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「
麿
が
帰
っ
て
参
り
ま
し
た
」  

「
麿
と
は…

…

蓮
長
の
こ
と
か
」 

「
は
い
」 

「
清
澄
山
を
追
わ
れ
て
、
西
条
の
華
房
に
お
る
と
か
人
の
噂
で
き
い
て
お
っ
た
が
、
つ
つ
が
な
い
か
」 

「
元
気
の
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何
か
急
用
あ
っ
て
私
ど
も
に
逢
い
た
い
様
子…

…

」 

「
師
匠
道
善
御
坊
に
詑
び
を
入
れ
て
、
清
澄
山
に
帰
り
た
い
と
言
う
の
な
ら
、
わ
し
の
願
い
も
叶
う
と
言
う
も
の 

 
 
 

じ
ゃ
」 

「
他
人
の
眼
に
つ
か
ぬ
よ
う
、
こ
の
早
朝
に
参
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
奥
の
部
屋
に
通
し
て
お
き
ま
し
た 

 
 
 

か
ら
、
早
く
逢
っ
て
や
っ
て
下
さ
れ…

…

」 

「
暫
く
待
て
、
い
ま
日
天
様
が
昇
る
処
じ
ゃ
、
二
人
し
て
わ
が
子
の
行
く
末
を
祈
っ
て
か
ら
で
も
遅
く
は
あ
る
ま 

 
 

い
」 
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わ
が
子
蓮
長
が
、
清
澄
寺
に
意
外
な
説
法
を
し
て
、
師
匠
道
善
御
房
と
地
頭
の
東
条
左
衛
門
尉
と
の
激
怒
を
受 

 
 
 

け
た
と
聞
い
て
か
ら
こ
こ
十
数
日
来
、
早
朝
の
浜
辺
に
出
て
、
朝
日
を
待
っ
て
何
事
か
を
祈
願
す
る
の
が
貫
名
次 

 
 
 

郎
重
忠
の
日
課
に
な
っ
て
い
た
。 

や
が
て
、
梅
菊
女
が
夫
重
忠
の
側
に
立
っ
て
静
か
に
昇
っ
て
く
る
朝
日
を
一
心
に
拝
む
の
で
あ
っ
た
。 

「
日
出
で
て
、
ま
ず
高
山
を
照
ら
す
」 

両
人
し
て
拝
む
こ
の
日
輪
の
光
茫
は
、
既
に
房
総
の
山
々
を
照
ら
し
、
否
、
遥
か
な
る
駿
河
の
富
士
の
頂
き
を 

 
 
 

照
ら
し
て
お
る
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
両
人
に
は
、
朝
陽
が
海
面
に
お
も
て
を
出
し
て
、
そ
の
黄
金
の
波
が
渚
に 

 
 
 

寄
せ
て
き
た
時
に
始
め
て
、
そ
れ
と
知
れ
る
の
で
あ
っ
た
。 

「
お
主
よ
う
尋
ね
て
く
れ
た
、
清
澄
山
で
の
説
法
の
こ
と
を
聞
い
て
案
じ
て
は
お
っ
た
が
、
わ
し
は
お
前
を
信
じ 

 
 
 

て
お
っ
た
ぞ
」 

「
麿
よ
、
早
よ
う
父
上
と
と
も
に
も
う
一
度
清
澄
寺
に
帰
っ
て
、
道
善
御
房
様
に
お
詑
び
を
入
れ
て
下
さ
れ
、
地 

 
 
 

頭
様
へ
は
御
房
様
か
ら
よ
し
な
に
取
計
ら
っ
て
下
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
よ
か
っ
た
。
よ
か
っ
た
。
よ
く
こ
こ
を
尋 

 
 
 

ね
る
決
心
が
っ
き
ま
し
た
な
あ
。
母
は
今
日
の
日
を
ど
れ
ほ
ど
待
っ
て
い
た
こ
と
か…

…

」 

両
親
と
も
交
々
に
、
奥
座
敷
に
招
じ
た
蓮
長
に
語
る
言
葉
で
あ
る
。 

「
実
は
蓮
長
も
、
そ
の
こ
と
で
夜
の
明
け
や
ら
ぬ
中
に
、
こ
こ
を
尋
ね
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
そ
う
で
あ
ろ
う
と
も
」 
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梅
菊
女
は
に
っ
こ
り
笑
っ
て
膝
を
乗
り
出
し
た
。 

「
こ
れ
か
ら
鎌
倉
へ
行
こ
う
と
思
い
ま
す
」 

「…
…

」 

両
親
の
顔
色
は
さ
っ
と
変
っ
た
。
蓮
長
そ
れ
に
動
ず
る
気
色
も
な
く
言
葉
を
続
け
た
。 

「
父
母
報
恩
経
に
は
「
若
し
父
母
信
な
く
ば
、
教
え
て
信
ぜ
し
め
よ
、
戒
な
く
ば
戒
を
与
え
よ
、
聞
か
ず
ん
ば
聞 

 
 
 

か
し
め
よ
、
智
慧
な
く
ば
智
慧
を
教
え
よ
、
而
し
て
安
穏
な
ら
し
め
よ
」
と
あ
り
ま
す
。
私
こ
と
本
来
な
ら
ば
故 

 
 
 

郷
に
錦
を
き
て
帰
る
の
が
世
の
常
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
る
に
帰
山
の
説
法
に
先
ず
塔
寺
を
追
放
さ
れ
た
こ
と 

 
 

は
、
只
々
遺
憾
至
極
と
思
し
召
す
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
実
は
こ
れ
こ
そ
仏
の
思
召
し
で
あ
り
、
わ
が
信
ず
る
法 

 
 
 

華
経
、
わ
が
行
ぜ
ん
と
す
る
法
華
経
の
経
文
の
説
相
な
の
で
あ
り
ま
す
。 

母
上
、
善
日
麿
は
十
二
歳
に
し
て
出
家
し
、
清
澄
山
に
登
り
ま
し
た
が
、
そ
の
間
、
一
山
の
掟
と
し
て
、
女
人 

 
 
 

禁
制
の
故
に
、
母
上
は
一
度
と
い
え
ど
清
澄
山
に
は
登
ら
れ
ま
せ
な
ん
だ
。
こ
れ
何
故
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
女 

 
 
 

人
に
は
五
障
三
従
あ
り
と
な
し
て
こ
れ
を
嫌
う
故
で
あ
り
ま
す
。
清
澄
山
山
門
よ
り
八
丁
の
所
に
は
、
牛
馬
女
人 

 
 
 

結
界
と
石
標
が
あ
り
ま
し
て
、
女
人
を
牛
馬
に
同
じ
て
、
門
前
払
い
を
食
わ
し
て
お
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ 

 
 
 

れ
が
大
慈
大
悲
平
等
の
仏
の
教
え
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。…

…

蓮
長
こ
れ
に
不
審
を
感
じ
て
経
文
を
案
じ
ま
し
た 

 
 
 

る
所
、
華
厳
経
に
は
、
「
女
人
ハ
地
獄
ノ
使
ナ
リ
、
能
ク
仏
ノ
種
子
ヲ
断
ズ
外
面
ハ
菩
薩
二
似
テ
内
心
ハ
夜
叉
ノ 

 
 
 

如
シ
」
と
あ
り
銀
色
女
経
に
は
「
三
世
ノ
諸
仏
ノ
眼
ハ
抜
ケ
テ
大
地
ニ
オ
ツ
ト
モ
法
界
ノ
女
人
ハ
永
ク
成
仏
ス
ベ 
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カ
ラ
ズ
」
と
あ
っ
て
女
人
の
成
仏
を
許
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
天
台
大
師
も
「
他
経
ハ
但
男
二
記
シ
テ
女
二
記
セ 

 
 
 

ズ
」
と
云
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
る
に
法
華
経
に
お
い
て
は
、
八
歳
の
竜
女
が
畜
生
道
の
衆
生
と
し
て
、
姿
を 

 
 
 

改
め
ず
し
て
即
ち
成
仏
し
て
お
り
ま
す
。
釈
尊
の
母
マ
カ
ハ
ヂ
ヤ
ハ
ダ
イ
比
丘
尼
は
一
切
衆
生
喜
見
如
来
、
ラ
ゴ 

 
 
 

ラ
の
母
は
具
足
千
万
光
相
如
来
等
、
凡
て
女
人
が
成
仏
し
て
お
り
ま
す
。 

こ
れ
は
法
華
経
以
外
に
は
な
い
未
曾
有
の
出
来
事
で
あ
り
ま
す
。
さ
れ
ば
法
華
経
以
外
の
経
文
に
お
い
て
は
、 

 
 
 

女
人
の
成
仏
を
許
し
ま
せ
ん
故
、
出
家
に
お
い
て
は
、
法
華
経
を
信
ぜ
ず
ん
ば
、
恩
愛
は
天
地
に
も
比
す
べ
き
自 

 
 
 

分
の
母
を
救
う
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。 

蓮
長
の
こ
の
身
は
天
よ
り
降
れ
る
も
の
に
も
非
ず
、
地
よ
り
湧
き
出
で
た
る
に
も
非
ず
、
父
母
の
肉
身
を
分
け 

 
 
 

た
る
身
で
あ
り
ま
す
。
我
が
頭
は
父
母
の
頭
、
我
が
足
は
父
母
の
足
、
我
が
十
指
は
父
母
の
十
指
、
我
が
口
は
父 

 
 
 

母
の
口
、
こ
の
口
よ
り
只
今
申
す
こ
と
神
仏
も
照
覧
あ
れ
、
仏
す
ら
こ
の
法
華
経
を
説
く
に
、
「
四
十
余
年
未
顕 

 
 
 

真
実
」
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
法
華
経
に
は
、
末
代
女
人
成
仏
の
証
と
し
て
八
歳
の
竜
女
の
得
説
あ
り
、
末
代 

 
 
 

男
子
成
仏
の
証
と
し
て
、
ダ
イ
バ
ダ
ッ
タ
の
得
道
が
あ
り
ま
す
。
男
女
を
等
し
く
救
う
経
典
こ
そ
、
一
切
衆
生
を 

 
 
 

化
導
す
る
経
典
で
あ
り
、
蓮
長
に
と
っ
て
も
父
母
孝
養
の
経
典
で
あ
り
ま
す
。 

清
澄
山
に
お
け
る
説
法
は
恩
師
道
善
御
房
を
導
き
奉
ら
ん
が
た
め
の
法
門
で
あ
り
ま
し
た
が
、
実
に
、
ま
た
父 

 
 
 

母
に
孝
養
を
致
さ
ん
が
た
め
の
報
恩
で
も
あ
り
ま
し
た
。…

…
さ
れ
ば
清
澄
の
山
を
追
わ
れ
た
の
も
、
仏
の
御
遺 

 
 
 

言
を
実
行
せ
ん
が
た
め
、
は
た
ま
た
、
父
母
に
孝
養
を
致
さ
ん
が
た
め
な
り
と
感
ず
る
時
、
難
の
来
た
る
を
も
っ 
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て
、
大
い
な
る
喜
び
と
致
し
て
お
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

蓮
長
法
師
の
前
に
座
し
た
両
親
は
、
不
審
の
色
よ
り
謹
聴
の
面
持
と
な
り
、
果
て
は
感
激
の
涙
を
頬
に
浮
べ
る 

 
 
 

の
で
あ
っ
た
。 

こ
の
世
の
中
に
生
け
る
仏
か
お
る
と
し
た
な
ら
ば
、
わ
が
子
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
を
云
う
の
で
は
な 

 
 
 

か
ろ
う
か
。 

折
柄
、
座
敷
一
杯
に
照
り
こ
ん
だ
朝
陽
の
裡
に
、
端
然
と
座
し
た
蓮
長
法
師
の
姿
は
、
わ
が
生
ん
だ
子
で
は
な 

 
 
 

い
、
後
光
さ
す
が
如
き
仏
の
姿
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

母
た
る
梅
菊
女
は
、
い
つ
し
か
、
合
掌
し
て
聴
聞
し
て
お
る
の
だ
っ
た
。 

法
華
経
の
諸
経
中
に
お
け
る
最
為
第
一
の
由
縁
を
説
き
、
今
こ
そ
法
華
経
の
流
布
す
べ
き
時
機
で
あ
り
、
法
華 

 
 
 

経
を
も
っ
て
一
切
衆
生
を
導
く
べ
き
時
節
な
る
こ
と
を
、
仏
説
を
引
い
て
語
り
こ
の
法
華
経
の
大
施
を
か
か
げ 

 
 
 

て
、
仏
教
流
布
の
中
心
地
で
あ
る
都
鎌
倉
に
、
今
日
只
今
よ
り
旅
立
た
ん
と
す
る
決
意
を
披
渥
し
た
蓮
長
は
、
お 

 
 
 

も
む
ろ
に
最
後
に
つ
け
加
え
た
。 

「
蓮
長
兼
ね
て
期
す
る
処
あ
っ
て
、
今
後
よ
り
日
蓮
と
名
乗
り
ま
す
。
日
は
法
華
経
第
二
十
二
如
来
神
力
品
に 

 
 
 

「
如
日
月
光
明
、
能
除
諸
幽
冥
」
と
あ
り
、
蓮
は
法
華
経
第
十
五
湧
出
品
に
「
不
染
世
間
法
、
如
蓮
華
在
水
」
と 

 
 
 

あ
る
に
縁
由
い
た
し
ま
す
。 

し
か
れ
ば
何
故
に
日
蓮
と
名
乗
る
か
、
こ
れ
ひ
と
え
に
、
法
華
経
を
世
間
に
行
ず
る
人
、
必
ず
末
法
に
お
い
て 

 
 
 



 

114 
 

現
わ
れ
る
と
い
う
仏
陀
の
予
言
仏
記
に
従
う
が
故
で
あ
り
ま
す…

…

」 

言
葉
は
と
ぎ
れ
た
。 

座
に
沈
黙
が
あ
っ
た
。 

「
合
点
が
参
っ
た
ぞ
、
お
主
の
説
法
、
清
澄
山
へ
帰
る
こ
と
は
要
ら
ぬ
、
行
け
、
鎌
倉
へ
」 

父
重
忠
の
声
に
力
が
あ
っ
た
。 

「
の
う
、
梅
菊
、
そ
う
で
は
な
い
か
、
麿
の
話
を
き
け
ば
」 

「
さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
女
人
と
生
ま
れ
て
罪
深
い
も
の
よ
と
、
仏
様
の
前
に
気
兼
ね
を
い
た
し
て
お
っ
た 

 
 
 
 

こ
の
妻
の
身
が
、
麿
の
説
法
を
聴
聞
し
て
、
何
か
す
う
っ
と
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
法
華
経
を
も
っ
て
、
余
経
に 

 
 
 

お
い
て
鬼
と
の
の
し
ら
れ
た
女
人
を
救
っ
て
下
さ
れ
、
い
や
、
一
切
の
人
々
を
導
い
て
上
げ
て
下
さ
れ
」 

「
で
は
、
母
上
も
納
得
が
参
ら
れ
ま
し
た
か
」 

蓮
長
法
師
の
頬
に
も
法
悦
の
涙
が
流
れ
て
い
た
。 

「
最
早
今
日
よ
り
念
仏
は
申
さ
ぬ
ぞ
、
麿
の
唱
え
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
唱
え
よ
う
」 

「
今
鎌
倉
に
行
け
ば
、
何
時
帰
え
る
と
も
知
れ
ぬ
、
麿
の
身
の
上
、
麿
の
名
を
呼
ぶ
と
思
っ
て
、
今
か
ら
は
南
無 

 
 
 

妙
法
蓮
華
経
と
朝
な
夕
な
に
唱
え
ま
し
ょ
う
」 

「
で
は
御
両
親
と
も
改
宗
な
さ
れ
ま
す
か
、
嗚
呼
有
難
や…

…
日
蓮
今
後
鎌
倉
の
法
戦
に
如
何
な
る
大
敵
が
来
よ 

 
 
 

う
と
も
断
じ
て
臆
す
る
も
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。 
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御
両
親
を
導
び
き
得
ず
し
て
法
華
経
の
功
力
な
し
、
生
み
の
親
を
改
宗
さ
せ
得
ず
し
て
、
わ
が
口
に
題
目
を
唱 

 
 
 

え
ま
し
ょ
う
や
と
心
得
て
お
り
ま
し
た
の
に
、
唯
今
の
御
言
葉
、
日
蓮
今
生
の
喜
び
、
之
れ
に
過
ぐ
る
も
の
が
あ 

 
 
 

り
ま
せ
ん
。 

父
上
、
改
宗
の
し
る
し
と
し
て
今
後
は
妙
日
と
名
乗
り
給
え
。
母
上
は
妙
蓮
と
法
号
を
お
授
け
申
し
ま
し
ょ 

 
 
 

う
。
父
母
と
な
り
子
と
な
る
も
宿
習
の
い
た
す
と
こ
ろ
、
日
蓮
が
法
華
経
の
お
使
い
な
ら
ば
釈
迦
多
宝
の
二
仏
、 

 
 
 

さ
だ
め
し
父
母
と
変
じ
給
う
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
大
果
報
に
因
ん
で
、
妙
日
、
妙
蓮
と
名
乗
り
給
え
」 

「
有
難
や————

」 

期
せ
ず
し
て
、
重
忠
、
梅
菊
の
二
人
の
口
よ
り
出
た
声
は
、
何
時
し
か
三
人
唱
和
す
る
唱
題
の
声
に
変
っ
て
い 

 
 

た
。 南

無
妙
法
蓮
華
経 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

（
注 

今
回
ま
で
、
善
日
麿
連
長
法
師
の
名
を
用
い
た
が
、
今
後
は
単
に
聖
人
と
申
し
上
げ
る
こ
と
を
読
者
了
さ
れ
た
し
） 
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