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触
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閣

 
「
十
六
夜
日
記
』
は
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
以
下
日
記
本
文
は
、

江
口
正
弘
氏
編
『
十
六
夜
日
記
校
本
及
び
総
索
引
』
の
校
本
の
底
本
と
な
っ
て
い
る

永
青
文
庫
本
に
よ
り
、
私
に
句
読
点
、
濁
点
を
つ
け
た
。

 
 
ム

 
 
昔
壁
の
中
よ
り
も
と
め
い
で
た
り
け
ん
文
の
名
を
ば
、
今
の
世
の
人
の
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
 
・

は
夢
ば
か
り
も
身
の
う
へ
の
こ
と
㌧
は
し
ら
ざ
り
け
り
な
。
葺
く
き
の
岡

の
葛
原
か
へ
す
み
＼
も
が
き
を
く
跡
た
し
か
な
れ
ど
も
、
か
ひ
な
き
物
は

お
や
の
い
さ
め
也
。
又
．
賢
王
の
人
を
捨
給
は
ぬ
政
に
も
も
れ
、
忠
臣
の

世
を
お
も
ふ
情
に
も
す
て
ら
る
㌧
も
の
は
か
ず
な
ら
ぬ
身
ひ
と
つ
な
り
け

り
、
と
思
ひ
し
り
な
ば
、
又
さ
て
し
も
あ
ら
で
、
猶
此
う
れ
へ
こ
そ
や
る

か
た
な
く
か
な
し
け
れ
。
さ
ら
に
お
も
ひ
つ
ゴ
く
れ
ば
、
や
ま
と
歌
の
み

ち
は
た
ゴ
ま
こ
と
す
く
な
く
、
あ
だ
な
る
す
さ
び
ば
か
り
と
思
ふ
人
も
や

あ
ら
ん
。
日
の
本
の
国
に
あ
ま
の
い
ば
戸
ひ
ら
け
し
時
よ
り
、
四
方
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

神
た
ち
の
か
ぐ
ら
の
岡
を
は
じ
め
て
、
世
を
を
さ
め
も
の
を
や
は
ら
ぐ
る

な
か
だ
ち
と
成
に
け
る
と
そ
、
臨
み
ち
の
ひ
じ
り
た
ち
は
し
督
し
を
か
れ

た
る
。
さ
て
も
又
集
を
え
ら
ぶ
入
は
た
め
し
お
ほ
か
れ
ど
、
二
た
び
勅

 
 
を
う
け
て
世
々
に
き
こ
え
あ
げ
た
る
家
は
た
ぐ
ひ
猶
あ
り
が
た
く
や
有

 
 
け
む
。
…
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
（
傍
線
等
筆
者
）

 
傍
線
部
B
の
「
水
く
き
の
岡
」
に
つ
い
て
ま
ず
考
え
、
こ
の
日
記
の
注
釈
の

あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
小
稿
を
進
め
て
い
き
た
い
。

「
水
く
き
の
岡
」
は
す
ぐ
「
の
農
」
と
謡
い
三
か
へ
す
ぐ
し
を
呼
び

起
こ
す
序
詞
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
「
水
く
き
の
岡
レ
と
は
い
っ
た
い

な
ん
だ
ろ
う
か
。
こ
の
日
記
の
最
も
は
や
い
（
そ
し
て
最
も
詳
密
で
も
あ
る
）

『
十
六
夜
日
記
残
月
鋤
』
で
は
、

 
 
水
茎
は
岡
の
枕
詞
也
。
草
木
の
茎
の
み
つ
書
し
き
ょ
り
、
瑞
茎
の
若
と

 
 
つ
ゴ
け
し
に
て
、
わ
と
を
～
通
は
せ
い
ふ
な
る
よ
し
、
宣
長
が
玉
勝
間
ノ

 
 
一
に
い
へ
り
。

と
し
て
「
万
葉
集
』
の
歌
二
首
と
「
古
今
和
歌
六
帖
」
の
一
首
を
あ
げ
「
新
拾

遺
春
上
、
夫
木
雑
十
四
な
ど
、
そ
の
ほ
か
も
の
に
あ
ま
た
よ
め
り
」
と
結
ん
で

い
る
。
そ
の
『
万
葉
集
』
の
二
首
を
武
田
祐
吉
氏
の
『
万
葉
集
全
註
釈
」
の
訓

み
に
よ
っ
て
あ
げ
よ
う
。

 
 
雁
が
ね
の
寒
く
な
き
し
ゅ
水
茎
の
岡
の
く
ず
葉
は
色
づ
き
に
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
〇
、
二
〇
二
八
）
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「
十
 
六
 
夜
 
日
 
記
』
 
論
 
-
注
釈
の
方
法
に
触
れ
つ
つ
ー



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
も

 
 
水
茎
の
岡
の
葛
葉
を
吹
き
か
へ
し
面
知
る
児
ら
が
見
え
ぬ
頃
か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
』
二
、
三
〇
六
八
）

共
に
作
者
不
明
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
「
置
く
き
の
」
を
「
岡
」
の
枕
詞
と
す

る
考
え
方
は
、
そ
の
後
の
注
釈
で
も
ま
っ
た
く
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
踏
襲
さ
れ

て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
日
記
の
最
も
新
し
い
注
釈
書
で
あ

る
森
本
元
子
氏
の
『
十
六
夜
日
記
・
夜
の
鶴
 
全
訳
注
」
で
も
、

 
 
『
若
く
き
の
』
は
、
『
万
葉
集
」
以
来
「
面
し
の
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ

 
 
た
。

と
注
釈
遠
れ
て
い
る
。
管
見
に
入
っ
た
も
の
の
中
で
は
た
だ
一
つ
困
江
口
正
弘

氏
他
の
影
印
校
注
古
典
叢
書
の
「
十
六
夜
日
記
」
が
、

 
・
「
水
く
き
」
は
「
岡
」
の
枕
詞
で
、
一
方
「
筆
」
の
意
も
含
め
て
「
書
き

 
 
お
く
」
の
縁
語
と
も
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
つ
く
き
の
を
か

と
、
枕
詞
で
あ
る
こ
と
を
注
し
な
が
ら
、
す
ぐ
続
け
て
「
水
茎
岡
．
（
易
林

本
節
用
集
）
」
の
例
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、
注
自
体
に
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る

も
の
の
注
目
さ
れ
る
。

 
「
万
葉
集
』
に
は
「
み
つ
く
き
の
岡
」
が
五
例
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
で

「
み
つ
く
き
の
」
が
「
岡
」
の
枕
詞
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
は
な
い
。
し
か
し
、

四
仏
尼
が
『
十
六
夜
日
記
』
を
書
い
た
鎌
倉
時
代
中
期
の
頃
、
人
々
は
「
水
く

き
の
岡
』
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
鎌
倉
時

代
末
の
成
立
と
い
わ
れ
て
い
る
澄
月
の
『
歌
枕
名
寄
」
を
見
る
と
（
古
典
文
庫

所
収
の
万
治
二
年
の
刊
本
に
よ
る
）
、
巻
三
十
七
未
勘
国
上
に
「
水
茎
岡
」
を

あ
げ
、
ま
ず
次
の
よ
う
な
注
を
加
え
て
い
る
。

 
 
八
雲
御
櫛
近
江
云
々
。
範
兼
卿
禾
勘
国
、
或
云
土
佐
国
云
々
。
裏
書
云
、

 
 
今
案
云
、
古
今
集
近
江
ぶ
り
み
つ
く
き
ぶ
り
並
て
載
之
。
遊
者
水
茎
岡
屋

 
 
形
即
近
江
鰍
。
随
兼
罵
言
之
現
存
六
帖
り
う
だ
ん
を
か
く
せ
る
嵜
「
か
き

 
 
と
む
る
あ
ふ
み
ぶ
り
う
た
む
か
し
ょ
り
い
ま
も
か
は
ら
ず
水
く
き
の
跡
」

 
 
如
此
節
は
水
茎
岡
即
近
江
振
と
存
殿
。
但
可
尋
之
。

 
こ
こ
で
は
水
茎
岡
は
地
名
で
あ
り
、
歌
枕
で
あ
っ
て
、
噛
近
江
か
、
土
佐
か
、
そ

の
所
在
に
つ
い
て
の
論
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
順
徳
天
皇
（
一

一
九
七
～
一
二
四
二
）
の
『
八
雲
御
盛
』
も
こ
れ
を
地
名
と
見
て
い
た
の
で
あ

お
。
 
『
歌
枕
名
寄
』
に
は
前
掲
の
『
万
葉
集
』
の
二
首
も
地
名
と
解
釈
し
て
都

合
十
九
首
の
例
歌
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、

阿
仏
の
亡
夫
為
家
の
歌
と
定
家
の
二
首
の
歌
と
で
あ
る
。
為
家
の
歌
は
、

 
 
い
か
に
し
て
手
に
だ
に
と
ら
ぬ
水
茎
の
岡
辺
の
雪
に
あ
と
を
つ
く
ら
ん

と
い
う
歌
で
、
次
の
よ
う
な
左
注
が
つ
け
ち
れ
て
い
る
。

 
 
右
ご
首
、
老
後
病
に
し
づ
み
て
侍
し
冬
の
夜
、
前
大
僧
正
道
玄
、
人
々
あ

 
 
ま
た
と
も
な
ひ
来
り
て
、
題
を
さ
ぐ
り
て
葺
よ
み
侍
し
中
に
、
岡
雪
と
い

 
 
へ
る
こ
と
を
読
侍
し
を
、
筆
を
と
る
事
か
な
は
ず
侍
て
、
為
兼
少
将
に
侍

 
・
し
時
か
㌧
せ
て
出
し
侍
云
々
。

 
今
の
と
こ
ろ
出
典
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
逸
話
で
あ
る
。
 
『
公
卿
補
任
」
正

応
二
年
（
一
二
八
九
）
の
条
に
よ
れ
ば
、
為
家
の
孫
為
兼
は
文
永
五
年
（
一
二

六
八
）
十
二
月
二
日
に
右
少
将
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
建
治
元
年
（
＝
一
七
五
）

十
月
八
日
に
左
少
将
に
任
じ
ら
れ
る
少
し
前
の
五
月
一
日
に
為
家
は
七
十
八
歳

で
麗
じ
て
い
る
か
ら
縞
馬
兼
少
将
時
代
と
い
う
こ
の
冬
の
日
の
こ
と
は
、
文
永

五
年
か
ら
同
十
一
年
（
【
二
七
四
）
の
七
年
間
の
う
ち
の
一
日
で
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
病
い
に
沈
ん
で
い
た
為
家
の
も
と
に
前
大
僧
正
道
玄
が
人
々
を

伴
い
訪
ね
て
来
て
、
題
を
探
り
、
歌
を
詠
ん
だ
。
為
家
の
病
い
は
か
な
り
重
い

よ
う
で
、
客
人
が
歌
の
会
を
所
望
す
る
の
は
遠
慮
す
る
は
ず
で
、
為
家
側
の
強
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い
要
望
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
風
雅
に
徹
す
る
為
家
の
姿
が
浮

か
ん
で
く
る
。
し
か
し
、
「
岡
の
雪
」
と
い
う
題
を
探
り
取
っ
て
黒
作
し
た
も

の
の
、
為
家
に
は
筆
を
取
る
力
が
な
く
、
為
兼
が
代
筆
し
た
も
の
が
こ
の
「
い

か
に
し
て
」
の
歌
で
あ
っ
た
と
い
う
。

 
岡
の
雪
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
為
家
の
頭
に
浮
か
び
詩
心
を
動
か
し
た
の
は
、

数
あ
る
岡
の
中
か
ら
の
水
茎
の
罪
な
の
で
あ
っ
た
。
水
茎
の
岡
と
雪
と
は
必
ら

ず
し
も
密
着
し
た
素
材
で
は
な
い
。
為
家
の
頭
に
は
お
そ
ら
く
父
定
家
の
『
拾

遺
愚
草
』
に
見
え
る
建
保
三
年
（
＝
＝
五
）
九
月
十
三
日
の
『
内
大
臣
家
百

首
』
の
た
め
の
詠
百
首
和
歌
の
内
の
、

 
 
 
 
春
雪

 
 
け
さ
は
又
甥
か
き
た
ゆ
る
水
く
き
の
岡
の
屋
か
た
の
雪
の
ふ
り
は
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
私
家
集
大
成
中
世
豆
 
一
一
四
九
）
「

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
為
家
の
水
茎
の
岡
へ
の
関
心
の
並
々
で
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
冬
の
夜
、
為
家
の
そ
ば
に
は
お
そ
ら
く
は
隠
棲

が
い
た
。
晩
年
の
為
家
が
阿
仏
と
暮
ら
し
て
い
だ
こ
と
は
『
源
承
和
歌
［
［
伝
』

や
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
，
，
の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
為
家
の
山
荘
で
の
日
々

を
活
写
し
だ
飛
鳥
井
雅
有
の
『
嵯
峨
の
通
ひ
路
」
な
ど
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
源

承
が
批
難
し
て
い
る
よ
う
に
、
病
人
を
置
い
て
出
か
け
朝
帰
っ
て
き
た
と
い
う

よ
う
な
こ
と
も
た
ま
に
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
道
玄
の
訪
れ
た
の
が
そ

の
よ
う
な
日
に
当
た
っ
て
い
た
と
い
う
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
少
な
い
だ
ろ
う
。

と
な
れ
ば
、
「
水
茎
の
岡
を
詠
ん
だ
こ
の
為
家
の
歌
は
、
阿
寒
に
と
っ
て
は
感
慨

の
深
い
、
忘
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
曳
く
き
の
岡
の
葛
原

か
へ
す
み
＼
も
か
き
を
く
跡
た
し
か
な
れ
ど
も
」
と
い
う
文
を
、
野
仏
は
、
為

家
の
こ
の
歌
を
思
い
出
す
こ
と
な
く
書
く
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な

『
十
 
六
 
夜
 
日
 
記
」
 
論
 
1
注
釈
の
方
法
に
触
れ
つ
つ
i

か
ろ
う
か
。

 
『
十
六
夜
日
記
』
で
「
葛
原
」
は
、
江
口
正
弘
氏
の
校
本
に
よ
れ
ば
、
残
月

三
四
・
群
書
類
従
本
・
学
習
院
大
学
蔵
本
・
慶
応
義
塾
蔵
本
⊥
二
尊
文
庫
本
の

五
本
が
「
く
す
葉
」
と
し
て
い
る
。
『
十
六
夜
日
記
残
月
鋤
』
の
場
合
は
「
く
ず

葉
」
の
本
文
を
立
て
、
「
原
本
、
金
吾
本
、
作
く
す
ハ
ら
、
伊
本
作
葛
葉
ハ
」
と
注

記
し
て
い
る
か
ら
、
小
山
田
与
野
が
本
文
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
、
底
本
に
し

た
万
治
二
年
板
本
（
原
本
）
の
「
く
す
ハ
ら
」
を
積
極
的
に
改
め
た
の
で
あ
る
。

「
葛
原
」
の
本
文
を
持
つ
九
条
家
旧
蔵
本
を
底
本
と
し
な
が
ら
、
玉
井
幸
助
氏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
．
ず
ば

の
『
十
六
夜
日
記
評
解
」
が
「
葛
葉
」
の
本
文
を
立
て
て
い
る
の
も
、
小
山
田

与
清
に
近
い
。
葛
の
葉
が
秋
風
に
ひ
る
が
え
り
、
裏
が
え
し
に
な
っ
て
葉
裏
の

臼
遠
を
見
せ
る
b
「
か
へ
す
ぐ
」
に
続
く
語
と
し
て
は
た
し
か
に
「
葛
葉
」
の

方
が
自
然
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
主
要
な
伝
本
も
含
め
て
諸
本
の
大
勢

は
「
葛
原
」
で
あ
り
、
本
文
論
と
し
て
は
そ
の
方
に
分
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
が
「
歌
枕
名
寄
」
が
引

い
て
い
る
定
家
の
歌
の
一
首
で
あ
る
。
『
千
五
百
番
歌
合
』
か
ら
の
引
用
な
の

で
、
そ
こ
か
ら
古
典
文
庫
本
に
よ
っ
て
引
こ
う
。
五
百
四
十
四
番
の
右
で
、
勝

と
な
っ
た
歌
で
あ
る
。

 
 
み
つ
く
き
の
お
か
の
く
ず
原
吹
返
し
衣
手
う
す
き
秋
の
は
つ
風

 
い
く
つ
か
の
葛
の
葉
を
裏
返
す
の
で
は
な
い
。
水
茎
の
岡
に
広
が
る
葛
原
に

か
な
り
強
い
秋
風
が
吹
い
て
、
原
全
体
を
ざ
わ
め
か
せ
、
葛
の
葉
を
一
斉
に
ひ

る
が
え
す
。
視
野
一
面
に
ざ
わ
め
き
、
ひ
る
が
え
り
、
葉
裏
の
臼
さ
を
見
せ
る

葛
原
が
あ
っ
て
、
衣
の
袖
を
薄
い
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
秋
の
初
風
の
強
さ
や

冷
た
さ
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
水
茎
の
岡
の
葛
原
」
と
い
う
句
を

持
つ
歌
は
、
「
歌
枕
名
寄
」
「
平
安
和
歌
歌
枕
地
名
索
引
」
「
新
編
国
歌
大
観
』
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の
第
一
・
二
巻
を
検
索
し
て
も
、
こ
の
定
家
の
歌
の
他
に
は
「
夫
木
和
歌
抄
」

五
八
三
〇
の
、
「
家
集
」
と
い
う
詞
書
を
持
つ
人
丸
の
、

 
 
秋
風
の
日
ご
と
に
吹
け
ば
み
つ
く
き
の
を
か
の
く
ず
は
ら
い
ろ
づ
き
に
け

 
 
り

し
か
見
出
せ
な
い
。
こ
の
歌
は
本
来
「
万
葉
集
」
巻
十
の
二
一
九
三
の
歌
で
、

『
柿
本
集
」
（
『
私
家
集
大
成
中
古
-
 
人
麿
皿
一
〇
五
）
『
拾
遺
和
歌
集
』
の

 
 
ハ
 
 

第
二
異
本
（
一
一
一
四
）
に
も
見
え
る
が
、
い
ず
れ
も
第
四
句
は
「
岡
の
木
の

葉
は
」
で
あ
り
、
「
葛
原
」
の
形
は
『
夫
木
和
歌
抄
』
の
改
変
か
と
思
わ
れ
る
。

阿
仏
尼
の
没
後
の
歌
集
で
も
る
。
『
十
六
か
日
記
」
の
「
如
く
き
の
岡
の
葛
原
」

は
為
家
の
父
定
家
の
歌
を
も
意
識
し
た
表
現
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
寝
仏
尼
の
『
十
六
夜
日
記
」
の
旅
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
夫
為
家
の
要
領
細

川
荘
の
相
続
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
た
め
の
関
東
下
向
だ
っ
た
コ
為
家
が
長
男
馬
韓

に
譲
る
こ
と
に
し
て
い
た
所
領
の
内
細
川
荘
を
、
為
氏
に
不
孝
が
あ
っ
た
と
し

て
悔
い
返
し
、
老
い
て
か
ら
の
妻
阿
仏
と
の
子
瑞
相
に
与
え
る
旨
の
状
を
作
っ

た
の
だ
が
、
為
家
の
死
後
為
氏
は
相
続
権
を
行
使
し
よ
う
と
し
て
譲
ら
ず
、
訴

訟
に
持
ち
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
定
家
か

ら
為
家
に
伝
え
ら
れ
、
現
在
は
そ
の
多
く
を
阿
仏
が
保
持
し
て
い
る
歌
書
等
の

書
物
の
所
有
権
の
正
当
性
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
り
、
伝
来
の
歌
書
を
譲
ら
れ
た

ご
と
か
ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
、
御
子
左
家
の
歌
道
の
真
の
継
承
者
と
し

て
野
仏
・
為
相
を
位
置
づ
け
る
た
め
の
争
い
で
も
あ
る
と
い
う
一
面
を
も
持
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
阿
仏
は
、
こ
の
論
の
最
初
に
あ
げ
た
文
章
に
す
ぐ
続
け
て
、

 
 
其
跡
に
し
も
た
つ
さ
は
り
て
、
み
た
ゆ
の
お
の
こ
ゴ
共
、
も
㌧
ち
の
歌
の

 
 
ふ
る
ほ
ぐ
ど
も
を
、
い
か
な
る
え
に
か
あ
り
け
ん
、
あ
っ
か
り
も
た
る
事

 
 
あ
れ
ど
、
道
を
た
す
け
よ
、
子
を
は
ぐ
㌧
め
、
後
の
世
を
と
へ
と
て
、
ふ

 
 
か
き
契
を
む
す
び
を
か
れ
し
ほ
そ
川
の
な
が
れ
も
ゆ
へ
な
く
せ
き
と
ゴ
め

 
 
ら
れ
し
か
ば
、
跡
と
ふ
法
の
灯
も
、
道
を
ま
ぼ
り
家
を
た
す
け
む
お
や
子

 
 
の
命
も
、
も
ろ
と
も
に
き
え
を
あ
ら
そ
ふ
。
…
…
子
を
お
も
ふ
心
の
や
み

 
 
は
猶
忍
び
が
た
く
、
道
を
か
へ
り
み
る
恨
は
や
ら
ん
方
な
く
…
…

と
述
べ
て
い
て
、
そ
の
辺
の
事
情
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
『
十
六
夜
日
記
」
で
「
美
く
き
の
岡
の
葛
原
」
と
い
う
と
き
、
そ
の
「
水
ぐ

き
の
」
は
け
っ
し
て
「
岡
」
に
か
か
る
枕
詞
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で

も
「
細
く
き
．
の
岡
」
と
い
う
名
所
な
の
で
あ
る
。
水
茎
の
岡
は
、
『
千
五
百
番

歌
合
」
や
『
新
古
今
和
歌
集
」
の
頃
か
ら
歌
人
達
に
好
ん
で
詠
ま
れ
、
『
建
保

三
年
十
月
二
十
四
日
内
裏
名
所
百
首
』
な
ど
に
は
い
る
中
世
の
代
表
的
な
歌
枕

で
あ
っ
た
。
水
茎
の
岡
と
い
う
だ
け
で
、
歌
の
教
養
の
あ
る
者
は
だ
れ
で
も
、

秋
．
風
に
ひ
る
が
え
る
、
（
や
や
）
色
づ
い
た
葛
の
葉
を
す
ぐ
に
思
い
起
こ
し
た
で

あ
ろ
う
。
ま
し
て
阿
仏
に
と
っ
て
は
亡
父
為
家
の
思
い
出
と
も
つ
な
が
る
。
定

、
家
か
ら
為
家
へ
、
さ
ら
に
は
為
相
や
わ
が
身
へ
と
伝
え
ら
れ
た
歌
の
道
の
正
統

性
を
主
張
す
る
『
十
六
夜
日
記
」
に
あ
っ
て
、
阿
仏
は
亡
夫
の
風
雅
に
徹
し
た

姿
を
思
い
、
定
家
の
歌
に
も
心
を
馳
せ
て
「
水
く
き
の
岡
の
葛
原
か
へ
す
み
＼

も
か
き
を
く
煮
た
し
か
な
れ
ど
も
」
と
綴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
古
典
文
学
と
現
代
の
読
者
と
の
間
に
は
、
こ
と
ば
の
問
題
を
も
含
め
て
、
そ

れ
ぞ
れ
が
立
っ
て
い
る
社
会
的
、
文
化
的
基
盤
、
そ
の
担
っ
て
い
る
社
会
的
、

文
化
的
な
伝
統
な
ど
の
面
で
、
大
き
な
懸
隔
が
存
す
る
。
 
『
十
六
夜
日
記
』
の

よ
う
な
、
個
人
の
生
活
と
信
条
・
主
張
を
表
現
し
て
い
る
作
品
の
場
合
は
、
時

代
の
中
で
の
作
者
の
特
殊
事
情
も
、
そ
こ
に
加
わ
る
。
注
釈
の
基
本
的
な
意
義

は
、
そ
の
懸
隔
を
可
能
な
限
り
せ
ば
め
よ
う
と
い
う
試
み
で
な
．
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
 
「
水
く
き
の
」
は
「
岡
」
に
か
か
る
枕
詞
だ
と
い
う
理
解
の
し
方
で
は
、
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『
十
六
夜
日
記
』
と
わ
れ
わ
れ
と
の
へ
だ
た
り
は
毫
も
せ
ば
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
。

 
 
そ
も
そ
も
、
道
の
日
記
と
い
ふ
も
の
は
、
紀
氏
・
長
明
・
阿
仏
の
尼
の
、

 
 
文
を
ふ
る
ひ
、
情
を
尽
し
て
よ
り
、
余
は
み
な
悌
似
か
よ
ひ
て
、
そ
の
糟

 
 
粕
を
改
む
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
（
笈
の
小
文
）

と
ま
で
芭
蕉
に
高
く
評
価
さ
れ
な
が
ら
、
今
日
『
十
六
夜
日
記
』
が
あ
ま
り
読

ま
れ
ず
、
そ
の
評
価
も
あ
ま
り
高
く
な
い
重
要
な
一
因
と
し
て
、
「
水
《
き
の

岡
」
の
理
解
が
表
徴
的
に
語
っ
て
い
る
よ
う
な
注
釈
の
不
毛
が
、
作
品
と
今
日

の
読
者
と
の
距
離
を
縮
め
え
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
小
稿
の
最
初
に
引
い
た
作
品
の
冒
頭
の
傍
線
部
A
C
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お

こ
う
。

 
A
で
は
「
至
心
の
中
よ
り
も
と
め
い
で
た
り
け
ん
文
の
名
」
が
『
古
文
聖
経
』

を
指
す
こ
と
は
諸
注
が
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
書
物
の
名
で
あ
る
「
孝
」
の
字

を
「
今
の
世
の
入
の
子
」
（
為
氏
を
指
す
）
は
我
が
身
に
か
か
わ
る
こ
と
と
は
ま

っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
、
と
図
上
は
嘆
ず
る
。
為
家
の
死
後
↓
亡
父
の
遣
言

に
従
わ
な
か
っ
た
為
氏
を
責
め
、
嘆
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
く
だ
り
が
、
為

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●
 
・
 
 
 
 
 
 
（
2
）

家
が
一
旦
山
南
に
譲
っ
た
細
川
荘
を
「
条
々
称
レ
有
二
不
孝
一
、
含
泥
返
之
こ
と

い
う
事
実
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
為
氏

が
孝
を
知
ら
な
い
と
い
う
断
罪
と
詠
嘆
は
、
阿
立
撃
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、

為
家
の
思
い
で
も
あ
っ
た
。
た
と
い
為
家
の
為
氏
に
不
孝
あ
り
と
い
う
言
辞
が
、

悔
い
返
し
の
た
め
の
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
今
回
の
訴
訟
で
は

お
そ
ら
く
は
重
要
な
論
点
で
あ
り
、
阿
仏
の
文
も
意
図
的
に
そ
れ
に
よ
り
か
か

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
古
文
孝
経
」
に
つ
い
て
は
、
定
家
の
『
源
氏
物

語
』
の
注
釈
で
あ
る
『
奥
入
』
 
（
『
源
氏
物
語
大
成
』
巻
七
所
収
定
家
自
筆
本

「
十
 
六
 
夜
 
日
 
記
』
 
論
 
一
注
釈
の
方
法
に
触
れ
つ
つ
一

に
よ
る
）
の
若
菜
の
巻
の
注
に
、

 
 
懸
レ
車

 
 
 
古
文
孝
経
学
七
十
老
致
仕
懸
冒
其
所
仕
之
車
二
品
二
諸
「
廟
…
…
（
下
略
。

 
 
 
傍
訓
モ
省
イ
タ
。
）

と
あ
り
、
『
源
氏
物
語
」
の
注
釈
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

阿
仏
は
『
源
氏
物
語
』
に
は
造
詣
が
深
い
。
彼
女
が
為
家
と
結
ば
れ
た
の
は
『
源

氏
物
語
』
の
書
写
を
手
伝
う
た
め
に
為
家
の
娘
心
嵯
峨
院
大
納
言
典
侍
の
も
と

に
呼
ば
れ
て
い
た
（
単
帯
口
伝
）
縁
か
ら
で
あ
り
、
為
家
か
ら
『
源
氏
物
語
』

の
講
説
も
受
け
た
ら
し
い
。
雅
有
の
『
嵯
峨
の
通
ひ
路
』
に
は
、
雅
有
が
為
家

が
ら
『
源
氏
物
語
』
の
講
義
を
受
け
た
日
々
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
、

 
 
十
七
日
、
ひ
る
ほ
ど
に
わ
た
る
。
源
氏
は
じ
め
ん
と
て
、
講
師
に
と
て
、

 
 
女
あ
る
じ
を
よ
ば
る
。
す
の
う
ち
に
て
よ
ま
る
。
ま
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
。

 
 
よ
の
つ
ね
の
人
の
よ
む
に
は
に
ず
、
な
ら
ひ
あ
べ
か
め
り
。

と
あ
る
「
女
あ
る
じ
」
は
阿
智
で
あ
る
。
 
『
紫
明
抄
』
や
『
河
海
抄
』
な
ど
に

も
阿
仏
の
所
持
本
や
阿
仏
説
な
ど
が
出
て
来
て
、
阿
仏
は
ひ
と
か
ど
の
源
氏
学

者
で
あ
っ
た
。
定
家
か
ら
為
家
へ
伝
え
ら
れ
た
源
氏
学
の
継
承
者
と
し
て
の
自

負
を
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
ん
な
二
仏
が
源
氏
学
に
必
須
の
『
古
文
孝

経
』
の
名
を
窪
々
は
知
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

 
傍
線
部
C
に
つ
い
て
は
、
森
本
元
子
氏
の
『
十
六
夜
日
記
・
夜
の
鶴
 
全
訳

注
』
 
（
昭
和
五
四
年
）
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
従
来
諸
式
の
掲
げ
る
、

 
 
力
を
も
い
れ
ず
し
て
天
地
を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と

 
 
思
は
せ
、
男
女
の
仲
を
も
和
ら
げ
、
臨
き
も
の
の
ふ
の
心
を
も
な
ぐ
さ
む

 
 
る
は
歌
な
り
。

と
い
う
「
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
と
合
わ
せ
て
、
「
新
古
今
和
歌
集
』
仮
名
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序
の
、

 
 
…
そ
の
道
さ
か
り
に
お
こ
り
、
そ
の
な
が
れ
い
ま
に
た
ゆ
る
事
な
く
し
て
、

 
 
色
に
ふ
け
り
、
心
を
の
ぶ
る
な
か
だ
ち
と
し
、
よ
を
お
さ
め
、
民
を
や
は

 
 
ら
ぐ
る
み
ち
と
せ
り
。

が
指
摘
さ
れ
た
。
 
「
世
を
お
さ
め
」
は
『
古
今
」
に
は
な
く
、
阿
仏
が
『
新
古

一
今
」
の
序
を
も
頭
に
置
い
て
書
い
て
い
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
す
ぐ

続
く
「
此
み
ち
の
ひ
じ
り
た
ち
」
は
必
然
的
に
紀
貫
之
だ
け
で
は
な
ぐ
、
『
新

古
今
」
仮
名
序
の
作
者
藤
原
良
経
を
も
指
す
こ
と
に
な
り
、
『
新
古
今
」
の
撰
者

の
代
表
格
で
あ
る
定
家
を
も
視
野
に
入
れ
て
の
表
現
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

 
傍
線
部
A
B
C
を
以
上
の
よ
う
に
見
て
い
く
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
表
現
の
底

に
あ
る
、
阿
仏
の
夫
為
家
や
夫
の
父
定
家
に
対
す
る
思
い
、
さ
ら
に
は
、
定
家

か
ら
為
家
に
承
け
継
が
れ
た
和
歌
の
道
や
源
氏
学
の
真
の
継
承
者
で
あ
る
と
い

う
主
張
と
自
負
が
、
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
。
こ
う
し
た
思
い
は
『
十
六
夜

日
記
』
の
序
的
な
部
分
で
は
、
前
に
引
い
た
「
其
跡
に
し
も
た
つ
さ
は
り
て
、

み
た
り
の
お
の
こ
ゴ
共
、
も
、
ち
の
歌
の
ふ
る
ほ
ぐ
ど
も
を
、
い
か
な
る
え
に

か
あ
り
け
ん
～
あ
っ
が
り
も
た
る
事
あ
れ
ど
…
…
」
を
は
じ
あ
と
し
て
随
所
に

出
て
く
る
の
だ
か
ら
、
別
に
新
し
い
発
掘
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
思

い
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
記
述
し
て
い
な
い
部
分
に
あ
っ
て
も
、
修
辞
の
底
に
阿

仏
の
思
い
の
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
C
な
ど

は
、
本
来
は
直
戴
簡
明
な
表
現
で
、
当
時
の
文
学
意
好
者
な
ら
誰
も
が
．
『
新
古

今
和
歌
集
」
の
仮
名
序
を
想
起
し
、
定
家
に
ま
で
思
い
を
馳
せ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
が
、
A
B
な
ど
に
つ
い
て
も
、
文
学
的
教
養
の
高
い
人
は
容
易
に
そ

こ
に
込
め
ら
れ
た
阿
仏
の
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
．

て
そ
の
周
倒
な
文
章
に
感
じ
入
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 
『
十
六
夜
日
記
』
の
序
段
は
、
古
歌
・
古
典
籍
に
拠
り
、
歌
こ
と
ば
を
用
い

て
綴
っ
て
い
る
文
が
多
い
。
後
人
の
命
名
で
は
あ
ろ
う
が
、
書
名
の
よ
っ
て
い

る
、 

 
ゆ
く
り
も
な
く
い
さ
よ
ふ
月
に
さ
そ
は
れ
出
な
ん
と
思
ひ
な
り
ぬ
。

が
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
の
駒
の
、

 
 
い
さ
よ
ふ
月
に
ゆ
く
り
な
く
あ
く
が
れ
ん
こ
と
を
、
女
は
思
ひ
や
す
ら

 
 
ひ
…
…

に
よ
り
㍉
前
途
へ
の
不
安
を
際
立
た
せ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
そ
し
て
『
源
氏
物
語
」
に
よ
っ
た
表
現
は
か
な
り
多
い
の
で
あ
る
。
細
川

荘
を
為
氏
に
押
領
さ
れ
た
た
め
、

 
 
お
や
子
の
命
も
も
ろ
と
も
に
き
え
を
あ
ら
そ
ふ
年
月
を
へ
て
、
あ
や
う
く

 
 
心
ぼ
そ
き
な
が
ら
、
何
と
し
て
つ
れ
な
く
け
ふ
ま
で
な
が
ら
ふ
ら
ん
。
お

 
 
し
か
ら
ぬ
身
ひ
と
つ
は
や
す
く
思
罷
れ
ど
も
…
…

と
嘆
く
部
分
で
、
「
き
え
を
あ
ら
そ
ふ
」
は
『
源
氏
物
語
』
御
法
の
巻
の
光
源

氏
の
歌
、

 
 
や
や
も
せ
ば
消
え
を
あ
ら
そ
ふ
露
の
世
に
お
く
れ
先
だ
つ
ほ
ど
経
ず
も
が

 
 
な

に
よ
る
表
現
で
あ
り
、
と
な
れ
ば
「
お
し
か
ら
ぬ
身
」
と
い
う
類
型
的
な
表
現

毛
、
同
じ
御
法
の
巻
の
、

 
 
惜
し
か
ら
ぬ
こ
の
身
な
れ
ど
も
か
ぎ
り
と
て
薪
尽
き
な
ん
こ
と
の
悲
し
さ

と
い
う
紫
の
上
の
歌
を
想
起
し
て
の
も
の
で
あ
る
蓋
然
性
は
高
い
。
こ
う
し
た

典
拠
の
あ
る
語
や
歌
こ
と
ば
の
多
用
と
い
う
修
辞
は
、
」
一
般
的
に
は
、
観
念
的

で
、
求
心
力
の
乏
し
い
文
章
を
作
る
危
険
を
多
く
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
序
の
部
分
な
ど
は
そ
の
よ
う
な
例
と
い
っ
て
よ
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い
。
し
か
し
、
 
『
十
六
夜
日
記
』
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
修
辞
は
、
御
子
評

家
の
歌
道
や
源
氏
学
の
継
承
者
と
主
張
す
る
野
仏
に
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
。

そ
の
用
い
方
も
適
切
で
、
華
麗
で
あ
り
な
が
ら
力
強
く
、
こ
の
作
品
の
文
学
的

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）

価
値
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
風
巻
景
次
聖
霊
さ
え
「
こ
の
序
文
は
一
読
し
て
深

い
感
銘
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
」
と
い
わ
れ
、
「
蓋
し
こ
の
序
文
は
そ
の
印
象
の

強
さ
に
以
て
、
俺
は
れ
な
い
心
情
の
率
直
な
表
現
に
於
て
鎌
倉
期
を
通
じ
て
有

数
の
名
文
章
で
あ
る
事
を
失
は
な
い
と
思
ふ
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
く
ら
い
で

あ
る
。
そ
れ
は
御
子
左
家
の
歌
道
等
の
継
承
者
と
し
て
の
阿
仏
の
主
張
が
、
形

式
の
上
だ
け
で
も
こ
と
ば
の
上
だ
け
で
も
な
く
、
実
質
を
具
備
し
て
い
る
こ

と
一
つ
ま
り
は
阿
仏
の
並
々
な
ら
ぬ
教
養
と
技
禰
の
証
明
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
る
に
戦
後
の
こ
の
作
品
の
注
釈
は
一
日
本
古
典
文
学
大
系
や
日

本
古
典
文
学
全
集
な
ど
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
の
注
釈
書
の
数
の
少
な
さ

も
あ
る
の
だ
が
一
こ
と
ば
の
置
き
換
え
に
重
点
が
あ
り
す
ぎ
、
典
拠
の
検
索

に
は
あ
ま
り
意
が
用
い
ら
れ
ず
、
阿
仏
の
心
用
意
や
努
力
、
ひ
い
て
は
こ
の
作

品
の
文
章
の
魅
力
を
解
き
明
か
す
に
は
遠
い
の
で
あ
る
。
森
本
氏
の
『
全
訳
'

注
』
に
は
さ
す
が
に
的
確
な
新
し
い
指
摘
も
若
干
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
概
し

て
い
え
ば
江
戸
時
代
に
成
っ
た
小
山
田
与
清
と
北
条
時
言
の
『
十
六
夜
日
記
残

月
砂
』
が
、
そ
の
豊
富
な
引
例
の
故
に
今
日
も
な
お
こ
の
作
晶
を
読
み
解
く
最

も
重
要
な
注
釈
書
な
の
で
あ
る
。
-
 
 
 
 
 
 
i

二

 
細
川
荘
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
た
め
掌
裡
が
関
東
に
旅
立
っ
た
弘
安
二
年
（
一
二

七
九
）
当
時
、
作
者
と
為
家
と
⑳
子
守
相
は
十
六
歳
、
為
守
は
十
五
歳
で
、
年
」

齢
不
詳
だ
が
こ
の
二
人
の
上
で
僧
籍
に
入
っ
て
い
る
僻
覚
も
為
家
と
の
子
で
あ

「
十
 
六
 
夜
 
日
 
記
』
 
論
 
-
注
釈
の
方
法
に
触
れ
つ
つ
一

つ
た
。
御
子
左
家
．
の
歌
道
・
歌
学
の
継
承
者
と
し
て
の
筆
頭
は
も
ち
ろ
ん
長
男

為
氏
だ
が
、
阿
仏
は
そ
の
為
氏
を
、
為
家
の
遺
言
の
こ
と
ば
を
踏
ま
え
て
「
不

孝
」
だ
と
嘆
息
し
、
糺
弾
す
る
。
為
相
ら
を
育
て
、
教
育
し
、
自
分
が
今
預
っ

て
い
る
伝
来
の
書
籍
・
文
書
を
も
伝
え
て
歌
道
、
歌
学
の
正
統
た
ら
し
む
る
こ

と
こ
そ
為
家
か
ら
自
分
に
課
さ
れ
た
任
務
だ
と
、
阿
仏
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
為
氏
の
不
孝
・
横
領
に
よ
っ
て
、
親
子
の
生
活
も
あ
や
う
く
、
歌
道
の
お

と
ろ
え
ん
こ
と
を
も
恨
ん
で
い
る
。
母
性
愛
の
文
学
と
『
十
六
夜
日
記
』
を
見

る
考
え
も
あ
り
、
た
し
か
に
序
の
部
分
に
は
母
性
愛
的
な
も
の
も
う
か
が
え
は

す
る
け
れ
ど
も
、
序
の
部
分
の
主
調
音
が
、
阿
仏
の
立
場
な
り
正
当
性
な
り
の

主
張
と
、
そ
の
主
張
の
な
か
な
か
認
め
ら
れ
ぬ
悲
し
み
と
恨
み
、
不
安
な
旅
立

ち
の
決
意
の
表
白
な
ど
に
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
が
な
い
。
修
辞
も
そ
う
し
た

目
的
に
全
面
的
に
奉
仕
す
る
よ
う
周
到
に
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
で
は
、
こ
の
序
の
部
分
に
続
く
鎌
倉
ま
で
の
旅
行
記
の
部
分
に
は
、
作

者
の
ど
の
よ
う
な
心
し
ら
い
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
部
分
は
作
品

の
中
心
を
成
す
も
の
で
は
あ
り
な
が
ら
今
日
の
読
者
に
は
き
わ
め
て
評
判
が
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
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く
な
い
の
で
あ
る
。
・
昭
和
の
初
め
、
風
巻
景
次
郎
氏
は
、

 
 
 
こ
の
部
分
は
果
し
て
如
何
な
る
目
的
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ら

 
 
う
か
。
先
づ
第
一
に
こ
の
部
に
至
っ
て
著
し
く
感
じ
ら
れ
る
事
実
の
一
つ

 
 
は
、
単
調
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
紀
行
の
部
に
移
っ
て
後
、
粟
田

 
 
口
鏡
の
宿
、
守
山
と
進
む
に
つ
れ
て
漸
く
何
か
変
化
に
乏
し
い
形
式
的
な

 
 
感
じ
を
意
識
し
は
じ
め
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
小
野
の
宿
、
藤
川
、
不

 
 
破
関
、
笠
縫
、
洲
俣
、
 
一
宮
と
進
ん
で
来
て
、
愈
々
単
調
の
感
は
確
定

 
 
的
の
も
の
と
な
っ
て
了
ふ
で
あ
ら
う
。
尾
張
熱
田
湯
あ
た
り
か
ら
先
に
な

 
 
る
と
、
我
々
の
印
象
は
た
ゴ
相
似
た
も
の
㌧
連
続
を
感
ず
る
ば
か
り
で
あ
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る
。
そ
し
て
永
久
に
尽
き
ざ
る
如
き
感
を
抱
か
せ
る
。
こ
の
相
似
た
も
の

 
 
～
繰
り
返
し
が
、
逃
れ
が
た
い
力
で
読
者
の
精
神
を
倦
怠
の
中
に
引
き
込

 
 
ん
で
行
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）

と
評
さ
れ
、
後
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
目
崎
徳
衛
氏
は
、
東
海
道
を
下
っ

た
執
念
と
道
筋
の
歌
枕
に
よ
せ
る
詩
心
と
が
少
し
も
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い

な
い
と
さ
れ
、
「
文
学
と
し
て
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
致
命
的
と
も
い
え
そ
う
で
あ

る
」
と
い
わ
れ
、
序
の
部
分
と
紀
行
部
分
と
の
関
わ
り
も
問
題
な
の
で
あ
る
。

 
風
巻
氏
は
、
こ
の
単
調
な
感
じ
の
原
因
の
一
つ
は
そ
の
形
式
に
あ
る
と
さ
れ

る
。
道
の
記
の
部
分
の
文
章
は
あ
る
単
純
な
構
造
を
持
っ
た
、
き
わ
め
て
単
純

な
形
式
を
所
有
す
る
単
位
の
連
続
で
あ
っ
て
、
そ
の
単
位
と
は
、
道
中
所
々
の

名
所
宿
駅
の
、
短
か
け
れ
ば
一
行
、
長
く
て
も
数
行
に
す
ぎ
な
い
文
章
と
、
そ

こ
に
関
す
る
｝
首
、
多
く
て
も
二
首
の
和
歌
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
作
者
の
優
秀
な
表
現
力
は
序
文
の
文
章
の
上
に

十
分
発
揮
さ
れ
て
．
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
作
者
の
文
学
的
技
巧
の
拙
劣

さ
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
作
者
に
は
、
「
文
学
的
感
銘
を
読
者
に
与
へ
る
と
い

ふ
事
以
外
の
何
等
か
重
要
な
目
的
が
存
し
て
」
い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
、

「
作
者
の
目
的
が
名
所
の
歌
の
よ
き
見
本
を
作
る
に
在
っ
た
事
は
殆
ど
疑
ふ
べ

き
余
地
を
有
し
な
い
も
の
＼
や
う
で
あ
る
」
と
い
う
、
有
名
な
結
論
を
導
き
出

し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
道
の
記
の
文
章
は
そ
れ
ほ
ど
単
調
で
魅
力
に
乏
し
い
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
作
者
は
歌
の
み
に
力
を
注
ぎ
、
文
章
を
な
い
が
レ
う
に
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
道
の
記
の
部
分
の
歌
と
文
章
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

 
 
さ
の
み
心
よ
は
く
て
も
い
か
ゴ
と
て
、
つ
れ
な
く
ふ
り
す
て
つ
。
程
な
く

 
 
あ
ふ
坂
の
せ
き
こ
ゆ
る
ほ
ど
も
、

 
 
 
 
さ
だ
め
な
き
命
は
し
ら
ぬ
旅
な
れ
ば
又
あ
ふ
さ
か
と
た
の
め
て
ぞ
ゆ

 
 
 
 
く

 
 
の
じ
と
い
ふ
所
は
、
こ
し
方
行
さ
き
人
も
見
え
ず
。
日
は
暮
か
㌧
り
て
い

 
 
と
物
か
な
し
と
お
も
ふ
に
．
し
ぐ
れ
さ
へ
う
ち
そ
㌧
ぐ
。

 
 
 
 
打
し
ぐ
れ
ふ
る
さ
と
お
も
ふ
袖
ぬ
れ
て
行
さ
き
と
を
き
野
路
の
し
の

 
 
 
 
原

 
 
こ
よ
ひ
は
か
ゴ
み
と
い
ふ
所
に
つ
く
べ
し
と
さ
だ
め
つ
れ
ど
、
暮
は
て
、

 
 
行
つ
か
ず
。
も
り
山
と
い
ぶ
所
に
と
ゴ
ま
り
ぬ
。
愛
に
も
時
雨
偉
し
た
ひ

 
 
き
に
け
り
。

 
 
 
・
い
と
ゴ
猶
袖
ぬ
ら
せ
ど
や
や
ど
り
け
ん
ま
な
く
し
ぐ
れ
の
も
る
山
に

 
 
 
 
し
も

 
 
け
ふ
は
十
六
日
の
夜
な
り
け
り
。
い
と
く
る
し
く
て
う
ち
ふ
し
ぬ
。
い
ま

 
 
だ
月
の
光
か
す
か
に
残
り
た
る
明
ぼ
の
に
も
り
山
を
い
で
、
ゆ
く
。
や
す

 
 
川
わ
た
る
程
、
さ
き
だ
ち
て
行
旅
人
の
こ
ま
の
あ
し
音
ば
か
り
さ
や
か
に

 
 
て
意
い
と
ふ
か
し
。

 
 
 
 
旅
人
も
み
な
も
ろ
と
も
に
先
だ
ち
て
駒
う
ち
わ
た
す
や
す
の
川
ぎ
り

 
道
の
記
の
部
分
が
和
歌
に
力
の
注
が
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
確
か
で
あ

る
。
序
の
部
分
に
記
載
さ
れ
て
い
る
歌
は
、
作
者
の
も
の
が
五
首
、
子
ど
も
達

の
歌
が
六
首
で
あ
っ
た
が
、
道
の
記
の
部
分
に
な
る
作
者
の
歌
は
五
十
五
首
（
写

本
に
よ
り
五
十
六
首
）
と
急
増
す
る
（
な
お
、
序
の
部
分
と
道
の
記
の
部
分

の
使
用
行
数
の
比
は
、
永
青
文
庫
本
で
一
対
二
・
五
弱
で
あ
る
）
。
阿
仏
の
本

領
は
和
歌
に
あ
り
、
当
時
す
で
に
『
続
古
今
集
』
に
三
首
、
 
「
続
拾
遺
集
』
に

六
首
が
入
っ
て
い
た
。
御
子
左
家
の
歌
道
を
継
承
し
て
い
る
と
自
負
も
し
て
い

る
。
そ
ん
な
彼
女
の
旅
で
あ
る
以
上
、
和
歌
の
詠
歌
に
重
点
の
置
か
れ
る
の
は
当
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然
で
あ
り
、
読
者
も
阿
仏
の
和
歌
に
ま
ず
大
き
な
関
心
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
旅
の
歌
と
な
れ
ば
当
然
歌
枕
が
関
心
事
と
な
る
。
歌
枕
・
名
所
へ
の
関

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
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心
は
中
世
の
歌
人
達
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
強
い
。
周
尻
嘉
信
氏
の
調
査
さ
れ

た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
新
古
今
集
」
に
見
え
る
歌
枕
は
三
四
国
・
二
三
一
二
項
、

歌
は
五
七
六
首
（
歌
枕
の
重
出
も
あ
る
の
で
実
数
は
四
六
六
首
）
で
あ
る
。
「
古

今
集
」
で
は
二
六
国
・
一
〇
四
項
、
二
四
六
首
と
い
う
か
ら
、
集
の
現
数
の
多

，
少
を
計
算
に
入
れ
て
も
、
『
新
古
今
集
』
の
名
所
歌
の
比
率
の
方
が
大
分
高
い
。

「
新
古
今
集
」
の
入
滅
霧
中
歌
枕
を
詠
み
込
ん
だ
歌
の
占
め
る
率
の
高
い
歌
人

も
、
筆
頭
が
家
譜
で
、
定
家
、
後
鳥
羽
院
、
雅
言
の
順
で
、
撰
集
に
関
わ
っ
た

歌
人
達
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
「
十
六
夜
日
記
」
の
当
時
の
読
者
達
も
、

名
所
・
歌
枕
に
関
心
が
深
く
、
阿
仏
の
詠
出
す
る
名
所
歌
の
世
界
に
引
き
入
れ

ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
歌
だ
け
に
注
目
し
て
読
ん
で

も
、
文
学
的
感
銘
は
受
け
こ
そ
す
れ
、
倦
怠
の
中
に
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
ど

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
、
「
回
し
ぐ
れ
」
「
旅
人
は
」
の
二
首
が
「
玉
葉
集
」
町
回

に
採
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
道
の
記
の
部
分
か
ら
四
首
が
『
玉
葉
集
」
に
入
っ
て

い
る
。
主
筆
の
血
を
引
く
二
条
家
の
手
に
な
る
勅
撰
集
に
「
十
六
夜
日
記
」
の

歌
が
採
ら
れ
て
い
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

 
で
は
文
章
は
ど
う
か
。
短
い
こ
と
は
短
い
が
け
っ
し
て
単
調
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
逢
坂
の
関
、
野
路
（
の
篠
原
）
、
鏡
、
守
山
、
・
野
洲
川
と
名
所
・
宿
駅
名

が
並
ぶ
が
、
そ
の
文
章
は
単
な
る
説
明
で
は
な
く
、
作
者
の
心
情
と
深
く
か
か

わ
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
先
立
っ
て
行
く
旅
人
の
駒
の
市
平
だ
け
が
さ
や
か

に
聞
こ
え
る
野
洲
川
の
朝
霧
の
深
さ
な
ど
も
、
実
に
印
象
深
い
叙
景
で
あ
る
。

 
 
 
 
（
7
）

松
本
寧
至
氏
は
、
「
散
文
に
も
歌
語
を
駆
使
し
た
無
駄
の
な
い
文
章
で
あ
る
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

『
十
 
六
 
夜
 
日
 
記
』
 
論
 
一
注
釈
の
方
法
に
触
れ
つ
つ
i

 
 
廿
一
日
八
は
し
を
い
で
㌧
ゆ
く
に
、
い
と
よ
く
ば
れ
た
り
。
山
も
と
遠
き

 
 
は
ら
野
を
分
ゆ
く
。
ひ
る
つ
か
た
に
な
り
て
紅
葉
い
と
お
ほ
き
山
に
む
か

 
 
ひ
て
行
。
風
に
つ
れ
な
き
と
こ
ろ
ぐ
く
ち
葉
に
そ
め
か
へ
て
け
り
。
と

 
 
き
は
木
ど
も
㌧
た
ち
ま
じ
り
て
、
あ
を
ち
の
錦
を
み
る
心
ち
す
。
人
に
と

 
 
へ
ば
、
み
や
ち
の
山
と
い
う
。

 
 
 
 
し
ぐ
れ
け
り
そ
む
る
千
し
ほ
の
は
て
は
又
も
み
ち
の
に
し
き
い
ろ
か

 
 
 
 
へ
る
ま
で
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・

 
 
此
山
ま
で
は
昔
見
し
心
ち
す
る
に
、
比
さ
へ
か
は
ら
ね
ば
、

 
 
 
 
ま
ち
け
り
な
む
か
し
も
こ
え
し
宮
ぢ
山
お
な
じ
時
雨
の
め
ぐ
り
あ
ふ

 
 
 
 
世
を

 
 
山
の
す
そ
野
に
竹
の
あ
る
所
に
か
や
屋
の
一
見
ゆ
る
、
い
か
に
し
て
な
に

 
 
の
た
よ
り
に
か
く
て
す
む
ら
ん
と
み
ゆ
。

 
 
 
 
ぬ
し
や
た
れ
山
の
す
そ
野
に
宿
し
め
て
あ
た
り
さ
び
し
き
竹
の
ひ
と

 
 
 
 
む
ら

 
「
山
も
と
遠
き
」
「
は
ら
野
」
「
す
そ
野
」
一
こ
れ
ら
は
平
安
時
代
の
文
学

に
は
あ
ま
り
親
し
み
の
な
い
こ
と
ば
で
あ
る
。
都
の
内
の
生
活
か
ら
出
て
来
る

こ
と
ば
で
は
な
い
。
は
る
か
な
山
野
の
道
を
旅
す
る
体
験
の
中
か
ら
使
わ
れ
出

す
よ
う
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
「
山
も
と
遠
き
」
の
「
山
も
と
」
だ
け
で
考
え
て

み
て
も
、
 
『
古
今
集
』
二
例
の
う
ち
の
一
つ
「
わ
が
庵
は
三
輪
の
山
も
と
こ
ひ

し
く
は
と
ぶ
ら
ひ
来
ま
せ
杉
立
て
る
門
」
（
九
八
二
）
は
有
名
で
、
「
か
げ
う
ぶ
の

日
記
』
に
も
こ
れ
に
よ
る
歌
旬
は
見
え
る
が
、
単
独
で
は
『
源
氏
物
語
』
『
枕

草
子
』
『
更
級
日
記
』
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
『
夜
の
寝
覚
』
な
ど
に
な
く
、
「
狭

衣
物
語
』
に
見
え
る
程
度
。
勅
撰
集
で
は
『
後
拾
遺
集
』
『
金
葉
集
』
各
一
例
。

そ
れ
が
「
新
古
今
』
の
二
例
以
後
は
ど
の
勅
撰
集
に
も
必
ら
ず
例
が
見
え
る
よ
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う
に
な
る
。
『
玉
葉
集
」
と
『
風
雅
集
』
で
ひ
ん
ぱ
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
は
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
が
、
ざ
っ
と
し
た
調
べ
で
『
玉
葉
集
』
に
十
三
例
、

『
風
雅
集
』
に
ご
十
四
例
が
拾
え
た
。
中
世
の
歌
人
達
の
好
む
こ
と
ば
だ
と
わ

か
る
。
「
山
も
と
遠
し
」
と
な
る
と
、
勅
撰
集
で
は
為
家
ら
が
撰
し
た
『
続
古

△
「
集
』
 
一
六
五
山
ハ
、

 
 
 
 
百
首
御
歌
の
中
に
、
野
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
土
御
門
院
御
歌

 
 
い
な
み
の
や
山
も
と
と
ほ
く
見
わ
た
せ
ば
を
ば
な
に
ま
じ
る
松
の
む
ら
だ

 
 
ち

が
初
出
。
以
下
「
玉
葉
集
』
に
一
例
、
『
風
雅
集
』
 
（
二
例
）
か
ら
の
五
勅
撰

集
に
は
ど
れ
に
も
用
例
が
見
ら
れ
る
。
不
遜
の
時
代
に
人
気
が
そ
ろ
そ
ろ
出
は

じ
め
た
表
現
な
の
で
あ
る
。
「
す
そ
野
」
も
『
後
拾
遺
集
』
『
金
葉
集
』
が
各
一

例
。
 
『
千
載
集
」
四
例
。
『
新
勅
撰
集
』
四
例
、
『
笹
藪
撰
集
』
五
例
、
以
後
は

ど
の
勅
撰
集
に
も
見
え
、
『
玉
葉
集
』
（
少
な
く
て
も
七
例
）
『
風
雅
集
』
（
少
な

く
て
も
六
例
）
好
み
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
「
原
野
』
と
な
煮
と
も
っ
と
珍
し
い
。

今
の
と
こ
ろ
勅
撰
集
か
ら
は
、
定
家
・
為
家
が
撰
者
を
し
て
い
る
三
勅
撰
集
の

四
例
と
、
は
る
か
後
の
『
新
続
古
今
集
』
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

 
 
あ
つ
さ
ゆ
み
す
ゑ
の
は
ら
の
に
と
が
り
す
る
き
み
が
ゆ
つ
る
の
た
え
む
と

 
 
お
も
へ
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
新
勅
撰
 
八
七
〇
 
読
人
不
知
）

 
 
な
が
月
の
す
ゑ
の
は
ら
の
の
は
じ
も
み
ち
し
ぐ
れ
も
あ
へ
ず
い
ろ
づ
き
に

 
 
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
続
後
撰
四
一
六
法
印
良
算
）
、

 
 
契
り
お
き
し
す
ゑ
の
は
ら
の
の
も
と
が
し
は
そ
れ
と
も
し
ら
じ
よ
そ
の
霜

 
 
が
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
 
九
三
六
 
定
家
）

 
 
ぬ
れ
つ
つ
も
し
ひ
て
と
が
り
の
あ
つ
さ
ゆ
み
す
ゑ
の
は
ら
の
に
あ
ら
れ
ふ

 
 
る
ら
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
続
古
今
 
六
四
二
 
道
家
）

 
い
ず
れ
も
「
す
ゑ
の
原
野
」
の
形
で
あ
る
。
、
「
す
ゑ
の
原
野
」
は
『
新
撰
和

歌
三
態
』
や
『
夫
木
和
歌
抄
」
に
も
例
が
あ
る
。
本
来
は
『
万
葉
集
』
巻
十
一

の
二
六
三
八
に
「
梓
弓
 
末
之
浮
野
ホ
 
鷹
田
為
…
」
、
（
全
法
釈
）
と
見
え
る

も
の
で
、
中
世
の
歌
人
達
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
た
歌
枕
で
あ
る
。
 
『
続
後

撰
集
』
の
二
例
な
ど
は
「
未
の
」
が
懸
け
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
、
「
原
野
」
が

単
独
の
語
と
も
解
せ
そ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
。
野
仏
が
「
原
」
で
も

「
野
」
で
も
な
く
、
こ
と
さ
ら
に
「
原
野
」
を
用
い
た
の
は
「
す
ゑ
の
原
野
」

が
頭
に
あ
っ
た
か
ら
で
、
定
家
の
歌
な
ど
は
特
に
記
憶
し
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
何
し
ろ
亡
夫
撰
集
中
の
亡
失
の
父
の
歌
で
あ
る
。

 
「
山
も
と
遠
き
」
「
は
ら
野
」
「
す
そ
野
」
は
、
今
日
の
我
々
で
は
何
の
注
意

も
払
わ
ず
に
見
過
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
ば
だ
が
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て

は
為
つ
と
違
っ
た
意
味
を
持
っ
て
い
だ
。
そ
れ
ら
は
歌
語
で
あ
り
、
こ
の
時
代

の
歌
人
達
の
美
意
識
に
よ
っ
て
見
出
だ
さ
れ
、
も
て
は
や
さ
れ
だ
し
た
こ
と
ば

で
あ
っ
た
。
「
山
も
と
遠
き
は
ら
野
を
分
ゆ
く
」
は
こ
れ
以
上
刈
り
込
む
こ
と

は
で
き
な
い
ほ
ど
の
短
い
文
で
あ
り
な
が
ら
、
鮮
明
な
印
象
を
持
っ
て
い
る
。

当
時
の
読
者
達
は
そ
の
新
鮮
な
用
語
に
目
を
見
張
り
、
感
動
し
て
、
そ
の
描
き

出
さ
れ
た
世
界
の
さ
ら
に
奥
ま
で
想
像
の
つ
ば
さ
を
広
げ
て
い
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
「
風
に
つ
れ
な
き
」
は
『
国
歌
大
観
』
の
正
続
・
新
編
の
一
・
二

を
検
索
し
た
程
度
で
は
、
幽
『
千
五
百
番
歌
合
』
の
四
二
三
番
の
右
惟
明
親
王
の

歌
で
『
玉
落
集
」
に
も
入
る
（
四
〇
二
）
、
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ゆ
ふ
ま
ぐ
れ
風
に
つ
れ
な
き
し
ら
露
は
し
の
ぶ
に
す
が
る
螢
な
り
け
り

し
か
見
出
だ
せ
な
い
が
『
風
葉
和
歌
集
』
に
名
が
見
え
、
 
一
部
が
残
っ
て
い

る
『
風
に
つ
れ
な
き
物
語
』
も
す
で
に
成
立
し
て
い
る
。
和
歌
的
表
現
で
、
文

章
に
緊
張
感
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
「
あ
を
ち
の
錦
」
の
見
立
て
は
、

「
周
防
内
侍
集
』
の
、

 
 
 
 
い
な
り
の
行
幸
に
、
す
ぎ
の
な
か
に
い
ろ
こ
き
も
み
ち
の
み
え
し
か

 
 
 
 
ば

 
 
い
な
り
山
す
ぎ
ま
の
も
み
ち
き
て
み
れ
ば
た
ゴ
あ
を
ち
な
る
に
し
き
な
り

 
 
け
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
私
家
集
大
成
中
古
皿
 
四
一
．
一
）

が
頭
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
『
十
六
夜
日
記
』
の
道
の
記
の
文
章
に
は
、
こ

の
よ
う
な
和
歌
の
こ
と
ば
や
和
歌
的
な
見
立
て
が
ふ
ん
だ
ん
に
採
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
表
現
を
簡
潔
に
し
、
的
確
鮮
明
な
印
象
を
与
え
、
読
者
の
想

像
力
を
か
き
た
て
て
く
れ
も
す
る
。
並
た
い
て
い
の
言
言
で
は
で
き
る
こ
と
で

は
な
い
し
、
突
撃
も
十
二
分
に
意
を
用
い
て
書
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

に
あ
げ
た
五
つ
の
語
句
は
、
難
解
な
も
の
で
は
な
い
。
「
山
も
と
遠
き
」
「
は

ら
野
」
「
す
そ
野
」
な
ど
は
、
文
意
を
た
ど
っ
て
読
む
た
め
に
は
ほ
と
ん
ど
注

釈
を
加
え
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
『
十
六
夜
日
記
』
が
書
か
れ
た
当
時
、
作

者
や
読
者
達
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い

た
の
か
、
そ
れ
を
解
明
す
る
の
が
注
釈
の
あ
り
方
と
し
て
は
望
ま
れ
る
の
で
あ

る
。

三

関
の
藤
川
で
阿
仏
は
、

．
わ
が
子
ど
も
君
に
つ
か
へ
ん
た
め
な
ら
で
わ
た
ら
ま
し
や
は
せ
き
の
ふ
ち

「
十
 
六
 
夜
 
日
 
記
」
 
論
 
一
注
釈
の
方
法
に
触
れ
つ
つ
一

 
 
河

と
詠
ん
だ
。
為
相
ら
が
歌
道
を
以
て
天
皇
に
仕
え
る
よ
う
に
と
、
辛
い
関
東
へ

の
旅
を
続
け
る
の
で
あ
る
。
名
所
・
歌
枕
を
歴
訪
す
る
形
で
は
あ
っ
て
も
、
旅

愁
と
郷
愁
の
思
い
は
全
体
に
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
目
に
つ
く
の
は
訴

訟
勝
利
祈
願
の
歌
の
多
さ
で
あ
る
。
む
す
ぶ
の
神
の
社
で
は
、

 
 
ま
ぼ
れ
た
ゴ
嵩
む
す
ぶ
の
神
な
ら
ば
と
け
ぬ
う
ら
み
に
わ
れ
ま
よ
は
さ
で

と
思
い
続
け
、
尾
張
一
の
宮
で
は
、

 
 
一
の
み
や
名
さ
へ
な
つ
か
し
ふ
た
つ
な
く
み
つ
な
き
法
を
ま
も
る
な
る
べ

 
 
し

 
熱
田
の
宮
に
は
離
の
歌
を
奉
納
（
一
首
を
示
す
）
。

 
 
い
の
る
そ
よ
わ
が
お
も
ふ
こ
と
な
る
み
が
た
か
た
ひ
く
し
ほ
も
神
の
ま
に

 
 
く

 
三
島
明
神
に
も
次
の
歌
な
ど
三
首
を
奉
納
（
一
首
を
示
す
）
。

 
 
あ
は
れ
と
や
み
し
ま
の
神
の
宮
ば
し
ら
た
ゴ
こ
㌧
に
し
も
め
ぐ
り
き
に
け

 
 
り

 
計
十
首
が
祈
願
の
歌
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
清
見
が
関
で
、
岩
を
越
す
波
を
臼

き
衣
と
見
た
て
た
、

 
 
清
見
が
た
年
ふ
る
岩
に
こ
と
㌧
は
ん
浪
の
ぬ
れ
ぎ
ぬ
い
く
か
さ
ね
き
つ

の
よ
う
な
歌
も
あ
る
。
訴
訟
問
題
で
は
黒
氏
側
か
ら
の
反
論
・
中
傷
は
当
然
激

し
か
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
内
容
の
一
端
は
「
源
承
和
歌
口
伝
」
か
ら
も
想
像
が

つ
く
が
、
自
ら
も
濡
れ
衣
を
着
つ
づ
け
、
い
つ
晴
ら
せ
る
か
と
い
う
思
い
が
こ

の
歌
の
根
底
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歌
が
道
の
記
の
心
情
の

基
調
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
な
め
な
い
。

 
道
の
記
の
部
分
の
執
筆
目
的
が
名
所
の
歌
の
よ
き
見
本
を
作
る
こ
と
に
あ
っ
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た
の
だ
と
す
れ
ば
、
序
の
部
分
と
道
の
記
と
は
完
全
に
取
離
し
た
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
。
し
か
し
、
道
の
記
を
貫
く
心
情
は
序
を
承
け
た
も
の
で
あ
り
、
文

章
に
も
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
て
、
本
来
は
読
者
を
飽
か
せ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
㍉

 
『
十
六
夜
日
記
』
の
現
存
諸
本
の
多
く
は
、
こ
の
歌
に
鎌
倉
滞
在
記
と
い
わ

れ
る
部
分
と
、
鎌
倉
へ
着
い
て
四
年
め
の
春
に
鶴
岡
八
幡
宮
に
訴
訟
勝
利
祈
願

の
た
め
に
奉
っ
た
と
思
わ
れ
る
長
歌
と
を
載
せ
て
い
る
。
本
来
こ
れ
ら
が
一
つ

の
ま
と
ま
っ
た
作
品
と
し
て
企
図
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
に
は
い
く
つ
も
の
考

え
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
紹
介
と
検
討
に
つ
い
て
は
江
口
正
弘
氏
に
周

 
 
 
 
 
（
9
）

到
な
御
堂
が
あ
り
、
そ
れ
に
譲
り
た
い
が
、
江
口
氏
の
結
論
に
も
あ
る
よ
う
に
、

鎌
倉
滞
在
記
ま
で
は
第
一
次
の
成
立
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
滞
在
記
の
部
分
は
、

関
東
の
阿
仏
に
心
を
寄
せ
、
気
づ
か
っ
て
く
れ
る
入
々
と
の
消
息
の
贈
答
を
中

心
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
に
つ
い
て
「
さ
き
の
右
兵
衛
の

か
み
た
め
の
り
の
御
女
歌
よ
む
人
に
て
勅
撰
に
も
た
び
一
入
給
へ
り
」
と
い

っ
た
人
物
紹
介
が
つ
い
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
。
「
く
は
こ
く
も
ん
院
の
新
中

納
言
と
き
こ
ゆ
る
は
京
極
の
中
納
言
定
家
の
む
す
め
…
…
」
と
い
っ
た
説
明
を

読
め
ば
、
こ
の
部
分
で
予
想
さ
れ
て
い
る
読
者
が
為
相
た
ち
で
な
い
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
為
相
周
辺
の
都
の
人
々
で
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。
こ
う
し
た

人
物
説
明
が
必
要
な
読
者
は
衷
ず
関
東
の
人
々
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
序

の
あ
の
強
い
調
子
の
主
張
も
明
ら
か
に
他
へ
の
訴
え
で
「
女
子
は
あ
ま
た
も
な

し
。
た
ゴ
ひ
と
り
に
て
こ
の
ち
か
き
程
の
女
院
に
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
」
な
ど
の
説

「
明
か
ら
見
て
も
、
彼
女
と
親
し
い
人
ば
か
り
へ
の
訴
え
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く

『
十
六
夜
日
記
』
は
、
鎌
倉
幕
府
に
関
わ
る
人
々
を
も
視
野
に
入
れ
、
訴
訟
の

よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
や
自
己
の
立
場
を
強
く
訴
え
か
け
る
意
味
を
も
っ
て
ま

と
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
強
い
自
己
主
張
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の

主
張
の
正
し
さ
を
裏
づ
け
る
実
践
で
も
あ
っ
た
。
定
家
・
為
家
の
家
学
・
歌
道

の
継
承
を
自
負
す
る
以
上
、
そ
の
作
品
が
凡
庸
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。
歌
に
力
点
を
置
く
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
文
章
の
細
部
に
ま
で
周
到

な
工
夫
を
こ
ら
し
て
書
く
の
は
、
け
だ
し
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
弛
。
そ
の
工
夫

は
時
代
を
隔
て
て
わ
れ
わ
れ
に
は
よ
く
見
え
ず
、
ま
た
、
筋
を
追
い
求
め
て

〃
文
章
を
読
み
昧
わ
う
”
こ
と
の
少
な
く
な
っ
た
鑑
賞
の
し
方
が
、
こ
の
作
品

の
理
解
を
妨
げ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

2
注
 
13456789

片
桐
洋
一
氏
「
拾
遺
和
歌
集
の
研
究
本
文
篇
」

「
播
磨
国
細
川
荘
訴
訟
裁
決
状
」
の
旬
（
藤
本
孝
一
氏
「
荘
園
と
冷

泉
家
」
〈
冷
泉
為
任
氏
監
修
『
冷
泉
家
の
歴
史
」
所
収
V
よ
り
）

「
阿
南
尼
の
文
学
」
 
（
国
語
と
国
文
学
 
昭
和
4
年
1
0
月
目

3
に
同
じ
。

「
旅
す
る
女
た
ち
」
 
（
国
文
学
 
昭
和
5
3
年
3
月
。
「
芭
蕉
の
通
な

る
西
行
」
所
収
）

「
新
古
今
亭
名
所
歌
目
録
稿
」
 
（
跡
見
学
園
函
語
科
紀
要
2
0
 
昭
和

47

N
3
月
置

「
中
世
女
流
日
記
文
学
の
研
究
』
本
論
の
第
二
章
の
三

底
本
「
奉
る
歌
壇
」
と
あ
り
な
が
ら
記
載
歌
は
四
首
。
九
条
家
本
等

三
本
に
五
首
あ
る
。

「
十
六
夜
日
記
の
伝
本
と
成
立
に
つ
い
て
」
 
（
国
語
と
国
文
学
 
昭

和
4
7
年
7
月
）
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