
上
田
秋
成
と
西
行
没
後
六
百
年

新
出
色
紙
の
紹
介
と
考
察

吉
丸

雄
哉

は
じ
め
に

上
田
秋
成

(
一
七
三
四
二

八
〇
九
)
が
亡
く
な

っ
て
'
昨
年
で
二
百

年
で
あ

っ
た
｡
『
文
学
』
(岩
波
書
店
｡
一
･
二
月
号
)
で
特
集
が
組
ま
れ
､

天
理
図
書
館
が
企
画
展

(
一
〇
～
〓

月
)
を
行

っ
た
｡
今
年
も
秋
成
を

追
慕
す
る
人
々
の
心
は
や
ま
ず
､
天
理
図
書
館
の
展
示

(五
月
十
六
日
～

六
月
十
三
日
)
が
東
京
で
行
わ
れ
'
ま
た
京
都
国
立
博
物
館
で
特
別
展
観

(七
月
十
七
日
～
八
月
二
十
九
日
)
が
行
わ
れ
る
｡
そ
の
他
'
京
都
新
聞

に

｢時
人
秋
成
の
世
界
｣
と
題
⊥
て
リ
レ
ー
連
載
が
あ
る
ほ
か
､
同
志
社

女
子
大
学
に
お
い
て
連
続
講
演
会

(六
月
十
二

･
十
三
日
)
が
あ
る
｡
秋

成
の
墓
所
の
西
福
寺
で
は
､
命
日
の
六
月
二
十
七
日
に
秋
成
忌
が
行
わ
れ

る
予
定
で
あ
る
｡

秋
成
の
展
示
な
ど
で
新
出
資
料
が
さ
ま
ざ
ま
紹
介
さ
れ
､
活
況
を
呈
し

て
い
る
の
だ
が
'
今
の
と
こ
ろ
'
そ
れ
ら
で
紹
介
の
予
定
が
な
く
､
か
つ

秋
成
研
究
に
と
っ
て
重
要
と
お
ぼ
し
き
資
料
を
知
り
得
た
｡
幸
い
所
蔵
者

の
許
可
を
得
た
の
で
'
本
誌
で
紹
介
し
､
簡
単
な
考
察
を
付
す
｡

資
料

秋
成
色
紙

(縦
二
四
.
二
セ
ン
チ
､
横
二
五
､.
六
セ
ン
チ
)

紹
介
す
る
資
料
は
六
枚

つ
な
ぎ
半
双
の
犀
風
に
貼
り
つ
け
ら
れ
た
も
の

の

一
つ
で
あ
る
｡
右
上
隅
が
本
居
宣
長
で
は
じ
ま
り
'
左
下
隅
が
本
居
大

平
で
終
わ
る
貼
り
ま
ぜ
犀
風
は
'
当
時
の
著
名
な
学
者

･
文
人

･
画
家

･

俳
人
ら
の
､
懐
紙

･
短
冊

･
扇
面

･
絵
画

･
画
賛
な
ど
を
､
全
部
で
二
十

七
点
収
め
る
｡
雪
と
花
を
主
題
に
し
た
詩
歌
が
多
い
｡
い
ず
れ
も
逸
品
で

あ
る
が
'
紙
幅
の
関
係
上
､
今
回
は
秋
成
色
紙
の
み
の
紹
介
と
す
る
｡

【
写
真
は
本
誌
巻
頭
を
参
照
の
こ
と
｡
撮
影
は
吉
丸
】

西
上
人
の
た
む
け
す
る
日
'
世
嗣
直
員
が

し
ら
河
の

一
枝
事
に
あ
そ
ぶ
｡
ゆ
ふ
つ
け

て
雪
の
ふ
り
け
れ
ば
｡
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も
ゝ
と
せ
を
か
ぞ

へ
つ
も
り
て
六
の
花

け
ふ
1
る
人
の
し
の
ぼ
る
ゝ
か
な

老
が
身
の
花
な
き
け
ふ
も
な
が
ら

へ
て

そ
の
き
さ
ら
ぎ
は
や
よ
ひ
と
や
す
ぐ

飴
斎

色
紙
下
絵
に
模
様
の
あ
る
箇
所
が
六
つ
あ
る
｡
模
様
は
退
色
し
て
土
色
で

あ
る
が
､
も
と
は
赤
色
だ

っ
た
か
｡
不
鮮
明
で
も
あ
り
'
模
様
の
意
図
は

は
っ
き
り
し
な
い
が
'
形
が
二
種
類
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
｡
第

一
首
の
｢六

の
花
｣
に
関
連
し
､
桜
の
皮
を
染
料
と
し
､
桜
の
切
り
枝
を
印
判
と
し
て
､



六
ヶ
所
に
捺
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡ぎよ

う
か
ん
ふ
さ
つ
し
っ
き

秋
成
自
筆
の
天
理
図
書
館
所
蔵

『仰
観

僻

察

室

記

』
は
'
料
紙
に
彩
色

し
た
木
の
葉
が
捺
さ
れ
て
い
る
｡
天
理
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
目
録
は

｢彩
色

し
た
木
の
葉
を
押
し
散
ら
し
模
様
の
料
紙
は
､
寛
政
末
か
ら
文
化
初
頃
に

多
く
見
ら
れ
る
｣
と
す
る

(1
)｡
文
化
二
年
駿
の
秋
成
自
筆
稿
本

『
海

道
狂
歌
合
』
に
も
木
の
葉
の
押
し
散
ら
し
は
見
え
る
｡
本
資
料
も
同
類
と

思
わ
れ
る
｡

本
資
料
の
成
立
年
次

本
資
料
は
歌
二
首
と
そ
の
詞
書
か
ら
な
る
｡
い
ず
れ
も
西
行
に
関
し
た

内
容
で
あ
る
｡

｢酉
上
人
｣
は

｢西
行
上
人
｣
の
こ
と
で
､
江
戸
期
で
は
よ
く
あ
る
呼

つ

づ

ら

ぷ
み

称
｡
秋
成
の

『藤

筆
冊

子

』
(文
化
二
成
'
文
化
三

･
四
刊
)
所
収
の

｢御

藤
さ
う
じ
｣
に
も

｢西
上
人
｣
の
表
記
が
見
え
る
｡

い
ま
さ
ら
な
が
ら
'
西
行
の
解
説
を
し
て
お
く
｡
西
行
は
平
安
末
期
の

歌
僧
で
あ
り
､
元
永
元
年

二

二

八
)
に
生
ま
れ
､
文
治
六
年

二

一

九
〇
)
二
月
十
六
日
に
河
内
の
弘
川
寺
で
没
し
た
｡
俗
名
を
佐
藤
義
清
と

い
う
鳥
羽
上
皇
の
北
面
の
武
士
で
あ
っ
た
が
'
二
十
三
歳
の
と
き
出
家
し
､

以
後
諸
国
を
行
脚
し
な
が
ら
､
歌
作
を
し
､
生
涯
を
送
っ
た
｡

秋
成
初
期
の
浮
世
草
子
で
あ
る

『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
(明
和
三
刊
)
と

『
世
間
妾
形
気
』
(明
和
四
刊
)
の
巻
末
広
告
に
は
'
｢西
行
は
な
し
｣
と

う

た
まく
らそ
め

ぷろ
しき

小
書
し
た

『歌
枕

染

風

呂

敷

』
の
名
が
あ
る
｡
西
行
は
安
永
五
年
刊
の
『
雨

月
物
語
』
｢白
峯
｣
の
登
場
人
物
で
も
あ
る
｡
秋
成
の
西
行

へ
の
関
心
は
よ

く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡

本
資
料
の
成
立
年
次
は
'
西
行
の
没
年
と
関
わ
る
｡
西
行
の
正
確
な
没

年
月
日
は
､
文
治
六
年
二
月
十
六
日
で
あ
る
｡
西
行
が
か
つ
て
詠
ん
だ

｢願

は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
む
そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
こ
ろ
｣
の
歌
と

合
致
し
た
｡
『
長
秋
詠
藻
』
『
拾
玉
集
』
『
拾
遺
愚
草
』
な
ど
の
記
述
を
も

と
に
､
西
行
の
没
年
月
日
は
文
治
六
年
二
月
十
六
日
で
'
現
在
は
確
定
し

て
い
る
｡
だ
が
､
江
戸
時
代
に
は
'
『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
三
や

『
西
行

物
語
』
の
影
響
で
'
建
久
九
年

二

一
九
八
)
二
月
十
五
日
説
が
む
し
ろ

流
布
し
て
い
た
｡

西
行
が
文
治
六
年
没
と
見
る
な
ら
ば
寛
政
元
年

(
一
七
八
九
)
が
'
建

久
九
年
没
と
見
る
な
ら
ば
寛
政
九
年

(
一
七
九
七
)
が
'
西
行
六
百
年
忌

(没
後
五
百
九
十
九
年
)
と
な
る
｡

江
戸
時
代
で
は
建
久
九
年
説
が
流
布
し
て
い
た
と
は
い
え
へ
正
確
に
は

文
治
六
年
に
没
し
た
こ
と
を
知
る
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
ら
し
い
｡
講
談

社
学
術
文
庫

『
西
行
物
語
』
の
桑
原
博
史
解
説
は
'

マ

マ

な
お
'
『
物
語
』
が
活
字
化
さ
れ
て
流
布
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
'

西
行
の
没
年
は
や
は
り
文
治
六
年
と

一
般
に
は
考
え
ら
れ
て
い
た
ら

し
い
｡
と
い
う
の
は
'
彼
の
六
百
年
忌
に
あ
た
る
寛
政
元
年

(
一
七

八
九
)
に
は
『
西
行
六
百
年
忌
追
善
和
歌
』
を
詠
む
人
々
が
い
た
り
'

記
念
の
木
像
を
造
っ
た
り
し
た
記
録
が
'
少
な
か
ら
ず
あ
る
か
ら
で

あ
る
｡
(
248
頁
)

と
記
す

(2
)
0

文
治
六
年
を
没
年
と
す
る
追
善
で
は
'
元
文
四
年

(
一
七
三
九
)
に
浄

阿
が
『
西
行
五
百
五
十
年
忌
追
善
和
歌
十
九
首
』
を
詠
ん
で
い
る
｡
ま
た
'
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讃
岐
の
僧
固
浄
が
寛
政
元
年
に
六
百
年
忌
の
追
善
和
歌
を
詠
ん
だ

(3
)
0

秋
成
は
国
学
者
な
の
で
､
西
行
の
没
年
が
文
治
六
年
二
月
十
六
日
で
あ

る
こ
と
を
知

っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
｡
も
し
､
六
百
年
忌
で
あ
れ
ば
'

本
資
料
は
寛
政
元
年
二
月
十
六
日
の
揮
毒
で
あ
る
｡

た
だ
し
､
｢も
～
と
せ
を
か
ぞ

へ
つ
も
り
て
六
｣
で
あ
る
た
め
'
六
百
年

忌

(没
後
五
百
九
十
九
年
)
で
は
な
く
'
単
な
る
没
後
六
百
年
で
寛
政
二

年
の
可
能
性
も
あ
る
｡
ま
た
､
俗
説
と
は
い
え
ど
も
'
建
久
九
年
二
月
十

五
日
説
に
拠
っ
た
六
百
年
忌
の
寛
政
九
年
二
月
十
五
日
か
'
六
百
年
後
の

寛
政
十
年
二
月
十
五
日
に
詠
ん
だ
可
能
性
も
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
本
資
料
の
成
立
年
次
は
い
く
つ
か
候
補
が
あ
る
が
､
本
属

は
､
寛
政
九
年
あ
る
い
は
十
年
の
成
立
と
見
る
｡

寛
政
元
年
と
二
年
は
秋
成
が
医
業
を
や
め
て
摂
津
淡
路
庄
村
で
過
ご
し

て
い
た
時
期
で
あ
る
.
特
に
.寛
政
二
年
二
月
に
は
'
秋
成
は
師
で
あ
っ
た

加
藤
宇
万
伎
の

『
土
佐
日
記
解
』
を
書
写
し
､
加
え
た
序
の
末
尾
に

｢寛

政
二
年
き
さ
ら
ぎ
そ
れ
の
日
､
長
柄
の
浜
松
の
う
づ
ら
の
屋
に
て
写
し
お

さ
め
ぬ
｣
L
J記
し
て
い
る
(4
)
.
淡
路
庄
村
を
離
れ
た
の
は
寛
政
八
年
三

月
ご
ろ
で
､
知
恩
院
門
前
袋
町
に
移
り
住
ん
だ
｡

摂
津
淡
路
庄
村
か
ら
京

へ
移
住
し
た
寛
政
五
年
前
後
か
ら
､
秋
成
は
｢徐

斎
｣
の
号
を
通
称
と
し
た
と
長
島
弘
明

｢秋
成
の
筆
名
｣
は
い
う

(5
)
0

号
の
意
味
を
｢秋
成
の
筆
名
｣
は
'
読
書
に
適
し
た
三
つ
の
時
で
あ
る
｢
｢三

余
｣
が
意
識
さ
れ
､
ま
た
生
業
を
廃
し
て
上
京
し
た
自
己
の
境
遇

へ
の
意

識

(余
計
者

･
余
生
)
が
投
影
し
て
い
よ
う
｣
と
説
明
す
る
｡

字
体
も
寛
政
十

一
年

｢御
赦
さ
う
じ
｣
(天
理
図
書
館
蔵
)
や
享
和
元
年

の

[吉
野
山
和
歌
懐
紙
]
(天
理
図
書
館
蔵
)
を
は
じ
め
､
寛
政
後
期
か

ら
享
和
ご
ろ
の
秋
成
の
字
体
に
似
る
｡

よ
っ
て
本
資
料
の
成
立
を
寛
政
九
年
二
月
十
五
日
あ
る
い
は
十
年
二
月

十
五
日
と
推
測
す
る
｡

世
嗣
直
負
に
つ
い
て

本
資
料
の

｢世
嗣
直
員
｣
は
世
継
直
員
の
こ
と
で
あ
る
｡

『
平
安
人
物
志
』
文
化
十
年
版
に
'

画

世
継
直
員

芋
如
鯛
鮪
噺
停

世
継
八
郎
兵
衛

と
あ
り
､
『
古
今
墨
跡
萱
定
便
覧
』
｢画
家
書
家
医
家
之
部
｣
(嘉
永
七
刊
)

こ
ま
'

ヨ
n‖リH■一世

継
寂
窓

名
は
直
員
｡
希
仙
と
号
す
｡
画
法
を
初
め
月
仙
に
学
ん

で
後
'
元
明
の
風
を
慕
ひ
て
風
致
あ
り
｡
又
煎
茶
に
工
み
な
り
｡
和

歌
連
歌
を
能
く
し
て
其
名
あ
り
｡
平
安
の
高
家
た
り
｡

と
記
さ
れ
る
.0

講
談
社

『
日
本
人
名
大
辞
典
』
で
補
え
ば
'

生
年
不
詳

二

八
四
三
｡
江
戸
時
代
後
期
の
画
家
｡

げ
つ
せ
ん

げ
ん

み
ん

京
都
の
豪
商
｡
画
を
僧
月
俸

に
ま
な
び
､
の
ち
元

･明

(中
国
)
の
画

風
を
習
得
｡
松
か
さ
を
こ
の
ん
で
え
が
い
た
｡
和
歌
へ
連
歌
､
茶
道

に
も
す
ぐ
れ
'
茶
器
を
つ
く
っ
た
｡
天
保
14
年
死
去
｡
名
は
実
員
｡

字
は
伯
周
｡
通
称
は
八
郎
兵
衛
｡
屋
号
は
岐
阜
屋
｡
別
号
に
希
仙
｡

と
あ
る
｡
和
歌
を
介
し
て
の
交
流
は
す
ぐ
に
考
え
ら
れ
る
が
'
秋
成
の
『
麻

知
文
』
(文
化
元
頃
成
写
)
に
'
｢世
継
直
員
と
宇
治
の
里
に
い
き
て
'
河

の
流
に
茶
を
煎
ん
と
て
行
｡
｣
と
あ
り
'
煎
茶
の
友
人
で
も
あ
っ
た
｡
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｢し
ら
河
の
一
枝
亭
｣
は
'
世
継
直
員
の
別
荘
だ
ろ
う
｡
秋
成
筆
と
思

わ
れ
る

｢
l
枝
亭
記
｣
と
い
う
小
文
が
あ
る
｡
『
上
田
秋
成
全
集
』
u
巻

｢歌
文
篇
2
｣
(中
央
公
論
社
)
が
収
め
る
｡
中
村
幸
彦
の
全
集
解
説
は
'

底
本
は
藤
井
紫
影
編

『
秋
成
遺
文
』
(増
補
版
)
の

｢補
遺
｣
所
収
の
も

の
と
す
る
｡
解
説
は
続
け
て
､

『
秋
成
遺
文
』
所
収
本
文
の
底
本
は
不
明
で
あ
る
｡
ま
た
'
白
河
の

別
荘
の
主
も
､
執
筆
年
代
も
未
詳
｡
末
尾
に
'
｢な
に
は
人
弟
翁
｣
と

の
署
名
あ
る
に
よ
り
'
こ
こ
に
加
え
た
｡

と
記
す
｡

従
来
不
明
で
あ
っ
た

｢
一
枝
亭
｣
が
世
継
直
員
の
別
荘
で
あ
る
こ
と
が

判
明
L
t
ま
た

『
上
田
秋
成
全
集
』
の

｢
一
枝
亭
記
｣
も
秋
成
資
料
で
あ

る
こ
と
が
確
定
し
た
の
は
'
本
資
料
の
も
た
ら
し
た
成
果
で
あ
る
｡
な
お
'

｢
一
枝
亭
記
｣
は
事
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
｡
庵
の
様
子
も
世

継
直
員
の
も
の
と
い
う
に
十
分
で
あ
る
｡

こ
の
仮
初
な
る
庵
は
'
元
よ
り
そ
れ

(吉
丸
注
'
夜
船
物
語
に
登
場

す
る
何
が
し
の
法
師
の
す
み
か
)
や
つ
せ
L
に
は
あ
ら
で
､
親
お
ほ

ぢ
の
跡
を
か
た
じ
け
な
く
受
け
つ
げ
る
人
の
､
時
々
通
ひ
来
て
'
心

を
養
ふ
ば
か
り
に
作
り
な
し
た
れ
ば
'
山
の
と
ね
達
の
窺
ふ
べ
き
物

も
お
か
ず
､
つ
ち
の
釜
の
た
ぎ
り
に
峰
の
松
風
を
通
は
せ
'
思
ふ
事

打
出
ん
に
は
と
て
'
く
ぼ
め
け
る
石
に
筆
ひ
と
つ
か
ね
採
り
そ

へ
た

る
の
み
な
る
は
'
心
高
き
人
の
教

へ
や
習
ひ
け
む
'
み
づ
か
ら
の
さ

が
の
ま
～
に
や
あ
る
｡
山
々
の
春
秋
の
に
ほ
ひ
'
滝
つ
瀬
音
の
と
こ

と
は
な
る
､
道
ゆ
き
人
の
似
て
も
と
の
人
な
ら
ぬ
を
､
見
く
だ
し
見

は
る
か
し
っ
1
､
月
い
づ
る
ま
で
と
ニ
ー
に
打
な
が
め
た
ら
む
'

中
々
に
世
を
の
が
れ
は
て
た
ら
む
に
は
勝
り
た
ら
め
｡
世
を
の
が

れ
果
て
何
を
か
な
す
'
た
ゞ
/
＼
人
は
親
お
ほ
父
の
跡
を
か
た
じ

け
な
く
し
っ
1
㌧
家
の
風
あ
ま
り
に
さ
わ
が
し
き
時
々
は
､
松
の

嵐
'
水
の
音
に
'
耳
し
ば
し
あ
ら
た
め
む
を
こ
そ
'
世
の
楽
み
と

は
云
ぺ
け
れ
｡
こ
は
世
の
外
の
こ
と
わ
り
知
ら
ぬ
老
が
ひ
が
言
を

か
い
つ
け
た
ら
む
に
､
誰
か
は
と
り
見
む
｡
此
白
河
の
滝
つ
な
が

れ
の
ま
～
に
'
跡
な
き
波
の
藻
屑
と
な
ら
ば
や
と
ぞ
思
ふ
｡
さ
て

こ
の
か
り
ほ
の
名
の
を
か
し
き
に
つ
き
て
も
'
お
の
が
上
を
さ

へ

思
ひ
合
さ
れ
て
な
ん
｡

つ
ば
さ
に
は
あ
ら
ぬ
我
身
も
故
里
を
雲
井
の
よ
そ
に
枝
う
つ
り

し
て

な
に
は
人
韓
翁

残
念
な
が
ら

｢
一
枝
亭
記
｣
と
本
資
料
と
'
成
立
の
前
後
は
不
明
で
あ
る
｡

｢我
身
も
故
里
を
雲
井
の
よ
そ
に
枝
う
つ
り
し
て
｣
と
あ
る
の
で
'
京
に

移
り
住
ん
だ
寛
政
八
年
以
降
､
本
資
料
と
同
時
期
に

｢
一
枝
亭
記
｣
は
成

立
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

歌
の
解
釈
に
つ
い
て

第

一
首

｢も
～
と
せ
を
か
ぞ

へ
つ
も
り
て
六
の
花
け
ふ
1
る
人
の
し
の

ぼ
る
1
か
な
｣
が
西
行
詠
歌

｢願
は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
む
そ
の
き

さ
ら
ぎ
の
望
月
の
こ
ろ
｣
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
｡
｢六
の

花
｣
は
､
｢む
つ
の
は
な
｣
で
'
結
晶
の
形
か
ら
つ
い
た
雪
の
異
称
｡
｢ゆ

ふ
つ
け
て
雪
の
ふ
り
け
れ
ば
｣
か
ら
実
景
と
し
て
雪
が
降

っ
て
い
る
｡
こ
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こ
で
は

｢雪
｣
を

｢花
｣
に
見
立
た
｡

.西
行
の
秋
成
最
晩
年
の
随
筆

『
胆
大
小
心
録
』
六

(文
化
五
頃
成
写
)

は

t

r桜
を
雲
じ
ゃ
と
見
た
て
'
又
雪
じ
ゃ
と
も
い
ふ
事
'
さ
い
く
人

1

二
人
に
聞
う
か
ら
ず

(吉
丸
注
'
歌
の
巧
み
な
者

一
人
か
二
人
に
限

っ
て
は
悪
く
は
聞
こ
え
な
い
)
｣
と
真
淵
は
い
は
れ
L
と
ぞ
｡

西
行
ほ
ど
の
道
人
か
､
と
か
く
雲
か
さ
く
ら
に
兄

へ
'
桜
か
雲
に
見

え
て
'
よ
し
の
山
に
三
と
せ
言
行
ひ
の
ひ
ま
/
＼
に
は
'
雲
じ
ゃ
と

云
歌
た
ん
と
よ
ま
れ
た
り
｡

と
記
す
｡
西
行
の
歌
の
特
徴
と
し
て
'
桜
を
雲
や
雪
に
見
立
た
も
の
が
多

い
と
､
秋
成
は
見
て
い
た
が
'
第

一
首
は
実
景
に
も
と
づ
き
そ
の
逆
を
い

く
こ
と
に
な
っ
た
｡

｢
つ
も
り
｣
｢六
の
花
｣
｢ふ
る

(降
る
)
｣
が
雪
に
ま
つ
わ
る
縁
語
｡
｢
つ

も
り
て
六
｣
と

｢六
の
花
｣
､
｢け
ふ
降
る
｣
と

｢古
人

(い
に
し
え
の
人
｡

西
行
)
｣
が
掛
詞
｡

歌
の
意
味
は

｢西
行
の
死
後
か
ら
'
百
年
を
数
え
つ
も
り
て
六
つ
に
な

っ
た

(六
百
年
経

っ
た
)
今
日
､
六
の
花
と
の
異
称
を
も
つ
雪
が
降
り
つ

も
る
｡
そ
れ
は
ま
る
で
花
吹
雪
が
降
り
つ
も
る
よ
う
だ
｡
如
月
の
望
月
こ

ろ
桜
の
下
で
寂
滅
し
た
い
と
願
っ
た
'
い
に
し
え
の
人
西
行
が
偲
ば
れ
る

よ
｣
と
い
う
も
の
｡

な
お
'
｢六
切
花
｣
に
関
し
て
は
'
宝
暦
十

一
年
十
月
に
亡
く
な
っ
た

1

炊
庵
小
野
紹
簾
の
追
善
句
集
で
あ
る
'
舞
雪
編
『
雪
達
摩
』
(宝
暦
十
二
刊
)

に

｢ふ
り
つ
む
や
風
賦
比
興
の
六
の
花
｣
と
い
う
秋
成
の
発
句
が
見
え
る
｡

第
二
首

｢老
が
身
の
花
な
き
け
ふ
も
な
が
ら

へ
て
そ
の
き
さ
ら
ぎ
は
や

よ
ひ
と
や
す
ぐ
｣
も
西
行

｢願
は
く
は
-
｣
歌
に
基
づ
く
｡
｢花
な
き
け

ふ
｣
は
雪
が
降
る
よ
う
な
状
況
な
の
で
実
際
に
開
花
が
遅
れ
て
い
る
と
い

う
よ
り
は
'
概
念
的
な

｢花
｣
が
な
い
状
況
を
詠
ん
だ
と
見
て
お
く
｡

歌
の
内
容
は

｢自
分
は
老
残
の
身
で
花
が
な
い
｡
花
な
き
今
日
､
も
う

如
月
の
十
五
㌧
六
日
だ
｡
西
行
の
命
日
に
は
花
は
咲
い
た
が
'
自
分
に
は

咲
か
な
い
ま
ま
弥
生
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
｣
と
い
う
も
の
｡
こ
れ
が
寛
政

十
年
の
歌
で
あ
れ
ば
'
｢老
が
身
の
花
な
き
け
ふ
も
な
が
ら

へ
て
｣
に
前
年

十
二
月
に
妻
瑚
漣
尼
に
先
立
た
れ
た
秋
成
の
心
情
が
読
み
込
ま
れ
た
t
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
'
そ
れ
は
少
し
想
像
が
た
く
ま
し
す
ぎ
る
だ
ろ

う
か
｡お

わ
り
に

以
上
'
本
資
料
に
つ
い
て
簡
単
な
紹
介
と
考
察
を
行
っ
た
｡
最
後
に
本

資
料
の
来
歴
を
簡
単
に
述
べ
て
'
筆
を
描
く
こ
と
に
す
る
｡
本
資
料
は
新

潟
出
身
で
現
在
三
重
県
に
お
住
ま
い
の
方
の
家
伝
の
晶
で
あ
る
｡
そ
の
方

が
三
重
県
に
至
る
ま
で
に
'
神
戸
市
長
田
区
に
お
住
ま
い
に
な
っ
て
い
た

時
期
も
あ
っ
た
が
'
所
蔵
者
が
当
地
で
阪
神
淡
路
大
震
災
に
遭
遇
し
た
時

に
は
本
資
料
は
幸
い
に
し
て
神
戸
に
は
な
く
'
消
滅
を
ま
ぬ
が
れ
こ
こ
に

至
っ
た
｡
秋
成
に
と
っ
て

｢命
禄
｣
｢遇

･
不
遇
｣
と
い
っ
た
思
想
が
重
要

で
あ
っ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
｡
秋
成
没
後
二
百
年
と
な
り
､
秋
成

追
慕
の
気
勢
が
高
ま
る
の
に
応
じ
て
'
本
資
料
も
私
の
眼
前
に
自
然
と
現

れ
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
｡
本
資
料
が
消
滅
の
危
機
を
幾
度
か
く

ぐ
り
抜
け
て
今
に
至
っ
た
の
と
あ
わ
せ
て
'
本
資
料
の
も
つ

｢命
禄
｣
や
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｢遇
不
遇
｣
に
思
い
を
馳
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
｡

引
用
で
特
に
注
記
の
な
い
も
の
は

『
上
田
秋
成
全
集
』
(中
央
公
論
社
)
か

ら
引
用
L
t
適
宜
濁
点
'
句
読
点
を
補

っ
た
｡

本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
'
東
京
大
学
大
学
院
長
島
弘
明
教
授
か
ら
多
大

な
ご
教
示
を
得
た
｡
謹
ん
で
御
礼
申
し
上
げ
る
｡

〔注
〕

(
1
)
｢秋
成

-
上
田
秋
成
没
後
二
〇
〇
年
に
よ
せ
て
-
｣
(天
理
ギ
ヤ

ラ
リ
ー
展
示
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
'
平
成
22
･
5
-
6
'
27
貢
)｡

､

(2
)
桑
原
博
史

『
西
行
物
語

全
訳
注
』
(講
談
社
学
術
文
庫
､
昭
和

讐

4
'
S
･

249貢
).

(3
)
香
川
県
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
会
編

『
香
川
の
文
学
散
歩
』
(香

川
県
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
会
'
平
成
4
･
7
'

68
-
70
貢
)0

(4
)
高
田
衛

『
上
田
秋
成
年
譜
考
説
』
(明
善
堂
'
昭
和
39

m貢
)0

(5
)
長
島
弘
明

｢秋
成
の
筆
名
｣
(『
秋
成
研
究
』
'
平
成
は
､

68頁
.

初
出
は
平
成
7
)0

[よ
し
ま
る

･
か
っ
や

本
学
教
員
]
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