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日
向
路
の
五
日
は
い
つ
も
良
い
月
夜
で
あ
つ
た
。
最
初
の
晩
は
土
々
呂
の
海
浜
の
松
の
蔭
を
、
白
い
細

か
な
砂
を
き
し
り
つ
ゝ
、
延
岡
へ
と
車
を
走
ら
せ
た
。
次
の
朝
早
天
に
出
て
見
た
ら
、
薄
雪
ほ
ど
な
霜
が

降
つ
て
居
た
。
車
の
犬
が
叢
を
踏
む
と
、
そ
れ
が
煙
の
や
う
に
散
る
の
で
あ
る
。
山
の
紅
葉
は
若
い
櫨
の

木
ば
か
り
だ
が
、
新
年
も
近
い
の
に
ま
だ
鮮
か
に
残
つ
て
居
る
。
処
々
の
橋
の
袂
、
又
は
藪
の
片
端
な
ど

に
、
榎
で
あ
ら
う
か
今
散
り
ま
す
と
で
も
云
ふ
や
う
に
、
忽
然
と
し
て
青
い
葉
を
こ
ぼ
し
始
め
、
見
て
居

る
う
ち
に
散
つ
て
し
ま
ふ
木
が
あ
る
。
土
持
殿
の
御
支
配
の
頃
か
ら
、
否
々
皇
祖
御
東
征
よ
り
も
更
に
以

前
か
ら
、
海
に
近
い
県
あ
が
たの
里
の
野
原
で
は
、
寒
い
霜
夜
の
月
の
明
方
ご
と
に
、
斯
う
し
て
物
の
緑
が
土
に

帰
し
て
居
た
の
で
あ
ら
う
が
、
或
時
或
旅
人
が
通
り
過
ぎ
て
、
之
を
美
し
い
と
見
る
の
は
瞬
間
で
あ
る
な

ど
ゝ
、
自
分
は
有
り
ふ
れ
た
斯
ん
な
事
を
考
へ
出
し
た
。
そ
れ
と
い
ふ
の
も
自
分
が
今
尋
ね
て
行
く
人
の

境
涯
が
、
余
り
我
々
の
生
活
と
変
つ
て
居
る
事
を
、
想
像
し
な
が
ら
来
た
か
ら
で
あ
つ
た
。

　
南
方
の
竜
仙
寺
さ
ん
と
謂
つ
て
尋
ね
て
廻
つ
た
が
、
不
思
議
と
誰
も
知
つ
た
人
に
は
逢
は
ぬ
。
そ
ん
な

筈
は
無
い
の
だ
。
内
藤
家
の
御
祈
願
所
の
、
随
分
名
の
有
る
法
印
さ
ん
だ
と
聞
い
て
見
る
。
そ
れ
な
ら
ば

野
田
の
稲
荷
山
の
行
者
殿
に
違
ひ
な
い
。
も
う
此
辺
に
は
他
に
無
い
か
ら
と
謂
ふ
の
で
、
旭
が
さ
し
て
来

た
松
山
の
霜
解
け
を
、
こ
つ
〳
〵
と
登
つ
て
見
た
。
縞
の
着
物
に
角
帯
の
、
髪
は
一
寸
も
延
ば
し
た
老
人
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が
、
果
し
て
訪
ね
る
谷
山
さ
ん
で
あ
つ
た
。
日
向
に
移
住
し
て
来
て
既
に
十
七
代
に
為
る
。
本
国
は
大
和

で
谷
山
覚
右
衛
門
と
云
ふ
人
、
土
持
家
の
盛
り
の
頃
に
兵
法
の
師
範
と
し
て
、
子
息
の
重
右
衛
門
を
連
れ

て
下
つ
て
来
た
。
所
領
は
山
の
麓
の
大
貫
村
で
、
野
田
山
に
砦
を
構
へ
、
稲
荷
は
即
ち
其
城
内
の
鎮
守
で

あ
つ
た
。
世
中
が
改
ま
つ
て
内
藤
氏
の
藩
が
出
来
た
時
、
只
の
臣
下
で
居
る
代
り
に
山
伏
に
為
つ
て
し
ま

つ
た
が
、
そ
れ
で
も
火
事
に
遭
つ
て
こ
の
山
上
に
移
つ
た
父
の
代
ま
で
は
、
大
貫
の
元
の
屋
敷
に
引
続
い

て
居
た
さ
う
で
あ
る
。
稲
荷
大
明
神
の
右
手
に
は
広
い
平
地
が
有
つ
て
、
其
中
央
に
井
戸
が
あ
る
。
之
を

前
に
取
つ
て
今
の
住
居
が
、
背
戸
を
谷
間
に
臨
ま
せ
て
、
幽
か
な
が
ら
も
城
地
の
俤
を
遺
し
て
居
る
。
明

治
五
年
に
修
験
の
職
は
廃
せ
ら
れ
た
が
、
関
東
諸
郡
の
山
伏
の
や
う
に
、
神
主
や
た
ゞ
の
農
家
に
為
ら
う

と
は
せ
ず
に
、
作
州
津
山
の
在
か
ら
潰
れ
寺
の
名
跡
を
買
ひ
、
表
向
き
こ
れ
を
引
移
し
た
の
が
竜
仙
寺
で
、

土
地
の
人
も
ま
だ
其
名
を
知
ら
ぬ
位
で
あ
る
。
以
前
の
名
は
明
実
院
、
そ
れ
を
法
印
は
御
自
分
の
名
に
し

て
御
座
る
。

　
鎮
守
の
稲
荷
様
は
御
寺
だ
け
に
、
咜
枳
尼
天

だ
き
に
て
ん

と
し
て
祀
つ
て
あ
る
。
詣
る
人
が
今
風
だ
か
ら
、
華
曼
や

提
灯
の
真
赤
な
の
も
仕
方
が
無
い
、
自
分
は
帰
り
途
に
そ
の
数
多
い
鳥
居
の
下
を
通
り
な
が
ら
、
是
と
は

縁
も
無
い
津
軽
の
海
岸
の
荒
浜
を
思
ひ
浮
べ
た
。
今
年
初
秋
の
風
の
早
大
い
に
冷
か
な
朝
で
あ
つ
た
。
一

つ
事
ば
か
り
考
へ
な
が
ら
、
独
り
あ
の
浜
手
の
淋
し
い
路
を
歩
い
た
。
曾
て
深
浦
沿
革
史
を
世
に
公
に
し

4ひじりの家



た
海
浦
さ
ん
と
云
ふ
人
は
、
名
が
義
観
だ
か
ら
或
は
僧
侶
だ
ら
う
と
は
思
つ
た
が
、
あ
ん
な
阿
倍
比
羅
夫

の
直
系
見
た
や
う
な
、
昔
の
儘
の
山
伏
だ
ら
う
と
は
考
へ
て
居
な
か
つ
た
。
自
分
ま
で
ゞ
も
う
五
十
一
代
、

肉
身
の
相
続
で
此
十
一
面
観
世
音
に
御
仕
へ
申
す
と
謂
つ
て
居
ら
れ
た
。
一
宗
の
事
相
は
淵
底
を
究
め
た

篤
信
の
聖
で
あ
る
。
日
本
の
国
風
に
是
ほ
ど
よ
く
適
合
し
た
永
い
歴
史
の
一
宗
派
を
、
何
で
又
取
潰
し
て

只
の
真
言
寺
に
編
入
し
て
し
ま
つ
た
か
と
、
六
尺
も
あ
る
大
き
な
体
を
前
に
の
し
掛
か
つ
て
、
ま
る
で
私

が
さ
う
し
た
か
の
如
く
、
真
正
面
か
ら
見
詰
め
ら
れ
る
。
わ
し
の
寺
は
聖
徳
太
子
様
の
時
か
ら
、
俗
生
活

の
儘
で
成
仏
す
る
教
に
基
づ
い
て
、
肉
食
も
す
れ
ば
妻
子
も
育
ん
で
来
た
も
の
だ
。
世
中
が
変
つ
た
か
ら

も
う
よ
ろ
し
い
と
、
そ
れ
を
大
目
に
見
て
置
か
れ
る
寺
と
は
話
が
違
ふ
。
世
間
が
八
釜
し
く
無
い
だ
け
で
、

只
の
寺
に
女
房
を
置
く
の
は
あ
れ
は
非
如
法
じ
や
、
破
戒
ぢ
や
。
わ
し
の
方
は
教
理
ぢ
や
。
手
を
組
ん
で

並
ん
で
行
か
れ
る
わ
け
が
無
い
の
ぢ
や
と
も
言
は
れ
た
。
貴
僧
を
見
る
と
昔
を
見
る
や
う
な
気
が
し
ま
す
。

定
め
て
戦
国
の
頃
な
ど
は
、
此
地
方
の
勇
士
の
家
々
と
縁
組
な
さ
れ
、
薙
刀
な
ど
で
大
い
に
働
い
た
人
た

ち
が
、
此
御
寺
か
ら
も
何
人
か
出
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
と
謂
つ
て
見
て
も
、
に
こ
り
と
も
せ
ず
に
、
此

宗
派
の
独
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
説
く
人
で
あ
つ
た
。
一
度
逢
つ
た
ら
忘
れ
能
は
ざ
る
上
人
で
あ
る
。

　
日
向
の
延
岡
の
近
く
に
谷
山
さ
ん
の
居
ら
る
ゝ
こ
と
は
、
こ
の
深
浦
の
ひ
じ
り
か
ら
聞
い
た
の
で
あ
る
。

修
験
派
独
立
の
初
期
の
運
動
に
、
東
京
は
神
田
の
電
車
の
交
叉
点
の
近
く
で
、
全
国
の
行
人
た
ち
が
大
集
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会
を
催
し
た
事
が
あ
つ
た
。
其
所
に
兜
巾
鈴
懸
の
昔
の
ま
ゝ
の
姿
で
、
期
成
同
盟
に
馳
せ
加
は
つ
た
の
は
、

竜
仙
寺
の
法
印
一
人
で
あ
つ
た
さ
う
だ
。
自
分
の
寺
は
旧
藩
公
の
時
代
か
ら
、
此
行
装
で
寺
禄
を
食
み
祈

祷
を
仰
せ
付
か
つ
て
来
た
。
世
間
を
憚
か
る
べ
き
道
理
は
な
い
と
、
立
派
に
言
切
つ
て
居
ら
れ
た
と
謂
ふ

が
、
自
分
が
話
を
し
て
見
た
感
じ
で
は
、
海
浦
さ
ん
と
同
様
小
児
よ
り
も
無
邪
気
で
、
些
し
も
山
伏
一
流

の
高
慢
な
様
子
な
ど
は
無
か
つ
た
。

　
そ
れ
と
は
反
対
に
寧
ろ
寂
莫
た
る
陰
影
が
有
つ
た
。
津
軽
の
御
寺
で
も
二
三
年
前
に
、
自
分
等
よ
り
大

分
若
い
篤
学
な
る
嫡
子
を
亡
な
つ
た
。
次
男
は
絵
な
ど
を
描
く
人
で
あ
る
。
さ
う
し
て
同
志
と
為
る
弟
子

た
ち
が
少
な
い
。
自
分
は
日
向
へ
来
て
こ
の
気
の
毒
な
話
を
す
る
と
、
し
き
り
に
谷
山
さ
ん
の
顔
の
色
が

曇
つ
た
。
実
は
私
の
方
で
も
相
続
さ
せ
る
積
り
の
倅
が
死
に
ま
し
た
。
そ
の
次
は
実
業
の
方
に
居
る
為
に

呼
戻
し
も
な
ら
ず
、
十
五
に
為
る
孫
を
是
か
ら
仕
立
て
る
こ
と
に
な
つ
た
と
あ
る
。
其
少
年
は
今
戸
口
に

立
つ
て
、
い
つ
ま
で
も
帰
る
自
分
の
後
影
を
見
て
居
る
の
が
さ
う
ら
し
い
。
自
分
は
旅
人
だ
か
ら
、
勿
論

ず
ん
〳
〵
往
つ
て
し
ま
ふ
。
し
か
も
こ
の
閑
か
な
山
の
寺
の
人
々
と
て
も
、
や
は
り
亦
世
中
の
道
を
あ
る

い
て
居
て
、
一
つ
処
に
永
く
た
ゝ
ず
ん
で
は
居
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
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