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「
人
間
五
十
年
、
化
天
の
中
を

比
ぶ
れ
ば
、
夢
幻
の
如
く
な
り
…
」 

 

織
田
信
長
が
桶
狭
間
の
戦
い
の

前
に
謡
い
な
が
ら
舞
っ
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
日
本
最
古

の
舞
楽
と
も
い
え
る
「
幸
若
舞
」

の
演
目
「
敦
盛
」
の
一
節
で
す
。 

「
幸
若
舞
」
は
室
町
時
代
初
期
、 

越
前
の
桃
井
直
信
（
幼
名
・
幸
若

丸
）
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
語
り

物
と
呼
ば
れ
る
古
典
芸
能
で
す
。 

軍
記
物
の
曲
目
が
多
く
な
る
に
従

い
、
武
士
道
鼓
吹
の
舞
曲
と
し
て
、 

信
長
、
秀
吉
を
は
じ
め
戦
国
時
代

の
多
く
の
武
将
の
間
で
愛
好
さ
れ
、

大
い
に
隆
盛
を
極
め
ま
し
た
。 

ま
た
幸
若
舞
は
、
歌
舞
伎
を
は

じ
め
、
す
べ
て
の
芸
能
や
文
学
に

多
大
な
影
響
を
与
え
、
日
本
芸
能

史
の
研
究
に
貴
重
な
舞
楽
と
し
て

今
も
注
目
を
浴
び
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
徳
川
の
中
期
よ
り
、

時
代
の
流
れ
、
趣
味
の
変
化
、
能

曲
、
俗
歌
が
盛
ん
に
な
る
に
従
い

次
第
に
衰
え
、
そ
の
発
祥
地
の
福

井
県
越
前
町
で
も
明
治
時
代
に
は

後
を
絶
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
福
岡
県
み
や
ま
市
瀬

高
町
大
江
に
「
大
江
の
め
え
（
舞
）
」

と
呼
ば
れ
、
現
在
で
も
昔
日
の
姿

を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
ま
す
。 

 

天
明
７
年
に
瀬
高
町
大
江
に
大

頭
流
幸
若
舞
が
伝
わ
り
、
長
き
に

わ
た
り
継
承
さ
れ
、
現
在
に
至
っ

て
い
ま
す
。
今
で
は
毎
年
１
月
20

日
五
穀
豊
穣
を
祈
っ
て
大
江
天
満

神
社
の
舞
殿
で
奉
納
さ
れ
、
昭
和

51
年
に
は
国
指
定
重
要
無
形
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

平
成

26

年
１
月
に
奉
納
舞
に

参
加
す
る
機
会
を
得
て
、
小
雪
降

る
中
鑑
賞
し
て
き
ま
し
た
。
現
在

に
伝
わ
る
曲
目
は
９
曲
で
す
が
、

当
日
は
「
浜
出
」
「
日
本
記
」
「
扇

の
的
（
那
須
与
一
）
」
「
夜
討
曽
我

（
下
）
」
「
敦
盛
」
「
安
宅
（
下
）
」

の
６
曲
が
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
奉

納
舞
は
４
時
間
ほ
ど
か
け
て
演
じ

ら
れ
ま
し
た
。
初
め
の
２
曲
は
小

学
生
、
続
い
て
青
年
、
壮
年
の
人

た
ち
が
順
に
舞
い
ま
し
た
。
初
め

て
見
る
謡
い
と
舞
い
の
動
き
の
素

晴
ら
し
さ
に
感
動
し
ま
し
た
。 

幸
若
舞
は
、
ど
の
曲
目
も
、
鼓

方
が
後
方
に
腰
掛
け
て
鼓
を
打
ち

な
が
ら
囃
し
、
正
面
に
立
烏
帽
子
、

素
袍
上
下
の
太
夫
、
そ
の
左
右
に

シ
テ
、
ワ
キ
が
控
え
ま
す
。
各
々

右
手
に
扇
を
持
ち
、
両
手
を
張
り
、

袖
口
を
折
り
、
体
は
上
半
身
を
や

や
前
方
に
、
眼
は
先
方
を
見
つ
め

て
謡
い
ま
す
。
シ
テ
と
ワ
キ
は
地

謡
を
務
め
、
太
夫
は
謡
い
な
が
ら

舞
台
を
足
踏
み
鳴
ら
し
て
前
後
左

右
に
足
を
運
び
、
頭
は
殆
ど
動
か

さ
ず
に
力
強
く
舞
い
ま
す
。
床
を

踏
み
鳴
ら
し
た
時
の
反
響
音
は
身

が
引
き
締
ま
り
、
凛
と
し
て
、
武

士
的
気
風
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

今
回
は
、
７
０
０
年
の
伝
統
を

も
つ
現
存
す
る
幸
若
舞
を
鑑
賞
し
、

伝
統
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
に
直
接

触
れ
、
感
動
し
、
改
め
て
見
識
を

深
め
る
旅
と
な
り
ま
し
た
。 

 

（
参
考
文
献
：
幸
若
舞
保
存
会
の
資
料
） 
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大
江
の
「
幸
若
舞
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鵜
澤 

和
良 



－２－ 

    

最
初
か
ら
ペ
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
バ

ー
を
決
め
込
ん
で
い
る
た
め
、
私

自
身
は
車
が
な
く
て
も
不
便
は
感

じ
て
い
な
い
が
、
人
間
は
一
度
手

に
し
た
便
利
さ
を
手
放
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
ど
こ
に
行
く
に
も
車

に
頼
っ
て
し
ま
う
ら
し
く
、
極
端

な
例
は
、
毎
朝
の
ゴ
ミ
捨
て
に
も

車
で
乗
り
付
け
た
り
し
て
い
る
。 

 
 

一
口
に
高
齢
者
と
言
っ
て
も
個

人
差
が
大
き
い
の
だ
が
、
高
齢
に

な
れ
ば
多
か
れ
少
な
か
れ
注
意
力

が
散
漫
に
な
る
の
は
避
け
ら
れ
な

い
。
中
に
は
相
当
危
な
っ
か
し
い

運
転
を
し
て
い
る
人
が
い
る
の
も

現
実
。
普
段
、
通
り
を
歩
い
て
い

て
危
な
い
目
に
あ
っ
た
り
、
は
ら

は
ら
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く

な
い
。
と
り
わ
け
近
年
佐
倉
市
は

マ
イ
カ
ー
の
増
加
が
目
に
つ
き
、

相
応
に
交
通
事
故
も
多
い
。 

車
の
運
転
免
許
は
、
一
定
の
年 

齢
を
定
め
て
、
原
則
と
し
て
返
納

す
る
こ
と
に
す
べ
き
だ
ろ
う
と
思

う
。
マ
イ
カ
ー
に
と
っ
て
替
わ
る

移
動
手
段
と
し
て
、
小
型
の
路
線

バ
ス
を
増
設
す
る
と
か
、
公
共
乗

合
タ
ク
シ
ー
の
増
設
を
考
え
て
は

ど
う
か
と
思
う
。
利
用
で
き
る
タ

ク
シ
ー
の
台
数
を
増
や
し
た
り
、

行
政
の
援
助
も
得
て
、
料
金
を
格

段
に
安
く
す
る
。
例
え
ば
、
買
い

物
タ
ク
シ
ー
、
介
護
タ
ク
シ
ー
、

生
活
支
援
タ
ク
シ
ー
、
通
院
タ
ク

シ
ー
な
ど
、
い
わ
ば
公
共
の
乗
合

タ
ク
シ
ー
を
設
置
し
、
電
話
で
呼

び
出
し
て
す
ぐ
に
来
て
も
ら
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
そ
れ

は
ま
た
雇
用
の
創
設
に
も
つ
な
が

る
だ
ろ
う
と
思
う
。 

 

危
う
い
運
転
で
人
身
事
故
を
起

こ
し
、
加
害
者
・
被
害
者
双
方
に

と
っ
て
取
り
返
し
の
つ
か
な
く
な

る
ケ
ー
ス
を
減
ら
す
た
め
に
も
、

ぜ
ひ
こ
の
よ
う
な
公
共
乗
合
タ
ク

シ
ー
の
創
設
と
仕
組
み
を
考
え
て

ほ
し
い
も
の
だ
と
思
う
。 

 

（
大
崎
台 

南
木 

草
介
） 

   

   

４
月
の
統
一
地
方
選
挙
が
終
わ

っ
た
翌
日
の
夕
刊
に
「
筆
談
ホ
ス

テ
ス
訴
え
届
く
」
の
見
出
し
が
躍

っ
た
。
都
内
北
区
議
会
議
員
選
挙

で
聴
覚
障
害
者
31
歳
の
女
性
が
ト

ッ
プ
当
選
、
ま
た
兵
庫
県
明
石
市

議
会
議
員
選
挙
で
、
聴
覚
障
害
者

55
歳
の
女
性
が
当
選
し
た
こ
と
が

報
じ
ら
れ
て
い
た
。
記
事
に
よ
る

と
、
北
区
議
の
女
性
の
選
挙
演
説

は
弁
士
に
任
せ
、
自
分
は
身
ぶ
り

手
ぶ
り
で
思
い
を
訴
え
て
戦
っ
た

と
あ
る
。 

 

今
か
ら
50
年
前
の
９
月
、
東
京

上
野
の
寿
司
店
で
聴
覚
障
害
者
２

人
が
手
話
で
会
話
食
事
中
に
、
健

常
者
の
客
と
の
間
で
喧
嘩
と
な
り
、

止
め
に
入
っ
た
店
主
が
聴
覚
障
害

者
に
投
げ
倒
さ
れ
て
頭
部
を
強
打

し
、
そ
の
後
死
亡
し
た
と
い
う
事

件
が
あ
っ
た
。
争
い
の
原
因
は
、

聴
覚
障
害
者
が
手
話
で
会
話
中
に

他
の
客
か
ら
変
な
目
で
見
ら
れ
た

た
め
、
こ
れ
を
抗
議
し
た
こ
と
か

ら
喧
嘩
と
な
り
、
裁
判
結
果
は
聴

覚
障
害
者
２
人
に
有
罪
が
言
渡
さ

れ
た
。
当
時
は
口
話
に
よ
る
方
法

が
重
要
視
さ
れ
、
世
間
で
手
話
を

理
解
す
る
人
は
極
め
て
少
な
く
、

手
話
に
よ
る
会
話
は
好
奇
な
目
を

向
け
ら
れ
て
い
た
た
め
起
こ
っ
た

悲
し
い
事
件
で
あ
る
。
裁
判
の
過

程
で
聴
覚
障
害
者
に
対
す
る
差
別

が
論
点
と
し
て
持
ち
上
り
、
聴
覚

障
害
者
運
動
史
に
も
残
る
重
要
な

事
件
と
い
わ
れ
る
。 

２
０
０
６
年
国
連
は
「
障
害
者

権
利
条
約
」
を
採
択
し
、
「
手
話

は
言
語
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
た
。

日
本
は
そ
の
５
年
後
、
障
害
者
基

本
法
を
改
正
し
「
言
語
は
手
話
を

含
む
」
と
明
記
し
た
。
手
話
は
聴

覚
障
害
者
の
重
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
認
知
さ

れ
、
か
つ
歴
史
の
上
に
立
つ
文
化

で
あ
る
。 

今
、
全
国
で
手
話
を
「
手
話
言

語
条
例
」
と
し
て
制
定
し
た
自
治

体
は
、
こ
こ
１
、
２
年
で
鳥
取
県

の
他
17
あ
る
と
い
う
。
佐
倉
市
に

も
手
話
言
語
条
例
の
早
期
制
定
が

望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

（
藤
治
台 

大
川 

義
郎
） 

公
共
乗
合
タ
ク
シ
ー 

創
設
の
提
言 

手
話
言
語
条
例 
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奈
良
公
園
を
抜
け
、
一
の
鳥
居
、

二
の
鳥
居
を
く
ぐ
り
、
石
燈
籠
の

参
道
を
進
む
と
楠
の
花
の
香
り
が

清
々
し
い
。 

千
古
の
森
の
新
緑
の
中
、
色
鮮

や
か
な
朱
色
の
春
日
大
社
が
現
れ

ま
す
。 

古
代
よ
り
20
年
に
一
度
、
斎さ

い

行こ
う

さ
れ
る
式
年
造
替

ぞ
う
た
い

記
念
の
国
宝
御

本
殿
特
別
公
開
に
行
っ
て
来
ま
し

た
。 朝

は
、
ま
だ
観
光
客
も
ま
ば
ら

で
静
寂
の
た
た
ず
ま
い
。
普
段
は

不
信
心
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
が
、

あ
ま
り
の
神
々
し
さ
に
気
持
ち
も

ピ
ー
ン
と
張
り
詰
め
た
よ
う
な
気

が
し
ま
し
た
。 

こ
う
い
う
時
だ
け
の
信
心
、
神

様
も
さ
ぞ
や
苦
笑
い
を
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

特
別
拝
観
を
終
え
、
木
立
ち
の

中
を
散
策
。
今
年
誕
生
し
た
小
鹿

の
公
開
は
６
月
１
日
か
ら
と
の
こ

と
。
冬
毛
と
夏
毛
の
生
え
替
わ
り

の
為
少
し
汚
れ
た
よ
う
な
鹿
達
に

取
り
囲
ま
れ
泣
き
出
す
子
供
達
、

外
国
か
ら
の
観
光
客
、
毎
回
来
る

度
に
変
わ
ら
な
い
光
景
で
す
。 

20

年
後
の
式
年
造
替
は
見
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
と
考
え
る
と
、
今
さ

ら
な
が
ら
日
々
を
大
切
に
し
な
く

て
は
と
思
い
ま
し
た
。 

観
光
客
が
増
し
た
公
園
を
あ
と

に
し
、
奈
良
へ
来
た
ら
立
ち
寄
る 

〝
な
ら
ま
ち
〟
へ
。
古
い
建
物
が

立
ち
並
ぶ
お
土
産
屋
の
一
角
に
古こ

布ふ

物も
の

の
小
さ
な
お
店
が
あ
り
、
今

回
も
イ
メ
ー
ジ
通
り
の
掘
り
出
し

物
を
見
つ
け
大
喜
び
。
身
辺
の
片

付
け
を
始
め
て
い
る
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
気
に
入
っ
た
物
な
の
で

「
さ
っ
そ
く
神
様
の
ご
利
益
か
」

と
思
い
つ
つ
、
た
め
ら
う
こ
と
な

く
買
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

何
か
を
捨
て
な
け
れ
ば
と
思
い

な
が
ら
も
、
い
つ
ま
で
も
物
欲
は

尽
き
な
い
も
の
だ
と
、
自
分
自
身

苦
渋
の
思
い
で
す
。 

 

 
 
(

ユ
ー
カ
リ
が
丘 

北
脇 

一
枝
） 

  

 

   

寒か
ん

す
ず
め 

庭
に
降お

り
立
ち 

吾わ
れ

に
来
て 

小
首

こ

く

び

傾か
し

げ
て 

何
を
尋
ね
ん 

 

風
温ぬ

る

み 

蝶
に
あ
ら
ず
も 

春
を
吸
い 

吾わ
れ

の
目め

鼻は
な

は 

花
粉
に
酔
い
ど
れ 

 

紅こ
う

唇し
ん

に 

ピ
ア
ス
を
咬か

ま
せ 

む
ら
さ
き
の 

髪
な
び
か
せ
し 

妖
女

よ
う
じ
ょ

に
道
あ
け 

 

ス
ー
パ
ー
で 

妻
は
魚
と 

に
ら
め
っ
こ 

決
断
つ
く
ま
で 

待
つ
身
を
忘
れ 

 
我
が
身
に
は 

金か
ね

使
う
こ
と 

減
り
も
せ
ぞ 

洒
落

し

ゃ

れ

た
ハ
ッ
ト
を 

買こ

う
て
悦え

つ

に
入い

り 
 

 

少
年
は 

尻
の
下
ま
で 

バ
ッ
グ
下さ

げ 

歩
き
に
く
そ
に 

バ
ン
カ
ラ
主
張 

 

待
ち
時
間 

長
い
と
喚わ

め

く 

強
面

こ
わ
も
て

は 

美
人
ナ
ー
ス
に 

ハ
イ
と
従
い 

 

足
揃そ

ろ

え 

雀
の
歩
き
を 

真ま

似ね

し
児こ

は 

じ
き
に
疲
れ
て 

鳩
の
歩
き
に 

 

歩
道
か
ら 

降お

り
て
老
女
に 

道
ゆ
ず
る 

あ
の
人
は
今
日
も 

優や
さ

し
い
だ
ろ
か 

 

暑し
ょ

夏か

去
り
て 

寝ね

心
地

ご

こ

ち

良
き
夜よ

の 

快
眠
も 

ト
イ
レ
を
捜さ

が

す 

夢
み
て
目
が
覚さ

め 
 

（
鏑
木
町 

藤
田 

恭
） 

春
日
大
社
式
年
造
替 

与
太
郎
の
短
歌 
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私
は
今
年
の
４
月
か
ら
佐
倉
国

際
交
流
基
金
が
主
催
し
て
い
る
英

会
話
教
室
に
参
加
し
て
い
る
。
英

国
女
性
ジ
ェ
イ
ン
さ
ん
が
講
師
で
、

年
配
の
男
女
が
生
徒
、
月
に
１
回
、

１
時
間
半
の
授
業
で
あ
る
。
６
月

は
英
会
話
を
始
め
た
動
機
や
そ
の

関
わ
り
を
自
由
に
発
表
し
た
。 

何
と
驚
く
こ
と
に
男
性
は
５
名

全
て
が
多
か
れ
少
な
か
れ
認
知
症

の
予
防
を
挙
げ
て
い
た
。
守
備
的

で
ね
く
ら
な
理
由
で
あ
る
が
、
男

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 

 

一
休
さ
ん
の
名
前
は
、
師
の
華か

叟そ
う

宗そ
う

曇ど
ん

が
古
歌
か
ら
と
っ
た
「
有う

漏ろ

路ぢ

よ
り 

無む

漏ろ

路ぢ

へ
帰
る
一ひ
と

休
や
す
み

雨
降
ら
ば
降
れ 

風
吹
か
ば
吹
け
」

に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
休
の
『
摩ま

訶か

般は
ん

若に
ゃ

波は

羅ら

蜜み
つ

多た

心し
ん

経
ぎ
ょ
う

解げ

』
に
よ
れ
ば
、
漏
と
は
煩
悩

を
い
う
。
有
漏
と
は
煩
悩
あ
り
、

無
漏
と
は
煩
悩
無
し
と
い
う
心
だ

そ
う
で
す
。
煩
悩
の
あ
る
世
か
ら

煩
悩
の
な
い
世
へ
の
間
で
一
休
み

と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
江

戸
時
代
の
『
一いっ
休
き
ゅ
う

咄
ば
な
し

』
で
は
雨
降

ら
ば
降
れ
風
吹
か
ば
吹
け
は
、
生

死
の
道
は
、
わ
ず
か
の
道
の
こ
と

な
の
で
、
雨
も
風
も
厭
う
こ
と
は

な
い
と
答
え
た
そ
う
で
す
。 

 

一
休
は
鴉
の
鳴
き
声
に
悟
り
を

開
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
大
悟

す
る
前
の
修
行
に
徹
し
た
時
代
と
、

酬
恩
庵
で
の
盲
目
の
美
女
森
侍
者

と
の
生
活
な
ど
、
風
狂
の
人
と
い

わ
れ
、
奔
放
に
行
動
し
た
晩
年
。

一
休
の
実
像
は
、
ス
ケ
ー
ル
が
大

き
く
興
味
が
尽
き
な
い
人
物
で
す
。 

 

（
岡
本 

治
之
） 

性
で
あ
る
小
生
に
は
む
し
ろ
い
じ

ら
し
く
感
じ
ら
れ
た
。 

こ
れ
に
反
し
て
女
性
の
場
合
は

海
外
旅
行
を
楽
し
み
た
い
、
英
語

を
勉
強
し
て
、
外
国
人
と
話
し
た

い
な
ど
、
積
極
的
で
何
と
ね
あ
か

な
理
由
で
あ
る
か
、
大
い
に
感
服

し
た
。 

昨
年
度
の
統
計
に
よ
る
と
男
性

の
平
均
寿
命
は
80
歳
、
世
界
４
位

で
あ
り
、
女
性
は
86
歳
、
世
界
１

位
で
あ
る
。
女
性
が
長
寿
で
逞
し

い
原
因
の
一
端
を
垣
間
見
た
気
が

し
た
。 

 
 
 

(

藤
橋 

和
夫) 

８月の黒板 
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