
を
中
心

天

保
改
革

の
背
景

徳
川
時
代
二
百
数
十
年
間
に
お
い
て

天
保
期
の
毛
利
藩
政
改
革
は
、
ま
こ
と

に
大
き
な
画
期
を
な
し
て
い
る
。

十
九
世
紀
三
十
年
代
四
十
年
代
の
天

保
改
革
は
、
お
よ
そ
三
十
年
程
後
の
明

治
維
新
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
、
つ

ま
る
と
こ
ろ
こ
の
改
革
は
徳
川
時
代
を

根
底
か
ら
く
つ
が
え
す
、
勢
力
交
代
劇

の
舞
台
装
置
が
用
意
さ
れ
、
一
つ
の
起

爆
剤
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

元
来
徳
川
中
期
以
後
幕
府
の
統
制
力

が
非
常
に
弱
ま
っ
て
、
商
品
流
通
の
増

人
に
伴
っ
て
大
阪
な
ど
の
中
央
市
場
の

大
商
人
、
特
権
商
人
の
勢
力
が
の
び
、

そ
れ
を
幕
府
が
支
配
力
を
も
っ
て
押
え

て
い
る
形
で
あ
っ
た
。

所
が
近
世
後
期
に
な
る
と
そ
の
経
済

構
造
の
枠
が
崩
れ
て
、
商
品
も
Ｉ
藩
専

売－
大
阪
特
権
商
人
と
い
う
コ
ー
ス
か

ら
、
直
接
の
生
産
者
－
在
郷
商
人
と
い

①

に
、
住
民
福
祉
の
組
織
づ
く
り
が
、
地

域
ご
と
に
進
展
す
る
よ
う
、
ひ
た
す
ら

念
願
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

長
年
に
わ
た
り
利

用
さ
れ
て
い
た
、
貨

物
の
取
扱
い
が
い
よ

い
よ
三
月
三
十
一
日

か
ら
廃
止
さ
れ
ま
し

た
の
で
、
こ
れ
か
ら

の
営
業
範
囲
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

一
　
実
施
時
期

う
ル
ー
ト
に
か
わ
り
、
そ
れ
を
も
う
一

度
上
か
ら
統
制
し
よ
う
と
す
る
権
力
側

の
動
き
に
対
し
、
藩
専
売
反
対
を
唱
え

る
百
姓
一
揆
等
と
な
り
、
激
し
い
抵
抗

を
う
け
る
様
に
な
っ
て
き
た
。

こ
の
様
な
事
態
は
藩
と
し
て
特
権
商

人
を
つ
か
ん
で
お
け
ば
経
済
は
安
定
し

て
ゆ
け
る
と
い
う
目
安
が
な
く
な
り
、

単
に
節
倹
や
物
つ
く
り
の
殖
産
興
業
で

は
だ
め
に
な
っ
て
来
た
。
そ
こ
で
次
に

来
る
だ
ろ
う
新
し
い
社
会
体
制
を
見
通

し
た
施
策
を
あ
み
だ
す
か
、
又
は
今
迄

の
や
り
方
を
根
本
的
に
変
革
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
来
た
。

一
方
幕
府
時
代
に
外
様
と
見
な
さ
れ

こ
と
ご
と
に
敵
視
さ
れ
た
毛
利
藩
は
、

お
国
意
織
が
強
く
、
幕
府
に
対
し
て
背

反
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
う
つ
ぼ
つ
と

し
て
湧
い
て
い
た
。

藩
は
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
と
翌

昭
和
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十
二
年
四
月
一
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二
関
係
　
駅
　
長
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三
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駅

三
営
業
範
囲
の
改
正

現
行
　
旅
客
、
荷
物
、
車
扱
貨
物

改
正
　
旅
客
、
荷
物

（
注
）
荷
物
は
一
個
の
重
さ
が
三
十

粁
瓦
ま
で
で
、
縦
、
横
、
高
さ

の
合
計
が
二
米
ま
で
の
も
の
に

限
り
取
扱
い
さ
れ
る
。

二
年
に
大
百
姓
一
揆
が
起
り
参
加
者
も

十
万
以
上
に
数
え
ら
れ
、
更
に
天
保
三

年
、
天
保
八
年
に
も
一
揆
が
起
っ
て
い

る
。
そ
の
要
求
す
る
所
の
最
大
の
も
の

は
、
藩
営
専
売
の
廃
止
で
あ
っ
た
。

藩
が
藍
や
櫨
（
（
ゼ
）
等
の
主
要
な
物

産
を
Ｉ
手
に
に
ぎ
っ
て
買
売
し
て
い
る

こ
と
へ
の
恨
み
で
あ
っ
た
。

農
民
か
ら
強
制
的
に
安
く
買
上
げ
て
、

藩
の
手
で
高
価
に
売
捌
く
の
だ
か
ら
、

商
品
生
産
と
流
通
が
発
達
し
て
来
た
時

期
だ
け
に
、
農
民
の
自
由
化
へ
の
要
求

が
沸
騰
し
た
の
で
あ
る
。

毛
利
藩
の
天
保
改
革
は
、
こ
の
打
続

く
一
揆
を
契
機
と
し
て
、
内
に
は
「
八

万
人
の
大
敵
」
と
呼
ん
だ
赤
字
藩
財
政

約
二
百
万
両
（
藩
年
収
の
二
二
倍
）
へ

の
処
理
の
た
め
、
村
田
清
風
（
略
敬
称

）
が
抜
て
き
さ
れ
、
そ
の
大
任
務
に
当

る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
先
賢
村
田
清
風
に
つ
い
て
順
を

追
っ
て
、
述
ぺ
叱
正
を
あ
お
ぎ
た
い
。

町
文
化
財
専
門
委
員
会
長
斉
藤
元
宣

私
の
意
見

長門三隅駅の貨物

の取扱廃止さる


	page1

