
両
者
の
時
代
状
況
の
差
異
も
あ
る
が
、
カ
フ
カ
以
上
の
存
在
の
苦
痛

を
体
験
し
て
い
な
い
だ
け
に
安
部
公
房
は
意
識
の
自
由
と
そ
の
実
現

化
を
志
向
す
る
事
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
異
端
と
し
て
の
罪
の
意
識
、

ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
事
か
ら
の
苦
悩
は
、
安
部
が
故
郷
喪
失
者
で
あ
る

以
上
K
強
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

安
部
公
一
房
一
の
変
身
曹
に
は
ど
こ
か
に
現
実
変
革
（
若
し
く
は
反
抗
V

が
あ
り
存
在
の
可
塑
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
安
部
は
八
人
聞
が
棒
に

良
寛

な
る
と
い
う
非
現
実
だ
が
想
像
力
に
訴
え
て
く
る
イ
メ
ー
ジ

V
を
も

っ
て
仮
設
の
文
学
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の
動
物
稽
好
を

感
じ
さ
せ
る
グ
レ
ゴ

l
ル
の
変
身
は
、
人
聞
の
故
郷
喪
失
と
か
無
益

な
探
求
と
か
逃
亡
と
か
い
っ
た
苛
酷
な
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
夢
の

イ
メ
ー
ジ
か
ら
い
き
な
り
始
ま
る
。
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
は
本
質
的

に
ゆ
が
め
ら
れ
た
人
聞
の
実
存
の
直
職
と
現
実
逃
避
に
よ
る
救
済
の

象
徴
で
あ
る
。

和
歌
を
通
し
て
見
た
そ
の
人
間
像

序
「
晩
秋
が
す
ぎ
る
と
み
ぞ
れ
ま
じ
り
の
空
模
様
と
な
り
、
雪
が
こ

い
が
は
じ
ま
る
。
積
雪
は
県
境
山
地
で
は

3
m
t
4
m
、
栃
尾
・
小

千
谷
・
十
日
町
・
新
井
で
は

2
1
3
町
村
上
か
ら
新
発
田
・
一
二
条

長
岡
・
高
固
に
か
け
て

1
1
2
m
に
も
な
る
。
わ
ず
か
に
新
潟
・
新

津
・
柏
崎
の
海
沿
い
と
佐
渡
が

1
m
以
下
で
あ
る
。
雪
崩
は
初
雪
と

融
雪
期
K
し
ば
し
ば
襲
う
。
十
二
月
末
か
ら
四
月
中
旬
ま
で
根
雪
が

あ
る
豪
雪
地
帯
は
丘
陵
地
か
ら
県
境
山
地
で
あ
る
。
雪
が
消
え
る
四

q
L
 

q
L
 

宮

腰

千

絵

月
末
に
は
梅
と
桜
が
一
時
に
ひ
ら
き
、
か
わ
い
た
山
越
え
の
八
だ
し

V
の

風
が
吹
き
お
ろ
す
五
月
に
は
農
家
は
急
に
い
そ
が
し
く
な
る
。
」

こ
れ
は
、
平
凡
社
世
界
大
百
科
事
典
に
よ
る
新
潟
県
の
八
気
候

V
の

欄
の
抜
粋
で
あ
る
。
こ
の
新
潟
（
越
後
）
こ
そ
、
良
寛
が
そ
の
人
生

の
大
半
を
過
ご
し
た
土
地
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
久
松
潜
一
氏
は
、
『
日
本
文
学
風
土
と
構
成
』
の
中
で
、

「
国
民
生
活
や
文
学
と
季
節
と
の
関
係
に
し
て
も
独
自
の
季
節
が
そ

の
国
の
国
民
生
活
や
文
学
K
影
響
を
与
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
国
民



生
活
や
美
意
識
に
よ
っ
て
、
季
節
感
を
形
成
し
て
ゆ
く
と
見
ら
れ
る
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
全
体
と
し
て
の
日
本
文
学
の
特
質
が

日
本
独
自
の
風
土
な
り
気
候
な
り
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
同
じ
モ
ン
ス
ー

ン
気
候
帯
K
属
し
て
い
て
も
、
南
北
に
長
い
地
理
的
条
件
か
ら
、
日

本
の
各
地
方
に
於
け
る
相
違
K
も
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
文
学
と
い
う
も
の
が
、
風
土
や
気
候
と
密
接
に
関
連

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
意
識
そ
の
も
の
が
風
土
的
な
も

の
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
。
だ
か
ら
、
内
陸
性
気
候
の
た
め
、

寒
暖
の
差
が
著
し
い
と
は
言
え
、
九
州
の
温
暖
さ
の
中
で
育
っ
た
私

な
ど
に
は
、
雪
に
埋
れ
た
長
い
冬
の
あ
る
北
越
の
生
活
は
想
像
の
及

ば
な
い
所
が
あ
る
に
違
い
な
い
し
、
良
寛
の
芸
術
を
、
ひ
い
て
は
良

寛
と
い
う
人
間
像
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
『
良
寛
百
考
』
の
著
者
相
馬
御
風
氏
の
言
わ
れ

る
知
く
、
「
良
寛
を
説
い
た
り
論
じ
た
り
す
る
人
は
年
々
殖
え
て
行

く
。
而
も
誰
一
人
『
俺
こ
そ
本
当
の
良
寛
を
説
い
て
い
る
の
光
』
と

思
わ
ぬ
人
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
本
当
の
良
寛
は
つ
ま
る
と
こ
ろ

客
観
的
に
は
常
に
ど
こ
か
に
隠
れ
て
い
る
。
百
人
の
人
が
説
け
ば
そ

こ
に
百
人
の
良
寛
が
あ
る
。
千
人
の
人
が
良
寛
を
論
ず
れ
ば
、
千
人

の
良
寛
が
あ
る
。
み
ん
な
良
寛
を
説
く
つ
も
り
で
実
は
彼
自
身
を
説

い
て
い
る
。
」
の
で
あ
る
。
例
え
ば
同
書
K
よ
る
と
、
良
寛
の
死
後

寝
床
の
下
か
ら
小
判
四
十
枚
が
出
て
来
た
と
い
う
逸
話
が
あ
り
、
そ

れ
を
信
じ
る
、
信
じ
な
い
で
論
議
が
分
か
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
が

こ
れ
を
肯
定
す
る
立
場
の
人
K
は
そ
う
い
う
風
な
良
寛
像
が
そ
の
人

の
中
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
否
定
す
る
人
に
は
そ
う
で
は
な
い
よ
う

な
良
寛
像
が
そ
の
人
の
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

自
分
以
外
の
人
間
を
、
そ
の
ま
与
の
姿
で
完
全
に
理
解
す
る
の
は

所
詮
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
良
寛
の
場
合
は
確
か
な
伝
記

も
な
く
、
信
、
不
信
も
わ
か
ら
な
い
逸
話
が
氾
濫
し
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
本
来
の
ま
与
の
彼
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
残
さ
れ

た
道
は
、
彼
の
芸
術
｜
｜
｜
詩
・
歌
・
書
、
あ
る
い
は
書
簡
な
ど
か

ら
少
し
ず
つ
想
像
し
て
い
く
よ
り
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
私

な
り
に
一
歩
で
も
彼
K
近
付
く
こ
と
が
で
き
た
ら
、
そ
れ
で
良
し
と

し
よ
う
。
し
か
も
、
漢
詩
、
俳
句
、
和
歌
、
書
、
そ
れ
ぞ
れ
を
通
し

て
見
た
良
寛
像
も
自
ら
違
っ
た
面
を
呈
す
る
は
ず
で
あ
る
。
私
は
こ

こ
で
和
歌
を
取
り
上
げ
「
｜
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
彼
の
一
側
面
に

し
か
過
ぎ
な
い
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ

L
I－
－
和
歌
を
通
し
て
見

た
良
寛
像
に
探
り
を
入
れ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
即
ち
、
私
の
中
の
良

寛
K
出
逢
う
た
め
の
ひ
と
つ
の
道
で
あ
る
。
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長

・

旋

八
総
数

V
八
そ
の
う
ち

V

合計 1398首（ 11 3 ) 

表 i

6. 5. 4. 3. 2. 1. 

そ 旅 庵 ，回＂＇、 人 季
の の 想、 と 節
他 生 的 (1) 。コ

活 な 〆プマ、 歌
も わ
。〉 り

1:£ 44 124 3泊 348 416 

〆戸、、 r『、 r、 f「 d，、、 r、、

43 1 11 12 22 24 

、＿， 、、，， 、、＂＇ 、，＿，
、ー”

、，＿，



さ
て
、
当
論
文
に
於
い
て
底
本
と
し
た
東
郷
豊
治
氏
の
『
良
寛
歌

集
』
（
創
元
社
刊
）
に
は
、
総
計
千
三
百
九
十
八
首
（
内
、
長
歌
・

旋
頭
歌
百
十
三
首
）
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
私
は
こ
れ
を
詠
ま

れ
た
素
材
を
基
準
と
し
て
、
季
節
、
人
と
の
交
流
、
内
面
の
世
界
、

日
常
の
生
活
、
旅
、
そ
の
他
の
六
項
目
K
分
類
し
た
。
そ
し
て
こ
の

各
項
目
K
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
良
寛
の
人
間
像
を

浮
彫
り
に
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

論

本

八
第
一
節

V

季
節
の
歌

こ
L
で
は
、
表
ー
に
よ
る
八

ω季
節
の
歌

V
K含
ま
れ
る
も
の
を

四
季
に
分
類
し
、
さ
ら
に
各
季
に
つ
い
て
時
候
・
天
文
・
地
理
・
人

事
・
動
物
・
植
物
の
欄
を
設
け
た
。
向
、
不
明
三
首
は
、
歌
意
不
明

一
首
、
人
事
で
は
あ
る
が
季
節
不
明
ニ
首
で
あ
る
。

表 E

6. 5. 4. 3. 2. 1. 

計
植 動 人 地 天 時
物 物 事 理 丈 f戻

111 35 2お 6 7 19 18 奉

47 7 24 6 2 8 。夏

187 時 39 23 11 46 10 秋

67 8 12 11 2 16 18 主、主

1 1 
新
年

413 100 101 46 22 槌 47 計

※ 3首羽月

表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
最
も
多
く
詠
ま
れ
た
季
節
は
秋
で
あ
り
、

続
い
て
春
、
冬
、
夏
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
秋
と
春
が
多
い
。

因
に
万
葉
集
巻
八
K
於
い
て
は
、
春

H
抑
制
首
、
夏

H
脱
却
首
、
秋

H
m

首
、
冬

H
翌
日
（
A
日
計
揃
首
）
で
あ
り
、
古
今
集
で
は
、
春

H
M
首

夏
日
沼
首
、
秋

u
m首
、
冬

l
m
首
（
春
・
夏
・
秋
・
冬
の
合
計
摺

首
）
と
な
っ
て
い
て
、
平
安
以
降
の
四
季
K
対
す
る
美
意
識
が
春
と

秋
K
特
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
久
松
氏
に
よ
れ

ば
、
「
調
和
的
な
美
を
重
ん
ず
る
所
か
ら
」
来
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
良
寛
も
ま
た
そ
う
し
た
日
本
古
来
の
美
意
識
を
受
け
継

い
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
冬
の
長
い
越
後
の
気
候
的

特
色
か
ら
来
て
い
る
面
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
こ
れ
か

ら
彼
の
歌
を
詳
し
く
見
て
い
く
上
で
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

さ
ら
に

1
1
6
の
項
目
で
は
、
多
い
順
K
植
物
・
動
物
・
天
文
・

時
候
・
人
事
・
地
理
と
な
っ
て
い
る
。
特
K
植
物
・
動
物
、
天
文
が

目
立
つ
。
こ
れ
は
所
謂
H

花
鳥
風
月
u
と
い
う
言
葉
K
集
約
で
き
る

が
、
こ
の

H

花
鳥
風
月
H

と
季
節
感
と
は
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い

る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

以
上
、
大
凡
の
傾
向
を
示
し
た
が
、
次
に
各
季
節
に
つ
い
て
詳
し

く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
向
、
各
季
節
ご
と
に

l
t
6
の
項
目
の

う
ち
主
な
項
目
を
順
を
迫
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
（
他
は
資

料
を
参
照
の
こ
と
）

川
春
の
歌
八
時
候

V
越
後
の
冬
は
長
く
厳
し
い
こ
と
は
序
で
も
記

し
た
通
り
で
あ
る
が
、
良
寛
の
春
の
歌
に
は
、
春
を
待
つ
心
と
春
の

訪
れ
を
喜
々
と
し
て
迎
え
て
い
る
心
と
が
切
々
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

暦
の
上
で
は
春
に
な
っ
て
も
、
越
後
は
A
7
だ
雪
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。

-24ー



早
く
里
K
お
り
て
野
辺
の
若
菜
を
摘
み
た
い
と
指
折
り
数
え
て
待
っ

て
い
る
良
寛
。
そ
し
て
つ
い
に
や
っ
て
来
た
春
。
彼
は
次
の
よ
う
に

歌
っ
て
い
る
。

的
風
ま
ぜ
に
雪
は
降
り
き
ぬ
雪
ま
ぜ
に
風
は
吹
き
き
ぬ

あ
ご
っ
さ
ゆ
み
春
K
は
あ
れ
ど
う
ぐ
ひ
す
も
い
ま
だ
来
鳴

か
ず
野
ベ
に
出
て
若
葉
も
摘
ま
ず
つ
れ
づ
れ
と
草
の

い
ほ
り
に
こ
も
り
ゐ
℃
う
ち
数
ふ
れ
ば
如
月
も
す
で
K

半
ば
を
す
ぎ
に
け
ら
し
も

側
い
づ
く
よ
り
春
は
来
ぬ
ら
む
柴
の
戸
K
い
ざ
立
ち
出
て
て
飽

く
る
ま
で
見
む

附
春
霞
立
ち
に
し
日
よ
り
山
川
K
心
は
と
ほ
く
や
り
に
け
る
か
な

（
中
略
）

以
上
、
四
季
の
流
れ
に
沿
っ
て
彼
の
季
節
感
を
見
て
来
た
が
、
こ

こ
で
ま
ず
言
え
る
こ
と
は
単
な
る
風
物
詠
歌
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
題
詠
を
嫌
っ
た
彼
の
作
歌
態
度
か
ら
も
当
然
導
き

出
さ
れ
る
特
色
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
彼
の
歌
は
現
実
的
で
あ
り
、

写
実
的
で
あ
る
。
良
寛
の
歌
を
し
て
、
生
活
の
歌
で
あ
る
と
言
う
所

以
で
あ
る
。
（
略
）
と
こ
ろ
で
、
最
初
K
提
示
し
て
お
い
た
春
と
秋

K
つ
い
て
の
美
意
識
云
々
に
対
す
る
結
論
で
あ
る
が
、
春
・
夏
・
秋

冬
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
眺
め
て
み
る
と
、
日
本
人
と
し
て
の
伝
統
的
美

意
識
の
み

K
左
右
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
（
略
）

確
か
に
数
の
上
で
は
春
と
秋
が
多
い
こ
と
は
先
に
記
し
た
通
り
で
あ

る
。
こ
の
点
で
は
彼
も
ま
た
、
春
と
秋
の
持
つ
風
土
的
特
性

l
l
l

調
和
的
で
あ
る
こ
と
ー
ー
ー
を
そ
の
ま
与
美
と
し
て
感
じ
、
歌
K
詠

ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
冬
の
歌
K
注
目
し
て
み

る
と
、

側
や
ま
か
げ
の
横
の
板
屋
に
音
は
せ
ね
ど
雪
の
降
る
夜
は
索
く
こ

そ
あ
れ

則
破
れ
衣
を
あ
り
の
こ
と
ご
と
着
て
は
寝
れ
も
の
山
も
と

の
小
笹
吹
く
夜
は
突
く
こ
そ
あ
れ

側
越
に
来
J

’
」
ま
だ
こ
し
な
れ
ぬ
我
な
れ
や
う
た
て
寒
さ
の
肌
に
せ

ち
な
る

と
い
う
よ
う
に
「
実
、
さ
」
の
語
が
あ
る
歌
が
、

mw
首
の
中
4
着
あ
り

又
、
「
寂
し
さ
」
、
「
心
細
さ
」
は
計
6
首
見
ら
れ
る
。

制
日
は
暮
れ
て
浜
ベ
を
行
け
ば
千
鳥
鳴
く
ど
う
と
は
知
ら
ず
心
細

／
、

支
』
ト
血

の
一
首
か
ら
は
、
冬
の
日
本
海
の
荒
泊
た
る
様
子
と
寂
漢
さ
と
が
伝

わ
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う

K
良
寛
は
冬
の
歌
K
於
い
て
、
そ
の
寒
さ
や

そ
こ
か
ら
来
る
寂
し
さ
、
心
細
さ
を
も
そ
の
ま
L
詠
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
数
と
し
て
の
少
な
さ
も
単
に
伝
統
的
美
意
識

か
ら
来
る
春
・
秋
の
歌
の
多
さ
の
裏
返
し
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た

だ
、
夏
の
歌
K

「
暑
さ
」
を
詠
ん
だ
も
の
が
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
越
後
の
気
候
的
特
色
が
冬
の
厳
し
き
で
あ

る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
冬
を
「
寒
し
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に

こ
そ
、
良
寛
独
自
の
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、

前
述
の
如
く
良
寛
の
歌
を
自
然
随
順
の
歌
で
あ
る
と
す
る
説
を
さ
ら

K
確
か
な
も
の
に
す
る
一
つ
の
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
春
と
秋
の
う
ち
で
も
彼
の
場
合
は
春
の
方
K
よ
り
心
が
傾

い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
長
く
厳
し
い
冬
の
後
に
来
る
春
だ

か
ら
で
あ
り
、
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ーリ側
A
7
よ
り
は
い
く
つ
寝
ぬ
れ
ば
春
は
来
む
月
日
よ
み
つ

L
待
た
ぬ

日
は
な
し

と
冬
の
間
待
ち
続
け
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
K
、
春
と
秋
と
を
比
べ
た

も
の
が
三
首
み
ら
れ
る
。
（
略
）
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
、
少
な
く
と
も

恋
し
く
待
つ
と
い
う
点
で
は
、
春
の
方
が
上
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

良
寛
に
於
け
る
季
節
感
に
は
、
越
後
と
い
う
土
地
の
冬
と
い
う
季
節

が
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
（
以
下
、
第
二
節

l
l
人
と
の
交
わ
り
か
ら
第
六
節
ー
ー
そ
の
他
ま
で
省
略
）

結

論

（
前
略
）
こ
れ
ら
の
歌
は
、
良
寛
を
評
し
て

n
自
然
を
愛
し
‘
自

然
と
共
K
過
ご
し
た
人
で
あ
り
、
出
家
隠
遁
の
身
で
あ
り
な
が
ら
も

人
と
の
交
わ
り
を
求
め
、
子
供
の
心
で
生
き
た
人
で
あ
る
u

と
す
る

通
説
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
彼
は
概
し
℃
和

歌
K
於
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
歌
の
み
に
よ
っ
て
、
良
寛
と
い
う
人
物
を
一
一
言
で
云
々
で
き

な
い
こ
と
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
の
各
所
に
現
わ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、

胸
世
の
中
を
な
に

K
揮
官
へ
む
弥
彦
に
た
ゆ
た
ふ
雲
の
風
の
ま
に
ま
に

〆4

、
と
詠
み
な
が
ら
も
、
老
い
を
嘆
き
、
出
家
に
つ
い
て
も
自
負
と
反
省

と
が
入
り
交
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
又
、
人
々
に
対
す
る
愛

着
や
愛
情
に
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
歌
も
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と

は
で
き
な
い
。

側
わ
が
庵
に
人
の
来
る
こ
そ
う
る
さ
け
れ
と
は
言
ふ
も
の
の
お
前

で
は
な
し

（”の

晴
る
る
か
と
見
れ
ば
曇
れ
る
秋
の
空
う
き
世
の
人
の
心
見
よ
と

やか
く
あ
ら
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば
な
ほ
ざ
り
K
人
K
心
を
許
さ

ま
じ
も
の

良
寛
は
、
馬
鹿
正
直
で
、
善
良
で
、
人
を
疑
う
こ
と
が
な
い
人
で
あ

っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
人
々
の
頭
の
中
K
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い

る
が
、
こ
う
い
う
歌
の
存
在
す
る
こ
と
は
私
に
、
あ
る
疑
問
を
抱
か

せ
ず
K
は
お
か
な
い
。
そ
れ
は
、
『
良
寛
禅
師
奇
話
』
の
中
の
「
師

常
三
玄
フ
、
五
口
ハ
客
ア
シ
ラ
へ
が
嫌
也
ト
。
」
と
い
う
一
節
を
見
た

時
に
も
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
和
歌
で
は
人
の
訪
れ
を
待
ち
こ
が
れ
、

早
く
来
い
と
催
促
し
て
い
る
彼
が
反
面
、
「
客
ア
シ
ラ
へ
が
嫌
也
」

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
良
寛
と
い
う
人
間
は
何

に
対
し
て
も
二
元
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
善
良

さ
の
裏
K
辛
瑛
さ
が
あ
り
、
自
省
し
つ
つ
も
誇
を
捨
て
き
れ
ず
、
つ

つ
ま
し
や
か
に
生
き
た
よ
う
で
、
け
つ
こ
う
賛
沢
な
面
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

附
こ
と
足
ら
ぬ
身
と
は
思
は
じ
柴
の
戸

K
月
も
あ
り
け
り
花
も
あ

〆
s

、
り
け
り

と
詠
ん
で
い
る
に
も
か
L
わ
ら
ず
、
何
か
と
人
K
物
を
依
頼
し
た
書

簡
も
あ
る
の
で
あ
る
。
（
略
）
又
、
自
ら
は
禅
宗
で
あ
っ
た
が
、
宗

派
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
捨
て
主
人
々
と
接
し
、
歌
に
も
他
力
本
願

を
詠
み
、
無
為
自
然
を
詠
ん
で
お
り
、
宗
派
を
越
え
た
広
い
宗
教
心

に
達
し
て
い
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
あ

く
ま
で
も
乞
食
K
執
着
し
た
の
で
あ
る
う
か
。
水
上
勉
氏
の
資
料

（
『
蓑
笠
の
人
』
）
に
よ
る
と
、
良
寛
の
生
き
た
時
代
は
必
ず
し
も
平

、・Jo
，“
 I
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I
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和
で
は
な
く
、
飢
鍾
や
兇
作
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

よ
う
な
時
に
も
な
ぜ
自
ら
耕
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
か
。

も、制nHν f
k
 

歌そ
にの

墨
染
の
わ
が
衣
手
の
ひ
ろ
く
あ
り
せ
ば

し
き
民
を
覆
は
ま
し
も
の
を

と
詠
み
つ
つ
、
自
ら
は
人
々
の
恩
恵
を
受
け
続
け
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
も
、
と
も
か
く
人
々
の
施
し
に
よ
っ

て
七
十
四
才
と
い
う
高
齢
ま
で
生
き
な
が
ら
え
た
と
い
う
事
実
と
、

彼
の
生
存
中
直
接
交
渉
の
あ
っ
た
、
『
良
寛
禅
師
奇
話
』
の
作
者
解

良
栄
重
を
し
て
、
「
師
余
ガ
家
ニ
信
宿
ヲ
重
ヌ
。
上
下
自
一
フ
和
睦
シ

和
気
家
ニ
充
チ
、
帰
去
ル
ト
云
ド
モ
、
数
日
の
内
、
人
自
ラ
和
ス
。

師
と
語
ル
事
一
タ
ス
レ
バ
、
胸
襟
清
キ
事
ヲ
覚
ュ
。
云
々
」
と
書
か
し

め
た
と
い
う
事
実
の
前
に
は
、
ま
た
違
っ
た
疑
問
と
な
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
程
ま
で
に
人
々
に
仰
が
れ
た
の
は
な
ぜ
か

と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
歌
K
見
た
良
寛
は
こ
れ
ま
で
私
が
抱
い
て
い
た
イ
メ

ー
ジ
を
根
底
か
ら
覆
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、

生
涯
瀬
立
身
生
涯
、
身
を
立
つ
る
に
瀬
く

騰
々
任
天
其
騰
々
、
天
具
K
任
す

嚢
中
三
升
米
嚢
中
、
二
一
升
の
米

撞
漣
二
由
市
薪
燈
漫
、
一
束
の
薪

誰
閤
迷
悟
跡
誰
か
関
わ
ん
、
迷
悟
の
跡

何
知
名
利
塵
何
ぞ
知
ら
ん
、
名
利
の
塵

夜
雨
草
庵
裡
夜
雨
、
草
庵
の
裡

能
見
脚
等
間
伸
隻
脚
、
等
聞
に
伸
ば
す

世
の
中
の

ま
ど

と
い
う
漢
詩
K
如
実
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
又
、
子
供
と
戯
れ
、

人
と
の
交
わ
り
を
求
め
、
自
然
の
中
で
自
然
と
共
に
生
き
た
良
寛
の

姿
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
な
歌
も
詠
ん
で
お
り
、
そ
こ
か
ら

こ
れ
ま
で
抱
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
微
か
な
疑
惑
が
生
じ
た

こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、
歌
K
於
い
て
だ
け
で
は
そ
れ
を
は
っ

き
り
と
前
面
に
押
出
す
だ
け
の
裏
付
け
は
で
き
な
か
っ
た
。

今
後
機
会
が
あ
れ
ば
、
他
の
分
野
K
於
け
る
良
寛
像
か
ら
も
、

疑
惑
を
さ
ら
に
深
く
追
求
し
て
み
た
い
と
思
う
。

こ
の
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