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『
十
六
夜
日
記
』
の
地
名
詠
―
「
路
次
の
記
」
を
中
心
に
― 

 

深 

見 

聡 

坂 

井 

伸 

子 

  

一
、 

は
じ
め
に 

 

『
十
六
夜
日
記
』
は
、
弘
安
二
年
十
月
、
阿
仏
尼
が
訴
訟
の
た
め
に

京
都
か
ら
鎌
倉
に
下
向
し
た
旅
と
そ
の
後
を
記
録
し
た
作
品
で
あ
る
。

『
十
六
夜
日
記
』
の
前
半
部
分
は
、
鎌
倉
下
向
の
旅
を
語
る
「
路
次
の

記
」
で
あ
り
、
後
半
は
、
鎌
倉
滞
在
の
様
子
を
伝
え
る
「
東
の
記
」
で

あ
る
。
ま
た
、
九
条
家
本
以
外
の
諸
本
に
は
、
最
後
に
長
歌
が
付
さ
れ

て
い
る

（
注
１
）

。「
路
次
の
記
」
は
、
出
立
の
理
由
を
述
べ
る
序
に
あ
た
る
記
述

と
、
多
く
の
和
歌
を
含
む
旅
の
記
か
ら
構
成
さ
れ
る
。 

従
来
、『
十
六
夜
日
記
』
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
注
目
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
著
者
で
あ
る
阿
仏
尼
は
藤
原
為
家
の
晩
年
の
正
妻

で
あ
り
、
ま
た
、
息
子
為
相
は
歌
道
冷
泉
家
の
祖
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

歌
道
家
と
し
て
の
立
場
が
重
要
視
さ
れ
て
き
た
背
景
が
あ
る
。 

『
十
六
夜
日
記
』
の
和
歌
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
の
主
な
も
の
を
概

観
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

風
巻
景
次
郎
氏
は
、「
路
次
の
記
」
の
和
歌
に
お
い
て
、
和
歌
を
詠
ん

だ
場
所
が
、
地
名
の
み
を
あ
げ
た
場
所
の
二
倍
以
上
に
の
ぼ
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
歌
を
重
要
視
し
て
い
る
と
分
析
し
た
う
え
で
、 

 
 

地
名
の
み
の
土
地
の
大
部
分
が
古
来
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
の
殆
ど

無
か
っ
た
地
名
で
あ
る
の
に
反
し
、
歌
の
詠
ま
れ
た
地
名
は
殆
ど

す
べ
て
歌
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
土
地
で
あ
る
事
を
思
う
と
、
阿
仏

尼
は
、
歌
学
に
於
て
歌
枕
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
る
土
地
を
実
地
に

見
聞
し
、
其
の
土
地
に
関
す
る
和
歌
を
詠
出
す
る
と
い
う
事
に
深

い
関
心
を
有
し
て
居
た
事
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

と
指
摘
し
て
い
る

（
注
２
）

。
ま
た
、「
路
次
の
記
」
の
全
歌
数
五
十
五
首
の
う
ち
、

四
十
九
首
は
和
歌
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
土
地
を
詠
み
込
む
か
、
其
処
で

詠
ん
だ
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
和
歌
で
あ
る
と
指
摘
し
、 

性
質
か
ら
そ
の
土
地
に
関
し
た
名
所
歌
が
大
部
分
で
あ
る
。
（
中
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略
）
阿
仏
尼
の
唯
一
の
目
的
は
名
所
の
歌
の
よ
き
見
本
を
作
る
と

い
う
事
に
存
し
た
の
で
あ
る
。 

と
結
論
づ
け
て
い
る

（
注
３
）

。 

ま
た
、
川
嶋
郁
子
氏
は
、
風
巻
氏
の
論
を
受
け
、『
十
六
夜
日
記
』
に

出
て
く
る
和
歌
一
つ
一
つ
の
修
辞
技
巧
を
詳
し
く
分
析
し
、
阿
仏
尼
の

他
作
品
に
出
て
く
る
和
歌
の
修
辞
技
巧
と
比
較
す
る
こ
と
で
、『
十
六
夜

日
記
』
の
和
歌
は
、 

紀
行
文
と
し
て
情
景
や
気
持
ち
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
よ
り
、
掛

詞
を
多
く
用
い
て
、
掛
詞
の
例
を
示
そ
う
と
す
る
目
的
を
も
っ
て

詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

と
言
及
し
て
い
る

（
注
４
）

。 

一
方
で
、
高
橋
ほ
つ
枝
氏
は
、『
と
は
ず
が
た
り
』
と
『
十
六
夜
日
記
』

の
鎌
倉
へ
の
道
中
の
記
録
を
比
較
し
、『
十
六
夜
日
記
』
の
和
歌
に
つ
い

て 

そ
の
和
歌
は
、
修
辞
法
や
故
事
に
み
ち
、
内
容
は
鎌
倉
へ
訴
訟
に

行
く
と
い
う
目
的
遂
行
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
さ
も
な

く
ば
、
古
典
を
想
起
し
、
類
型
的
表
現
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
が

多
い
。
従
っ
て
一
見
簡
潔
で
整
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
作
品
が
読

者
に
と
っ
て
は
興
味
を
引
か
ず
、
お
お
む
ね
生
気
に
欠
け
て
い
る
。

つ
ま
り
、
和
歌
の
型
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
で
、
観
念
的
に
こ
と
を
は

こ
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
。 

と
結
論
づ
け

（
注
５
）

、『
十
六
夜
日
記
』
の
和
歌
は
類
型
的
表
現
が
多
い
と
指
摘

し
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
長
崎
健
氏
は
、
先
行
作
品
に
記
述
さ
れ
る
地
名
を
一
覧
し

『
十
六
夜
日
記
』
に
登
場
す
る
地
名
と
比
較
し
た
上
で
、 

こ
の
路
次
の
章
段
は
、
つ
ら
い
旅
を
続
け
て
い
る
、
あ
る
個
人
の
、

母
親
と
し
て
の
感
傷
の
記
録
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

と
考
察
し
て
い
る

（
注
６
）

が
、
根
拠
と
な
る
用
例
は
、
歌
枕
と
さ
れ
る
「
鳴
海

潟
」
「
小
夜
の
中
山
」
「
宇
津
の
山
」
の
記
述
が
挙
げ
ら
れ
、
他
作
品
に

比
べ
『
十
六
夜
日
記
』
は
、
歌
枕
の
景
物
的
部
分
が
不
足
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
地
名
詠
に
つ
い
て
は
、

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。 

以
上
の
よ
う
に
『
十
六
夜
日
記
』
の
和
歌
に
つ
い
て
分
析
さ
れ
る
際
、

名
所
歌
枕
詠
は
こ
れ
ま
で
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方

で
、
少
数
で
は
あ
り
な
が
ら
も
和
歌
の
世
界
で
馴
染
み
の
薄
い
地
名
を

詠
み
込
ん
だ
和
歌
に
つ
い
て
総
合
的
に
分
析
し
て
い
る
先
行
研
究
は
、

管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。 

 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
後
に
述
べ
る
と
お
り
、
当
時
必
ず
し
も
歌
枕
と

さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
地
名
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
を
中
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心
に
分
析
を
お
こ
な
い
た
い
。『
十
六
夜
日
記
』
に
書
か
れ
た
地
名
の
中

か
ら
、
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
地
名
を
抽
出
し
、
他
出
の
検
討
を
踏
ま

え
、
阿
仏
尼
が
ど
の
よ
う
に
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
か
そ
の
特
色
に
つ

い
て
検
証
す
る
。
そ
の
際
、「
東
の
記
」
で
は
、
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た

地
名
が
六
個
、
九
条
家
本
以
外
の
諸
本
に
あ
る
長
歌
に
は
地
名
が
十
六

個
し
か
出
て
来
な
い
た
め
、
特
に
地
名
が
頻
出
す
る
「
路
次
の
記
」
に

限
定
し
て
分
析
を
進
め
て
い
く
。 

 

な
お
、『
十
六
夜
日
記
』
の
本
文
は
、
九
条
家
旧
蔵
本
・
松
平
文
庫
本

を
底
本
と
す
る
岩
佐
美
代
子
校
註
・
訳
「
十
六
夜
日
記
」（
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
４
８
『
中
世
日
記
紀
行
集
』
）
に
拠
る
。
ま
た
、
本
稿
に
お

け
る
和
歌
の
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
依
拠
し
、
表
記
の
一
部
を

私
に
改
め
、
引
用
文
中
の
傍
線
は
私
に
附
し
た
。 

 

二
、 

阿
仏
尼
の
地
名
詠
に
見
え
る
表
現
技
巧 

 

『
十
六
夜
日
記
』
は
、
風
巻
氏
の
先
行
研
究

（
注
７
）

で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
名
所
の
歌
の
よ
き
見
本
」
と
い
う
要
素
が
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

歌
枕
を
詠
ん
で
い
る
和
歌
が
大
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

具
体
的
な
例
と
し
て
『
十
六
夜
日
記
』
に
お
け
る
逢
坂
の
場
面
で
は
、 

一
二
さ
だ
め
な
き
い
の
ち
は
し
ら
ぬ
旅
な
れ
ど
又
あ
ふ
坂
と 

た
の
め
て
ぞ
行
く 

「
さ
だ
め
な
き
」
は
仏
教
の
老
少
不
定
を
や
わ
ら
げ
た
表
現
で
あ
り
、

「
又
あ
ふ
」
は
無
事
戻
り
た
い
と
い
う
願
望
と
「
逢
坂
」
と
い
う
地
名

の
掛
詞
で
あ
る
。「
逢
坂
」
を
詠
ん
だ
作
は
、
先
行
の
類
例
が
多
い
。
例

え
ば
、 か

つ
こ
え
て
わ
か
れ
も
ゆ
く
か
あ
ふ
さ
か
は
人
だ
の
め
な
る
名 

に
こ
そ
あ
り
け
れ 

 
 

（
古
今
和
歌
集
・
三
九
〇
・
紀
貫
之
） 

こ
れ
や
こ
の
ゆ
く
も
帰
る
も
別
れ
つ
つ
し
る
も
し
ら
ぬ
も
あ
ふ 

さ
か
の
関 

 
 

 
 

 
 

 

（
後
撰
集
・
一
〇
八
九
・
蝉
丸
） 

等
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
逢
坂
の
関
で
の
感
懐
を
詠
ん
だ
和
歌
と
し
て
知

ら
れ
、「
逢
坂
」
に
は
「
逢
う
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
一
般
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
注
８
）

。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
阿
仏
尼
詠
は
、

歌
枕
と
し
て
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
和
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

同
様
に
、『
十
六
夜
日
記
』
の
不
破
の
関
の
場
面
で
は
、
以
下
の
よ
う

に
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。 

一
八
ひ
ま
お
ほ
き
不
破
の
関
屋
は
こ
の
ほ
ど
の
時
雨
も
月
も 

 

い
か
に
も
る
ら
ん 

「
も
る
」
は
、「
守
る
」
と
「
洩
る
」
の
掛
詞
で
あ
り
、
関
の
縁
語
と

な
る
。
本
歌
は
、 

人
す
ま
ぬ
ふ
は
の
せ
き
や
の
い
た
び
さ
し
あ
れ
に
し
の
ち
は
た 

だ
秋
の
か
ぜ 

 
 

（
秋
篠
月
清
集
・
一
一
二
八
・
藤
原
良
経
） 

と
さ
れ
る

（
注
９
）

。「
不
破
の
関
」
は
美
濃
国
を
代
表
す
る
名
所
と
し
て
多
く
の
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和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
中
で
も
「
人
住
ま
ぬ
」
の
和
歌
は
、
阿
仏
尼

詠
で
も
共
通
す
る
点
は
多
い
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る

『
十
六
夜
日
記
』
の
和
歌
は
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

「
名
所
の
歌
の
よ
き
見
本
」
と
し
て
、
多
く
の
先
行
歌
が
見
ら
れ
る
著

名
な
歌
枕
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
。 

で
は
、『
十
六
夜
日
記
』
の
和
歌
す
べ
て
に
お
い
て
歌
枕
の
み
が
重
要

視
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
対
照
的
に
歌
枕
と
し
て
確
立
し
て
い
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
地
名
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
も
存
在
す
る
。
そ
れ

ら
の
和
歌
は
、
先
行
歌
も
少
な
い
。 

ま
ず
は
、
管
見
の
限
り
な
が
ら
先
行
歌
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な

か
っ
た
和
歌
を
概
観
す
る
。 

一
九
た
び
人
は
蓑
打
ち
は
ら
ふ
夕
ぐ
れ
の
雨
に
や
ど
か
る
笠
縫 

の
里 

『
古
今
和
歌
六
帖
』
や
、『
五
代
集
歌
枕
』
に
「
か
さ
ぬ
い
の
し
ま
」

と
し
て
の
用
例
は
あ
る
。
こ
れ
ら
は
古
く
か
ら
歌
人
の
参
考
書
と
な
っ

た
と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
か
さ
ぬ
い
」
と
い
う
言
葉
は
素
材
と

し
て
は
当
時
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
、
用
例
と

し
て
は
少
な
い
た
め
、
歌
に
は
あ
ま
り
詠
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。
先
行
歌
に
お
け
る
「
か
さ
ぬ
い
の
し
ま
」
は
摂
津
の

入
り
江
に
浮
か
ぶ
島
を
詠
ん
で
い
る

（
注
１
０
）

。
阿
仏
尼
の
場
合
は
、
美
濃
国
の

「
笠
縫
」
で
あ
り
、
場
所
が
異
な
っ
て
い
る
。『
十
六
夜
日
記
』
に
お
け

る
笠
縫
の
和
歌
は
、
雨
具
で
あ
る
笠
を
縫
う
こ
と
と
地
名
の
笠
縫
を
掛

け
て
、
東
海
道
上
の
地
名
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
本
文
に

は
、 

 

関
よ
り
か
き
く
ら
し
つ
る
雨
、
時
雨
に
す
ぎ
て
降
り
く
ら
せ
ば
、

道
も
い
と
悪
し
く
て
、
心
よ
り
ほ
か
に
笠
縫
の
駅
と
い
ふ
所
に
と

ど
ま
る
。 

と
あ
り
、
辺
り
一
面
が
真
っ
暗
な
様
子
や
、
雨
は
や
む
こ
と
な
く
降
り

続
き
、
道
が
と
て
も
悪
く
、
不
本
意
に
も
笠
縫
に
宿
泊
す
る
こ
と
と
な

っ
た
と
あ
り
、
和
歌
と
は
対
照
的
に
旅
の
厳
し
さ
辛
さ
が
描
か
れ
て
い

る
。 

二
三
一
の
宮
名
さ
へ
な
つ
か
し
ふ
た
つ
な
く
み
つ
な
き
法の

り

を
ま 

も
る
な
る
べ
し 

『
阿
仏
尼
全
集
』
所
収
の
四
條
局
假
名
諷
誦
に
は
、 

世
を
遁
れ
、
真
の
道
を
尋
ね
て
、
二
も
な
く
三
も
な
き
一
乗
法
華

の
行
者
、
日
毎
に
読
誦
を
積
む
こ
と
二
千
七
百
余
部
、
病
の
床
、

臨
終
の
際
ま
で
念
佛
怠
る
こ
と
な
し
。 

と
あ
り

（
注
１
１
）

、
為
家
の
仏
道
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。 

「
一
の
宮
」
の
和
歌
の
「
ふ
た
つ
な
く
み
つ
な
き
法の

り

」
か
ら
は
、
四

條
局
假
名
諷
誦
の
「
二
も
な
く
三
も
な
き
一
乗
法
華
の
行
者
」
と
い
う

言
葉
が
連
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
阿
仏
尼
が
為
家
の
教
え
に
傾
倒
し
て

い
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
思
い
を
和
歌
に
積
極
的
に
詠
み
込
も
う
と
す
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る
姿
勢
が
み
ら
れ
る
。
尾
張
の
「
一
の
宮
」
の
先
行
歌
は
管
見
の
限
り

見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
当
時
詠
ま
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
当
時
必
ず
し
も
歌
枕
と
し
て
定
着
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ

る
地
名
で
あ
っ
て
も
、
阿
仏
尼
は
詠
み
込
ん
で
、
和
歌
に
仕
上
げ
て
い

る
。 

四
二
た
れ
か
来
て
見
つ
け
の
さ
と
と
聞
く
か
ら
に
い
と
ど
旅
寝 

の
空
お
そ
ろ
し
き 

「
み
つ
け
」
は
地
名
の
「
見
附
」
と
「
見
つ
け
る
」
が
、
掛
詞
に
な

っ
て
い
る
。「
た
れ
か
き
て
」
と
話
し
か
け
る
様
子
、
見
附
の
里
と
「
聞

く
か
ら
に
」
と
、
伝
聞
的
な
表
現
を
入
れ
る
こ
と
で
、
旅
先
で
の
人
々

と
の
関
わ
り
や
そ
の
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。「
空
お
そ
ろ
し
」
か
ら
は
、

都
に
は
な
い
雰
囲
気
と
同
時
に
都
か
ら
離
れ
た
「
見
附
」
と
い
う
場
所

の
恐
ろ
し
さ
や
旅
先
の
危
険
な
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
本
文
に
は
、 

 
 

今
夜
は
遠
江
、
見
附
の
国
府
と
い
ふ
所
に
と
ど
ま
る
。
里
荒
れ
て

物
恐
ろ
し
。 

と
あ
る
。
恐
ろ
し
い
思
い
を
し
な
が
ら
も
勝
訴
を
目
指
し
、
必
死
で
旅

を
続
け
て
い
る
阿
仏
尼
の
心
境
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
、

安
井
重
雄
氏
が
、 

 
 

都
に
お
け
る
観
念
的
な
歌
枕
詠
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
、
旅
の
途

上
の
地
方
に
お
け
る
実
地
性
を
帯
び
て
い
る
。 

と
指
摘
し
て
い
る

（
注
１
２
）

と
お
り
、
当
時
の
歌
枕
詠
と
は
一
線
を
画
し
た
表
現

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

五
六
心
か
ら
お
り
た
つ
た
ご
の
蜑
衣
ほ
さ
ぬ
う
ら
み
と
人
に
か 

た
る
な 

「
お
り
た
つ
」
は
掛
詞
に
な
っ
て
お
り
、「
蜑
衣
」
と
は
縁
語
で
あ
る
。

「
う
ら
み
」
は
「
浦
見
」
と
「
恨
み
」
の
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
。
本
文

に
は
、 

 
 

今
日
は
、
日
い
と
う
ら
ら
か
に
て
、
田
子
の
浦
に
打
ち
出
づ
。
海

人
ど
も
の
漁
す
る
を
見
て
も
、 

と
あ
る
。「
う
ら
ら
か
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
場

面
の
み
で
あ
る
。
注
釈
書
で
は
「
の
ど
か
」
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て

お
り

（
注
１
３
）

、
お
だ
や
か
な
様
子
と
し
て
評
価
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。『
十
六

夜
日
記
』
は
、
旅
の
大
変
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
表
現
が
多
い
中
、
こ
の

「
う
ら
ら
か
」
と
い
う
言
葉
は
特
徴
的
な
形
容
表
現
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
海
人
の
漁
を
す
る
姿
を
見
て
、
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、

風
景
だ
け
で
な
く
、
そ
の
場
所
に
暮
ら
す
人
々
を
想
起
さ
せ
る
地
名
詠

で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
田
子
の
浦
と
い
う
歌
枕
を
よ
り
鮮
明
に
生
き
生

き
と
印
象
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。「
田
子
の
蜑
衣
」
で
の
先
行
歌
の
用

例
は
管
見
の
限
り
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、「
田
子
の
海
人
」
や
「
田

子
」
と
「
海
人
」
の
用
例
は
多
く
み
ら
れ
、「
田
子
の
浦
」
と
い
う
歌
枕

は
、
歌
論
書
や
辞
書
に
も
歌
枕
と
し
て
記
載
が
あ
る
。
さ
ら
に
、「
田
子
」

と
「
蜑
衣
」
の
組
み
合
わ
せ
は
見
ら
れ
な
い
。
田
子
と
い
う
地
名
を
尊
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重
し
つ
つ
も
、
蜑
衣
と
い
う
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
点
に
阿
仏
尼

の
特
異
性
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
海
人
衣
は
、
海
人
が
着
る
衣

服
で
常
に
海
水
に
濡
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
涙
に
ぬ
れ
て
い
る
衣
を
比

喩
し
て
い
る

（
注
１
４
）

。
自
身
の
つ
ら
い
身
の
上
を
表
現
す
る
と
同
時
に
「
恨
み

を
語
る
な
」
と
自
分
を
戒
め
て
お
り
、
道
中
で
の
阿
仏
尼
の
心
中
を
推

し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
田
子
」
の
先
行
歌
と
し
て
は
、 

袖
ぬ
る
る
こ
ひ
ぢ
と
か
つ
は
知
り
な
が
ら
下
り
立
つ
田
子
の
み 

づ
か
ら
ぞ
う
き 

 
 

（
源
氏
物
語
・
一
一
五
・
六
条
御
息
所
） 

と
い
う
、
六
条
御
息
所
の
複
雑
な
心
境
を
表
す
和
歌
が
あ
る
。
二
つ
の

和
歌
は
「
お
り
た
つ
た
ご
」
が
共
通
し
て
い
る
。
阿
仏
尼
が
先
行
歌
を

踏
ま
え
、
和
歌
の
表
現
技
巧
を
様
々
に
駆
使
し
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ

と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
実
際
に
東
海
道
の
旅
の
そ
の
場
で

見
た
景
色
や
人
々
の
様
子
と
と
も
に
自
身
の
心
情
を
表
現
し
よ
う
と
す

る
阿
仏
尼
の
姿
勢
が
理
解
さ
れ
る
。 

六
二
あ
づ
ま
ぢ
の
ゆ
さ
か
を
こ
え
て
見
わ
た
せ
ば
し
ほ
木
な
が

る
る
は
や
河
の
水 

こ
の
和
歌
に
は
、「
あ
づ
ま
ぢ
」「
ゆ
さ
か
」「
は
や
河
」
と
い
う
三
つ

の
地
名
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
三
つ
の
地
名
の
う
ち
、「
あ
づ
ま
ぢ
」

や
「
は
や
河
」
は
先
行
歌
が
多
い
。
例
え
ば
、
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

あ
づ
ま
ぢ
の
さ
や
の
中
山
な
か
な
か
に
な
に
し
か
人
を
思
ひ
そ 

め
け
む 

 
 

 
 

 
 

（
古
今
和
歌
集
・
五
九
四
・
紀
友
則
） 

み
ご
も
り
に
い
き
づ
き
あ
ま
り
は
や
か
は
の
せ
に
は
た
つ
と
も 

ひ
と
に
い
は
め
や
も 

 
 

 
 

 
 

（
万
葉
集
・
一
三
八
八
） 

し
か
し
、「
ゆ
さ
か
」
は
先
行
歌
が
管
見
の
限
り
見
ら
れ
な
い
。
当
時

の
東
海
道
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
新
城
常
三
氏
『
鎌
倉
時
代
の
交
通
』

に
、 

 
 

東
海
道
は
、
京
都
・
鎌
倉
と
い
う
二
大
政
権
所
在
地
を
結
合
す
る

街
道
と
し
て
優
先
す
る
に
至
り
、
そ
の
重
要
性
は
と
み
に
高
ま
っ

た
。 

と
の
記
述
が
あ
る

（
注
１
５
）

。
さ
ら
に
『
日
本
地
名
大
辞
典
』
に
も
、 

 
 

古
来
竹
之
下
か
ら
矢
倉
沢
（
南
足
柄
市
）
を
経
て
関
本
（
南
足
柄

市
）
に
至
る
約
八
㎞
の
道
筋
を
足
柄
坂
と
呼
ん
だ
。（
中
略
）
平
安

期
の
歌
人
た
ち
も
少
な
か
ら
ぬ
詠
歌
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、

鎌
倉
期
に
入
る
と
京
都
と
鎌
倉
と
の
間
の
交
通
が
頻
繁
と
な
っ

た
た
め
、
新
た
に
三
島
か
ら
小
田
原
へ
通
じ
る
箱
根
越
え
八
里

（
三
二
㎞
）
の
新
道
が
開
発
さ
れ
、
源
頼
朝
が
箱
根
権
現
社
を
崇

敬
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
足
柄
峠
は
し
だ
い
に
衰
退
し
た
。 

と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
注
１
６
）

。 

『
十
六
夜
日
記
』
に
も
、
本
文
に 

足
柄
の
山
は
道
遠
し
と
て
、
箱
根
路
に
か
か
る
な
り
け
り 

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
平
安
期
の
東
海
道
は
、
足
柄
山
を
通
る
足
柄
路

が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
幕
府
が
成
立
し
、
箱
根
路
が
そ
の
主
流
と
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な
っ
て
い
る
。
足
柄
山
は
通
過
し
て
い
な
い
が
、
和
歌
に
は
詠
ま
れ
て

い
る
た
め
、
平
安
期
に
歌
枕
と
し
て
定
着
し
て
い
た
「
足
柄
山
」
を
意

識
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
湯

坂
を
通
る
「
箱
根
路
」
で
も
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
加
え
て
本
文
に
は
、 

 
 

い
と
険
し
き
山
を
下
る
。
人
の
足
も
と
ど
ま
り
が
た
し
。
湯
坂
と

ぞ
い
ふ
な
る
。
辛
う
じ
て
越
え
果
て
た
れ
ば
、
麓
に
早
川
と
い
ふ

川
あ
り
。 

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
箱
根
路
を
積
極
的
に
記
述
し
よ
う
と
し
た
阿
仏 

尼
の
視
点
が
見
ら
れ
る
。
先
行
の
文
献
や
歌
枕
だ
け
で
な
く
、
東
海
道 

の
現
状
も
『
十
六
夜
日
記
』
で
は
描
こ
う
と
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ 

る
。 

 

三
、 

先
行
歌
と
の
比
較
か
ら
見
え
る
阿
仏
尼
の
地
名
詠
の
特
色
と
文

化
圏
か
ら
の
影
響 

 

次
に
、『
十
六
夜
日
記
』
の
和
歌
に
お
い
て
歌
枕
と
し
て
定
着
し
て
い

な
い
と
考
え
ら
れ
る
地
名
を
詠
ん
だ
和
歌
の
中
で
、
先
行
歌
が
少
な
い

も
の
に
つ
い
て
分
析
し
た
い
。
そ
れ
ら
の
和
歌
を
分
析
し
て
い
く
と
、

元
来
言
わ
れ
て
き
た
為
家
と
の
強
固
な
影
響
関
係

（
注
１
７
）

、
さ
ら
に
は
そ
の
文

化
圏
か
ら
の
影
響
も
見
受
け
ら
れ
る
。 

ま
ず
は
、
為
家
と
の
影
響
関
係
が
わ
か
る
和
歌
を
見
て
い
き
た
い
。 

一
五
た
び
人
は
み
な
も
ろ
共
に
朝
立
ち
て
こ
ま
打
ち
わ
た
す
や 

す
の
川
霧

（
注
１
８
） 

「
野
洲
川
」
は
、
大
嘗
会
の
風
俗
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い

（
注
１
９
）

。『
十

六
夜
日
記
』
以
前
に
「
や
す
の
川
霧
」
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
先
行
歌
は

次
の
一
首
と
な
る
。 

 
 

朝
ぼ
ら
け
や
な
せ
の
な
み
の
音
に
し
て
わ
た
り
や
い
づ
こ
や
す
の

川
霧 

 
 

 
 

 
 

 

（
為
家
集
・
一
三
六
二
・
藤
原
為
家
） 

「
朝
」「
や
す
の
川
霧
」
が
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
阿
仏
尼
が
「
こ
ま
う
ち
わ
た
す
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う

に
こ
の
場
面
で
は
、「
音
」
が
重
要
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
為
家
も
同

じ
よ
う
に
「
音
」
を
使
う
点
が
共
通
し
て
い
る
。 

四
五
わ
た
ら
ん
と
思
ひ
や
か
け
し
東
路
に
あ
り
と
ば
か
り
は
き 

く
河
の
水 

「
菊
川
」
は
、
尋
ね
る
意
味
の
「
聞
く
」
と
地
名
の
「
菊
川
」
が
掛

詞
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、「
菊
川
」
の
「
き
く
」
を
掛
詞
に
し

て
い
る
和
歌
は
「
う
つ
り
ゆ
く
」
の
和
歌
の
み
と
な
る
。
他
の
和
歌
は
、

「
菊
川
」
の
地
名
を
示
し
て
い
る
。
承
久
の
乱
（
一
二
二
一
）
で
藤
原

宗
行
が
辞
世
の
詩
を
作
っ
た
場
所
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
場

所
で
も
あ
る
。
先
行
歌
は
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

う
つ
り
ゆ
く
わ
が
か
げ
の
み
や
か
は
る
ら
ん
お
い
せ
ぬ
も
の
と 

き
く
か
は
の
水 

（
明
日
香
井
和
歌
集
・
一
五
二
六
・
藤
原
雅
経
） 
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菊
川
に
つ
ゆ
の
な
さ
け
を
と
ど
め
置
き
て
は
か
な
き
名
を
も
な 

が
し
け
る
か
な 

 
 

 

（
信
生
法
師
集
・
一
二
・
信
生
法
師
） 

昔
南
陽
県
菊
水 

汲
下
流
而
延
齢 

今
東
海
道
菊
河 

於
西
岸
而
失
命 

 

（
古
今
著
聞
集
・
二
六
六
・
中
御
門
中
納
言
宗
行
卿
） 

わ
す
れ
め
や
軒
の
か
や
ま
に
雨

ふ
（
も
）

り
て
袖
ほ
し
か
ね
し
菊
川
の 

宿 
 

 
 

 
 

 
 

（
中
書
王
御
詠
・
二
三
四
・
宗
尊
親
王
） 

露
な
が
ら
ぬ
れ
て
ほ
す
な
る
旅
衣
さ
よ
の
山
路
の
菊
川
の
水 

（
都
路
の
別
れ
・
二
〇
・
飛
鳥
井
雅
有
） 

 
 

神
な
月
又
う
つ
ろ
は
ぬ
菊
川
に
里
を
わ
か
れ
ず
秋
ぞ
の
こ
れ
る

（
為
家
集
・
一
三
五
八
・
藤
原
為
家
） 

先
行
歌
は
い
ず
れ
も
中
世
期
の
作
の
も
の
で
あ
る
。
宗
行
卿
以
外
の

人
物
は
、
い
ず
れ
も
阿
仏
尼
と
直
接
か
か
わ
り
が
あ
る
と
さ
れ
る
人
物

で
あ
る
。
阿
仏
尼
自
身
も
「
あ
り
と
ば
か
り
は
」
と
詠
み
、
菊
川
で
の

出
来
事
は
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
菊
川
の
前
出
の
地
名
は
、
歌

枕
と
し
て
定
着
し
て
い
る
「
小
夜
の
中
山
」
、
さ
ら
に
菊
川
を
は
さ
ん
で
、

次
の
地
名
は
「
大
井
川
」「
宇
津
の
山
」
と
著
名
な
歌
枕
が
続
く
。
そ
の

中
で
菊
川
は
当
時
と
し
て
は
新
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
つ
地
名
と
な
る
。

予
想
も
し
な
か
っ
た
数
奇
な
運
命
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
阿
仏
尼
の
様

子
が
看
取
さ
れ
る
。 

五
五
さ
え
わ
び
ぬ
雪
よ
り
お
ろ
す
富
士
河
の
川
風
こ
ほ
る
冬
の 

衣
手 

「
富
士
」
は
、「
富
士
の
ね
」
や
「
富
士
の
け
ぶ
り
」
な
ど
、
多
く
の

用
例
が
見
ら
れ
る
が
、「
富
士
河
」
の
場
合
の
先
行
歌
は
次
の
四
首
が
挙

げ
ら
れ
る
。 

 
 

あ
は
む
と
は
お
も
ひ
わ
た
れ
ど
ふ
じ
か
は
の
す
ま
ず
は
つ
ひ
に
か

げ
も
み
え
じ
を 

 
 

（
左
兵
衛
佐
定
文
歌
合
・
二
〇
・
躬
恒
） 

 
 

峰
は
も
え
ふ
も
と
は
に
ご
る
ふ
じ
河
の
我
も
憂
世
を
住
み
ぞ
わ
づ

ら
ふ 

 
 

 
 

 
 

 

（
深
養
父
集
・
六
四
・
清
原
深
養
父
） 

音
に
き
き
し
名
高
き
山
の
わ
た
り
と
て
底
さ
へ
ふ
か
し
富
士
川 

の
水 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
海
道
記
・
四
六
） 

吹
き
お
ろ
す
雪
か
と
み
れ
ば
白
妙
に
ま
さ
ご
ぞ
な
び
く
ふ
じ
の 

河
風 

 
 

 
 

 
 

 

（
為
家
集
・
一
三
六
〇
・
藤
原
為
家
） 

為
家
の
和
歌
は
、
「
お
ろ
す
」
「
雪
」
「
富
士
」
「
川
風
」
と
、
阿
仏
尼
の

和
歌
と
共
通
す
る
素
材
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
前
項
の
一
三
五
八
番

歌
と
、
一
三
六
〇
番
歌
に
つ
い
て
は
、
建
長
五
年
に
詠
ま
れ
た
も
の
で

あ
る

（
注
２
０
）

。
建
長
五
年
は
、
阿
仏
尼
が
為
家
に
出
会
っ
た
年
と
さ
れ
る

（
注
２
１
）

。 
次
に
、
文
化
圏
か
ら
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
和
歌
に
つ
い
て
分
析
し

た
い
。 一

六
む
す
ぶ
手
に
に
ご
る
心
を
す
す
ぎ
な
ば
う
き
世
の
夢
や
さ
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め
が
井
の
水 

「
さ
め
が
い
」
は
、
つ
ら
い
現
世
の
悩
み
か
ら
「
覚
め
る
」
と
地
名

の
「
さ
め
が
い
」
の
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
水
の
縁
語
と
し

て
、「
む
す
ぶ
」「
に
ご
る
」「
す
す
ぐ
」「
う
く
」
な
ど
を
使
っ
て
い
る
。

「
さ
め
が
い
」
を
使
う
用
例
は
、
中
世
期
に
集
中
し
て
い
る
。
鎌
倉
幕

府
が
で
き
、
急
速
に
東
海
道
が
発
達
し
た
た
め
、「
さ
め
が
い
」
が
和
歌

に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
時
代
背
景
が
影
響
と
し
て
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、『
十
六
夜
日
記
』
以
前
の
用
例
は
二
例
し
か

見
ら
れ
ず
、
和
歌
に
、「
さ
め
が
い
」
を
詠
み
込
む
こ
と
は
、
当
時
で
は

め
ず
ら
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
先
行
歌
に
は
、
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

わ
く
ら
ば
に
行
き
て
も
み
し
か
さ
め
が
ゐ
の
ふ
る
き
し
水
に
や 

ど
る
月
影 

 
 

 
 

 

（
金
槐
和
歌
集
・
二
七
八
・
源
実
朝
） 

お
も
ひ
ゆ
く
そ
の
お
も
か
げ
に
袖
ぬ
れ
て
む
す
ば
ぬ
夢
も
さ
め 

が
ゐ
の
水 

 

（
明
日
香
井
和
歌
集
・
一
四
九
九
・
藤
原
雅
経
） 

源
実
朝
は
、
定
家
に
和
歌
を
習
っ
て
い
た

（
注
２
２
）

。
ま
た
、
飛
鳥
井
家
の
祖

で
あ
る
藤
原
雅
経
は
、
源
頼
家
に
厚
遇
さ
れ
鎌
倉
幕
府
政
所
別
当
大
江

広
元
の
女
婿
で
あ
り

（
注
２
３
）

、
鎌
倉
歌
壇
と
の
関
わ
り
も
深
い
。
雅
経
の
孫
雅

有
は
、
の
ち
に
『
飛
鳥
井
雅
有
日
記
』
で
、
為
家
や
阿
仏
尼
と
の
交
流

を
描
き
、
そ
の
親
し
い
間
柄
を
示
し
て
い
る

（
注
２
４
）

。 

三
三
ま
ち
け
り
な
む
か
し
も
こ
え
し
み
や
路
山
お
な
じ
し
ぐ
れ

の
め
ぐ
り
あ
ふ
世
を 

「
し
ぐ
れ
」
は
「
め
ぐ
り
」
の
縁
語
で
あ
る
。
阿
仏
尼
は
以
前
「
う

た
た
ね
」
を
記
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
も
、
養
父
に
勧
め
ら
れ
て
浜
松

ま
で
旅
を
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
宮
路
山
は
二
回
目
の
訪
問
と
な
る
。

そ
の
経
験
を
も
と
に
、
こ
の
和
歌
を
詠
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
阿
仏
尼

は
、
東
海
道
を
下
る
旅
を
二
回
も
経
験
し
て
い
る
。
か
つ
『
十
六
夜
日

記
』
は
阿
仏
尼
の
晩
年
作
で
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
得
た
様
々
な

経
験
や
知
識
を
用
い
て
、
書
き
あ
げ
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

先
行
歌
に
は
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

な
に
し
お
は
ば
と
ほ
か
ら
ね
ど
も
み
や
ぢ
や
ま
こ
れ
に
た
む
け 

の
ぬ
さ
に
せ
よ
き
み 

 

（
躬
恒
集
・
一
五
〇
・
凡
河
内
躬
恒
） 

 

あ
ら
し
こ
そ
ふ
き
こ
ざ
り
け
れ
み
や
ぢ
山
ま
だ
も
み
ぢ
ば
の 

ち
ら
で
の
こ
れ
る 

 
 

 

（
更
級
日
記
・
三
・
菅
原
孝
標
女
） 

君
が
あ
た
り
雲
井
に
み
つ
つ
み
や
ぢ
山
打
ち
越
え
ゆ
か
ん
末
も 

し
ら
れ
ず 

 
 

 
 

（
五
代
集
歌
枕
・
三
八
九
・
詠
人
不
知
） 

こ
え
ゆ
か
む
す
ゑ
は
い
づ
こ
ぞ
み
や
ぢ
山
か
す
む
雲
井
の
春
の 

夕
ぐ
れ 

 
 

 
 

 

（
柳
葉
和
歌
集
・
四
五
二
・
宗
尊
親
王
） 

凡
河
内
躬
恒
は
、
宮
路
山
と
都
を
想
起
さ
せ
る
「
宮
」
を
掛
け
て
い

る
。
『
更
級
日
記
』
で
は
、
実
景
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
『
五
代
集
歌
枕
』

に
も
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
宮
路
山
」
は
当
時
よ
く
知
ら
れ
て
い

た
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
、
先
行
歌
は
少
な
い
た
め
、
実
際
に
和
歌

に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
尊
親
王
は
、
為
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家
に
和
歌
を
学
ん
で
い
た

（
注
２
５
）

こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。 

五
七
あ
は
れ
と
や
み
し
ま
の
神
の
宮
柱
た
だ
こ
こ
に
し
も
め
ぐ

り
き
に
け
り 

み
し
ま
の
神
の
「
み
し
ま
」
は
、
地
名
の
「
三
島
」
と
「
見
す
」
が

掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
句
の
最
初
の
文
字
「
み
し
ま
」
の

「
み
」
と
、
三
句
最
初
の
「
宮
柱
」
の
「
み
」
が
韻
を
踏
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
「
め
ぐ
り
」
は
柱
の
縁
語
と
な
っ
て
い
る
。 

あ
だ
な
み
の
た
つ
や
お
そ
き
と
さ
わ
ぐ
な
り
み
し
ま
の
か
み
は 

い
か
が
こ
た
へ
む 

 
 

 
 

（
実
方
集
・
八
一
・
藤
原
実
方
） 

ま
た
、「
三
島
」
と
「
神
」
を
使
っ
た
先
行
歌
に
は
、
次
の
和
歌
が
挙

げ
ら
れ
る
。 

思
ひ
出
づ
る
こ
こ
ろ
や
神
も
か
よ
ふ
ら
ん
夢
に
み
し
ま
の
み
た 

ら
し
の
水 

 
 

 
 

（
竹
風
和
歌
抄
・
二
七
一
・
宗
尊
親
王
） 

「
三
島
」
を
「
見
す
」
と
掛
詞
に
し
て
い
る
点
で
、
宮
路
山
の
例
と
同

様
に
文
化
圏
の
中
で
の
関
係
性
が
考
え
ら
れ
る
。
阿
仏
尼
は
『
十
六
夜

日
記
』
で
神
社
に
奉
納
し
て
い
る
和
歌
が
多
い
。
旅
の
目
的
が
勝
訴
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
神
社
へ
の
祈
願
は
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。 五

九
た
づ
ね
き
て
わ
が
こ
え
か
か
る
箱
根
路
を
山
の
か
ひ
あ
る

し
る
べ
と
ぞ
思
ふ 

第
四
句
の
「
山
の
か
ひ
あ
る
」
の
「
峡
」
が
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
。

「
箱
根
」
や
「
箱
根
の
山
」
は
用
例
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
「
箱
根
路
」

の
用
例
は
少
な
い
。
箱
根
路
を
『
十
六
夜
日
記
』
以
前
に
和
歌
に
詠
ん

で
い
る
例
は
以
下
の
二
首
と
な
る
。 

は
こ
ね
ぢ
を
わ
が
こ
え
く
れ
ば
伊
豆
の
海
や
お
き
の
こ
じ
ま
に 

浪
の
よ
る
み
ゆ 

 
 

 

（
金
槐
和
歌
抄
・
五
九
三
・
源
実
朝
） 

は
こ
ね
ぢ
を
こ
え
つ
つ
み
れ
ば
う
き
島
の
ひ
と
む
ら
か
す
む
松 

の
む
ら
だ
ち （

前
長
門
守
時
朝
入
京
田
舎
打
聞
集
・
二
六
〇
・
時
朝
） 

時
朝
は
信
生
の
次
男
で
あ
り
、
宇
都
宮
歌
壇
の
人
物
で
あ
る
。
信
生

の
兄
蓮
生
の
娘
は
、
為
家
の
先
の
妻
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
子
左
家

と
の
関
わ
り
は
深
い
。「
は
こ
ね
ぢ
」
や
「
こ
ゆ
」
な
ど
、
使
っ
て
い
る

言
葉
に
も
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
和
歌
も
箱
根
路
を
越
え
た

際
に
見
え
る
情
景
を
詠
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
境
は
異
な
っ
て

い
る
。
阿
仏
尼
の
和
歌
は
山
の
「
か
ひ
」
と
旅
の
「
効
」
を
掛
詞
と
し
、

神
の
加
護
を
祈
念
し
て
い
る
。 

 

田
渕
句
美
子
氏
は
、
阿
仏
尼
の
子
為
相
の
鎌
倉
下
向
に
つ
い
て 

 
 

父
没
後
の
昇
進
は
停
滞
し
、
細
川
庄
は
訴
訟
中
で
経
済
的
に
も
苦

し
く
、
都
で
歌
道
家
と
し
て
立
つ
に
は
ま
だ
弱
体
す
ぎ
た
。
為
相

は
、
和
歌
な
ど
文
化
の
吸
収
に
熱
心
な
関
東
で
の
立
身
を
志
し
、

母
阿
仏
の
没
後
、
遅
く
と
も
正
応
期
（
一
二
八
八
～
一
二
九
三
）

に
は
関
東
に
下
っ
た
。
直
接
的
に
は
訴
訟
が
目
的
で
あ
っ
た
か
も
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し
れ
な
い
が
、
関
東
の
人
々
に
和
歌
の
指
導
を
行
い
、
為
家
か
ら

相
伝
し
た
歌
書
類
を
関
東
の
人
々
に
見
せ
、
書
写
さ
せ
、
関
東
で

文
化
指
導
者
と
な
る
た
め
の
基
盤
を
築
い
た
。
母
阿
仏
が
鎌
倉
滞

在
中
に
培
っ
た
で
あ
ろ
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
大
き
く
益
し
た
こ

と
は
、
疑
い
な
い
。 

と
述
べ
て
い
る

（
注
２
６
）

。 

 

『
十
六
夜
日
記
』
の
和
歌
で
、
今
ま
で
あ
ま
り
分
析
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
当
時
歌
枕
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
地
名
詠
に
は
、

和
歌
の
技
巧
だ
け
で
な
く
、
為
家
を
師
と
す
る
和
歌
の
思
想
を
は
じ
め

と
し
て
、
継
承
さ
れ
る
べ
き
そ
の
文
化
圏
の
在
り
方
が
込
め
ら
れ
て
い

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

四
、 

 

お
わ
り
に 

  

以
上
、『
十
六
夜
日
記
』
の
和
歌
の
中
か
ら
、
当
時
和
歌
の
世
界
で
馴

染
み
が
薄
い
と
考
え
ら
れ
る
地
名
詠
に
つ
い
て
総
合
的
に
分
析
を
お
こ

な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
阿
仏
尼
が
こ
れ
ま
で
歌
枕
と
し
て
知
ら
れ
て
い

た
地
名
の
み
な
ら
ず
、
和
歌
の
世
界
で
馴
染
み
が
薄
い
と
考
え
ら
れ
る

地
名
で
も
実
景
や
そ
の
時
々
の
心
境
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
和
歌
を
詠
ん

で
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
時
々
の
気
象
状
況
、
人
々
の
動
き
、

法
華
経
と
の
関
係
、
掛
詞
を
利
用
し
た
地
名
表
現
、
源
氏
物
語
を
本
歌

と
し
た
詠
み
、
東
海
道
の
様
子
な
ど
の
要
素
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
に

は
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
先
行
歌
と
の
影
響
関
係
か
ら
は
、
為
家
歌
と
の
関
連
性
が
見

ら
れ
た
。
阿
仏
尼
に
と
っ
て
、
為
家
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ

り
、
そ
の
影
響
は
は
か
り
し
れ
な
い
。
歌
枕
詠
で
は
な
く
注
目
さ
れ
る

こ
と
が
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
地
名
詠
に
も
、
為
家
の
影
響
が
う

か
が
え
る
こ
と
か
ら
、
阿
仏
尼
の
為
家
に
対
す
る
考
え
や
思
い
が
十
分

に
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
鎌
倉
・
宇
都
宮
と
い
っ
た
東
国
歌

壇
と
の
影
響
関
係
も
注
目
さ
れ
る
。
和
歌
の
世
界
の
伝
統
を
重
視
す
る

だ
け
で
な
く
、
自
身
の
文
化
圏
に
関
わ
る
要
素
を
盛
り
込
ん
で
い
く
こ

と
で
、
阿
仏
尼
独
自
の
世
界
を
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。 

 

阿
仏
尼
は
、『
夜
の
鶴
』
の
最
後
の
章
で
、
即
詠
の
面
白
さ
に
つ
い
て
、 

 
 

又
、
取
り
あ
へ
ぬ
事
に
、
時
も
か
は
ら
ず
詠
み
出
づ
る
歌
の
返
し
、

立
ち
な
が
ら
言
ひ
出
す
歌
は
、
さ
し
あ
た
り
て
、
た
ゞ
今
言
ひ
た

き
事
を
様
よ
く
続
け
候
ひ
ぬ
れ
ば
、
何
の
風
情
に
も
過
ぎ
て
候
。 

と
、
述
べ
て
い
る

（
注
２
７
）

。『
夜
の
鶴
』
は
そ
の
特
性
か
ら
為
家
に
学
ん
だ
こ
と 

を
、
和
歌
の
伝
統
的
な
き
ま
り
を
中
心
に
丁
寧
に
わ
か
り
や
す
く
述
べ 

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
最
後
の
章
に
関
し
て
は
、
為
家
の
歌
論
に
は 

な
い
内
容

（
注
２
８
）

で
あ
り
、
阿
仏
尼
独
自
の
和
歌
観
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ 

る
。
こ
の
場
合
は
、
返
歌
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
贈
答
歌
だ 
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け
で
な
く
、
歌
道
の
熟
練
し
た
技
能
を
使
い
伝
統
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
、 

そ
の
場
で
感
じ
た
こ
と
を
生
か
し
て
機
敏
な
詠
み
を
お
こ
な
う
こ
と
を
、 

阿
仏
尼
が
好
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
一
説
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

元
来
『
十
六
夜
日
記
』
は
、
子
で
あ
る
為
相
や
為
守
、
冷
泉
家
周
辺

の
者
に
向
け
て
送
ら
れ
た
作
品
と
さ
れ

（
注
２
９
）

、
そ
の
和
歌
に
は
、
伝
統
や

様
々
な
技
巧
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
為
家
や
阿
仏
尼
を
取
り
巻
く
文
化
圏
も
看
取
さ

れ
る
。 

 

為
相
は
阿
仏
尼
没
後
、
関
東
で
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、

阿
仏
尼
が
『
十
六
夜
日
記
』
で
伝
え
た
か
っ
た
御
子
左
家
か
ら
続
く
冷

泉
家
と
し
て
の
文
化
活
動
の
継
承
を
、
為
相
が
理
解
し
受
け
取
っ
た
結

果
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

注 （
１
） 

『
十
六
夜
日
記
』
の
本
文
研
究
に
つ
い
て
は
、
三
角
洋
一
「
訴

訟
の
旅
へ
―
十
六
夜
日
記
」（
特
集
：
人
は
な
ぜ
旅
に
出
る
の
か

―
古
代
・
中
世
文
学
に
見
る
）
―
中
世
文
学
に
見
る
旅 

『
国

文
学
』 

七
一
巻
三
号 

二
〇
〇
六
年 

一
一
九
頁
に
基
づ
く
。

ま
た
、
近
年
の
諸
本
研
究
に
つ
い
て
は
、
岩
佐
美
代
子
「
九
条

家
本
十
六
夜
日
記
（
阿
仏
記
）
に
つ
い
て
」 

鶴
見
大
学
紀
要

２
９ 

一
九
九
二
年
・
久
保
貴
子
「
『
十
六
夜
日
記
』
考 

―
『
残

月
抄
』
に
お
け
る
一
考
察
」 

『
日
記
文
学
研
究
』
第
一
集 

新

典
社
一
九
九
三
年
が
肯
首
さ
れ
る
。 

（
２
） 

風
巻
景
次
郎
「
阿
仏
尼
の
文
学
（
特
に
十
六
夜
日
記
に
於
い

て
）
」
『
国
語
と
国
文
学
』
六
巻
一
〇
号 

一
九
二
九
年 

二
五

〇
頁 

（
３
） 

（
２
） 

二
五
〇
頁
～
二
五
一
頁 

（
４
） 

川
嶋
郁
子
「
『
十
六
夜
日
記
』
の
中
の
阿
仏
の
和
歌
―
掛
詞
を

中
心
に
―
」
『
中
世
近
世
文
学
研
究
』
十
二
号 

一
九
七
九
年 

八
三
頁 

（
５
） 

高
橋
ほ
つ
枝 

「
『
と
は
ず
が
た
り
』
と
『
十
六
夜
日
記
』
―

鎌
倉
旅
行
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
文
芸
と
批
評
』
三
巻
八
号 

一
九

七
二
年 

三
三
頁 

（
６
） 

長
崎
健
「
特
集
・
古
典
文
学
と
旅 

阿
仏
尼
―
子
を
思
う
旅
」

『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
六
七
巻
二
号 

二
〇
〇
二
年 

八

一
頁 

（
７
） 

（
２
） 

一
九
三
〇
頁 

（
８
） 

片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典 

増
訂
版
』 

笠
間
書
院 

二
〇
一
三
年 

二
六
頁 

（
９
） 

岩
佐
美
代
子
校
註
・
訳 

「
十
六
夜
日
記
」 

新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
４
８ 

『
中
世
日
記
紀
行
集
』 

小
学
館 

一
九

九
四
年 
二
七
五
頁
頭
注 
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（
１
０
） 

 

吉
原
栄
徳
『
和
歌
の
歌
枕
・
地
名
大
辞
典
』 

お
う
ふ
う 

二
〇
〇
八
年 

四
八
五
頁 

（
１
１
） 
簗
瀬
一
雄
『
校
註 

阿
佛
尼
全
集 

増
補
版
』 

風
間
書

房 
一
九
八
一
年 

一
八
七
～
一
八
八
頁 

 

（
１
２
） 

安
井
重
雄 

「
紀
行
と
和
歌
―
地
名
を
詠
む
と
い
う
こ
と

―
」 

『
中
世
詩
歌
の
本
質
と
連
関
』（
中
世
文
学
と
隣
接
諸

学
６
） 

二
〇
一
二
年 

一
五
九
頁 

（
１
３
） 

簗
瀬
一
雄
・
武
井
和
人
『
十
六
夜
日
記
・
夜
の
鶴
注
釈
』 

和
泉
書
院 

一
九
八
六
年 
一
五
八
頁 

（
１
４
） 

（
８
） 

三
一
頁 

（
１
５
） 

新
城
常
三
『
鎌
倉
時
代
の
交
通
』 
吉
川
弘
文
館 

一
九

九
五
年 

二
一
二
頁 

（
１
６
） 

『
日
本
地
名
大
辞
典
』
22
静
岡
県 

編
者
竹
内
理
三 

角

川
書
店 

一
九
八
二
年 

六
七
頁 

 

（
１
７
） 

岩
佐
美
代
子
氏
は
、
「
『
十
六
夜
日
記
』
は
な
ぜ
書
か
れ
た

の
か 

中
世
日
記
の
謎
」
『
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』 

三
八
巻
二
号 

一
九
九
三
年 

七
五
頁
に
お
い
て
、『
十
六
夜

日
記
』
が
な
ぜ
書
か
れ
た
の
か
を
分
析
し
て
い
く
中
で
、
亡

夫
藤
原
為
家
の
意
志
の
存
在
の
大
き
さ
を
主
張
し
、
そ
の
影

響
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

（
１
８
） 

こ
の
和
歌
に
使
わ
れ
て
い
る
「
や
す
の
川
霧
」
と
い
う
言

葉
に
つ
い
て
は
諸
本
間
に
異
同
が
あ
る
。
こ
の
件
に
関
し
て

は
稿
を
改
め
た
い
。
（
異
文
・
・
・
野
洲
川
の
霧
） 

（
１
９
） 

久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
・
村
尾
誠
一
・
山
田
洋
嗣
・
渡

部
泰
明
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
角
川
書
店 

一
九
九
九

年 

九
〇
五
頁
、
（
８
）
四
二
八
頁
、
（
１
０
）
一
七
四
五
頁 

 
 

（
２
０
） 

佐
藤
恒
夫 

『
藤
原
為
家
全
歌
集
』 

風
間
書
房 

二
〇

〇
二
年 

三
九
一
頁
・
三
九
二
頁 

（
２
１
） 

佐
藤
恒
夫 

『
藤
原
為
家
研
究
』 

笠
間
書
院 

二
〇
〇

八
年 

一
一
四
～
一
一
五
頁
、 

田
渕
句
美
子 

『
阿
仏
尼
』 

吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
九
年 

六
四
頁
に
指
摘
が
あ
る
。 

（
２
２
） 

（
２
１
） 

三
一
頁 

（
２
３
） 

 

秋
庭
隆
『
日
本
大
百
科
全
書
』
20 

小
学
館 

一
九
九
五

年 

三
〇
七
頁 

（
２
４
） 

水
川
喜
夫 

『
飛
鳥
井
雅
有
日
記
全
釈
』 

風
間
書
房 

一

九
八
五
年 

六
一
頁 

 
 

 
 

「
嵯
峨
の
か
よ
ひ
」
に
、「
源
氏
始
め
ん
と
て
、
講
師
に
と
て
、

女
主
人
を
呼
ば
る
。
簾
の
内
に
て
読
ま
る
。
実
に
面
白
し
。

世
の
常
の
人
の
読
む
に
は
似
ず
。
慣
ら
ひ
あ
べ
か
め
り
。
」
と

あ
る
。 

（
２
５
） 
樋
口
芳
麻
呂
校
註
「
文
応
三
百
首
」 

新
日
本
古
典
文
学

大
系
４
６ 

『
中
世
和
歌
集 

鎌
倉
篇
』 

岩
波
書
店 

一



 

 

14 

 

九
九
一
年 

二
六
五
頁 

「
墨
点
同
詞
書 

民
部
卿
入
道
為

家
卿
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。 

 

（
２
６
） 
田
渕
句
美
子 

『
阿
仏
尼
』 

吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
九

年 
二
二
一
頁 

（
２
７
） 

（
７
） 
一
〇
四
～
一
〇
五
頁 

（
２
８
） 

以
下
の
論
文
で
、
指
摘
が
あ
る
。 

 
 

 
 

 

田
辺
麻
友
美
「
藤
原
為
家
と
阿
仏
尼
と
の
和
歌
の
贈
答
に

関
す
る
一
考
察
」 

『
国
文
白
百
合
』
三
〇
巻 

一
九
九
九

年 

二
四
頁
、
田
渕
句
美
子
『
阿
仏
尼
』 

吉
川
弘
文
館 

二

〇
〇
九
年 

一
〇
六
頁 

（
２
９
） 

（
９
） 

二
九
九
頁 

「
二 

東
日
記
」
本
文
に
「
下
り

し
程
の
日
次
の
日
記
を
、
こ
の
人
々
の
も
と
へ
つ
か
は
し
た

り
し
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。 

 

付
記 

 
 

本
稿
は
、
第
五
十
五
回
古
典
研
究
会
（
於
福
岡
大
学
、
二
〇

一
八
年
十
二
月
）
に
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
修
正
・
加
筆
し

た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
ま
た
成
稿
の
過
程
で
貴
重
な
御
教
示

を
賜
っ
た
諸
先
生
方
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し
ま
す
。 

  
 

 
 

 
 

 

（
ふ
か
み 

さ
と
し
・
長
崎
大
学
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
さ
か
い 

の
ぶ
こ
・
長
崎
大
学
大
学
院
水
産
・
環
境
科
学 

総
合
研
究
科
博
士
後
期
課
程
・
院
生
） 


