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關
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虎

關

冤

詞

(
一
)

帽

島

俊

翁

東
旛
寺

の
虎
關
師
錬

ほ
ど
内
外

の
典
籍
を
讃
破
し
て
ゐ
る
暉
偲
は
古
今

に
稀
で
あ
ら
う
。
當
時
虎
關
と
相
識
り
、

唯

冨
人
の
話
相
手
と
し
て
許
さ
れ

「
殊

に
見
愛

の
寵
を
荷

ふ
こ
と
濟
輩
に
過
ぎ
た
り
」
と
自
ら
悦
ん
だ
所
の
中
岩
圓

月
が
虎
關
和
尚
に
與

へ
た
手
翰

の
中

に

座
下
は
聖
域
に
微
達
し
、
古
人

、に
度
越
す
。
強
記
精
知

に
し
て
且
著
述
に
富
む
。

凡
そ
吾
西
方

の
経
籍

五
千
絵

軸
、
其
の
奥
を
究
め
達
せ
す
と
い
ふ
こ
と
な
き
は
、
之
を
置

い
て
論
す
る
な
し
。
其

の
飴
、
上
は
虞
夏
商
周
よ
り

し
て
、
下
は
漢
魏
唐
宋
に
逮

ぶ
ま
で
、
乃
ち
共

の
典
護
詰
訓
矢
命
の
書
を
究
め
、
其

の
風
賦
比
興
雅
頚

の
詩

に
通

じ
、

一
字

の
褒
既
を
以
て
、
百
王
の
通
典
を
考

ふ
。
六
炎
貞
悔

に
就

い
て
三
歳

の
玄
根
に
参

る
。
明
堂
の
説
、
封

灘

の
儀
、
風
を
移

し
俗
を
易

ふ
る
の
樂
、
鷹
答
接
問
の
論
、
以
て
子
思
、
孟
輌
、
筍
卿
、
楊
雄
、
王
通

の
編

に
至

り
、
労
ら
老
列
荘
騒
班
固
萢
曄
太
更
の
紀
傳
、
三
國
及
び
南
北
八
代
の
史
、
階
唐
よ
り
以
降
、
五
代
趙
宋

の
紀
傳

乃
ち
ま

尤
曹
謝
李
杜
韓
柳
欧
陽
三
蘇
司
馬
光
黄
陳
晃
張
江
西

の
宗
、
伊
洛

の
學
に
入

つ
て
、
輕
幅
経
緯
、
券
据
牛

援
、
奇
を
吐
き
、
陳
を
去

つ
て
、
曲
折
宛
轄
す
。
座
下
は
斯
文
に
於
て
古
に
差
ぢ
す
と
謂

ふ
ぺ
し
(原
漢
丈
)
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と
言

つ
て
ゐ
る
の
も
過
繕

で
は
な
い
の
.で
あ

つ
て
、
虎
關
の
濟
北
集

に
眼

を
濃

い
だ
も

の
に
は
、

一
々
肯
づ
け
る
の

で
あ
る
。
否
寧
ろ
こ
の
経
吏
子
集
四
部

の
書
だ
け
に
留
ま
ら
す
、
本
邦
の
更
籍

に
於

て
も
十
分

の
槍
討
を
敢
て
し
て

ゐ
る
こ
と
は
申
す
迄

も
な

い
こ
と
で
あ

る
。
か
く
の
如

く
虎
關
が
博
覧

の
人
で
あ

つ
た
事
や
藝
文
に
堪
能

で
あ

つ
た

、
事
渉
が
後

人
の
追
随
を
許
さ
な

い
黙
が
多

い
と
言

ふ
ば
か
り
で
な

く
、
虎
關

に
は
師

濁
自
の
高
い
見
識

が
あ

つ
た
こ

と

に
注
意

せ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ

る
。
其

の
史
観

に
於
て
は
我
が
國
禮

の
世
界

に
無
双
な
奪
嚴
さ
を
持

つ
こ
と

や
、
當
時

一
般

の
暉
僧
達

に
よ
つ
て
玩
弄
さ
れ
た
朱
子
學

に
封
し
て
す
ら
嚴

正
な
批
到
を
下
し
て
無
條
件

に
之
を
取

り
入
れ
て
ゐ
な

い
學
的
態
度
の
如
き
は
、
吾
人

の
常

に
推
服
す
る
所

で
あ
る
。

然
る
に
好
事
魔
多
し
と
や
ら
、
虎
關
の
態
度

に
大

い
に
懐
ら

ぬ
意
見
を
敢
て
し
て
之
を
非
難
す
る
人

々
も
無

い
で

こ
は
な

い
。
吾
人

の
寡
聞
を
以

て
し
て
も
先
づ
林
羅
山
、
塞
華
諦
忍
等

の
如
き
が
あ
る
の
で
あ
る
。

羅
山
文
集

の
中

に

「
元
亨
繹
書
辮
」
と

い
ふ
二
篇
が
あ

る
が
之
を
讃
む
と
、
羅
山

(天
匪
十
一
年
ニ
ニ
四
三
生

明
暦
「嵩
年
二
三
一
七
死

)
は
初
に

元
享
繹
書
三
十
巻
は
、
其

の
立
傳
は
史
記
に
則
り
、
其

の
賛
論
を
著
す
や
班
馬
に
則
り
、
其

の
分
類
し
て
首
の

傳
智
、
次
の
慧
解

。
澤
縄
等

の
類
は
序
卦
に
則
り
、
其

の
度
捲
論

は
繋
僻

に
則
り
、
其

の
資
治
表

は
春
秋
に
則
り

ゆ

じ

共

の
凡
例
は
左
公
穀

に
則
り
、
其

の
憲

は
爾
漢
書

に
則
る
。
建

に
本
朝
僧
史

の
権
輿
か
(原
漢
丈
)

と
述
べ
、
其
の
組
織
が

一
々
擦

る
所

の
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
で
ゐ
る
迄
は
よ
い
と
し
て
、
更
に
、
羅
山
は

肝
、
我
が
溢
、
何
爲
れ
ぞ
入
の
此
の
如
き
無
き
や
。
師
錬

は
庶
幾
す

る
に
足
ら
す
。
黄
勉
齋

云
ふ
こ
と
あ
り
。

虎

關

寛

罰

(
二
)
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虎

驕

寛

認

5

・

・

(
三
)

虚
璽
の
識
を
守

つ
て
、
天
理
の
眞

に
昧
し

と
。
儒
者

の
言
を
借
り
て
以
て
佛
氏

の
読
を
文
る
者
に
師
錬
あ
り
。
之

を

し
て
此
の
如
か
ら
し
め
し
は
何
ぞ
や
。
我
が
道
の
人
無
き
が
故
也
。
若
し
虎
關
を
し
て
門
駕
孔
氏
に
及
ば
し
む

れ
ば
則
ち
殆
ど
庶
幾
か
ら
ん
か
。
或
ひ
と
曰
く
、
量
惟

く
虎
關

の
み
な
ら
ん
や
。
大
藏
経
五
百
飴
画

の
交
は
皆
是

れ
我
が
文
宇
を
以

て
之
を
借
る
の
み
。
量
惟

ぐ
虎
關
の
み
な
ら
ん
や
と
。
林
子
曰
く
、
愈

り
。
師

錬

の
我
が
書

に

於
け
る
猶
盗

の
圭
人
に
於
け
を
が
ご
と
き
也
。
剰
掠
借
篇
を
工
と
な
す

の
み
と
。

評
し
て
こ

～
ま
で
來
る
と
正
に
そ
の
鷹
答

に
苦
し
ま
ざ
る
を
得
な

い
。
溌
峯

、
漢
文
章
は
儒
者
の
專
用

に
属
す
る

が
故

に
他

門

の
者

は

之
を
用

ふ
る
を
揮

ら
ね

ば
な

ら

ぬ
と

い

ふ
如

き

は
非
常
な

偏

見

と
し

か
思

は

れ
な

い
。
元

來
林

羅

山

は
徳

川
初
期

文

敏
勃

興

の
機

運

に
際
會

し
て
、
學

問

の
普

及

に
努

力

し
、
本

邦
朱

子
學

の
墓

礎
を

築

い
た
博

覧

多
識

の
大
儒

に
は

違
な

い
が
、

そ
,の
少

年
時
代

は

建
仁

寺

大
統
院

の
慈

稽

和
尚

か

ら
句
讃

を

受
け

た

人

で
あ

る
。

叉

其

の
才
學

が
認

め
ら

れ

て
家
康

以

下
徳
川

四
代

の
將
軍

に
歴

仕

し
、

自
ら
祀

髪

し

て
道

春
と
名

乗

つ
て
ゐ

る
所
を

見

る
と
、
當

時

の
儒

者

が
剃

髪
僧

形
を

し
て
利
外

の
徒
と

目

せ
ら

れ

た
風

警
を
彼

も
亦

襲

つ
た
も

の

と
思

は

れ
る
。

儒
者
が
蓄
髪
し
士
分
の
取
扱
を
公
認
さ
れ
た
の
は
元
緑
四
年
以
後
の
こ
と
で
、
羅
山
の
孫
、
鳳
岡
が
將
軍
綱
吉
の
時
に
大
學
頭
に
任
ぜ
ら
れ
、
從
五
位

下
に
叙
せ
ら
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
保
元
以
降
久
し
く
丈
藝
が
僧
侶
の
手
に
薦
し
て
儒
者
と
し
て
猫
立
し
た
階
級
が
、
奮
來

の
家
柄
以
外
に
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
凡
て
僧
形
薙
髪
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
此
の
時
か
ら
内
容
外
形
共
に
猫
立
し
た
姿
に
な
つ
た
の
で
あ
る
o

叉
羅

山
は
陸

象

山
や

王
陽
明

、
老
荘

を
排
撃

す

る
と
同

時

に
、
佛
敷

が
非

常

に
嫌

で

「
灘
准

に
告

ぐ

る
文
」

の
如

き
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極
端
な
形
式
論
,に
ま
で
及
ん
で
ゐ
る
も

の
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
自
ら
祀
髪
僧
形
を
摸
す

る
こ
と
を
恥
ぢ
ね
ば
な
ら

ぬ

筈

で
あ
る
。
虎
關
を
目
し
て
儒
者
の
言
を
借

り
て
佛
氏
の
説
を
文
る
者
と
言

ふ
な
ら
ば
、
彼
自
ら
は
佛
家
の
形
を
借

り
て
儒
者
の
言
を
擬
す
る
も

の
と
言

つ
て
宜
い
か
と
思
は
れ
る
。
門
戸

の
見
も
甚
し
い
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

羅
山
は
更

に
論
じ

て

昔
楊
子
雲

は
易
に
擬
し
て
太
玄
を
作
り
、
論
語
に
擬
し
て
法
言
を
作
る
。
夫
れ
子
雲
は
醇
儒
な
り
。
然
れ
ど
も
識

者
猶
ほ
之
を
難

ん
す
。
彼
れ
錬
や
何
す
る
者
ぞ
。
狼
り

に
易
、
春
秋

に
敷

ふ
や
。
借

上
の
罪
、
蓮

に
庭
ら
す
。
子

雲
す
ら
省
此
の
如
し
。
而
る
を
況
ん
や
彼
を
や
。
誠

に
天
下
を
し
て
共

の
書
を
有
す
る
者
を
し

て
墨
げ

て
之
を
焚

か
し
む
れ
ば
則
ち
其
の
罪
、
將

に
少
し
く
赦
さ
る
る
あ
ら
ん
と
す
(原
漢
丈
)

と
。
何
と

い
ふ
暴
論

で
あ
ら
う
。

一
膿

こ

、
に
羅
山
が
塞
・げ

た
後
漢

の
楊
雄
が
、
聖
人
の
書
と
し
て
嘗
重

せ
ら
れ
た
易
経
に
模
擬
し
て
太
玄
輕
を
著

し
、
論
語
に
倣
似
し
て
法
言
を
作

つ
た
と

い
ふ
こ
と
に
關
し
て
は
夙

に
儒
者

の
間
に
非
難
が
あ

る
。
然
し
そ
れ
は
楊

も

雄

な
る
人
物
が
所
謂
曲
學
阿
世
的
な
所
行
が
あ

つ
た
と
す
る
か
ら
の
事
で
あ
る
。
楊
雄
は
漢
室
を
築

つ
て
新
と

い
ふ

僑
國
を
建

て
た
王
葬

に
仕

へ
之
に
媚
び

て
、

「
劇
秦
美
新
」

と
い
ふ
賦
を
製
作
し
、
正
直

の
臣
を
害
し
己
の
害

に
遭

ふ

こ
と
を
恐
れ
た
と
い
ふ
、
そ
の
節
操
を
疑

は
れ
る
檬
な
文
學
者

で
あ

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
楊
雄
を
羅
山
が
醇
W

儒

と
繕

し
て
ゐ
る
こ
と
す
ら
大
獲
な
見
當
違
ひ
で
あ

る
に
も
係
ら
す
吾
虎
關
の
如
き
、
畏
く
も

竈
山
、
後
伏
見
、

虎

關

寛

詞

㌦

(四
)
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虎

闇

寛

詞

-

(五
)

後
醍
醐
、
光
明
、
後
村
上
天
皇

の
御
知
遇
に
浴
し
法
問
を
添
う
し
た
の
み
な
ら
す
、
特
に
建
武
中
興
の
御
偉
業
を
翼

賛
し
奉
り
、
陰

に
陽

に
忠
君
愛
國
の
誠
を
致

し
、
大
義
名
分

の
理
を
明
に
す
べ
く
是
れ
力
め
た
聖
僧
の
述
作
に
向

つ

て
、
之
を
焚

か
ば
少
し
く
そ
の
罪
を
赦
さ
れ
る
で
あ
ら
う
な
ど
と
の
辟
読
を
臆
面
も
な
く
言
ひ
放

つ
て
ゐ
る
の
は
沙

汰
の
限
り
で
あ
ら
う
と
思

協
。
況
ん
や
ま
た
、
彼
は
自
ら
紳
武
天
皇
論
(丈
集
巻
廿

五
所
牧

)
を
も
の
し
た
中
に
、
我
が
國

の
三

種
の
紳
器
は
天
成

に
出

で
、
自
然

に
本
つ
く
こ
と
を
読

い
て
ゐ
る
の
で
あ

る
が
、
之
は
夙

に
吾
虎
關
が
元
享
繹
書

の

王
臣
篇

で
詳
論
し
國
燈

の
奪
嚴
を
強
調
し
て
ゐ
る
の
と
全
く
同
調
で
あ

る
に
於

で
、
そ
の
思
想
的
な
織
承
を
如
何
に

辮
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
吾
人
は
こ

、
に
至
つ
て
羅
山
そ
の
人
の
健
忘
を
疑
ひ
た
く
な

る
の
で
あ

る
。

羅
山
か
ら
凡
そ
六
七
十
年
後

に
出
た
尾
張
八
事
出
の
諦
怨
妙
龍

(寳
永
二
年
、
二
三
六
E
坐

天
明
六
年
、
二
四
四
六
籔
)
は
置
ハニ一繭
宗

の
入

で
あ

る
が

相
當

に
博

い
學
識
を
有
し
、
塞
華
随
筆
と
い

ふ
漢

文
二
雀

の
著
述
を
遺
し
て
ゐ
る
。
こ
の
中
に
も
亦
元
享
繹
書

に
就

い
て
評
論

を
し
た

一
章
が
あ
る
。

こ
～
に
先

づ
諦
慰
の
所
論
を
紹
介
す
る
な
ら
ば
、
大
燈
次
の
様

に
見
て
ゐ
る
。

虎
關

の
元
亨
繹
書

で
は
、
東
編
聖

.一
の
傳
は
登
く

一
軸
に
満

つ
る
程

の
詳
述
で
あ

る
に
係
ら
す
㍉
永
李

の
道
元
の

傳

は
縫
に
五
行
に
過
ぎ
な
い
。
是
は
何
の
意

で
あ
ら
う
か
。
虎
關
は
道
元
分
敷
化
は
北
陸
地
方
丈
に
播
か
つ
て
も
中

土
に
は
及
ば
な
か
つ
た
の
は
遺
憾

で
あ

る
と
言

つ
,て
ゐ
る
が
、
然
ら
ば
六
魍
の
化
は
嶺
南

に
及
ん
で
は
ゐ
た
が
中
土

に
は
籏
が
ら
な
か

つ
た
の
を
遺
械
と
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
で
は
な

い
か
。
思
は
ざ

る
の
甚
し
い
も
の
が
あ

る
。

一
騰
慧
能
r

が
嶺
南

に
翁
昧
し
た
の
は
黄
梅
弘
怨
の
指
授

に
依

つ
た
の
で
あ
る
。
道

元
が
北
越
に
潜
伏
し
た
の
は
天
童

の
如
浮

の

、
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囑
託
を
欽
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
是
等
は
皆
列
頑

の
芳
燭
で
あ

つ
て
後
昆
を
憂
ふ
る
に
意
が
あ

つ
た
爲

で
あ
る
。
大
凡

.

源

深

き
も

の
は
流

必
す
遠

く
、

厚

く
藏

す

る
も

の
は
香

ま

す
く

甚

し

く
、
根

牢

き
も

の
は
枝

必
す

繁
き

も

の
で
あ

る
。
今

日
慧
能

の
雲
薇

(
末
孫
の
意
)
が
天
下
に
碁
布
し
、
道
元
の
見
孫
が
宇
内

に
充
塞
し
て
ゐ
る
の
は
嶺
南
、
北

越

に
鯛
光
し
た
絵
輝
で
無

い
と
言

へ
よ
う
か
。
古
入
も

「
大
音
は
希
聲
」
と

い
ひ
、

「
良
賀
は
深

く
藏
し
て
虚
し
き

が
如
し
」

と
言

つ
て
ゐ
る
で
は
な

い
か
。
虎
關
師
は
何
で
之
を
知
ら
な

い
の
で
あ
ら
う
。
諸
宗
志
の
中
に
、
北
地
も

亦
新
豊
の
微
涙
が
あ

る
と
述

べ
て
ゐ
る
の
は
、
濟
門
の
痛
快

に
誇

つ
て
、
洞
上
の
綿
密
を
蔑

に
す
る
に
肯

て
ゐ
る
、

圓
悟
麗
師
は
、

「
佛
法
本
よ
り
彼

此
な
し
、
総

て
是
六
租
下
の
見
孫
」
と
日

つ
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
同
門
は
互
に
相
愛

ρ

9
護
稽
讃
す

べ
き
で
あ
る
。
何
故

に
疑
し
て
微
派
な
ど

～
言
ふ
の
で
ゐ
る
か
。
其

の
微
涙
は
綾
に
以
て
筋
を
濫
ぶ
程
で

も
、
他
日
肪
舟
を
以
て
せ
ざ
れ
ば

渉

る
こ
と
の
出
來
な
い
も
の

、
あ
る
の
を
知
ら
な

い
様

で
あ

る
。
予
は
亦

「
佛
法

本
ま
り
彼
此
な
し
、
総

に
繹
迦
の
見
孫
」
と
謂
ひ
た
い
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
乃
ち
何
の
聞
然
す
る
所
が
あ
ら
う
か
。

し
か
の
み
な
ら
す
、
僑
吏
は
宗
乗
の
優
降
を
論
ず
る
書
で
は
な
い
の
で
あ

つ
て
惟

々
渣
く
五
家

七
宗
講
律
諸
徳
の
高

縦
を
記
し
・て
以

て
天
下
後
世

に
示
せ
ば
よ
ろ
し

い
。
梁
唐
宋
の
僧
傳
は
皆

さ
う
で
あ
る
。
故
に
予
を
以
て
見
れ
ば
、

虎
關
は
曾
史
の
大
騰
を
審

に
せ
な

い
遇
の
、
様
で
あ

る
。
唐
の
劉
子
玄
は
、
史

に
は
三
長
が
あ
る
。
.才
と
學
と
識
と

で
あ
る
が
、
世
に
之
を
兼
ね
有
す
る
も
の
は
空
・
で
あ

る
と
言

つ
て
ゐ
る
。
虎
關
の
如
き
入
は
才
と
學

に
は
頗
る
富
ん

で
カ
る
が
識
見
が
淺
随
で
あ

つ
て
佛
海

に
風
波
を
涌

し
、
同
門
に
胡
越
を
生
す
る
に
至
る
も
の
で
適

る
。
痛
む

べ
き

虎

闘珊
寛

嗣
～

甲

(
六
)
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虎

闘

魔

詞

(七
)

の
甚

し
い
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら

瞭
。
(空
華
随
筆
一
巻
之
上
、
道
元
輝
師
の
條
、
原
漢
丈
〉

諦
怨
は
大
膿
か
う
言

つ
た
風
な
文
章
を
以
て
虎
關

の
史
観
を
難
じ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
曹
洞
宗
の
開
祀
道
元
輝
師

の
傳
記
が
絵
り

に
簡
短
す
ぎ
る
と
い
ふ
事
を
問
題
と
し
、
之
が
同
門

に
胡
越
を
生
す
る
と
ま
で
杞
憂
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。

成
る
程
元
亨
繹
書
巻
六
浮
暉

の
部

に
在

る
道
元
の
傳

は
簡
明
で
あ

る
。
然
し
之
を
虚
心
坦
懐
に
讃
む
な
ら
ば
別
に

作
者
の
偏
見
ら
し

い
も
の
は
見
出
し
得
な

い
。
誠

に
要
を
得
た
文
と
し
か
見
ら
れ
な
い
。
其

の
贅
譜

も
、
諦
忍
の
言

ふ
如
く
、

「
元
の
化
北
地
に
播

い
て
中
土
に
及
ば
す
、
遺
意
無
き
こ
と
能
は
す
」
(原
漢
文
)と

い
ふ
十
六
字

に
過
ぎ

ぬ

へ

が
、
虎
闘
は
寧
ろ
當
時
の
實
歌
か
ら
推

し
て
道
元
に
深
く
同
情
を
寄

せ
た
も
の
と
解

す
る
こ
ど
が
至
當
で
あ
る
と
思

ふ
。
遣
元
が
聚
落
の
生
活
を
捨
て
》
、
-永
亭
寺
に
山
居
し
た
の
は
、
そ
の
寳
慶
記

に
あ

る
如
く
、

,

「
汝
は
こ
れ
後
生
な
り
と
錐
も
、
頗

る
古
貌
あ
り
。
直

に
須
ら
く
深
山
幽
谷

に
居
し
て
、
佛
醗
の
聖
胎
を
長
養
す

べ
し
。
必
ら
す
古
徳

の
謹
慮
に
至
ら
ん
」

と
の
師
如
浮

の
垂
訓
を
遵
奉
し
た
の
で
あ

つ
て
、

「
永
卒
の
弊
制
は
、
道
路
深
遠
に
し

て
閑
人
到
ら
す
、
貧
婁
寒

寂

に
し
て
學
雲

留
め
難
し
」
(永
亭
廣
録
)
と

い
ふ
風
な
中

に
輝
居
し
た
事
實
を
虎
關

は
そ
の
ま

、
に
傳

へ
た
ま
で

、
、
少
し

も
之
に
門
戸

の
見
を
挿
ん
で
ゐ
る
の
で
は
な

い
。

叉
巻

二
十
七
の
諸
宗
志
で
藤

を
論

じ
た
絡

に
、
本
邦
の
灘
宗

に
及

び
、

「
建
久
の
間
、
建
仁
の
西
公
軍
傳
全
提
す
。
寛
寳

に
逮
ん
で
爾
隆
の

二
師
東
西
に
鼓
行
す
。
此
方
殿
れ
て
傳

ふ
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遽
暮
を
恨
む
と
錐
も
百
藪
十
歳
欝
と
し
て
張
宗
と
篤

る
。
西
は
積
翠

の
育
也

、
・爾
隆

は
揚
岐
の
胤
な
り
。
北
地
に
亦

新
豊
の
微
涙
あ
り
。
天
下
の
暉
を
日
ふ
も

の
三
家
な
ヶ
L
(原
漢
丈
)と
書

い
て
ゐ
る
の
も
、

こ
と
さ
ら

に
永
李
灘
を
見

〆

く
び

つ
た
鐸

で
は
無

い
。
と
い
ふ
の
は
道
元

の
寂
後
五
六
十
年
後
の
虎
關
の
時
代
は
ま
だ
ま
だ
、
そ
の
砥
管
打
坐

の

匙
は
後
世

の
如
く
に
弘
く
は
行
き
渉

つ
て
ゐ
な
か

つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
ん
。

「
良
質
は
深
く
藏
し
て
虚

し
き
が
如
し
」

と
い
ふ
が
如

き
こ
と
は
自
ら
別
問
題

で
あ
ろ
。
諦
忽
は
僧
史
は
宗
乗

の
優
劣
を
論
す

べ
き
も
の
で
は

.

無

い
と
も
言

つ
て
ゐ
る
が
、
虎
關
は
道
元

に
關
す
る
限
り
其
の
宗
風

の
優
劣
な
ど
忙

は
論
及
し
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ

る
。
然
し
そ
れ
は
別
と
し
て
何
も
僑
史
羽
か
ら
と
し
て
古
人
の
行
履

の
み
を
後
世

に
示
す

べ
き
も

の
で
、
議
論

に
渉

つ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
道
理
は
毛
頭
な

い
と
思
ふ
。
吏
賛
が
あ
り
評
傳
が
あ

つ
て
こ
そ
史
家
の
債
値

が
見
は
れ
る
の

で
あ
る
。
輩
な
る
事
實

の
記
載
抄
録

に
の
み
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
は
な

い
。
此
の
意
味

に
於

て
虎
關

の
元
享
葎
書

は
梁
や

唐
や
梁

の
高
僧
傳

の
範
疇
か
ら
脱
し
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
、
又
そ
こ
に
虎
關
の
史
観
が
覗

へ
る
Fの
で
あ

る
。

虎
關

に
才
と
學
を
許

し
て
置
き
乍
ら
識
見
を
認
め
す
と
す
る
諦
忽
の
論

に
は
俄
に
肯

づ
き
か
ね
る
も
の
が
あ
る
。
況

ん
や
其

の
自
ら

「
予
不
似

な
り
と
錐
も
、
既
に
繹
奪
遺
法

の
弟
子
た
り
。
暉
海
教
海
同

一
戯
味
濟
上
洞
上
同
,一
兄
弟

の
看
を
作
し
て
更
に
二
相
を
見
す
。'
是
を
以
て
法
中
の

一
魔
事
を
聞

い
て
は
、
・
猫
ほ
萬
箭

の
胸

に
撲

る
が
如
し
」
と

述
ぶ
る
に
至

つ
て
ぱ
、
ち
と
苦
勢
性
が
勝
ち
過
ぎ

て
ゐ
は
し
な
い
で
あ
ら
う
か
。

・
本
朝
高
僧
傳

の
著
者
師
攣
卍
元
は
虎
關
を
賛

し
て
、

「
吾
國
山
川
の
悼
誰
、
・
物
産

の
魁
殊
、
金
銀
銅
鎮

の
外
、
珍

虎

關

寛

.詞

(
八
)
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虎

關

寛

詞

(九
)

奇

衆
霧
な
る
も
而
も
吾
の
歓
美
す
る
所

に
非

る
な
り
。
夫
れ
山

に
富

士
あ
り
。
僧

に
錬
公
あ
る
、
是
れ
吾
の
謄
仰
す

る
所
な
り
L
と

い
び
、
叉

「
凡
そ
佛
法
東
漸
し

て
已
來
、
集
大
成
す
る
者
、
錬

公
よ
り
盛
な
る
は
無
し
」

(本
朝
高
信

傳
巻
廿
七
)

(原
漢
丈
)
と
激
構
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
元
卓
繹
書
巻
三
の
紳
護
寺

の
眞
濟

(
弘
法
大
師

十
大
弟
子
の
首
)
の

傳
後
に
賛
し
て
、

「
世

に
言

ふ
、
眞
濟
は
色
に
惑
う
て
魅
と
な
乃
と
。
彼
の
不
亭
亡
柳
の
時
に
當

つ
て
靡
曼
を
倫
眼

、

し
守
る
所
を
失

つ
て
伺

は
る

、
こ
と
有
り
し
か
云

々
」
と
論

じ
、
眞
濟
は
文
徳
天
皇

の
二
皇
子
が
皇
位
織
承
の
問
題

の
起

つ
た
際

に
法
力
を
叡
山
の
慧
亮
と
戦
は
し
て
負
け
た
と

い
ふ
不
李
も
あ

つ
て
、
文
徳

天
皇
御
登
逞
の
後
陰
居
し

た
と

い
ふ
風
な
記
事

に
就

い
て
、
師
攣

は
虎
關
の
繹
書

に
流
言
を
探

つ
て
賛
僻

に
系
け
た
こ
と
は
憾
む

べ
き
こ
と
で

あ

る
の
み
な
ら
す
。
慧
亮
と
験
を
抗
し
て
勝
た
な
か

つ
た
と
い
ふ
こ
と
も
取
る
所
の
無

い
ゑ
と
で
あ
る
。
菩
薩
羅
漢

は
既

に
微
細

の
惑
を
噺
じ
て
ゐ
る
。
況
ん
や
色
欲
を
や
調
初

よ
り
答
を

聖
門

に
得
た
も
の
は
無

い
の
で
あ
る
。
今
八

百
年
の
後
に
此
論
を
作

つ
て
婆

の
爲
に
共
の
塵
を
雪
ー

の
で
あ
る

(傭

騙
鶉

3

と
評
し
τ
ゐ
る
砂
は
或
は
正

當

で
あ
る
か
も
知
れ
蹟
。

然
し
繹
書
巻
五
の
高
野
山
明
遍
の
行
事
に
關

し
て
師
攣

は
大
い
に
虎
關
と
見
を
異

に
し

「
濟
北
師
の
論

じ
て
之
を

謎
す
る
、
余
敢

て
命
を
票

す
」

(本
朝
高
僧
傳
春

+
ミ
、
原
漢
文
)
豊

一毫

て
ゐ
る
の
に
封
し
て
は
吾
人
遽

に
師
響

賛
成
し
難
い
も

の
が
あ
る
。
今
そ
の
大
要
を
墨
げ

て
見
れ
ば
か
う
で
あ
る
。
繹
明
遍
は
彼

の
李
治
の
齪
で
死
し
た
藤
原
通
憲

の
季
子

で
あ

つ
て
、
早
く
か
ら
高
野
山
に
上
つ
て
三
十
年
間
も
山
を
下
ら
な
か

つ
た
人
で
あ
る
。

そ
の
兄
弟

に
は
静
賢
、
澄
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憲
、
勝
畳
、
畳
憲
な
ど
い
ふ
高
俗
が
あ

つ
た
が
、
亡
父
通
憲

の
十
三
回
忌
を
修
す
る
に
當

つ
て
こ
れ
等
の
諸
子
は
明

遍
を
都

に
迎

へ
て
散
導
師

に
し
よ
う
と
し
た
。
が
明
遍

は
之
を
謝
し
て
い
ふ
に

「
我
は
已
に
世
を
逃
れ
て
此
の
山
に

薩
約
し
て
ゐ
る
。
追
孝
と
い
ふ
と
錐
も
出
つ
る
に
堪

へ
ぬ
」
と
。
更

に
使
者
を
以
て
蹄

る
こ
と
を
促

し
た
け
れ
土
ハ、

彼
は

「
我
は
孝
を
忘
れ
江
の
で
は
な

い
。
只
諸
兄
の
除

に
入
る
こ
と
を
伯
る

、
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
世
を
逝

よ
は
い

る

、
も
の
は
、
吾
も
世
を
棄

て
、
世
も
我
を
棄

て
～
ゐ
る
の
で
あ

る
。
衆
人
と
歯

せ
ぬ
の
が
遜

の
全
き
も
の
で
あ
る

然

る
に
世
が
我
を
棄
て

、
、
我
が
世
を
棄
て
ぬ
の
は
乞
食

で
あ
る
。
我
が
世
を
棄

て
、
世
が
我
を
棄

て
な
い
の
は
今

の
諸
名
徳

で
あ
る
。
こ
の
二
は
眞
趣
と
は
申
さ
れ
な

い
。
諸
兄
は
み
な
南
北
二
都

の
高
徳
で
あ
る
。
我
其

の
問

に
交

つ
て
薄
技
を

い
た
し
、
狐
鳴

に
慣

つ
た
な
ら
ば
陰
約

の
素
を
失
ふ
こ
と
に
な
る
。

叉
朝
廷
で
吾
の
出
つ
る
こ
と
を
聞

か
れ
τ
、
我
を
石

さ
ば
我
僻
す
る
の
地
が
無
い
こ
と
に
な
る
。
我
は
孝
恩
を
忘
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ

ろ
」

と
言

つ
て
慧

智
と

い
ふ
友
人
を
代
理
と

し
て
父
の
法
要

に
臨
ま
せ
た
の
で
都
下
で
は
之
を
眞
趣

の
美
談
と
し

て
相
傳

へ
た
と

い
ふ
の
で
あ
る
。
虎
關
は
之
に
就

い
て
論

じ
て
日
ふ

「
甚
し
い
か
な
、
士
の
道
を
聞
か
ざ
る
や
。
萄
も
道
を

聞
か
ば
、
明
遍
も
斯

の
言
を
登

せ
じ
。
諸
兄
も
亦
服

せ
じ
。
世
ま

た
美
談

と
爲
さ
ゴ
ら
ん
。
三
者
は
道
を
聞
か
ざ

る

し
ろ
し

の
葱

な
ゆ
」

と

し
、

明
遍

や
其

の
諸

兄

は
皆

僧

で
あ

る
。

僧

は
世
を

逃

れ
た

士

で
あ

る
。
世

を

逃

れ

る
所

の
標
は

、

頭

を

禿

に
し
、

服

を
繕

に
し

、
寺
院

に
住

す

る

の
で
あ

る
。

そ

れ

で
世

間

で
は
其

の
儀
相

を
貴

ん

で
幅

田
と

し
、

之

に
蹄

敬

し
、

王
公

も
偲
官

や
卦

戸
を

與

へ
る
、

こ

れ
が
幅

田

で
あ
為

。

こ

の
際

、

我
が
徒

は
法
を

以

て
相

交

は

つ
て

虎

關

菟

詞

(
唄
0
)
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虎

關

冤

詞

二

ご

心
を
移
さ
無
い
筈

で
あ
る
。
然

る
に
澆
溜

の
世
と
な

り
て
は
こ
の
渥
遇
を
受
け
乍
ら
、
身

の
縞
禿
を
忘
れ
て
摺
紳
と

ひ
さ

比
並
し
、
凱
観
筍
容
し
て
尾
を
揺
が
し
憐
み
を
乞

ふ
と
い
ふ
醜
態

で
あ
る
。
吾
道
衰

へ
た
る
尚
し
と
い
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。

こ
、
に
縞
侶
と
し
て
遜

る
、
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
繹
で
あ
る
。
明
遍
か
愚
人
な
ら
ば
詠
む

る
の
要
は
な
い
。
が

ぱ

　

已
に
高
碁
を
稟

け
て
ゐ
る
人

で
あ

る
。
、
然
る
に
何
故
凡
僑
に
例
し
て
た
や
す
く
遁

の
言
を
襯
し
た

の
で
あ
ら
う
か
。

父
母
は
天
で
あ
る
。
孝
子
の
親
に
於
け
る
關
係
は
水
火
よ
り
も
甚

し
い
。
明
遍
が
僧

で
な
く
て
許
由
の
様
な
隠
者

で

あ

つ
た
に
せ
よ
此
の
時
に
於
て
は

一
た
び
山
を
出

で
ざ
る
を
得
な

い
筈

で
あ
る
。
況
ん
や
我
が
佛
徒
な
る
に
於
て
を

や

で
あ
る
。
我
が
佛
教
で
は
先
づ
孝
を
立
て
る
。
経
文
に
も

「
孝
順
父
母
」

と
い
ふ
こ
と
が
あ

る
。
我
が
門
の
偉

い

人

で
父
母
の
在
す
時
は
逃
逸
し

て
命
に
迂
ふ
為
の
も
あ
る
。
然
し
追
修
を
拒
む
も
の
は
聞
か
な

い
。
明
遍
は
何
が
爲

に
始
め
て
大
逆
を
關

く
の
で
あ
ら
う
か
。
恐
ら
く
名
に
絆
が
れ
て
道
に
暗
か

つ
た
の
で
あ
ら
う
。
明
遍
か
諸
兄
の
請

に
懸
じ
て
山
を
出

て
追
薦
す
れ
ば
ま
だ
し
も
で
あ
る
か
、
高
名
を
釣
り
孝
道

に
怠

つ
て
却

つ
て
語
を
造
し

て
、
朝

廷

我
を
召
さ
ば
僻
す
る
の
地
な
し
な
ど
言

つ
九
こ
と
は
、
皆
名
を
責
る
の
言

で
あ

る
。

一
醗
事
に
は
公
と
私
と
が
あ
る

父
の
追
修
に
赴
く
の
は
私
事

で
あ
る
。
何
故

に
公
に
假
り
て
朝
廷

に
矯
る
の
で
あ
ら
う
か
。
明
遍
は
極
め
て
理
に
昧

い
も
の
と
、言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
彼
は
道
を
以
て
標
と
せ
す
し
て
、
遜

と
い
ふ
こ
と
を
標
と
し
て
ゐ
る
ゆ
故

に
其

の
父
t
標
す
る
に
趣
を
以

て
し
、
共

の
君
に
標
す
る
に
も
遜
を
以
て
し
、,
其
の
兄
に
標
す
る
に
も
遜

を
以
て
し
、
共

の
世
人

に
標
す

る
に
も
遜
と
い
ふ
こ
と
を
以
て
し
て
ゐ
る
。
彼
は
遜

の
爲

に
覆
は
れ
て
終
に
道
を
聞
か
な
か

つ
た
の

O



で
あ

る
。
夫
れ
翼
の
隙
遜
と
い
ふ
こ
と
は
趣

と
い
ふ
念
を
も
共

に
忘
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
若
し
遜
と

い
ふ
こ
と
を
心

に
懐

い
て
ゐ
る
な
ら
ば
、
利
と

い
ふ
事
が
心
に
在

る
の
と
同
じ
で
あ

る
。
戸
一
遜
臆
利

で
あ
乃
。
隠
人
は
燧
の
爲
に
溺

れ
る
の
で
あ
る
。
恰
度
世
人
が
利
の
爲
に
溺
る

～
様
な
も

の
で
あ
る
。
溺

る
～
と

い
ふ
鮎
に
於
て
は
利
と
遜
と
同
じ

で
み
る
。
叉
人
の
心
は
移

る
所
が
あ
れ
ば
必
す
忘
れ
る
も
の
で
あ

る
。
天
を
思

ふ
と
地
を
忘
煎
る
。
東
を
思
ふ
と
西

を
忘
れ
る
。
明
遍
は
趣

を
思
う
て
孝
を
忘
れ
た
の
で
あ
る
。
之
を
忘
れ
す
と
い
ふ
の
は
妄
信
で
あ
る
。
世
人
に
は
造

く
つ
て
忘
れ
る
も
の
と
、
知
ら
す
し
て
忘
れ
る
も
の
と
あ
る
が
、
明
遍

の
場
合
は
知
ら
す
し
て
忘
れ
た
の
で
あ
る
。

人
の
子
と
し
て
孝
思
は
須
奥
も
離

る
可
ら
ざ
る
も
の
で
あ

る
。
況
ん
や
忘

る
、
に
於

て
を
や
で
あ
る
。
其

の
問
に
遠

近
を
言

ふ
べ
き
も
の
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
叉
思
ひ
に
も
厚
と
薄
と
が
あ

る
。
思
の
薄
い
の
は
忘
れ
る
の
萌
芽
で
あ

る
。
今
明
遍
は
心
を
逝

に
移
し

て
孝

て
薄
か

つ
た
の
で
あ
・る
。
忘

に
漸
せ
ざ
る
を
得
ぬ
繹
で
あ

る
。
君
子
は
微
を
防

ぐ
も
の
で
あ
る
。
明
遍
は
之
を
知
ら
す
し
て
忘
れ
す
と
い
ふ
の
は
之
を
知
ら
ざ
る
の
妄

で
あ
る
。
今
日
民
間
に
も
遣

に
淳

る
も
の
は
、
親

の
喪

に
遭
う
て
は
痛
昊
深
働
す

る
が

一
朝

に
し

て
息
め
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
近
く
し
て
は
厚

い

が
遠

く
し
て
は
薄
い
か
ら

で
あ

る
。
君
子
は
絡
身
忘
れ
な
い
、の
で
あ

る
。
若
し
忘
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
ら
ば
岡
極

と
い
ふ
諜

に
は
行
か
ぬ
。
叉
明
遍
は
父

の
年
忌
を
算

へ
て
自
ら
山
を
下
り
、
諸
兄
先
法
要
を
行
じ
て
普
廼
で
あ

る
。

然

る
に
招
請

を
受
け
乍

ら
出
る
こ
と
も

せ
す
、
重
ね

て
不
遜

の
詞
を
造

つ
て
諸
兄
を
謳
ひ
、
世
人
を
惑
は
し
た
と

い

ふ
こ
と
は
明
遍

の
爲

に
恕
す

る
繹
に
は
行
は
ぬ
。
故

に
明
遍
の
場
合
は
渣
を
聞
か
ざ
る
の
葱
で
あ

る
と
思

ふ
の
で
あ
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虎

關

冤

詞

(
=
二
)

る
と
、
以
上
が
繹
書
に
於
て
虎
關
が
明
遍

の
不
孝
を
論
難
し
た
理
由
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
考
も
亦
虎
關
が
準
生
か
ら

奪
敬
し
て
ゐ
た
明
敏
大
師
契
嵩
の
孝
の
思
想

か
ら
大

い
に
影
響
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、

之
に
就
い
て
師
攣
は

「
繹
子
に
は
藤
悦

の
食
、
法
身

の
香
が
あ
る
。
故
に
高
貴

の
家
に
比
し
大
講
會
を
用

ふ
る
の
要

は
な
い
の
で
あ
る
。
明
遍
の
法
は
洪
廣

で
あ
り
、
操
守
は
完
全
で
あ
る
。
そ
こ
に
孝
忌
は
具

つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
が
眞

修
の
人
と
謂

ふ
べ
き
で
あ

る
し
と
辮
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
師
攣

に
は
師
墜

と
し
て
の
見
識
が
あ
る
に
は
あ
る
が
、

如
何
に
繹
氏
と
い

へ
ど
も
禮
と
し
て
の
孝
道
を
無
親
す
る
鐸

に
は
行
か
ぬ
と
思
は
れ
る
。
虎
關

の
明
遍
に
野
す

る
論

鋒
は
か
な
り
激
越
で
は
あ

る
が
、
勿
論

こ
れ
を
頭
か
ら
否
定
す

る
こ
と
も
早
計
で
あ
る
し
、
叉
そ
の
中
に
大

い
に
昧

ふ
べ
き
も
の
、
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

ぬ
と
思

ふ
。

凡
そ
何
人
の
著
作
に
せ
よ
議
論

に
し
ろ
、
後
世
か
ら
批
到
を
下
す
と
な
る
と
色

々
に
言

ふ
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ

る
。
虎
關

の
場
合
に
し
て
も
そ
れ
が

一
々
完

全
無
蝦

の
も

の
と
ば
か
り
は
申
さ
れ
ま

い
。
ま
し
て
元
亨
繹
書
の
よ
う

怨
日
本

の
佛
敏
史
僧
傳
の
皮

切
り
を
試
み
た
も
の
に
向

つ
て
そ
れ
ぞ
れ
微
細
に
專
門
的
に
粗
探
し
を
や

つ
た
日
に
は

幾
ら
で
も
言
ひ
分
は
出
て
來
る
こ
と

で
あ
ら
う
。
輩
に
こ
の
元
亨
繹
書
だ

け
に
就
て
見
て
も
虎
關
が
あ
れ
丈

の
浩
溝

な
も
の
を
著
作
し
た
に
は
十
六
年

の
歳
月
を
閲
し
て
多
く
の
史
料
を
牧
蒐

し
讃
破
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
が

吋・
つ
も
其

の
典
嫉
を
出
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
は
,
今

日
か
ら
見
て
遺
憾
と
言

へ
.ば
遺
憾

で
あ

る
。
之

に
就

て
先
年
龍
谷
學
報

に

　

吾
が
畏
敬

す
る
禿
氏
敏
授
が

「
元
亨
繹
書

の
素
材
と
法
華
駿
記
」
薦

鵬
計
コ
飾
擦
月
)
で
述

べ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
大
い



に
前
述
の
私
評

こ
は
趣
を
異

に
し
て
ゐ
て
特
に
敬
意
を
表
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
然
し
叉
中
岩
圓
月
が
虎
關
に
贈

つ

た
書

に
、

、

間

に
居
し
て
細

に
元
亨
繹
書
を
讃

み
、
多
く
獲
る
所
あ
り
。
心
目
朗
然
祈
慰
無
量
な
り
。
素
よ
り
本
朝
諸
名
僑

の
行
實
及
び
其

の
所
由

の
未
だ
嘗
て
見
聞

せ
ざ
る
を
以

て
の
故
に
意
を
此
に
注
ぐ
。
先
づ
其
の
傳
井

に
年
表
を
取

つ
て
之
を
披
閲
し
、
然
し
て
賛
論
志
等
の
文
を
護

む
に
至

つ
て
所
得
更
に
多
く
、
素
望
の
外
に
出
で
幸
甚
し
。
實

に
是
れ
國
朝
の
至
寳
な
り
。
量
翅

々
吾
繹
家
席
上
の
珍
た
る
可
き

の
み
な
ら
ん
や
。
孔
子
の
十
翼
は
美
を
周
易

に

檀

に
す
る
も
、
今

の
度
捻

論
は
多
く
は
譲

る
可
ら
ざ
る
な
り
。
班
固
九
流
光
を
藝
文
に
垂
る
、
も
、
今

の
諸
宗
志

・
は
當

に
加

ふ
る
所
あ

る
べ
き
な

り
。
其

の
諸

の
賛
詞

は
則
ち
玉
轄
珠
回
、
議
論
精
密
、
實

に
洪
畳
範
、
誘
石
室

の

能
く
詣
る
べ
き
に
非

る
な
り
。
十
波
羅
蜜
を
以
て
、
支
し

て
之
を
十
傳
に
配
す
る
に
至

つ
て
は
則
ち
道
宣
、
賛
寧

の
輩
史
才
に
於
て
は
末
な
り
と
の
論
も
亦
達

せ
り
。
惜
し

い
か
な
吾
國
好
事

の
者
に
し
て
斯
の
如
き
の
文
、
廣

く

流
布
す
る
を
見
ざ
る
や
◎
(原
漢
丈
}

・

と
書

い
て
ゐ
る
の
も
ハ
あ
な
が
ち
我
田
引
水
、
贔
屓

の
引
き
倒
し
と
言
ふ
繹
で
は
な
い
と
思

ふ
。
虎
關
は
性
蘂
病
弱

な
人
で
あ
つ
た
。
常

に
藥
餌

に
親
し
み

つ
、
も
六
十
九
年
の
世
壽
を
保
ち
、
著
作

に
演
法
に
家
國
天
下
の
這
標
と
な

り
、
老

の
將

に
至
ら
む
と
す

る
を
知
ら
な
か

つ
た
底
の
神
氣

の
絶
倫
き

、
用
意
の
周
到
さ
、
吾
入
は
そ
の
遺
文
を
閲

し
霊
躍
を
追
う
て
以
て
深
く
欽
仰
し
、
更
に

一
二
論
者
の
妄
辮

に
接
し
て
爲
に
浩
歎

之
を
久
う
せ
ざ

る
を
得
な

い
の

で
あ
る
。

(昭
和
叫
七
、
六
、
一
五
稿
)
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