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は
じ
め
に

﹃
東
関
紀
行
﹄
は
、
鎌
倉
中
期
の
紀
行
文
で
あ
る
。
序
文
に
「
仁

治
三
年
の
秋
、
八
月
十
日
余
り
の
比
、
都
を
出
で
て
東
へ
赴
く
こ
と

あ
り
」
と
あ
る
た
め
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
以
降
の
成
立
と
さ

れ
る
。
作
者
は
未
詳
、
序
文
冒
頭
の
「
齢
は
百
年
の
半
ば
に
近
づ
き

て
、鬢
の
霜
漸
く
に
涼
し
」か
ら
は
五
〇
代
に
近
い
初
老
の
男
性
、「
都

の
辺
に
住
ゐ
つ
つ
、人
な
み
な
み
に
世
に
経
る
道
に
な
ん
列
な
れ
り
。

こ
れ
す
な
は
ち
、
身
は
朝
市
に
あ
り
て
心
は
隠
遁
に
あ
る
謂
あ
り
」

か
ら
は
、
官
人
で
あ
り
な
が
ら
隠
遁
を
志
す
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か

び
上
が
る
。
そ
の
よ
う
な
作
者
が
、
八
月
一
三
日
に
「
東
山
の
ほ
と

り
な
る
栖
」
を
出
て
近
江
路
か
ら
東
海
道
を
下
り
、
同
二
五
日
に
鎌

倉
に
到
着
、
お
よ
そ
二
ヶ
月
の
滞
在
を
経
て
帰
京
の
途
に
就
く
ま
で

の
間
の
こ
と
を
記
し
た
の
が
本
作
品
で
あ
る
。

作
者
に
つ
い
て
は
、
古
来
、
鴨
長
明
・
源
光
行
・
同
親
行
な
ど
の

諸
説
が
あ
っ
た
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
未
詳
で
あ
る
。
そ
の
像
を
結

ぼ
う
と
す
れ
ば
序
文
に
拠
る
し
か
な
い
と
は
い
え
、
傍
線
部
が
慶
滋

保
胤
「
池
亭
記
」
の
「
以
二
身
在
レ
朝
志
在
一レ
隠
也
」
に
基
づ
い
た
表

現
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
だ
ろ
う
。
こ
の
序
文
が
「
池
亭
記
」
を
取
り

込
み
、
そ
の
枠
組
を
借
り
な
が
ら
構
成
さ
れ
る
と
の
先
行
研
究
の
指

摘)
1
(

を
踏
ま
え
れ
ば
、
序
文
か
ら
想
起
さ
れ
る
作
者
像
は
、
そ
れ
が

ど
れ
ほ
ど
作
者
の
現
実
を
反
映
す
る
か
と
い
う
問
題
は
さ
て
お
き
、

仮
構
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

夙
に
、
今
関
敏
子
は
、
紀
行
文
は
作
品
化
の
過
程
に
お
け
る
虚
構

を
含
ん
だ
回
想
記
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
虚
構
は
都
へ
の
回
帰
（
望
郷

の
念
）
と
歌
枕
と
い
う
伝
統
へ
の
参
加
と
い
う
枠
組
を
持
ち
、
形
式

﹃
東
関
紀
行
﹄
に
お
け
る
旅
の
造
型

木　

下　

華　

子
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美
の
整
っ
た
旅
の
世
界
が
創
造
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た)

2
(

。
田
渕

句
美
子
も
、﹃
信
生
法
師
日
記
﹄
に
お
け
る
旅
の
方
向
性
の
問
題
│
│

京
・
鎌
倉
間
を
何
度
も
往
来
す
る
信
生
が
、
作
品
で
は
京
か
ら
鎌
倉

へ
の
方
向
性
を
選
び
取
る
│
│
が
、
上
記
の
性
質
に
由
来
す
る
こ
と

を
論
じ
る)

3
(

。

な
ら
ば
、﹃
東
関
紀
行
﹄
に
お
け
る
都
か
ら
鎌
倉
へ
の
旅
も
ま
た
、

実
体
験
に
基
づ
き
な
が
ら
、
何
ら
か
の
枠
組
を
基
盤
に
造
型
さ
れ
た

と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
時
、
旅
す
る
主
体
で
あ

る
「
私
」
は
、
作
者
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
上
述
の
序
文
に
あ

る
よ
う
な
性
質
を
纏
っ
て
仮
構
さ
れ
た
も
の
と
な
る
は
ず
だ
（
以
下
、

作
中
に
仮
構
さ
れ
た
主
体
と
い
う
意
味
で
「
私
」
を
用
い
る
）。
本
稿
で
は
、

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、﹃
東
関
紀
行
﹄
に
お
け
る
「
私
」
と
そ
の
旅

が
い
か
に
造
型
さ
れ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

一
、
序
文
に
お
け
る
自
己
規
定

改
め
て
、
序
文
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
以
下
は
、
冒
頭
か
ら
旅
行

の
出
来
に
至
る
ま
で
の
叙
述
で
あ
る
。

　

齢
は
百
年
の
半
ば
に
近
づ
き
て
、
鬢
の
霜
漸
く
に
涼
し
と
い

へ
ど
も
、
な
す
こ
と
な
く
し
て
、
い
た
づ
ら
に
明
か
し
暮
す
の

み
に
あ
ら
ず
、
さ
し
て
い
づ
こ
に
住
み
果
つ
べ
し
と
も
思
ひ
定

め
ぬ
有
様
な
れ
ば
、
ア
か
の
白
楽
天
の
「
身
は
浮
雲
に
似
た
り
、

首
は
霜
に
似
た
り
」
と
書
き
給
へ
る
、
あ
は
れ
に
思
ひ
合
は
せ

ら
る
。
も
と
よ
り
金
帳
七
葉
の
栄
え
を
好
ま
ず
、
イ
た
だ
陶
潜

五
柳
の
栖
を
求
む
。
し
か
は
あ
れ
ど
、
ウ
深
山
の
奥
の
柴
の
庵

ま
で
も
し
ば
し
ば
思
ひ
や
す
ら
ふ
ほ
ど
な
れ
ば
、
な
ま
じ
ひ
に

都
の
ほ
と
り
に
住
ひ
つ
つ
、
人
な
み
な
み
に
、
世
に
経
る
道
に

な
ん
列
な
れ
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
、
エ
身
は
朝
市
に
あ
り
て
心

は
隠
遁
に
あ
る
謂
あ
り
。
か
か
る
ほ
ど
に
、
思
は
ぬ
外
に
、
仁

治
三
年
の
秋
八
月
十
日
余
り
の
こ
ろ
、
都
を
出
で
て
東
へ
赴
く

こ
と
あ
り
。

五
〇
歳
に
近
く
頭
髪
も
白
く
な
っ
た
私
は
、
な
す
べ
き
こ
と
も
な

く
無
為
に
月
日
を
送
る
の
み
な
ら
ず
（
傍
線
部
）、
一
生
の
住
み
処
と

す
る
場
所
も
定
ま
っ
て
い
な
い
（
二
重
傍
線
部
）。
そ
の
有
様
は
、
白

居
易
が
言
う
「
浮
雲
の
よ
う
に
住
む
べ
き
場
所
も
定
ま
ら
ぬ
ま
ま
白

頭
と
な
っ
た
」
老
爺
を
思
わ
せ
る
（
点
線
部
ア
）。
引
用
さ
れ
た
漢
詩

は
、﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
八
の
「
送
蕭
処
士
遊
黔
南
」
の
一
節
「
能
レ

文
好
レ
飲
老
蕭
郎　

身
似
二
浮
雲
一
鬢
似
レ
霜
」
で
あ
り
、
村
上
天
皇

が
大
江
朝
綱
と
菅
原
文
時
に
選
ば
せ
た
﹃
白
氏
文
集
﹄
第
一
の
詩
と

し
て
も
著
名
で
あ
る
（
古
今
著
聞
集
・
文
学
・
一
〇
九
）。
住
み
処
を
定

め
ら
れ
ぬ
無
為
の
徒
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
文
人
と
し
て
の
私
を
想

起
さ
せ
る
仕
掛
け
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
私
は
、
華
々
し

い
栄
耀
を
好
む
こ
と
は
な
く
、
官
を
辞
し
て
隠
逸
の
生
活
の
中
で
詩
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作
を
行
っ
た
陶
淵
明（
五
柳
先
生
）の
境
地
に
あ
こ
が
れ
る
も
の
の（
点

線
部
イ
）、
深
山
の
奥
に
草
庵
を
結
ん
で
の
遁
世
ま
で
は
た
め
ら
わ

れ
（
点
線
部
ウ
）、
俗
世
間
に
身
を
置
い
て
仕
官
し
な
が
ら
、
隠
遁
を

志
す
状
態
に
あ
る
（
点
線
部
エ
）。

す
で
に
井
手
敦
子
が
指
摘
す
る
が)

4
(

、
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の

は
、
慶
滋
保
胤
「
池
亭
記
」
に
典
型
的
な
「
中
隠
」（
官
職
や
地
位
に

あ
り
な
が
ら
隠
者
の
心
を
持
つ
）
に
あ
る
文
人
と
し
て
私
が
造
型
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
傍
線
部
ウ
が
、「
い
づ
く
に
も
住
ま
れ
ず
は

た
だ
住
ま
で
あ
ら
ん
柴
の
庵
の
し
ば
し
な
る
世
に
」（
新
古
今
集
・
雑

下
・
一
七
八
〇
・
西
行
）
を
援
用
す
る)

5
(

こ
と
を
思
え
ば
、
こ
こ
に
は
、

「
住
み
果
つ
べ
」
き
場
所
が
な
け
れ
ば
安
住
の
住
み
処
な
ど
求
め
な

い
徹
底
し
た
遁
世
者
と
は
異
な
る
私
の
姿
勢
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い

る
と
見
て
よ
い
。

さ
ら
に
、
井
手
は
、
傍
線
部
が
示
す
内
容
に
着
目
し
、
安
息
す
る

住
み
処
を
持
た
ぬ
疎
外
感
を
有
し
た
隠
者
的
人
物
が
東
国
へ
下
る
と

い
う
あ
り
方
に
、「﹃
伊
勢
物
語
﹄「
東
下
り
」
の
段
に
連
な
る
、
伝
統

的
な
旅
の
文
学
の
型
」
を
見
出
し
、
序
文
が
旅
の
文
学
と
し
て
方
向

付
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

﹃
伊
勢
物
語
﹄
東
下
り
関
連
章
段
の
影
響
は
、﹃
東
関
紀
行
﹄
に
先

行
す
る
﹃
信
生
法
師
日
記
﹄（
元
仁
二
年
︿
一
二
二
五
﹀
の
旅
）
に
も
濃

厚
で
あ
る
こ
と
が
、
田
渕
句
美
子
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る)

6
(

。

ま
た
、
歌
枕
に
つ
い
て
は
、
三
河
国
八
橋
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
、
東

下
り
を
本
意
・
本
説
と
す
る
中
世
の
和
歌
や
言
説
は
枚
挙
に
暇
が
無

い)
7
(

。
序
文
に
お
け
る
人
物
造
型
が
東
へ
下
る
昔
男
を
彷
彿
さ
せ
る

と
い
う
井
手
の
見
解
は
、
首
肯
す
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。

周
知
の
こ
と
だ
が
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
東
下
り
関
連
章
段
の
う
ち
、
第

七
・
八
・
九
段
の
冒
頭
を
確
認
し
て
お
く
。

・ 

昔
、
男
あ
り
け
り
。
京
に
あ
り
わ
び
て
東
に
行
き
け
る
に
、（
第
七

段
）

・ 

昔
、
男
あ
り
け
り
。
京
や
す
み
憂
か
り
け
む
、
東
の
方
に
ゆ
き
て

住
み
所
求
む
と
て
、（
第
八
段
）

・ 

昔
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
え
う
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し

て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
東
の
方
に
住
む
べ
き
国
求
め
に
と
て
行
き

け
り
。（
第
九
段
）

第
六
段
「
芥
河
」
は
男
が
恋
慕
す
る
女
を
盗
み
出
す
も
奪
い
返
さ
れ

る
と
い
う
結
末
に
至
り
、
続
く
第
七
段
か
ら
東
国
へ
と
漂
泊
す
る
男

の
逸
話
が
連
続
す
る
。
第
七
・
八
・
九
段
は
全
て
、
男
の
東
下
り
の

理
由
を
京
に
住
み
づ
ら
く
な
っ
た
こ
と
（
傍
線
部
）
と
し
て
語
り
、

さ
ら
に
第
八
・
九
段
で
は
、
東
国
に
住
む
べ
き
場
所
を
求
め
た
（
二

重
傍
線
部
）
と
い
う
要
素
が
付
加
さ
れ
る
。

﹃
東
関
紀
行
﹄
序
文
で
は
、
東
国
へ
赴
く
理
由
は
「
思
は
ぬ
外
」

の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
二
重
傍
線
部
の
要
素
は
見
出
せ
な
い
。
し
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か
し
、
作
品
末
尾
、
帰
洛
が
決
定
す
る
直
前
の
箇
所
に
は
以
下
の
記

述
が
見
え
る
。

文
に
も
暗
く
武
に
も
欠
け
て
、
つ
ゐ
に
住
み
果
つ
べ
き
よ
す
が

も
な
き
数
な
ら
ぬ
身
な
れ
ば
、
日
を
経
る
ま
ま
に
た
だ
都
の
み

ぞ
恋
し
き
。

私
は
、
学
問
・
武
芸
い
ず
れ
の
能
力
も
な
く
、
鎌
倉
で
一
生
を
終
え

ら
れ
る
よ
う
な
つ
て
も
な
い
我
が
身
を
嘆
き
、
日
に
日
に
望
郷
の
念

を
強
め
て
い
る
。
二
重
傍
線
部
は
明
ら
か
に
序
文
の
そ
れ
と
呼
応
し

て
お
り
、
こ
の
旅
の
目
的
の
一
端
は
「
住
み
果
つ
べ
き
」
地
を
鎌
倉

に
求
め
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
（
作
者
の
現
実
に
引
き

戻
す
な
ら
ば
、
鎌
倉
で
の
就
職
が
想
定
で
き
よ
う
か
）。

ま
た
、
道
中
、
三
河
国
八
橋
で
は
「
在
原
の
業
平
が
杜
若
の
歌
詠

み
た
り
け
る
に
、
み
な
人
か
れ
い
ゐ
の
上
に
涙
お
と
し
け
る
所
よ
」

と
思
い
出
し
て
詠
歌
し
、
駿
河
国
宇
津
山
で
は
、「
蔦
か
づ
ら
は
し
げ

り
て
、
昔
の
跡
た
え
」
ぬ
様
子
に
、「
業
平
が
修
行
者
に
こ
と
づ
て
し

け
ん
程
、
い
づ
く
な
る
ら
む
と
見
行
く
」
私
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
東
下
り
関
連
章
段
に
お
け
る
昔
男
と
私
の
あ

り
方
は
、
第
九
段
を
中
心
と
し
て
各
所
で
明
ら
か
に
重
な
り
を
見
せ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
性
質
は
作
中
に
お
い
て
一
貫
性
を
持
つ
と
考
え

て
よ
い
。
先
に
見
た
中
隠
の
姿
勢
と
東
下
り
の
昔
男
の
イ
メ
ー
ジ
に

よ
っ
て
、
序
文
に
お
け
る
私
が
造
型
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
主
体
の
あ
り
方
は
、
先
行
の
紀
行
文
と
必
ず

し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
く
東
海
道
を
下
っ
て
鎌
倉
に

赴
く
﹃
海
道
記
﹄（
貞
応
二
年
︿
一
二
二
三
﹀
以
降
の
成
立
）
に
お
い
て
、

作
中
の
私
は
「
出
家
ノ
身
」「
遁
世
ノ
道
」
と
称
す
る
遁
世
者
と
し

て
設
定
さ
れ
、そ
の
旅
は
「
斗
藪
」
す
な
わ
ち
仏
道
修
行
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
作
品
に
つ
い
て
も
、「
羇
中
ノ
景
趣
」
を
記
し
た
も
の
で
は
な

く
「
存
外
ノ
浅
キ
狂
言
」「
愚
懐
ノ
為
」
の
も
の
だ
と
し
、
自
ら
を

修
行
の
記
と
規
定
す
る)

8
(

。﹃
信
生
法
師
日
記
﹄
は
、「
思
ひ
定
む
べ
き

所
も
あ
る
べ
か
ら
ず
と
あ
く
が
る
る
心
に
誘
わ
れ
て
」
東
へ
赴
く
た

め
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
東
下
り
関
連
章
段
か
ら
の
影
響
が
窺
わ
れ
る
が
、

そ
の
旅
は
「
東
の
方
修
行
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
二
作
品
が
出
家
者
と
し
て
の
修
行
の
記
で
あ
っ
た
こ

と
に
対
し
、﹃
東
関
紀
行
﹄
は
、
私
が
都
か
ら
「
鎌
倉
に
下
し
着
き
し

間
」
の
「
目
に
立
つ
所
々
、
心
と
ま
る
節
々
」
を
「
を
の
づ
か
ら
後

の
形
見
に
も
な
れ
」
と
「
書
き
置
」
く
も
の
だ
と
記
す
。
主
体
の
造

型
の
あ
り
方
は
﹃
信
生
法
師
日
記
﹄
に
共
通
し
な
が
ら
も
、
作
品
と

し
て
の
位
置
付
け
は
東
下
り
の
旅
の
記
と
し
て
、
東
海
道
を
下
る
先

行
紀
行
文
と
は
異
な
る
位
相
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
本
節
で
は
、
序

文
に
お
け
る
中
隠
・
東
下
り
の
昔
男
と
し
て
の
私
の
造
型
、
旅
の
記

と
し
て
の
言
説
空
間
の
構
築
に
、﹃
東
関
紀
行
﹄
の
特
徴
を
見
出
せ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
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二
、
流
離
す
る
「
私
」

続
い
て
、作
中
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
地
点
で
の
叙
述
を
分
析
し
、

序
文
に
見
た
自
己
規
定
の
展
開
を
検
討
し
よ
う
。

（
一
）
近
江
国
武
佐
寺
・
美
濃
国
杭
瀬
川

ま
ず
、
都
を
出
立
し
た
日
の
夜
、
近
江
国
武
佐
寺
の
記
事
で
あ
る
。

Ａ 　

行
暮
れ
ぬ
れ
ば
、武
佐
寺
と
い
ふ
山
寺
の
あ
た
り
に
泊
り
ぬ
。

ま
ば
ら
な
る
床
の
あ
た
り
、
秋
風
夜
更
く
る
ま
ま
に
身
に
し
み

て
、
ア
都
を
い
つ
し
か
引
き
か
へ
た
る
心
地
す
。
オ
枕
に
近
き

鐘
の
声
、
暁
の
空
に
を
つ
づ
れ
て
、
彼
の
遺
愛
寺
の
辺
の
草
の

庵
の
寝
覚
も
か
く
や
有
け
む
と
ア
あ
は
れ
な
る
う
ち
に
も
、
行

く
末
遠
き
旅
の
空
思
ひ
続
け
ら
れ
て
、
い
と
い
た
う
イ
も
の
が

な
し
。イ

都
出
で
て
幾
日
も
あ
ら
ぬ
今
宵
だ
に
か
た
し
き
ウ
わ
び

ぬ
床
の
秋
風

最
初
の
宿
泊
地
と
な
っ
た
琵
琶
湖
東
岸
の
武
佐
寺
で
、
私
は
寝
床

（
歌
枕
「
鳥と
こ
の
や
ま

籠
山
」
が
響
く
）
に
吹
き
込
む
秋
風
を
身
に
染
み
て
感
じ
、

早
く
も
都
と
は
異
な
る
心
持
ち
と
な
っ
た
（
傍
線
部
ア
）。
暁
方
の
寝

覚
め
に
寺
の
鐘
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄（
山
家
）
に

収
め
ら
れ
る
白
居
易
の
「
香
炉
峰
下
新
卜
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁

詩
」（
白
氏
文
集
・
巻
一
六
）
の
一
節
、「
遺
愛
寺
鐘
欹
レ
枕
聴　

香
鑪
峰

雪
撥
レ
簾
看
」
を
思
い
起
こ
し
、
彼
が
経
験
し
た
だ
ろ
う
遺
愛
寺
近

く
の
寓
居
の
寝
覚
め
に
自
ら
の
現
在
を
重
ね
て
（
点
線
部
オ
）、
感
慨

に
ふ
け
る
（
波
線
部
ア
）。
そ
し
て
、
前
途
遙
か
な
旅
路
を
思
い
、
も

の
悲
し
さ
（
波
線
部
イ
）
を
感
じ
な
が
ら
、「
都
を
出
て
幾
日
も
経
な

い
今
宵
で
さ
え
（
傍
線
部
イ
）、
鳥
籠
の
山
の
秋
風
が
身
に
染
み
て
、

袖
を
片
敷
き
か
ね
る
こ
の
寝
床
よ
（
波
線
部
ウ
）」
と
旅
寝
の
つ
ら
さ

を
詠
む
の
で
あ
っ
た
。

初
日
の
投
宿
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
の
は
、都
か
ら
の
距
離
感（
傍

線
部
）
と
旅
愁
（
波
線
部
）
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。﹃
海
道
記
﹄

が
最
初
の
「
旅
臥
」
と
な
っ
た
大
岳
で
「
彼
廬
山
ノ
草
庵
ノ
夜
雨
」

を
想
起
し
た
よ
う
に
、
香
炉
峰
下
の
寓
居
が
旅
寝
の
心
情
の
媒
と
な

る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、﹃
海
道
記
﹄
が
「
旅
臥
」

「
旅
寝
」
の
「
哀
」
を
「
イ
ツ
シ
カ
家
ヲ
出
ル
シ
ル
シ
」
と
し
て
出

家
者
の
自
覚
・
矜
持
へ
と
転
換
す
る
の
に
対
し)

9
(

、﹃
東
関
紀
行
﹄
の

「
あ
は
れ
」
は
「
も
の
が
な
し
」「
わ
び
ぬ
」
と
同
趣
の
反
復
と
な
っ

て
旅
の
つ
ら
さ
・
悲
し
さ
の
強
調
へ
と
向
か
う
。
点
線
部
オ
か
ら
波

線
部
イ
へ
と
展
開
す
る
本
場
面
の
表
現
を
支
え
る
の
は
先
の
詩
句
を

本
説
と
す
る
「
暁
と
黄
楊
の
枕
を
そ
ば
だ
て
て
聞
く
も
か
な
し
き
鐘

の
音
か
な
」（
長
秋
詠
藻
・
述
懐
百
首
・
一
八
二
／
新
古
今
集
・
雑
下
・
一

八
〇
九
）
だ
と
思
わ
れ
る
が
、こ
の
よ
う
な
「
あ
は
れ
」
に
「
か
な
し
」

き
述
懐
を
も
た
ら
す
も
の
は
傍
線
部
に
表
現
さ
れ
る
都
と
の
距
離
感
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だ
と
理
解
で
き
よ
う
。

続
い
て
、
旅
程
三
日
目
と
な
っ
た
八
月
一
五
日
、
美
濃
国
杭
瀬
川

で
の
宿
泊
で
あ
る
。

Ｂ 　

杭
瀬
川
と
い
ふ
所
に
泊
り
て
、
夜
更
く
る
程
に
川
ば
た
に
立

ち
出
で
て
見
れ
ば
、
秋
の
最
中
の
晴
の
空
、
清
き
川
瀬
に
う
つ

ろ
ひ
て
、
照
る
月
な
み
も
数
見
ゆ
ば
か
り
澄
み
わ
た
り
、
カ
二

千
里
の
外
の
古
人
の
心
思
ひ
や
ら
れ
て
、
エ
旅
の
思
ひ
い
と
ど

を
さ
へ
が
た
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
月
の
影
に
筆
を
染
め
つ
つ
、「
ウ

華
洛
を
出
て
三
日
、
株
川
に
宿
し
て
一
宵
、
し
ば
し
ば
幽
吟
を

中
秋
三
五
夜
の
月
に
い
た
ま
し
め
、
か
つ
が
つ
遠
情
を
前
途
一

千
里
の
雲
に
を
く
る
」
な
ど
、
あ
る
家
の
障
子
に
書
き
つ
く
る

次
而
に
、

知
ら
ざ
り
き
エ
秋
の
半
ば
の
今
宵
し
も
か
か
る
旅
寝
の
月

を
見
む
と
は

中
秋
の
名
月
の
八
月
十
五
夜
、
河
畔
に
出
た
私
は
、
源
順
の
「
水

の
面
に
照
る
月
な
み
を
数
ふ
れ
ば
今
宵
ぞ
秋
の
最
中
な
り
け
る
」（
拾

遺
集
・
秋
・
一
七
一
）
の
ご
と
く
に
清
ら
か
な
河
波
を
照
ら
す
澄
ん
だ

月
光
を
眺
め
つ
つ
、
白
居
易
の
著
名
な
詩
句
「
三
五
夜
中
新
月
色
、

二
千
里
外
故
人
心
」（
和
漢
朗
詠
集
・
十
五
夜
）
に
自
ら
の
心
情
に
重

ね
（
点
線
部
カ
）、
旅
情
を
堪
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
波
線
部
エ
）。

私
は
、そ
の
思
い
を
宿
泊
し
た
家
の
障
子
に
書
き
付
け
、「
秋
の
半
ば
、

八
月
十
五
夜
た
る
今
夜
に
、
こ
の
よ
う
な
旅
寝
の
有
様
で
月
を
見
よ

う
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
」
と
慨
歎
す
る
。

先
の
Ａ
武
佐
寺
に
続
き
、
白
居
易
の
詩
句
の
一
節
を
媒
介
し
て
私

の
心
情
が
叙
述
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
都
を
出
て
三
日

（
傍
線
部
ウ
）、
都
で
見
る
べ
き
中
秋
の
名
月
を
旅
寝
の
月
と
し
て
見

る
こ
と
へ
の
驚
き
（
傍
線
部
エ
）
と
い
う
表
現
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

都
か
ら
の
距
離
感
と
そ
れ
に
由
来
す
る
嘆
き
が
「
旅
の
思
ひ
い
と
ど

を
さ
へ
が
た
く
」（
波
線
部
エ
）
と
い
う
状
況
を
導
い
て
い
る
。
本
来

の
「
八
月
十
五
夜
禁
中
独
直
対
月
憶
元
九
詩
」（
白
氏
文
集
・
巻
一
四
）

は
、
左
遷
さ
れ
て
遠
方
に
あ
る
元
慎
を
都
の
白
居
易
が
思
う
も
の
だ

が
、
当
該
場
面
で
は
、
旅
路
に
あ
る
私
に
と
っ
て
の
「
二
千
里
の
外
」

は
「
華
洛
」
た
る
都
、「
古
人
」
は
都
の
知
己
と
な
ろ
う
。
原
典
よ
り

も
、
こ
の
詩
句
を
享
受
す
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
須
磨
巻
の
あ
り
方
│
│

須
磨
に
退
去
し
た
光
源
氏
が
、
八
月
十
五
夜
、
都
の
人
々
を
思
う

│
│
に
倣
う
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ａ
に
引
用
さ
れ
た
詩
句
は
白
居
易
が
江
州
司
馬
に
左

遷
さ
れ
た
折
の
も
の
だ
が
、
日
本
で
も
、
何
ら
か
の
不
本
意
な
事
態

の
た
め
に
都
を
離
れ
た
人
々
の
心
情
の
表
出
に
多
く
用
い
ら
れ
て
き

た
。﹃
大
鏡
﹄
は
、
大
宰
府
に
流
さ
れ
た
菅
原
道
真
の
「
都
府
楼
纔

看
瓦
色　

観
音
寺
只
聴
鐘
声
」
を
、「
文
集
の
、
白
居
易
の
「
遺
愛
寺

鐘
欹 

枕
聴　

香
鑪
峰
雪
撥
レ
簾
看
」
と
い
ふ
詩
に
ま
さ
ざ
ま
に
作

レ
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ら
し
め
給
へ
り
と
こ
そ
、
昔
の
博
士
ど
も
申
し
け
れ
」
と
記
す
。
ま

た
、
須
磨
に
お
け
る
光
源
氏
も
、
秋
の
あ
る
日
、「
独
り
目
を
覚
ま
し

て
、
枕
を
そ
ば
だ
て
て
四
方
の
嵐
を
聞
」
く
こ
と
に
な
る
。
Ｂ
の
引

用
が
先
述
し
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
須
磨
巻
の
あ
り
方
に
基
づ
い
て
い
る

こ
と
と
合
わ
せ
れ
ば
、﹃
東
関
紀
行
﹄
は
、
私
の
心
情
の
叙
述
に
際
し

て
引
用
し
た
詩
句
の
本
意
を
、
あ
る
べ
き
都
を
離
れ
て
流
離
す
る
姿

に
求
め
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
三
河
国
八
橋

（
一
）
で
検
討
し
た
都
と
の
距
離
感
、
及
び
都
か
ら
流
離
す
る
私

の
旅
愁
は
、
序
文
に
お
け
る
私
の
造
型
（
東
下
り
の
昔
男
）
と
強
く

関
連
す
る
も
の
に
な
る
は
ず
だ
。
以
下
、
紀
行
文
に
お
い
て
東
下
り

の
影
響
が
最
も
濃
く
な
る
三
河
国
八
橋
で
確
認
し
て
み
よ
う
。

Ｃ 　

行
き
行
き
て
三
河
国
八
橋
の
わ
た
り
を
見
れ
ば
、
キ
在
原
の

業
平
が
杜
若
の
歌
詠
み
た
り
け
る
に
、
み
な
人
か
れ
い
ゐ
の
上

に
涙
お
と
し
け
る
所
よ
と
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
そ
の
あ
た
り
を

見
れ
ど
も
、
か
の
草
と
お
ぼ
し
き
物
は
な
く
て
、
稲
の
み
ぞ
多

く
見
ゆ
る
。

花
故
に
落
ち
し
涙
の
形
見
と
や
稲
葉
の
露
を
残
し
置
く
ら

む

﹃
東
関
紀
行
﹄
は
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
九
段
の
半
ば
、「
行
き
行
き
て

駿
河
国
に
至
り
ぬ
」
を
援
用
し
、
私
が
八
橋
に
た
ど
り
着
い
た
と
記

す
。
そ
こ
で
、
私
が
思
い
出
す
の
は
、
業
平
の
一
行
が
沢
の
ほ
と
り

で
乾
飯
を
食
し
た
折
、
か
き
つ
ば
た
を
折
句
に
男
が
和
歌
を
詠
み
、

「
み
な
人
、
か
れ
い
ひ
の
上
に
涙
お
と
し
て
ほ
と
び
に
け
り
」
と
な

っ
た
一
節
で
あ
る
（
点
線
部
キ
）。
し
か
し
、
私
の
眼
前
の
景
は
業
平

の
そ
れ
と
は
異
な
り
、稲
ば
か
り
が
広
が
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。﹃
伊

勢
物
語
﹄
の
昔
と
私
の
今
が
対
比
さ
れ
、
私
は
、
稲
葉
に
置
く
露
を

か
つ
て
の
業
平
の
涙
の
形
見
と
み
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
文
中
の
「
杜
若
の
歌
」
と
は
、「
か
ら
こ
ろ
も
着
つ

つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
来
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ
」
で

あ
り
、
都
に
残
し
た
妻
へ
の
思
い
と
遙
か
に
隔
た
っ
た
都
を
思
う
旅

愁
が
一
首
の
眼
目
と
な
る
。
つ
ま
り
、﹃
東
関
紀
行
﹄
の
私
は
、
八
橋

に
お
い
て
、
都
を
思
い
涙
す
る
昔
男
（
業
平
）
を
想
起
し
た
こ
と
に

な
ろ
う
。
な
ら
ば
、
当
該
場
面
に
お
け
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
引
用
の
本

意
は
、
望
郷
の
念
に
あ
る
と
読
み
取
れ
る
。

他
の
紀
行
文
に
お
い
て
も
、八
橋
で
の
叙
述
は
ほ
ぼ
﹃
伊
勢
物
語
﹄

第
九
段
を
援
用
す
る
が
、
そ
の
本
意
は
必
ず
し
も
都
へ
の
思
い
・
望

郷
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。﹃
海
道
記
﹄で
は
、「
水
ニ
立
ル
杜
若
」「
ク

モ
デ
ニ
物
思
フ
人
」「
住
ミ
ワ
ビ
テ
過
グ
ル
」
等
、「
身
を
え
う
な
き

も
の
に
思
ひ
な
し
」
た
昔
男
や
「
水
ゆ
く
河
の
く
も
で
」
な
る
八
橋
、

沢
に
咲
く
「
か
き
つ
ば
た
」
と
い
う
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
九
段
の
象
徴

的
な
表
現
を
摂
取
す
る
。
し
か
し
、﹃
海
道
記
﹄
の
当
該
場
面
は
、
他
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に
長
柄
の
橋
の
橋
柱
や
﹃
蒙
求
﹄「
相
如
題
柱
」
な
ど
橋
に
ま
つ
わ

る
著
名
な
古
典
を
複
層
的
に
引
用
し
て
構
成
さ
れ
、
最
終
的
に
は
、

「
住
ミ
ワ
ビ
テ
過
グ
ル
三
川
ノ
八
橋
ヲ
心
ユ
キ
テ
モ
立
チ
カ
ヘ
ラ
バ

ヤ
」
と
、
目
的
を
達
し
て
帰
京
す
る
折
に
再
度
渡
橋
し
た
い
と
い
う

将
来
へ
の
意
志
が
表
出
さ
れ
る)
10
(

。

ま
た
、﹃
信
生
法
師
日
記
﹄
で
は
、「
八
橋
を
過
ぐ
と
て
、
沢
の
ほ
と

り
な
る
木
に
書
き
付
け
侍
る
。
杜
若
世
々
を
久
し
く
隔
て
て
も
昔
の

跡
の
色
ぞ
残
れ
る
」
と
記
す
。
眼
前
の
杜
若
の
花
に
﹃
伊
勢
物
語
﹄

の
「
昔
の
跡
」
を
思
う
も
の
で
、
特
に
望
郷
の
念
を
喚
起
す
る
叙
述

に
は
な
っ
て
い
な
い
。
後
代
の
も
の
だ
が
、﹃
十
六
夜
日
記
﹄
は
、「
八

橋
に
と
ど
ま
ら
む
と
人
々
い
ふ
。
暗
き
に
橋
も
見
え
ず
な
り
ぬ
。
さ

さ
が
に
の
蜘
蛛
手
危
ふ
き
八
橋
を
夕
暮
れ
か
け
て
渡
り
か
ね
つ
る
」

と
記
す
。
こ
れ
は
、「
水
行
く
河
の
く
も
で
な
れ
ば
」（
伊
勢
物
語
・
九

段
）
や
「
う
ち
渡
し
長
き
心
は
八
橋
の
蜘
蛛
手
に
思
ふ
こ
と
は
絶
え

せ
じ
」（
後
撰
集
・
恋
一
・
五
七
〇
・
読
人
不
知
）
の
ご
と
く
、
八
橋
が

分
岐
す
る
景
へ
の
着
目
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
、
都
を
恋
し
く
思
う
と

い
う
要
素
は
見
出
せ
な
い
。

つ
ま
り
、﹃
東
関
紀
行
﹄
の
特
徴
は
、
八
橋
の
叙
述
に
際
し
、﹃
伊
勢

物
語
﹄
第
九
段
の
う
ち
、
都
に
住
み
侘
び
東
へ
と
下
る
昔
男
（
業
平
）

の
旅
愁
│
│
都
と
の
距
離
感
・
望
郷
の
念
│
│
が
最
も
際
立
つ
箇
所

を
摂
取
し
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
摂
取
の
あ

り
方
は
、（
一
）
に
見
た
白
居
易
の
詩
句
の
引
用
と
軌
を
一
に
し
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
方
法
は
、
序
文
に
お
け
る
私
の
造
型
を
一
層
強

め
、
都
か
ら
流
離
す
る
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
推
し
進
め
る
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か)
11
(

。

（
三
）
小
括

こ
こ
ま
で
の
検
討
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。﹃
東

関
紀
行
﹄
は
、
序
文
に
お
い
て
、
中
隠
・
東
下
り
の
昔
男
と
し
て
の

私
を
造
型
し
た
が
、
そ
の
造
型
は
、
い
く
つ
か
の
地
点
で
の
叙
述
を

経
て
、
あ
る
べ
き
場
所
と
し
て
の
都
か
ら
流
離
す
る
者
の
像
を
よ
り

一
層
強
め
る
展
開
を
示
す
。
イ
メ
ー
ジ
の
醸
成
に
寄
与
す
る
の
は
、

都
か
ら
の
距
離
感
を
示
す
表
現
（
傍
線
部
）
と
広
く
共
有
さ
れ
る
白

居
易
の
詩
句
や
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
引
用
（
点
線
部
）
で
あ
り
、
そ
の

本
意
は
日
本
に
お
け
る
詩
句
の
享
受
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
叙
述
の
中
で
、都
か
ら
流
離
す
る
私
の
心
情
は「
あ

は
れ
」「
か
な
し
」
と
い
っ
た
「
旅
の
思
ひ
」（
波
線
部
）
す
な
わ
ち

望
郷
の
念
に
よ
る
旅
愁
と
い
う
形
で
作
中
に
定
位
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

﹃
東
関
紀
行
﹄
は
、
鎌
倉
到
着
後
も
、「
旅
店
の
都
に
異
な
る
、
や

う
か
は
り
て
心
す
ご
し
」
と
鎌
倉
に
対
す
る
違
和
感
と
寂
し
さ
を
表

出
し
、
滞
在
中
も
「
日
を
経
る
ま
ま
に
た
だ
都
の
み
ぞ
恋
し
」
く
て

「
帰
る
べ
き
」
時
機
を
待
つ
も
「
む
な
し
く
過
ぎ
行
」
く
有
り
様
だ
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っ
た
と
記
す
。
そ
の
望
郷
の
思
い
は
、「
蘇
武
が
漢
を
別
れ
し
十
九
年

の
旅
の
う
れ
へ
」「
李
陵
が
胡
に
入
り
し
三
千
里
の
道
の
思
ひ
」
に

喩
え
ら
れ
る
つ
ら
さ
で
あ
っ
た
。
は
か
ら
ず
も
帰
京
が
叶
う
こ
と
に

な
っ
た
「
故
郷
に
帰
る
よ
ろ
こ
び
」
は
、「
朱
買
臣
に
あ
ひ
似
た
る
心

地
」
だ
っ
た
と
言
う
。

こ
の
よ
う
な
鎌
倉
に
お
け
る
私
の
視
線
と
心
情
は
、
例
え
ば
﹃
海

道
記
﹄
の
叙
述
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

申
ノ
斜
ニ
、湯
井
浜
ニ
オ
チ
ツ
キ
ヌ
。
暫
休
テ
此
処
ヲ
ミ
レ
バ
、

数
百
艘
ノ
船
ド
モ
、
縄
ヲ
ク
サ
リ
テ
、
大
津
ノ
浦
ニ
似
タ
リ
。

千
万
宇
ノ
宅
、
軒
ヲ
双
テ
、
大
淀
渡
ニ
異
ナ
ラ
ズ
。

湯
井
浜（
由
比
ヶ
浜
）に
多
く
の
舟
が
停
泊
す
る
様
子
を「
大
津
浦
」、

家
々
が
軒
を
並
べ
る
様
を
「
大
淀
渡
」
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
見

出
し
て
い
る
（
傍
線
部
）。
大
津
浦
は
琵
琶
湖
岸
の
港
、
大
淀
渡
は
諸

説
あ
る
が
、
繁
栄
の
様
を
表
す
表
現
か
ら
、
木
津
川
・
宇
治
川
・
桂

川
が
合
流
す
る
山
城
国
淀
の
渡
の
こ
と
と
考
え
て
お
き
た
い)
12
(

。
つ

ま
り
、﹃
海
道
記
﹄
は
鎌
倉
を
叙
述
す
る
に
際
し
、
都
と
そ
の
周
辺
の

地
名
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
そ
れ
に
「
似
」
て
「
異
ナ
ラ
」
ぬ
も

の
、
同
質
の
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
視
線
を
有
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、﹃
東
関
紀
行
﹄
は
、
あ
く
ま
で
も
鎌
倉

の
異
質
さ
に
着
目
し
、
そ
れ
を
受
容
で
き
な
い
私
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
繰
り
返
し
表
出
さ
れ
る
都
へ
の
思
い

は
、
鎌
倉
へ
の
違
和
感
と
表
裏
一
体
の
感
情
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、﹃
東
関
紀
行
﹄
に
お
け
る
視
線
や
姿
勢
は
、
紀
行
文
の
持

つ
都
へ
の
回
帰
（
望
郷
の
念
）
の
枠
組
の
内
に
あ
る)
13
(

と
は
い
え
、
そ

の
全
て
に
共
通
す
る
性
質
と
ま
で
言
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら

く
は
、
序
文
以
降
に
展
開
し
て
き
た
私
の
あ
り
方
と
深
く
関
わ
る
も

の
だ
ろ
う
。﹃
伊
勢
物
語
﹄
東
下
り
の
昔
男
に
よ
っ
て
造
型
さ
れ
、

あ
る
べ
き
場
所
た
る
都
か
ら
流
離
す
る
私
が
、
鎌
倉
に
対
す
る
違
和

感
と
都
へ
の
望
郷
の
念
を
抱
き
続
け
る
わ
け
で
あ
る
。
私
の
造
型
と

引
用
を
媒
と
し
た
心
情
の
表
出
を
思
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
展
開
は
、

作
品
に
お
い
て
必
然
的
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

三
、
羇
旅
歌
の
詠
歌
史

こ
こ
ま
で
、﹃
東
関
紀
行
﹄
に
お
け
る
私
の
造
型
と
そ
の
展
開
を
分

析
・
考
察
し
て
き
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
主
体
仮
構
の
あ
り

方
が
何
に
基
づ
く
の
か
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

実
際
に
東
国
へ
下
る
者
が
﹃
伊
勢
物
語
﹄
東
下
り
を
踏
ま
え
た
形

で
叙
述
を
行
う
事
例
と
し
て
夙
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
藤
原
教
長
で

あ
る)
14
(

。
崇
徳
院
の
近
臣
で
あ
っ
た
教
長
は
、保
元
元
年
（
一
一
五
六
）、

保
元
の
乱
で
院
に
従
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
常
陸
国
浮
島
に
配
流
さ

れ
、
応
保
二
年
（
一
一
六
二
）
に
帰
洛
し
た
。
そ
の
折
の
詠
が
、﹃
教

長
集
﹄
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
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こ
と
に
あ
た
り
て
東
の
方
に
ま
か
り
け
る
に
、
大
い
な
る

川
の
ほ
と
り
に
行
き
て
日
も
暮
れ
方
に
、
渡
守
は
や
渡
ら

な
む
と
急
が
せ
ば
、
い
と
も
の
が
な
し
く
て
舟
に
乗
ら
ん

と
す
る
に
、
こ
の
川
を
ば
何
と
か
名
付
く
る
と
問
ふ
に
、

こ
れ
な
む
隅
田
川
と
い
ふ
は
、
昔
在
中
将
の
い
ざ
言
問
は

む
都
鳥
と
詠
み
け
む
を
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
来
し
方
行
く

末
も
の
あ
は
れ
な
る
こ
と
限
り
な
く
て
詠
め
る

・ 

隅
田
川
今
も
流
れ
は
あ
り
な
が
ら
ま
た
都
鳥
あ
と
だ
に
も
な
し 

 

（
八
二
五
）

大
意
は
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
保
元
の
乱
に
関
わ
っ
た
罪
を
受

け
て
東
へ
下
る
と
、
大
河
の
ほ
と
り
で
夕
暮
れ
方
、
渡
し
守
が
早
く

渡
っ
て
ほ
し
い
と
急
か
す
。
ひ
ど
く
も
の
悲
し
い
思
い
で
舟
に
乗
ろ

う
と
し
、
川
の
名
を
問
う
と
こ
れ
が
隅
田
川
だ
と
答
え
る
。
昔
、
在

中
将
が
「
い
ざ
こ
と
と
は
む
都
鳥
」
と
詠
ん
だ
こ
と
を
思
い
出
し
、

来
し
方
行
く
末
の
限
り
な
い
感
慨
を
、「
隅
田
川
は
変
わ
ら
ず
に
今
も

流
れ
て
い
る
が
、
在
中
将
の
昔
、
こ
の
地
に
い
た
都
鳥
は
そ
の
跡
す

ら
も
見
え
な
い
」
と
詠
ん
だ
。

詞
書
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
九
段
を
そ
の
ま
ま
踏
ま
え
る
書
き
ぶ
り

だ
が
、
一
首
の
眼
目
は
、「
在
中
将
」
の
「
昔
」
と
教
長
の
「
今
」
の

落
差
に
あ
る
。
隅
田
川
に
都
鳥
が
い
な
い
と
い
う
下
句
は
、
都
を
思

い
起
こ
す
術
も
な
い
ほ
ど
に
遠
く
流
離
し
て
し
ま
っ
た
教
長
の
嘆
き

と
旅
愁
を
導
く
も
の
だ
ろ
う
。﹃
伊
勢
物
語
﹄
を
踏
ま
え
、
時
に
は

そ
れ
を
反
転
さ
せ
て
自
ら
の
「
今
」
を
叙
述
す
る
あ
り
方
は
、
第
二

節
で
見
た
﹃
東
関
紀
行
﹄
三
河
国
八
橋
と
同
趣
で
あ
る
。

自
ら
の
現
実
に
東
下
り
を
踏
ま
え
る
も
の
と
し
て
は
、わ
ず
か
に
、

和
泉
国
下
向
時
の
和
泉
式
部
詠
、「
言
問
は
ば
あ
り
の
ま
に
ま
に
都
鳥

み
や
こ
の
こ
と
を
我
に
聞
か
せ
よ
」（
後
拾
遺
集
・
羇
旅
・
五
〇
九
和
泉

式
部
集
・
六
七
二
）
が
あ
る
が
、
場
所
は
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

勅
撰
集
歌
で
あ
る
た
め
、
東
下
り
を
自
ら
の
実
情
を
表
現
す
る
媒
体

に
用
い
る
前
例
と
し
て
は
十
分
に
機
能
し
よ
う
。
教
長
の
方
法
は
、

こ
の
勅
撰
集
歌
を
前
例
と
し
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
題
詠
と
し
て
の
羇

旅
歌
に
学
ん
だ
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
題
詠
で
は
、﹃
堀
河
百
首
﹄

別
部
の
「
今
日
は
さ
は
丘
ち
別
る
と
も
頼
り
あ
ら
ば
あ
り
や
な
し
や

の
情
け
忘
る
な
」（
一
四
七
五
・
国
信
／
金
葉
集
・
別
・
三
四
四
）
が
﹃
伊

勢
物
語
﹄
九
段
を
摂
取
す
る
前
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
教
長
自
身
も
参
加
し
た
崇
徳
院
主
催
の
﹃
久
安
百
首
﹄（
康
治

年
間
︿
一
一
四
二
~
四
三
﹀
下
題
、
久
安
六
年
︿
一
一
五
〇
﹀
詠
進
）
に
お

け
る
羇
旅
歌
（
五
首
）
を
見
て
み
よ
う
。

野
本
瑠
美
の
研
究
に
詳
し
い
が)
15
(

、
応
制
百
首
史
に
お
け
る
部
立

百
首
の
端
緒
と
な
っ
た
﹃
久
安
百
首
﹄
に
お
い
て
、
羇
旅
歌
は
雑
部

の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
崇
徳
院
は
旅
の
辛
苦
・
俊

成
（
顕
広
）
は
都
へ
の
距
離
感
と
望
郷
の
思
い
で
四
首
を
ま
と
め
て
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五
首
目
で
旅
を
総
括
す
る
、
教
長
は
四
季
と
恋
で
旅
の
状
況
に
変
化

を
も
た
ら
す
な
ど
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
詠
出
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
内
容
が
重
複
せ
ぬ
よ
う
、
相
談
や
調
整
が
行
わ
れ
た
可
能
性
も
高

い
。
ま
た
、﹃
久
安
百
首
﹄
以
前
の
勅
撰
集
で
は
、
必
ず
し
も
羇
旅
部

は
存
在
せ
ず
、
離
別
部
に
比
し
て
歌
数
も
少
な
い
。
し
か
し
、﹃
久
安

百
首
﹄
後
の
﹃
続
詞
花
集
﹄
や
﹃
千
載
集
﹄
と
い
っ
た
勅
撰
集
（
ま

た
は
そ
れ
を
目
指
し
た
撰
集
）
に
お
い
て
、
羇
旅
部
の
歌
数
が
離
別
部

を
上
回
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
傾
向
は
﹃
新
古
今
集
﹄
以
降
に
継
承

さ
れ
る)
16
(

。﹃
続
詞
花
集
﹄
の
撰
者
・
藤
原
清
輔
と
﹃
千
載
集
﹄
の
撰

者
・
藤
原
俊
成
が
﹃
久
安
百
首
﹄
の
歌
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
見
て

も
、
こ
の
よ
う
な
転
換
点
に
位
置
し
、
そ
の
後
の
展
開
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
の
は
、
多
様
な
題
詠
の
羇
旅
歌
を
詠
ま
せ
た
﹃
久
安
百

首
﹄
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
俊
成
と
清
輔
の
詠
を
見
よ
う
。
俊
成
の
五
首
は
先
述
の

通
り
、
都
へ
の
思
い
で
ま
と
め
ら
れ
る
四
首
と
無
常
観
に
よ
る
旅
の

総
括
一
首
と
い
う
構
成)
17
(

だ
が
、
そ
の
四
首
目
に
次
の
和
歌
が
あ
る
。

・ 

わ
が
思
ふ
人
に
見
せ
ば
や
も
ろ
と
も
に
す
み
だ
が
は
ら
の
夕
暮
れ

の
空
（
八
九
七
）

大
意
は
「
私
の
愛
し
い
人
に
見
せ
た
い
も
の
だ
。
と
も
に
住
む
、

こ
の
隅
田
河
原
の
夕
暮
れ
の
空
を
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、本
歌
は
「
心

あ
ら
む
人
に
見
せ
ば
や
津
の
国
の
難
波
わ
た
り
の
春
の
景
色
を
」（
後

拾
遺
集
・
春
上
・
四
三
・
能
因
）
と
「
名
に
し
負
は
ば
い
ざ
言
問
は
む

都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」（
伊
勢
物
語
・
九
段
）
で
あ

る
。
作
中
主
体
は
東
下
り
の
昔
男
を
思
わ
せ
、「
も
ろ
と
も
に
す
み
」

（「
住
み
」
と
「
隅
」
田
の
掛
詞
）
に
よ
っ
て
、「
思
ふ
人
」
を
呼
び
寄
せ

て
と
も
に
暮
ら
し
た
い
と
願
う
男
の
心
情
が
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
よ

う)
18
(

。清
輔
の
五
首
は
四
季
と
雑
だ
が
、
五
首
目
に
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
九

段
を
本
説
と
す
る
和
歌
を
詠
じ
る
。

・ 

旅
づ
と
に
も
た
る
か
れ
い
ひ
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
涙
ぞ
お
つ
る
都
思
へ

ば
（
九
九
九
）

こ
ち
ら
は
、「
旅
包
（
旅
の
携
行
品
）
に
持
っ
て
い
る
乾
飯
が
ほ
ろ

ほ
ろ
と
落
ち
る
よ
う
に
、ほ
ろ
ほ
ろ
と
涙
が
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
。

都
を
思
う
と
」
の
意
で
あ
り
、
第
九
段
の
う
ち
、
八
橋
の
杜
若
詠
の

場
面
に
お
け
る
「
み
な
人
、
か
れ
い
ひ
の
上
に
涙
お
と
し
て
ほ
と
び

に
け
り
」
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
ち
ら
も
作
中
主
体
は
昔
男
を
な
ぞ
ら

え
る
も
の
で
あ
り
、
一
首
の
眼
目
は
都
へ
の
望
郷
の
念
に
あ
る
。

管
見
の
限
り
、﹃
久
安
百
首
﹄
以
前
に
題
詠
・
実
情
詠
と
も
に
東
下

り
を
摂
取
ま
た
は
揺
曳
す
る
羇
旅
歌
は
、
先
の
和
泉
式
部
詠
と
国
信

詠
以
外
は
ほ
ぼ
見
出
せ
な
い)
19
(

。
教
長
詠
に
お
け
る
﹃
久
安
百
首
﹄

羇
旅
歌
の
影
響
は
、
積
極
的
に
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

紙
幅
の
関
係
上
、
詳
細
は
別
稿
を
期
す
が
、
こ
の
後
、
題
詠
の
羇
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旅
歌
に
お
け
る
﹃
伊
勢
物
語
﹄
東
下
り
の
本
歌
・
本
説
取
り
は
、
治

承
年
間
の
数
首
を
経
て
、
文
治
・
建
久
年
間
に
九
条
家
や
御
子
左
家

の
歌
人
た
ち
の
間
で
共
有
さ
れ
、
新
古
今
時
代
に
流
行
す
る
と
い
う

見
取
り
図
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
の
﹃
右
大
臣
家
歌
合
﹄「
旅
」
題
で
は
、

頼
政
が
「
都
へ
は
今
も
こ
と
づ
け
や
る
べ
き
に
宇
津
の
山
辺
に
あ
ふ

こ
と
ぞ
な
き
」（
二
十
四
番
右
、
四
八
）
と
詠
み
、
俊
成
は
、「
右
、
宇

津
の
山
辺
に
と
い
へ
る
、
こ
と
に
よ
そ
へ
ん
と
な
け
れ
ど
も
、
彼
、

宇
津
の
山
辺
の
う
つ
つ
に
も
と
い
へ
る
歌
を
思
へ
る
心
宜
し
く
こ
そ

お
ぼ
え
侍
れ
。
︙
（
中
略
）
︙
右
は
こ
と
な
る
言
葉
な
く
て
心
旅
の

歌
と
お
ぼ
え
た
り
。
勝
と
申
し
侍
る
べ
し
」と
判
じ
た
。
頼
政
詠
は
、

旅
人
た
る
作
中
主
体
が
「
都
へ
の
言
付
け
を
送
ろ
う
と
し
て
も
、
あ

の
東
下
り
の
昔
の
よ
う
に
宇
津
の
山
辺
で
知
己
に
会
う
こ
と
も
な

く
、（
現
実
で
も
夢
で
も
）
あ
な
た
に
逢
え
な
い
」
と
嘆
く
も
の
で
、
判

に
言
う
よ
う
に
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
九
段
の
「
駿
河
な
る
宇
津
の
山
辺

の
う
つ
つ
に
も
夢
に
も
人
に
あ
は
ぬ
な
り
け
り
」
を
本
歌
と
す
る
。

判
詞
は
、
こ
の
本
歌
取
り
を
好
ま
し
く
、
ま
た
、
各
別
な
言
葉
を
用

い
ず
と
も
旅
の
歌
の
内
容
を
満
た
す
（
傍
線
部
）
と
し
て
頼
政
詠
を

勝
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
俊
成
の
評
価
は
、
羇
旅
歌
に
お
け
る
東
下

り
の
本
歌
・
本
説
取
り
を
後
押
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か)
20
(

。

こ
の
後
、
文
治
・
建
久
年
間
に
な
る
と
、
九
条
家
歌
人
で
は
、
慈

円
の
「
早
率
露
胆
百
首
」（
一
一
八
八
年
）
に
お
け
る
「
旅
恋
」
題
の

一
首
、「
時
し
も
あ
れ
隅
田
河
原
の
都
鳥
昔
の
人
の
心
知
れ
と
や
」（
拾

玉
集
・
七
七
八
）、
良
経
・
慈
円
の
「
南
海
漁
夫
北
山
樵
客
歌
合
」（
一

一
九
五
~
九
六
年
）
羇
旅
七
四
番
の
「
忘
れ
ず
は
都
の
夢
や
送
る
ら

ん
月
は
雲
居
を
宇
津
の
山
越
」（
一
八
五
二
・
慈
円
）「
眺
め
つ
る
空
行

く
月
の
行
く
末
に
思
ひ
も
出
で
よ
宇
津
の
山
寺
」（
一
八
五
三
・
良
経
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、御
子
左
家
歌
人
で
は
、「
御
室
五
十
首
」

「
旅
」
題
に
お
い
て
、
定
家
が
「
旅
衣
き
な
れ
の
山
の
嶺
の
雲
重
な

る
夜
半
を
慕
ふ
夢
か
な
」（
五
四
四
）、
家
隆
が
「
宇
津
の
山
月
だ
に

も
ら
ぬ
蔦
の
庵
に
夢
路
絶
え
た
る
風
の
音
か
な
」（
五
九
九
）
と
詠

む)
21
(

。新
古
今
時
代
に
入
る
と
、﹃
正
治
初
度
百
首
﹄（
一
二
〇
〇
年
）
の
「
羇

旅
」
題
五
首
に
お
い
て
は
二
三
人
中
五
名
が
﹃
伊
勢
物
語
﹄
東
下
り

関
連
章
段
か
ら
の
本
歌
・
本
説
取
り
を
行
い
、
同
年
の
﹃
正
治
後
度

百
首
﹄「
山
路
」
題
五
首
で
は
一
一
人
中
五
名
が
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第

九
段
の「
宇
津
の
山
」を
詠
み
込
む
。
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
の「
三

体
和
歌
」「
旅
」
題
で
は
、「
旅
衣
き
つ
つ
な
れ
ゆ
く
月
や
あ
ら
ぬ
春

や
都
と
霞
む
夜
の
空
」（
六
・
後
鳥
羽
院
）
や
「
旅
寝
す
る
夢
路
は
許

せ
宇
津
の
山
関
と
は
き
け
ど
も
る
人
は
な
し
」（
三
〇
・
家
隆
）
の
詠

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
名
所
歌
・
地
名
詠
へ
の
注
目
も

こ
の
傾
向
を
強
め
る
も
の
と
し
て
機
能
し
た
。承
元
元
年（
一
二
〇
七
）
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の
﹃
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
﹄
で
は
「
宇
津
山
」
一
〇
首
中
八
首
、

「
富
士
」
同
六
首
、「
武
蔵
野
」
同
三
首
、
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
の

﹃
内
裏
名
所
百
首
﹄
に
至
っ
て
は
、「
角
田
川
」
で
一
二
首
中
一
〇
首

も
の
詠
が
東
下
り
を
本
歌
・
本
説
と
す
る)
22
(

。

﹃
東
関
紀
行
﹄
成
立
に
近
い
時
期
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
維
持
さ

れ
て
お
り
、例
え
ば
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
の
﹃
宝
治
百
首
﹄「
旅
行
」

題
一
首
で
は
、
四
〇
人
中
五
人
が
東
下
り
に
寄
せ
た
形
で
隅
田
川
や

宇
津
山
を
詠
じ
て
い
る)
23
(

。

粗
描
で
は
あ
る
が
、
題
詠
と
し
て
の
羇
旅
歌
や
名
所
歌
に
お
け
る

﹃
伊
勢
物
語
﹄
東
下
り
関
連
章
段
の
本
歌
・
本
説
取
り
は
、﹃
久
安
百

首
﹄
の
羇
旅
歌
に
梃
子
と
し
、
新
古
今
時
代
に
至
っ
て
羇
旅
歌
の
本

意
と
し
て
の
地
位
を
確
立
、
そ
の
後
も
継
承
さ
れ
た
と
理
解
す
る
こ

と
が
可
能
だ
ろ
う
。
実
情
詠
が
東
下
り
を
本
歌
・
本
説
と
す
る
あ
り

方
は
、
先
の
教
長
詠
の
他
、
俊
恵
の
「（
又
、
東
の
方
へ
ま
か
り
侍
り

し
人
の
許
へ
よ
み
て
送
り
侍
り
し
、
三
首
）
／
都
鳥
見
え
ん
渡
は
思
ひ
出

で
よ
あ
り
や
な
し
や
の
情
け
ば
か
り
を
」（
林
葉
集
・
別
・
九
九
四
）や
、

「
御
つ
か
ひ
に
鎌
倉
へ
下
る
」
雅
経
の
「
八
橋
に
て
／
都
思
ふ
ほ
ど

は
く
も
で
に
乱
れ
つ
つ
袖
こ
そ
ぬ
る
れ
沼
の
八
橋
」（
明
日
香
井
集
・

雑
・
一
五
一
六
）
を
見
出
せ
る
も
の
の
、
多
い
わ
け
で
は
な
い
。
題

詠
に
倣
う
形
で
実
情
詠
に
お
け
る
東
下
り
の
摂
取
が
行
わ
れ
た
と
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

な
ら
ば
、﹃
東
関
紀
行
﹄の
よ
う
な
紀
行
文
に
お
け
る
主
体
の
仮
構
、

東
下
り
の
昔
男
と
し
て
の
私
の
造
型
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
和
歌
、
特

に
題
詠
と
し
て
の
羇
旅
歌
の
詠
歌
史
に
基
づ
く
も
の
と
の
想
定
が
可

能
で
あ
る
。
第
一
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
東
下
り
の
昔
男
に
基
づ

く
私
の
造
型
と
旅
の
記
と
し
て
の
自
己
規
定
は
、
必
ず
し
も
紀
行
文

一
般
の
も
の
で
は
な
い
。
羇
旅
歌
の
本
意
と
し
て
﹃
伊
勢
物
語
﹄
東

下
り
が
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
詠
歌
史
を
考
え
れ
ば
、﹃
東
関
紀
行
﹄

に
お
け
る
「
旅
の
記
」
と
し
て
の
枠
組
は
、
必
然
的
に
東
下
り
の
昔

男
に
よ
る
私
の
造
型
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、

そ
の
よ
う
な
主
体
の
仮
構
が
「
旅
の
記
」
と
し
て
の
自
己
規
定
を
も

た
ら
し
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
持

つ
紀
行
文
は
、
現
存
す
る
も
の
を
見
る
限
り
、﹃
東
関
紀
行
﹄
以
前
に

は
見
出
せ
な
い
。﹃
海
道
記
﹄や﹃
信
生
法
師
日
記
﹄は
出
家
者
の「
修

行
の
記
」
と
し
て
自
ら
を
位
置
付
け
て
い
た
が
、
和
歌
を
伴
う
修
行

の
記
は
平
安
時
代
か
ら
存
在
し
、
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る)
24
(

。

こ
の
よ
う
な
文
学
史
の
流
れ
を
鑑
み
る
と
、
都
か
ら
流
離
す
る
主
体

の
「
旅
の
記
」
を
創
り
上
げ
た
﹃
東
関
紀
行
﹄
は
、
紀
行
文
に
お
け

る
一
つ
の
画
期
と
し
て
捉
え
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

終
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、﹃
東
関
紀
行
﹄
に
つ
い
て
、
旅
す
る
主
体
と
し
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て
の
私
の
仮
構
と
作
品
の
自
己
規
定
を
出
発
点
と
し
、
旅
の
展
開
と

そ
こ
に
表
出
さ
れ
る
心
情
や
認
識
の
あ
り
方
を
、
引
用
さ
れ
る
詩
句

や
﹃
伊
勢
物
語
﹄
東
下
り
関
連
章
段
と
の
関
係
か
ら
分
析
・
考
察
し

た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
作
品
を
成
立
さ
せ
る
背
景
と
し
て
、
羇
旅

歌
の
詠
歌
史
を
考
え
た
い
と
思
う
。

外
村
南
都
子
は
、
鎌
倉
時
代
後
半
に
成
立
す
る
早
歌
の
旅
の
表
現

が
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
東
下
り
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
須
磨
・
明
石
巻
の
旅
を

本
意
と
す
る
こ
と
を
論
じ
た
が)
25
(

、
本
稿
で
検
討
し
た
﹃
東
関
紀
行
﹄

の
あ
り
方
は
、
韻
文
の
み
な
ら
ず
、
散
文
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な

本
意
の
形
成
を
受
け
て
作
品
が
生
成
し
、
さ
ら
に
後
代
へ
と
受
け
継

が
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
か
。﹃
東
関
紀
行
﹄
に
お
け
る
如
上

の
特
徴
は
、
中
世
に
お
け
る
旅
の
表
現
が
何
を
本
意
と
し
、
何
を
目

指
す
の
か
と
い
う
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

︻
注
︼

（
1
）
井
手
敦
子
「﹃
東
関
紀
行
﹄
序
文
の
一
考
察
」（﹃
古
典
遺
産
﹄
四
二
号
、

一
九
九
二
年
三
月
）。

（
2
）「︿
旅
﹀
の
表
現
と
虚
構
」（﹃
中
世
文
学
﹄
三
九
号
、一
九
九
四
年
六
月
）。

（
3
）「﹃
信
生
法
師
日
記
﹄﹃
信
生
法
師
集
﹄
の
成
立
と
執
筆
意
図
」（﹃
中
世

初
期
歌
人
の
研
究
﹄、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
年
。
初
出
は
一
九
九
七

年
八
月
）。

（
4
）
井
手
前
掲
論
文
（
注
１
）
は
、「﹃
東
関
紀
行
﹄
の
作
者
は
、序
文
を
﹃
池

亭
記
﹄
を
模
す
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
し
」、﹃
池
亭
記
﹄
的
な
隠
者
像
、

隠
遁
思
考
の
知
的
文
人
達
の
姿
と
重
な
る
と
指
摘
す
る
。

（
5
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
中
世
日
記
紀
行
集
﹄、
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
﹃
中
世
日
記
紀
行
集
﹄
と
も
に
指
摘
す
る
。

（
6
）
田
渕
前
掲
論
文
（
注
３
）。

（
7
）
歌
枕
と
し
て
の
「
八
橋
」
の
表
現
と
﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
九
段
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
李
英
敬
「
中
世
紀
行
文
学
と
歌
枕
」（﹃
日
本
学
研
究
﹄

三
七
号
、二
〇
一
二
年
九
月
）、谷
知
子
「
歌
枕
「
八
橋
」
と
「
鳴
海
」」

（﹃
日
本
文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
﹄
二
号
、
二
〇
一
七
年
六
月
）
な
ど

に
詳
し
い
。

（
8
）
木
下
「﹃
海
道
記
﹄
の
叙
述
方
法
」（﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
九
九
│
八
号
、

二
〇
二
二
年
八
月
刊
行
予
定
）
に
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

（
9
）
木
下
前
掲
論
文
（
注
８
）。

（
10
）
木
下
前
掲
論
文
（
注
８
）。

（
11
）
旅
の
終
盤
、
相
模
国
箱
根
湯
本
で
強
い
望
郷
の
念
が
表
出
さ
れ
た
箇

所
も
注
意
さ
れ
る
。「
こ
の
山
を
も
越
え
下
り
て
、
湯
本
と
い
ふ
所
に

と
ま
り
た
れ
ば
、
太
山
颪
は
げ
し
く
う
ち
時
雨
れ
て
、
谷
川
み
な
ぎ

り
ま
さ
る
。
岩
瀬
の
波
高
く
む
せ
び
、
暢
臥
房
の
夜
の
聞
に
も
過
ぎ

た
り
。
か
の
源
氏
の
物
語
の
歌
に
、「
涙
も
よ
ほ
す
滝
の
音
か
な
」
と

い
へ
る
、
思
ひ
よ
せ
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
。
そ
れ
な
ら
ぬ
頼
み
は
な
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き
を
故
郷
の
夢
路
ゆ
る
さ
ぬ
滝
の
音
か
な
」。
強
い
深
山
颪
と
時
雨
に

谷
川
が
増
水
し
、
激
し
い
波
音
に
眠
る
こ
と
も
で
き
な
い
私
は
、﹃
白

氏
文
集
﹄「
香
山
避
暑
詩
」
の
「
暢
師
房
」（
香
山
寺
の
文
暢
の
僧
房
）

の
有
様
を
思
う
と
同
時
に
、﹃
源
氏
物
語
﹄
若
紫
巻
に
お
け
る
北
山
の

僧
都
と
源
氏
の
対
面
の
場
面
、「
暁
方
に
な
り
に
け
れ
ば
、
法
華
三
昧

行
ふ
堂
の
懺
法
の
声
、
山
お
ろ
し
に
つ
き
て
聞
こ
え
く
る
い
と
尊
く
、

滝
の
音
に
響
き
あ
ひ
た
り
。
吹
き
迷
ふ
深
山
お
ろ
し
に
夢
さ
め
て
涙

も
よ
ほ
す
滝
の
音
か
な
」
を
想
起
し
、「
他
に
願
う
こ
と
は
な
い
の
に
、

故
郷
の
夢
を
見
る
こ
と
さ
え
許
さ
な
い
激
し
い
滝
の
音
」
と
歎
息
す

る
。
引
用
場
面
は
、
夕
顔
の
死
後
、
瘧
病
に
か
か
っ
た
光
源
氏
が
北

山
に
あ
っ
た
時
の
も
の
で
あ
り
、
不
本
意
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
あ
る

べ
き
都
を
離
れ
た
状
況
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
）
山
城
国
淀
の
渡
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
他
、
伊
勢
国
大
淀
（
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
）等
の
説
が
あ
る
。
伊
勢
国
の
場
合
、歌
枕「
大

淀
の
浦
」
詠
は
、「
大
淀
の
み
そ
ぎ
幾
夜
に
な
り
ぬ
ら
ん
神
さ
び
に
た

る
浦
の
姫
松
」（
拾
遺
集
・
神
楽
・
五
九
四
・
兼
澄
）
他
、﹃
最
勝
四
天

王
院
障
子
百
首
﹄「
大
淀
の
浦
」
一
〇
首
、﹃
内
裏
名
所
百
首
﹄「
大
淀

の
浦
」
一
二
首
な
ど
が
あ
る
が
、
繁
栄
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
歌
は
見

出
せ
な
い
。

（
13
）
今
関
前
掲
論
文
（
注
２
）。

（
14
）﹃
和
歌
文
学
大
辞
典
﹄（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
四
年
）
の
「
教

長
」
の
項
目
（
黒
田
彰
子
執
筆
条
）。

（
15
）﹃
中
世
百
首
歌
の
生
成
﹄
第
一
篇
第
二
章
「
久
安
百
首
の
羇
旅
歌
」（
若

草
書
房
、
二
〇
一
九
年
。
初
出
は
二
〇
〇
九
年
一
月
）。

（
16
）
勅
撰
集
に
お
い
て
は
、﹃
拾
遺
集
﹄﹃
金
葉
集
﹄﹃
詞
花
集
﹄
は
羇
旅
（
ま

た
は
旅
）
部
を
持
た
ず
、離
別
部
の
末
尾
に
少
数
の
歌
を
収
め
る
。﹃
新

編
国
歌
大
観
﹄
所
収
の
も
の
で
八
代
集
と
﹃
続
詞
花
集
﹄
を
確
認
す

る
と
、﹃
古
今
集
﹄
は
離
別
四
一
・
羇
旅
一
六
、﹃
後
撰
集
﹄
は
離
別
四

六
・
羇
旅
一
八
と
離
別
部
が
多
い
。﹃
後
拾
遺
集
﹄
で
は
別
も
羇
旅
も

三
九
で
同
数
、﹃
金
葉
集
﹄﹃
詞
花
集
﹄
は
羇
旅
部
を
有
し
な
い
。﹃
続

詞
花
集
﹄
に
至
っ
て
別
二
七
・
旅
四
〇
と
歌
数
が
逆
転
し
、﹃
千
載
集
﹄

も
離
別
二
二
・
羇
旅
四
七
で
あ
る
。﹃
新
古
今
集
﹄
で
は
離
別
三
九
・

羇
旅
九
四
と
な
り
、
羇
旅
歌
が
大
き
く
伸
長
、
一
三
代
集
で
は
﹃
新

勅
撰
集
﹄﹃
続
後
撰
集
﹄﹃
続
拾
遺
集
﹄﹃
玉
葉
集
﹄﹃
続
千
載
集
﹄﹃
風

雅
集
﹄
が
離
別
部
を
欠
き
、「
羈
旅
」
部
の
冒
頭
部
分
に
少
数
を
収
め

る
の
み
と
な
る
。
安
田
徳
子
「
旅
歌
の
変
遷
」（﹃
中
世
和
歌
研
究
﹄、

和
泉
書
院
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。

（
17
）
野
本
前
掲
論
文
（
注
15
）。

（
18
）「
す
み
だ
が
は
ら
」
は
、「
ま
つ
ち
山
夕
越
え
ゆ
き
て
廬
崎
の
角
太
河
原

に
一
人
か
も
寝
む
」（
万
葉
集
・
巻
三
・
二
九
八
）
の
ご
と
く
、
そ
も

そ
も
は
紀
伊
国
紀
ノ
川
の
河
原
を
指
す
。
し
か
し
、
当
該
歌
は
、
初

二
句
の
「
わ
が
思
ふ
人
」
の
語
か
ら
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
本
歌
取
り
で
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あ
り
、
武
蔵
国
と
下
総
国
の
境
を
な
す
隅
田
川
の
河
原
だ
と
理
解
で

き
る
。
な
お
、﹃
八
雲
御
抄
﹄
で
は
万
葉
歌
も
含
め
て
「
下
総
」
と
す
る
。

（
19
）
離
別
歌
に
範
囲
を
拡
げ
て
も
同
様
。
な
お
、
正
保
版
歌
仙
家
集
本
﹃
貫

之
集
﹄
の
「
陸
奥
国
へ
下
る
人
を
惜
し
め
る
／
か
ら
衣
す
る
名
に
負

へ
る
富
士
の
山
こ
え
ん
人
こ
そ
か
ね
て
惜
し
け
れ
」（
七
二
七
）
が
あ

る
が
、
陽
明
文
庫
本
で
は
初
句
は
「
狩
衣
」
で
あ
り
、
二
句
目
の
「
摺

る
」（「
駿
」
河
が
響
く
）
へ
の
詞
続
き
か
ら
は
「
狩
衣
」
が
適
当
と

考
え
ら
れ
、東
下
り
を
揺
曳
さ
せ
る
の
は
難
し
い
。﹃
相
模
集
﹄
の
「
と

ひ
わ
た
る
人
も
や
あ
る
と
人
し
れ
ず
ま
つ
に
お
と
せ
ぬ
都
鳥
か
な
」

（
初
事
歌
群
・
五
六
四
）は
第
九
段
の
摂
取
だ
が
、雑
歌
で
あ
る
。
ま
た
、

東
海
道
を
下
る
旅
程
を
収
め
る
﹃
増
基
法
師
集
﹄﹃
赤
染
衛
門
集
﹄﹃
能

因
法
師
集
﹄、
東
国
を
経
て
奥
州
へ
下
る
旅
程
を
収
め
る
﹃
為
仲
集
﹄

に
は
、
東
下
り
の
要
素
は
見
ら
れ
な
い
。﹃
堀
河
百
首
﹄（
一
一
〇
五

~
〇
六
）
は
「
旅
恋
」「
旅
」
題
を
設
定
す
る
が
、
こ
ち
ら
に
も
東
下

り
を
揺
曳
す
る
も
の
は
見
出
せ
な
い
。
先
述
の
「
別
」
題
に
国
信
の

一
首
が
見
え
る
。﹃
江
帥
集
﹄
に
「
雁
が
ね
の
都
の
方
へ
行
か
ま
せ
ば

我
が
思
ふ
こ
と
を
問
は
ま
し
も
の
を
」（
一
六
六
）
が
あ
る
が
、
都
鳥

で
は
な
く
「
雁
が
ね
」
を
詠
む
た
め
、
本
歌
・
本
説
と
し
て
の
要
素

は
弱
い
。﹃
摂
政
左
大
臣
家
歌
合
﹄（
一
一
二
六
年
八
月
）「
旅
宿
雁
」

題
で
、「
限
り
あ
り
て
急
ぎ
立
ち
ぬ
る
庵
の
内
に
誰
を
た
の
む
の
雁
し

ら
ふ
ら
ん
」（
一
・
俊
頼
）、「
武
蔵
野
に
旅
寝
す
る
夜
の
寂
し
き
に
た

の
む
の
雁
の
鳴
く
ぞ
う
れ
し
き
」（
二
・
定
信
）
が
詠
ま
れ
る
が
、「
た

の
む
の
雁
」
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
を
離
れ
て
も
歌
語
と
し
て
成
立
す
る
。

武
蔵
野
の
旅
寝
を
詠
む
定
信
詠
は
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
第
一
〇
段
を
本
説

と
す
る
可
能
性
が
高
い
が
、
判
詞
は
「
た
の
む
の
雁
と
は
た
だ
雁
の

名
と
思
ひ
て
詠
み
た
る
に
や
。
こ
れ
は
田
面
の
雁
と
申
す
こ
と
な
り
。

武
蔵
野
は
田
あ
る
べ
し
と
も
聞
こ
え
ぬ
野
な
れ
ば
、
僻
事
と
も
申
す

べ
か
ら
ん
」
と
し
、
武
蔵
「
野
」
と
「
田
」
の
む
の
雁
の
取
り
合
わ

せ
を
非
難
す
る
。﹃
伊
勢
物
語
﹄
摂
取
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
、
共
有

さ
れ
て
い
な
い
と
理
解
さ
れ
る
。

（
20
）
治
承
年
間
ま
で
に
自
撰
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
﹃
林
下
集
﹄
に
は
、「
旅

の
歌
と
て
／
我
が
背
子
が
上
か
た
ら
な
ん
都
鳥
さ
こ
そ
昔
の
人
も
と

ひ
け
れ
」（
三
四
九
）
が
載
る
。

（
21
）「
御
室
五
十
首
」
で
は
、
生
蓮
も
「
都
鳥
恋
し
き
上
は
語
ら
ね
ど
名
を

睦
ま
じ
み
き
く
と
知
ら
ず
や
」（
旅
・
八
〇
二
）
と
詠
む
。

（
22
）﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
の
歌
番
号
で
示
す
と
、﹃
正
治
初
度
百
首
﹄
は
六
八

六
・
慈
円
、
七
八
四
・
忠
良
、
八
八
五
・
隆
房
、
一
四
八
七
・
家
隆
、

一
七
八
八
・
生
蓮
。﹃
正
治
後
度
百
首
﹄
は
二
七
三
・
雅
経
、
六
七
四

・
長
明
、七
七
二
・
季
保
、九
七
一
・
宮
内
卿
、一
〇
七
一
・
慈
円
。﹃
最

勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
﹄
で
は
「
宇
津
山
」
が
三
五
一
・
後
鳥
羽
院
、

三
五
二
・
慈
円
、
三
五
四
・
俊
成
卿
女
、
三
五
五
・
有
家
、
三
五
七

・
家
隆
、
三
五
八
・
雅
経
、
三
五
九
・
具
親
、
三
六
〇
・
秀
能
、「
富
士
」
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が
三
八
三
・
通
光
、
三
八
五
・
有
家
、
三
八
六
・
定
家
、
三
八
七
・

家
隆
、
三
八
八
・
雅
経
、
三
八
九
・
具
親
、「
武
蔵
野
」
が
三
九
二
・

慈
円
、三
九
四
・
俊
成
卿
女
、三
九
八
・
雅
経
。﹃
内
裏
名
所
百
首
﹄
は
、

一
一
四
二
・
行
意
、
一
一
四
三
・
定
家
、
一
一
四
四
・
家
衡
、
一
一

四
五
・
俊
成
卿
女
、
一
一
四
六
・
兵
衛
内
侍
、
一
一
四
八
・
忠
定
、

一
一
四
九
・
知
家
、
一
一
五
〇
・
範
宗
、
一
一
五
一
・
行
能
、
一
一

五
二
・
康
光
。

（
23
）
三
七
五
八
・
後
嵯
峨
院
、
三
七
六
〇
・
実
氏
、
三
七
六
五
・
為
家
、

三
七
八
八
・
禅
信
、
三
七
九
七
・
下
野
。

（
24
）
木
下
「
道
程
を
叙
述
す
る
文
体
」（﹃
西
行
学
﹄
八
号
、
二
〇
一
七
年

八
月
）。

（
25
）「
早
歌
の
旅
の
表
現
」（﹃
国
文
白
百
合
﹄
三
四
号
、二
〇
〇
三
年
三
月
）。

本
文
の
引
用
は
以
下
の
通
り
。﹃
東
関
紀
行
﹄﹃
海
道
記
﹄
=
新
日
本
古
典
文

学
大
系
﹃
中
世
日
記
紀
行
集
﹄、﹃
信
生
法
師
日
記
﹄﹃
十
六
夜
日
記
﹄
=
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
中
世
日
記
紀
行
集
﹄、﹃
伊
勢
物
語
﹄
=
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
﹃
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
﹄。
和
歌

は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
拠
る
。
な
お
、
注
に
提
示
し

た
論
文
は
、
紙
幅
の
関
係
上
、
副
題
を
省
略
し
た
。




