
『
土
左
日
記
』
一
月
七
日

は
じ
め
に

　

平
成
二
六
年
度
本
学
大
学
院
講
義
（
中
古
文
学
特
殊
講
義
①
）
に
お
い
て
、『
土
左
日
記
（
注
１
）』
を
通
読
し
て
き
た
。
講
義
目
的
は
、『
土
左
日
記
』

の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
各
期
日
ご
と
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
解
い
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

既
知
の
と
お
り
、『
土
左
日
記
』
に
は
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
平
安
期
成
立
の
文
学
作
品
と
し
て
は
貴
重
な
、
作
者
紀
貫
之
自
筆
本
に
準
じ
る
と

す
る
青
𧮾
書
屋
本
が
存
す
る
。
作
者
と
さ
れ
る
紀
貫
之
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
に
顕
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歌
人
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、

歌
論
、
仮
名
を
使
用
し
た
新
し
い
文
体
と
し
て
の
仮
名
文
作
成
な
ど
に
よ
っ
て
和
歌
興
隆
に
尽
力
し
た
人
物
で
あ
る
。

　

そ
の
紀
貫
之
が
晩
年
に
な
っ
て
、『
土
左
日
記
』
と
い
う
作
品
を
世
に
送
り
出
し
た
意
図
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
真
意
を

読
み
解
く
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
諸
先
学
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
、
後
世
の
仮
名
文
学
へ
の
影
響
や
当
時
の
文
学
作
品
に
お
け
る
生
成
の
実

際
を
紐
解
く
一
端
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
『
土
左
日
記
』
に
お
け
る
研
究
は
、
作
品
が
持
つ
特
質
か
ら
、

一
九

『
土
左
日
記
』
一
月
七
日

　
　

原　
　

由
来
恵



『
土
左
日
記
』
一
月
七
日

二
〇

　

○
自
筆
本
に
準
ず
る
価
値

　

○
仮
名
文
日
記

　

○
女
性
仮
託

　

○
亡
き
愛
児
へ
の
思
い

　

○
歌
数
と
歌
論
展
開

　

○
土
佐
か
ら
帰
京
ま
で
の
紀
行
状
況

　

○
『
伊
勢
物
語
』
と
の
連
関

な
ど
が
、
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
日
本
語
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
作
品
の
虚
構
論
、
紀
行
文
学
と
し
て
の
帰
京
ま
で
の
旅
程
考
察
、『
古

今
和
歌
集
』『
古
今
和
歌
六
帖
』『
貫
之
集
』
な
ど
の
掲
載
和
歌
と
の
対
照
、『
伊
勢
物
語
』
関
連
記
事
に
み
る
作
者
説
な
ど
が
な
さ
れ
て
き
た
と

い
え
る
。
さ
ら
に
、
作
品
の
本
質
に
つ
い
て
、
な
ぜ
女
性
に
仮
託
し
て
仮
名
文
日
記
と
し
た
の
か
を
起
点
に
、
貫
之
の
執
筆
意
図
に
つ
い
て
『
土

佐
日
記
全
注
釈
（
注
２
）』
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
貴
族
子
女
へ
の
テ
キ
ス
ト
的
役
割
・
亡
き
愛
児
へ
の
思
い
を
漢
文
と
い
う
制
約
を
は
ず
し
た
仮
名
に

よ
る
自
由
表
現
の
試
み
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
た
作
者
と
そ
の
援
助
者
た
ち
と
の
死
別
影
響
論
・
テ
ク
ス
ト
の
読
み
の
可
能
性
か
ら
照
射
し
た

作
品
論
な
ど
が
示
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
本
稿
で
取
り
扱
う
「
一
月
七
日
」
の
条
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

残
念
な
が
ら
、
本
論
執
筆
時
の
講
義
で
は
、
作
品
全
体
の
読
破
に
は
至
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
の
輪
読
か
ら
共
に
受
講
し
た
二
松

学
舎
大
学
研
究
科
の
院
生
、
藤
田
拓
海
氏
・
毛
内
遼
氏
・
大
村
美
紗
氏
・
守
屋
未
弓
氏
及
び
科
目
等
履
修
生
の
高
木
究
氏
と
多
く
の
成
果
を
見
い

だ
し
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
も
「
一
月
七
日
」
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
い
だ
せ
る
「
歌
物
語
」
的
テ
ク
ス
ト
構

造
に
顕
れ
る
作
品
の
虚
構
性
と
、
言
語
遊
戯
と
い
う
視
座
か
ら
『
土
左
日
記
』
の
特
質
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
作
品
に
込
め
ら
れ
た
真
意
を
、「
一

月
七
日
」
の
、



『
土
左
日
記
』
一
月
七
日

二
一

　

①
歌
物
語
的
構
造

　

②
言
語
遊
戯

　

③
歌
論
志
向

と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
『
土
左
日
記
』
の
一
端
を
読
み
解
く
。
ま
た
そ
の
周
辺
記
述
か
ら
窺
え
る
『
土
左
日
記
』
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
、
つ
ま
り

は
「
紀
氏
の
回
生
」
と
い
っ
た
一
つ
の
私
見
を
提
示
し
て
み
た
い
。

　

な
お
引
用
テ
ク
ス
ト
は
、
青
𧮾
書
屋
本
を
底
本
に
、
講
義
内
で
行
っ
た
翻
刻
と
本
文
検
討
か
ら
校
訂
し
た
も
の
に
よ
る
。

一
、
歌
物
語
的
構
造

　
『
土
左
日
記
』「
一
月
七
日
」
の
本
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ
七
日
に
な
り
ぬ
。
同
じ
湊
に
あ
り
。
今
日
は
白
馬
を
思
へ
ど
か
ひ
な
し
。
た
だ
浪
の
白
き
の
み
ぞ
見
ゆ
る
。

　

か
か
る
間
に
、
人
の
家
の
池
と
名
あ
る
所
よ
り
、
鯉
は
な
く
て
鮒
よ
り
は
じ
め
て
、
川
の
も
、
海
の
も
、
こ
と
も
の
ど
も
、
長
櫃
に
担
ひ
つ

づ
け
て
お
こ
せ
た
り
。
若
菜
ぞ
今
日
を
ば
知
ら
せ
た
る
。

　

歌
あ
り
。
そ
の
歌
、

　
　
　

淺
茅
生
の
野
邊
に
し
あ
れ
ば
水
も
な
き
池
に
つ
み
つ
る
若
菜
な
り
け
り

　

い
と
を
か
し
か
し
。



『
土
左
日
記
』
一
月
七
日

二
二

　

こ
の
池
と
い
ふ
は
所
の
名
な
り
。
よ
き
人
の
男
に
つ
き
て
下
り
て
住
み
け
る
な
り
。
こ
の
長
櫃
の
物
は
皆
人
童
ま
で
に
く
れ
た
れ
ば
、
飽
き

満
ち
て
舟
子
ど
も
は
腹
鼓
を
う
ち
て
海
を
さ
へ
お
ど
ろ
か
し
て
波
た
て
つ
べ
し
。

Ｂ
か
く
て
こ
の
間
に
事
お
ほ
か
り
。
今
日
わ
り
ご
も
た
せ
て
き
た
る
人
、
そ
の
名
な
ど
ぞ
や
、
今
思
ひ
出
で
む
。
こ
の
人
歌
詠
ま
む
と
思
ふ
心

あ
り
て
な
り
け
り
。
と
か
く
い
ひ
い
ひ
て
「
波
の
立
つ
な
る
こ
と
」
と
う
る
へ
い
ひ
て
詠
め
る
歌
、

　
　
　

行
く
先
に
た
つ
白
浪
の
声
よ
り
も
お
く
れ
て
泣
か
む
わ
れ
や
ま
さ
ら
む

　

と
ぞ
詠
め
る
。
い
と
大
声
な
る
べ
し
。
持
て
き
た
る
物
よ
り
は
歌
は
い
か
が
あ
ら
む
。
こ
の
歌
を
こ
れ
か
れ
あ
は
れ
が
れ
ど
も
一
人
も
返
し

せ
ず
。
し
つ
べ
き
人
も
交
れ
れ
ど
こ
れ
を
の
み
い
た
が
り
物
を
の
み
く
ひ
て
夜
更
け
ぬ
。
こ
の
歌
ぬ
し
「
ま
た
ま
か
ら
ず
」
と
い
ひ
て
た
ち

ぬ
。
あ
る
人
の
子
の
童
な
る
ひ
そ
か
に
い
ふ
。「
ま
ろ
こ
の
歌
の
返
し
せ
む
」
と
い
ふ
。
驚
き
て
「
い
と
を
か
し
き
こ
と
か
な
。
よ
み
て
む

や
は
。
詠
み
つ
べ
く
ば
は
や
い
へ
か
し
」
と
い
ふ
。「
ま
か
ら
ず
と
て
立
ち
ぬ
る
人
を
待
ち
て
よ
ま
む
」
と
て
求
め
け
る
を
、「
夜
更
け
ぬ
」

と
に
や
あ
り
け
む
、
や
が
て
い
に
け
り
。

Ｃ
「
そ
も
そ
も
い
か
ゞ
詠
ん
だ
る
」
と
い
ぶ
く
し
が
り
て
問
ふ
。
こ
の
童
さ
す
が
に
恥
ぢ
て
い
は
ず
。
強
ひ
て
問
へ
ば
い
へ
る
歌
、

　
　
　

行
く
人
も
と
ま
る
も
袖
の
な
み
だ
河
汀
の
み
こ
そ
濡
れ
ま
さ
り
け
れ

　

と
な
む
詠
め
る
。

　

か
く
は
い
ふ
も
の
か
、
う
つ
く
し
け
れ
ば
に
や
あ
ら
む
、
い
と
思
は
ず
な
り
。「
童
ご
と
に
て
は
何
か
は
せ
む
。
嫗
・
翁
、
手
捺
し
つ
べ
し
、

悪
し
く
も
あ
れ
い
か
に
も
あ
れ
、
た
よ
り
あ
ら
ば
遣
ら
む
」

　

と
て
お
か
れ
ぬ
め
り
。

　

こ
の
七
日
の
記
事
は
、
掲
載
さ
れ
た
三
首
の
和
歌
ご
と
に
ひ
と
ま
と
ま
り
の
内
容
と
な
っ
て
日
記
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
各
独
立
し
た
も

の
が
連
係
を
も
っ
て
七
日
の
全
体
の
記
事
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
テ
ク
ス
ト
の
構
造
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
に
便
宜
上
ア
ル



『
土
左
日
記
』
一
月
七
日

二
三

フ
ァ
ベ
ッ
ト
Ａ
～
Ｃ
を
付
し
て
お
く
。

　

本
文
Ａ
～
Ｃ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
一
月
七
日
」
に
は
、
三
首
の
和
歌
が
登
場
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
登
場
前
後
に
は
、

　

○
歌
が
詠
ま
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
（
和
歌
登
場
前
）

　

○
テ
ク
ス
ト
傍
線
部
の
よ
う
な
歌
へ
の
評
価
及
び
そ
の
説
明
と
、
そ
の
後
の
状
況
（
和
歌
登
場
後
）

と
い
っ
た
、
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
一
連
の
内
容
が
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
具
体
的
に
見
る
と
、

　

Ａ
七
日
を
想
起
す
る
白
馬
と
若
菜
、
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
歌
の
登
場
経
緯
。

「
浅
茅
生
の
」
歌
と
そ
の
詠
み
人
「
い
け
の
女
」
に
対
す
る
評
価
（
傍
線
部
）
及
び
説
明
。
さ
ら
に
次
の
Ｂ
に
お
け
る
歌
の
下
手
な
男
と
の

対
比
構
造
を
築
く
伏
線
的
役
割
。

　

Ｂ
「
歌
詠
ま
む
と
思
ふ
心
」
の
男
の
歌
を
詠
む
ま
で
の
経
緯
。

そ
こ
に
詠
ま
れ
た
「
行
く
先
に
」
歌
に
対
す
る
評
価
（
傍
線
部
）
及
び
批
判
的
説
明
。
さ
ら
に
前
掲
さ
れ
た
Ａ
を
、
ま
る
で
「
雅
」
と

「
鄙
」
の
対
照
を
彷
彿
さ
せ
る
歌
の
対
比
と
し
て
受
け
る
と
と
も
に
、
次
に
続
く
Ｃ
の
子
ど
も
が
詠
ん
だ
と
す
る
歌
を
導
き
出
す
役
割
。

　

Ｃ
Ｂ
で
の
歌
に
対
す
る
童
の
「
行
く
人
」
歌
が
詠
ま
れ
る
ま
で
の
経
緯
。

　
　

そ
の
歌
に
対
す
る
評
価
（
傍
線
部
）
及
び
説
明
と
顛
末
及
び
読
者
へ
の
規
範
的
な
和
歌
へ
の
導
き
。

と
な
る
。
す
る
と
、
こ
の
「
一
月
七
日
」
の
記
事
に
大
き
な
疑
問
が
存
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
箇
所
が
日
次
の
記

事
と
し
て
、
は
た
し
て
相
応
し
い
も
の
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
日
に
あ
っ
た
出
来
事
と
し
て
時
系
列
に
記
録
さ
れ
て
い
よ
う
。

し
か
し
、
三
首
の
和
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
記
事
の
よ
う
に
し
た
て
な
が
ら
、
関
連
的
言
葉
の
集
約
に
よ
っ
て
構
成
す
る
方
法
。
ま
た
歌
へ
の
執
心

の
ご
と
く
批
評
す
る
態
度
や
、
読
み
手
を
意
識
し
た
か
の
よ
う
な
歌
の
説
明
と
歌
論
の
展
開
。
な
ど
が
表
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
一



『
土
左
日
記
』
一
月
七
日

二
四

月
七
日
」
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
執
筆
態
度
は
、
歌
を
基
軸
と
し
て
物
語
が
展
開
さ
れ
、
時
と
し
て
そ
の
補
足
的
説
明
や
、
登
場
歌
に
対
す
る
登

場
人
物
の
態
度
と
し
て
示
す
歌
へ
の
批
評
が
記
載
さ
れ
る
歌
物
語
の
構
造
に
非
常
に
類
似
す
る
。

　

一
見
時
系
列
に
並
ぶ
こ
の
Ａ
～
Ｃ
の
記
事
展
開
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
を
基
軸
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
後
述
す
る
連
想
の
言
語
遊
戯

に
よ
っ
て
一
つ
の
物
語
を
生
成
す
る
か
の
よ
う
な
構
成
を
持
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
も
う
一
点
謎
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
土
左
日
記
』
に
お
い
て
掲
載
さ
れ
る
和
歌
の
基
準
で
あ
る
。『
土
左
日
記
』
全
体
を
通
じ
て
示
さ
れ

る
歌
は
、
そ
の
と
き
の
感
情
や
場
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
記
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
本
作
品
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
値
し
な
い
も
の
と

作
者
に
判
断
さ
れ
た
歌
は
、
忘
れ
て
書
か
な
い
と
い
っ
た
手
段
を
講
じ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
厳
し
く
批
判
対
象
と
な
る

歌
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
「
一
月
七
日
」
に
見
え
る
よ
う
に
、
時
と
し
て
は
記
載
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
に
見
ら
れ
る
特
徴
と

も
似
通
っ
て
い
る
。
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、『
伊
勢
物
語
』
一
四
段
に
は
（
注
３
）、
主
人
公
で
あ
る
男
と
陸
奥
国
女
と
の
逢
瀬
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ

の
女
が
「
せ
ち
」
に
男
を
思
い
詠
ん
だ
歌
「
な
か
な
か
に
恋
に
死
な
ず
ば
桑
子
に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
玉
の
緒
ば
か
り
」
に
対
し
て
「
歌
さ
へ
ぞ

鄙
び
た
り
け
る
」
と
の
評
が
挿
入
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
物
語
に
載
せ
る
価
値
を
見
い
だ
せ
ぬ
歌
も
、
批
判
す
る
た
め
に
記
す
歌
物
語
の
様
相
と
、

『
土
左
日
記
』
は
同
様
の
展
開
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
テ
ク
ス
ト
に
戻
る
と
、
Ａ
「
い
け
の
女
」
に
関
し
て
は
、
詠
ま
れ
た
和
歌
に
あ
る
「
水
も
な
き
い
け
」
に
お
け
る
「
い

け
」
が
地
名
で
あ
る
こ
と
の
強
調
や
、
詠
み
人
の
境
遇
に
つ
い
て
ま
で
説
明
が
な
さ
れ
る
。
Ｂ
で
は
、
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
評
価
の
和
歌
に
着
目

す
る
と
痛
烈
な
批
判
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
不
適
切
か
つ
下
手
と
す
る
歌
を
、
日
記
は
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
書
き
と
ど
め
て
お
く
必
要
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

テ
ク
ス
ト
の
構
造
か
ら
み
る
と
Ｂ
記
載
歌
は
、
Ａ
の
「
を
か
し
か
し
」
歌
、
Ｂ
の
後
に
続
く
Ｃ
の
「
行
く
人
」
歌
と
の
対
比
と
連
関
が
課
せ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
「
行
く
人
」
歌
を
引
き
出
す
導
入
歌
の
役
割
を
も
担
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
内
容
を

記
す
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。



『
土
左
日
記
』
一
月
七
日

二
五

二
、
言
語
遊
戯

　
「
一
月
七
日
」
に
は
、
歌
物
語
的
視
点
の
他
に
随
所
に
言
語
遊
戯
の
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
遊
戯
意
識
は
先
行
研
究
が
す
で
に
諧
謔
的

特
徴
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
特
性
は
「
一
月
七
日
」
の
記
事
の
始
ま
り
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
今
日
は
白
馬
を
思
へ
ど
か
ひ
な
し
。
た
だ
浪
の
白
き
の
み
ぞ
見
ゆ
る
。」
底
本
の
影
印
表
記
は
、

　
　

あ
を
む
ま
を
お
も
へ
と
か
ひ
な
し
た
ゝ
な
み
の
し
ろ
き
の
み
そ
み
ゆ
る

と
し
て
い
る
。
諸
先
学
を
踏
ま
え
青
𧮾
書
屋
本
を
貫
之
自
筆
本
に
準
ず
る
価
値
と
み
な
す
な
ら
ば
、
こ
こ
で
作
者
は
白
馬
を
仮
名
表
記
に
し
て
い

た
こ
と
と
な
る
。
で
は
こ
の
よ
う
な
年
中
行
事
に
関
わ
る
名
詞
の
漢
字
表
記
を
全
て
仮
名
に
し
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
他
日
の
記
事
と
底
本
表
記

を
見
比
べ
る
と
疑
わ
し
い
。
例
え
ば
一
二
月
二
九
日
及
び
元
日
の
記
事
に
は
、
正
月
の
三
が
日
に
邪
気
を
祓
う
た
め
に
飲
ん
だ
「
屠
蘇
」「
白
散
」

が
登
場
す
る
が
「
白
散
」
の
み
が
漢
字
表
記
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
鑑
み
た
と
き
、
後
に
続
く

　
　

白
散
を
、
あ
る
者
、
夜
の
間
と
て
船
屋
形
に
さ
し
は
さ
め
り
け
れ
ば
、
風
に
吹
き
な
ら
さ
せ
て
、
海
に
入
れ
て
、
え
飲
ま
ず
な
り

と
の
言
語
遊
戯
関
係
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
れ
は
、
風
に
よ
っ
て
白
波
の
海
に
散
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
状
態
と
漢
字
表
記
で
の
「
白
散
」
が
合
致

す
る
と
い
っ
た
洒
落
の
め
し
で
あ
る
。
こ
の
「
百
散
」
を
仮
名
表
記
に
で
き
た
と
し
て
も
、
言
葉
の
面
白
さ
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
性
質
を
見
い

だ
し
た
と
き
、
七
日
に
表
記
さ
れ
た
「
あ
を
む
ま
を
お
も
へ
と
か
ひ
な
し
た
ゝ
な
み
の
し
ろ
き
の
み
そ
み
ゆ
る
」
も
青
海
に
立
つ
白
波
と
白
馬
と
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し
な
が
ら
「
あ
お
う
ま
」
と
す
る
言
葉
、
こ
の
白
・
青
に
見
る
色
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
踏
ま
え
た
言
葉
遊
び
が
成
り
立
つ
。
さ
ら
に
そ
の
後
段
に

は
、「
い
け
の
名
」
と
い
い
な
が
ら
「
鯉
は
な
く
て
鮒
」
と
い
っ
た
遊
び
も
垣
間
見
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、「
一
月
七
日
」
の
記
事
全
体
に
着
目
す
る
と
、
三
首
の
歌
そ
れ
ぞ
れ
に
付
随
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
連
想
的
言
葉
遊
び
を
介
し
た
連

結
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
前
掲
本
文
に
付
し
た
二
重
傍
線
箇
所
で
あ
る
。
Ａ
の
記
事
に
は

　
　

こ
の
長
櫃
の
物
は
皆
人
童
ま
で
に
く
れ
た
れ
ば
、
飽
き
満
ち
て
舟
子
ど
も
は
腹
鼓
を
う
ち
て
海
を
さ
へ
お
ど
ろ
か
し
て
波
た
て
つ
べ
し
。

こ
れ
ら
が
、
続
く
Ｂ
・
Ｃ
の
展
開
を
仄
め
か
す
。
二
重
傍
線
部
を
見
る
と
「
童
」
の
登
場
、
さ
ら
に
騒
ぎ
立
て
て
い
る
様
子
を
「
波
立
つ
」
状
況

と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
後
に
続
く
Ｂ
の
歌
の
評
価
に
対
す
る
「
い
と
大
声
な
る
べ
し
」
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
童
の
活
躍
の
暗
示

を
想
起
さ
せ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
こ
で
の
歌
詠
み
は
女
・
男
・
童
と
さ
れ
て
お
り
、
Ｃ
に
お
い
て
は
嫗
・
翁
と
い
っ
た
者
ま
で
が
言
葉
で
で
は
あ
る
が
登
場
す
る
。

つ
ま
り
こ
の
記
事
は
、
老
若
／
男
女
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
比
を
も
生
み
出
す
構
造
と
し
て
お
り
、
記
事
全
体
の
構
造
に
も
言
語
遊
戯
が
仕
掛
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
記
事
が
、
記
録
や
仮
名
に
お
け
る
自
己
満
足
と
し
て
の
心
情
記
載
に
特
化
し
た
と
す
る
よ
り
も
、
掛

詞
的
発
想
と
連
想
の
言
語
遊
戯
を
読
み
手
に
意
識
さ
せ
た
記
述
を
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
態
度
か
ら
、
記
事
が
計
算
さ
れ
て
展
開
し
て
い
る

と
す
る
こ
と
が
む
し
ろ
穏
当
と
い
え
よ
う
。
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三
、
歌
論
志
向

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
「
一
月
七
日
」
記
事
の
特
徴
は
、
歌
物
語
的
手
法
と
言
語
遊
戯
に
よ
っ
て
本
文
構
造
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
し

た
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
「
一
月
七
日
」
は
、
こ
の
よ
う
な
記
載
方
法
を
と
っ
て
三
首
の
和
歌
を
掲
載
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

三
首
の
和
歌
に
は
、
前
述
の
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
歌
の
評
価
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
見
て
み
る
と
、

　

Ａ
「
い
け
の
女
」
の
歌
「
淺
茅
生
の
野
邊
に
し
あ
れ
ば
水
も
な
き
池
に
つ
み
つ
る
若
菜
な
り
け
り
」

　
　
「
い
と
を
か
し
か
し
」（
直
接
的
評
価
）

　

Ｂ
「
行
く
先
に
た
つ
白
浪
の
声
よ
り
も
お
く
れ
て
泣
か
む
わ
れ
や
ま
さ
ら
む
」

「
い
と
大
声
な
る
べ
し
。
持
て
き
た
る
物
よ
り
は
歌
は
い
か
が
あ
ら
む
。
こ
の
歌
を
こ
れ
か
れ
あ
は
れ
が
れ
ど
も
一
人
も
返
し
せ
ず
」
と
し

た
歌
へ
の
批
判
。

　
　

執
筆
者
と
す
る
女
の
感
想
と
、
周
囲
の
歌
と
詠
み
人
に
対
す
る
態
度
（
間
接
的
評
価
）

　

Ｃ
「
行
く
人
も
と
ま
る
も
袖
の
な
み
だ
川
み
ぎ
は
の
み
こ
そ
ぬ
れ
ま
さ
り
け
れ
」

　
　
「
か
く
は
い
ふ
も
の
か
、
う
つ
く
し
け
れ
ば
に
や
あ
ら
む
」（
直
接
的
評
価
）

が
、
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
る
。

　

で
は
Ｂ
の
歌
は
な
ぜ
そ
こ
ま
で
の
悪
評
と
な
っ
た
の
か
。
こ
の
歌
は
、
別
れ
を
惜
し
む
た
め
に
詠
ん
だ
と
し
て
い
る
。
ま
ず
「
行
く
先
に
立
つ

白
波
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
船
旅
の
者
が
嫌
う
も
の
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
一
つ
は
既
知
の
と
お
り
、「
立
つ
」
は
「
絶
つ
・
断
つ
」
を
連
想
さ

せ
旅
立
つ
者
に
は
不
吉
な
言
葉
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
行
く
先
に
立
つ
白
波
」
自
体
が
船
旅
す
る
者
が
嫌
う
も
の
で
あ
り
、
な
る
べ
く
な
ら
穏
や
か

な
青
海
原
で
の
航
海
を
望
む
の
が
筋
で
あ
ろ
う
。
次
に
「
白
波
の
声
よ
り
も
お
く
れ
て
泣
か
む
わ
れ
や
ま
さ
ら
む
」
で
あ
る
が
、「
い
と
大
声
な

る
べ
し
」
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
自
分
一
人
の
寂
し
さ
を
一
方
的
に
押
し
つ
け
て
デ
フ
ォ
ル
メ
し
す
ぎ
て
詠
ん
で
お
り
、
別
れ
を
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惜
し
む
風
情
も
何
も
な
い
歌
で
あ
る
。

　

Ｃ
の
歌
は
Ｂ
の
歌
と
は
正
反
対
に
別
れ
の
風
情
や
情
緒
を
顕
し
て
い
よ
う
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
何
が
見
い
だ
せ
る
の
か
。

　

萩
谷
朴
は
『
土
佐
日
記
全
注
釈
』
に
お
い
て
、
Ｂ
の
和
歌
を
『
貫
之
集
』
の
視
点
か
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

他
撰
本
『
貫
之
集
』
巻
七
に
は
、
延
喜
七
年
乃
至
十
年
頃
の
貫
之
の
旧
作
と
し
て
、「
君
惜
し
む
涙
落
ち
そ
ふ
こ
の
川
の
汀
ま
さ
り
て
流
る

べ
ら
な
り
」
と
い
う
類
歌
が
あ
る
。
流
れ
て
袖
を
濡
ら
す
涙
を
川
と
見
た
て
、
そ
の
濡
れ
ひ
ろ
が
る
さ
ま
を
川
の
水
か
さ
が
増
す
と
譬
え
る

こ
と
は
、
事
実
と
し
て
は
、
泣
き
声
を
波
の
音
と
比
較
す
る
よ
り
も
一
層
誇
張
的
な
表
現
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
歌
語

と
し
て
慣
熟
し
た
常
識
的
な
用
語
で
あ
り
、
か
つ
穏
や
か
な
美
し
い
語
感
を
伴
う
表
現
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
で
田
舎
歌
仙
の
歌
よ
り
も
優

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
田
舎
歌
仙
の
歌
は
、
そ
の
作
歌
態
度
の
押
し
つ
け
が
ま
し
さ
と
内
容
の
不
穏
当
な
点
に
お
い
て
、

池
の
女
性
に
劣
り
、
そ
の
表
現
の
生
硬
さ
と
内
容
の
粗
放
な
点
に
お
い
て
幼
女
の
歌
に
及
ば
ぬ
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

萩
谷
が
指
摘
す
る
『
貫
之
集
』
当
該
歌
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

兼
輔
の
兵
衛
佐
、
賀
茂
川
の
ほ
と
り
に
て
左
衛
門
の
官
人
御
春
有
輔
甲
斐
へ
行
く
む
ま
の
は
な
む
け
に
よ
め
る

　

720　

君
惜
し
む
涙
落
ち
添
ふ
こ
の
川
の
み
ぎ
は
ま
さ
り
て
流
る
べ
ら
な
り

　
　
　
　
　

兼
輔
の
兵
衛
佐
が
賀
茂
川
の
ほ
と
り
で
、
左
衛
門
の
官
人
、
御
春
有
輔
が
甲
斐
の
国
に
行
く
の
で
、
そ
の
餓
別
に
詠
ん
だ
。

　
　
　
　

 

あ
な
た
の
旅
立
ち
を
惜
し
ん
で
泣
く
涙
が
加
わ
り
、
こ
の
賀
茂
川
の
水
量
は
ふ
え
て
流
れ
る
よ
う
だ
。

さ
て
、
こ
の
『
貫
之
集
』
収
載
歌
を
見
る
と
、
た
し
か
に
童
が
詠
ん
だ
歌
「
行
く
人
も
」
と
類
似
す
る
。
こ
こ
で
は
、
別
れ
の
寂
し
さ
を
「
涙
」
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左
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』
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七
日

二
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で
表
現
し
、
そ
の
別
れ
の
悲
し
み
か
ら
涙
す
る
状
況
を
汀
の
川
の
水
を
デ
フ
ォ
ル
メ
す
る
と
い
っ
た
手
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
手
法

は
貫
之
が
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
に
展
開
し
た
歌
論
に
お
け
る
「
人
事
」
と
の
適
合
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
注
４
）。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
改
め
て
「
一
月
七
日
」
の
三
首
を
見
る
と
Ａ
・
Ｃ
の
和
歌
は
、
そ
の
『
古
今
和
歌
集
』
に
も
通
ず
る
理
念
が
見
受
け
ら

れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
Ｂ
の
歌
は
、
場
や
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
表
現
が
相
応
し
く
な
い
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
記
事
に
は
良
い
歌
の
例
と
悪
い
歌
の
例
が
提
出
さ
れ
、

　

○
言
語
遊
戯
性

　

○
機
知
に
富
む

　

○
場
に
相
応
し
い
こ
と

と
い
っ
た
、
紀
貫
之
が
た
び
た
び
述
べ
る
歌
に
お
け
る
言
葉
の
重
み
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　
「
一
月
七
日
」
は
、
歌
物
語
的
手
法
お
よ
び
言
語
遊
戯
に
よ
っ
て
言
葉
が
紡
が
れ
、
記
事
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
全
体
構
造
の
形
成
が
さ
れ
て

い
た
。
そ
し
て
そ
の
記
事
の
テ
ー
マ
と
な
る
も
の
は
、
三
首
の
歌
を
例
示
し
、
そ
の
場
に
適
切
な
和
歌
を
奨
励
す
る
と
い
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
『
土
左
日
記
』
に
は
「
一
月
七
日
」
以
外
に
も
似
た
よ
う
な
構
造
に
よ
っ
て
展
開
す
る
記
事
が
い
く
つ
か
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
記
形
態
を

維
持
し
な
が
ら
も
読
み
手
を
意
識
し
た
構
造
と
い
え
る
。
そ
れ
で
は
何
故
こ
の
よ
う
な
も
の
を
日
記
と
し
て
執
筆
し
た
の
か
。

　　
『
古
今
和
歌
集
』「
仮
名
序
」
執
筆
か
ら
三
十
年
。
そ
の
中
に
は
文
人
排
斥
と
摂
関
家
の
台
頭
安
定
が
図
ら
れ
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。
貫
之
も
都

か
ら
離
れ
て
土
佐
に
は
六
年
間
と
ど
ま
り
不
遇
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
間
に
有
力
後
見
者
で
あ
っ
た
醍
醐
天
皇
と
藤
原
兼
輔
そ
し
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て
藤
原
定
方
の
死
な
ど
に
よ
っ
て
、『
新
撰
和
歌
』
の
作
成
見
込
み
も
な
く
な
る
。
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
六
年
間
は
、
貫
之
に
と
っ
て
は
、
焦
燥

を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
都
か
ら
離
れ
た
時
間
を
取
り
も
ど
す
一
つ
の
手
立
て
が
、
こ
の
『
土
左
日
記
』
で
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
『
土
左
日
記
』
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
「
紀
氏
の
回
生
（
注
５
）」
を
狙
っ
た
歌
の
た
め
の
機
転
や
感
情
を
見
直
す
紀
貫
之
自
ら
も
認
め
る
歌
に
対
す
る
見

識
を
生
か
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
っ
た
私
見
を
も
示
し
て
本
稿
を
閉
じ
る
。

注
記

（
注
１
）　

新
典
社
影
印
叢
書
『
土
左
日
記
』　

講
義
の
底
本
と
し
た
青
𧮾
書
屋
本
に
は
、『
土
左
日
記
』
と
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
そ
の
ま
ま
表
記
を
踏
襲
し
た
。

（
注
２
）　

萩
谷
朴
『
土
佐
日
記
全
注
釈
』（
角
川
書
店
）

（
注
３
）　

定
家
本
系
統
性
が
静
嘉
堂
文
庫
本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
。

（
注
４
）　

受
講
者
の
積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
様
々
な
課
題
が
見
つ
か
っ
た
。
特
に
毛
内
遼
氏
は
、
紀
貫
之
時
代
歌
語
か
ら
調
査
を
行
い
、
こ
こ
に
採
歌
さ
れ
た
歌
語
か
ら
、
涙
と
「
汀
」

「
濡
れ
」
の
縁
語
的
組
合
せ
と
し
て
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
昇
華
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
を
基
に
講
義
内
で
精
査
し
、
こ
こ
に
報
告
と
そ
の
展
開
を
示
し
た
。

（
注
５
）　

科
目
等
履
修
生
の
高
木
究
氏
が
「
起
死
回
生
」
に
な
ぞ
ら
え
て
、
言
語
遊
戯
的
発
想
を
込
め
「
紀
氏
の
回
生
」
と
い
う
表
現
を
提
示
し
、
講
義
内
に
お
け
る
受
講
者
の
一
致
で
使
用
す

る
こ
と
と
し
た
。


