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（
注
１
）

賀
茂
真
淵
は
、
そ
の
著
「
万
葉
集
大
考
」
の
中
で

○
い
と
し
も
上
つ
代
灸
の
歌

な
ど

人
の
真
ご
世
ろ
の
か
ぎ
り
に
し
て
、
そ
の
さ
ま
和
く
も
か
た
く
も
強
く

悲
し
も
、
四
の
時
な
す
立
か
へ
り
っ
曳
前
し
り
へ
定
め
い
ひ
が
た
し

○
や
曳
中
っ
代
ｌ
高
市
崗
本
の
宮
の
御
時
よ
り
ｌ

み
冬
つ
き
春
さ
り
来
て
、
雪
永
の
と
け
ゆ
く
が
ご
と
し

○
藤
原
の
宮
と
な
り
て
、

大
海
の
原
に
け
し
き
あ
る
島
ど
も
の
う
か
、
へ
ら
む
さ
ま
し
て
、
お
も
し

ろ
き
い
き
ほ
ひ
ぞ
出
き
た
る

○
奈
良
の
宮
の
初
め

此
い
き
ほ
ひ
有
を
ま
ね
び
う
っ
せ
し
堂
些
に
、
お
の
が
も
の
と
も
な
く

う
ら
せ
ば
く
な
り
廻

○
其
宮
の
な
か
っ
比

ゆ
か
し
き
隈
も
な
き
海
山
を
、
風
は
や
き
日
に
見
ん
が
ご
と
、
あ
ら
び

た
る
す
が
た
と
成
ぬ

と
、
万
葉
集
の
歌
風
の
変
遷
を
、
五
つ
の
時
期
に
分
け
、
示
唆
的
な
評
語
で

笥
明
天
皇
歌
論

野
明
天
皇
歌
論

q

』

’

論
じ
て
い
る
。

真
淵
の
分
析
を
待
つ
ま
で
も
な
く
万
葉
集
で
は
「
雑
歌
」
、
「
相
聞
汽
「
挽

歌
」
、
「
髻
喰
歌
」
、
「
問
答
歌
」
の
内
容
上
の
分
類
の
他
に
、

巻
一
Ｉ
「
泊
瀬
朝
倉
宮
御
宇
天
皇
代
」
「
高
市
岡
本
宮
御
宇
天
皇
代
」

「
明
日
香
川
原
宮
御
宇
天
皇
代
」
「
後
岡
本
宮
御
宇
天
皇
代
」
「
近
江
大
津

宮
御
宇
天
皇
代
」
「
明
日
香
清
御
原
宮
天
皇
代
」
「
藤
原
宮
御
宇
天
皇
代
」

「
寧
楽
宮
」
（
以
上
雑
歌
）

巻
二
ｌ
「
難
波
高
津
宮
御
宇
天
皇
代
」
「
近
江
大
津
宮
御
宇
天
皇
代
」

「
明
日
香
清
御
原
宮
御
宇
天
皇
代
」
「
藤
原
宮
御
宇
天
皇
代
」
（
以
上
相
間
）
、

「
後
岡
本
宮
御
宇
天
皇
代
」
「
近
江
大
津
宮
御
宇
天
皇
代
」
「
明
日
香
清
御

原
宮
御
宇
天
皇
代
」
「
藤
原
宮
御
宇
天
皇
代
」
「
寧
楽
宮
」
（
以
上
挽
歌
）
と

い
っ
た
天
皇
に
よ
る
時
代
別
の
分
類
が
あ
り
、
万
葉
集
編
者
の
万
葉
歌
に
対

す
る
素
朴
な
歴
史
意
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
作
者
を
、

そ
の
作
者
が
生
き
た
、
又
は
生
き
た
と
思
わ
れ
る
時
代
に
配
列
し
た
も
の
で

あ
り
、
作
品
群
の
持
つ
内
的
な
詩
的
構
造
や
、
文
学
的
傾
向
に
ま
で
考
え
及

ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
真
淵
は
、
歌
風
の
変
遷
を
、
直
観
的
に
把
握
す

四
一

田
中
文
雅

“
令

背，



る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
そ
の
「
う
つ
る
ひ
」
を
時
代
の
推
移
と
の
関
連
性
の

中
に
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
真
淵
独
自
の
直
観
的
暗
示
的
な
叙
述
で

は
あ
っ
た
が
、
作
品
の
持
つ
文
学
と
し
て
の
特
質
を
、
自
己
の
作
品
享
受
の

主
体
に
即
し
て
把
握
し
、
そ
の
変
遷
の
位
相
を
、
そ
の
作
品
を
生
み
出
し
た

社
会
の
変
遷
と
の
関
連
に
お
い
て
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
こ
の
真
淵
の
態
度

は
、
き
わ
め
て
正
し
い
文
学
研
究
の
方
向
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

真
淵
に
よ
る
「
上
つ
代
（
上
古
）
」
「
中
っ
代
（
毎
明
以
降
）
」
「
藤
原
の

宮
」
「
奈
良
の
宮
の
初
め
」
「
其
宮
の
な
か
っ
比
」
の
五
期
の
区
分
は
、
そ

れ
以
降
、
万
葉
歌
風
の
変
遷
を
考
え
る
上
で
、
一
つ
の
指
標
と
な
り
、
よ
り

厳
密
な
検
討
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る

真
淵
の
い
う
「
い
と
し
も
上
っ
代
を
」
は
、
記
紀
歌
謡
の
後
を
受
け
継
ぐ

伝
訶
歌
的
性
格
が
強
い
と
し
て
、
こ
れ
に
含
め
な
い
説
が
多
い
が
、
「
や
上

中
つ
代
」
は
、
詩
明
、
又
は
斉
明
天
皇
よ
り
壬
申
の
乱
ま
で
を
も
っ
て
こ
れ

（
注
２
）

に
あ
て
、
万
葉
第
一
期
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の

時
期
を
文
学
史
的
に
「
初
期
万
葉
」
と
呼
称
す
る
田
辺
幸
雄
氏
の
説
が
一
般

化
し
て
い
る
。

で
は
田
辺
幸
雄
氏
が
命
名
し
た
と
い
う
「
初
期
万
葉
」
の
特
質
と
は
何
で

あ
ろ
う
か
。

徳
光
久
也
氏
は
、
初
期
万
葉
を
、
「
ジ
ャ
ン
ル
」
「
民
謡
性
」
「
政
治
性
」

（
注
３
）

の
三
つ
の
視
点
か
ら
簡
潔
に
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
内
「
民
謡
性
」
「
政
治

性
」
に
つ
い
て
は
、
初
期
万
葉
を
特
徴
付
け
る
も
の
と
し
て
、
多
く
の
研
究

者
も
上
げ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
特
殊
さ
が
、
作
品
と
歴
史
と
の
か
ら
み
合
い
の
密
度
に
見
出

灯

I

さ
れ
る
…
…
初
期
万
葉
の
作
者
の
ほ
と
ん
ど
大
部
分
は
、
皇
室
関
係
の
、

そ
れ
も
、
そ
の
中
枢
部
の
人
灸
か
ら
成
っ
て
い
る
。

（
注
４
）

田
辺
幸
雄

初
期
万
葉
の
ば
あ
い
、
作
品
と
時
代
Ｉ
歴
史
と
の
む
す
び
つ
き
の
特
殊
な

性
質
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
事
件
そ
の
も
の
を
生
き
、
歴
史
を
勅
か
そ
う

と
し
た
人
間
の
直
接
の
体
験
と
感
動
を
詠
じ
た
作
品

（
注
５
）

石
母
田
正

歌
が
伝
説
か
ら
分
離
し
杼
情
詩
と
し
て
の
性
格
を
確
立
し
て
来
た
詩
明
、

皇
極
朝
以
後
の
四
十
年
を
そ
の
範
囲
と
し
て
よ
い
。

古
代
国
家
生
誕
の
苦
闘
の
歴
史
の
激
動
を
生
き
た
主
役
た
ち
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
た
も
の

（
注
６
）

大
久
保
正

箭
明
天
皇
の
御
代
か
ら
、
初
期
万
葉
の
作
品
は
梢
々
増
加
す
る
。
同
時
に

歌
謡
的
な
作
品
が
、
個
性
的
性
格
を
示
す
よ
う
に
な
る
事
も
事
実
で
あ
る
。

（
注
７
）

久
米
常
民

。
：
：
．
万
葉
ぶ
り
の
最
初
は
箭
明
天
皇
の
歌
で
あ
る
と
見
る
の
が
至
当
で
あ

↓
つ
弱
フ
・
・
・
・
・
・

杼
情
詩
が
歌
謡
か
ら
、
自
我
が
共
同
体
か
ら
離
れ
た
て
で
、
両
方
の
要

素
が
そ
こ
で
は
微
妙
に
交
わ
り
あ
っ
て
い
る
。

（
注
８
）

西
郷
信
綱
・

以
上
の
諸
氏
の
見
解
は
、

一
、
杼
情
詩
の
成
立
、

二
、
作
者
と
、
そ
の
生
き
た
時
代
と
の
特
別
な
結
び
付
き

⑤

四

二

心
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の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
二
点
は
緊
密
な
結
び
付
き
を
持
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
杼
情
詩
と
は
、
西
郷
氏
も
述
ぺ
て
い
る
自

我
の
意
識
を
持
っ
た
、
歌
謡
よ
り
抜
け
出
し
た
個
人
の
体
験
に
よ
る
創
作
詩

を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
個
人
と
は
、

古
代
国
家
の
形
成
期
を
、
政
治
史
の
中
心
と
な
っ
て
生
き
た
、
と
さ
れ
る
天

皇
家
を
中
心
と
し
た
人
灸
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

し
か
し
初
期
万
葉
に
、
右
に
述
べ
た
杼
情
詩
の
成
立
を
見
る
説
に
疑
問
が

提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
よ
り
、
初
期
万
葉
の
杼
情
詩
は
、
後
の
そ
れ
と

は
が
な
り
異
質
の
も
の
を
内
包
し
て
い
る
事
。
又
、
徳
光
氏
に
よ
っ
て
、

「
政
治
性
」
と
明
解
に
指
摘
さ
れ
た
、
万
葉
作
者
と
時
代
と
の
特
殊
な
結
び

付
き
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
．
般
的
に
時
代
の
構
造
や
風
潮
を
単
純
に
対

（
注
９
）

応
さ
せ
る
」
方
法
で
は
、
よ
り
正
確
な
作
品
理
解
は
期
し
難
い
。
特
に
歴
史

と
神
話
が
混
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
万
葉
初
期
の
政
治
性
の
検
討
に
は
種
食

の
困
難
が
あ
る
。
又
更
に
、
文
学
性
、
政
治
性
、
宗
教
性
な
ど
が
未
分
化
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
当
時
の
古
代
人
の
意
識
か
ら
み
て
、
そ
の
困
難
さ
は
、

一
層
大
き
な
も
の
と
な
る
。

以
下
、
「
万
葉
ぶ
り
‐
一
の
最
初
と
さ
れ
る
笥
明
天
皇
の
望
国
歌
に
つ
い
て
、

諸
氏
が
特
徴
と
し
て
い
る
政
治
性
、
歴
史
性
、
杼
情
の
問
題
な
ど
を
中
心
に
、

作
品
の
分
析
を
通
じ
て
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

高
市
岡
本
宮
御
宇
天
皇
代
息
長
足
日
広
領
天
皇

天
皇
登
二
香
具
山
一
望
し
国
之
時
御
製
歌

山
常
庭
村
山
有
等
取
与
呂
布
天
乃
香
具
山
騰
立

詩
明
天
皇
歌
論

h

4

国
見
乎
為
者’

室
乃
圭
塞
Ｉ
こ

む
ら
や
・
哀

あ
ま

大
和
に
は
群
山
あ
れ
ど
と
り
よ
る
ふ
天
の
香
具
山
登
り
立
ち

く
に
罐
ら
け
ぷ
り

う
な
ば
ら
か
ま
め

国
見
を
す
れ
ば
国
原
は
煙
立
ち
立
つ
海
原
は
鴎
立
ち
立
つ
う
ま

‐
ろ
き
づ
し
」
戻

し
国
そ
蜻
蛉
島
大
和
の
国
は

（
巻
一
、
二
）

集
中
、
右
の
歌
以
外
に
野
明
天
皇
歌
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
と

し
て
、
次
の
五
首
が
あ
る
。

③
崗
本
天
皇
御
製
一
首
井
短
詞

あ

く

む
ら

唖
神
代
よ
り
生
れ
継
ぎ
来
れ
ば
人
多
に
国
に
は
満
ち
て
あ
ぢ
群

か
よ
ひ

の
去
来
は
行
け
ど
わ
が
恋
ふ
る
君
に
し
あ
ら
ね
ば
昼
は
日
の

平
生
↓
つ

や
さ
や
争

い

蟇
る
る
哀
で
夜
は
夜
の
明
く
る
極
み
思
ひ
つ
つ
眠
も
寝
が
て

あ
か

に
と
明
し
つ
ら
く
も
長
き
こ
の
夜
を

反
語

む
ら

“
山
の
端
に
あ
ぢ
群
騒
き
行
く
な
れ
ど
わ
れ
は
さ
ぶ
し
ゑ
君
に
し
あ
ら
ね

ば

い
さ
や
が
ば
け

獅
溌
瀝
跨
の
蒔
繕
の
山
な
る
不
知
哉
川
日
の
こ
ろ
ご
ろ
は
恋
ひ
つ
つ
も
あ

ら
む右

、
今
案
、
高
市
崗
本
宮
、
後
崗
本
宮
、
二
代
二
帝
、
各
有
し
異
焉
。

但
孵
一
一
崗
本
天
皇
一
、
未
し
審
一
其
指
一
・

（
巻
四
、
相
間
）

＃
⑧
崗
本
天
皇
御
製
語
一
首

四
三

国
原
波
煙
立
龍
海
原
波
加
万
目
立
多
都
怜
何
国
曾
蜻
嶋
八

間
跡
能
国
者

R

。



１

を
ぐ
ら
こ
よ
ひ
ね

団
夕
さ
れ
ば
小
倉
の
山
に
鳴
く
鹿
は
今
夜
は
鳴
か
ず
い
寝
に
け
ら
し
も

１

（
巻
八
、
秋
雑
歌
）

。
泊
瀬
朝
倉
宮
御
宇
大
泊
瀬
幼
武
天
皇
御
製
調
一
首

４
４

を
ぐ
ら

ふ

こ
よ
ひ

い

師
夕
さ
れ
ば
小
倉
の
山
に
臥
す
鹿
は
今
夜
は
鳴
か
ず
寝
ね
に
け
ら
し
も

１

（
注
、
）

右
、
或
本
云
、
崗
本
天
皇
御
製
。
不
し
審
二
正
指
一
。
因
以
累
載
。

（
巻
九
、
雑
歌
）

題
詞
、
左
注
に
よ
っ
て
崗
本
宮
御
宇
天
皇
に
比
定
さ
れ
る
天
皇
は
、
「
高
市

崗
本
宮
御
宇
天
皇
」
の
笥
明
天
皇
と
、
「
後
崗
本
宮
御
宇
天
皇
」
の
斉
明
天

皇
の
二
人
で
あ
る
。

間
の
歌
群
の
作
者
は
、
笥
明
、
斉
明
の
二
人
が
考
え
ら
れ
る
が
、
歌
中
の

「
君
」
の
用
語
よ
り
、
斉
明
と
す
る
の
が
有
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
巻
十
三

三
二
四
八
番
の
額
歌
か
ら
、
「
伝
承
の
流
れ
の
中
に
あ
ご
た
歌
で
あ
り
、

（
注
皿
）

斉
明
天
皇
御
製
を
疑
問
視
す
る
見
解
も
あ
る
。

⑥
の
歌
も
作
者
を
、
箭
明
、
斉
明
の
二
人
の
天
皇
に
比
定
さ
れ
る
が
、
同

じ
類
歌
を
。
の
題
詞
で
は
、
雄
略
天
皇
の
歌
と
し
、
更
に
。
の
左
注
で
は

「
崗
本
天
皇
御
製
」
と
い
う
或
本
の
異
伝
を
記
し
て
い
る
。
即
ち
⑧
、
。
の

「
夕
さ
れ
ば
」
の
作
者
に
は
、
鋳
明
、
斉
明
、
雄
略
の
三
人
が
当
時
考
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
又
、
こ
の
歌
は
、
そ
の
背
後
に
鹿
の
伝
承

（
注
吃
）

を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
、
右
の
作
者
の
不
明
確
な
点
か
ら
し
て
も
、
天
皇
個

人
の
創
作
杼
情
歌
と
は
認
め
難
い
。

以
上
題
詞
、
左
注
よ
り
問
題
な
く
箭
明
天
皇
御
製
歌
と
考
え
ら
れ
る
の
は

（
注
喝
）

巻
一
、
二
番
の
望
国
歌
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
こ

う
し
た
異
伝
、
類
歌
を
持
つ
伝
承
歌
の
作
者
に
毎
明
天
皇
が
擬
さ
れ
て
い
る

唖p

F

こ
と
は
、
そ
れ
以
前
の
天
皇
た
ち
と
同
じ
く
「
伝
謂
の
作
家
」
と
し
て
の
性

格
を
需
明
天
皇
が
併
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

待
明
天
皇
望
国
歌
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
中
で
、
特
に
こ
の
歌
の
歴
史
性
、
政
治
性
と
文
学
と
の
関
連
に
つ
い
て
述

べ
た
も
の
を
あ
げ
て
み
た
い
。

吉
永
登
氏
は
、
本
歌
の
背
景
と
な
る
推
古
帝
崩
御
後
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ

る
政
治
史
を
素
描
し

国
見
と
か
国
ぽ
め
と
か
は
も
と
も
と
そ
の
年
の
穀
の
豊
穣
を
祈
る
た
め
に

あ
っ
た
ら
し
い
が
、
こ
の
歌
に
は
も
早
そ
う
い
う
要
素
は
表
面
に
は
見
ら

れ
な
い
。
歌
は
少
く
と
も
当
時
の
安
定
し
た
国
情
を
反
映
し
て
い
て
、
無

力
の
天
皇
の
わ
ず
か
に
自
ら
を
慰
め
て
い
る
姿
が
見
え
る
よ
う
で
い
じ
ら

し
く
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
「
国
原
は
煙
立
ち
立
つ
海
原

は
鴎
立
ち
立
つ
」
に
叙
景
歌
の
芽
生
え
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
が
通
説
の

よ
う
で
あ
る
：
．
…
（
巻
一
、
二
番
歌
評
）

岡
本
宮
に
あ
っ
て
、
東
方
高
市
郡
の
郡
境
に
近
い
、
磯
城
郡
に
あ
っ
た
小

倉
山
に
鳴
く
鹿
を
思
う
て
の
作
で
あ
る
。
政
治
か
ら
の
逃
避
が
た
ま
た
ま

動
物
へ
の
愛
情
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
何
か
同
情
を
ひ
く

も
の
が
あ
ろ
う

（
巻
八
、
一
五
二
歌
評
）

〈
注
叫
）

と
述
べ
て
い
る
。

土
橋
寛
氏
は
、

d接
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わ
れ
わ
れ
は
国
見
歌
か
ら
叙
景
歌
が
生
れ
て
く
る
一
つ
の
過
程
を
、
こ
の

歌
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
・
・
…
。
：
：
…
…
…
…
・
・
こ
の
歌
が

記
紀
の
国
見
歌
に
比
し
て
新
し
く
、
叙
景
歌
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

記
紀
の
天
皇
国
見
歌
が
抽
象
的
な
国
讃
め
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
歌

が
蘇
生
し
た
自
然
の
姿
を
具
象
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ

て
、
笥
明
天
皇
の
国
見
歌
で
あ
り
な
が
ら
政
治
意
識
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と

（
注
阻
）

な
く
生
動
感
に
満
ち
た
秀
歌
に
な
っ
て
い
る
。

と
評
し
て
い
る
。
両
氏
は
一
致
し
て
こ
の
歌
に
叙
景
歌
、
叙
景
的
要
素
を
認

め
よ
う
と
し
て
お
り
、
又
政
治
性
と
作
品
と
の
関
連
に
お
い
て
も
か
な
り
共

通
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
吉
永
氏
は
、
政
治
か
ら
離
れ
た
と

こ
ろ
で
の
人
間
天
皇
の
姿
を
、
政
治
か
ら
逃
避
す
る
事
に
よ
っ
て
向
け
ら
れ

た
動
物
へ
の
愛
を
う
た
っ
た
も
の
と
し
て
お
り
、
士
橋
氏
も
、
「
天
皇
の
国

見
歌
で
あ
り
な
が
ら
政
治
意
識
に
妨
げ
ら
れ
る
事
な
く
」
展
開
さ
れ
た
秀
歌

と
し
て
、
こ
の
歌
を
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
体
こ
の
歌
は
、

政
治
か
ら
逃
避
し
て
い
る
無
力
な
天
皇
の
自
ら
を
慰
め
る
歌
、
と
し
て
理
解

し
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
は
、
政
治
意
識
を
帯
び
な
か
っ

た
為
に
、
よ
り
評
価
さ
れ
る
作
品
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
こ
う

し
た
点
に
疑
問
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

田
辺
幸
雄
氏
は
、
「
初
期
万
葉
の
作
者
た
ち
（
『
初
期
万
葉
の
世
界
』
こ
の
中

で
、
こ
の
時
期
を
飾
る
八
人
の
代
表
的
な
作
者
を
次
の
よ
う
に
あ
げ
て
論
じ

て
い
る
。

雄
略
天
皇
、
好
明
天
皇
、
斉
明
天
皇
、
有
間
皇
子
、
天
智
天
皇
、
倭
大
后
、

大
海
人
皇
子
、
額
田
王

詩
明
天
皇
歌
論

且
の

こ
れ
ら
の
作
者
は
、
い
づ
れ
も
ま
さ
に
「
古
代
国
家
生
誕
の
苦
闘
の
歴
史
の

（
注
略
）

激
動
を
生
き
た
主
役
た
ち
」
で
あ
り
「
事
件
そ
の
も
の
を
生
き
、
歴
史
に
参

（
注
Ⅳ
）

加
し
た
人
間
、
歴
史
を
動
か
そ
う
と
し
た
人
間
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
他

の
作
者
達
に
比
し
、
今
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
毎
明
天
皇
に
つ
い
て
は
、
何
ら

特
記
す
べ
き
記
事
を
『
日
本
書
紀
』
は
記
し
て
い
な
い
。
こ
の
原
因
に
つ
い

て
は
、
諸
家
が
説
か
れ
る
如
く
、
箭
明
天
皇
は
推
古
崩
御
後
、
蘇
我
氏
に
よ

っ
て
擁
立
さ
れ
、
常
に
そ
の
監
視
下
に
お
か
れ
、
塊
侃
の
天
皇
と
し
て
の
意

味
し
か
持
た
ず
、
在
位
期
間
も
短
か
か
っ
た
事
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
吉

永
氏
が
、
自
ら
力
を
持
た
な
い
、
政
治
か
ら
疎
外
さ
れ
、
逃
避
し
て
い
る
人

間
雷
明
を
設
定
し
、
そ
の
自
ら
を
な
ぐ
さ
め
て
い
る
声
と
考
え
た
の
は
理
由

の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
立
論
に
は
、
い
く
つ
か
の
前

提
が
必
要
と
な
う
２
即
ち
こ
の
歌
が
完
全
に
儀
礼
的
要
素
を
振
り
払
い
、

純
然
た
る
個
人
詠
の
杼
情
歌
、
叙
景
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下

検
討
す
る
如
く
、
本
歌
と
儀
礼
と
の
関
係
は
、
未
だ
根
強
い
も
の
が
あ
り
、

伝
承
歌
謡
と
し
て
の
性
格
も
か
な
り
強
い
も
の
が
あ
る
。
又
、
作
品
の
高
い

評
価
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
政
治
意
識
も
、
こ
の
作
品
成
立
の

条
件
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
も
っ
と
異
っ
た
視
点
か
ら
の
考
察
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
。

本
歌
が
国
見
歌
、
国
見
儀
礼
の
延
長
上
に
あ
る
こ
と
は
、
「
天
皇
登
三
杳
具

山
一
望
し
国
之
時
」
と
記
さ
れ
た
題
詞
や
、
「
天
乃
香
具
山
騰
立
国
見
乎

為
者
」
と
い
っ
た
歌
中
の
詩
章
で
容
易
に
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
古
く
『
代

匠
記
、
一
（
初
版
本
）
は
、
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天
子
は
巡
狩
と
い
ふ
事
を
さ
へ
し
て
国
交
の
様
を
見
給
ふ
こ
と
な
れ
ば
、

国
見
は
国
の
盛
衰
、
民
の
哀
楽
を
う
か
典
ひ
し
ろ
し
め
す
に
尤
要
な
り

と
記
し
又
、
岸
本
由
豆
流
は
『
孜
証
」
で

望
国
は
、
く
に
と
よ
む
べ
し
、
古
し
へ
の
天
皇
高
き
所
に
の
ぼ
り
ま
し
て

国
中
を
見
給
ひ
し
事
ま
具
あ
り
、
そ
れ
百
姓
の
貧
富
、
ま
た
国
中
の
よ
し

あ
し
を
、
専
ら
見
た
ま
ふ
に
て
、
た
Ⅸ
け
し
き
を
見
給
ふ
に
あ
ら
ず
…
…

と
、
天
子
の
行
う
国
見
行
事
の
政
治
的
内
容
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

国
見
歌
の
持
つ
政
治
性
、
歴
史
性
を
一
層
明
確
に
論
じ
た
の
は
、
吉
田
義
孝

氏
で
あ
る
。
氏
は
、
記
紀
万
葉
の
国
見
歌
の
詞
書
き
の
中
の
「
望
」
の
用
字

の
分
析
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
歌
謡
の
記
録
に
際
し
て
、
或
種
の
特
殊
な
意
識
、

即
ち
「
害
経
』
の
注
に
あ
る
「
九
州
名
山
大
川
五
嶽
四
漬
之
属
皆
一
時
」
に

望
祭
す
る
の
が
「
望
」
で
あ
っ
た
こ
と
。
こ
の
古
い
祭
祀
に
関
係
を
持
っ
て

い
た
歌
謡
は
、
古
代
国
家
統
一
と
共
に
、
宗
教
的
統
一
意
識
と
し
て
用
い
ら

（
注
氾
）

れ
た
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。
国
見
歌
が
古
く
、
祭
祀
に
関
係
を
持
っ
て
い

た
こ
と
の
指
摘
と
共
に
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
国
見
歌
謡
が
展
開
し
て

い
く
過
程
に
、
国
家
統
一
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
宗
教
的
統
一
意
識
と
し
て

機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
単
純
な
政
治

性
、
政
治
意
識
で
は
割
り
切
れ
な
い
、
政
治
性
と
宗
教
性
の
未
分
化
の
状
態

で
機
能
し
て
い
る
国
見
歌
謡
の
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。

国
見
儀
礼
の
起
源
に
つ
い
て
、
折
ロ
信
夫
は
、
元
来
海
の
彼
方
か
ら
来
訪

し
て
来
た
一
、
レ
ビ
ト
が
、
後
か
ら
天
降
る
よ
う
に
な
り
、
山
の
上
に
立
っ
て

土
地
の
精
霊
の
代
表
た
る
山
の
神
や
土
民
に
命
令
を
宣
下
す
る
と
、
そ
の
効

果
が
土
地
、
人
民
に
及
ん
で
そ
の
年
は
祝
福
さ
れ
る
。
こ
の
一
、
レ
ビ
ト
の
儀

剋
一
汀
ｒ

（
注
四
）

礼
の
名
残
が
「
岡
見
」
の
習
俗
で
、
国
見
の
原
形
は
こ
こ
に
あ
る
と
説
明
し

て
お
り
、
更
に
三
谷
栄
一
氏
は
、
こ
の
折
口
説
を
肯
定
し
、
訪
れ
る
マ
レ
ビ

ト
神
と
は
、
祖
霊
（
田
の
神
、
戌
亥
の
神
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
迎
え
る
農
耕

（
注
加
）

儀
礼
で
あ
る
。
「
国
見
」
は
元
来
民
間
の
儀
礼
で
、
春
の
初
め
岡
や
山
に
登

（
注
迦
）

っ
て
火
田
を
卜
定
す
る
農
耕
儀
礼
で
あ
る
と
す
る
土
橋
寛
氏
の
説
な
ど
が
あ

る
。
吉
田
氏
も
述
べ
て
い
る
如
く
、
民
間
行
事
と
し
て
の
国
見
は
、
族
長
の

行
事
へ
、
更
に
天
皇
の
行
事
へ
と
展
開
し
て
行
く
。
こ
う
し
た
過
程
に
あ
っ

て
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
宗
教
性
と
未
分
化
の
政
治
性
な
る
も
の
は
、
ど

の
段
階
に
あ
っ
て
も
、
有
効
性
を
持
ち
得
て
い
る
。
春
先
、
高
い
所
か
ら
、

こ
れ
か
ら
一
年
の
幸
せ
を
予
祝
す
る
場
合
、
広
大
な
自
然
に
呼
び
か
け
、
言

葉
の
呪
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
象
の
自
然
の
生
命
力
を
刺
激
さ
せ
て
、
豊
か

な
生
活
を
保
証
さ
せ
、
人
間
の
命
令
に
従
わ
せ
る
為
に
は
、
そ
れ
だ
け
巨
大

な
打
情
を
伽
え
発
し
得
る
主
体
が
要
望
さ
れ
る
。
古
代
の
天
皇
が
、
巨
大
な

権
力
を
持
つ
事
と
同
時
に
、
強
力
な
呪
力
を
持
つ
人
、
強
大
な
祭
祀
を
司
ど

る
力
能
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
一
族
の
そ

の
年
の
保
証
が
一
国
人
民
の
生
活
を
保
証
す
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
強
力
な

政
治
力
は
勿
論
、
一
国
の
代
表
と
し
て
の
資
格
で
、
自
然
に
命
令
し
、
服
従

さ
せ
、
豊
か
な
生
活
を
約
束
さ
せ
る
事
が
必
須
の
条
件
な
の
で
あ
る
。
そ
の

為
に
は
、
無
限
定
な
自
然
の
本
質
を
、
し
っ
か
り
と
把
え
、
魔
術
的
な
言
葉

と
、
そ
う
し
た
言
葉
を
発
し
得
る
巨
大
な
打
情
主
体
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
側
面
か
ら
考
察
す
る
と
、
国
見
儀
礼
そ
の
も
の
が
、
元
来
、

政
治
性
、
宗
教
性
、
文
学
性
等
の
未
分
化
な
要
素
を
必
須
の
条
件
と
し
て
成

立
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

凸

や
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記
紀
に
お
け
る
国
見
歌
謡
を
あ
げ
て
み
る
と

は
ろ
ば
ろ
難
さ
う
た

１
淡
道
島
に
坐
し
て
、
遙
に
望
け
て
歌
日
ひ
た
ま
ひ
し
く
（
仁
徳
記
）

あ
は
し
童

お
し
て
る
や
難
波
の
崎
よ
出
で
立
ち
て
我
が
国
見
れ
ば
淡
島

お
の
ご
ろ
し
ま
あ
ぢ
ま
さ

シ
ご
腓
Ｕ

自
凝
島
楕
榔
の
島
も
見
ゆ
放
つ
島
見
ゆ

つ
い
う
ぢ
の

２
－
時
、
天
皇
近
淡
海
国
に
越
え
幸
で
ま
し
し
時
、
菟
遅
野
の
上
に
御
立

か
づ
の
承
さ
う
た
・

ち
し
た
ま
ひ
て
、
葛
野
を
望
け
て
歌
日
ひ
た
ま
ひ
し
く
（
応
神
紀
）

？
・
・
・
｜
は
る
き
さ
ら
ぎ

あ
ふ
梁
の
く
に
う
ぢ
の
ほ
と
り

六
年
の
春
二
月
に
、
天
皇
、
近
江
国
に
幸
し
て
菟
道
野
の
上
に
至
り
て
、

ぷ
う
た
ま
承
の
た
ま

歌
し
て
日
は
く
（
応
神
紀
）

．
ち
ぱ
か
づ
の
熟
も
も
ち
た
や
に
は
ゑ

千
葉
の
葛
野
を
見
れ
ば
百
千
足
る
家
庭
も
見
ゆ
国
の
秀
も
見

ゆ

，
‐
の
ぽ
の
‐
し
の

３
其
れ
よ
り
幸
行
で
ま
し
て
、
能
煩
野
に
到
り
ま
し
し
時
、
国
を
思
ひ
て

う
た

歌
日
ひ
た
ま
ひ
し
く
（
景
行
記
）

の
な
か
・
お
ほ
か
し
は
の
ぽ

是
の
日
に
（
十
七
年
の
春
三
月
の
戊
戌
の
朔
己
酉
）
、
野
中
の
大
石
に
捗
り
ま
し

象
や
こ

承
う
た
よ
柔
の
た
室

て
、
京
都
を
億
び
た
ま
ひ
て
、
歌
し
て
日
は
く
（
景
行
紀
）

倭
は
国
の
ま
ほ
ら
ま
畳
づ
く
青
垣
山
籠
れ
る
倭
し
麗
し

み
づ
の
え
ね
つ
い
た
ち
き
の
と
の
う
を
の

４
六
年
の
春
二
月
の
壬
子
の
朔
乙
卯
に
、
天
皇
、
泊
瀬
の
小
野
に
遊
び

や
吉
・
な
り
系
そ
な
は
ば
げ
桑
誇
も
ろ

た
ま
ふ
。
山
野
の
体
勢
を
観
し
て
慨
然
み
て
感
を
與
し
て
歌
し
て
日
は
く

（
雄
略
紀
）

隠
国
の
泊
瀬
の
山
は
、
出
で
立
ち
の
よ
ろ
し
き
山
走
り
出
の

よ
ろ
し
き
山
の
隠
国
の
泊
瀬
の
山
は
あ
や
に
う
ら
麗
し
あ
や

に
う
ら
麗
し

従
来
、
こ
う
し
た
記
紀
の
国
見
歌
謡
に
つ
い
て
は
、
地
の
文
と
の
結
び
付
き

に
よ
る
物
語
歌
謡
、
独
立
歌
謡
の
別
、
更
に
叙
述
の
形
式
や
、
対
象
と
さ
れ

笥
明
天
皇
歌
論

年

る
景
物
の
意
味
に
つ
い
天
、
又
更
に
は
、
国
見
歌
の
分
類
か
ら
「
予
祝
行
事

（
注
浬
）

と
し
て
の
国
見
で
歌
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
国
讃
め
歌
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
て

来
た
。こ

れ
に
対
し
て
Ｌ
の
仁
徳
天
皇
歌
を
《
独
立
歌
謡
と
し
て
、
「
国
見
」
（
記

伝
）
の
歌
で
あ
り
、
特
に
お
そ
ら
く
、
津
の
国
の
難
波
の
御
津
に
お
け
る
八

十
島
神
祭
の
古
式
の
場
を
中
心
と
し
て
歌
わ
れ
た
国
見
歌
謡
で
あ
る
、
と
す

る
本
田
義
壼
氏
の
見
解
（
「
原
八
十
島
神
祭
歌
謡
を
め
ぐ
る
覚
書
」
『
万
葉
』
六
十

九
号
）
が
示
さ
れ
た
．

八
十
島
祭
が
、
文
献
上
最
初
に
見
え
る
の
は
、

壬
八
午
。
造
下
二
宮
主
正
六
位
下
占
部
雄
貞
。
神
琴
師
正
六
位
上
菅
生
朝
臣

、

末
継
。
典
侍
正
五
位
下
藤
原
朝
臣
泉
子
。
御
巫
無
位
榎
本
連
浄
子
等
望
向
一
一

、
、
、
、
、
、

摂
津
一
祭
牢
八
十
島
上
（
嘉
祥
三
年
九
月
傍
点
筆
者
）

と
記
さ
れ
た
文
徳
天
皇
実
録
の
記
事
で
あ
る
。
以
降
四
百
年
近
く
に
わ
た
っ

て
二
十
二
回
も
文
献
に
そ
の
記
事
が
み
え
る
。
こ
れ
は
天
皇
即
位
の
翌
年
に

行
わ
れ
る
も
の
で
、
女
官
を
「
八
十
咄
祭
使
」
と
し
て
難
波
津
に
派
過
し
て

住
吉
神
社
を
祭
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
祭
儀
の
祭
神
や
、
目
的
に
つ
い
て

も
諸
説
（
④
旗
祓
の
神
事
、
③
国
土
生
成
の
発
展
を
祈
願
す
る
祭
儀
）
が
あ

る
が
、
岡
田
精
司
氏
は
、
鎮
魂
祭
、
大
嘗
祭
な
ど
の
考
察
か
ら
、
こ
の
祭
儀

の
中
心
を
な
す
「
神
祇
官
弾
一
御
琴
一
、
女
官
披
二
御
衣
筥
一
振
し
之
」
の
神
事

を
重
視
し
、
「
治
世
の
初
め
に
当
っ
て
新
帝
の
身
体
に
〈
大
八
洲
之
霊
〉
を

付
着
せ
し
め
、
全
国
士
の
支
配
者
と
し
て
の
資
格
を
呪
術
的
に
保
証
し
よ
う

と
し
た
も
の
」
と
推
定
し
、
更
に
、

こ
の
祭
儀
は
、
「
記
紀
」
に
伝
え
ら
れ
た
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生

四
七
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み
の
物
語
と
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
神
話
は
天
皇
の

国
土
支
配
の
正
統
性
を
う
ら
づ
け
る
政
治
的
役
割
と
同
時
に
、
国
土
生
成

の
物
語
を
皇
祖
神
の
神
統
譜
中
に
編
み
込
む
こ
と
が
、
皇
室
の
現
実
の
国

（
注
躯
）

土
領
有
を
呪
術
的
に
保
証
す
る
と
い
う
宗
教
的
意
味
を
も
っ
た
の
で
あ
る

と
結
論
し
て
い
る
。
本
田
氏
は
、
右
の
岡
田
氏
の
説
を
ふ
ま
え
、
先
の
１
「
お

し
て
る
や
難
波
の
崎
よ
…
」
の
歌
謡
の
具
体
的
な
場
を
八
十
島
神
祭
に
求

め
、
そ
の
「
お
し
て
る
や
」
の
詞
章
に

難
波
に
日
の
御
子
を
迎
え
る
太
陽
神
儀
礼
と
し
て
霊
威
満
ち
て
照
る
と
い

う
意
味
を
の
こ
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
…
（
同
氏
前
記
書
）

と
注
目
す
尋
へ
き
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
国
見
儀
礼
の
一
般
的
傾
向

か
ら
し
か
こ
れ
ら
の
国
見
歌
謡
が
説
か
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
具
体
的

な
即
位
儀
礼
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
儀
礼
に
付
随
し
た
歌
謡
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
、
始
め
て
こ
の
仁
徳
国
見
歌
謡
が
持
つ
歴
史
性
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
。

そ
う
し
て
重
要
な
事
は
土
橋
氏
も
説
く
如
く
、
こ
の
仁
徳
天
皇
歌
と
、
詩
明

天
皇
国
見
歌
と
は
、
同
じ
系
統
に
属
す
る
も
の
、
即
ち
「
予
祝
行
事
と
し
て

（
注
課
）

の
国
見
で
歌
わ
れ
た
国
讃
め
歌
」
と
考
え
ら
れ
る
事
で
あ
る
。

以
上
の
説
の
中
で
、
特
に
私
の
興
味
を
引
く
の
は
、
八
十
鴫
祭
儀
が
、

「
記
紀
」
の
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生
み
神
話
と
深
い
関
係
が
あ
る
と

い
う
事
で
あ
る
。
Ｍ
・
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
そ
の
著
『
永
遠
回
帰
の
神
話
」
及

び
「
イ
メ
ー
ジ
と
シ
ン
ボ
ル
・
一
の
中
で

。
…
・
・
あ
る
事
物
も
し
く
は
行
為
が
真
実
な
も
の
と
な
る
の
は
、
た
だ
そ
の

ア
ー
ケ
タ
イ
プ

祖
型
を
模
倣
す
る
か
、
そ
れ
を
く
り
返
す
限
り
に
お
い
て
、
し
か
あ
る
と

リ
ア
リ
テ
イ

い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
実
在
と
は
、
た
だ
反
復
も
し
く
は
分
与
を
通
し
て

口
Ｐ
い
画

「
俗
な
る
時
間
を
超
越
」
し
神
話
的
な
「
大
い
な
る
時
間
」
を
再
発
見
す

る
こ
と
は
、
究
極
の
実
在
を
露
に
す
る
こ
と
良
等
し
い
価
値
を
も
つ
も
の
だ
。

厳
密
に
形
而
上
学
的
な
実
在
、
そ
れ
は
神
話
と
シ
ン
ボ
ル
を
通
し
て
し
か
近

づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
時
間
に
関
す
る
イ
ン
ド
の
神
話
」
（
『
イ
メ
ー
ジ
と
シ
ン
ボ
ル
』
所
収
）

プ
リ
ミ
テ
イ
ー
プ
オ
ソ
ト
ロ
ジ
ー

こ
れ
ば
エ
リ
ァ
ー
デ
が
「
原
始
的
」
存
在
論
の
観
念
に
つ
い
て
述
謬
へ
た
部
分

で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
っ
て
我
々
は
、
１
の
仁
徳
天
皇
の
国
見
歌
「
お
し

て
る
や
難
波
の
崎
よ
…
…
」
が
、
儀
礼
歌
と
し
て
何
を
志
向
し
て
い
る
の

か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
皇
の
即
位
儀
礼
で
あ
る
大
嘗
祭
に
付
随

し
た
八
十
嶋
祭
が
、
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
記
紀
の
国
生
み
話
と
密
接
な

関
係
が
あ
る
事
は
、
注
目
す
ぺ
き
事
で
あ
る
。
そ
の
八
十
島
神
祭
り
の
歌
謡

の
中
に
、
イ
サ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
話
の
中
に
出
て
く
る
淡
島
、
鯲
能
碁

呂
島
な
ど
の
島
為
が
出
て
く
る
の
も
、
偶
然
の
事
で
は
な
い
。
国
見
儀
礼
で

の
み
獲
得
さ
れ
る
。
模
範
的
モ
デ
ル
を
欠
く
も
の
は
何
で
あ
れ
「
無
意
味
」

な
こ
と
、
即
ち
リ
ァ
リ
テ
ィ
を
欠
く
の
で
あ
る
。

…
…
一
つ
の
行
為
（
あ
る
い
は
事
物
）
が
あ
る
典
型
的
し
ぐ
さ
の
反
復
を

通
じ
て
あ
る
種
の
実
在
性
を
獲
得
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
し
て
ま
た
こ

れ
を
通
じ
て
し
か
実
在
性
を
狸
得
で
き
な
い
と
い
う
点
で
、
そ
こ
に
は
俗

的
な
時
間
、
継
続
性
、
「
歴
史
」
の
暗
黙
裡
の
擬
無
が
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
模
倣
的
し
ぐ
さ
を
再
現
す
る
者
は
、
自
ら
そ
の
啓
示
の
始
め
て
あ
ら
わ

れ
た
神
話
時
代
へ
送
り
込
ま
れ
た
こ
と
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

「
神
話
と
歴
史
」
（
『
永
遠
回
帰
の
神
話
』
所
収
）

■わ
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笥
明
天
皇
の
国
見
歌
が
、
記
紀
万
葉
に
見
る
他
の
国
見
歌
と
異
っ
て
い
る
点

は
、

首
句
に
や
ま
と
に
は
と
お
こ
し
給
ひ
て
、
尾
句
に
、
や
ま
と
の
国
は
と
、

む
す
び
給
へ
る
。
首
尾
相
と
と
の
ひ
、
中
に
は
累
（
景
？
）
物
あ
ら
は
れ
、

◎
Ｏ

対
句
そ
な
は
り
て
、
か
け
た
る
こ
と
な
く
す
ぐ
れ
た
り
（
り
は
る
？
）
長

（
注
鰯
）

歌
也
。
ま
こ
と
に
長
歌
の
本
と
も
す
べ
き
御
製
な
り

の
評
語
に
示
さ
れ
る
詩
形
の
整
備
と
「
や
ま
と
」
へ
の
全
力
的
な
讃
美
で
あ

る
。
こ
の
「
や
ま
と
」
に
つ
い
て
は
、
直
木
孝
次
郎
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ

（
注
弱
）

る
。
氏
に
よ
る
と
、
や
ま
と
に
は
広
義
、
狭
義
の
意
味
が
あ
り
、
「
天
皇
ま

た
は
朝
廷
の
支
配
す
る
古
代
日
本
国
家
」
「
日
本
六
十
余
国
の
一
つ
の
大
和

国
」
、
更
に
「
令
制
下
の
大
和
国
の
一
部
ｌ
城
下
郡
」
、
古
文
献
に
は
「
於
保

也
万
止
」
「
於
保
夜
末
止
」
と
記
さ
れ
る
大
和
郷
の
三
通
り
の
意
味
を
各
女

持
っ
て
お
り
、
特
に
磯
城
郡
、
十
市
郡
を
主
と
す
る
地
域
を
い
い
あ
ら
わ
し

（
注
”
）

た
時
期
が
、
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
の
天
武
朝
ま
で
存
在
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

香
具
山
よ
り
の
国
見
に
よ
っ
て
見
渡
さ
れ
る
地
を
、
歴
史
的
に
、
地
理
的
に

考
察
す
る
な
ら
右
の
直
木
氏
の
や
ま
と
の
範
囲
が
妥
当
性
を
持
っ
て
く
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
考
察
と
同
時
に
、
国
見
歌
で
呼
び
か
け
ら
れ
る
対
象
と
し

て
の
や
麦
と
の
性
格
（
「
蜻
嶋
八
間
跡
能
国
者
」
と
「
蜻
嶋
」
を
冠
せ
ら
れ
た
「
や

毎
明
天
皇
歌
論

司
祭
者
が
志
向
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
宇
宙
の
始
ま
り
の
「
偉
大
な
空
間
」

「
偉
大
な
時
間
」
（
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ギ
ュ
ス
ド
ル
フ
『
神
話
と
形
而
上
学
哲
学
序

説
』
）
を
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
常
の
生
活
に
は
な
か
っ
た

よ
り
根
源
的
な
実
存
の
確
認
を
す
る
こ
と
と
な
る
。

幻

ま
と
」
）
は
、
地
理
的
な
意
味
か
ら
、
観
念
的
な
存
在
へ
と
転
化
す
る
。

そ
ら
み
つ
や
ま
と
の
国
は
神
か
ら
か
あ
り
が
ほ
し
き
国
か
ら
か

住
み
が
ほ
し
き
あ
り
が
ほ
し
き
国
は
あ
き
づ
島
や
ま
と

「
琴
歌
譜
雑
哩
」
に
は
、
右
の
歌
を
載
せ
て
お
り
、
「
あ
き
づ
島
や
ま
と
」

「
そ
ら
み
つ
や
ま
と
の
国
は
」
の
「
や
ま
と
」
に
冠
さ
れ
た
各
交
の
冠
辞

が
、
国
見
国
讃
め
の
詞
章
と
し
て
伝
承
さ
れ
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
事

を
伺
わ
し
め
る
。

あ
き
・
つ
の

あ
ぐ
ら

雄
略
記
に
は
、
天
皇
が
、
阿
岐
豆
野
に
狩
を
し
て
呉
床
に
坐
っ
て
い
た
所

あ
む
あ
む

に
、
虻
が
御
腕
に
く
い
付
き
、
そ
こ
へ
蜻
蛉
が
来
て
そ
の
虻
を
食
べ
て
飛

ん
で
い
っ
た
。
そ
こ
で
次
の
歌
を
作
っ
た
と
し
て
、

を
む
ろ

み
吉
野
の
、
実
牟
漏
が
獄
猪
鹿
伏
す
と
誰
ぞ
大
前
に
奉
す
や
す
み

あ
ぐ
ら
い
ま

そ
て
き

し
し
我
が
大
君
の
猪
鹿
待
つ
と
呉
床
に
坐
し
白
拷
の
衣
手
著

そ
な
た
こ
む
ら
瞳
や
ぐ

具
ふ
手
腓
に
虻
か
き
つ
き
そ
の
虻
を
蜻
蛉
早
咋
ひ
か
く
の
如

、
名
に
負
は
む
と
そ
ら
み
つ
倭
の
国
を
蜻
蛉
島
と
ふ

と
い
う
蜻
蛉
島
大
和
の
地
名
起
源
認
を
し
る
し
て
い
る
。
三
谷
栄
一
氏
は
、

蜻
蛉
を
め
ぐ
る
呼
称
を
、

ト
ン
ボ
朔
日
（
京
都
府
中
部
三
重
村
、
大
宮
町
）

盆
ト
ン
ボ
周
山
地
方
で
赤
ト
ン
ボ
）

ポ
ソ
エ
ソ
バ

ブ
ン
エ
ー
ダ
ー
（
盆
蜻
蛉
）
に
先
祖
霊
が
の
っ
て
や
っ
て
く
る
（
喜
界
島
）

精
霊
ヤ
ン
マ
（
関
東
）

と
あ
げ
て
蜻
蛉
は
秋
飛
ぶ
も
の
と
し
て
異
常
に
注
意
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

し
、
時
期
か
ら
い
っ
て
も
盆
の
精
霊
迎
へ
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
と
説
明
し
、

古
代
人
は
蜻
蛉
に
つ
い
て
二
種
の
神
秘
感
を
持
っ
た
、
そ
の
一
つ
は
「
精
霊

四
九

■
で
。
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と
ん
ぼ
」
「
精
霊
や
ん
ま
」
で
呼
ば
れ
る
祖
霊
の
使
い
と
し
て
の
意
味
と
、

二
つ
は
そ
の
精
霊
も
田
植
の
頃
か
ら
稔
る
頃
ま
で
の
田
を
視
福
し
て
く
る
も

（
注
羽
）

の
と
し
て
の
意
味
で
あ
る
。
と
し
て
い
る
。

と
な
め

神
武
紀
の
終
り
近
く
有
名
な
蜻
蛉
の
「
啓
岾
」
を
以
て
国
形
を
あ
ら
わ
し

た
一
文
が
あ
る
。

き
の
と
の
と
り

す
め
ら
承
こ
と

三
十
有
一
年
の
夏
の
四
月
の
乙
酉
の
朔
に
、
皇
輿
巡
り
幸
す
。
因
り
て
腋

か
た
ち
め
ぐ

あ
な

上
の
離
間
丘
に
登
り
ま
し
て
、
国
の
状
を
廻
ら
し
て
望
み
て
日
は
く
「
研

に
や
う
つ
ゆ
ふ
ま
さ

哉
乎
、
国
を
獲
っ
る
こ
と
内
木
綿
の
真
迄
き
国
と
誰
も
、
蜻
蛉
の
啓
岾
のな

加
く
に
あ
る
か
な
・
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
由
り
て
始
め
て
秋
津
洲
の
号

有
り
。

な
づ

や
ま
と
う
ら
や
・
す
く
は
し

昔
、
伊
英
諾
尊
、
此
の
国
を
目
け
て
日
は
く
、
「
日
本
は
浦
安
の
国
、
細

ほ
こ

し
わ
か
ゑ
ほ
つ
ま
く
に

戈
の
千
足
る
国
、
磯
輪
上
秀
真
国
」
と
の
た
ま
ひ
き
。

お
ほ
あ
な
む
ち
の
お
ほ
か
ぶ
な
づ
の
た
ま
た
ま
が
き
う
ち

復
大
己
貴
大
神
、
目
け
て
日
は
く
、
「
玉
惜
の
内
っ
国
」
と
の
た
ま
ひ
き
。

に
ぎ
は
や
ひ
の
桑
こ
と
あ
ま
り
い
ば
ふ
れ
お
ほ
ぞ
ら
め
ぐ
り
ゆ
く
に
お
せ

饒
速
日
命
、
天
磐
般
に
乗
り
て
、
大
虚
を
翔
行
き
て
、
是
の
郷
を
睨
り
て

い
た
か
れ
な
づ
そ
ら
承
や
ま
と

降
り
た
ま
ふ
に
及
至
り
て
、
故
、
因
り
て
目
け
て
、
「
虚
空
見
っ
日
本
の

ぐ
、
に
い

国
」
と
日
ふ
。

（
注
羽
）

「
昆
虫
の
生
殖
と
、
農
の
生
産
の
祝
福
」
す
る
説
話
を
含
め
、
四
つ
の
異
っ

た
地
名
起
源
を
記
し
て
い
る
。
神
武
天
皇
に
続
き
、
伊
英
諾
尊
、
大
己
貴
大

神
、
饒
速
日
命
へ
と
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
続
く
こ
の
神
話
の
背
景
に
は
、

や
ま
と

「
昔
、
こ
の
宇
宙
の
始
り
の
時
、
あ
る
英
雄
が
、
こ
の
日
本
の
地
を
望
見
し

て
、
讃
め
詞
を
発
し
た
」
と
い
っ
た
祖
型
が
あ
り
、
そ
の
祖
型
を
代
表
す
る

も
の
と
し
て
右
の
四
つ
の
人
物
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
と
の
認
識
が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
。
神
武
天
皇
の
神
話
が
価
値
を
持
ち
、
有
効
性
を
持
ち
得
た
の
は
伊

が
歩
専

五
○

笑
諾
尊
、
大
己
貴
大
神
、
饒
日
命
と
同
じ
伝
統
的
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。

蜻
嶋
山
跡
の
国
を
天
雲
に
磐
船
浮
べ
と
も
に
へ
に
ま
か
い
し

じ
ぬ
き
い
こ
ぎ
つ
つ
国
看
し
せ
し
て
あ
も
り
ま
し
は
ら
ひ
た
ひ

ら
げ
千
代
か
さ
ね
い
や
つ
き
人
、
に
。
：
…

（
万
葉
巻
十
九
、
四
二
五
四
）

大
伴
家
持
の
こ
の
長
歌
は
、
右
に
あ
げ
た
饒
速
日
命
の
伝
承
と
同
じ
、
祖
神

お
ほ
ぞ
ら
め
ぐ
り
ゆ

が
天
降
る
時
、
天
磐
船
に
の
っ
て
「
大
虚
」
を
「
翔
行
」
き
な
が
ら
国
見
を

し
た
と
い
う
祖
型
を
伝
え
て
お
り
、
又
「
蜻
嶋
山
跡
」
の
詩
章
と
国
見
行
事

と
の
根
強
い
結
び
つ
き
を
み
せ
て
い
る
。
多
分
折
口
信
夫
が
い
う
如
く
「
大

倭
国
讃
め
に
は
、
本
格
式
に
は
あ
き
つ
或
は
、
あ
き
っ
し
ま
な
る
生
命
標
と

（
注
卵
）

も
言
ふ
ぺ
き
語
一
ご
詞
章
の
中
に
含
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
か
ら
な
の
で

少
納
〉
ト
リ
気
ノ
Ｏ

毎
明
天
皇
国
見
歌
で
、
そ
の
対
象
で
あ
る
大
和
の
本
質
を
最
も
良
く
表
わ

し
た
も
の
と
し
て
選
ば
れ
た
も
の
は
、
蜻
蛉
の
話
を
中
心
に
展
開
し
、
祖
神

た
ち
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
と
い
う
伝
統
詞
章
「
あ
き
づ
し
ま
大
和
」
で
あ

っ
た
。
こ
の
「
生
命
標
」
で
呼
び
か
け
ら
れ
、
祝
福
さ
れ
た
自
然
は
、
や
が

て
自
己
の
躍
動
の
相
と
し
て
、
歌
に
よ
み
込
ま
れ
た
「
国
原
は
煙
立
ち
立
つ
、

海
原
は
鴎
立
ち
立
つ
」
活
状
を
、
呈
す
る
よ
う
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

「
天
降
り
つ
く
天
の
香
具
山
霞
立
つ
春
に
至
れ
は
・
・
…
・
」
（
巻
三
、

空
、
「
天
降
り
つ
く
神
の
香
具
山
打
廃
く
春
さ
り
来
れ
は
．
：
．
：
」

（
巻
三
、
型
と
万
葉
集
で
歌
わ
れ
た
「
天
の
香
具
山
」
に
つ
い
て
も
、
「
蜻

参

垂



蛉
嶋
倭
」
と
似
た
事
情
が
あ
る
。

『
伊
予
国
風
土
記
逸
文
」
『
阿
波
国
風
土
記
逸
文
』
に
は
各
々
、
天
よ
り

降
り
下
っ
た
断
片
が
、
大
和
の
天
の
香
具
山
で
あ
る
と
す
る
所
伝
を
記
し
て

（
注
劃
）

い
る香

具
山
は
、
三
山
の
中
で
も
、
古
代
宮
廷
祭
儀
の
嘆
行
は
れ
た
処
で
あ
る
。

斎
場
は
、
同
時
に
天
上
の
地
と
見
倣
し
て
行
う
の
が
信
仰
的
規
約
だ
っ
た

為
其
延
長
か
ら
平
常
で
も
其
地
を
尊
仰
し
て
神
聖
な
も
の
と
し
、
又
天
上

界
の
地
と
考
へ
る
習
俗
が
長
く
遣
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
注
錘
）

と
す
る
折
口
の
説
明
が
参
考
に
な
ろ
う
。
「
記
』
の
天
の
岩
戸
の
条
で
、
岩

さ
を
し
か

屋
戸
の
天
照
大
神
を
迎
え
る
為
天
児
屋
命
を
呼
び
「
天
の
香
山
の
真
男
鹿
の

肩
」
を
内
抜
き
に
し
、
「
天
の
香
山
の
天
の
波
波
迦
」
で
占
い
さ
せ
、
「
天

ね
こ

の
香
山
の
五
百
津
の
真
賢
木
」
を
根
堀
じ
に
し
て
、
数
灸
の
も
の
を
取
付
け

ひ
か
げ

布
刀
玉
命
が
持
ち
、
天
の
宇
受
売
の
命
は
、
「
天
の
香
山
の
天
の
日
影
」
を

た
ぐ
さ

ま
さ
き

手
草
に
結
い
、
天
の
真
所
を
鬘
と
し
、
「
天
の
香
山
の
小
竹
葉
」
を
手
草
に

う
汁

結
い
、
覆
槽
を
ふ
み
と
ど
ろ
か
し
、
神
懸
り
し
て
踊
っ
た
と
あ
る
。
古
代

演
劇
を
坊
佛
と
さ
せ
る
こ
の
場
面
で
、
用
い
ら
れ
る
物
に
一
つ
一
つ
周
到
に

「
天
の
香
具
山
の
ｌ
」
と
冠
さ
れ
て
い
る
の
は
、
天
上
に
あ
っ
た
「
天
の
香

具
山
」
の
持
つ
聖
性
を
、
分
ち
持
っ
事
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
現
実
世
界
の
採
物
は
、
儀
礼
の
場
で
「
天
の
香
具
山
の
！
」
と
呼
ば
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
上
の
儀
礼
に
用
い
ら
れ
た
と
同
じ
聖
性
を
帯
び
、
権

威
を
も
つ
存
在
に
転
化
す
る
。

は
に
つ
ち

『
神
武
記
」
『
崇
神
紀
』
に
は
、
各
々
「
天
の
香
具
山
の
埴
」
の
伝
承
を
残

や
そ
た
け
る

し
て
い
る
。
八
十
杲
師
に
行
く
手
を
遮
ら
れ
進
む
事
が
出
来
な
い
神
武
天
皇

箭
明
天
皇
歌
論

七
。
母

お
と
う
か
し
は
に
つ
ち
あ
ま
つ

は
、
夢
の
教
え
と
弟
滑
の
勧
め
で
「
天
の
香
具
山
の
埴
」
を
手
に
入
れ
、
天

か
ゑ
く
に
つ
か
ぶ

神
地
神
を
祭
っ
た
結
果
大
和
を
平
定
し
た
と
あ
る
。
又
武
埴
安
彦
が
謀
反
す

ひ
れ
ば
し

る
時
、
「
倭
の
香
具
山
の
土
」
を
と
っ
て
、
領
布
の
頭
に
つ
つ
ん
で
祈
り

も
の
し
ろ

「
是
、
倭
国
の
物
実
」
と
い
っ
た
と
あ
る
。
大
和
を
そ
の
手
中
に
治
め
る
為

に
は
、
必
ず
「
倭
国
の
物
実
」
と
し
て
「
香
具
山
の
埴
土
」
を
必
要
と
し
た
。

（
注
醐
）

こ
れ
は
、
「
国
魂
の
象
徴
」
と
し
て
の
意
味
を
香
具
山
の
埴
土
に
認
め
て
い

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

岸
俊
男
氏
は
、
天
香
具
山
が
国
見
の
場
所
と
し
て
選
ば
れ
た
背
景
に
は
、

大
和
を
南
北
に
縦
貫
す
る
古
道
「
中
っ
道
」
の
線
上
に
正
し
く
位
置
し
、
南

に
対
し
て
「
明
日
香
」
の
要
点
で
あ
り
、
北
に
向
っ
て
は
、
大
和
の
「
ヤ
マ

ト
」
を
望
見
し
う
る
要
衝
で
あ
っ
た
と
し

…
…
大
和
の
要
衝
で
あ
り
、
象
徴
で
あ
る
香
具
山
の
埴
土
を
手
に
入
れ
る

こ
と
が
そ
の
呪
力
に
よ
っ
て
、
「
ヤ
マ
ト
」
を
支
配
す
る
こ
と
に
つ
な
が

り
さ
ら
に
そ
れ
が
香
具
山
に
お
け
る
国
見
に
結
び
つ
く
と
考
え
る
の
で
あ

（
注
鑑
）

〃
Ｃ
Ｏ

と
結
論
付
け
て
い
る
。

詩
形
や
叙
述
の
内
容
か
ら
、
杼
情
詩
の
成
立
、
叙
景
歌
へ
の
脱
皮
す
ら
伺
え

る
と
し
た
こ
の
符
明
天
皇
歌
に
は
、
国
見
儀
礼
が
志
向
す
る
神
話
的
回
帰
の

意
識
が
強
く
全
体
を
呪
縛
し
て
い
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
手
法
と
し
て

の
新
し
さ
が
そ
こ
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
神
話
的
世
界
を
喚
起

す
る
こ
の
国
見
儀
礼
の
目
的
に
有
効
な
手
段
と
し
て
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
「
国
原
は
煙
立
ち
立
つ
海
原
は
鴎
立
ち
立

つ
」
の
詩
章
に
実
景
描
写
の
具
象
表
現
と
し
て
の
評
価
を
与
え
て
は
な
ら
な

五
一

4

！



（
注
弱
）

い
。
こ
こ
に
歌
わ
れ
た
対
象
が
へ
い
づ
れ
も
国
見
歌
に
う
た
い
こ
ま
れ
る
対

象
（
景
物
）
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
「
地
霊

（
注
妬
）

や
水
霊
の
し
き
り
に
活
動
す
る
姿
」
と
し
て
実
感
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
幻
想
さ
れ
て
い
る
の
は
、
大
和
の
長
と
し
て
の
資
格
で
、
大
和
の
国

魂
に
魔
術
的
詞
章
で
訴
え
か
け
、
そ
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
大
和
の
国
魂
の
躍
動
の
相
と
し
て
の
形
象
で
あ
る
．
即
ち
こ
の
対
句
表
現

に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
も
の
は
、
国
原
に
生
活
す
る
人
友
の
生
活
の
豊
か
さ

で
あ
り
、
鴎
の
群
れ
飛
ぶ
下
に
、
豊
漁
を
約
束
す
る
魚
の
群
で
あ
っ
た
の
で

（
注
諏
）

あ
ろ
う
。

私
は
以
上
の
論
述
を
通
し
て
、
政
治
よ
り
疎
外
さ
れ
た
個
人
の
天
皇
像
で

は
な
く
、
国
見
儀
礼
の
志
向
す
る
神
話
的
世
界
へ
の
回
帰
に
奉
仕
す
る
司
祭

者
と
し
て
の
天
皇
像
を
み
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
「
毎
明
紀
」
で
は
伺
う
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
国
見
儀
礼
の

司
祭
者
と
し
て
自
信
に
み
ち
、
発
す
る
言
葉
の
効
力
に
十
分
の
信
頼
を
置
き
、

大
き
く
大
和
に
訴
え
か
け
、
そ
の
自
然
を
言
葉
の
力
に
よ
っ
て
魔
術
的
に
変

容
さ
せ
て
い
る
天
皇
像
が
あ
っ
た
。
「
大
和
に
は
群
山
あ
れ
ど
と
り
よ

る
ふ
天
の
香
具
山
登
り
立
ち
国
見
を
す
れ
ば
：
：
・
・
う
ま
し
国
ぞ
あ

き
づ
島
大
和
の
国
は
」
の
中
に
表
明
さ
れ
て
い
る
強
い
杼
情
主
体
に
は
、

な

巻
一
の
巻
頭
歌
の
「
・
…
：
そ
ら
み
つ
倭
の
国
は
押
し
扉
ぺ
て
吾
こ
そ

な

居
れ
敷
き
座
ぺ
て
吾
こ
そ
座
せ
…
・
；
」
と
高
ら
か
に
歌
い
上
げ
る
雄
略

天
皇
と
共
通
の
も
の
が
存
し
て
い
る
。
「
古
代
国
家
の
支
配
者
で
あ
る
〃
や

す
み
し
し
わ
が
大
君
の
〃
誠
に
協
勢
の
と
れ
た
、
あ
ま
り
に
も
、
殆
ど
完
成

（
注
犯
）

さ
れ
た
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
を
立
体
的
に
感
じ
た
」
と
す
る
高
木
市
之
助
氏
の

五
二

指
適
が
妥
当
性
を
持
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
既
に
述
べ
た
如
く
、
「
古

代
国
家
の
支
配
者
」
で
あ
る
天
皇
と
し
て
の
強
力
な
主
体
は
、
大
和
を
予
祝

す
る
国
見
儀
礼
に
於
い
て
、
よ
り
大
き
な
呪
的
効
果
を
期
待
す
る
必
須
な
資

格
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
大
和
の
要
衝
で
あ
り
、
斎
場
で
あ
る
「
と

り
よ
る
ふ
天
の
香
具
山
」
に
「
登
り
立
ち
国
見
を
す
る
」
天
皇
に
、
古
代

国
家
の
デ
ィ
ス
ポ
ッ
ト
像
が
存
す
る
の
は
、
そ
の
「
偉
大
な
資
格
」
で
大
和

の
国
魂
に
訴
え
か
け
、
命
令
し
て
、
よ
り
有
効
な
呪
的
効
果
を
期
待
す
る
と

い
う
、
国
見
儀
礼
歌
の
意
図
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
現
実
社
会
で
の

「
政
治
意
識
」
は
、
こ
の
国
見
歌
に
於
い
て
「
文
学
意
識
」
「
宗
教
意
識
」

と
混
然
・
一
体
と
な
っ
て
、
現
実
と
は
異
っ
た
詩
的
造
形
を
受
け
た
世
界
の
中

で
、
「
う
ま
し
国
ぞ
あ
き
づ
島
大
和
の
国
は
」
、
の
杼
情
に
集
中
さ
れ
て
行
く
ゞ

皿
・
エ
リ
ァ
ー
デ
が
、
神
話
の
特
徴
と
し
て
掲
げ
た
「
俗
的
な
時
間
」
「
継

続
性
」
「
歴
史
」
の
暗
黙
裡
の
擬
無
は
、
本
歌
に
お
け
る
現
実
社
会
で
の

「
政
治
意
識
」
の
溌
無
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

も
し
我
だ
が
こ
こ
で
「
古
代
天
皇
制
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
詩
と
芸
術
と
自
由

（
注
油
）

の
敵
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
た
論
理
で
、
初
期
万
葉
歌
が
よ
っ
て
立
つ
前
提
を

否
定
す
る
限
り
、
箭
明
天
皇
望
国
歌
は
、
何
ら
積
極
的
な
意
味
を
持
ち
得
な

い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
本
歌
の
鋳
明
天
皇
像
に
は
、
白
鳳
人
の
始
祖
と
し
て
の
意
図
が

反
映
し
て
い
る
、
と
万
葉
編
者
の
意
識
に
そ
の
政
治
性
を
み
る
説
が
あ
り
、

異
っ
た
視
点
か
ら
の
分
析
な
が
ら
正
鵠
を
得
て
い
る
事
を
付
記
し
た
い
。

注
１
『
校
本
賀
茂
真
淵
全
集
』
思
想
篇
上
所
収

己

［



､

’ 注
２
『
誹
繧
嶢
別
万
葉
集
』
蔀
轤
趣
毒
共
著

「
初
期
万
葉
の
世
界
」

田
辺
幸
雄
（
『
誇
唾
日
本
文
学
史
』
巻
二
、
古
代
篇
）

『
万
葉
集
こ
（
岩
波
古
典
文
学
大
系
解
説
）

『
上
代
文
学
概
説
』
大
久
保
正

『
日
本
古
代
文
学
史
』
霊
癖
郵
書
）
西
郷
信
綱

注
３
「
初
期
万
葉
論
」
（
『
白
鳳
文
学
論
』
所
収
）

注
４
前
記
論
文

注
５
「
初
期
万
葉
と
そ
の
背
景
」
（
『
万
葉
集
大
成
』
５
所
収
）

注
６
「
万
葉
集
の
歌
風
の
展
開
」
（
『
上
代
文
学
概
説
』
）

注
７
「
初
期
万
葉
の
世
界
」
（
『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』
）

注
８
万
葉
集
（
『
日
本
古
代
文
学
史
』
第
二
章
）

注
９
注
５
と
同
じ
石
母
田
氏
論
文

注
皿
引
用
の
歌
、
題
詞
、
左
注
は
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
万
葉
集
』
に

よ
る
。

注
ｕ
「
初
期
万
葉
に
お
け
る
天
皇
歌
の
問
題
」

遠
藤
庄
治
（
一
論
究
日
本
文
学
』
妬
、
記
、
鋤
号
）

岩
波
古
典
大
系
本
『
万
葉
集
』
の
頭
注
で
は
、
こ
の
作
者
を
伝
請
的
作
家
と

し
て
、
箭
明
天
皇
を
擬
す
る
説
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

注
廻
二
。
ト
ガ
野
』
の
鹿
と
『
ヲ
グ
ラ
山
』
の
鹿
」

小
島
憲
之
（
『
万
葉
』
九
号
）

「
雄
略
御
製
の
伝
講
」

中
西
進
（
『
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
』
所
収
）

注
瑠
「
高
市
岡
本
宮
御
宇
天
皇
代
息
長
足
日
広
額
天
皇
」
「
天
皇
登
二
香
具
山
一
望
し
国

之
時
、
御
製
歌
」
の
こ
の
記
述
と
二
番
歌
「
大
和
に
は
む
ら
山
あ
れ
ど
：
：
：
」

の
長
歌
を
直
接
結
び
付
け
、
笥
明
天
皇
御
製
と
す
る
こ
と
に
問
題
が
な
く
も

な
い
。
し
か
し
今
は
通
説
に
従
っ
て
お
く
。

笥
明
天
皇
歌
論

’

▽
４

注注
3332

注 注 注
313029

注
27

注注注
262524

注注注
232221

注注注注注注
201918171615

注
狸

汪
詔

「
初
期
万
葉
の
歌
人
三
毎
明
天
皇
」
（
『
講
座
日
本
文
学
』
２
上
代
篇
Ⅱ

所
収
）

「
国
見
歌
と
そ
の
展
開
」
（
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
第
５
章
所
収
）

大
久
保
正
氏
前
記
害

石
母
田
氏
前
記
論
文

「
思
国
歌
の
展
開
」
（
『
文
学
』
昭
和
翠
年
７
月
号
、
第
焔
巻
７
号
）

「
万
葉
集
誰
義
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
』
９
巻
所
収
）

「
日
本
文
学
発
生
試
論
」
ｌ
国
見
と
歌
垣
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
（
『
実

践
女
子
大
学
紀
要
第
三
集
』
）

『
万
葉
集
』
ｌ
作
品
と
そ
の
批
評
ｌ

土
橋
寛
氏
、
前
記
（
注
喝
）
書

「
即
位
儀
礼
と
し
て
の
八
十
島
祭
」
（
『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
天
皇
』
所
収
）

八
十
島
祭
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
右
の
書
を
参
考
と
し
た
。

土
橋
氏
前
記
（
注
過
）
書

荷
田
春
満
、
『
万
葉
集
僻
案
抄
』
万
葉
集
叢
書
第
二
輯

「
や
ま
と
の
範
囲
に
つ
い
て
「
ｌ
奈
良
盆
地
の
一
部
と
し
て
ｌ

（
『
日
本
古
文
化
論
孜
』
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
）

折
口
信
夫
も
正
確
に
は
磯
城
、
十
市
、
高
市
の
中
原
平
原
だ
と
し
て
い
る

（
『
万
葉
集
の
総
合
的
研
究
』
）

「
国
見
と
文
学
成
立
の
基
盤
」
（
『
日
本
文
学
の
民
俗
学
的
研
究
』
第
三
章
所

収
）

折
口
前
記
（
注
”
）
書
。

、
「
文
学
様
式
の
発
生
」
（
一
折
口
信
夫
全
集
』
７
巻
所
収
）

こ
の
他
『
旙
磨
国
風
土
記
』
に
は
、
三
山
歌
の
妻
争
い
の
記
事
を
の
せ
て
い

つ
（
）
○

折
口
前
記
（
注
”
）
書
。

「
国
占
め
国
見
と
食
餓
」
（
『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
天
皇
』
所
収
）

五
三 旦

制
、
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注
誕

注
記

注
訴

注
調

圧
39

「
万
葉
歌
の
歴
史
的
背
景
」
（
『
文
学
』
ら
目
．
ｐ
ぐ
。
］
・
患
。
氏
の
こ
の
論

旨
は
、
よ
り
詳
細
に
、
「
大
和
の
古
道
」
（
『
日
本
古
代
文
化
論
孜
』
に
於

い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

沢
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』
に
引
か
れ
て
い
る
「
鴎
」
を
め
ぐ
る
諸
説
は
、

実
景
描
写
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
又
、
土
橋
寛
氏
も
、
こ
の
対
句
表

現
に
新
し
さ
を
み
る
一
人
で
あ
る
。
（
「
錆
明
天
皇
の
望
国
歌
」
『
古
代
歌
謡

と
儀
礼
の
研
究
』
所
収
）
。
近
年
土
橋
氏
の
こ
の
説
を
う
け
、
こ
の
表
現
に

新
し
さ
を
み
る
と
す
る
「
鋳
明
天
皇
の
国
見
の
歌
に
お
け
る
自
然
描
写
」
三

塚
貴
氏
（
『
文
芸
研
究
』
第
銘
集
）
の
説
が
示
さ
れ
て
い
る
。

土
橋
氏
前
記
（
注
喝
）
書
。

「
国
見
の
歌
二
つ
」
山
路
平
四
郎
（
『
国
文
学
研
究
』
調
集
）

「
英
雄
へ
の
途
ｌ
雄
略
天
皇
の
場
合
ｌ
」
高
木
市
之
助
（
『
文
学
』

］
④
、
刃
⑭
・
ぐ
Ｏ
］
‐
画
印
）

「
天
武
天
皇
を
め
ぐ
っ
て
」
西
郷
信
棡
（
『
文
学
』
ら
弱
国
．
ぐ
○
一
．
巴
・
）

、
主

五
四

注
如
「
編
者
の
意
図
」

Ｉ
万
葉
集
巻
一
の
場
合
Ｉ

伊
藤
博
（
『
側
語
、
国
文
』
第
二
十
七
巻
十
号
暗
Ｃ
号
）

尚
、
同
様
の
見
解
は
「
万
葉
作
者
系
図
中
、
宮
廷
に
鑿
る
も
の
は
皆
近
飛
鳥

族
に
包
含
せ
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。
だ
か
ら
万
葉
に
お
け
る
宮
廷
詩
は
近
飛
鳥

の
大
歌
だ
と
言
ふ
事
が
Ⅲ
来
る
…
…
。
「
近
飛
鳥
御
家
集
」
と
謂
っ
た
意
味

の
歌
集
が
万
葉
集
を
組
織
す
る
基
礎
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
折

ロ
信
夫
（
『
折
口
信
夫
全
集
』
九
巻
「
万
葉
集
講
義
」
）
や
、
更
に
「
万
葉
の

伝
調
の
な
か
に
は
、
言
葉
の
上
に
は
出
さ
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
以
前
に
、

古
代
、
中
世
、
近
世
が
考
え
ら
れ
て
、
仁
徳
、
雄
略
（
倭
五
王
）
こ
そ
古
代

で
あ
り
、
内
乱
の
暗
黒
時
代
を
経
て
雷
明
朝
（
大
化
前
代
）
の
近
代
に
い
た

る
発
想
が
存
在
し
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
の
林
屋
辰
三
郎
氏
（
『
万
葉
集
大

成
』
皿
「
大
和
」
）
に
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

ｌ
昭
和
四
三
年
院
修
了
・
本
学
助
手
Ｉ

哲
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