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ワ
キ
で
あ
る
旅
の
僧
な
ど
も
、
よ
く
こ
う

し
て
座
っ
て
い
ま
す
。

歌
膝
に
し
て
も
片
膝
立
ち
に
し
て
も
、

立
て
膝
で
座
る
の
は
と
て
も
楽
で
、
昔
は

女
性
も
よ
く
こ
う
し
て
座
っ
て
い
ま
し
た
。

朝
鮮
半
島
で
は
い
ま
で
も
や
っ
て
い
ま
す

ね
。
立
て
膝
は
東
ア
ジ
ア
の
基
本
的
な
座

り
方
で
も
あ
る
ん
で
す
。
日
本
の
場
合
、

時
代
と
と
も
に
着
物
の
身
幅
が
狭
く
な
っ

て
、
き
ち
ん
と
座
ら
な
い
と
着
物
が
は
だ

け
て
し
ま
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
立
て

膝
で
座
る
習
慣
が
廃
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。

と
っ
て
の
正
座
は
胡
坐
だ
っ
た
の
で
、
織

田
信
長
も
豊
臣
秀
吉
も
、
胡
坐
で
お
茶
を

飲
ん
で
い
た
は
ず
で
す
。

公
家
の
正
座
は
「
亀か
め

居い

」
と
い
い
ま
し

た
。
亀
居
で
は
、
お
尻
を
床
に
ペ
タ
ッ
と

つ
け
て
、
折
り
曲
げ
た
両
足
を
正
座
の
よ

う
に
尻
の
下
に
敷
か
ず
に
、
脇
に
出
し
て

し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
だ
と
足
に
体
重
が
か

か
ら
な
い
た
め
、
し
び
れ
る
心
配
が
な
く
、

宮
中
な
ど
で
長
時
間
儀
式
を
す
る
お
公
家

さ
ん
向
き
の
座
り
方
だ
っ
た
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

片
膝
を
立
て
つ
つ
、
も
う
片
方
の
足
で

胡
坐
を
組
む
座
り
方
を
「
歌う
た

膝ひ
ざ

」
と
い
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
歌
人
が
和
歌
を
詠
む
と

き
の
ス
タ
イ
ル
で
、
柿
本
人
麻
呂
像
な
ど

は
、
こ
の
座
り
方
を
し
て
い
ま
す
。
歌
膝

で
胡
坐
を
組
ん
だ
足
を
正
座
の
よ
う
に
折

り
た
た
む
と
「
片
膝
立
ち
」
で
、
武
士
が

控
え
て
い
る
と
き
の
姿
勢
に
な
り
ま
す
。

能
の
舞
台
で
シ
テ
が
舞
っ
て
い
る
と
き
、

国
民
礼
法
で
は
武
士
の
作
法
が
ひ
と
つ

の
基
準
に
な
っ
た
た
め
、
武
士
の
「
か
し

こ
ま
る
」
を
「
正
座
」
と
し
た
の
だ
と
思

い
ま
す
が
、「
か
し
こ
ま
る
」
の
姿
勢
は

恭
順
の
意
を
表
す
姿
勢
で
あ
り
な
が
ら
、

胡
坐
な
ど
と
違
っ
て
、
つ
ま
先
を
立
て
る

と
す
ぐ
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い

っ
た
意
味
で
は
従
者
の
姿
勢
で
も
あ
り
、

国
民
の
天
皇
陛
下
に
対
す
る
恭
順
と
従
属

を
表
す
こ
と
か
ら
、
正
座
が
礼
儀
正
し
い

座
り
方
と
し
て
一
般
的
に
な
っ
た
と
い
う

側
面
も
あ
る
よ
う
で
す
。

日
本
に
は
多
様
な
座
り
方
が
あ
っ
た

お
茶
の
世
界
で
、
い
ま
の
正
座
が
正
式

な
座
り
方
と
な
っ
た
の
も
ご
く
最
近
で
、

重
要
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
表
千
家
の
千

利
休
像
は
胡
坐
を
か
い
て
い
ま
す
。
江
戸

時
代
以
前
は
身
分
や
格
式
に
よ
っ
て
正
座

の
形
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
て
、
武
士
に

れ
る
こ
の
姿
勢
は
も
と
も
と
「
か
し
こ
ま

る
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
武
士
が
主
君
に
対

し
て
か
し
こ
ま
る
姿
勢
を
表
し
て
い
る
の

で
す
が
、「
か
し
こ
ま
る
」
を
「
正
座
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
の
は
明
治
以
降
で
す
。

明
治
に
な
っ
て
四
民
平
等
と
な
り
、「
国

民
」
と
い
う
新
し
い
概
念
が
生
ま
れ
た
た

め
、
身
分
や
格
式
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
だ

っ
た
礼
法
を
、
国
民
礼
法
と
い
う
か
た
ち

で
一
元
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。

多
く
の
動
作
や
所
作
が
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ

り
ま
す
ね
。

「
座
る
」
と
い
う
動
作
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、

日
本
な
ら
で
は
の
座
り
方
が
た
く
さ
ん
あ

る
ん
で
す
よ
。
正
座
や
胡あ
ぐ
ら坐
ば
か
り
が
、

伝
統
的
な
日
本
の
座
り
方
で
は
な
い
ん
で

す
。膝

を
折
り
曲
げ
、
か
か
と
の
上
に
尻
を

乗
せ
つ
つ
両
足
の
親
指
を
重
ね
、
膝
の
前

を
軽
く
開
け
て
座
る
。
い
ま
正
座
と
い
わ

正
座
が
〝
正
座
〞
に
な
っ
た
わ
け

身
の
こ
な
し
や
し
ぐ
さ
な
ど
、
日
本
人

の
ふ
る
ま
い
に
は
非
常
に
独
特
な
も
の
が

あ
り
ま
す
。
靴
を
履
き
、
洋
服
を
着
る
よ

う
に
な
っ
て
、
生
活
が
い
く
ら
欧
米
化
し

た
と
い
っ
て
も
、
日
本
固
有
の
ふ
る
ま
い

は
、
身
体
の
ど
こ
か
に
必
ず
記
憶
さ
れ
て

い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
現
実
的
に
は
、
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日
本
人
は
そ
の
昔
、さ
ま
ざ
ま
な
所
作・動
作
で
人
間
関
係
を
円
滑
に
、か
つ
心
身
の
健
康
を
保
っ
て
い
た
。

だ
が
、生
活
の
欧
米
化
に
よ
っ
て
、日
本
的
な
所
作・動
作
は
消
滅
│
│
。

「
他ひ

人と

様
の
目
を
気
に
す
る
」精
神
す
ら
失
わ
れ
、い
わ
ゆ
る
世
間
も
消
滅
し
た
。

心
身
の
健
康
を
取
り
戻
す
た
め
に
│
│
熊
倉
功
夫
さ
ん
に
聞
い
た
。

身
体
に
残
る
ふ
る
ま
い
の
記
憶

昔
な
が
ら
の
ふ
る
ま
い
で
、心
地
よ
い
暮
ら
し
を


