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一　

身
延
山
五
重
塔
に
靡な
び

く
平
和
の
風

　
『
身
延
町
誌
』
な
ど
に
よ
り
ま
す
と
、
身
延
山
に
初
代
の
五
重
塔
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
の
が
江
戸
初
期
の
一
六
一
九
年
で
し
た
。
二
百

十
年
間
聳
え
た
塔
は
、
一
八
二
九
年
に
火
事
に
遭
い
ま
し
た
。
四
十
四
年
後
に
二
代
目
の
塔
が
再
建
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
十
年
後
、
明
治

八
年
正
月
十
日
、
身
延
山
の
諸
堂
、
五
重
塔
、
宿
坊
十
二
、
山
林
、
民
家
十
軒
を
焼
失
す
る
と
い
う
大
き
な
火
災
が
あ
り
ま
し
た
。

　

明
治
七
年
に
近
代
日
本
は
始
め
て
外
国
に
兵
隊
を
送
り
ま
し
た
。
台
湾
出
兵
で
す
。
そ
の
後
、
日
本
は
七
十
年
間
、
十
数
回
も
戦
争
を

繰
り
返
し
、
厖
大
な
い
の
ち
を
亡
く
し
自
然
や
文
化
を
破
壊
し
ま
し
た
。
広
島
長
崎
の
町
が
原
爆
の
被
災
を
受
け
た
昭
和
二
十
年
八
月
十

五
日
の
炎
天
下
、
昭
和
天
皇
の
玉
音
放
送
で
、
国
民
が
待
ち
侘
び
た
終
戦
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
戦
争

の
あ
や
ま
ち
を
二
度
と
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
、
国
際
平
和
の
希
求
、
戦
争
の
永
久
放
棄
、
交
戦
権
の
否
認
が
条
文
さ
れ
ま
し
た
。
敗
戦

か
ら
六
十
五
年
後
の
現
在
に
至
る
ま
で
、
日
本
は
戦
に
交
わ
る
こ
と
な
く
残
忍
な
殺
戮
者
に
な
る
こ
と
も
な
く
恐
怖
の
な
い
暮
ら
し
を
続

け
て
い
ま
す
。

　

日
本
が
対
外
戦
争
に
突
入
後
、
身
延
山
五
重
塔
が
炎
上
し
て
以
来
、
一
三
三
年
ぶ
り
の
平
成
二
十
年
十
一
月
、
身
延
山
久
遠
寺
の
境
内

に
三
代
目
の
五
重
塔
が
聳
え
建
ち
ま
し
た
。
建
立
の
意
義
は
、
ま
さ
し
く
平
和
の
象
徴
で
す
。
複
雑
な
世
情
の
中
、
復
元
さ
れ
た
身
延
山
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121 身延山五重塔に靡く平和の風（三谷）

五
重
塔
は
世
界
に
平
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
使
命
を
担
い
、
広
く
遠
く
、
情
報
を
発
信
し
て
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
円
滑

に
高
め
る
お
役
目
を
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
際
社
会
に
共
存
す
る
日
本
は
、
自
衛
隊
の
海
外
派
遣
を
行
っ
て
い
ま
す
。
国
内
で
は
憲
法
改
正
の
声
も
聞
こ
え
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の

オ
ッ
ク
ス
フ
オ
ー
ド
大
学
に
あ
る
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
東
洋
研
究
所
の
人
た
ち
は
『
日
本
国
憲
法
』
を
分
析
し
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

戦
争
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
勝
っ
て
も
負
け
て
も
、
破
壊
と
不
幸
を
ば
ら
撒
き
ま
す
。
戦
争
途
上
の
日
本
の
暮
ら
し
を
ご
存
知
な
い
方
は
、

史
実
を
書
籍
や
動
画
で
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
空
高
く
炎
上
す
る
戦
艦
大
和
の
火
柱
を
海
上
の
油
と
共
に
浮
き
な
が
ら
目
前
で
見
た
元

兵
士
と
対
談
を
し
ま
し
た
。
体
験
さ
れ
た
戦
争
の
史
実
を
知
り
ま
し
た
。
情
報
は
虚
偽
を
重
ね
、
国
民
に
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
、
戦
争
は

泥
沼
へ
入
り
込
ん
で
行
っ
た
の
で
す
。
太
平
洋
の
ア
メ
リ
カ
領
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
へ
の
攻
撃
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
拡
大
さ
せ
、
世
界

大
戦
争
へ
突
入
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
ハ
ワ
イ
人
口
の
四
分
の
一
が
、
日
系
人
社
会
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
本
土
に
も
多
く
の
日

本
移
民
が
定
住
し
、
日
系
社
会
を
築
い
て
い
ま
し
た
。
日
系
人
の
強
制
収
容
が
行
わ
れ
る
こ
と
ま
で
は
、
大
日
本
帝
国
は
想
定
外
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
は
開
戦
の
五
年
前
に
は
す
で
に
有
事
の
場
合
、
日
系
人
の
強
制
収
容
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
現
在
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
ハ
ワ
イ
や
ア
メ
リ
カ
へ
渡
っ
た
日
本
人
は
ら
か
ら
の
こ
と
は
、
戦
争
会
議
に
お
い
て
如
何
な
る
思
惑
で
片
付
け
ら
れ
て
い
た
の

か
と
愚
か
な
戦
争
を
残
念
に
思
い
ま
す
。
ハ
ワ
イ
や
ア
メ
リ
カ
の
日
系
人
の
若
者
た
ち
は
、
両
親
の
故
郷
日
本
、
日
本
の
親
族
を
敵
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
当
時
、
日
本
の
教
育
や
暮
ら
し
は
、
戦
争
の
方
向
に
向
け
ら
れ
、
生
活
物
資
は
配
給
制
、
学
徒
出
陣

に
な
る
と
、
高
等
教
育
機
関
（
理
工
、
医
、
薬
、
農
）
に
在
籍
す
る
学
生
の
兵
役
義
務
は
猶
予
さ
れ
る
通
則
が
あ
っ
た
も
の
の
、
測
量
、

計
測
な
ど
戦
闘
に
関
す
る
策
謀
へ
若
者
の
英
知
は
捻
じ
曲
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
復
員
し
た
傷
病
兵
が
寺
社
の
境
内
で
戦
争
の
惨
た
ら
し

さ
を
、
身
を
持
っ
て
示
し
て
い
た
姿
を
戦
後
の
記
録
で
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
聖
職
者
も
次
々
と
戦
場
へ
駆
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
悪
夢

を
体
験
し
た
史
実
を
平
和
へ
の
教
訓
と
し
て
、
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
後
危
惧
さ
れ
て
い
る
諍
い
は
、
水
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。
今
世
紀
半
ば
で
枯
渇
す
る
石
油
や
石
炭
の
代
わ
り
に
注
目
さ
れ
て
い
る
ウ
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ラ
ン
の
買
い
付
け
に
各
国
は
凌
ぎ
を
削
っ
て
い
ま
す
。
ウ
ラ
ン
を
使
用
す
る
原
子
力
発
電
は
、
核
廃
棄
物
が
残
る
と
い
う
危
険
と
隣
り
合

わ
せ
に
立
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
問
題
は
、
水
、
食
糧
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
危
機
、
そ
し
て
、
気
候
変
動
の
狂
乱
で

す
。
温
暖
、
寒
冷
、
海
水
温
、
水
位
の
異
常
災
害
を
も
た
ら
し
、
多
く
の
難
民
を
発
生
さ
せ
て
い
ま
す
。
外
国
で
起
こ
っ
て
い
る
戦
争
は

最
大
の
環
境
汚
染
と
な
っ
て
い
ま
す
。
戦
争
な
ど
が
撒
き
散
ら
す
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
や
Ｃ
Ｏ2

は
、
風
に
運
ば
れ
て
人
体
に
入
り
生
殖
に
異
常

を
来
た
し
種
の
保
存
を
脅
か
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
春
、
リ
ム
ジ
ン
バ
ス
の
中
で
行
き
先
を
不
安
そ
う
に
し
て
い
る
「
チ
ュ
ニ
ジ
ア
か
ら
来
た
」
と
い
う
一
人
の
青
年
と
短
い
話
を

し
ま
し
た
。
チ
ュ
ニ
ジ
ア
は
古
代
カ
ル
タ
ゴ
が
栄
え
た
国
で
北
ア
フ
リ
カ
に
あ
り
公
用
語
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
す
。
日
蓮
聖
人
や
鎌
倉
時
代

も
知
ら
な
い
青
年
で
し
た
が
、
突
然
目
を
か
が
や
か
せ
て
、「I K

now
 T
he Second W

orld W
ar

」、
私
は
、
第
二
次
大
戦
を
知
っ
て

い
る
。「T

he Pearl H
arbor attack w

as very nice

」、
真
珠
湾
攻
撃
は
大
変
す
ば
ら
し
か
っ
た
。「I like w

ar

」
私
は
戦
争
が
好
き

だ
、
と
言
う
言
葉
が
矢
継
ぎ
早
に
返
っ
て
き
た
の
で
す
。
過
去
の
歴
史
が
も
た
ら
す
文
化
の
違
い
か
ら
来
る
教
育
や
情
報
が
、
個
人
的
思

想
に
固
有
の
判
断
を
与
え
て
い
る
の
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
時
、
一
片
の
平
和
の
英
文
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
れ
ば
日
本
の
理
解
も
深
ま
っ
た

も
の
だ
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
し
た
。

　

戦
争
は
正
当
防
衛
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
も
、
残
忍
な
殺
戮
者
に
な
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
争
を
し
な
い
、
は
ね
つ
け

る
強
い
心
。
日
本
の
中
立
を
守
り
、
世
界
の
貧
困
と
人
間
の
平
等
を
願
い
、
平
和
構
築
に
心
血
注
ぐ
こ
と
が
防
衛
で
す
。
世
界
が
日
本
に

求
め
て
い
る
も
の
は
、
経
済
力
、
技
術
力
、
慈
善
的
協
力
で
し
ょ
う
。
異
文
化
圏
に
誠
を
注
ぐ
協
力
が
防
衛
で
す
。
気
候
変
動
や
戦
争
の

た
め
に
多
く
の
難
民
が
出
て
い
ま
す
。
将
来
問
題
と
な
る
い
の
ち
の
危
機
は
食
料
と
水
で
す
。
輸
出
用
の
ア
フ
リ
カ
の
バ
ラ
に
水
を
や
る

傍
ら
で
、
一
杯
の
水
に
恵
ま
れ
ず
亡
く
な
っ
て
行
く
子
が
い
ま
す
。
現
代
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
く
し
て
は
成
り
立
た
な
い
世
の
中
に
発
展

し
て
い
ま
す
。
文
化
が
後
退
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
各
国
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
獲
得
の
凌
ぎ
合
い
を
し
て
い
ま
す
。
日
本
は
、
地
球
規

模
の
環
境
に
即
応
し
た
高
い
技
術
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、
地
球
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
文
明
に
入
っ
て
い
ま
す
。
国
内
的
に
は
食
糧
生
産
を
高
め
、
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外
国
に
お
ん
ぶ
し
な
い
自
給
自
足
を
目
指
し
将
来
の
食
糧
危
機
に
対
応
で
き
る
具
体
策
を
自
覚
し
実
施
し
て
い
く
必
要
を
感
じ
て
い
ま
す
。

二　

詩
人　

三
好
達
治
が
暗
示
す
る
平
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
解
釈

　

乳
母
車　
　
　
　
　
　
　
　

三
好
達
治　

作

母
よ
│

淡
く
か
な
し
き
も
の
の
ふ
る
な
り

紫
陽
花
い
ろ
の
も
の
の
ふ
る
な
り

は
て
し
な
き
並
樹
の
か
げ
を

そ
う
そ
う
と
風
の
ふ
く
な
り

時
は
た
そ
が
れ

母
よ　

私
の
乳
母
車
を
押
せ

泣
き
ぬ
れ
る
夕
陽
に
む
か
つ
て

々
と
私
の
乳
母
車
を
押
せ

赤
い
総
あ
る
天
鵞
絨
の
帽
子
を

つ
め
た
き
額
に
か
む
ら
せ
よ

旅
い
そ
ぐ
鳥
の
列
に
も
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季
節
は
空
を
渡
る
な
り

淡
く
か
な
し
き
も
の
の
ふ
る

紫
陽
花
い
ろ
の
も
の
の
ふ
る
道

母
よ　

私
は
知
つ
て
ゐ
る

こ
の
道
は
遠
く
遠
く
は
て
し
な
い
道 

筑
摩
書
房
『
三
好
達
治
全
集
』
よ
り　

　

三
好
達
治
（
一
九
〇
〇
年
八
月
二
十
三
日
〜
一
九
六
四
年
四
月
五
日
）
は
、
大
阪
で
誕
生
し
ま
し
た
。
幼
少
期
、
兵
庫
県
日
蓮
宗
三
田
の

妙
三
寺
で
養
育
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
阪
府
高
槻
市
の
日
蓮
宗
本
澄
寺
に
お
墓
と
三
好
達
治
記
念
館
が
あ
り
ま
す
。
多
感
な
少
年
期
に
軍
国

教
育
を
受
け
、
シ
ベ
リ
ア
動
乱
の
最
中
に
、
韓
国
の
会
寧
（
フ
ェ
リ
ョ
ン
）
に
あ
る
仕
官
学
校
へ
赴
任
し
ま
し
た
。
帰
国
後
、
東
大
の
文

学
部
で
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
専
攻
し
、
職
業
詩
人
と
な
り
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
な
ど
の
作
品
を
翻
訳
し
て
い
ま
す
。

一
九
二
三
年
、
九
月
一
日
に
関
東
大
震
災
が
勃
発
し
、
東
京
、
横
浜
、
神
奈
川
、
各
地
域
に
わ
た
り
、
大
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
東

大
校
舎
も
全
半
壊
の
状
態
で
し
た
。
資
源
の
乏
し
い
時
代
に
起
き
た
未
曾
有
の
大
災
害
は
、
世
間
の
暮
ら
し
を
崩
壊
さ
せ
ま
し
た
。
当
時
、

日
本
の
軍
隊
は
シ
ベ
リ
ア
へ
出
兵
し
て
い
ま
し
た
。
思
想
弾
圧
は
厳
し
く
労
働
運
動
な
ど
際
立
つ
思
想
家
は
憲
兵
が
徹
底
的
に
取
り
締
ま

り
、『
治
安
維
持
法
』
が
発
動
さ
れ
、
京
大
、
東
大
の
学
生
が
検
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
和
な
生
活
を
望
め
る
べ
く
も
な
い
暗
澹
た
る
瓦

礫
の
町
の
一
室
で
、
三
好
達
治
は
鉛
筆
を
握
り
、
時
代
の
運
命
を
原
稿
用
紙
に
刻
ん
だ
の
で
し
た
。
三
好
達
治
は
神
秘
性
の
高
い
詩
『
乳

母
車
』
を
完
成
さ
せ
、
同
人
誌
『
青
空
』
で
発
表
し
て
い
ま
す
。
逃
れ
ら
れ
な
い
愚
か
し
い
世
に
生
き
て
も
人
間
の
尊
厳
を
詩
歌
『
乳
母

車
』
に
秘
め
て
抽
象
的
な
独
特
の
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
（
意
識
と
潜
在
意
識
の
は
ざ
ま
に
訴
え
る
）
に
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
隠
喩
で
書
い
た

の
か
と
い
う
疑
問
は
、
詩
人
の
セ
ン
ス
と
特
高
の
目
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
技
巧
が
不
可
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解
な
不
思
議
な
詩
を
生
み
出
し
た
の
で
す
。
私
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
ま
し
た
。
こ
の
詩
は
自
国
愛
の
み
で
は
な
く
、
異
国
の
か
な
し

み
も
等
し
く
詠
っ
て
い
る
特
徴
的
な
抒
情
詩
で
す
。
詩
中
の
「
母
と
私
」
は
作
者
の
母
と
自
身
の
こ
と
で
は
な
く
、「
私
」
は
戦
時
国
の

一
人
ひ
と
り
の
私
で
あ
り
、「
母
」
は
戦
時
国
の
一
人
ひ
と
り
の
私
の
母
を
指
し
て
い
ま
す
。
作
者
自
身
が
異
国
で
見
た
情
景
も
深
層
に

重
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
高
校
の
教
科
書
で
『
乳
母
車
』
を
読
み
ま
し
た
時
、
冒
頭
の
「
淡
く
か
な
し
き
も
の
の
ふ
る
な
り
」
は
、
大
切

な
も
の
が
消
え
て
し
ま
う
逃
れ
ら
れ
な
い
人
間
の
運
命
を
告
げ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
か
な
し
い
運
命
を
作
っ
て
い
る
の
は
戦
争

で
す
。
当
時
、
逃
れ
ら
れ
な
い
絶
対
的
な
か
な
し
き
も
の
は
戦
争
で
し
た
。
詩
歌
『
乳
母
車
』
は
、
サ
イ
レ
ン
ト
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
イ
（
声

な
き
大
衆
）
の
心
の
声
を
代
弁
し
て
、
自
分
の
意
思
を
伝
え
ら
れ
な
い
赤
ち
ゃ
ん
や
子
供
、
戦
争
反
対
の
意
思
を
表
明
で
き
ず
戦
地
へ
駆

り
出
さ
れ
た
無
言
の
い
の
ち
を
乗
せ
て
い
ま
す
。

　

乳
母
車
は
、
赤
ち
ゃ
ん
を
寝
か
せ
て
移
動
す
る
手
押
し
車
で
す
が
、
今
の
ベ
ビ
ー
カ
ー
よ
り
大
き
く
風
呂
桶
の
小
型
版
の
形
で
ラ
タ
ン

の
骨
組
み
に
布
張
り
で
し
た
。
そ
の
中
へ
赤
ち
ゃ
ん
だ
け
で
は
な
く
、
幼
児
や
子
供
を
連
れ
歩
く
と
き
も
乗
せ
て
い
ま
し
た
。
い
ま
の
よ

う
に
、
ス
ー
パ
ー
も
デ
パ
ー
ト
も
な
い
時
代
は
、
家
の
裏
庭
や
空
き
地
に
野
菜
畑
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
主
食
の
芋
や
穀
類
は
賄
い
き

れ
ず
不
足
す
る
た
め
、
農
家
へ
買
い
に
行
き
、
魚
や
佃
煮
は
、
川
岸
の
船
着
場
ま
で
買
出
し
に
出
た
の
で
す
。

　

乳
母
車
は
、
こ
の
時
代
に
大
活
躍
を
し
ま
し
た
。
赤
ち
ゃ
ん
の
お
も
り
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
食
糧
の
買
出
し
に
乳
母
車
を
引
い

て
行
き
、
さ
つ
ま
芋
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
青
菜
な
ど
を
乗
せ
て
、
そ
の
隙
っ
こ
に
子
供
も
乗
せ
て
帰
宅
し
た
の
で
し
た
。
乳
母
車
は
、
子
供
に

と
っ
て
の
別
天
地
で
あ
り
、
安
心
な
楽
園
で
し
た
。

　

一
行
目
の
「
母
よ
│
」
は
、
サ
イ
レ
ン
ト
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
イ
の
母
で
す
。
二
行
目
の
「
淡
く
か
な
し
き
も
の
の
ふ
る
な
り
」
は
嘆
き

の
エ
レ
ジ
ー
（
悲
歌
）
で
す
。

　

日
蓮
聖
人
著
作
の
『
立
正
安
国
論
』
は
、「
旅
客
来
た
り
て
嘆
い
て
曰
く
」
と
世
の
悲
哀
を
告
げ
て
い
ま
す
。
三
好
達
治
の
『
乳
母
車
』

も
同
じ
く
、
世
の
悲
哀
を
告
げ
て
い
ま
す
。
三
行
目
の
「
紫
陽
花
い
ろ
の
も
の
」
は
、
戦
争
で
流
れ
る
血
の
色
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
ま
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す
。
後
年
、
三
好
達
治
は
、
詩
『
首
途
』（
か
ど
で
）
に
薔
薇
の
花
を
血
に
喩
え
て
詠
ん
で
い
ま
す
。「
泣
き
ぬ
れ
る
夕
陽
に
む
か
つ
て
」

の
一
節
は
、
異
国
の
夕
陽
に
む
か
っ
て
泣
く
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
日
露
戦
争
時
の
一
九
〇
五
年
に
作
ら
れ
た
軍
歌
の
「
戦
友
」
に
次

の
歌
詞
を
見
ま
す
。「
こ
こ
は
お
國
を
何
百
里　

離
れ
て
遠
き
満
州
の
赤
い
夕
陽
に
照
ら
さ
れ
て　

友
は
野
末
（
の
ず
え
＝
野
の
は
て
）

の
石
の
下
」

　

爆
発
的
に
大
ヒ
ッ
ト
し
た
「
戦
友
」
は
、
半
世
紀
近
く
歌
い
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
軍
歌
は
軍
隊
の
士
気
を
高
め
る
た
め
の
も
の
で

は
な
く
、
戦
地
で
倒
れ
た
戦
友
を
見
捨
て
て
は
行
け
な
い
と
同
朋
を
気
遣
う
哀
切
の
歌
で
す
。

　

日
本
現
代
文
学
全
集
（
三
好
達
治
）
第
八
巻
の
軍
歌
雑
記
に
三
好
達
治
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。「
兵
士
諸
君
が
ど
の
や
う
な
軍

歌
を
最
も
歓
迎
し
て
ゐ
る
か
と
い
へ
ば
、
こ
の
人
気
投
票
第
一
位
に
位
す
る
も
の
は
何
と
い
っ
て
も
「
こ
こ
は
お
國
を
何
百
里
」
で
あ
ら
う
。

　
「
季
節
は
空
を
渡
る
な
り
」
│
こ
の
一
節
は
、
作
者
の
貴
重
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。

　

歳
月
が
、
い
く
度
も
通
り
過
ぎ
て
い
く
。
き
っ
と
い
つ
か
戦
争
の
愚
か
さ
に
気
付
き
、
平
和
の
あ
り
が
た
さ
を
知
る
時
が
来
る
こ
と
を

作
者
は
予
感
し
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

幕
府
の
監
視
下
に
置
か
れ
た
鎌
倉
時
代
、
日
蓮
聖
人
は
、
安
ら
か
で
平
和
な
世
の
中
が
来
る
こ
と
を
信
じ
て
『
立
正
安
国
論
』
を
執
筆

さ
れ
ま
し
た
。
思
想
弾
圧
が
下
る
明
治
時
代
に
、
三
好
達
治
は
神
秘
的
且
つ
抽
象
的
な
言
葉
で
人
間
の
あ
や
ま
ち
を
綴
っ
た
の
で
し
た
。

あ
り
の
ま
ま
の
事
実
を
直
視
す
る
思
い
や
り
深
い
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
感
性
を
持
つ
詩
人
で
し
た
。『
乳
母
車
』
は
、「
戦
争
は
、
勝
敗
の
双

方
に
犠
牲
と
不
幸
を
も
た
ら
す
」
こ
と
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。
戦
争
の
相
手
国
と
も
に
等
し
く
人
間
の
尊
厳
と
い
の
り
を
絶
唱
し
た
「
母

よ
│
」、
警
告
の
音
「

々
（
り
ん
り
ん
）」、
こ
の
二
つ
は
詩
中
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。
詩
歌
は
ア
ー
ト
で
す
か
ら
詩
人
は
、
他
者
の

心
情
に
立
ち
、
走
り
手
に
な
る
と
い
う
想
念
を
実
践
し
た
の
で
し
た
。
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