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第
一
九
回 
定
期
総
会 

八
方
を
塞
が
れ
術
な
き
蜘
蛛
の
姿
吾
と
か
さ
な
り 

い

ね

が

た

き

夜 
 

（
芝
曻
一
遺
詠
） 

代
表 

宮
本 

正
章 

富

田

林

の
豪

商

た
ち 

 

 

宮
本
代
表
か
ら
「
今
日
を
最
後
に
代
表
を
辞
任
し
会
員
を
辞
め
る
こ
と
に
な
っ

た
」
と
の
前
置
き
の
言
葉
が
あ
り
有
意
義
な
ご
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。 

  

次
い
で
総
会
の
議
長
に
久
保
氏
を
選
出
し
、
久
保
氏
は
、
本
日
の
会
員
総
会

総
数
十
七
名
、
出
席
十
五
名
、
欠
席
二
名
い
ず
れ
も
委
任
状
の
提
出
が
あ
り
、

総
会
は
成
立
す
る
旨
を
の
べ
議
事
に
入
ら
れ
、
平
成
二
十
八
年
度
活
動
報
告
、

一
般
会
計
決
算
及
び
特
別
会
計
決
算
と
会
計
監
査
報
告
の
審
議
を
無
事
に
済
ま

せ
次
の
議
案
、
会
の
今
後
に
つ
い
て
、
を
上
程
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先

月
の
例
会
で
宮
本
代
表
か
ら
、「
私
も
高
齢
と
な
り
体
調
も
良
く
な
い
の
で
会
長

を
辞
め
た
い
が
後
任
も
き
ま
ら
な
い
の
で
解
散
し
た
い
考
え
を
表
明
さ
れ
、
来

月
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
き
い
た
上
で
ど
う
す
る
決
定
し
た
い
」
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
こ
と
に
従
い
、
議
長
か
ら
「
石
上
露
子
を
語
る
集
い
」
の
存
続
か
、
解
散

か
に
つ
い
て
皆
さ
ん
の
お
考
え
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
と
提
案
が
あ
り
、
順
番

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
述
べ
ま
し
た
。
充
分
発
言
の
時
間
を
と
っ
た
あ
と
、

会
の
存
続
か
、
解
散
か
の
採
決
を
行
っ
た
結
果
、
解
散
す
る
人
が
過
半
数
を
占

め
、
会
は
解
散
と
決
定
し
た
。 

  

お
も
え
ば
、
芝
代
表
八
年
、
宮
本
代
表
十
年
の
十
八
年
間
続
い
た
会
で
あ
っ

た
が
、
有
終
の
美
を
の
こ
し
て
本
日
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
四
月

号
を
も
っ
て
百
九
十
号
と
な
っ
た
機
関
紙
「
小
板
橋
」
を
手
に
し
て
、
そ
の
内

容
の
豊
か
さ
に
驚
き
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
こ
こ
ま
で
至
っ
た
多
く
の

人
々
の
協
力
と
石
上
露
子
顕
彰
へ
の
努
力
の
結
晶
に
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。 

  

幕
を
閉
じ
る
会
と
し
て
、
後
に
残
っ
た
故
松
本
和
男
先
生
か
ら
の
寄
贈
本
と

積
立
金
を
処
理
す
る
た
め
の
清
算
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
と
、
旧
役
員
が
こ
れ

に
当
た
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。
未
完
成
と
な
っ
た
仮
称
石
上
露
子
文
学
記

念
館
に
つ
い
て
は
、
今
後
を
市
へ
お
願
い
す
る
外
方
法
が
な
い
の
で
そ
の
よ
う

な
考
え
を
も
っ
て
清
算
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
よ
う
。 

 

今
日
ま
で
の
長
い
間
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
関
係
皆
様

方
へ
心
か
ら
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  

機
関
紙
「
小
板
橋
」
も
こ
の
一
九
一
号
を
も
っ
て
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
永
ら
く
の
ご
愛
読
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  

 

小

板

橋

短

歌

会 
   何

も
か
も
う
す
紅

く
れ
な
い

の
花
の
色
あ
や
し
き
ま
で
も
染
ま
る
夕
暮
れ 

 

山
里
の
芽
ぶ
く
緑
に
囲
ま
れ
て
桜
の
花
は
さ
ら
に
優
し
む 

 

濃
き
う
す
き
緑
ま
ん
だ
ら
尾
根
を
ゆ
く
大
地
よ
り
湧
き
い
づ
る
樹
々
五
月

血
も
ゆ
ら
ぐ 

 

送
り
来
し
筍

た
け
の
こ

つ
つ
む
ロ
ー
カ
ル
紙
読
み
耽ふ

け
り
居
り
ふ
る
里
の
記
事 

 

ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
荘
厳
な
街
ゆ
く
人
ら
を
潮
風
が
頬
な
で
て
む
か
え
る 

題
名
と
し
ま
し
た
短
歌
は
前
代
表
の
芝
曻
一
氏
の
平

成
九
年
の
作
品
で
す
。
今
度
の
第
一
九
回
定
期
総
会
前
後

に
私
を
夜
毎
襲
っ
て
い
た
現
実
で
す
。 

下
段
に
萬
谷
順
一
氏
が
報
告
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

よ
う
に
、
総
会
で
は
会
を
存
続
す
べ
き
か
、
否
か
を
一
人 

 一
人
述
べ
て
い
た
だ
き
、
採
決
の
結
果
、
過
半
数
で
「
解
散
」
に
決
し
ま
し
た
。

会
員
の
方
々
に
そ
う
結
論
さ
せ
た
の
は
、
代
表
た
る
私
の
こ
こ
二
、
三
年
の
会

の
運
営
の
不
手
際
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
な
さ
に
あ
る
と
云
わ
れ
て
も
仕
方
あ

り
ま
せ
ん
。
私
が
解
散
を
考
え
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
見
苦
し
い
自

己
弁
護
に
な
り
ま
す
か
ら
述
べ
ま
せ
ん
が
、
私
に
知
恵
と
勇
気
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
事
態
は
変
わ
っ
て
い
た
か
と
も
思
い
ま
す
。
今
、
眼
前
に
芝
氏
の
温
顔
が

浮
か
び
ま
す
。「
い
く
ば
く
の
生
の
証
」（
遺
詠
平
成
一
二
年
）
と
し
て
残
さ
れ

た
会
を
潰
す
こ
と
に
、
私
は
幾
度
も
幾
度
も
、
氏
に
お
詫
び
致
し
ま
し
た
。 
 

 

会
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
約
一
八
年
間
の
会
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

会
の
名
称
が
決
ま
っ
た
の
は
、
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九
）
九
月
の
芝
氏
主

催
の
露
子
研
究
会
（
寺
内
町
セ
ン
タ
ー
）
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
〇
同
年
一
〇
月

九
日
「
石
上
露
子
を
語
る
集
い
」
の
発
会
式
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
市
公
会
堂
で

行
わ
れ
、
こ
こ
で
、
私
は
松
本
和
男
氏
・
碓
田
の
ぼ
る
・
木
村
勲
と
云
う
露
子

研
究
の
大
先
達
に
会
い
ま
し
た
。
〇
平
成
一
五
年
六
月
八
日
、
石
上
露
子
歌
碑

が
本
町
公
園
に
建
立
さ
れ
、
盛
大
な
除
幕
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
〇
平
成
一
六

年
二
月
八
日
、
「
石
上
露
子
歌
碑
建
立
記
念
の
集
い
」
が
あ
り
、
碓
田
の
ぼ
る

氏
の
講
演
が
あ
り
、
後
、
碓
田
氏
・
芝
・
宮
本
で
鼎
談
を
し
ま
し
た
。
〇
平
成

一
九
年
六
月
一
〇
日
、
芝
氏
逝
去
（
於
ｐ
Ｌ
病
院
）
・
享
年
八
四
歳
。
氏
は
家

業
（
呉
服
商
）
の
合
間
に
、
歌
を
詠
み
、
エ
ッ
セ
イ
を
執
筆
し
、
露
子
研
究
に

励
む
人
で
あ
り
ま
し
た
。
〇
平
成
二
〇
年
八
月
一
〇
日
、
芝
曻
一
遺
稿
集
『
ひ

た
に
生
き
て
』
を
刊
行
。
〇
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
）
一
〇
月
八
日
、
高
貴

寺
（
河
南
町
平
石
）
に
建
立
し
た
露
子
歌
碑
の
序
幕
式
を
行
い
、
同
一
二
日
、

市
公
会
堂
で
「
石
上
露
子
没
後
五
〇
年
記
念
の
集
い
」
を
開
き
、
露
子
短
歌
の

独
唱
と
松
本
和
男
氏
の
講
演
「
石
上
露
子
と
司
馬
遼
太
郎
」
が
あ
り
ま
し
た
。

例
会
で
行
っ
た
こ
と
や
露
子
生
誕
祭
で
の
講
演
に
つ
い
て
は
省
略
致
し
ま
す
。

以
上
が
わ
れ
わ
れ
の
会
の
簡
単
な
活
動
の
軌
跡
で
す
。 

 

ど
う
か
み
な
さ
ん
、
会
は
解
散
し
ま
し
た
が
、
今
後
も
石
上
露
子
文
芸
に
親

し
ん
で
い
っ
て
く
だ
さ
い
。
最
後
に
十
年
に
わ
た
る
私
へ
の
お
力
添
え
に
感
謝

い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

奥
野 

令
子 

石
上
貴
栄
子 

 

宮
本 

正
章 

 

奥
村 

和
子 

楫
野 

政
子 

 

芝

先

生

の
秀

歌

五

首 
 

平
成
七
年
八
月
～
九
月 

い
た
だ
き
を
雲
に
か
く
し
て
よ
こ
た
は
る
金
剛
山

こ

ご

せ

凝
視

み

つ

む
る
病
院
の
朝 

 

平
成
八
年
三
月 

モ
ノ
ク
ロ
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
し
青
春
か
菊
と
刀
に
お
び
え
た
る
日
日 

 

平
成
八
年
八
月 

し
ろ
が
ね
の
繊
き
針
な
す
秋
の
雨
水
面
に
霧
の
湧
き
立
ち
上
が
る 

 

平
成
九
年
四
月 

か
り
そ
め
の
病
ひ
に
ふ
せ
ば
病
む
こ
と
も
生
き
の
証
と
思
ひ
諾
ふ 

 

平
成
十
一
年
一
月 

め
ぐ
り
来
し
春
爛
漫
の
花
の
下
い
ま
う
つ
そ
み
の
生
命
あ
た
た
む 

             

 

十
九
回 

定
例
総
会
結
果
報
告 

 

顧
問 

萬
谷 

順
一 

田

林

の

豪

商

た

ち 

 

新
緑
も
爽
や
か
な
五
月
晴
れ
の
五
月
十
四
日
、「
石
上

露
子
を
語
る
集
い
」
第
十
九
回
定
期
総
会
が
富
田
林
市
立

中
央
公
民
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
午
後
一
時
三
十
分
す

ぎ
、
会
員
が
出
揃
い
司
会
の
私
が
開
会
を
告
げ
、
ま
ず
宮

本
代
表
の
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。 
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露
子
と
仏
教
思
想 

「
恵
日
庵
」 

尼
衣
念
ぶ
つ
な
が
ら
に
わ
が
か
づ
く
こ
こ
ろ
か
な
し
き
こ
ほ
ろ
ぎ
の
家 

 

巻
な
る
か
の
君
に
似
た
る
宿
世
」
と
、
わ
た
し
の
薄
幸
な
過
去
（
宿
世
）
と
余

生
は
、「
浮
舟
」
に
似
て
い
る
と
い
う
。 

 

 

露
子
と
宇
治
十
帖
と 

仏
教
思
想(

主
に
法
華
経)

の
一
考
察 

㈡ 
 

会
員 

久
保
満
夫 

 

西
国
巡
礼
三
十
三
度
行
者
の
研
究
家 

 

念
仏
三
昧
に
世
を
す
ね
暮
ら
し
た
と
云
は

る
ゝ
石
川
畔
の
小
家
は
、
そ
れ
は
庵
室
と
云
ふ
よ

り
は
香
を
た
き
文
を
よ
み
人
を
思
ふ
に
よ
い
山

荘
と
こ
そ
よ
び
た
い
。･

･
･

仏
像
を
も
と
め
て
持

仏
堂
を
、
閼
伽
水
用
の
井
戸
も
掘
ら
せ
る
な
ど

（『
石
上
露
子
集
』
松
村
緑
編 

中
央
公
論
新
社
）

と
、
「
恵
日
庵
」
で
は
、
念
仏
三
昧
に
仏
像
を
求

め
て
、
持
仏
堂
を
閼
伽
用
の
井
戸
を
掘
ら
せ
る
な

ど
の
構
想
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

露
子
は
、
好
ん
で
鈍

に

び

色
の
衣
を
着
て
い
る
。
正
平

と
の
恋
が
結
ば
れ
ず
、
尼
衣
を
着
て
、
念
仏
を
唱
え

て
い
る
尼
僧
の
よ
う
な
も
の
と
詠
ん
で
い
る
。 

 

「
京
へ
」 

な
つ
か
し
の
京
の
鐘
の
音
、
上
賀
茂
の
ほ
と
り
ち
か
く
、
の
ち
は
銀
閣
寺
の

畔
、
せ
ゝ
ら
ぎ
の
ひ
ゞ
き
に
ま
ぎ
ら
ひ
て
き
く
に
し
大
谷
の
中
の
谷
、
代
々
の

み
は
か
の
ま
へ
に
日
ご
と
の
様
に
お
父
様
と
よ
び
か
け
て
、
今
こ
そ
流
る
ゝ
に

ま
か
す
涙
の
い
く
す
ぢ
。 

身
も
こ
ゝ
ろ
も
病
み
つ
か
れ
て
（
前
同
）。 

杉
山
家
の
墓
地
は
、
浄
土
宗
西
方
寺
（
富
田
林
市
）
に
あ
る
。
京
の
西
大
谷

は
、
露
子
が
二
人
の
息
子
の
進
学
の
と
き
に
女
中
一
人
を
連
れ
て
住
居
を
京
に

移
し
た
。
そ
の
時
に
よ
く
墓
参
に
訪
れ
た
（
親
鸞
の
本
願
寺
発
祥
の
地
）。 

 

杉
山
家
の
菩
提
寺
は
、
興
正
寺
富
田
林
別
院
で
あ
る
（
真
宗
）。
後
の
一
基
は

高
貴
寺
に
あ
る
。（
露
子
が
次
男
好
彦
の
三
回
忌
に
建
立
）。
河
南
町
平
石
に
あ

る
。
好
彦
は
、
静
寂
な
山
寺
、
高
貴
寺
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
一
人
で 

よ
く
来

た
と
い
う
。
露
子
は
、
母
子
三
人
の
永
遠
の
住
処
に
選
ん
だ
（
律
宗
か
ら
改
宗

し
、
真
言
宗
）。（『
ひ
た
に
生
き
て
』
芝
曻
一
遺
稿
集 

石
上
露
子
を
語
る
集
い

編
よ
り
抜
粋
）。 

昭
和
二
一
年
十
二
月
三
日
、
露
子
は
女
中
の
カ
ヨ
を
伴
っ
て
富
田
林
の
旧
宅

へ
帰
っ
た
。
形
見
の
家
は
荒
れ
る
に
任
せ
、
軒
も
朽
ち
、
柱
も
ゆ
が
み
、
物
の 

怪
な
ど
も
住
み
そ
う
な
家
の
片

す
み
の
い
ろ
り
の
灰
は
冷
え
た

ま
ま
だ
っ
た
。 

 

気
位
の
高
い
露
子
は
、
老
女
中

一
人
を
支
え
に
人
の
世
の
秋
の

終
り
の
虫
の
音
の
節
の
哀
れ
を

聴
き
な
が
ら
、
そ
の
晩
年
を
過
ご

し
た
（
『
石
上
露
子
文
学
ア
ル
バ

ム
』 

松
本
和
男
編
）。 

 

 

露子歌碑（高貴寺） 

人
生
の
四
苦
（
生
老
病
死
）
の
苦
悩
の
大
海
に
あ
っ
て
も
、
愛
別
離
苦
、

怨
憎
会
苦

お

ん

ぞ

う

え

く

（
怨
み
憎
ん
で
い
る
者
と
会
う
苦
し
み
）、
求
不
得
苦

ぐ

ふ

と

っ

く

（
求
め
て
も

得
ら
れ
な
い
苦
し
み
）
五
盛
陰
苦

ご

じ

ょ

う

お

ん

く

（
肉
体
・
精
神
上
の
苦
の
総
称
の
五
陰
が
盛

ん
で
あ
る
こ
と
か
ら
起
る
苦
し
み
）
な
ど
、
仏
教
思
想
の
四
苦
八
苦
の
苦
悩
を

露
子
は
短
歌
や
美
文
等
の
文
学
に
生
か
し
た
人
で
あ
る
と
考
え
る
。 

寺
内
町
の
地
域
の
伝
統
的
行
事
、
宗
教
的
儀
礼
、
杉
山
家
や
河
澄
家
等
の
親

戚
関
係
に
よ
る
代
々
の
お
墓
参
り
な
ど
の
生
活
環
境
の
中
で
、
育
く
ま
れ
た
露

子
。
彼
女
は
、
幼
少
期
か
ら
仏
教
思
想
に
な
じ
ん
で
き
た
と
考
え
る
。
ま
た
、

古
典
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
、
王
朝
文
学
に
親
し
ん
で
い
た
か
ら
、
法
華
経
思

想
を
知
る
機
会
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。 

  

晩
年
の
和
歌
で
、「
人
の
世
の
旅
路
の
は
て

の
夕
づ
く
日
あ
や
し
き
ま
で
も
胸
に
し
む
か

な
」
と
詠
ん
で
い
る
。
わ
た
し
の
人
生
は
、
旅

路
の
果
て
の
夕
日
の
あ
や
し
い
ま
で
の
美
し

さ
に
惹ひ

き
つ
け
ら
れ
て
、心
に
深
く
し
み
い
る

と
歌
っ
て
い
る
。波
乱
万
丈
の
劇
の
よ
う
な
人

生
で
あ
っ
た
が
、最
後
ま
で
愛
執
に
苦
悩
し
た

露
子
は
、ひ
と
り
超
然
と
生
き
る
な
か
に
、「
孤

高
の
人
」
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
華
や
か
な

美
し
い
人
生
の
ロ
マ
ン
を
求
め
て
い
た
と
私

は
思
い
た
い
。 

 

夢
浮
橋
へ
の
思
い 

薫
は
、
浮
舟
の
死
を
知
り
、
わ
が
宿
世
の
拙
さ
を
嘆
い
て
「
か
か
る
こ
と
の
筋

に
つ
け
て
、
い
み
じ
う
も
の
思
ふ
べ
き
宿
世
な
り
け
り
、
さ
ま
異
に
心
ざ
し
た 

り
し
身
の
思
ひ
の
外
に
、
か
く
、
例
の
人
に
て
な
が

ら
ふ
る
を
、
仏
な
ど
も
憎
し
と
見
た
ま
ふ
に
や
、
人

の
心
を
起
こ
さ
せ
む
と
て
、
仏
の
し
た
ま
ふ
方
便

は
、
慈
悲
を
隠
し
て
、
か
や
う
に
こ
そ
は
あ
な
れ
」

と
（
蜻
蛉
）
。
自
分
は
、
男
女
の
道
に
つ
け
て
、
ひ

ど
く
悲
し
い
思
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宿
運
だ

っ
た
。
道
心
を
起
こ
さ
せ
よ
う
と
し
て
仏
の
な
さ
れ

る
方
便
は
、
慈
悲
を
お
隠
し
に
な
っ
て
、
こ
の
よ
う

に
苦
し
み
を
お
与
え
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
と
、
た
だ

勤
行
ば
か
り
し
て
い
る
薫
で
あ
る
。
ま
た
、 

 
 

法
の
師
と
た
づ
ぬ
る
道
を
し
る
べ
に
て
思
わ
ぬ
山
に
踏
み
惑
ふ
か
な 

僧
都
を
仏
法
の
師
と
思
っ
て
山
道
を
分
け
て
訪
ね
て
き
た
が
、
そ
の
山
道
が

あ
な
た
（
浮
舟
）
の
と
こ
ろ
に
導
い
て
く
れ
る
道
と
な
っ
て
、
わ
た
し
は
思
い

も
か
け
な
い
恋
の
山
に
踏
み
迷
っ
て
い
る
と
い
う
（
夢
浮
橋
）。 

浮
舟
は
、
死
を
決
意
し
、
匂
宮
の
文
殻
を
処
分
す
る
。「
昔
は
、
懸
想
ず
る
人

の
あ
り
さ
ま
の
い
づ
れ
と
な
き
に
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
た
だ
に
こ
そ
、
身
を
投
ぐ

る
た
め
し
も
あ
り
け
れ
」
と
、
昔
は
、
懸
想
す
る
思
い
が
い
ず
れ
も
優
劣
の
つ

け
ら
れ
な
い
の
に
思
い
悩
ん
で
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
さ
え
川
に
身
を
投
げ
る
例

も
あ
っ
た
と
、（
浮
舟
）
万
葉
集
の
三
角
関
係
を
思
い
出
し
て
い
る
。
例
え
ば

万
葉
集
の
真
間
手
児
名
・
莵
原
処
女
や
桜
児
な
ど
、
二
人
の
男
の
板
挟
み
と
な

っ
て
入
水
、
あ
る
い
は
経
死
し
た
女
の
伝
承
は
少
な
く
な
い
。
浮
舟
は
、
匂
宮
、

薫
と
の
関
係
に
よ
り
、
高
貴
な
男
性
二
人
に
板
挟
み
と
な
っ
て
不
貞
を
犯
し
、

世
間
の
笑
い
者
に
な
る
の
で
は
、
と
う
て
い
生
き
て
は
お
ら
れ
な
い
と
の
気

持
、
苦
悩
か
ら
、
死
を
決
意
す
る
。 

人
生
の
「
は
か
な
さ
」
を
、
思
い
知
る
浮
舟
は
、「
鐘
の
音
の
絶
ゆ
る
ひ
び 

    

 

露
子
の
人
生
を
考
え
る
と
、
自
伝
「
落
葉
の
く
に
」
恵
日
庵
で
、
親
の
取
り

決
め
た
結
婚
と
い
う
悲
し
い
気
持
ち
と
正
平
と
の
結
ば
れ
ぬ
悲
恋
を
思
っ
て
、

念
仏
を
唱
え
て
い
る
尼
の
よ
う
な
も
の
と
詠
っ
て
い
る
。「
思
ふ
か
な
宇
治
の 

ま

と

め 
 

①
露
子
と
宇
治
十
帖
に
つ
い
て
は
、
短
歌
「
浮
舟
」
に
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う

に
、
浮
舟
の
宿
世
と
の
こ
る
命
、
余
生
ま
で
似
通
っ
て
い
る
。
正
平
と
の
身
を

焼
く
よ
う
な
恋
、
夫
と
の
形
ば
か
り
の
生
活
に
苦
し
ん
だ
結
婚
生
活
（
愛
別
離

苦
・
怨
憎
会
苦
）
。
そ
の
苦
し
み
を
、
美
文
や
短
歌
に
生
か
し
た
と
考
え
る
。 

 

②
宇
治
十
帖
と
仏
教
思
想
に
つ
い
て
は
、
阿
弥
陀
経
、
往
生
要
集
、
大
般
涅

槃
経
か
ら
の
引
用
も
あ
る
が
、「
総
角
」
で
の
不
軽
（
不
軽
菩
薩
品
）、「
手
習
」

で
の
竜
女
（
提
婆
達
多
品
）
の
仏
教
説
話
を
は
じ
め
と
す
る
妙
法
蓮
華
経
に
典

拠
を
も
つ
も
の
が
、圧
倒
的
に
頻
度
が
高
く
、法
華
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。 

 

作
者
紫
式
部
の
法
華
経
の
習
熟
度
は
高
い
と
評
価
で
き
る
。 

 

法
華
経
で
し
か
説
か
れ
て
い
な
い
竜
女
成
仏
（
女
人
成
仏
）
は
、
す
べ
て
の

女
性
が
幸
福
境
涯
を
確
立
す
る
道
を
明
か
し
て
い
る
と
考
え
る
。 

 

③
露
子
と
仏
教
思
想
に
つ
い
て
は
、「
恵
日
庵
」
で
、
念
仏
三
昧
に
仏
像
を

求
め
持
仏
堂
や
閼
伽
水
用
の
井
戸
の
構
想
ま
で
あ
っ
た
。好
ん
で
鈍
色
の
衣
を

着
、
自
身
が
尼
衣
を
着
て
、
念
仏
を
唱
え
て
い
る
尼
僧
の
よ
う
な
も
の
と
い
っ

て
い
る
。 

 

寺
内
町
の
伝
統
的
行
事
や
宗
教
的
儀
礼
な
ど
を
通
じ
て
、幼
少
期
か
ら
仏
教

思
想
に
な
じ
ん
で
い
た
。『
源
氏
物
語
』
な
ど
王
朝
文
学
な
ど
か
ら
も
、
法
華

経
思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。 

 

④
宇
治
十
帖
の
最
後
の
巻
の
夢
浮
橋
で
、
人
生
の
「
は
か
な
さ
」
を
思
い
知

る
浮
舟
の
出
家
後
の
読
経
が
法
華
経
と
い
わ
れ
て
い
る
。宇
治
十
帖
に
関
わ
る

人
々
の
苦
悩
・
恋
愛
・
嘆
き
な
ど
の
心
の
拠
り
所
と
し
て
仏
教
思
想
・
法
華
経

思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。尼
と
な
っ
て
浮
舟
は
、夢
の
浮
橋
を
渡
り
、

薫
と
逢
い
、
手
を
と
り
あ
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
想
い
が
あ
る
。
霧
に
包
ま
れ

た
川
も
や
が
て
晴
れ
や
か
な
空
の
下
に
出
る
よ
う
に
、二
人
は
夢
の
浮
橋
を
渡

っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。 

 

浮
舟
と
「
似
た
る
宿
世
」
と
詠
ん
だ
露
子
の
来
世
は
、
正
平
と
の
ロ
マ
ン
の

世
界
を
願
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
（
露
子
は
明
星
派
歌
人
で
あ
っ
た
）。
ま
た
、

人
道
思
想
や
反
戦
思
想
に
芽
生
え
て
い
る
短
歌
や
美
文
（「
み
い
く
さ
に
こ
よ 

ひ
誰た

が
死
ぬ
さ
び
し
み
と
髪
ふ
く
風
の
行
方
見
ま
も
る
」、『
兵
士
』
な
ど
）
を 

読
む
と
、
平
和
を
求
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

  
 
 

お
わ
り
に 

 

法
華
経
寿
量
品
第
十
六
に
、「
衆
生
所
遊
楽
」
の
一
偈
が
あ
る
。
人
間
は
、

現
世
に
楽
し
む
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
と
説
い
て
い
る
。
人
間
は
苦
し
む
た
め
、

宿
世
に
泣
く
た
め
に
こ
の
世
の
中
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

 

最
後
に
、
宮
本
代
表
よ
り
種
々
の
ご
指
摘
賜
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

『
源
氏
物
語
』
で
宇
治
十
帖
は
、
大
変
、
仏
教
色
が
強
く
出
て
お
り
、
作
者

が
異
な
る
の
で
は
と
云
う
説
の
一
つ
の
根
拠
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。・
・
・ 

（
テ
ー
マ
の
）
試
み
は
、
ま
こ
と
に
壮
大
な
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。・
・
・ 

「
宇
治
十
帖
」
は
露
子
の
思
い
入
れ
の
濃
い
巻
で
す
」
と
の
ご
指
摘
に
深
謝
し

ま
す
。
大
石
照
子
氏
は
じ
め
、「
石
上
露
子
を
語
る
集
い
」
の
諸
兄
諸
姉
の
ご

協
力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

き
に
音
を
そ
へ
て
わ
が
世
尽
せ
ぬ
と
君
に
伝
え
よ
」
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
こ
に

は
、
あ
の
誦
経
の
音
が
消
え
て
ゆ
く
響
き
に
わ
た
し
の
泣
く
音
を
そ
え
て
、
わ
た 

し
が
死
ん
だ
と
母
に
伝
え
て
ほ
し

い
。
そ
し
て
、
い
つ
か
、
き
っ
と

薫
と
逢
い
、
夢
の
浮
橋
を
渡
り
、

静
か
に
手
を
と
り
あ
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
と
い
う
浮
舟
の
想
い

が
あ
る
。 

 

私
は
、
尼
と
な
っ
た
浮
舟
が
霧

に
包
ま
れ
た
川
も
や
が
て
晴
れ

や
か
な
空
の
下
に
出
る
よ
う
に
、

幸
せ
の
夢
の
浮
橋
を
渡
っ
て
い

く
で
あ
ろ
う
と
思
い
た
い
。 

  
 

 

 

「恵日庵」平面想像図 
（平成 12 年小板橋第四号より） 

 

54 帖夢浮橋（ゆめのうきはし） 

 

コミック「あさきゆめみし」 
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