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― Abstract ― 2

	 The	aim	of	this	paper	is	to	report	the	results	of	my	study	of	five	ballads	in	the	myth	in	KOJIKI,	
the	oldest	Japanese	document,	along	with	explanations	of	the	ballads.	KOJIKI	contains	six	ballads	in	
Izumo	episodes	and	two	ballads	in	Himuka	episodes	all	with	prose	in	order	to	express,	between	bal-
lads	and	prose,	love	among	Gods.	The	main	theme	of	this	study	is	to	comprehend	the	world	between	
ballads	and	prose	and	report	the	results.	The	method	of	comprehension	is	based	on	understanding	
epics,	assimilating	expertise	from	the	folklore,	and	making	use	of	the	knowledge	acquired	through	
my	research	on	the	Amami/Okinawa	myth.	The	new	expression	was	made	possible	by	the	above	
new	method	of	comprehension.	

	 The	subject	of	my	study	is	the	five	ballads	in	the	latter	part	of	KOJIKI	myth.	The	contents	of	
the	ballads	and	their	numbers	are	as	follows:

-	 Ballads	of	the	God	of	Yachihoko	and	Suseribime	
-	 Estranged	ballads	of	the	God	of	Yachihoko	（No.	4）
-	 Libation	ballads	of	Suseribime	（No.	5）
-	 God’s	name	ballads	of	Takahime	（No.	6）
-	 Gift	ballads	of	the	God	of	Hoori	and	the	God	of	Howori	（No.	7	/	No.	8）

	 The	explanations	of	three	ballads	in	the	early	part	of	Izumo	myth	were	mentioned	in	my	previous	
manuscript,	Ballads and prose in KOJIKI myth – Comprehension of the world between ballads and 
prose in KOJIKI myth	–	（MEMOIRS	OF	THE	INSTITUTE	OF	HUMANITIES	MEIJI	UNIVERSITY,	
vol.	74,	March	2014）.	This	paper	is	a	sequel	to	my	former	manuscript.
		
	 This	paper	shows	Kundoku	（Chinese	classics	converted	into	Japanese	literary）	sentences	--	the	
original	sentences	and	their	comparisons	--	first,	then	indicates	the	modern	translation,	the	interpre-
tation	and	the	explanation.	As	I	mentioned	above,	it	is	clear	that	the	comprehension	of	the	ballads	
is	shown	in	the	prose	by	the	writer	of	KOJIKI	and	also	it	is	clear	that	the	myths	certainly	exist	in	
the	ballads.	Izumo	myth	to	Himuka	myth	are	described	on	the	vertical	line	while	the	world	of	Gods	
appears	on	the	horizontal	line	in	the	form	of	ballads.	

The	summary	of	my	study	results
Ballads	and	prose	in	Izumo/Himuka	myth	─	Expression	by	epics	and	its	explanations	─

Ikoma	Nagayuki
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《
個
人
研
究
第
1
種
》

出
雲
・
日
向
神
話
の
歌
と
散
文

─
歌
の
叙
事
に
よ
る
表
現
世
界
と
そ
の
注
釈
─

居

駒　

永

幸

は
じ
め
に

　

古
事
記
神
話
に
は
八
首
の
歌
が
あ
る
。
出
雲
神
話
に
六
首
、
日
向
神
話
に
二
首

で
あ
る
。
そ
れ
を
項
目
別
に
歌
番
号
に
よ
っ
て
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

一
、
須
佐
之
男
命
の
祝
婚
歌
（
記
1
）

　
　

二
、
八
千
矛
神
と
沼
河
比
売
の
唱
和

　
　
　

1　

八
千
矛
神
の
求
婚
歌
（
記
2
）

　
　
　

2　

沼
河
比
売
の
唱
和
歌
（
記
3
）

三
、
八
千
矛
神
と
須
勢
理
毘
売
の
唱
和

　
　
　

1　

八
千
矛
神
の
離
別
歌
（
記
4
）

　
　
　

2　

須
勢
理
毘
売
の
献
酒
歌
（
記
5
）

　
　

四
、
高
比
売
に
よ
る
神
顕
し
の
歌
（
記
6
）

　
　

五
、
豊
玉
毘
売
と
火
遠
理
命
の
贈
答
歌
（
記
7
・
記
8
）

出
雲
神
話
の
六
首
の
う
ち
最
初
の
三
首
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
古
事
記
神
話
の
歌

と
散
文
―
表
現
空
間
の
解
読
と
注
釈
―
」（『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀

要
』
74
、
二
〇
一
四
年
三
月
。
以
下
、
前
稿
は
こ
の
論
文
を
指
す
）
に
お
い
て
散

文
と
と
も
に
取
り
上
げ
て
注
釈
を
試
み
た
。
項
目
で
言
う
と
、
一
と
二
に
当
た
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
項
目
の
三
か
ら
五
の
五
首
で
あ
る
。
前
稿
で
は
八

千
矛
神
の
神
語
四
首
の
う
ち
、
前
半
二
首
ま
で
を
注
釈
し
終
え
た
の
で
、
そ
の
後

半
二
首
か
ら
出
雲
神
話
と
日
向
神
話
に
出
て
く
る
歌
の
合
計
五
首
に
つ
い
て
注
釈

す
る
こ
と
に
な
る
。
訓
読
文
・
本
文
・
校
異
を
示
し
た
上
で
、
現
代
語
訳
（
歌
）・

語
釈
そ
し
て
解
説
を
述
べ
る
と
い
う
方
針
や
ス
タ
イ
ル
は
、
前
稿
の
場
合
と
基
本

的
に
変
わ
ら
な
い
。

一
、
歌
の
叙
事
か
ら
読
む
方
法

　

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
は
神
語
の
歌
と
散
文
の
関
係
を
わ
ず
か
数
行
で
的

確
に
と
ら
え
て
い
る
。

こ
の
地
の
文
は
、
古
事
記
の
伝
承
者
ま
た
は
作
者
の
、
次
の
歌
謡
に
た
い
す

る
解
釈
を
示
し
た
詞
書
と
も
い
う
べ
き
部
分
に
当
る
の
で
あ
る
。
古
事
記
に

お
い
て
歌
謡
の
前
段
を
な
す
文
は
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
に
見
て
誤
ら
な
い
。（
中
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略
）
地
の
文
よ
り
歌
の
方
が
本
質
的
で
、
地
の
文
は
む
し
ろ
歌
に
照
ら
し
て

読
む
必
要
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
考
え
方
は
必
ず
し
も
現
在
の
定
説
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
た

と
え
ば
、
土
橋
寬
の
古
代
歌
謡
論
の
よ
う
に
、
独
立
歌
謡
を
物
語
に
結
び
付
け
た

と
い
う
見
方
が
あ
る
し
、
散
文
と
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い

る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
散
文
が
主
体
で
歌
は
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ

て
い
く
と
い
う
関
係
で
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
現

在
の
主
流
で
あ
り
、
こ
れ
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
記
紀
に
お
け
る
歌
の
採
録
と

そ
の
位
置
は
散
文
の
側
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

歌
謡
は
神
々
や
物
語
人
物
の
歌
と
し
て
散
文
の
神
話
・
物
語
に
転
用
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
あ
く
ま
で
も
歌
の
側
に
主
体
は
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
考
え
方
は
一
つ
の
基
本
的
な
問
い
に
対
し
て
つ
い
に
答
え
ら
れ

な
い
。
こ
の
物
語
に
は
な
ぜ
歌
が
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
散
文
主
体

の
文
脈
で
あ
れ
ば
、
歌
の
転
用
に
自
由
度
が
確
保
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
歌
が
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
位
置
に
な
い
の
は
な
ぜ

か
。
た
と
え
ば
、
沙
本
毘
古
・
沙
本
毘
売
、
あ
る
い
は
目
弱
王
の
悲
劇
の
よ
う
に
。

そ
の
理
由
は
散
文
の
論
理
に
よ
っ
て
歌
が
取
り
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
散
文
の
書
き
手
に
よ
る
歌
の
創
作
や
改
作
も
考
え
ら
れ
な
い
。
な
に
よ
り
も

記
紀
の
重
出
歌
の
多
さ
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。

　

記
紀
と
い
う
国
家
の
歴
史
叙
述
に
登
場
人
物
の
歌
と
し
て
別
の
歌
が
転
用
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
し
て
創
作
歌
が
神
話
・
物
語
に
は
め
込
ま
れ
る
な
ど
と

い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
歌
そ
の
も
の
が
歴
史
叙
述
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
人
物
の
歌
は
歴
史
的
な
出
来
事
に
お
い
て
う
た
わ
れ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
出
来
事
を
う
た
う
場
合
、
歌
は
叙
事
と
い
う
表
現
に

な
る
。
神
話
で
も
同
じ
で
、
本
稿
で
こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
る
八
千
矛
神
の
神
語
な

ど
は
、
古
志
国
へ
求
婚
に
行
く
と
い
う
叙
事
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
歴
史

人
物
が
出
来
事
の
中
で
そ
の
時
々
の
心
情
を
う
た
う
場
合
で
も
、
出
来
事
を
伝
え

る
叙
事
の
歌
と
な
る
。
そ
れ
が
記
紀
の
歌
の
歴
史
叙
述
、
あ
る
い
は
神
話
叙
述
と

い
う
性
格
で
あ
る
。

　

歌
は
そ
の
叙
事
に
よ
っ
て
記
紀
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
記
紀
の
書
き
手
に

と
っ
て
歴
史
叙
述
と
し
て
の
歌
は
、
す
で
に
位
置
づ
け
が
決
定
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
記
紀
の
あ
い
だ
で
編
纂
方
針
や
成
立
過
程
に
違
い
が
あ
り
、
そ
の

結
果
と
し
て
記
述
さ
れ
る
歌
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と

も
重
出
歌
に
関
し
て
は
同
じ
場
に
伝
え
ら
れ
た
歌
を
採
録
し
た
と
み
て
よ
い
。

　

記
紀
の
書
き
手
は
歴
史
叙
述
と
し
て
の
歌
を
重
視
し
な
が
ら
、
歌
と
散
文
を
構

成
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
散
文
は
歌
の
叙
事
か
ら
生
成
し
て
く
る
こ
と
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
記
し
た
西
郷
説
は
そ
の
よ
う
な
歌
と
散
文
の
関
係
を
鋭

く
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
の
文
（
散
文
）
は
歌
謡
の
「
解
釈
を
示
し
た
詞

書
」
と
す
る
。「
詞
書
」
の
語
が
適
切
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、「
解
釈
」
が
散

文
を
生
み
出
す
と
い
う
見
方
は
首
肯
で
き
る
。「
地
の
文
よ
り
歌
の
方
が
本
質
的
」

と
い
う
の
も
、
歴
史
叙
述
と
し
て
の
歌
を
も
と
に
散
文
が
叙
述
さ
れ
る
こ
と
を
示

唆
し
た
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

　

本
稿
の
立
場
で
言
え
ば
、
歌
の
叙
事
の
解
釈
あ
る
い
は
理
解
を
も
と
に
し
て
散

文
が
叙
述
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
事
記
の
場
合
、
散
文
叙
述
は
必
ず
し

も
詳
し
く
は
な
い
。
そ
れ
は
表
現
が
未
熟
と
か
表
記
に
限
界
が
あ
っ
た
と
い
う
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
古
事
記
が
選
ん
だ
方
法
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
古
事
記
は
歌

と
散
文
の
あ
い
だ
に
表
現
空
間
を
創
り
出
し
た
と
言
え
る
。
そ
の
表
現
空
間
を
読

み
解
く
方
法
が
歌
の
叙
事
か
ら
の
読
み
で
あ
る
。
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二
、
八
千
矛
神
と
須
勢
理
毘
売
の
唱
和

１　

八
千
矛
神
の
離
別
歌

【
訓
読
文
】

　

又
、
其そ

の
神
の
適

お
ほ
き
さ
き后

須す

勢せ

理り

毘び

売め
の

命み
こ
と、

甚い
た

く
嫉

う
は
な
り
ね
た
み

妬
為し

き
。
故か

れ
、
其
の

日ひ
こ
ぢ

子
遅
の
神
、
わ
び
て
、
出い

づ
も雲

よ
り
倭

や
ま
と
の
く
に

国
に
上の

ぼ
り
坐い

ま
さ
む
と
し
て
、
束よ

そ装
ひ
立た

つ
時
に
、
片か

た
つ
御み

て手
は
御み

ま馬
の
椀案く

ら

に
繋か

け
、
片
つ
御み

足あ
し

は
、
其
の
御み

鐙あ
ぶ
みに

蹈ふ

み
入い

れ
て
、
歌
ひ
て
曰い

は
く
、

　

ぬ
ば
た
ま
の　

黒く
ろ

き
御み

衣け
し

を

　

ま
具つ

ぶ
さ
に　

取と

り
装よ

そ
ひ

　

沖お
き

つ
鳥と

り　

胸む
な

見み

る
時と

き

　

は
た
た
ぎ
も　

こ
れ
は
適ふ

さ
は
ず

　

辺へ

つ
波な

み　

そ
に
脱ぬ

き
棄う

て

　

鴗そ
に

鳥ど
り

の　

青あ
を

き
御み

衣け
し

を

　

ま
具つ

ぶ
さ
に　

取と

り
装よ

そ
ひ

　

沖お
き

つ
鳥と

り　

胸む
な

見み

る
時と

き

　

は
た
た
ぎ
も　

こ
も
適ふ

さ
は
ず

　

辺へ

つ
波な

み　

そ
に
脱ぬ

き
棄う

て

　

山や
ま
が
た方

に　

蒔ま

き
し
あ
た
ね
舂つ

き

　

染そ
め

木き

が
汁し

る
に　

染し
め

衣ご
ろ
もを

　

ま
具つ

ぶ
さ
に　

取と

り
装よ

そ
ひ

　

沖お
き

つ
鳥と

り　

胸む
な

見み

る
時と

き

　

は
た
た
ぎ
も　

こ
し
宜よ

ろ
し

　

愛い
と

子こ

や
の　

妹い
も

の
命み

こ
と

　

群む
ら

鳥と
り

の　

我わ

が
群む

れ
往い

な
ば

　

引ひ

け
鳥と

り
の　

我わ

が
引ひ

け
往い

な
ば

　

泣な

か
じ
と
は　

汝な

は
言い

ふ
と
も

　

や
ま
と
の　

一ひ
と
も
と本

薄す
す
き

　

項う
な

傾か
ぶ

し　

汝な

が
泣な

か
さ
ま
く

　

朝あ
さ

雨あ
め

の　

霧き
り

に
立た

た
む
ぞ

　

若わ
か
く
さ草

の　

妻つ
ま

の
命み

こ
と

　

事こ
と

の　

語か
た

り
言ご

と
も　

こ
を
ば�

（
記
４
）

【
本
文
】

　

又
、
其
神
之
適

（
１
）

后
、
須
勢
理
侄
売
命
、
甚
為
嫉
妬
一
。
故
、
其
日
子
遅
神
和

備
弖
、
三
字
以
レ
音
。
自
二
出
雲
一
将
上
二
坐
倭
国
一
而
、
束
装
立
時
、
片
御
手
者
、

繋
二
御
馬
之
椀案
一

（
２
）、

片
御
足
蹈
二
入
其
御
鐙
一
而
、
歌
曰
、

奴
婆
多
麻
能　

久
路
岐
美
祁
斯
遠　

麻
都
夫
佐
尒　

登
理
与
曽
比　

淤
岐
都

登
理　

牟
那
美
流
登
岐　

波
多
々
藝
母　

許
礼
婆
布
佐
波

（
３
）

受　

弊
（
４
）

都

那
美　

曽
迩
奴
岐
宇
弖　

蘇
迩
杼
理
能　

阿
遠
岐
美
祁
斯
遠　

麻
都
夫
佐
迩　

登
理
与
曽
比　

淤
岐
都
登
理　

牟
那
美
流
登
岐　

波
多
々
藝
母　

許
母
布
佐

波
受　

弊
（
５
）

都
那
美　

曽
迩
奴
棄
宇
弖　

夜
麻
賀
多
尒　

麻
岐
斯
阿
多

（
６
）

尼
都
岐　

曽
米
紀
賀
斯
流
迩　

斯
米
許
呂
母
遠　

麻
都
夫
佐
迩　

登
理
与

曽
比　

淤
岐
都
登
理　

牟
那
美
流
登
岐　

波
多
々
藝
母　

許
（
７
）

斯
与
呂
志　

伊
刀
古
夜
能　

伊
毛
能
美
許
等　

牟
良
登
理
能　

和
賀
牟
礼
伊
那
婆　

比
気

登
理
能　

和
賀
比
気
伊
那
婆　

那
迦
士
登
波　

那
波
伊
布
登
母　

夜
麻
登
能　

比
登
母
登
須
々
岐　

宇
那
加
夫
斯　

那
賀
那
加
佐
麻
久　

阿
佐
阿
米
能　

疑

理
迩
多
々
牟
叙

（
８
）　

和
加
久
佐
能　

都
麻
能
美
許
登　

許
登
能　

加
多
理

碁
登

（
９
）

母　

許
遠
婆



6
 【

校
異
】（
1
）
底
本
以
下
諸
本
、「
適
」
に
作
る
。
鼇
頭
古
事
記
以
下
、「
嫡
」。（
2
）

底
本
以
下
諸
本
、「
椀案
」
に
作
る
。
寛
永
版
本
以
下
、「
鞍
」。（
3
）
底
本
、「
婆
」

の
右
に
小
書
き
で
「
波
」。
諸
本
に
よ
り
改
む
。（
4
）「
弊
」
は
真
福
寺
本
系
に
よ

る
。
卜
部
系
諸
本
は
「
幣
」。（
5
）（
4
）
に
同
じ
。（
6
）
底
本
、「
多
々
」。
諸

本
に
よ
り
改
む
。（
7
）
底
本
、「
弥
」。
諸
本
に
よ
り
改
む
。（
8
）
底
本
、「
釼
」。

鼇
頭
古
事
記
に
よ
り
改
む
。（
9
）
底
本
、「
登
」
ナ
シ
。
諸
本
に
よ
り
補
う
。

【
現
代
語
訳
】

　
（
ぬ
ば
た
ま
の
）
黒
い
ご
衣
裳
を
十
分
に
取
り
そ
ろ
え
て
身
に
着
け
、
沖
の

鳥
と
し
て
振
舞
っ
て
胸
を
見
る
時
、
袖
を
上
げ
下
げ
し
て
も
こ
れ
は
似
合
わ

な
い
。
岸
辺
に
寄
せ
る
波
の
よ
う
に
そ
ば
に
脱
ぎ
捨
て
、
か
わ
せ
み
と
し
て

振
舞
っ
て
青
い
ご
衣
裳
を
十
分
に
取
り
そ
ろ
え
て
身
に
着
け
、
沖
の
鳥
と
し
て

振
舞
っ
て
胸
を
見
る
時
、
袖
を
上
げ
下
げ
し
て
も
こ
れ
も
似
合
わ
な
い
。
岸
辺

に
寄
せ
る
波
の
よ
う
に
そ
ば
に
脱
ぎ
捨
て
、
山
の
ふ
も
と
の
畑
に
蒔
い
た
あ
た

ね
を
搗
き
、
そ
の
染
め
草
の
汁
で
染
め
た
衣
を
十
分
に
取
り
そ
ろ
え
て
身
に
着

け
、
沖
の
鳥
と
し
て
振
舞
っ
て
胸
を
見
る
時
、
袖
を
上
げ
下
げ
し
て
も
こ
れ
は

よ
く
似
合
う
。
愛
し
い
妻
の
命
よ
。（
群
鳥
の
）
私
が
皆
と
群
立
っ
て
行
っ
て

し
ま
っ
た
な
ら
、（
引
け
鳥
の
）
私
が
引
か
れ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
泣
く

ま
い
と
お
前
は
言
っ
て
も
、
山
の
ふ
も
と
の
一
本
薄
そ
の
も
の
で
す
。
う
な
だ

れ
て
、
お
泣
き
に
な
る
嘆
き
の
息
は
、
朝
の
雨
で
あ
る
霧
と
な
っ
て
立
つ
こ
と

で
し
ょ
う
よ
。（
若
草
の
）
妻
の
命
よ
。
古
事
の
語
り
伝
え
は
こ
の
よ
う
に
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

（
記
4
）

【
語
釈
】

嫉
妬　

兼
永
筆
本
を
は
じ
め
卜
部
系
諸
本
で
は
ネ
タ
ム
と
訓
む
。
ウ
ハ
ナ
リ
ネ
タ

ミ
は
訂
正
古
訓
古
事
記
に
よ
る
。
和
名
類
聚
鈔
に
「
後
妻	

和
名
宇
波
奈
利
」「
前
妻	

和
名
毛
止
豆
女	

一
云	

古
奈
美
」
と
あ
り
、
ウ
ハ
ナ
リ
ネ
タ
ミ
は
コ
ナ
ミ
が
ウ
ハ

ナ
リ
を
妬
む
こ
と
。
日
本
書
紀
・
舒
明
即
位
前
紀
「
一ひ

と
りの

尼
嫉
妬
し
て
顕あ

ら
はす

」
の

「
嫉
妬
」
に
、
兼
右
本
は
ウ
ハ
ナ
リ
ネ
タ
ミ
の
古
訓
を
示
す
。
歌
を
伴
う
嫉
妬
物
語

は
仁
徳
天
皇
の
皇
后
石
之
日
売
、
允
恭
天
皇
の
皇
后
忍
坂
大
中
姫
に
み
ら
れ
、
嫉

妬
は
皇
后
の
権
威
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
散
文
で
須
勢
理
毘
売
が
適
后
と

記
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
権
威
と
関
係
す
る
。
す
ぐ
前
の
、
八
上
比
売
が
適
妻
須
世

理
毘
売
を
畏
む
話
も
嫉
妬
譚
で
あ
り
、
沼
河
比
売
に
対
す
る
嫉
妬
と
一
連
の
話
に

な
っ
て
い
る
。

出
雲
よ
り
倭
国
に
上
り　

八
千
矛
神
が
適
后
の
嫉
妬
に
困
り
果
て
て
大
和
国
に
上

る
、
言
わ
ば
逃
避
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
大
和
国
が
出
て
く
る
の
は
、

三
輪
山
に
大
穴
持
神
の
和
魂
が
鎮
座
す
る
こ
と
（
出
雲
国
造
神
賀
詞
）
に
関
係
す

る
と
み
る
の
が
古
事
記
伝
で
あ
る
。
確
か
に
大
国
主
神
の
三
輪
山
鎮
座
伝
承
は
こ

の
直
後
の
国
作
り
神
話
に
も
あ
る
が
、
相
互
に
関
連
す
る
文
脈
で
は
な
い
。
八
千

矛
神
の
神
話
は
神
語
で
完
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
古
事
記
注
釈
は
歌
詞
の

「
ヤ
マ
ト
（
山
処
）
の
、
一
本
薄
」
に
引
か
れ
て
大
和
国
が
出
て
き
た
と
す
る
。
ま

た
新
編
全
集
古
事
記
は
「
大
和
国
を
中
心
と
し
た
言
い
方
」
で
、「
出
雲
神
話
に

あ
っ
て
も
座
標
の
中
心
は
大
和
に
あ
る
こ
と
」
に
よ
る
と
み
る
。「
束
装
ひ
立
つ

時
」
と
い
う
散
文
は
、
歌
詞
の
「
取
り
装
ひ
」「
引
け
往
な
ば
」
か
ら
出
て
く
る
も

の
で
あ
る
が
、
出
立
の
向
か
う
べ
き
地
は
そ
の
歌
詞
か
ら
大
和
国
と
理
解
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
歌
の
叙
事
か
ら
生
成
し
て
く
る
散
文
叙
述
で
あ
る
。
八
千

矛
神
の
信
仰
基
盤
は
明
確
で
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
特
定
氏
族
・
地
域
で
信
仰
さ

れ
た
痕
跡
が
な
く
、
大
和
国
で
知
ら
れ
て
い
た
神
と
見
た
方
が
よ
い
。
八
千
矛
神

の
妻
問
い
は
大
和
国
を
起
点
と
す
る
神
話
と
考
え
れ
ば
、
大
和
国
に
還
り
上
る
の

は
必
然
的
な
叙
述
と
み
な
さ
れ
る
。

片
つ
御
手
は
御
馬
の
椀案
に
繋
け　

稜
威
言
別
は
こ
の
部
分
に
、「
片
御
手
片
御
足

云
云
と
云
る
形
態
、
何
と
か
や
俳
優
め
く
こ
ゝ
ち
ぞ
す
な
る
」
と
、
演
劇
的
所
作
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を
指
摘
し
た
。
そ
の
説
は
近
代
に
な
っ
て
さ
ら
に
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
代
表
的
な

も
の
は
益
田
勝
実
『
記
紀
歌
謡
』
に
よ
る
「
二
神
の
唱
和
劇
」
の
想
定
で
あ
り
、

こ
の
散
文
は
「
う
た
の
主
人
公
の
演
技
」
を
説
明
し
た
も
の
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

し
か
し
、
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
は
演
劇
的
所
作
説
を
否
定
し
、
述
作
者

の
描
写
力
と
す
る
。
や
は
り
、
古
代
演
劇
の
存
在
を
明
確
に
証
明
で
き
な
い
こ
と

か
ら
し
て
、
こ
れ
を
演
劇
的
所
作
と
み
る
の
は
難
し
い
。
同
様
に
、
こ
の
長
い
叙

事
歌
も
演
劇
歌
謡
と
は
み
ら
れ
な
い
。「
我
が
群
れ
往
な
ば
」「
我
が
引
け
往
な
ば
」

と
畳
み
か
け
る
出
立
の
歌
の
叙
事
が
、
い
ま
ま
さ
に
馬
に
ま
た
が
ろ
う
と
す
る
緊

張
し
た
リ
ア
ル
な
散
文
叙
述
を
生
み
出
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ぬ
ば
た
ま
の　

黒
き
御
衣
を　

神
語
四
首
の
中
で
、
こ
の
歌
だ
け
神
名
の
う
た
い

出
し
が
な
く
、
唐
突
に
衣
装
選
び
の
叙
事
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
れ
は
、
う
た
い
手

（
八
千
矛
神
）
が
自
身
の
行
為
を
う
た
う
際
に
起
こ
る
一
人
称
叙
事
の
方
法
と
見

ら
れ
る
。
な
ぜ
衣
装
選
び
を
す
る
の
か
と
い
う
状
況
説
明
は
、
歌
詞
の
方
に
は
な

い
。
歌
の
叙
事
か
ら
そ
れ
を
読
み
取
り
、
あ
る
い
は
解
釈
し
た
の
が
適
后
の
嫉
妬

以
下
の
散
文
叙
述
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
歌
は
前
半
で
三
種
の
衣
装
を
う
た
う
。

黒
の
八
句
、
青
の
十
句
と
続
き
、
最
後
に
赤
を
選
ぶ
十
二
句
と
い
う
進
行
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
う
ち
黒
と
青
の
六
句
、
赤
の
五
句
は
同
語
の
く
り
返
し
で
、
三
連

対
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
類
例
は
次
の
歌
（
記
5
）
や
雄
略
記
・
天
語
歌
（
記
100
）

な
ど
に
み
ら
れ
る
が
、
応
神
記
の
「
上ほ

つ
枝え

は　

鳥と
り

居ゐ

枯が

ら
し　

下し
づ

枝え

は　

人
取

り
枯が

ら
し　

三み

つ
栗く

り
の　

中な
か

つ
枝え

の
…
…
い
ざ
さ
さ
ば　

良よ

ら
し
な
」（
記
43
）
な

ど
を
み
る
と
、
一
、
二
を
否
定
し
て
三
を
ほ
め
て
選
ぶ
表
現
法
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
黒
と
青
を
棄
て
て
赤
を
選
ぶ
と
こ
ろ
に
、
赤
を
神
聖
視
す
る
古
代
的
観

念
が
認
め
ら
れ
る
。

沖
つ
鳥　

胸
見
る
時　
「
沖
つ
鳥
」
は
「
鴨
」（
記
8
）
や
「
あ
ぢ
」（
あ
じ
鴨
の
こ

と
。
万
六
・
九
二
八
）
に
か
か
る
。
鴨
が
岩
礁
な
ど
に
立
っ
て
胸
の
羽
繕
い
を
し

て
い
る
姿
を
言
う
。
そ
の
生
態
が
衣
装
選
び
の
所
作
と
み
な
さ
れ
た
。
諸
注
は
、

沖
つ
鳥
の
よ
う
に
、
と
比
喩
と
解
す
る
が
、
古
事
記
注
釈
に
「
主
人
公
は
現
に
沖

つ
鳥
よ
ろ
し
く
振
舞
っ
た
」
と
す
る
の
が
よ
い
。
次
の
「
鴗
鳥
の
」
も
同
じ
。
比

喩
と
い
う
相
対
的
な
関
係
で
は
な
く
、
対
象
に
同
化
し
一
体
化
す
る
関
係
で
あ

る
。
近
代
的
な
意
味
で
の
比
喩
が
古
代
に
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
な
は
だ
疑
問

で
、
対
象
に
一
体
化
す
る
表
現
と
と
ら
え
る
の
が
む
し
ろ
古
代
的
観
念
に
合
致
し

て
い
る
。
こ
の
場
合
、
八
千
矛
神
は
鳥
に
な
り
き
っ
て
衣
装
を
身
に
着
け
た
胸
を

見
る
と
い
う
意
。

は
た
た
ぎ
も　

こ
れ
は
適
は
ず　

古
事
記
伝
は
、
ハ
タ
は
袖
の
端
つ
方
、
タ
ギ
は

た
ぐ
り
揚
ぐ
る
意
と
し
、
記
紀
歌
謡
全
註
解
は
、「
羽
敲
ぎ
」
で
「
は
ば
を
た
く
」

と
同
意
と
す
る
。
ハ
バ
タ
キ
な
ら
ば
、
キ
は
清
音
に
な
る
が
、
そ
の
用
字
「
藝
」

は
濁
音
ギ
で
あ
る
。
そ
こ
で
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
は
、「
藝
」
は
清
濁

両
用
の
文
字
で
「
羽
叩
き
」
と
し
、
袖
の
上
げ
下
ろ
し
を
鳥
の
羽
ば
た
き
に
た
と

え
た
表
現
と
説
く
。
し
か
し
、「
藝
」
を
強
い
て
清
音
と
す
る
根
拠
が
な
く
、
手

を
上
下
す
る
意
の
ハ
タ
タ
グ
と
い
う
動
詞
と
み
れ
ば
よ
い
。
鳥
が
は
ば
た
く
よ
う

に
袖
を
上
下
す
る
け
れ
ど
も
、
黒
い
着
物
は
似
合
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
た

だ
、
新
潮
古
典
集
成
古
事
記
が
こ
こ
に
「
妻
と
し
て
似
合
わ
な
い
、
の
意
を
暗
示

す
る
」
と
読
み
取
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。「
適
は
ず
」
の
語
を
畳
み
か
け
て

最
適
の
も
の
に
至
る
表
現
法
で
あ
っ
て
、
衣
装
の
適
不
適
以
外
の
も
の
を
暗
示
す

る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

辺
つ
波　

そ
に
脱
き
棄
て　
「
沖
つ
鳥
」
の
「
沖
」
対
し
て
「
辺
」
と
い
う
。
ソ
は

古
事
記
伝
が
師
説
と
し
て
「
磯
」
を
示
し
、「
波
の
立
ち
さ
わ
ぐ
磯
」
の
意
と
し

た
。
し
か
し
、
ソ
の
用
字
「
曽
」
が
甲
類
に
対
し
て
磯
の
ソ
は
乙
類
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
有
坂
秀
世
『
上
代
音
韻
考
』
は
「
其
」（
甲
類
）
を
提
示
し
、「
そ
の
場
に

脱
ぎ
棄
て
て
」
と
解
釈
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
は
、

「
其
」
説
に
は
「
辺
つ
波
」
か
ら
の
続
き
に
文
法
的
な
難
点
が
あ
る
と
し
、「
背
」

（
甲
類
）
を
採
用
し
た
。「
そ
の
着
物
を
ぱ
っ
と
後
ろ
に
脱
ぎ
棄
て
る
こ
と
を
、
岸



8

べ
に
寄
せ
た
波
が
さ
っ
と
後
ろ
（
遠
く
）
へ
退
く
の
に
た
と
え
て
い
る
」
と
解
す

る
の
で
あ
る
。
古
事
記
注
釈
は
「
背
」
説
に
従
い
な
が
ら
も
、「
辺
つ
波
、
退ソ

く
」

で
は
な
く
、「
寄
る
」
に
続
く
の
が
普
通
と
す
る
。「
其
」「
背
」
の
い
ず
れ
も
「
辺

つ
波
」
と
の
関
係
に
問
題
を
残
す
が
、「
其
」
を
「
そ
ば
に
」
の
意
と
解
し
て
見
直

す
案
も
出
て
く
る
。「
辺
つ
波
」
は
浜
や
磯
の
そ
ば
近
く
ま
で
寄
せ
る
波
と
い
う
こ

と
か
ら
、「
そ
ば
近
く
に
」
の
意
の
ソ
を
引
き
出
す
と
み
ら
れ
る
。
黒
い
着
物
を
す

ぐ
そ
ば
に
脱
ぎ
捨
て
て
青
い
着
物
に
着
替
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、「
背
」
よ
り
も
、
出
立
す
る
前
の
切
迫
感
が
出
て
く
る
。

鴗
鳥
の　

青
き
御
衣
を　

ソ
ニ
ド
リ
は
古
事
記
の
天
若
日
子
葬
儀
の
段
に
、「
翠そ

に

鳥ど
り

」
と
出
て
く
る
。
日
本
書
紀
で
は
「
鴗そ

に
」
で
あ
る
。
和
名
類
聚
鈔
に
「
爾
雅
集

注
云	

鴗	

音
立
和
名
曾
比
…
…
小
鳥
也	
色
青
翠
而
食
レ
魚
」
と
あ
り
、
渓
流
に
棲

む
カ
ワ
セ
ミ
を
指
す
。
セ
ミ
は
ソ
ニ
・
ソ
ビ
の
変
化
し
た
も
の
。
こ
の
鳥
は
背
が

蛍
光
色
が
か
っ
た
青
、
胸
は
橙
色
で
、
羽
を
高
速
で
上
下
さ
せ
て
停
止
す
る
ホ
バ

リ
ン
グ
が
で
き
る
。
羽
の
素
早
い
上
下
と
い
う
こ
の
鳥
の
生
態
が
、
袖
を
上
下
す

る
意
の
ハ
タ
タ
ギ
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ソ
ニ
ド
リ
の
蛍
光
色

を
帯
び
た
鮮
や
か
な
青
い
羽
に
よ
っ
て
、
青
き
御
衣
に
鮮
烈
な
印
象
を
与
え
て
い

る
。

山
方
に　

蒔
き
し
あ
た
ね
舂
き　

ヤ
マ
ガ
タ
は
古
事
記
伝
に
「
山
の
縣ア

ガ
タ」

と
し
、

近
代
の
注
釈
で
は
新
潮
古
典
集
成
古
事
記
が
「
山や

ま
上あ

が
た田

」
の
約
で
山
の
畑
の
意
と

す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
古
事
記
注
釈
は
、
仁
徳
記
の
「
や
ま
が
た
に
蒔ま

け
る
青あ

を
菘な

も
」
の
歌
（
記
54
）
の
散
文
に
「
山や

ま
が
た方

の
地と

こ
ろ」

と
あ
る
の
を
根
拠
に
、「
山
方
」
と

解
す
る
方
が
よ
い
と
し
て
い
る
。「
ヤ
マ
ガ
タ
に
蒔
く
」
と
い
う
同
形
の
記
54
の
例

は
重
視
す
べ
き
で
、
山
の
方
、
す
な
わ
ち
山
の
ふ
も
と
の
畑
を
意
味
す
る
句
で
あ

る
。
従
っ
て
、
ア
タ
ネ
は
染
色
に
用
い
る
山
地
性
の
植
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

校
異
に
示
し
た
よ
う
に
、
底
本
の
ア
タ
タ
ネ
に
拠
っ
て
蓼あ

た
藍た

で
と
す
る
新
潮
古
典
集

成
古
事
記
も
み
ら
れ
る
が
、
諸
本
す
べ
て
ア
タ
ネ
と
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
訓
読

を
採
用
す
る
。

　

早
く
に
厚
顔
抄
が
「
蒔
茜
搗
欤
」
と
し
て
ア
カ
ネ
（
茜
）
を
示
唆
し
、
古
代
歌
謡

全
注
釈
・
古
事
記
編
は
上
村
六
郎
の
ア
タ
ネ
（
蓼
藍
）
説
（『
東
方
染
色
文
化
の
研

究
』
な
ど
）
を
修
正
し
て
ア
タ
テ
（
藍
蓼
）
と
し
た
。
た
だ
「
尼
」
を
テ
の
用
字

「
弖
」
の
誤
写
と
す
る
点
に
難
が
あ
り
、
ア
カ
ネ
説
も
「
ア
タ
ネ
は
ア
カ
ネ
（
茜
）

の
転
と
見
ら
れ
る
」（
新
編
全
集
古
事
記
）
と
い
う
推
測
を
伴
う
が
、
和
名
類
聚
鈔

に
「
茜
可
二
以
染
一
レ
緋
者
也
」
と
書
か
れ
る
ほ
ど
に
赤
色
の
代
表
的
な
染
め
草
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
ア
タ
ネ
＝
茜
説
が
妥
当
で
あ
る
。
万
葉
歌
に
「
赤あ

か
ね
さ
す

根
指
日

の
暮
れ
ぬ
れ
ば
」（
12
・
二
九
〇
一
）
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
根
は
赤
色
染

料
に
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
根
を
搗
い
て
汁
を
出
す
作
業
が
「
あ
た
ね
舂
き
」
で
あ

る
。

染
木
が
汁
に　

染
衣
を　

茜
の
搗
き
汁
に
浸
し
て
染
め
た
赤
い
衣
の
意
。
茜
は
草

な
の
に
、
か
つ
て
は
す
べ
て
染
め
木
と
言
っ
た
も
の
か
と
古
事
記
伝
は
説
明
し
て

い
る
。
山
麓
の
畑
に
ア
カ
ネ
の
種
を
蒔
き
、
そ
れ
を
育
て
て
収
穫
し
、
そ
の
根
を

搗
い
て
汁
を
出
し
、
た
っ
ぷ
り
の
染
め
汁
に
浸
し
て
染
め
た
赤
色
の
美
し
い
衣
の

意
。
こ
れ
が
な
ぜ
美
し
い
衣
に
な
る
の
か
と
い
う
表
現
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
古

橋
信
孝
『
古
代
和
歌
の
発
生
』
は
生
産
叙
事
か
ら
解
読
し
て
い
る
。
こ
こ
で
う
た

わ
れ
て
い
る
の
は
染
料
の
生
産
過
程
の
叙
事
で
、
そ
れ
は
「
神
に
選
び
と
ら
れ
る

最
高
の
服
飾
の
表
現
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
八
千
矛
神
が
最
後
に
赤
色
の
衣
を
選

ぶ
と
こ
ろ
に
こ
の
生
産
叙
事
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
神
授
の
最
高
の
衣
を

示
す
表
現
法
で
あ
る
と
言
え
る
。
生
産
叙
事
に
よ
っ
て
美
し
い
衣
で
あ
る
こ
と
が

リ
ア
ル
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

や
ま
と
の　

一
本
薄　

ヤ
マ
ト
は
、
古
事
記
伝
に
「
山
処
」
で
あ
っ
て
倭
国
で
は

な
い
と
言
い
、「
山
本
」
の
意
も
示
し
て
い
る
。
ヤ
マ
ト
の
「
登
」
は
乙
類
、「
処
」

は
甲
類
な
の
で
、「
山
処
」
は
採
れ
な
い
。「
本
」
の
ト
は
乙
類
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

記
紀
歌
謡
集
全
講
の
よ
う
に
「
ト
は
本
の
義
で
、
山
本
・
山
下
の
意
」
と
す
る
の
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が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
お
前
は
山
の
ふ
も
と
の
一
本
薄
そ
の
も
の
で
す
、
と
い
う
意

で
あ
る
。
諸
注
は
一
本
薄
を
「
項
傾
し
」
に
続
く
比
喩
と
す
る
が
、
ひ
と
り
残
さ

れ
る
妻
の
姿
が
一
本
の
薄
と
一
体
化
す
る
表
現
で
、
こ
の
語
で
切
れ
る
。
記
紀
の

歌
に
お
け
る
比
喩
は
こ
こ
で
も
見
直
す
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

朝
雨
の　

霧
に
立
た
む
ぞ　

妻
の
嘆
き
が
霧
に
立
つ
こ
と
を
う
た
う
。
嘆
き
は
長

息
の
約
で
、
長
い
た
め
息
が
霧
と
な
っ
て
表
れ
る
と
古
代
の
人
々
は
考
え
た
。
問

題
は
「
朝
雨
の
」
で
、
こ
れ
を
「
霧
に
立
つ
」
の
比
喩
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る

が
、
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
は
「
朝
雨
が
霧
に
立
つ
時
の
よ
う
に
」
と
主

語
に
と
っ
て
い
る
。
新
編
全
集
古
事
記
は
「
朝
雨
の
霧
」
で
は
通
じ
な
い
と
し
、

「
朝
方
の
天
の
」
の
意
で
、「
霧
」
に
か
か
る
と
す
る
新
説
を
出
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
も
比
喩
で
は
な
く
、「
朝
雨
の
」
と
「
霧
」
を
同
格
と
み
た
ら
ど
う
か
。

霧
雨
と
い
う
く
ら
い
で
、
雨
か
霧
か
区
別
が
つ
か
な
い
天
候
が
あ
る
。
そ
れ
を
朝

雨
で
あ
る
霧
に
立
つ
と
う
た
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
嘆
き
の
霧
は
、
山
上
憶

良
が
万
葉
歌
に
「
大
野
山
霧
立
ち
渡
る
我
が
嘆
く
お
き
そ
の
風
に
霧
立
ち
渡
る
」

（
5
・
七
九
九
）
と
詠
ん
で
い
る
。

事
の　

語
り
言
も　

こ
を
ば　

コ
ト
は
古ふ

る
こ
と事

で
、
神
世
の
出
来
事
の
語
り
伝
え
は

こ
の
よ
う
に
、
の
意
。
こ
の
神
語
と
雄
略
記
の
天
語
歌
だ
け
に
出
て
く
る
叙
事
歌

の
定
型
的
な
結
び
句
で
あ
る
。
宮
古
島
の
神
歌
で
は
長
大
な
叙
事
歌
に
「
に
だ

て
ぃ
ま
ま　

ゆ
た
ん
（
根
立
て
た
ま
ま
を
よ
ん
だ
）」
の
結
び
句
が
あ
る
。
村
立
て

の
出
来
事
を
神
の
声
そ
の
ま
ま
に
う
た
っ
た
と
い
う
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
共
通

す
る
の
は
神
世
の
こ
と
を
神
の
声
そ
の
ま
ま
に
申
し
上
げ
た
と
い
う
、
神
聖
な
歌

で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
う
た
い
手
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
結
び
句
に
よ
っ
て
、

神
聖
な
神
世
の
出
来
事
は
現
前
す
る
こ
と
に
な
る
。

【
解
説
】

　

こ
の
歌
が
な
ぜ
衣
装
選
び
か
ら
う
た
わ
れ
る
の
か
と
い
う
理
由
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
。
黒
い
御
衣
の
句
で
は
じ
ま
る
と
こ
ろ
は
や
や
唐
突
で
さ
え
あ
る
。
そ
の
問

題
を
読
み
解
く
に
は
、
神
語
全
体
の
連
続
性
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
歌

の
散
文
に
「
又
」
が
あ
り
、
古
志
国
で
の
前
半
二
首
と
出
雲
国
で
の
後
半
二
首
を

明
確
に
分
け
る
意
識
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
神
語
は
四
首
の
歌
の
み
で
成
立

し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
散
文
叙
述
の
意
図
と
は
違
っ
て
、
四
首
の
歌
が
一

続
き
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
四
首
の
歌
の
表
現
の
連
続

性
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

叙
事
歌
と
し
て
の
神
語
四
首
の
特
徴
は
、
場
面
を
う
た
う
こ
と
で
あ
る
。
場
面

か
ら
場
面
へ
と
連
続
し
、
四
首
全
体
で
八
千
矛
神
の
神
話
（
＝
神
語
）
が
構
成
さ

れ
る
。
こ
の
歌
と
前
の
歌
は
中
間
に
呼
び
か
け
や
結
び
の
句
が
あ
り
、
二
つ
の
場

面
か
ら
成
る
。
そ
こ
で
、
場
面
の
展
開
を
み
る
た
め
に
、
第
一
歌
と
第
四
歌
の
最

初
と
最
後
の
部
分
、
第
二
歌
と
第
三
歌
に
つ
い
て
は
二
つ
の
場
面
の
最
初
と
最
後

の
部
分
を
次
に
示
し
て
み
よ
う
。
カ
ッ
コ
内
に
歌
番
号
と
う
た
い
手
も
付
記
す

る
。
ま
た
、
網
掛
け
部
分
は
神
（
人
）
名
の
提
示
あ
る
い
は
呼
び
か
け
句
、
傍
線

部
分
は
前
の
歌
と
関
連
す
る
句
、
囲
み
部
分
は
結
び
句
で
あ
る
。

八
千
矛
の　

神
の
命
は　

八
島
国　

妻
娶
き
か
ね
て
…
…
こ
の
鳥
も
打
ち
止

め
こ
せ
ね　

い
し
た
ふ
や　

天
馳
使　

事
の　

語
り
言
も　

こ
を
ば

�

（
記
２
・
八
千
矛
神
）

八
千
矛
の　

神
の
命　

萎
え
草
の　

女
に
し
あ
れ
ば　

我
が
心　

浦
渚
の
鳥

ぞ
…
…
い
し
た
ふ
や　

天
馳
使　

事
の　

語
り
言
も　

こ
を
ば
」

青
山
に　

日
が
隠
ら
ば　

ぬ
ば
た
ま
の　

夜
は
出
で
な
む
…
…
八
千
矛
の　

神
の
命　

事
の　

語
り
言
も　

こ
を
ば�

（
記
3
・
沼
河
比
売
）

ぬ
ば
た
ま
の　

黒
き
御
衣
を　

ま
具
さ
に　

取
り
装
ひ
…
…
は
た
た
ぎ
も　
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こ
し
宜
し　

愛
子
や
の　

妹
の
命

群
鳥
の　

我
が
群
れ
往
な
ば　

引
け
鳥
の　

我
が
引
け
往
な
ば
…
…
汝
が
泣

か
さ
ま
く　

朝
雨
の　

霧
に
立
た
む
ぞ　

若
草
の　

妻
の
命

	
言
も　

こ
を
ば　

�

（
記
4
・
八
千
矛
神
）

八
千
矛
の　

神
の
命
や　

我
が
大
国
主　

汝
こ
そ
は　

男
に
い
ま
せ
ば
…
…

股
長
に　

寝
を
し
寝
せ　

豊
御
酒　

た
て
ま
つ
ら
せ

�

　
（
記
5
・
須
勢
理
毘
売
）

　

こ
れ
を
み
る
と
、
第
三
歌
以
外
は
す
べ
て
「
八
千
矛
の　

神
の
命
」
で
は
じ
ま

る
こ
と
が
わ
か
る
。
神
名
の
呼
び
か
け
句
が
な
い
第
三
歌
と
の
違
い
は
一
層
際
立

つ
。
神
（
人
）
名
の
呼
び
か
け
句
は
、
神
名
の
提
示
句
で
あ
る
第
一
歌
の
冒
頭
の
例

も
含
め
て
最
初
か
最
後
の
部
分
に
置
か
れ
る
。
同
じ
呼
び
か
け
句
が
場
面
の
最
初

と
最
後
に
重
複
し
て
出
て
く
る
こ
と
は
な
く
、
第
二
歌
後
半
の
「
八
千
矛
の　

神

の
命
」、
第
三
歌
前
半
の
「
愛
子
や
の　

妹
の
命
」、
後
半
の
「
若
草
の　

妻
の
命
」

は
最
後
に
呼
び
か
け
句
が
く
る
う
た
い
方
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
四
歌

は
最
初
に
置
く
う
た
い
方
で
あ
る
。
第
三
歌
の
う
た
い
出
し
の
唐
突
さ
は
そ
こ
に

一
つ
の
理
由
が
あ
る
。

　

で
は
、
黒
い
御
衣
か
ら
う
た
い
出
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
前
の
歌
を
承

け
て
う
た
い
起
こ
す
句
と
の
関
係
を
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
関
係
を
四
首
全
体

で
み
て
み
よ
う
。
第
二
歌
で
は
第
一
歌
の
「
こ
の
鳥
も
打
ち
止
め
こ
せ
ね
」
を
承

け
て
「
我
が
心　

浦
渚
の
鳥
ぞ
」
と
う
た
わ
れ
る
。
問
題
の
第
三
歌
で
あ
る
が
、

「
ぬ
ば
た
ま
の　

黒
き
御
衣
」
へ
の
連
続
性
を
第
二
歌
に
み
て
み
る
と
、
関
連
す
る

表
現
と
し
て
「
ぬ
ば
た
ま
の　

夜
は
出
で
な
む
」
の
句
が
あ
る
。「
ぬ
ば
た
ま
の　

夜
」
か
ら
「
ぬ
ば
た
ま
の　

黒
き
」
と
う
た
い
起
こ
さ
れ
る
と
み
て
よ
い
。
同
時

に
、
こ
の
歌
で
は
夜
か
ら
朝
に
か
け
て
の
時
間
が
、「
黒
き
」
か
ら
「
あ
た
（
か
）

事
の		

語
り

ね
」
へ
の
経
過
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
ア
カ
は
明あ

か
の

意
で
あ
り
、「
あ
か
ね
さ
す
」
は
「
日
」
の
枕
詞
で
も
あ
る
。
夜
が
明
け
た
朝
、
後

半
部
の
出
立
へ
と
続
い
て
い
く
う
た
い
方
で
あ
る
。

　

第
四
歌
に
も
触
れ
て
お
く
。
こ
の
歌
で
は
、
第
三
歌
の
「
汝
が
泣
か
さ
ま
く
」

を
承
け
て
、
女
の
立
場
か
ら
「
汝
こ
そ
は　

男
に
い
ま
せ
ば
」
と
相
手
を
持
ち
上

げ
る
。
対
立
・
別
離
を
解
消
し
、
共
寝
を
し
て
夫
婦
和
合
に
至
る
次
第
を
う
た
う

の
で
あ
る
。「
豊
御
酒　

た
て
ま
つ
ら
せ
」
の
後
に
「
事
の　

語
り
言
も　

こ
を

ば
」
の
句
が
な
い
こ
と
も
こ
の
歌
の
問
題
と
さ
れ
て
き
た
が
、
脱
落
と
い
う
考
え

方
で
は
な
く
、
前
述
の
呼
び
か
け
句
と
の
関
係
で
説
明
で
き
そ
う
で
あ
る
。「
事

の
」
の
結
び
句
は
す
べ
て
呼
び
か
け
句
か
ら
続
く
。
天
語
歌
で
は
単
独
で
用
い
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
神
語
の
場
合
、
呼
び
か
け
句
と
熟
合
す
る
形
を
と
る
。
第

三
歌
の
前
半
部
の
呼
び
か
け
句
に
結
び
句
が
続
か
な
い
の
は
、
こ
の
歌
の
最
後
に

あ
る
の
で
、
同
じ
「
妹
（
妻
）
の
命
」
か
ら
の
結
び
句
を
省
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
第
四
歌
の
「
た
て
ま
つ
ら
せ
」
の
後
に
呼
び
か
け
句
は
な
い
。
冒
頭
に

す
で
に
「
八
千
矛
の　

神
の
命
」
が
あ
り
、
同
じ
呼
び
か
け
句
を
重
ね
て
う
た
わ

な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
上
接
す
べ
き
句
が
な
い
こ
と
が
、
第
四
歌
に
結
び
句
を

欠
く
理
由
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

須
勢
理
毘
売
の
献
酒
歌

【
訓
読
文
】

　

尒し
か

し
て
、
其
の
后き

さ
き、

大お
ほ

御み

酒さ
か

坏づ
き

を
取
り
、
立
ち
依よ

り
指さ

さ挙
げ
て
、
歌
ひ
て
曰い

は

く
、

八や

千ち

矛ほ
こ

の　

神
の
命み

こ
とや　

我あ

が
大お

ほ
く
に
ぬ
し

国
主

汝な

こ
そ
は　

男を

に
い
ま
せ
ば

う
ち
廻み

る　

島
の
崎さ

き
ざ
き々

か
き
廻み

る　

磯い
そ

の
崎さ

き
落
ち
ず
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若
草
の　

妻つ
ま

持
た
せ
ら
め

我あ

は
も
よ　

女め

に
し
あ
れ
ば

　

汝な

を
除き

て　

男を

は
な
し

　

汝な

を
除き

て　

夫つ
ま

は
な
し

　

綾あ
や

垣か
き

の　

ふ
は
や
が
下し

た
に

　

蚕む
し

衾ぶ
す
ま　

柔に
こ

や
が
下し

た
に

　

栲た
く

衾ぶ
す
ま　

騒さ
や

ぐ
が
下し

た
に

　

沫あ
わ

雪ゆ
き

の　

若わ
か

や
る
胸む

ね

を

　

栲た
く

綱づ
の

の　

白
き
腕

た
だ
む
き

　

そ
擁だ

た
き　

擁た
た

き
交ま

な
が
り

　

真ま

玉た
ま
で手　

玉た
ま

手で

差さ

し
巻ま

き

　

股も
も

長な
が

に　

寝い

を
し
寝な

せ

　

豊と
よ

御み

酒き　

た
て
ま
つ
ら
せ�

（
記
5
）

　

如か
く此

歌
ひ
て
、
即す

な
はち

う
き
ゆ
ひ
為し

て
、
う
な
が
け
り
て
、
今
に
至
る
ま
で
鎮し

づ
ま

り
坐い

ま
す
。
此こ

れ
を
神か

む

語が
た
りと

謂い

ふ
。

【
本
文
】

　

尒
、
其
后
、
取
二
大
御
酒
坏
一
、
立
依
指
挙
而
、
歌
曰
、

夜
知
富
許
能　

加
微
能
美
許
登
夜　

阿
賀
淤
富
久
迩
奴
斯　

那
許
曽
波　

遠

迩
伊
麻
世
婆　

宇
知
微
流　

斯
麻
能
佐
岐
耶
岐　

加
岐
微
流　

伊
蘇
能
佐
岐

淤
知
受　

和
加
久
佐
能　

都
麻
母
多
勢
良
米　

阿
波
母
与　

賣
迩
斯
阿
礼
婆　

那
遠
岐
弖　

遠
波
那
志　

那
遠
岐
弖　

都
麻
波
那
斯　

阿
夜
加
岐
能
布
波
夜

賀
斯
多
尒　

牟
斯
夫
須
麻　

尒
古
夜
賀
斯
多
尒　

多
久

（
１
）

夫
須
麻　

佐
夜

具
賀
斯
多
尒　

阿
和
由
岐
能　

和
加
夜
流
牟
泥
遠　

多
久
豆
怒
能　

斯
路
岐

多
陁
牟
岐　

曽
陁
多
岐　

多
々
岐
麻
那
賀
理　

麻
多
麻
傳　

多
麻
傳
佐
斯
麻

岐　

毛
（々
２
）

那
賀
迩　

伊
遠
斯
那
世　

登
与
美
岐　

多
弖
麻
都
良
世

　

如
此
歌
、
即
為
二
宇
伎
由
比
一
四
字
以
レ
音
。
而
、
宇
那
賀
気
理
弖
、
六
字
以
レ

音
。
至
レ

（
３
）

今
鎮
坐
也
。
此
謂
二
之
神
語
一
也
。

 

【
校
異
】（
1
）
底
本
、「
文
」。
諸
本
に
よ
り
改
む
。（
2
）
底
本
、「
々
」
ナ
シ
。

鼇
頭
古
事
記
に
よ
り
補
う
。（
3
）
底
本
、「
玉
」。
諸
本
に
よ
り
改
む
。

【
現
代
語
訳
】

　

八
千
矛
の
神
の
命
よ
、
私
の
大
国
主
様
よ
。
あ
な
た
こ
そ
は
男
で
い
ら
っ
し
ゃ

る
か
ら
、
巡
り
行
く
島
の
岬
々
、
巡
り
行
く
磯
の
岬
に
は
漏
ら
さ
ず
ど
こ
に
で
も

（
若
草
の
）
妻
を
お
持
ち
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
私
は
ま
あ
女
の
身
で
す
か

ら
、
あ
な
た
を
お
い
て
ほ
か
に
男
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
を
お
い
て
ほ
か
に
夫

は
あ
り
ま
せ
ん
。
綾
織
り
の
帳
の
ふ
わ
ふ
わ
と
揺
れ
る
下
で
、
絹
織
り
の
寝
具
の

柔
ら
か
な
下
で
、
栲
布
の
夜
具
の
さ
や
さ
や
と
鳴
る
下
で
、（
沫
雪
の
）
若
々
し
い

私
の
胸
を
、（
栲
綱
の
）
白
い
腕
を
、
し
っ
か
り
と
抱
き
交
わ
し
、
美
し
い
手
を
巻

き
交
わ
し
て
、
脚
を
長
々
と
伸
ば
し
て
お
や
す
み
な
さ
い
ま
せ
。
こ
の
御
酒
を
お

召
し
上
が
り
く
だ
さ
い
ま
せ
。�

（
記
5
）

【
語
釈
】

大
御
酒
坏
を
取
り
、
立
ち
依
り
指
挙
げ
て　

歌
詞
「
豊
御
酒　

奉
ら
せ
」
の
解
釈

に
基
づ
く
散
文
叙
述
。「
大
御
酒
杯
」
は
、
新
潮
古
典
集
成
古
事
記
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、「
幸
行
」「
后
」
と
と
も
に
天
皇
に
対
す
る
用
語
で
、
八
千
矛
神
を
天
皇
に

準
じ
て
扱
う
こ
と
が
わ
か
る
。
古
事
記
伝
が
言
う
よ
う
に
、「
立
ち
依
り
」
は
馬
に

乗
ろ
う
と
し
て
い
る
八
千
矛
神
の
そ
ば
に
立
っ
て
「
大
御
酒
杯
」
を
差
し
上
げ
た

と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
妻
の
も
と
を
去
ろ
う
と
す
る
夫
の
気
持
ち
を
和
め
る
た

め
に
酒
を
勧
め
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
沫
雪
の　

若
や
る
胸
を
」
か
ら
「
豊

御
酒　

奉
ら
せ
」
に
至
る
後
半
部
の
歌
の
叙
事
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
散
文
叙
述
と
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言
え
る
。

八
千
矛
の　

神
の
命
や　

我
が
大
国
主　

前
歌
（
記
4
）
の
末
尾
「
若
草
の　

妻

の
命
」
の
呼
び
か
け
に
対
し
て
、
后
須
勢
理
毘
売
が
そ
れ
を
承
け
る
句
。「
我
が
大

国
主
」
の
句
は
八
千
矛
神
の
別
名
、
大
国
主
神
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に

「
神
」
が
な
い
こ
と
か
ら
、
多
く
の
国
の
主
と
い
う
意
で
、
親
し
み
を
込
め
て
呼
び

か
け
た
句
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
姿
は
「
う
ち
廻
る
…
…
磯
の
崎
落
ち
ず
」
と

い
う
各
地
を
巡
行
す
る
行
為
に
表
れ
て
い
る
。
古
事
記
注
釈
は
、
こ
の
句
に
よ
っ

て
八
千
矛
神
が
大
国
主
神
の
亦
の
名
に
な
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
大
国
主
神
の
神
名
と
は
次
元
を
異
に
す
る
、
夫
へ
の
親
称
と
し
て
う
た
わ

れ
て
い
る
。

か
き
廻
る　

磯
の
崎
落
ち
ず　

前
句
「
う
ち
廻
る　

島
の
崎
々
」
と
対
句
に
な
っ

て
い
る
。「
島
」
に
対
し
て
「
磯
」
と
言
っ
た
も
の
。「
う
ち
」「
か
き
」
は
強
調
す

る
接
頭
語
。「
廻
る
」
は
島
々
を
巡
行
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
こ
か
し
こ
に
妻
を

持
つ
八
千
矛
神
の
神
格
を
も
表
し
て
い
る
。「
磯
の
崎
落
ち
ず
」
は
磯
の
岬
に
は
漏

ら
す
こ
と
な
く
隈
な
く
妻
が
い
る
と
い
う
意
で
、
妻
を
持
つ
こ
と
が
島
々
・
国
々

を
領
有
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
「
大
国
主
」
の
呼
称
の
根
拠
に

も
な
っ
て
い
る
。

綾
垣
の　

ふ
は
や
が
下
に　

古
事
記
伝
に
、
ア
ヤ
は
「
形カ

タ
ガ書

き
彩イ

ロ
ド
リ色

」
の
こ
と
、
カ

キ
は
「
帷ト

バ
リ帳

」
な
ど
を
指
す
と
し
て
い
る
。
こ
の
句
以
下
、
寝
屋
の
様
子
を
言
う

か
ら
、
室
内
の
仕
切
り
と
し
て
絹
織
物
で
壁
の
代
わ
り
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

フ
ハ
ヤ
は
ふ
わ
ふ
わ
し
た
布
の
感
触
を
言
う
。

蚕
衾　

柔
や
が
下
に　

ム
シ
ブ
ス
マ
に
つ
い
て
、
古
事
記
伝
は
「
蒸ム

シ
ブ
ス
マ被

に
て
、

暖ア
タ
タ
カな

る
よ
し
の
稱ナ

」
と
言
い
、
暖
か
い
寝
具
と
解
す
る
。
万
葉
歌
の
「
蒸ム

シ
ブ
ス
マ被

な

ご
や
が
下し

た
に
臥ふ

せ
れ
ど
も
妹い

も
と
し
寝ね

ね
ば
肌は

だ
し
寒
し
も
」（
7
・
五
二
四
）
が
根
拠

に
な
っ
て
い
る
が
、「
暖
な
る
」
こ
と
を
ム
シ
と
す
る
点
に
疑
問
が
あ
る
。
稜
威
言

別
は
「
虫ム

シ
ブ
ス
マ被

」
で
絹
の
寝
具
の
意
と
し
、
ま
た
カ
ラ
ム
シ
を
麻
の
寝
具
と
す
る
一

案
を
示
し
な
が
ら
も
、
前
者
を
採
っ
て
い
る
。
下
接
す
る
「
柔
や
」
と
の
つ
な
が

り
か
ら
も
、
絹
の
寝
具
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
っ
て
、
言
別
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、

万
葉
歌
の
「
蒸
被
」
は
蚕
を
意
味
す
る
ム
シ
の
借
訓
字
を
用
い
た
も
の
で
、
絹
の

寝
具
と
解
す
る
の
が
よ
い
。

栲
衾　

騒
ぐ
が
下
に　
「
栲
」
は
こ
う
ぞ
類
の
木
で
、「
衾
」
は
そ
の
樹
皮
の
繊
維

で
織
っ
た
寝
具
。
ご
わ
ご
わ
し
た
布
の
た
め
に
擦
れ
合
う
時
に
音
が
出
る
こ
と
か

ら
、「
騒
ぐ
」
に
続
く
。
帳
と
寝
具
の
様
子
を
三
連
対
で
表
現
し
た
閨
房
の
叙
事
で

あ
る
。

沫
雪
の　

若
や
る
胸
を
…
…
寝
を
し
寝
せ　

十
句
の
性
愛
表
現
は
沼
河
比
売
の
答

歌
（
記
3
）
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、「
沫
雪
の　

若
や
る
胸
を
」
と

「
栲
綱
の　

白
き
腕
」
の
位
置
が
記
３
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。
下
接
す
る
句
が

「
そ
擁
き　

擁
き
交
が
り
」
で
、
八
千
矛
神
が
自
分
の
腕
と
妻
の
白
い
腕
を
交
差
し

て
妻
の
「
若
や
る
胸
」
を
抱
擁
す
る
場
面
で
あ
る
か
ら
、「
白
き
腕
」
か
ら
「
そ
擁

き
」
へ
の
つ
な
が
り
が
強
く
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
な
お
、
こ
の
部
分
の
語
釈

は
す
で
に
前
稿
に
述
べ
た
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

豊
御
酒　

た
て
ま
つ
ら
せ　

ト
ヨ
は
御
酒
を
ほ
め
る
美
称
で
あ
る
が
、「
少

す
く
な

御み

神か
み

の　

神か
む

寿ほ

き　

寿ほ

き
狂く

る
ほし　

豊と
よ

寿ほ

き　

寿ほ

き
も
と
ほ
し　

ま
つ
り
来こ

し
御み

き酒
ぞ
」

（
記
39
）
と
あ
る
よ
う
に
、
同
時
に
こ
の
世
な
ら
ぬ
酒
を
称
え
る
呪
的
な
言
葉
で

も
あ
る
。「
奉
ら
せ
」
は
こ
こ
で
は
貴
人
の
飲
食
に
対
す
る
尊
敬
語
。
お
召
し
上

が
り
く
だ
さ
い
の
意
。
雄
略
記
の
天
語
歌
に
も
「
日ひ

の
御み

こ子
に　

豊
御
酒　

た
て

ま
つ
ら
せ　

事
の　

語
り
言
も　

こ
を
ば
」（
記
101
）
と
、
同
じ
句
が
出
て
く
る
。

こ
の
場
合
、
す
ぐ
上
の
「
に
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
「
た
て
ま
つ
ら
せ
」
の
意
味
が

変
わ
っ
て
く
る
が
、
新
編
全
集
古
事
記
の
よ
う
に
「
に
」
を
間
接
助
詞
と
し
、
文

脈
上
は
記
5
と
同
じ
く
飲
む
の
尊
敬
語
と
解
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
「
豊

御
酒
」
が
う
た
わ
れ
る
天
語
歌
は
、
豊
楽
と
い
う
宮
廷
の
饗
宴
の
歌
謡
で
あ
る
。

こ
の
記
５
で
は
、
八
千
矛
神
と
須
勢
理
毘
売
の
夫
婦
和
合
を
う
た
う
性
愛
表
現
か
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ら
、
一
転
し
て
「
豊
御
酒
…
…
」
で
結
ば
れ
る
。
や
や
唐
突
の
感
を
受
け
る
が
、
古

事
記
注
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
こ
の
歌
が
饗
宴
の
と
き
の
歌
で
あ
る
こ
と
を

暗
示
す
る
」
と
み
れ
ば
よ
い
。
こ
の
歌
は
、
宮
廷
の
饗
宴
で
飲
ま
れ
る
酒
の
起
源

が
八
千
矛
神
と
須
勢
理
毘
売
の
夫
婦
和
合
の
「
豊
御
酒
」
に
あ
る
こ
と
を
う
た
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
豊
御
酒
」
の
詞
句
は
饗
宴
の
場
に
八
千
矛
神
の
神
話
を
現

前
さ
せ
る
意
味
を
も
つ
。

う
き
ゆ
ひ
為
て
、
う
な
が
け
り
て　

古
事
記
伝
は
、
ウ
キ
ユ
ヒ
を
「
盞ウ

キ
ユ
ヒ結

」
と
し
、

「
御
盞
を
さ
し
交カ

ハ
シて

…
…
結ユ

ヒ
固カ

タ
め
賜
ふ
契チ

ギ
り
を
云
」
と
解
す
る
。
ウ
キ
は
、
雄
略

記
・
天
語
歌
に
「
三み

へ重
の
子
が　

捧さ
さ

が
せ
る　

瑞み
づ
た
ま
う
き

玉
盞
に　

浮う

き
し
脂あ

ぶ
ら」（

記
100
）

と
あ
り
、
同
「
水み

な
そ
そ
く　

臣お
み

の
嬢を

と
め子　

秀ほ

罇だ
り

取と

ら
す
も
」（
記
103
）
の
歌
曲
名

「
宇
岐
歌
」
も
盞
歌
と
み
ら
れ
る
。
天
皇
の
饗
宴
に
関
わ
る
宮
廷
語
で
あ
る
。
ま

た
、
景
行
紀
十
八
年
八
月
に
「
膳か

し
は
で夫

等た
ち

、
盞う

き
を
遺わ

す
る
。
故か

れ
、
時と

き
の
ひ
と人

、
其そ

の
盞う

き
を

忘
れ
し
處と

こ
ろを

號な
づ

け
て
浮う

き
羽は

と
曰い

ふ
」
と
あ
る
。
昔
は
筑
紫
の
方
言
で
盞
を
浮
羽

と
言
っ
た
と
し
、
筑
後
国
風
土
記
逸
文
に
も
「
朕わ

が
酒う

き盞
は
や　

俗
く
に
つ
こ
と
ば

語
に
、
酒
盞

を
云
ひ
て
宇う

き枳
と
せ
り
」
の
勅
に
よ
っ
て
宇う

き
は
や

枳
波
夜
郡
と
名
付
け
た
と
あ
る
の
は
、

宮
廷
語
に
よ
る
地
名
起
源
で
あ
る
。
ウ
キ
ユ
ヒ
は
酒
杯
を
交
わ
し
て
誓
い
の
言
葉

（
歌
）
を
結
ぶ
意
と
解
さ
れ
る
。「
ウ
ナ
ガ
ケ
リ
は
互
い
に
相
手
の
う
な
じ
に
手
を

掛
け
合
う
こ
と
。
大
伴
家
持
の
七
夕
歌
に
「
携た

づ
さは

り　

う
な
が
け
り
居
て　

思お
も

ほ

し
き　

言こ
と

も
語
ら
ひ
」（
万
18
・
四
一
二
五
）
と
あ
る
。「
う
き
ゆ
ひ
為
て
」
は
す

ぐ
前
の
歌
詞
「
豊
御
酒　

た
て
ま
つ
ら
せ
」
を
説
明
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
歌
の

前
の
散
文
に
あ
る
「
大
御
酒
坏
を
取
り
」
と
照
応
し
、
さ
ら
に
「
う
な
が
け
り
て
」

に
は
、
古
事
記
注
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
八
千
矛
神
の
歌
（
記
4
）
の
「
項
傾

し
」
と
呼
応
す
る
関
係
が
見
て
取
れ
る
。
歌
と
散
文
の
あ
い
だ
に
、
八
千
矛
神
と

須
勢
理
毘
売
の
、
嫉
妬
と
別
離
の
緊
張
か
ら
夫
婦
和
合
に
至
る
神
話
の
表
現
空
間

を
創
り
出
し
て
い
る
。

此
を
神
語
と
謂
ふ　

古
事
記
伝
は
「
神
語
」
を
カ
ム
コ
ト
、
稜
威
言
別
は
カ
ミ
ノ

カ
タ
リ
ゴ
ト
と
訓
む
。「
神
語
」
は
「
神か

み
の
言み

こ
とを

得
て
、
教お

し
への

随ま
に
まに

祭い
は
ひ
ま
つ祀

る
」（
崇

神
紀
七
年
二
月
）、「
神か

み
の
言こ

と
を
得
て
、
教

お
し
へ
こ
との

随ま
に
まに

祭ま
つ

る
」（
神
功
摂
政
前
紀
三

月
）、「
巫か

む
な
き覡

等ら

…
…
神か

む
こ
と語

の
入た

へ微
な
る
説こ

と
ばを

陳の

ぶ
」（
皇
極
紀
二
年
二
月
、
同
三
年

六
月
）、「
住す

み
の
え吉

に
斎い

つ
く
祝は

ふ
りが

神か
む

言こ
と

と
」（
万
19
・
四
二
四
三
）
の
「
神
の
言
」「
神

語
」「
神
言
」
は
い
ず
れ
も
神
託
の
意
で
あ
る
。
後
の
「
古ふ

る
こ
と語

に
流

な
が
れ

来き
た

れ
る
神か

む
こ
と語

に
伝

つ
た
へ

来き
た

れ
る
」（
続
日
本
後
紀
嘉
祥
二
年
三
月
）
は
神
の
言
葉
を
意
味
す
る
用
例

で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、「
事
の　

語
り
言
も　

こ
を
ば
」
の
結
句
を
も
つ
、
あ

る
い
は
そ
れ
と
同
類
の
歌
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
カ
ム
ガ
タ
リ
と
訓
む
の
が
よ

い
。
問
題
は
「
此
」
の
指
示
す
る
範
囲
、
つ
ま
り
「
神
語
」
は
何
を
指
す
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
事
記
伝
は
「
五
首
を
惣
て
云
」（
記
3
を
二
首
と
数
え
る
）

と
し
、
橘
守
部
は
そ
れ
に
異
論
を
唱
え
、
稲
羽
の
素
兎
の
段
か
ら
こ
の
条
ま
で
と

す
る
（
難
古
事
記
伝
）。
こ
の
守
部
説
を
承
け
て
、
吉
井
巌
は
「
須
佐
之
男
命
系
譜

と
大
国
主
神
系
譜
の
両
系
譜
の
間
に
語
ら
れ
た
、
大
国
主
神
実
現
の
物
語
を
指
し

て
呼
ば
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』
三
）。
し
か
し
、「
語

り
言
」
と
い
う
限
定
的
な
言
い
方
か
ら
し
て
、
通
説
の
よ
う
に
四
首
の
歌
を
指
す

と
み
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
こ
れ
を
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
は
神
語
歌
の

「
歌
」
が
誤
脱
し
た
と
推
測
す
る
が
、
本
文
に
異
同
は
な
く
、
従
え
な
い
。「
～
歌
・

振
・
曲
」
の
形
を
と
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
歌
曲
名
と
す
る
こ
と
に
も
疑
問

が
あ
る
。
唱
和
体
の
長
詞
形
叙
事
歌
が
神
々
の
「
語
り
言
」
に
な
っ
て
い
る
形
態

を
「
神
語
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

【
解
説
】

　

こ
こ
で
考
え
た
い
こ
と
は
嫉
妬
の
歌
に
つ
い
て
で
あ
る
。
散
文
で
は
「
適
后
須

勢
理
毘
売
命
、
甚
く
嫉
妬
為
き
」
と
あ
る
の
に
、
歌
で
は
「
汝
を
除
て　

男
は
な

し　

汝
を
除
て　

夫
は
な
し
」
と
八
千
矛
神
に
す
り
寄
る
か
の
よ
う
に
う
た
う
。

歌
詞
の
「
磯
の
崎
落
ち
ず　

若
草
の　

妻
持
た
せ
ら
め
」
か
ら
嫉
妬
の
状
況
は
理
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解
で
き
る
も
の
の
、
少
し
も
嫉
妬
の
感
情
が
み
え
な
い
。

　

嫉
妬
と
言
え
ば
、
仁
徳
天
皇
の
皇
后
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
が
代
表
格
で
あ
る
が
、
古
事

記
の
歌
に
は
や
は
り
嫉
妬
は
う
た
わ
れ
な
い
。
だ
が
、
日
本
書
紀
の
方
に
は
仁
徳

と
問
答
す
る
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
の
歌
に
、
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。

衣こ
ろ
もこ

そ
二ふ

た
重へ

も
良よ

き
さ
夜よ

床ど
こ

も
並な

ら
べ
む
君
は
恐か

し
こき

ろ
か
も�

（
紀
47
）

夏な
つ

蚕む
し

の
蝱ひ

む
しの

衣
こ
ろ
も

二ふ
た

重へ

着
て
隠か

く
み
宿や

だ
り
は
豈あ

に
良よ

く
も
あ
ら
ず�

（
紀
49
）

イ
ハ
ノ
ヒ
メ
は
天
皇
が
八
田
皇
女
を
妃
と
す
る
の
を
許
さ
ず
、
夜
床
を
二
人
分
並

べ
よ
う
と
す
る
あ
な
た
は
恐
い
お
方
だ
と
言
い
、
二
人
の
妻
と
共
寝
を
す
る
の
は

よ
く
あ
り
ま
せ
ん
と
、
は
っ
き
り
拒
絶
す
る
。
こ
の
「
二
重
」
に
は
後
世
の
一
帝

二
后
の
よ
う
な
制
度
に
対
す
る
反
発
が
あ
り
、
天
皇
へ
の
愛
情
か
ら
生
ま
れ
る
八

田
皇
女
へ
の
恨
み
と
い
う
よ
り
政
治
的
な
発
言
と
さ
え
み
え
て
し
ま
う
。
少
な
く

と
も
相
手
へ
の
嫉
妬
の
情
は
、
こ
こ
に
は
う
た
わ
れ
て
い
な
い
。

　

嫉
妬
の
歌
と
言
え
る
例
は
、
記
紀
の
歌
か
ら
万
葉
集
に
広
げ
て
も
目
立
つ
ほ
ど

多
く
は
な
い
。
む
し
ろ
嫉
妬
怨
恨
の
情
を
う
た
う
こ
と
に
は
抑
制
的
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
中
で
次
の
万
葉
歌
は
代
表
的
な
嫉
妬
の
歌
と
言
え
る
。

さ
し
焼
か
む　

小を
や屋

の
醜し

こ
屋や

に　

か
き
棄す

て
む　

破や

れ
薦ご

も
を
敷
き
て　

打
ち

折
ら
む　

醜し
こ

の
醜し

こ
手て

を　

さ
し
交か

へ
て　

寝ぬ

ら
む
君
故ゆ

ゑ　

あ
か
ね
さ
す　

昼

は
し
み
ら
に　

ぬ
ば
た
ま
の　

夜よ
る

は
す
が
ら
に　

こ
の
床と

こ
の　

ひ
し
と
鳴
る

ま
で　

嘆
き
つ
る
か
も　

�

（
13
・
三
二
七
〇
）

こ
の
歌
で
「
醜
の
醜
手
を　

さ
し
交
へ
て　

寝
ら
む
君
」
は
、
相
手
の
女
と
抱
き

合
う
男
の
姿
を
リ
ア
ル
に
表
現
す
る
点
で
珍
し
い
。「
こ
の
床
の　

ひ
し
と
鳴
る

ま
で　

嘆
き
つ
る
」
は
ま
さ
に
嫉
妬
の
情
の
表
現
で
、
床
が
み
し
み
し
鳴
る
ほ
ど

に
身
悶
え
し
て
嘆
く
と
す
る
自
己
描
写
に
は
戯
笑
性
さ
え
伴
う
。
そ
れ
は
イ
ハ
ノ

ヒ
メ
の
「
足
も
あ
が
か
に
嫉

う
は
な
り
ね
た
み

妬
し
き
」
と
い
う
古
事
記
の
描
写
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
。

　

こ
の
万
葉
歌
を
嫉
妬
の
歌
の
代
表
例
と
す
れ
ば
、
須
勢
理
毘
売
の
歌
に
は
嫉
妬

の
情
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
い
よ
い
よ
は
っ
き
り
す
る
。
あ
な
た
は
あ
ち

こ
ち
に
た
く
さ
ん
妻
を
お
持
ち
な
の
で
し
ょ
う
ね
え
と
言
っ
た
と
て
、
あ
か
ら
さ

ま
な
嫉
妬
の
表
現
に
は
ほ
ど
遠
い
。
そ
れ
を
あ
え
て
散
文
に
須
勢
理
毘
売
の
嫉
妬

を
叙
述
す
る
意
図
は
何
か
。
嫉
妬
に
つ
い
て
折
口
信
夫
は
、
古
人
の
心
で
は
「
嫉

み
づ
ま
と
、
情

な
さ
け

濃こ

き
あ
く
が
れ
人
と
の
間
に
、
共
通
す
る
も
の
を
考
へ
た
」
と

し
、「
嫡
妻
の
女
性
と
し
て
の
怒
り
は
、
正
当
な
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
」
と
述

べ
て
い
る
（「
日
本
文
学
の
発
生
」『
全
集
』
4
）。
折
口
は
、
嫉
妬
を
愛
情
の
深
さ

を
示
す
も
の
と
考
え
、
嫡
妻
に
と
っ
て
正
当
な
感
情
表
現
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
古

代
の
あ
り
方
を
み
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
正
し
い
見
方
で
、
嫉
妬
に
マ

イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
な
い
ば
か
り
か
、
嫉
妬
を
嫡
后
や
皇
后
の
理
想
像
に
結
び
つ

け
る
古
代
的
観
念
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
須
勢
理
毘
売
の
嫉
妬
に

「
日
子
遅
の
神
、
わ
び
て
」
と
叙
述
す
る
の
は
、
そ
の
情
愛
の
深
さ
に
応
え
ら
れ
な

い
八
千
矛
神
の
姿
を
映
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
こ
に
は
理
想
的
な
后
を
叙
述

す
る
意
図
が
み
え
る
。
前
に
は
「
嫡
妻
」
と
記
し
た
の
が
、
こ
こ
で
は
「
適
后0

須

勢
理
毘
売
命
、
甚
く
嫉
妬
為
き
」
と
書
く
と
こ
ろ
に
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

あ
ら
た
め
て
古
事
記
に
お
け
る
神
語
の
意
味
は
何
か
と
問
い
直
し
て
み
た
い
。

神
語
が
出
て
く
る
位
置
は
大
穴
牟
遅
神
が
大
国
主
神
・
宇
都
志
国
玉
神
と
な
っ
て

国
作
り
を
始
め
る
と
こ
ろ
と
大
国
主
神
の
系
譜
の
あ
い
だ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国

作
り
の
神
、
大
国
主
神
の
誕
生
の
後
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
神
語
の
後
に
置
か

れ
る
、
多
く
の
妻
と
子
孫
の
系
譜
は
理
想
的
な
王
者
像
を
表
し
て
い
る
。
八
千
矛

神
の
沼
河
比
売
と
須
勢
理
毘
売
と
の
唱
和
は
、
大
国
主
神
の
強
大
で
理
想
的
王
者

像
の
一
面
を
、
大
国
主
神
の
亦
の
名
八
千
矛
神
に
担
わ
せ
て
語
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。「
遠
々
し　

高
志
国
」
ま
で
妻
問
い
し
、「
我
が
大
国
主
」
と
呼
び
か
け
て

「
磯
の
崎
落
ち
ず　

若
草
の　

妻
持
た
せ
ら
め
」
と
す
る
歌
詞
は
、
大
国
主
神
の
そ

の
よ
う
な
王
者
像
を
う
た
っ
て
お
り
、
次
の
系
譜
の
根
拠
と
な
る
神
話
と
い
う
意

味
を
持
っ
て
い
る
。
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こ
の
神
話
は
こ
れ
一
つ
で
独
立
し
て
い
る
趣
で
、
遊
離
性
が
強
い
。
そ
の
理
由

は
、
異
例
と
も
言
う
べ
き
長
大
な
歌
の
唱
和
、「
語
り
言
」
で
成
り
立
つ
か
ら
で
あ

る
。
八
千
矛
神
が
求
婚
と
嫉
妬
の
歌
の
唱
和
の
末
に
、
嫡
后
の
須
勢
理
毘
売
と
の

夫
婦
和
合
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
ま
さ
に
出
雲
国
に
君
臨
す
る
大
国
主
神
の
権
威

と
神
徳
を
表
現
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

三
、
高
比
売
に
よ
る
神
顕
し
の
歌

【
訓
読
文
】

　

こ
の
時と

き
に
、
阿あ

遅ぢ

志し

貴き

高た
か

日ひ

子こ

根ね
の

神か
み

到い
た

り
て
、
天あ

め
若わ

か
日ひ

こ子
が
喪も

を
弔と

ぶ
らふ

時と
き

、
天あ

め

よ
り
降く

だ
り
到い

た
る
、
天
若
日
子
が
父ち

ち
、
亦ま

た
其そ

の
妻め

、
皆
哭な

き
て
云い

は
く
、「
我あ

が
子

は
、
死
な
ず
有あ

り
け
り
。
我あ

が
君
は
、
死
な
ず
坐い

ま
し
け
り
」
と
云い

ひ
て
、
手て

あ
し足

に

取
り
懸か

か
り
て
哭
き
悲
し
び
き
。
其
の
過あ

や
まて

る
所ゆ

ゑ以
は
、
此
の
二ふ

た
は
し
ら柱

の
神
の
容か

た
ち姿

、

甚い
と

能よ

く
相あ

ひ
似に

た
り
。
故か

れ
、
是こ

こ
を
以も

ち
て
過あ

や
まて

る
ぞ
。
是こ

こ
に
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根

神
、
大い

た
く
怒い

か
り
て
曰い

は
く
、「
我あ

は
愛う

る
はし

き
友
に
有
る
故ゆ

ゑ
、
弔と

ぶ
らひ

来き

つ
ら
く
の
み
。

何な
に

と
か
も
吾あ

を
穢き

た
なき

死し

人び
と

に
比な

ぞ
ふ
る
」
と
云
ひ
て
、
御み

佩は

か
せ
る
十と

掬つ
か

の
釼つ

る
ぎを

抜ぬ

き
、
其
の
喪も

や屋
を
切
り
伏
せ
、
足
を
以も

ち
て
蹶く

ゑ
離は

な
ち
遣や

り
き
。
此こ

は
、
美み

の
の濃

国く
に

の

藍あ
ゐ

見み
の

河か
は

の
河か

は
か
み上

に
在あ

る
喪も

山や
ま

ぞ
。
其
の
、
持
ち
て
切
れ
る
大た

ち刀
の
名な

は
、
大

お
ほ
は
か
り量

と
謂い

ひ
、
亦ま

た
の
名
は
神か

む
ど
の
つ
る
ぎ

度
釼
と
謂い

ふ
。

　

故か
れ

、
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神
は
、
忿い

か
り
て
飛
び
去
る
時
に
、
其
の
い
ろ
妹も

高た
か

比ひ

売め
の

命み
こ
と、

其
の
御み

な名
を
顕あ

ら
は
さ
む
と
思
ひ
き
。
故か

れ
、
歌
ひ
て
曰い

は
く
、

天あ
め

な
る
や　

弟お
と

棚た
な
ば
た機

の

項う
な

が
せ
る　

玉た
ま

の
御み

統す
ま
る

御み

統す
ま
るに　

足あ
な

玉だ
ま

は
や

み
谷た

に　

二ふ
た

渡わ
た

ら
す

阿あ

治ぢ

志し

貴き

高た
か

日ひ

子こ

根ね

の　

神か
み

そ�

（
記
6
）

此こ

の
歌
は
、
夷ひ

な
ぶ
り振

ぞ
。

【
本
文
】

　

此
時
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
自
レ
阿
下
四
字
以
レ
音
。
到
而
、
弔
二

（
１
）

天
若
日

子
之
喪
一
時
、
自
レ
天
降
到
、
天
若
日
子
之
父
、
亦
其
妻
、
皆
哭
云
、
我
子
者
、
不

レ
死
有
祁
理
。
此
二
字
以
レ
音
。
下
効
レ
此
。
我
君
者
、
不
レ
死
坐
祁

（
２
）

理
云
、
取

二
懸
手
足
一
而
哭
悲
也
。
其
過
所
以
者
、
此
二
柱
神
之
容
姿
、
甚
能
相
似
。
故
、
是

以
過
也
。
於
是
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
、
大
怒
曰
、
我
者
有
愛
友
故
弔

（
３
）

来

耳
。
何
吾
比
二
穢
死
人
一
云
而
、
抜
下
所
二
御
佩
一
之
十
掬
釼
上
、
切
二
伏
其
喪
屋
一
、
以

レ
足
蹶
離
遣
。
此
者
、
在
二
美
濃
国
藍
見
河
之
河
上
一
喪
山
之
者
也
。
其
、
持
所
レ
切

大
刀
名
、
謂
二
大

（
４
）

量
一
、
亦
名
謂
二
神
度
釼
一
。
度
字
以
レ
音
。

　

故
、
阿

（
５
）

治
志
貴
高
日
子
根
神
者
、
忿
而
飛
去
之
時
、
其
伊
呂
妹
高
比
売
命
、

思
レ
顕
二
其
御
名
一
。
故
、
歌
曰
、

阿
米
那
流
夜　

淤
登
多
那
婆
多
能　

宇
那
賀
世
流　

多
麻
能
美
須
麻
流　

美

須
麻

（
６
）

流
迩　

阿
那
陁
麻
波
夜　

美
多
迩　

布
多
和
多
良
須　

阿
治
志
貴

多
迦
比
古
泥
能　

迦
微
曽
也

此
歌
者
、
夷
振
也
。

【
校
異
】

（
１
）
底
本
、「
即
」。
卜
部
系
諸
本
に
よ
り
改
む
。（
2
）
底
本
、「
礼
」。
卜
部
系

諸
本
に
よ
り
改
む
。（
3
）
底
本
、「
予
」。
卜
部
系
諸
本
に
よ
り
改
む
。（
4
）
底

本
、「
犬
」。
諸
本
に
よ
り
改
む
。（
5
）
底
本
、「
河
」。
諸
本
に
よ
り
改
む
。（
6
）

底
本
、「
麻
」
ナ
シ
。
鼇
頭
古
事
記
に
よ
り
補
う
。

【
現
代
語
訳
】

　

天
上
に
い
る
若
い
機
織
り
女
が
首
に
か
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
緒
を
通
し
た
玉
。
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緒
で
貫
い
た
玉
の
、
光
り
輝
く
足
玉
よ
。
そ
の
玉
の
よ
う
に
、
二
つ
の
谷
を
長
く

光
り
輝
い
て
渡
っ
て
行
か
れ
る
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
の
神
よ
。�

　
（
記
6
）

【
語
釈
】

阿
治
志
貴
高
日
子
根
神　

古
事
記
上
巻
、
大
国
主
神
の
系
譜
に
多た

き
り
び
め
の

紀
理
毘
売
命

み
こ
と

と
の
子
と
し
て
阿あ

遅ぢ

鉏す
き

高た
か

日ひ

子こ

根ね
の

神か
み

、
妹い

も

高た
か

比ひ

売め
の

命み
こ
と、

亦
の
名
は
下し

た
て
る
ひ
め
の

光
比
売

命み
こ
とを

挙
げ
、
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
は
今
の
迦か

毛も
の

大お
ほ
み
か
み

御
神
と
記
す
。
日
本
書
紀

神
代
下
に
「
味あ

ぢ
す
き耜

高た
か
ひ
こ
ね
の

彦
根
神か

み
」、
出
雲
国
風
土
記
・
意
宇
郡
賀
茂
の
神
戸
に

「
天あ

め
の
し
た
つ
く

下
所
造
ら
し
し
大お

ほ
か
み神

の
御み

こ子
、
阿あ

遅ぢ

須す

枳き

高た
か

日ひ

子こ
の

命み
こ
と、

葛か
づ
ら
き城

の
社や

し
ろに

坐い
ま

す
」、

仁
多
郡
三
津
郷
「
大お

ほ
か
み神

大お
ほ
な
も
ち
の

穴
持
命み

こ
との

御み
こ子

、
阿あ

ぢ
す
き

遅
須
伎
高た

か
ひ
こ
の

日
子
命み

こ
と」、

播
磨
国

風
土
記
・
神
前
郡
に
「
阿あ

遅ぢ

須す

伎き

高た
か

日ひ

子こ

尼ね
の

命
み
こ
と
の

神か
み

」、
摂
津
国
風
土
記
逸
文

に
「
味あ

ぢ
す
き耜

高た
か
ひ
こ
ね
の

彦
根
命み

こ
と」、

土
佐
国
風
土
記
逸
文
に
「
大お

ほ
な穴

六む
ぢ
の道

尊み
こ
との

子
、
味あ

ぢ
す
き耜

高た
か
ひ
こ
ね
の

彦
根
尊み

こ
と」

な
ど
と
あ
る
。
延
喜
式
神
名
帳
に
よ
れ
ば
、
出
雲
国
出
雲
郡
に
「
阿あ

遅ぢ

須す

伎き
の

神か
み
の

社や
し
ろ」、

大
和
国
葛
上
郡
に
「
高た

か

鴨か
も
の

阿あ

治ぢ

須す

岐き

詫た
か

彦ひ
こ

根ね
の

命
み
こ
と
の

神か
み
の

社や
し
ろ」

が
み
え
、
出
雲
国
・
播
磨
国
の
各
地
と
大
和
国
の
鴨
に
そ
の
神
名
を
記
す
古
事
記

と
出
雲
風
土
記
の
記
述
と
符
合
す
る
。
古
事
記
注
釈
は
ア
ヂ
と
タ
カ
ヒ
コ
ネ
を
称

辞
と
す
る
が
、
ア
ヂ
は
ア
ヂ
鴨
を
指
し
、
別
名
の
「
迦
毛
」
の
異
称
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
地
名
の
鴨
に
由
来
し
、
本
来
そ
の
地
主
神
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、

ス
キ
（
鋤
）
か
ら
し
て
農
耕
・
鍛
冶
神
の
性
格
が
あ
り
、
所
持
す
る
大
刀
を
大
量
、

亦
の
名
を
神
度
の
釼
と
す
る
記
述
は
そ
の
神
格
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

は
農
耕
と
関
わ
る
雷
神
と
言
わ
れ
て
い
る
。
折
口
信
夫
は
「
水
か
ら
来
る
神
な
る

が
故
に
、
蛇
体
と
考
へ
て
ゐ
た
」
と
し
、
蛇
神
と
み
て
い
る
（「
た
な
ば
た
と
盆
踊

り
と
」『
古
代
研
究
』）。
歌
詞
の
「
足
玉
は
や　

み
谷　

二
渡
ら
す
」
は
雷
光
が
遠

く
ま
で
輝
き
渡
る
雷
神
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
出
雲
国
か
ら
大
和

国
そ
し
て
山
城
国
の
賀
茂
（
鴨
）
の
地
へ
と
、
こ
の
神
の
信
仰
圏
は
移
っ
て
い
く

が
、
そ
の
背
後
に
奉
斎
す
る
賀
茂
（
鴨
）
氏
集
団
の
移
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

い
ろ
妹
高
比
売
命　

大
国
主
神
系
譜
に
、
阿あ

遅ぢ

鉏す
き

高た
か

日ひ

子こ

根ね
の

神か
み

の
妹い

も

高た
か

比ひ

売め
の

命み
こ
と、

亦
の
名
は
下し

た
で
る
ひ
め
の

光
比
売
命み

こ
とと

あ
る
。
天
若
日
子
の
妻
と
な
る
。
神
代
紀
で
は
天
稚
彦

が
「
顕

う
つ
し

国く
に

玉た
ま

の
女

む
す
め

子
下し

た

照で
る

姫ひ
め

亦
の
名
は
高た

か

姫ひ
め

と
い
ひ
、
亦
の
名
は
稚わ

か

国く
に

玉た
ま

。
を
娶と

り
て
」
と
あ
る
。
記
紀
の
あ
い
だ
で
本
名
と
亦
の
名
が
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
古

事
記
が
高
比
売
を
本
名
と
す
る
の
は
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神
話
で
高
日
子
に
対
す

る
高
比
売
の
神
名
を
本
文
に
採
用
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
高
比
売
に
つ
い

て
、
系
譜
で
は
単
に
「
妹
」
だ
が
、
散
文
で
同
母
妹
を
示
す
「
い
ろ
妹
」
と
な
る

こ
と
に
古
事
記
注
釈
は
注
目
し
、「
そ
れ
は
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
に
対
す
る
タ

カ
ヒ
メ
の
間
柄
を
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

う
」
と
述
べ
て
い
る
。
古
事
記
が
「
い
ろ
妹
」
を
書
く
の
は
兄
妹
婚
、
あ
る
い
は
そ

れ
を
暗
示
す
る
時
で
あ
る
。
垂
仁
記
の
沙
本
毘
古
王
と
沙
本
毘
売
命
、
木
梨
之
軽

王
と
軽
大
郎
女
の
兄
妹
が
そ
れ
に
当
た
る
。
古
事
記
に
は
「
い
ろ
妹
」
が
高
比
売

の
他
に
こ
の
二
例
し
か
な
く
、
こ
こ
に
は
共
通
し
て
特
別
な
意
識
が
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
。
沙
本
毘
売
命
は
垂
仁
天
皇
の
后
な
の
に
「
愛
レ
兄
」
と
言
い
、
夫
よ
り
も

兄
を
選
ん
で
と
も
に
死
ぬ
話
で
あ
り
、
木
梨
之
軽
王
の
場
合
は
散
文
に
「
姦
二
其

伊
呂
妹
軽
大
郎
女
一
」
と
あ
り
、
軽
王
は
「
我わ

が
泣
く
妻
を　

今こ

夜ぞ

こ
そ
は　

安や
す

く

肌は
だ

触ふ

れ
」（
記
78
）
と
決
意
し
て
軽
大
郎
女
と
と
も
に
死
を
選
ぶ
歌
で
終
わ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
も
「
い
ろ
妹
」
に
は
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神
と
高
比
売
の
特
別
な
関

係
を
示
す
意
図
が
あ
り
、
そ
の
関
係
と
は
兄
妹
婚
を
暗
示
す
る
神
と
巫
女
の
対
の

関
係
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
二
神
の
神
名
、「
高
日
子
」
と
「
高
比
売
」
の
対
の

関
係
に
そ
の
ま
ま
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
古
事
記
の
中
・
下
巻
に
な
る
と
、
政
治

的
王
と
宗
教
的
女
王
と
い
う
関
係
に
な
り
、
そ
の
背
後
に
は
古
代
国
家
の
原
型
的

な
ヒ
メ
ヒ
コ
制
が
あ
る
（
倉
塚
曄
子
『
巫
女
の
文
化
』）。
そ
れ
を
神
話
的
に
語
っ

て
い
る
の
が
こ
の
高
比
売
に
よ
る
神
顕
し
の
神
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

其
の
御
名
を
顕
は
さ
む　
「
忿
り
て
飛
び
去
る
」
神
の
名
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
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で
、
そ
の
名
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
。
神
名
が
わ
か
る
の
は
そ
の
神
を
祀
る

巫
女
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
名
を
顕
す
」
は
、
神
代
紀
の
或
云
に
あ
る

よ
う
に
、
衆
人
に
「
丘を

谷た
に

に
映

て
り
か
か
やく

者ひ
と

」
が
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
の
神
で
あ
る

と
知
ら
せ
る
こ
と
。
神
代
紀
で
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
古
事
記
で
は
「
吾
を
穢

き
死
人
に
比
ふ
る
」
こ
と
へ
の
「
忿
り
て
飛
び
去
る
」
行
為
と
叙
述
し
て
い
る
。

神
代
紀
の
本
伝
で
は
う
た
い
手
を
喪
に
会つ

ど
へ
る
者
と
し
、
下
照
媛
と
す
る
或
云
と

の
あ
い
だ
で
歌
の
理
解
が
揺
れ
て
い
る
。
古
事
記
に
近
い
の
は
或
云
の
方
で
あ
る

が
、「
忿
り
て
飛
び
去
る
」
行
為
に
は
言
及
し
て
い
な
い
の
で
、「
み
谷　

二
渡
ら

す
」
の
解
釈
が
や
や
違
っ
て
い
る
。

天
な
る
や　

弟
棚
機
の　

天
に
在
る
意
で
、
ヤ
は
間
投
助
詞
。
少
し
前
の
散
文
に

「
在0

レ
天0

、
天
若
日
子
之
父
天
津
国
玉
神
及
其
妻
子
」
と
あ
る
。
オ
ト
は
エ
（
兄
）

に
対
す
る
オ
ト
（
弟
）
で
、
男
女
を
問
わ
ず
、
年
齢
の
若
い
者
を
指
す
語
。
古
事

記
上
巻
に
「
姉あ

ね

石い
は

長な
が

比ひ

売め

…
…
弟お

と

木こ
の

花は
な

之の

佐さ

久く

夜や

毘び

売め

」
と
あ
る
。
ま
た
年
若

く
美
し
い
も
の
を
ほ
め
る
言
葉
。
タ
ナ
バ
タ
は
タ
ナ
バ
タ
ツ
メ
（
棚
機
つ
女
）
の

略
で
、
機
織
り
女
の
こ
と
。
古
事
記
伝
に
「
棚タ

ナ
バ
タ機

は
機ハ

タ
オ
ル
ヲ
ミ
ナ

織
女
を
云
」
と
し
、
古

語
拾
遺
の
「
令
三
天
棚タ

ナ

機バ
タ

姫ヒ
メ
ノ

神
織
二
神
衣
一
」
を
引
く
。
万
葉
集
で
は
「
彦ひ

こ
ぼ
し星

は　

織た
な
ば
た
つ
め

女
と
…
…
川
に
向
き
立
ち
」（
８
・
一
五
二
〇
）
の
よ
う
に
、
タ
ナ
バ
タ
ツ
メ

は
す
べ
て
七
夕
歌
に
出
て
く
る
。
し
か
し
、「
弟
棚
機
」
は
七
夕
の
習
俗
が
中
国
か

ら
移
入
す
る
以
前
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
折
口
信
夫
が
提
示
し
た
、
水
辺
で

衣
を
織
り
な
が
ら
神
や
貴
人
の
到
来
を
待
つ
「
水
の
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え

う
る
（「
水
の
女
」『
古
代
研
究
』）。
折
口
は
さ
ら
に
、
タ
ナ
バ
タ
ツ
メ
は
「
天
上

に
聖
職
を
奉
仕
す
る
も
の
と
も
考
へ
ら
れ
」、「
天
な
る
や　

弟
棚
機
の
」（
記
6
）

と
言
う
よ
う
に
な
り
、
織
女
星
に
習
合
さ
れ
る
よ
う
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

項
が
せ
る　

玉
の
御
統　

御
統
に　

ウ
ナ
グ
は
首
に
か
け
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
尊

敬
語
が
つ
い
た
の
が
ウ
ナ
ガ
セ
ル
。
万
葉
歌
の
「
我
が
宇う

奈な

雅げ

流る　

玉
の
七
つ
緒を

」

（
16
・
三
八
七
五
）
は
、
首
に
か
け
た
七
つ
の
玉
の
首
飾
り
を
う
た
っ
て
い
る
。

「
玉
の
御
統
」
も
そ
の
よ
う
な
多
く
の
玉
を
緒
で
貫
い
た
首
飾
り
の
こ
と
。
神
代
紀

に
「
以
二
八
坂
瓊
之
五
百
箇
御
統
一
、
御
統
、
此
云
二
美
須
磨
屢
一
、
纏
二
其
髻
鬘
及
腕

一
」
と
あ
り
、「
御
統
」
に
ミ
ス
マ
ル
の
訓
注
が
付
い
て
い
る
。
多
く
の
玉
を
緒
で

貫
い
て
頭
部
や
腕
な
ど
に
巻
い
た
。
そ
れ
は
装
飾
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
権
威

の
象
徴
で
あ
っ
た
り
、
祭
祀
で
身
に
着
け
る
巫
女
の
呪
具
と
い
う
機
能
も
も
つ
。

こ
の
歌
で
、「
御
統
の
玉
」
で
は
な
く
「
玉
の
御
統
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
た
く

さ
ん
の
玉
が
長
く
緒
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
、
玉
の
連
な
り

を
重
視
す
る
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
み
谷　

二
渡
ら
す
」
の
、
二
つ
の
谷
を
長

く
光
り
輝
い
て
渡
っ
て
行
く
意
と
重
な
り
合
う
。「
御
統
に
」
は
歌
経
標
式
に
「
実

美
須
麻
呂
能
」
と
あ
り
、
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
は
こ
れ
に
従
っ
て
「
御

統
の
」
と
す
る
が
、
諸
本
と
も
異
同
が
な
く
、
安
易
に
変
え
ら
れ
な
い
。「
に
」
は

新
編
全
集
古
事
記
に
間
投
助
詞
と
す
る
。
格
助
詞
と
は
と
れ
な
い
以
上
、
そ
の
よ

う
に
考
え
る
し
か
な
い
。

足
玉
は
や　

厚
顔
抄
は
「
穴
玉
者
哉
也
。
玉
ハ
穴
ヲ
穿
テ
緒
ヲ
通
ス
物
ナ
レ
ハ
穴

玉
ト
云
・
テ
リ
カ
ヽ
ヤ
キ
テ
織
女
ノ
ウ
ナ
ケ
ル
玉
ノ
光
ト
見
ユ
ル
ハ
ヤ
ト
云
ナ

リ
」
と
す
る
。
そ
れ
以
後
、
穴
玉
は
穴
を
開
け
た
管
玉
、
ハ
ヤ
は
詠
嘆
の
助
詞
と

す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
緒
で
貫
い
た
玉
だ
か
ら
、
穴
が
開
い

て
い
る
の
は
自
明
の
こ
と
、
と
い
う
疑
問
も
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
解
決
し
た

の
が
中
村
啓
信
の
足
玉
説
で
あ
る
。
ア
ナ
ダ
マ
は
足
玉
の
意
で
、
万
葉
歌
の
「
足0

玉0

も
手た

玉だ
ま

も
ゆ
ら
に
織お

る
服は

た
を
君
が
御み

衣け
し

に
縫
ひ
も
あ
へ
む
か
も
」（
10
・
二
〇
六

五
）
の
「
足
玉
」
を
ア
ナ
ダ
マ
と
訓
読
す
べ
き
と
し
、
同
様
に
こ
の
歌
の
場
合
も

足
玉
と
解
す
る
の
で
あ
る
（『
古
事
記
の
本
性
』）。
足
首
に
巻
い
た
玉
の
飾
り
の
輝

き
が
こ
こ
で
は
強
調
さ
れ
て
い
る
。

み
谷　

二
渡
ら
す　

ミ0

タ
ニ
の
音
仮
名
「
美
」
は
甲
類
で
、
美
称
の
ミ
も
三
の
ミ

も
甲
類
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ど
ち
ら
に
も
解
し
う
る
が
、「
二
渡
ら
す
」
と
の
関
係

で
言
え
ば
、「
三
谷
」
で
は
意
味
を
な
さ
ず
、
光
り
輝
く
神
の
姿
を
表
現
す
る
詞
句
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と
し
て
は
美
称
の
「
み
谷
」
の
方
が
よ
い
。「
二
渡
ら
す
」
は
万
葉
歌
に
「
二
並

ぶ
筑
波
の
山
」（
９
・
一
七
五
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
二
つ
の
谷
の
こ
と
で
、
そ

れ
を
ま
た
が
る
よ
う
に
光
り
輝
い
て
渡
っ
て
行
か
れ
る
と
い
う
意
。
こ
の
詞
句
は

次
の
ア
ヂ
シ
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
の
神
の
行
動
を
形
容
す
る
か
ら
、
こ
の
神
の
神
格
と

深
く
関
わ
っ
て
い
る
。「
項
が
せ
る　

玉
の
御
統
」「
穴
玉
」
の
輝
き
が
二
つ
の
谷

を
渡
っ
て
行
く
と
い
う
の
は
、
稲
光
り
が
谷
を
走
っ
て
行
く
様
以
外
に
考
え
ら
れ

ず
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
雷
神
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
し
て
雷
神
は
、
常

陸
国
風
土
記
・
晡
時
臥
山
説
話
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
蛇
体
で
あ
っ
た
。
折

口
信
夫
は
「
畏
る
べ
き
長
大
な
御
身
を
持
た
せ
ら
れ
る
味
耜
高
彦
根
の
神
ぞ
」
と

解
し
、「
尊
い
此
神
を
長
物
の
霊
」
す
な
わ
ち
そ
の
正
体
を
蛇
体
神
と
す
る
（『
日

本
文
学
の
発
生
序
説
』）。
古
代
に
お
い
て
、
雷
神
と
蛇
神
は
複
合
的
で
あ
る
。
雷

光
に
蛇
体
を
み
、
蛇
神
を
雷
と
み
た
の
で
あ
る
。「
み
谷　

二
渡
ら
す
」
は
雷
光

と
蛇
体
の
複
合
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
み
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
そ
の
神
の
正
体
を
知
っ

て
い
る
の
は
奉
斎
す
る
巫
女
、
す
な
わ
ち
高
比
売
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
神
顕
し

の
歌
の
う
た
い
手
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
歌
経
標
式
に
も
採
録
さ

れ
、「
あ
な
た
ま
は
や
み0　

た
に
ふ
た
わ
た
る　

あ
ぢ
す
き
の
か
み0

」
と
改
変
さ
れ

て
い
る
。
句
末
の
「
み
」
は
一
対
の
韻
と
し
、
そ
の
た
め
に
「
み
谷
」
の
語
は
解

体
さ
れ
、「
た
か
ひ
こ
ね
」
も
欠
く
。
奈
良
時
代
末
期
に
お
け
る
こ
の
歌
の
揺
れ
を

示
す
例
で
あ
る
。

夷
振　

宮
廷
歌
曲
の
名
称
。
古
事
記
の
歌
曲
名
は
「
振
」「
歌
」、
日
本
書
紀
で
は

「
曲
」「
歌
」
が
付
く
。「
夷
振
」
の
中
に
は
允
恭
記
の
「
夷
振
之
上
歌
」（
記
79
）

「
夷
振
之
片
下
」（
記
85
）
と
い
う
う
た
い
方
を
示
す
名
称
も
あ
る
。「
夷
振
」
と
は

夷
振
の
唱
謡
法
に
よ
る
歌
曲
の
グ
ル
ー
プ
名
称
で
あ
り
、
そ
の
中
に
い
く
つ
か
の

種
類
が
あ
っ
た
。
こ
の
歌
が
「
夷
振
」
の
歌
曲
名
を
持
つ
の
は
、
神
代
紀
の
「
夷

曲
」
は
こ
の
歌
の
小
異
歌
の
後
に
も
う
一
首
、

天あ
ま

離ざ
か

る　

夷ひ
な

つ
女め

の　

い
渡
ら
す
迫せ

と門　

石
川
片か

た
ふ
ち淵　

片
淵
に　

網あ
み

張は

り

渡
し　

目め

ろ
寄よ

し
に　

寄
し
寄よ

り
来こ

ね　

石
川
片
淵�

　
（
紀
3
）

と
あ
る
が
、
厚
顔
抄
が
言
う
よ
う
に
、
そ
の
二
句
目
の
「
夷
」
に
よ
っ
て
名
付
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
古
事
記
の
「
振
」
の
歌
曲
名
は
そ
の
他
に
「
宮
人
振
」「
天

田
振
」
を
み
る
が
、
い
ず
れ
も
歌
詞
の
初
句
を
と
っ
て
歌
曲
名
と
し
て
い
る
。
古

事
記
で
は
こ
の
「
天
離
る　

夷
つ
女
」
の
歌
、
こ
れ
も
「
夷
振
」
グ
ル
ー
プ
の
歌

な
の
だ
が
、
そ
れ
を
採
録
し
な
か
っ
た
た
め
、「
夷
振
」
と
い
う
歌
曲
名
の
由
来
が

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
記
紀
間
の
紀
３
の
有
無
は
、
古
事
記
が
高
比
売
に
よ

る
神
顕
し
の
歌
（
記
6
）
で
完
結
し
た
と
判
断
し
、
神
代
紀
で
は
去
り
行
く
神
を

寄
り
来
さ
せ
る
歌
ま
で
、
す
な
わ
ち
紀
２
と
紀
３
を
一
体
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

古
事
記
伝
は
こ
の
よ
う
な
歌
曲
名
を
「
楽
府
に
て
呼
べ
る
名
な
り
」
と
す
る
。
後

の
令
制
の
雅
楽
寮
で
あ
る
が
、
折
口
信
夫
が
指
摘
す
る
日
本
音
楽
部
と
し
て
の
歌

舞
所
が
宮
廷
歌
曲
の
伝
承
に
関
わ
っ
た
可
能
性
は
高
い
（「
日
本
文
学
史
Ⅰ
」『
折

口
全
集
ノ
ー
ト
編
２
』）。

【
解
説
】

　

阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
の
神
話
は
、
右
に
引
用
し
た
「
此
時
」
か
ら
歌
と
そ
の

歌
曲
名
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
神
名
表
記
に
は
歌
と
散
文
の
関
係
を
考
え
る
上
で
見

逃
せ
な
い
事
実
が
表
れ
て
い
る
。
ア
ヂ
ス
キ
の
キ
は
甲
類
、
ア
ヂ
シ
キ
の
キ
は
乙

類
で
、
仮
名
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
乙
類
の
シ
キ
は
上
記
散
文
の
「
此

時
」
か
ら
歌
ま
で
の
部
分
に
し
か
出
て
こ
な
い
。「
こ
れ
は
右
の
歌
が
「
夷
振
」
と

し
て
宮
廷
の
楽
府
で
歌
わ
れ
て
ゆ
く
間
に
音
声
が
シ
キ
（
乙
）
に
変
化
し
た
結
果
、

こ
の
条
だ
け
は
物
語
の
部
分
も
、
歌
詞
に
合
わ
せ
て
シ
キ
（
乙
）
の
文
字
を
用
い

た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
は
推
測
す
る
。
も
う
少
し

厳
密
に
言
え
ば
、
散
文
の
前
半
に
記
す
二
ヶ
所
の
神
名
は
「
阿
遅
志
貴
高
日
子
根

神
」、
後
半
に
当
た
る
歌
の
す
ぐ
前
の
散
文
で
は
「
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神
」
と

あ
り
、「
遅
」
が
「
治
」
に
変
わ
っ
て
い
る
。
大
国
主
神
の
系
譜
記
事
で
は
「
阿
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遅
鉏
高
日
子
根
神
」
と
す
る
資
料
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る

意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
天
若
日
子
弔
問
の
神
話
で
は
「
阿
遅
志
貴

0

0

高
日
子
根

神
」
の
表
記
、
い
わ
ば
「
鉏
」
の
神
格
か
ら
変
化
し
た
神
話
的
名
称
で
書
き
は
じ

め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
神
話
の
叙
述
で
あ
る
か
ら
、
系
譜
と
は
別
の
、
そ
れ
に

即
し
た
表
記
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

天
若
日
子
弔
問
の
神
話
は
、「
喪
山
ぞ
」
で
終
わ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
後
の

「
神
度
剱
と
謂
ふ
」
ま
で
は
、
前
段
の
「
十
掬
の
釼
」
に
対
す
る
注
記
で
あ
り
、
そ

の
注
記
の
前
で
一
つ
の
ま
と
ま
り
は
終
了
し
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
か
ら
話
題
は
転
換
し
、
そ
れ
を
表
す
「
故
」
に
続
い
て
「
阿
治0

志
貴
高
日
子
根

神
」
の
表
記
に
変
わ
る
。
た
っ
た
一
字
の
変
化
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
き
な
意
味

を
も
つ
。
歌
詞
の
「
阿
治
志
貴
多
迦
比
古
泥
能　

迦
微
」
と
一
致
す
る
か
ら
で
あ

る
。「
多
迦
比
古
泥
能　

迦
微
」
の
部
分
は
「
高
日
子
根
神
」
の
訓
字
表
記
に
な
る

が
、「
阿
治
志
貴
」
は
散
文
に
お
い
て
歌
詞
と
同
一
の
音
仮
名
を
用
い
て
神
名
表
記

を
し
て
い
る
。
こ
の
歌
の
歌
詞
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
夷
振
」
の
歌
曲
名
を

も
つ
宮
廷
歌
曲
で
あ
る
か
ら
、
散
文
と
は
別
に
一
字
一
音
表
記
の
文
字
資
料
と
し

て
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歌
詞
の
文
字
に
「
阿
治
志
貴
」
が

あ
っ
た
た
め
に
、「
故
」
以
下
の
散
文
叙
述
で
は
そ
れ
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
名
表
記
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
忿
り
て
飛
び
去
る
」「
御
名
を

顕
は
さ
む
」
と
い
う
叙
述
内
容
そ
の
も
の
が
、「
み
谷　

二
渡
ら
す
」
と
い
う
神
の

行
動
や
「
阿
治
志
貴
高
日
子
根
の　

神
そ
」
と
い
う
神
顕
し
の
叙
事
に
依
拠
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
、「
歌
詞
に
合
わ
せ
て
」
で
は
な
く
、
歌
の
叙
事
の

解
釈
な
い
し
は
理
解
か
ら
散
文
叙
述
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
経
緯
を
、
こ
の
歌
と
散

文
は
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
神
代
紀
の
小
異
歌
（
紀
2
）
で
は
歌
詞
が
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
、
散

文
も
「
味
耜
高
彦
根
」
で
一
貫
し
て
い
る
の
で
、
神
名
表
記
の
違
い
と
い
う
問
題

は
起
こ
ら
な
い
。
紀
2
に
は
「
御
統
」
の
く
り
返
し
句
が
な
く
、
結
句
に
「
神
」

を
欠
く
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
む
し
ろ
散
文
に
合
わ
せ
て
歌
詞
が
整
理
さ
れ
た
形
跡

が
あ
る
。四

、
豊
玉
毘
売
と
火
遠
理
命
の
贈
答
歌

【
訓
読
文
】

　

尒し
か

し
て
、
方ま

さ
に
産う

ま
む
と
す
る
時
に
、
其
の
日ひ

こ子
に
白ま

を
し
て
言
ひ
し
く
、「
凡す

べ

て
他あ

だ
し
国く

に
の
人
は
、
産
む
時
に
臨の

ぞ
み
て
、
本も

と
つ
国く

に
の
形か

た
ちを

以も
ち

て
産う生
む
ぞ
。
故か

れ
、

妾あ
れ

、
今い

ま
本
の
身
を
以
て
産
ま
む
と
為す

。
願ね

が
は
く
は
、
妾あ

れ
を
見
る
こ
と
勿な

か
れ
」
と
い

ふ
。
是こ

こ
に
、
其
の
言こ

と
を
奇あ

や
し
と
思
ひ
て
、
竊ひ

そ
か
に
其
の
方ま

さ
に
産
ま
む
と
す
る
を
伺

う
か
が

へ
ば
、
八や

尋ひ
ろ

わ
に
と
化な

り
て
、
匍は匐
ひ
委も

ご
よ蛇

ふ
。
即す

な
はち

見
驚
き
畏か

し
こみ

て
、
遁に

げ
退そ

く
。
尒し

か
し
て
、
豊と

よ
た
ま玉

毘び

売め
の

命み
こ
と、

其
の
伺う

か
がひ

見
る
事
を
知
り
て
、
心

こ
こ
ろ

恥は
づ
かし

と
以お

も為

ひ
て
、
乃す

な
はち

其
の
御み

こ子
を
生
み
置
き
て
、
白ま

を
さ
く
、「
妾あ

れ
、
恒つ

ね
に
海う

み
つ
道ち

を
通と

ほ
り

て
往か

よ来
は
む
と
欲お

も
ふ
。
然し

か
れ
ど
も
、
吾あ

が
形
を
伺う

か
がひ

見
つ
る
こ
と
、
是こ

れ
甚い

と

怍は
づ
かし

」

と
ま
を
し
て
、
即す

な
はち

海う
な
さ
か坂

を
塞さ

へ
て
返
り
入
る
。
是こ

こ
を
以も

ち
て
、
其
の
産う

め
る
御み

こ子

を
名な

づ
け
て
、
天あ

ま
津つ

日ひ

高た
か

日ひ

子こ

波な

限ぎ
さ

建た
け

鵜う

葺か

草や

葺ふ
き

不あ
へ
ず
の
み
こ
と

合
命
と
謂い

ふ
。

　

然し
か

れ
ど
も
後の

ち
は
、
其
の
伺う

か
がひ

し
情こ

こ
ろを

恨う
ら

む
れ
ど
も
、
恋こ

ほ
し
き
心
に
忍し

の
び
ず
て
、

其
の
御
子
を
治ひ

た養
す
縁よ

し
に
因よ

り
て
、
其
の
弟お

と
玉た

ま
よ
り依

毘び

売め

に
附つ

け
て
、
歌
を
献

た
て
ま
つる

。

其
の
歌
に
曰
は
く
、

赤あ
か

玉だ
ま

は　

緒を

さ
へ
光ひ

か
れ
ど

白し
ら
た
ま玉

の　

君き
み

が
装よ

そ
ひし　

貴た
ふ
とく

あ
り
け
り�

（
記
７
）

　

尒し
か

し
て
、
其
の
ひ
こ
ぢ
、
答こ

た
ふ
る
歌
に
曰
は
く
、

沖お
き

つ
鳥と

り　

鴨か
も

著ど

く
島し

ま
に

我わ

が
率ゐ

ね寝
し　

妹い
も

は
忘わ

す
れ
じ　

世よ

の
こ
と
ご
と
に�

（
記
８
）
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【
本
文
】

　

尒
、
将
二
方
産
一
之
時
、
白
二
其
日
子
一
言
、
凡
他
國
人
者
、
臨
二
産
時
一
、
以
二
本

國
之
形
一
産
生
。
故
、
妾
、
今
以
二
本
身
一
為
レ
産
。
願
、
勿
レ
見
レ
妾
。
於
是
、
思
レ

奇
二
其
言
一
、
竊
伺
二
其
方
産
一
者
、
化
二
八
尋
和
迩
一
而
、
匍
匐
委
蛇
。
即
見
驚
畏

而
、
遁
退
。
尒
、
豊
玉
侄
売
命
、
知
二
其
伺
見
之
事
一
、
以
二
為
心
恥
一
、
乃
生
二
置

其
御
子
一
而
白

（
１
）、

妾
、
恒
通
二
海
道
一
欲
二
往
来
一
。
然
、
伺
二
見
吾
形
一
、
是
甚
怍

（
２
）

之
、
即
塞
二

（
３
）

海
坂
一
而
返
入
。
是
以
、
名
其
所
レ
産
之
御
子
一
、
謂
二
天
津
日

高
日
子
波
限
建
鵜
葺

（
４
）

草
葺
不
合
命
一
。
訓
二
波
限
一
云
二
那
藝
佐
一
。
訓
二
葺
草
一

云
二
加
夜
一
。

　

然
後
者
、
雖
レ
恨
二
其
伺
情
一
、
不
レ
忍
二
恋
心
一
、
因
下
治
二
養
其
御
子
一
之
縁
上
、

附
二
其
弟
玉
依
侄
賣
一
而
、
献
レ（

５
）

歌
之
。
其
歌
曰
、

阿
（
６
）

加
陀

（
７
）

麻
波　

袁
佐
閇
比
迦
礼
杼　

斯
良
多
麻
能　

岐
美
何

（
８
）

余

（
９
）

曽
比
斯　

多
布
斗
久
阿
理
祁
理

　

尒
、
其
比
古
遅
、
三
字
以
音
。
答
歌
曰
、

意
岐
都
登
理　

加
毛
度
久
斯
麻
迩　

和
賀
韋　

泥
（
（1
（

斯　

伊
毛
波
和
須
礼
士　

余
能
許
登
碁　

登
（
（（
（

迩

 

【
校
異
】（
１
）
底
本
、「
自
」。
諸
本
に
よ
り
改
む
。（
2
）
底
本
、「
恠
」。
訂
正

古
訓
古
事
記
に
よ
り
改
む
。（
3
）
底
本
、「
寒
」。
諸
本
に
よ
り
改
む
。（
4
）
底

本
、「
葺
」
ナ
シ
。
卜
部
系
諸
本
に
よ
り
改
む
。（
5
）
底
本
、「
就
」。
諸
本
に
よ

り
改
む
。（
6
）
底
本
、「
河
」。
諸
本
に
よ
り
改
む
。（
7
）
底
本
、「
院
」。
諸
本

に
よ
り
改
む
。（
8
）
底
本
、「
能
何
」。
卜
部
系
諸
本
に
よ
り
改
む
。（
9
）
底
本
、

「
金
」。
諸
本
に
よ
り
改
む
。（
10
）
底
本
、「
葦
」。
諸
本
に
よ
り
改
む
。（
11
）
底

本
、「
基
」。
諸
本
に
よ
り
改
む
。

【
現
代
語
訳
】

　

赤
玉
は
そ
れ
を
通
し
た
緒
ま
で
光
る
け
れ
ど
も
、
白
玉
そ
の
も
の
で
あ
る
あ
な

た
の
姿
は
、
一
層
立
派
で
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
。�

（
記
７
）

　
（
沖
つ
鳥
）
鴨
が
寄
り
つ
く
島
に
、
私
が
誘
っ
て
共
寝
し
た
妻
の
こ
と
は
忘
れ
ま

い
。
一
生
の
あ
い
だ
も
。�

（
記
８
）

【
語
釈
】

本
つ
国
の
形
を
以
て
産
生
む　

日
向
神
話
の
第
二
代
に
当
た
る
火
遠
理
命
、
亦
の

名
は
天
津
日
高
日
子
穂
々
手
見
命
が
「
海う

み
の
神か

み
の
女

む
す
め

豊と
よ

玉た
ま

毘び

売め

」
と
結
婚
す
る
。

「
本
つ
国
」
と
は
海
の
神
の
国
の
こ
と
。
そ
の
「
形
を
以
て
産
生
む
」
は
、
後
文
の

「
八
尋
わ
に
と
化
り
て
、
匍
匐
ひ
委
蛇
ふ
」
と
照
応
す
る
。「
八
」
は
神
聖
多
数
を

表
し
、「
八
尋
わ
に
」
は
大
き
な
鮫
の
こ
と
。
豊
玉
毘
売
は
鮫
の
化
身
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

妾
を
見
る
こ
と
勿
れ　

豊
玉
毘
売
の
、
火
遠
理
命
に
対
す
る
こ
の
言
葉
は
、
見
る

な
の
禁
と
称
さ
れ
る
異
類
婚
姻
説
話
特
有
の
説
話
用
語
。「
見
る
な
」
の
タ
ブ
ー

は
後
文
「
見
驚
き
畏
み
て
、
遁
げ
退
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
必
ず
破
ら
れ
る
。
そ

の
結
果
、
男
女
の
関
係
に
「
海
坂
を
塞
へ
て
返
り
入
る
」
と
い
う
永
遠
の
破
綻
を

も
た
ら
す
。
こ
の
説
話
類
型
は
最
初
に
古
事
記
上
巻
の
黄
泉
国
訪
問
神
話
に
み
ら

れ
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
が
イ
ザ
ナ
キ
に
「
我あ

れ
を
視み

る
こ
と
莫な

か
れ
」
と
言
う
が
、
イ
ザ
ナ

キ
は
「
見み

畏か
し
こみ

て
逃に

げ
還か

へ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
千ち

引び

き
の
石い

は
を
其そ

の

黄よ
も
つ泉

ひ
ら
坂さ

か
に
引ひ

き
塞ふ

さ
ぎ
」
と
、
永
遠
の
別
れ
を
招
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
話
型

も
用
語
も
豊
玉
毘
売
神
話
に
驚
く
ほ
ど
重
な
る
。
崇
神
紀
の
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命

の
話
も
こ
の
類
型
で
あ
る
。
大
物
主
神
が
「
吾わ

が
形か

た
ちに

な
驚お

ど
ろき

ま
し
そ
」
と
言
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
蛇
の
姿
を
見
て
「
驚
き
て
叫さ

け啼
ぶ
」
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
百
襲
姫
は
「
箸は

し
に
陰ほ

と
を
撞つ

き
て
」
死
に
至
る
。
垂
仁
記
の
本
牟
智
和
気
御

子
の
場
合
も
、「
一ひ

と
宿よ

、
肥ひ

長な
が

比ひ

売め

に
婚あ

ふ
。
故か

れ
、
窃ひ

そ
か
に
其そ

の
美を

と
め人

を
伺う

か
かへ

ば
、
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蛇へ
み

な
り
。
即す

な
はち

、
見み

畏か
し
こみ

て
遁に逃
ぐ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
型
の
説
話
と
確

認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
類
型
は
相
手
が
神
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
神
の

化
身
で
あ
る
か
ら
見
る
な
の
禁
が
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
類
型

は
、
枠
組
み
と
し
て
は
神
婚
説
話
で
あ
り
、
生
ま
れ
た
子
が
尊
貴
な
神
の
子
で
あ

る
こ
と
を
語
る
意
味
が
あ
っ
た
。
当
面
の
豊
玉
毘
売
神
話
で
言
え
ば
、
天
津
神
と

海
の
神
の
女
と
の
あ
い
だ
か
ら
、
し
か
も
八
尋
わ
に
と
い
う
異
類
の
母
神
か
ら
生

ま
れ
た
鵜
葺
草
葺
不
合
命
、
そ
の
常
な
ら
ざ
る
尊
貴
な
子
の
誕
生
を
伝
え
る
た
め

に
、
こ
の
話
型
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。

天
津
日
高
日
子
波
限
建
鵜
葺
草
葺
不
合
命　

日
向
三
代
の
神
話
の
最
後
の
御
子
。

「
天
津
日
高
」
は
ア
マ
ツ
ヒ
コ
と
訓
む
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
新
編
全
集
古
事
記
は

ア
マ
ツ
ヒ
タ
カ
と
訓
読
し
、「
天
の
日
を
高
く
仰
ぎ
見
る
ご
と
く
尊
い
の
意
」
と
す

る
。
そ
れ
に
「
日
子
」
が
付
い
て
天
津
神
の
子
孫
を
日
神
の
御
子
と
し
て
称
え
る
、

日
向
三
代
の
神
名
に
共
通
し
て
冠
す
る
呼
称
で
あ
る
。
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
の
神

名
は
「
海う

み
辺へ

の
波な

ぎ
さ限

に
鵜う

の
羽は

を
以も

ち
て
葺か

草や

と
為し

て
、
産う

ぶ
殿や

を
造つ

く
る
。
是こ

こ
に
、
其そ

の
産
殿
を
未い

ま
だ
葺ふ

き
合あ

へ
ぬ
に
、
御み

腹は
ら

の
急に

は
か
な
る
に
忍た

へ
ず
」
と
記
述
す
る
、

そ
の
出
産
の
状
況
に
由
来
す
る
。
鵜
の
羽
で
葺
く
産
屋
の
民
俗
は
ま
だ
明
ら
か
で

な
い
が
、
鵜
の
羽
と
言
え
ば
、
山
口
県
土
井
ヶ
浜
の
弥
生
遺
跡
は
鵜
を
抱
く
少
女

の
人
骨
が
出
土
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
死
者
の
魂
を
他
界
に
送
り
と
ど
け

る
鵜
は
、
他
界
と
現
世
の
通
い
路
に
通
じ
て
い
た
（
谷
川
健
一
『
神
・
人
間
・
動

物
』）。
人
間
の
霊
魂
は
海
彼
か
ら
来
て
海
彼
に
還
る
と
も
信
じ
ら
れ
、
鵜
は
死
と

再
生
を
司
る
鳥
で
あ
っ
た
。
産
屋
を
鵜
の
羽
で
葺
く
の
は
人
の
誕
生
を
促
す
霊
力

が
期
待
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
の

こ
の
よ
う
な
神
名
は
日
向
神
話
で
は
や
や
異
質
で
あ
る
。
天
の
忍
穂ほ

耳
命
―
番ほ

能

邇
々
芸
命
―
穂ほ

ほ々

手
見
命
（
火ほ

遠
理
命
）
と
稲
で
続
く
神
名
か
ら
み
る
と
、
鵜
葺

草
葺
不
合
命
の
名
だ
け
が
違
例
で
あ
る
と
新
潮
古
典
集
成
古
事
記
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
明
ら
か
に
こ
の
神
は
神
話
的
な
出
自
が
異
な
る
。
別
系
統
の
神
が
日
向
神

話
か
ら
初
代
の
神
武
天
皇
の
あ
い
だ
を
つ
な
ぎ
、
神
か
ら
人
の
時
代
へ
の
橋
渡
し

と
い
う
役
割
を
担
っ
た
こ
と
に
な
る
。

然
れ
ど
も
後
は
、
其
の
伺
ひ
し
情
…
…　

こ
れ
以
下
の
散
文
は
歌
の
た
め
に
叙
述

さ
れ
る
部
分
。
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
の
神
名
を
示
す
前
段
で
神
話
的
叙
述
は
完
結

す
る
の
だ
が
、「
海
坂
を
塞
へ
て
返
り
入
る
」
と
い
う
豊
玉
毘
売
と
火
遠
理
命
の
別

離
以
後
を
歌
の
贈
答
を
中
心
に
語
る
。
別
れ
た
後
の
夫
婦
神
の
恋
情
と
と
も
に
、

姉
豊
玉
毘
売
が
そ
の
恋
歌
を
託
す
る
こ
と
で
、
御
子
の
養
育
役
で
あ
る
妹
の
玉
依

毘
売
を
登
場
さ
せ
る
意
味
が
あ
る
。

弟
玉
依
毘
売　
「
弟
」
は
兄
・
姉
に
対
し
て
年
齢
の
若
い
者
を
指
し
、
男
女
に
用
い

る
。
古
事
記
上
巻
に
「
姉あ

ね
石い

は
長な

が
比ひ

売め

…
…
弟お

と
木こ

の
花は

な
之の

佐さ

久く

夜や

毘び

売め

」
と
み
え
る
。

後
文
に
、
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
は
こ
の
玉
依
毘
売
を
娶
っ
て
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命

（
神
武
天
皇
）
な
ど
四
御
子
が
生
ま
れ
た
と
あ
る
。
初
代
の
神
武
天
皇
へ
の
系
譜

に
母
と
し
て
直
接
つ
な
が
る
重
要
な
位
置
に
あ
る
。「
玉
依
」
は
神
霊
が
玉
に
寄

り
つ
く
意
で
、
神
を
祭
る
神
の
嫁
、
す
な
わ
ち
巫
女
的
な
存
在
と
み
ら
れ
る
。
巫

女
が
呪
具
と
し
て
身
に
着
け
る
玉
を
象
徴
す
る
名
辞
で
あ
ろ
う
。
神
代
紀
に
「
高た

か

皇み

産む
す

霊ひ
の

尊み
こ
との

兒
み
む
す
め

萬よ
ろ
づ

幡は
た

姫ひ
め

の
兒み

こ

玉た
ま
よ
り
ひ
め
の

依
姫
命み

こ
と」、

崇
神
記
に
大
物
主
神
の
妻

「
活い

く
た
ま
よ
り
び
め

玉
依
毘
売
」、
崇
神
紀
に
同
じ
く
「
活い

く
た
ま
よ
り
び
め

玉
依
媛
」、
山
城
国
風
土
記
逸
文
に
も

「
玉た

ま
よ
り依

日ひ
め売

」
と
数
か
所
に
み
え
、
こ
の
神
名
は
一
般
名
称
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
特
に
最
後
の
「
玉
依
日
売
」
で
は
、
川
で
拾
っ
た
丹
塗
矢
を
床
辺
に
置
い
て

身
ご
も
る
と
い
う
丹
塗
矢
型
説
話
に
な
っ
て
い
て
、
神
霊
が
寄
り
つ
く
神
の
嫁
の

姿
が
明
示
さ
れ
る
例
で
あ
る
。
玉
依
毘
売
の
「
玉
」
が
歌
詞
の
「
赤
玉
」「
白
玉
」

と
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

赤
玉
は　

緒
さ
へ
光
れ
ど　

ア
カ
ダ
マ
に
つ
い
て
、
大
系
本
日
本
書
紀
の
頭
注
は

「
明
珠
と
も
赤
珠
と
も
字
を
あ
て
る
こ
と
が
出
来
る
。
ア
カ
は
、
光
の
豊
富
な
こ

と
」
と
す
る
。
本
草
和
名
に
「
虎
魄　

一
名
明
玉
神
珠　

和
名
阿
加
多
末
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
に
は
琥
珀
と
み
る
の
が
通
説
で
あ
る
。「
緒
さ
へ
」
は
緒
ま
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で
も
と
言
い
、
赤
玉
が
光
る
の
を
讃
美
す
る
。
神
代
紀
の
類
歌
が
「
赤
玉
の
光
は

あ
り
と
」（
紀
６
）
と
す
る
の
は
そ
れ
を
直
接
言
い
表
す
う
た
い
方
で
あ
る
。
こ
の

句
は
緒
で
貫
か
れ
た
赤
玉
の
首
飾
り
の
こ
と
を
言
う
。

白
玉
の　

君
が
装
し　

貴
く
あ
り
け
り　

シ
ラ
タ
マ
は
主
に
真
珠
を
指
す
。「
玉た

ま

な
ら
ば
我あ

が
欲ほ

る
玉た

ま
の
鮑

あ
は
び

之し
ら
た
ま

羅
陀
魔
（
白
玉
）」（
紀
92
）
と
う
た
わ
れ
、
真
珠
は

白
玉
の
代
表
と
さ
れ
た
。
万
葉
歌
の
「
海わ

た
神つ

み

の
持
て
る
白し

ら
た
ま玉

」（
7
・
一
三
〇
二
）

は
真
珠
が
海
神
の
も
の
と
す
る
。
允
恭
紀
十
四
年
に
も
、
男を

狭さ

磯し

が
命
を
代
償
に

海
底
か
ら
「
真し

ら
た
ま珠

」
を
取
っ
て
き
て
島
の
神
を
祀
る
話
が
あ
る
。
白
玉
は
神
の
も

の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
身
に
着
け
た
あ
な
た
は
最
高
に
貴
い
と
う
た
う
。
妻

豊
玉
毘
売
が
、
赤
玉
よ
り
も
白
玉
の
方
が
貴
い
と
し
、
そ
れ
を
身
に
着
け
る
君

（
火
遠
理
命
）
を
称
え
る
歌
と
み
て
問
題
は
な
い
。
白
玉
（
真
珠
）
は
神
の
依
代
で

あ
り
、
神
そ
の
も
の
と
み
な
す
観
念
が
豊
玉
・
玉
依
―
赤
玉
・
白
玉
と
い
う
関
係

の
背
後
に
あ
り
、
そ
れ
が
歌
と
散
文
あ
い
だ
を
つ
な
い
で
い
る
。

沖
つ
鳥　

鴨
著
く
島
に　
「
沖
つ
鳥
」
は
「
鴨
」
の
枕
詞
。
万
葉
歌
に
「
沖
つ
鳥
鴨

と
い
う
船
」（
16
・
三
八
六
六
）
と
み
え
る
。
神
代
紀
の
類
歌
に
は
「
鴨
着づ

く
島
」

と
あ
り
、
ツ
ク
（
着
ク
）
→
ヅ
ク
→
ド
ク
と
音
韻
変
化
す
る
。
ツ
ク
が
ド
ク
に
変

化
し
た
例
は
古
事
記
上
巻
の
「
底そ

こ
度ど

久く

御み

魂た
ま

」
が
あ
る
。
鴨
が
寄
り
着
き
集
ま
る

島
の
意
で
、
鴨
の
番
の
営
み
が
次
の
「
率
寝
し
」
に
共
寝
を
連
想
さ
せ
る
句
と
し

て
つ
な
が
っ
て
い
く
。
散
文
で
は
海
の
神
の
国
が
歌
で
は
海
彼
の
「
島
」
と
い
う

表
現
に
な
る
。
古
代
的
な
世
界
観
で
は
海
底
と
い
う
垂
直
と
海
彼
と
い
う
水
平
が

交
替
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
関
係
は
矛
盾
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。

我
が
率
寝
し　

妹
は
忘
れ
じ　

世
の
こ
と
ご
と
に　
「
率
寝
し
」
は
誘
っ
て
共
寝

を
し
た
と
い
う
意
。
万
葉
歌
に
「
息い

き
づ
く
君
を
率ゐ

寝ね

て
遣や

ら
さ
ね
」（
14
・
三
三

八
八
）、「
あ
ま
た
夜よ

も
率ゐ

寝ね

て
来こ

ま
し
を
」（
14
・
三
五
四
五
）、「
橘

た
ち
ば
なの

寺
の
長な

が

屋や

に
我わ

が
率ゐ

ね寝
し
」（
16
・
三
八
二
二
）
な
ど
と
あ
る
。「
妹
は
忘
れ
じ
」
は
妻
の

こ
と
は
忘
れ
ま
い
の
意
。「
世
」
は
一
つ
の
区
切
ら
れ
た
期
間
を
言
う
。
時
代
別

国
語
大
辞
典
・
上
代
編
で
は
、
葦
・
竹
な
ど
の
節
間
の
ヨ
と
関
係
が
あ
る
と
し
、

「
世よ

の
限
り
に
や
恋こ

ひ
渡
り
な
む
」（
万
20
・
四
四
四
二
）
を
引
く
。
こ
こ
で
は
生

き
て
い
る
限
り
、
一
生
の
意
。
神
代
紀
の
類
歌
で
は
「
妹
は
忘
ら
じ　

世
の
こ
と

ご
と
も
」
と
四
段
動
詞
に
な
っ
て
お
り
、
記
８
の
下
二
段
動
詞
よ
り
も
「
忘
れ
は

し
な
い
」
と
い
う
意
志
的
な
否
定
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
れ
は
古
代
歌
謡
全
注
釈
・

古
事
記
編
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
誓
約
の
意
味
合
い
が
強
く
な
る
。
こ
の
歌
は
歌

経
標
式
に
も
、「
彦ひ

こ
火ほ

ほ々

出で

見み
の

天す
め
ら

皇み
こ
との

海わ
た
つ
み龍

の
女む

す
めに

贈
る
歌
」
と
し
て
採
録
さ

れ
る
。
作
者
を
「
天
皇
」
と
し
、
歌
詞
は
古
事
記
の
方
に
近
い
。
恋
歌
の
作
者
は

神
と
せ
ず
、
古
事
記
の
方
が
恋
歌
の
表
現
と
し
て
自
然
だ
と
す
る
受
容
の
し
か
た

で
あ
ろ
う
。

【
解
説
】

　

こ
の
二
首
は
神
代
紀
に
類
歌
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
此こ

の
贈ふ

答た

二う

首た

を
、
号な

づ

け
て

挙あ
げ

歌う
た

と
曰い

ふ
」
と
、
歌
曲
名
を
記
す
。
日
本
書
紀
纂
疏
は
「
挙
歌
者
可
二
挙
而
唱

歌
一
也
」
と
し
、
稜
威
言
別
は
「
此コ

は
楽
府
に
し
て
諷
ふ
時
、
律
呂
の
調
子
に
随

て
、
低ア

ゲ
オ
ロ
シ昂

あ
る
、
其ノ
挙ゲ
歌
に
用
ひ
し
也
」
と
説
明
す
る
。
古
事
記
の
方
に
歌
曲
名

の
注
記
を
み
な
い
の
は
、
古
事
記
に
こ
の
二
首
が
採
録
さ
れ
、
宮
廷
歌
舞
の
官
署

に
歌
曲
と
し
て
保
存
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
に
、
日
本
書
紀
が
成
立
し
た
と
い

う
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
官
署
と
は
雅
楽
寮
か
ら
独
立
し
た
機
関
で
、
万
葉

集
巻
六
、
天
平
八
（
七
三
六
）
年
の
歌
に
そ
の
名
が
み
え
る
歌
舞
所
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
改
組
を
経
て
、
奈
良
朝
後
期
に
は
大
歌
所
に
発
展
し
て
い
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
記
紀
歌
謡
は
歌
そ
の
も
の
が
歴
史
叙
述
の
性
格
を
有
し
、

あ
る
い
は
歴
史
伝
承
を
伴
う
が
ゆ
え
に
、
歌
曲
か
否
か
を
問
わ
ず
、
宮
廷
歌
謡
と

し
て
歌
舞
所
に
保
存
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

挙
歌
の
歌
曲
名
を
持
つ
に
至
っ
た
二
首
の
歌
に
は
、
表
現
上
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
言
え
る
の
か
。
古
代
歌
謡
全
注
釈
・
古
事
記
編
は
、「
赤
玉
」
の
歌
（
記
７
）
に
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個
人
的
、
自
己
表
現
的
な
性
格
が
み
え
る
こ
と
か
ら
物
語
歌
で
あ
る
と
し
た
。
他

方
、「
沖
つ
鳥
」
の
歌
（
記
8
）
に
は
物
語
と
歌
詞
に
ず
れ
が
あ
る
と
し
て
こ
れ

を
独
立
歌
謡
と
認
定
し
、
本
来
、「
磯
遊
び
で0

歌
わ
れ
た
歌
垣
の
歌
」（
傍
点
、
著

者
）
と
そ
の
実
体
を
推
定
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
見
解
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
が
あ
る
。
物
語
歌
の
概
念
は
物
語

の
た
め
の
創
作
歌
な
い
し
は
改
作
歌
と
さ
れ
る
。
国
家
の
歴
史
叙
述
で
あ
る
記
紀

に
お
い
て
、
歌
の
創
作
や
改
作
が
可
能
だ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
念
は
ど
う
し
て
も

払
拭
さ
れ
な
い
。
最
初
の
方
で
述
べ
た
よ
う
に
、
記
紀
の
歌
は
物
語
歌
と
か
独
立

歌
謡
と
い
う
次
元
に
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
明
確
に
言
え
る
の
は
歴
史
叙
述
の
性

格
を
持
つ
宮
廷
歌
謡
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
「
沖
つ
鳥
」
の
歌
（
記
8
）
を
み
て
い
く

と
、「
妹
は
忘
れ
じ
」
の
表
現
に
目
が
と
ま
る
。
妹
は
（
を
）
忘
れ
な
い
と
い
う
男

歌
の
表
現
は
、
類
型
表
現
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
万
葉
集
の
相
聞
歌
に
よ

く
み
ら
れ
る
う
た
い
方
で
あ
る
。
そ
の
い
く
つ
か
を
次
に
あ
げ
て
み
よ
う
。

1　

大お
ほ
と
も伴

の
三み

つ津
の
浜
な
る
忘わ

す
れ
貝が

ひ
家い

へ
な
る
妹い

も
を
忘
れ
て
思お

も
へ
や

　

�

　
（
１
・
六
八
、
身
人
部
王
）

2　

夏な
つ

野の

行ゆ

く
小を

鹿し
か

の
角つ

の
の
束つ

か
の
間ま

も
妹い

も
が
心
を
忘わ

す
れ
て
思お

も
へ
や

�

　
　
　
　
（
４
・
五
〇
二
、
柿
本
人
麻
呂
）

3　

人ひ
と

目め

多お
ほ

み
逢あ

は
な
く
の
み
そ
心
さ
へ
妹い

も
を
忘わ

す
れ
て
我あ

が
思お

も
は
な
く
に

�

　
　
（
４
・
七
七
〇
、
大
伴
家
持
）

4　

高た
か
ま
と円

の
野の

へ辺
の
か
ほ
花ば

な
面お

も
か
げ影

に
見
え
つ
つ
妹い

も
は
忘わ

す
れ
か
ね
つ
も

�

　
　
（
８
・
一
六
三
〇
、
大
伴
家
持
）

5　

海あ
ま人

娘を
と
め子

潜か
づ

き
取
る
と
い
ふ
忘わ

す
れ
貝が

ひ
よ
に
も
忘
れ
じ
妹い

も
が
姿す

が
たは

�

　
　
　
　
　
　
　
（
12
・
三
〇
八
四
）

6　

若わ
か

の
浦う

ら
に
袖
さ
へ
濡ぬ

れ
て
忘わ

す
れ
貝
拾ひ

り
へ
ど
妹い

も
は
忘わ

す
ら
え
な
く
に

�

　
　
　
　
　
　
　
（
12
・
三
一
七
五
）

7　

あ
し
ひ
き
の
山
は
百も

も
重へ

に
隠か

く
す
と
も
妹い

も
は
忘わ

す
れ
じ
直た

だ
に
逢あ

ふ
ま
で
に

�

　
　
　
　
　
（
12
・
三
一
八
九
）

8　

妹い
も

が
袖
別
れ
て
久ひ

さ
に
な
り
ぬ
れ
ど
一ひ

と
日ひ

も
妹い

も
を
忘わ

す
れ
て
思お

も
へ
や

�

　
（
15
・
三
六
〇
四
、
遣
新
羅
使
人
）

9　

立た

ち
鴨こ

も
の
発た

ち
の
騒さ

わ
き
に
相あ

ひ
見み

て
し
妹い

も
が
心
は
忘わ

す
れ
せ
ぬ
か
も

�

　
　
　
　
　
　
　
（
20
・
四
三
五
四
）

　

7
の
作
者
未
詳
歌
に
同
じ
句
が
出
て
く
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
5
に
は

「
よ
に
も
忘
れ
じ
」
と
、
一
生
の
意
の
「
よ
」
が
、
け
っ
し
て
、
と
い
う
強
意
に
転

化
し
て
用
い
ら
れ
、
表
現
と
し
て
は
「
世
の
こ
と
ご
と
も
」
に
近
い
。「
忘
れ
貝
」

の
発
想
は
身
人
部
王
の
１
か
ら
作
者
未
詳
歌
の
5
と
6
に
広
が
り
を
み
せ
て
い

る
。「（
妹
を
）
忘
れ
て
思
へ
や
」
の
結
句
様
式
も
1
・
2
か
ら
8
へ
と
つ
な
が
る
。

こ
の
よ
う
な
「
妹
は
忘
れ
じ
」
の
九
首
の
う
ち
、
8
と
9
を
除
く
後
半
三
首
が
古

今
相
聞
往
来
歌
に
分
類
さ
れ
る
作
者
未
詳
歌
に
属
す
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
記

紀
歌
謡
の
一
部
は
意
外
に
も
こ
の
作
者
未
詳
歌
の
世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
に
述
べ
た
宮
廷
歌
謡
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ

う
と
も
言
え
な
い
。
歴
史
叙
述
の
歌
と
し
て
、
あ
る
い
は
歴
史
伝
承
を
伴
う
歌
と

し
て
作
者
未
詳
歌
の
世
界
に
浮
遊
し
、
そ
れ
ら
が
宮
廷
歌
謡
に
加
わ
っ
て
い
く
と

い
う
状
況
が
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
宮
廷
歌
謡
か
ら
相
聞
歌
と
し
て
作
者
未
詳
歌
の

世
界
に
流
伝
し
て
い
く
も
の
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
二
つ
の
歌
世
界
は

絶
え
ず
交
流
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

豊
玉
毘
売
と
火
遠
理
命
の
贈
答
歌
は
、
き
わ
め
て
整
っ
た
短
歌
体
で
、
し
か
も

そ
こ
に
は
万
葉
集
の
相
聞
歌
に
通
じ
る
表
現
が
み
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
を
解
く
鍵

は
、こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
作
者
未
詳
歌
と
い
う
歌
世
界
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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結
び

　

古
事
記
神
話
は
出
雲
神
話
か
ら
日
向
神
話
へ
と
展
開
し
、
神
武
天
皇
の
誕
生
を

も
っ
て
終
焉
す
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
の
は
、
国
作
り
神
話
へ
の
導
入
と
な
る

八
千
矛
神
（
大
国
主
神
）
の
神
語
、
国
譲
り
神
話
の
中
に
出
て
く
る
阿
遅
志
貴
高

日
子
根
神
話
と
い
う
二
つ
の
出
雲
神
話
、
も
う
一
つ
は
豊
玉
毘
売
と
火
遠
理
命

（
日
子
穂
々
手
見
命
）
の
唱
和
と
い
う
日
向
神
話
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
歌
と
散
文
で

構
成
さ
れ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
三
神
話
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
す
る
内
容
を

も
っ
て
お
り
、
前
後
と
連
続
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
一
挿
話
と
し
て
の
遊
離
性

が
強
い
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
三
神
話
が
歌
を
中
心
に
成
り
立
つ

と
い
う
点
に
あ
る
。
出
雲
国
を
舞
台
と
す
る
大
国
主
神
の
国
作
り
か
ら
国
譲
り
、

日
向
国
を
舞
台
に
し
た
邇
々
芸
命
の
天
孫
降
臨
か
ら
鵜
葺
草
葺
不
合
命
の
誕
生
と

い
う
筋
立
て
を
神
話
の
縦
軸
と
す
れ
ば
、
三
神
話
は
挿
話
と
し
て
の
横
軸
に
当
た

る
。
三
神
話
の
歌
と
散
文
が
前
後
か
ら
明
確
に
遊
離
す
る
ほ
ど
の
挿
話
性
を
も
つ

点
は
、
本
稿
の
注
釈
の
中
で
明
ら
か
に
し
得
た
と
思
う
。
挿
話
と
言
う
と
軽
く
聞

こ
え
る
が
、
三
神
話
は
そ
れ
ぞ
れ
次
に
展
開
し
て
い
く
た
め
の
結
節
点
と
い
う
役

割
を
に
な
っ
て
い
る
。

　

三
神
話
の
挿
話
的
性
格
は
歌
と
関
係
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
縦
軸
の
神
話
に
対

し
て
歌
に
よ
っ
て
根
拠
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
歌
に
よ
っ
て
神
話
の
神
々
が

現
出
し
て
く
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
歌
が
神
々
の
声
だ
か
ら
で
あ
る
。
散

文
叙
述
は
あ
く
ま
で
も
書
き
手
の
も
の
で
し
か
な
い
が
、
記
紀
に
お
い
て
歌
は

神
々
の
声
そ
の
も
の
と
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
が
歌
を
一
字
一
音
表
記
に
す
る
第
一

の
理
由
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
歌
に
対
す
る
解
釈
や
理
解
が
記
紀
の
書
き

手
に
よ
る
散
文
叙
述
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
歌
は
神
話
が
存
在
す
る
根
拠
を
示

す
と
い
う
機
能
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
古
事
記
の
出
雲
・
日
向
神
話
を
取
り
上
げ
、
歌
と
散
文
の
注
釈
を

試
み
て
き
た
。
注
釈
作
業
の
結
果
、
歌
を
中
心
と
す
る
横
軸
の
神
話
は
縦
軸
の
神

話
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
確
認
し
て
結

び
と
す
る
。
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― Abstract ― 26

	 Kaijin	Akashi`s	an	anthology	“Hakubyo”	(White	Cat)	is	constituted	by	Part	1	as	Hakubyo	and	
Part	2	Kage	(The	Shadow).		In	Part	1,	he	wrote	Tanka	poems	as	a	public	world	like	a	speaker	for	
the	lepers	or	respect	for	the	imperial	family.		On	the	other	hand	Part	2	expanded	the	inner	surface	
of	the	anguish	of	lepers.
	 This	paper	is	intended	to	investigate	the	color	terms	to	the	difference.		As	a	result,	the	following	
facts	were	revealed.		First,	in	percent	of	the	color	terms	Part	2	as	compared	to	the	first	part	has	
tripled.		Best	Three	at	Part	1	appeared	white,	red,	blue,	but	Part	2	were	blue,	white,	red.		Not	so	
much	difference	in	the	order.		
	 However,	a	lot	of	how	to	use	is	different	each.		For	example,	the	white	is	used	as	normal	color	
in	Part	1	like	things	and	natural	phenomena.	But	in	Part	2,	it	is	used	to	bad	dreams	or	insecurity	of	
feeling.		In	the	case	of	blue,	it	is	used	overwhelming	majority	in	Part	2.		Blue	of	Part	1	is	described	
a	natural	phenomenon	mediocre.	
	 However	Part	2	is	written	jealousy	and	sense	of	emptiness	and	sadness	that	has	been	abandoned	
to	it	that	for	the	mystery	of	blue.		As	a	result,	the	color	terms	in	Part	1	occupied	by	the	monotone,	
but	many	color	terms	are	used	in	Part	2,	and	uneasiness	and	sorrow	are	expressed	through	it.
	 In	addition,	the	study	of	this	color	terms	analyzed	not	only	the	difference	of	“Hakubyo”	but	also	
“Kage	2”	which	gathered	up	the	later	Tanka	poems.		There	are	more	percentages	of	the	color	terms	
than	Part	1,	but	there	is	fewer	it	than	Part	2.		Many	turns	are	the	same	as	Part	2	with	blue,	white,	
red.		And	fear	or	the	uneasiness	that	blue	means	are	near	to	that	of	Part	2.		
	 Next,	I	studied	color	terms	before	and	after	the	loss	of	eyesight	of	Kaijin.		With	many	turns,	it	
was	white,	blue,	red	before	loss	of	eyesight	and	was	blue,	white,	red	after	loss	of	eyesight.		There	
are	a	lot	of	Tanka	poems	which	are	seeing	directly	before	loss	of	eyesight	and	are	composing	its	
color	overwhelmingly.		Something	on	which	a	word	as	“The	blind”	is	recorded	after	loss	of	eyesight	
becomes	a	lot.	An	expression	by	hearing	also	becomes	a	lot.		Something	by	which	the	color	at	the	
inside	is	used	for	in	the	dream	and	imagination	became	a	lot.
	 Furthermore,	I	studied	the	difference	with	the	work	of	novelist	Tamio	Hojo	whom	same	Hansen’s	
disease	by	color	terms.		Hojo	used	also	many	white,	black,	blue.		However,	it	may	be	greatly	different	
from	the	color	expression	of	Kaijin.		When	the	author	draws	the	color	of	the	skin,	Hojo	express	it	
directly	but	no	such	to	Kaijin.		It	is	due	to	literary	differences	of	two	people.

Study	of	the	Hansen’s	Disease	Drawn	
on	Japanese	Modern-Times	Literature

─	Focusing	on	color	terms	in	Kaijin	AKASHI’s	“Hakubyo”	─

Ikeda	Isao
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明
石
海
人
に
お
け
る
色
彩
語
の
考
察

─
歌
集
『
白
描
』
を
中
心
に
─　

池

田
　

功

は
じ
め
に

　

明
石
海
人
（
一
九
〇
一
年
～
一
九
三
九
年
）
は
、
二
六
歳
の
時
に
ハ
ン
セ
ン
病

と
診
断
さ
れ
、
明
石
楽
生
病
院
、
長
島
愛
生
園
な
ど
で
隔
離
療
養
生
活
を
送
り
、

三
六
歳
の
時
に
失
明
す
る
。
し
か
し
、
三
八
歳
の
時
に
、『
新
万
葉
集
』（
改
造
社
出

版
）
に
一
一
首
が
掲
載
さ
れ
歌
壇
の
注
目
を
浴
び
、
翌
年
の
二
月
に
は
歌
集
『
白

描
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
る
。
そ
の
直
後
の
一
九
三
九
年
（
昭
和
一
四
）
六
月

に
、
腸
結
核
の
た
め
に
三
七
年
一
一
ヶ
月
の
生
涯
を
終
え
た
。
し
か
し
、
死
後
『
明

石
海
人
全
集　

上
・
下
・
別
巻
』（
昭
和
一
六
年
））

1
（

が
刊
行
さ
れ
、
さ
ら
に
二
〇
一

二
年
（
平
成
二
四
）
に
は
、
村
井
紀
編
に
よ
る
岩
波
文
庫
『
明
石
海
人
歌
集
』）

2
（

が

刊
行
さ
れ
、
そ
の
人
気
は
今
も
な
お
続
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
海
人
の
人
気
は
短
歌
に
あ
り
、
そ
れ
も
歌
集
『
白
描
』
で
あ
る
。
こ

の
歌
集
は
第
一
部
「
白
描
」
と
第
二
部
「
翳
」
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
海
人
自
身
が
記
し
て
い
る
。
第
一

部
「
白
描
」
は
、「
診
断
」「
島
の
療
養
所
」「
失
明
」「
不
自
由
者
寮
」「
気
管
切
開
」

な
ど
と
、
自
ら
の
病
歴
に
従
っ
て
編
年
風
に
構
成
さ
れ
、「
皇
太
后
陛
下
の
御
仁
徳

を
偲
び
奉
り
て
」
の
詞
書
き
と
と
も
に
皇
室
へ
の
敬
意
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
第
二
部
「
翳
」
は
、
す
べ
て
前
川
佐
美
雄
主
宰
の
雑
誌
「
日
本
歌
人
」

に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
日
本
歌
人
同
人
の
唱
へ
る
ポ
エ
ジ
イ
短
歌
論
」
に

従
い
、「
よ
り
深
く
己
が
本
然
の
相
に
触
れ
得
た
」
短
歌
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、『
白
描
』
の
第
一
部
と
第
二
部
と
で
は
異
な
っ
た
編
集
が
さ
れ
、
異
な
っ
た

内
容
の
短
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
歌
人
や
研
究
者
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
い
る）

3
（

。

　

つ
ま
り
、
第
一
部
は
海
人
が
『
新
万
葉
集
』
に
選
ば
れ
有
名
に
な
り
、
ハ
ン
セ

ン
病
者
を
代
表
す
る
形
で
自
ら
の
病
歴
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
表
側
に
位
置
す
る
公
的
な
面
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
第
二
部
は
、

タ
イ
ト
ル
の
「
翳
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
第
一
部
の
翳
で
あ
り
、
裏
面
と

も
い
え
る
自
ら
の
内
面
を
思
い
っ
き
り
正
直
に
詠
ん
だ
歌
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
第
一
部
と
第
二
部
の
相
違
を
、
も
っ
と
他
の
面
か
ら
も

指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
れ
は
色
彩
面
で
あ
る
。

《
個
人
研
究
第
2
種
》
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海
人
は
一
九
二
一
年
（
大
正
一
〇
）
の
二
一
歳
の
小
学
校
教
師
時
代
に
、
静
岡
師

範
学
校
講
習
会
に
お
い
て
「
図
画
科
手
工
科
講
習
会
」
を
受
講
し
て
い
る
し
、
ま

た
三
〇
歳
の
時
に
は
加
古
川
で
映
画
館
の
看
板
描
き
な
ど
を
し
て
い
る
こ
と
が
年

譜）
4
（

に
記
さ
れ
て
い
る
。
海
人
に
は
美
術
の
素
養
や
才
能
が
あ
り
、
色
彩
に
も
敏
感

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
色
彩
に
つ
い
て
は
、
既
に
山

下
多
恵
子）

5
（

が
部
分
的
に
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
本
稿
で
も
っ
と
詳

細
に
分
析
し
た
い
と
思
う
。

　

ま
た
、
こ
の
色
彩
語
の
分
析
研
究
は
、『
白
描
』
の
第
一
部
、
第
二
部
の
相
違
だ

け
で
な
く
、
そ
の
後
の
歌
を
ま
と
め
た
「
翳
（
二
）」
も
分
析
し
、『
白
描
』
と
の

相
違
も
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
さ
ら
に
、
海
人
の
失
明
前
と
失
明
後
の
短
歌
の

色
彩
語
を
中
心
と
し
た
相
違
を
分
析
し
、
そ
の
相
違
も
明
ら
か
に
し
た
い
。
最
後

に
同
じ
ハ
ン
セ
ン
病
を
病
ん
だ
小
説
家
・
北
條
民
雄
の
作
品
と
の
色
彩
語
の
相
違

も
分
析
し
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
本
稿
で
、
海
人
の
色
彩
語
を
通
し
て

新
た
な
考
察
を
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

一　
『
白
描
』
の
色
彩
語

（
1
）
第
一
部
と
第
二
部
の
相
違

		

『
白
描
』
第
一
部
の
「
白
描
」
は
、
長
歌
七
首
と
短
歌
五
一
七
首
で
構
成
さ
れ
、

第
二
部
「
翳
」
は
短
歌
一
五
四
首
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
色
彩
語
の
具
体
的

な
使
用
頻
度
を
次
に
示
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
第
一
部
「
白
描
」
で
あ
る
。

①
白
─
三
一
回
（
六
％
）
②
赤
・
朱
・
紅
の
赤
系
統
─
一
三
回
（
二
・
五
％
）

③
青
・
蒼
─
一
〇
回
（
二
％
）
④
黄
─
八
回
（
一
・
五
％
）
⑤
む
ら
さ
き
─

三
回　

⑥
黒
─
二
回　

⑦
金
─
一
回　
（
参
考
）
光
─
一
三
回
（
二
・
五
％
）

　

色
彩
語
は
、
白
、
赤
系
統
、
青
（
蒼
）、
黄
、
む
ら
さ
き
、
黒
、
金
な
ど
で
あ

り
、
そ
れ
に
色
彩
語
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
「
光
」
も
入
れ
る
と
八
二
回
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
全
体
の
一
六
％
ほ
ど
に
な
る
。
色
彩
的
に
は
「
白
」
が
最
も
多

く
使
わ
れ
、
後
は
赤
系
統
、
青
、
黄
な
ど
と
続
い
て
い
る
。

　

次
に
、
第
二
部
「
翳
」
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
色
彩
語
の
使
用
頻
度
を
挙
げ
て

み
よ
う
。

①
青
・
蒼
─
二
七
回
（
一
七
・
五
％
）
②
白
─
二
一
回
（
一
四
％
）
③
赤
・

紅
─
七
回
（
四
・
五
％
）
④
黄
─
四
回
（
二
・
六
％
）
④
黒
─
四
回
（
二
・

六
％
）
⑥
銀
─
二
回
（
一
・
三
％
）
⑥
緑
・
碧
─
二
回　
（
参
考
）
光
─
六
回　

（
参
考
）
闇
─
四
回

　

色
彩
語
は
、
青
（
蒼
）、
白
、
赤
（
紅
）、
黄
、
黒
、
銀
、
緑
（
碧
）
な
ど
で
あ

り
、
そ
れ
に
色
彩
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
「
光
」、
そ
し
て
「
闇
」
を
入
れ
る

と
八
〇
回
ほ
ど
と
な
り
、
全
体
の
五
二
％
に
も
及
ぶ
。
色
彩
的
に
は
「
青
」
が
際

だ
っ
て
多
く
使
用
さ
れ
、
さ
ら
に
「
白
」
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
赤
系

統
、
黄
色
な
ど
が
続
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
第
一
部
「
白
描
」
と
第
二
部
「
翳
」
と
で
は
色
彩
語
に
大
き
な

相
違
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
何
と
い
っ
て
も
、
色
彩
語
の
使
用
さ
れ
る
頻
度
が
、

第
一
部
の
一
六
％
に
対
し
て
第
二
部
が
五
二
％
と
な
り
、
三
倍
以
上
に
多
く
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
岩
井
寛
が
『
色
と
形
の
深
層
心
理
』）

6
（

で
、「
人
間
心
理
を
探
っ

て
い
く
と
、
人
間
に
と
っ
て
の
色
は
、
単
に
可
視
的
な
認
知
対
象
で
は
な
い
（
中

略
）
生
き
て
き
た
生
活
史
の
な
か
の
時
（
間
）・
空
（
間
）
体
験
と
密
接
な
関
わ
り

を
も
ち
、
普
遍
性
と
個
別
性
を
同
時
に
具
有
す
る
」
の
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
よ

う
に
、
色
彩
語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
色
彩
語
が
三
倍
に
も
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
感
性
を
刺
激
さ
れ
色
彩

語
に
そ
の
心
理
を
託
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
心
理
を
託
し
た
色
彩
語
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
重
要

な
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
部
で
は
突
出
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
色
彩
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語
は
な
い
が
、
あ
え
て
言
え
ば
「
白
」
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
第
二
部

で
も
「
白
」
は
多
く
二
番
目
に
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
部
で
は
「
青
」

「
蒼
」
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
第
一
部
の
「
青
」
は
二
％
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
第
二
部
は
一
七
・
五
％
に
も
及
び
、
ほ
ぼ
九
倍
近
く
も
増
え
て
い
る
。

（
2
）「
白
」
の
類
似
性
と
相
違

　

そ
こ
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
「
青
」
の
使
わ
れ
方
を
考
え
て
み
た
い
が
、
そ

の
前
に
『
白
描
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
も
使
わ
れ
、
ま
た
ど
ち
ら
に
も
比
較
的
多

く
使
わ
れ
て
い
る
「
白
」
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
従
来
こ
の
よ
う
な
色
彩
語
に
は
ど
の
よ
う
な
心
理
的
な
特
徴
が

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
波
多
野
完
治
は
「
小
説
の
色
彩
心
理）

7
（

」

で
、
文
学
者
が
使
う
「
色
彩
表
現
の
ビ
ッ
ク
・
ス
リ
ー
」
は
赤
・
白
・
黒
で
あ
り
、

そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
多
く
使
わ
れ
て
い
る
の
は
「
白
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

従
っ
て
ど
の
文
学
者
に
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
個
性
的
な

面
で
は
乏
し
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、「
白
」
に

も
や
は
り
心
理
的
な
特
徴
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
岩
井
は
、「
白
は
、
人

間
の
心
を
透
明
に
保
ち
つ
つ
、
な
お
か
つ
虚
へ
と
、
下
方
へ
と
沈
潜
さ
せ
て
ゆ
く

力
を
も
っ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
白
は
真
実
を
訴
え
、
穢け

が

れ
を
知
ら
ぬ
明
る
さ
を

代
表
す
る
色
で
も
あ
る
。」
と
指
摘
し
、
ま
た
、
小
林
英
夫
は
『
言
語
美
学
』）

8
（

で
、

「〝
白
〟
は
自
己
否
定
の
衝
動
で
あ
り
、
そ
の
核
は
絶
対
者
愛
─
献
身
愛
」
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
海
人
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
に
「
白
」
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
第
一
部
「
白
描
」
の
「
白
」
を
調
べ
て
み
る
と
、
圧
倒
的
に
モ
ノ
や
自

然
現
象
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
で
も
特
徴
的
と
思
わ
れ
る
の

は
次
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

か
た
ゐ

0

0

0

等
は
家
さ
へ
名
さ
へ
む
な
し
け
れ
白し

ら

米よ
ね

の
飯い

ひ

を
珍と

も

し
ら
に
食は

む

飯
盒
の
蓋
に
冷
え
た
る
白
粥
の
う
す
き
に
ほ
ひ
に
明
し
暮
す
も

　

つ
ま
り
、「
白
米
」「
白
粥
」
で
あ
り
、「
白
飯
」
を
合
わ
せ
る
と
全
部
で
五
首
に

あ
り
、「
白
粥
」
は
小
題
に
も
な
っ
て
い
る
。「
か
た
ゐ
等
は
」
の
歌
に
は
、「
日
々

の
主
食
は
麦
飯
な
れ
ば
、
祝
祭
日
に
給
与
さ
る
る
『
白し

ろ

飯め
し

』
は
島
人
の
珍
重
す
る

と
こ
ろ
」
云
々
と
い
う
詞
書
き
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
「
白
飯
」
は
貴
重
な
も

の
と
し
て
、
そ
の
白
が
と
り
わ
け
印
象
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
以
外

の
ほ
と
ん
ど
は
、「
扉
に
白
き
把
子
」「
白
ふ
ぢ
」「
白
花
」「
靴
の
白
き
」「
花
び
ら

の
白
く
」「
し
ら
花
」「
白
菊
」「
白
木
蓮
」
な
ど
の
よ
う
に
、
扉
や
靴
な
ど
の
モ
ノ

や
自
然
の
花
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
第
二
部
「
翳
」
に
な
る
と
、「
白
」
の
使
わ
れ
方
に
相
違
が
出
て
く

る
。
も
ち
ろ
ん
「
白
き
帽
子
」「
白
萩
」「
白
華
」「
白
き
猫
」「
白
き
卵
」「
白
い
花

び
ら
」「
真
白
な
る
ペ
ー
ジ
」
の
よ
う
に
、
第
一
部
「
白
描
」
と
同
じ
よ
う
に
モ
ノ

や
自
然
現
象
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
次
に
挙
げ
る
歌
の
使
わ
れ
方
は
少

し
異
な
っ
て
い
る
。

夜
な
夜
な
を
夢
に
入
り
く
る
花
苑
の
花
さ
は
に
あ
り
て
こ
と
ご
と
く
白
し

更
く
る
夜
の
お
そ
れ
を
白
く
咲
き
ひ
ら
き
夢
に
は
さ
む
き
花
甕
を
巻
き
ぬ

か
た
は
ら
に
白
き
け
も
の
の
睡
る
夜
の
ゆ
め
に
入
り
来
て
し
ら
萩
み
だ
る

		
夜
の
夢
に
出
て
く
る
花
が
白
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
白
さ
は
決
し
て
心

の
平
安
や
安
心
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、「
夜
の
お
そ
れ
を
白
く
咲
き
ひ
ら

く
夢
」
の
中
の
花
瓶
で
あ
る
。
ま
た
、「
白
き
け
も
の
の
睡
る
夜
の
ゆ
め
」
に
出
て

く
る
「
萩
」
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
白
は
花
・
花
瓶
や
け
も
の
を
形
容
は
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
現
実
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
安
ら
ぎ
を
あ
た
え
る
も
の
で
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あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
夢
の
中
に
出
て
き
て
お
り
、
葬
儀
の
時
に
使
わ
れ
る
白

い
造
花
の
よ
う
な
気
味
の
悪
さ
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、「
白
」

に
不
気
味
や
不
安
を
与
え
て
い
る
歌
は
他
に
も
あ
る
。

円
心
の
一
点
し
ろ
く
盲め

し

ひ
つ
つ
狂
は
む
と
す
る
い
の
ち
た
も
て
り

ひ
た
す
ら
に
白
き
お
そ
れ
を
か
き
抱
く
母
鳥
の
眼
を
今
日
ぞ
見
ひ
ら
く

ま
ん
ま
ん
と
湛
ふ
る
朝
の
此
処
か
し
こ
白
く
に
ご
し
て
娑し

ゃ

婆ば

が
こ
ゑ
あ
ぐ

　

円
の
中
心
が
白
い
盲
点
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
母
鳥
の
眼
が
白
き
お
そ

れ
を
か
き
抱
く
と
い
う
。
さ
ら
に
娑
婆
が
白
く
濁
っ
て
い
る
と
い
う
。
す
べ
て

が
、
白
に
不
気
味
さ
や
不
安
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
第
一

部
「
白
描
」
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

結
局
、「
白
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
使
用
頻
度
で
は
ど
ち
ら
も
比
較
的
多
く
使

わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
の
差
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
が
、
し
か
し
、
両
者
の
使
わ

れ
方
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
第
二
部
「
翳
」
の
「
青
」
に
託
し
た
歌

		

そ
れ
で
は
次
に
、
第
一
部
で
は
二
％
ほ
ど
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
第
二

部
で
は
一
七
・
五
％
と
圧
倒
的
に
多
く
使
わ
れ
て
い
る
「
青
」「
蒼
」
に
つ
い
て
で

あ
る
。

		

ま
ず
、「
青
」
は
一
般
的
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の

岩
井
は
、「
青
は
、
空
や
水
が
表
わ
す
よ
う
に
自
然
の
色
彩
を
担
う
基
本
的
な
色
彩

で
あ
り
な
が
ら
、
神
様
が
生
物
に
与
え
た
色
と
し
て
は
、
ご
く
ま
れ
な
色
彩
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
だ
け
青
は
、
非
現
実
的
な
色
彩
で
あ
り
、
神

秘
の
色
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
中
略
）
青
は
神
秘
な
色
、
稀け

有う

な
自
然

を
表
わ
す
色
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
不
安
や
理
知
を
表
わ
す
色
で
も
あ
る
。」

と
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
海
人
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
「
青
」
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
ず
第
一
部
で
あ
る
。「
目
か
く
し
の
布
お
ほ
ふ
と
き
看
護
婦
の
眼
鏡
の
玉
に

見
え
し
青
き
空
」
の
、「
青
き
空
」
と
い
う
表
現
に
象
徴
的
で
あ
る
の
だ
が
、
第

一
部
で
は
「
青
葦
」「
あ
を
浪
」「
紙
障
子
は
ほ
の
青
み
」「
空
の
蒼
」
の
よ
う
に
、

ほ
と
ん
ど
が
実
際
の
自
然
現
象
に
対
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
「
試
視
力

表
が
ほ
の
か
に
青
む
」
と
い
う
歌
が
一
首
あ
る
が
、
こ
れ
は
例
外
で
あ
る
。
岩
井

が
示
す
よ
う
に
、
海
人
は
「
自
然
の
色
彩
」
に
青
を
多
く
使
い
、
多
少
の
不
安
を

背
後
に
秘
め
な
が
ら
も
、
先
ほ
ど
の
「
白
」
ほ
ど
に
は
不
安
を
感
じ
て
い
な
い
よ

う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
第
二
部
「
翳
」
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
蒼
空
の
澄
み
き
は
ま
れ

る
昼
日
な
か
光
れ
光
れ
と
玻
璃
戸
を
み
が
く
」「
蒼
空
の
こ
ん
な
あ
を
い
倖
を
み
ん

な
跣
足
で
跳
び
だ
せ
跳
び
だ
せ
」
の
よ
う
に
、「
蒼
空
」「
青
空
」
と
い
う
空
を
詠

ん
だ
歌
が
八
首
あ
り
、
基
本
的
に
太
陽
が
燦
々
降
り
注
ぐ
明
る
い
青
空
の
下
で
の

心
境
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
そ
う
で
は
な
く
以
下
の
よ
う
な
歌
も

あ
る
。大

空
の
蒼
ひ
と
し
き
り
澄
み
ま
さ
り
わ
れ
は
愚
か
し
き
異
変
を
お
も
ふ

掻
き
剥
が
し
か
き
は
が
す
な
る
わ
が
空
の
つ
ひ
に
ひ
る
ま
ぬ
蒼
を
悲
し
む

涯
も
な
き
青
空
を
お
ほ
ふ
て
も
な
き
闇
が
り
を
彫ゑ

り
て
星
々
の
棲
む

空
の
青
に
眼ま

な
こを

凝
ら
す
な
ら
ひ
に
も
見
放
さ
れ
つ
つ
夜
ご
と
眠
り
ぬ

　

大
空
は
晴
れ
て
真
っ
青
で
あ
る
が
、「
わ
れ
」
は
そ
れ
に
対
し
て
「
愚
か
し
き

異
変
を
お
も
ふ
」
の
で
あ
る
。
青
空
を
掻
き
剥
が
そ
う
と
す
る
が
、
し
か
し
ひ
る

む
こ
と
の
な
い
「
蒼
を
悲
し
む
」
の
で
あ
る
。「
涯
も
な
き
青
空
」
を
思
う
こ
と

も
な
き
夜
の
星
は
闇
に
棲
む
。
青
い
空
を
じ
っ
と
見
る
習
慣
に
も
「
見
放
さ
れ
つ
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つ
」
夜
を
眠
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
四
首
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
青
」
に
対

す
る
嫉
妬
心
の
激
し
さ
で
あ
り
「
青
」
に
見
放
さ
れ
た
虚
無
感
で
あ
り
悲
し
み
で

あ
る
。

　

ま
た
「
霧
も
灯
も
青
く
よ
ご
れ
て
ま
た
一
人
我
よ
り
不
運
な
や
つ
が
生
れ
ぬ
」

に
お
け
る
、「
青
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
天
国
も
地
獄
も
見
え
ぬ
日
の

ひ
か
り
顱
頂
を
ぬ
ら
し
て
水
よ
り
も
蒼
し
」「
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ア
メ
リ
カ
を
見
た

の
は
こ
ん
な
日
か
掌
を
う
つ
蒼
い
太
陽
」
の
二
首
に
記
さ
れ
た
、「
日
の
ひ
か
り
」

や
「
太
陽
」
が
「
蒼
い
」
の
は
一
体
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
の
「
蒼
」
に

は
、
確
か
に
神
秘
的
で
稀
有
な
自
然
を
表
す
色
彩
の
イ
メ
ー
ジ
も
含
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
太
陽
は
真
っ
赤
に
輝
き
陽
を
射
さ
な
い
と
闇
に
な
っ
て

し
ま
う
。
蒼
い
太
陽
も
同
じ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
何
か
異
常
を
示
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二　
『
白
描
』
以
後
の
「
翳
（
二
）」
の
色
彩
語

　

以
上
の
よ
う
に
『
白
描
』
の
第
一
部
「
白
描
」
と
第
二
部
「
翳
」
の
色
彩
語
の

考
察
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
実
は
、『
白
描
』
以
後
に
、
前
川
佐
美
雄
選
に
よ
る

二
五
一
首
か
ら
な
る
「
翳
（
二
）」
が
あ
る
。
前
述
の
村
井
は
、
こ
の
「
翳
（
二
）

は
「
た
ん
に
篩
い
お
と
し
た
残
欠
、
未
完
成
な
も
の
、『
未
定
稿
ノ
ー
ト
』（
光
岡

良
二
「
幻
の
明
石
海
人
」『
海
人
全
集　

別
巻
』）
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
く
、（
中

略
）『
白
描
』
の
諸
制
約
・
コ
ー
ド
か
ら
自
由
な
歌
群
で
あ
る
。（
中
略
）『
白
描
』

の
「
仮
象
」
を
取
り
払
い
、
患
者
た
ち
の
、
愛
生
園
の
内
部
を
白
日
の
も
と
に
照

ら
す
だ
ろ
う
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
村
井
の
指
摘
通
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
こ
の
「
翳
（
二
）」
も
重
要
な
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二

五
一
首
に
は
ど
の
よ
う
な
色
彩
的
な
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
こ
と
を

次
に
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
色
彩
語
の
多
い
順
で
あ
る
。

①
青
─
二
九
回
（
一
二
％
）
②
白
（
白
金
含
む
）
─
二
八
回
（
一
一
％
）
③

赤
（
真
紅
、
緋
含
む
）
─
一
一
回
（
四
・
四
％
）
④
黄
色
─
六
回
、
④
金
・

黄
金
─
六
回　

⑥
黒
─
四
回　

⑧
碧
─
一
回　

⑧
銀
─
一
回　
（
参
考
）
光

─
八
回

　

色
彩
語
は
全
体
で
九
七
回
使
用
さ
れ
て
お
り
、
三
九
％
と
な
る
。
こ
れ
は
第
一

部
「
白
描
」
の
一
六
％
に
比
べ
る
と
多
い
の
で
あ
る
が
、
第
二
部
「
翳
」
の
五
二
％

に
は
及
ば
な
い
。
ま
た
、
多
い
順
で
は
、
青
、
白
、
赤
・
黄
の
順
で
あ
り
、
こ
の

順
番
は
第
二
部
「
翳
」
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
青
と
白
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で

あ
る
点
は
、
少
し
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
「
翳
（
二
）」
の
み
に
使
用
さ
れ
て

い
る
独
特
な
色
彩
語
は
特
に
な
い
。
そ
れ
で
は
一
番
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
「
青
」

を
詠
ん
だ
特
徴
的
な
歌
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

海
に
く
れ
ば
小
鯛
も
あ
を
し
わ
が
肉
の
刺
こ
と
ご
と
く
ぬ
け
さ
る
朝

あ
し
た

野
茨
の
み
だ
れ
に
影
を
く
づ
し
て
は
夏
を
呼
び
つ
つ
青
空
を
踏
む

　

た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
海
で
見
え
る
小
鯛
の
青
さ
や
、
青
空
な
ど
の
自
然
現
象

を
そ
の
ま
ま
詠
ん
だ
喜
び
に
満
ち
た
歌
も
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
は
む
し
ろ
不
安

と
結
び
つ
い
て
い
る
。

ア
ダ
ム
ス
ら
洋う

み

の
み
な
み
に
老
い
ゆ
く
か
青
き
が
ま
ま
に
落
つ
る
無
花
果

襲
ひ
来
る
青
鱶ふ

か

鮫
の
双
の
目
を
刄
も
て
つ
ら
ぬ
く
ま
昼
ま
の
わ
ら
ひ

青
蛙
な
き
て
や
み
た
る
日
の
さ
か
り
仙
人
掌
の
痛
き
に
触
り
ゐ
る

わ
が
弾た

丸ま

は
空
に
逸は

や

れ
ど
青
羊
歯
の
茂
み
に
落
つ
声
々
も
な
く

け
だ
も
の
ら
已
に
け
は
ひ
て
青
草
の
宵
の
い
き
れ
に
わ
が
血
は
に
ご
る

夜
も
す
が
ら
青
い
臓
腑
を
ひ
き
殺
す
情
け
容
赦
に
泣
き
叫
び
つ
つ

青
空
に
目
か
く
し
て
さ
れ
た
星
が
あ
り
昼
の
日
な
か
を
安
堵
は
な
ら
ぬ
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罌け

粟し

の
実
の
つ
ぶ
ら
に
青
む
野
の
上
に
ひ
と
り
い
ぶ
か
る
昼
の
月
か
げ

あ
る
夢
の
遠を

ち

に
ひ
ろ
が
る
空
の
蒼あ

を

そ
の
明
る
き
が
あ
や
し
か
ら
ぬ
か

涯
も
な
き
青
海
原
に
身
ひ
と
つ
ぬ
く
も
り
を
被き

て
浮
き
し
づ
み
す
も

あ
を
空
に
砕
け
散
る
日
を
ぬ
す
み
見
て
ま
つ
さ
か
さ
ま
に
娑
婆
に
眼
の
醒
む

夕
ま
け
て
青
む
お
そ
れ
を
灯
し
つ
つ
毒
よ
り
も
に
が
く
酔
ひ
痴
れ
に
け
り

　

ア
ダ
ム
ス
（
三
浦
按
針
）
は
遠
い
日
本
に
来
て
異
国
で
亡
く
な
っ
た
。
無
花
果

は
熟
す
こ
と
な
く
青
い
ま
ま
で
落
ち
て
し
ま
う
と
い
う
。
青
い
鮫
が
目
を
く
り
ぬ

か
れ
笑
い
が
起
こ
る
不
気
味
さ
。
青
蛙
の
鳴
き
声
が
し
ず
ま
り
、
サ
ボ
テ
ン
の
棘

の
痛
さ
に
触
れ
る
。
獣
が
秋
の
装
い
を
し
て
い
る
が
、
自
分
は
青
草
の
中
で
逡
巡

し
て
い
る
。
夜
中
に
青
い
臓
腑
を
ひ
き
殺
す
。
青
空
に
目
か
く
し
て
さ
れ
た
星
が

あ
り
、
安
堵
は
で
き
な
い
と
す
る
。
罌
粟
の
実
が
青
む
が
、
自
分
は
一
人
い
ぶ

か
っ
て
い
る
。
空
の
蒼
、
そ
の
明
る
さ
が
あ
や
し
か
ら
ぬ
か
と
問
う
。
青
海
原
に

浮
き
沈
み
を
し
て
い
る
と
い
う
。
青
空
に
砕
け
散
る
日
を
盗
み
見
て
い
る
と
い

う
。
夕
方
に
青
い
恐
れ
が
襲
い
、
酔
い
し
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
青
」
は
恐
れ
や
不
安
と
結
び
つ
い
て
い
る
歌
が
圧
倒
的
に
多
い

の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、『
白
描
（
二
）』
の
「
青
」
の
使
わ
れ
方
に
近

い
の
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
不
安
や
恐
れ
が
強
い
と
も
言
え
る
。

　

そ
れ
で
は
「
白
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
小
タ
イ
ト
ル
に
「
白
い
猫
」「
白
描
」

「
白
き
餌
」
と
あ
り
、
白
に
敏
感
に
反
応
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、

「
白
い
蛾
」「
白
き
手
」「
白
雲
」「
白
磁
」「
白
い
葉
」「
白
花
」「
白
頭
」「
白
き
雲
」

「
白
雨
」
な
ど
の
自
然
現
象
に
圧
倒
的
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら

の
ほ
と
ん
ど
は
、「
天
心
に
泛
ぶ
白
露
に
草
の
香
に
こ
ろ
が
れ
こ
ろ
が
れ
聖マ

リ
ア母

く

わ
ん
の
ん
」「
白
花
に
置
き
の
こ
さ
れ
た
夢
が
あ
り
ま
の
あ
た
り
な
る
わ
が
葉
に
逸

る
」
な
ど
の
よ
う
な
、
自
然
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、「
三
面
の
か
が
み
に
灯と

も

す
白
き
手
の
繰
る
と
も
あ
ら
ぬ
地
獄
ま
ん

だ
ら
」、「
更
く
る
夜
の
大
気
真
白
き
石
と
な
り
石
い
よ
よ
白
く
し
て
わ
れ
を
死
な

し
む
」
な
ど
の
よ
う
に
、
不
吉
や
不
安
を
漂
わ
せ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、「
青
」

に
比
べ
る
と
そ
の
数
は
多
く
は
な
く
、「
白
」
は
む
し
ろ
平
凡
な
使
わ
れ
方
が
さ
れ

て
い
る
。三　

失
明
前
と
失
明
後
の
色
彩
語
の
変
化　

　

さ
て
さ
ら
に
、
海
人
の
失
明
前
と
失
明
後
の
色
彩
語
に
変
化
が
あ
る
の
か
ど
う

か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
色
彩
と
言
え
ば
、
視
覚
に
よ
っ
て
感
じ
る
わ
け
で
あ
る

が
、
失
明
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
る
の
か
に
関
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

皓
星
社
版
の
岡
野
久
代
編
「
明
石
海
人
年
譜
」
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
六
年
（
昭

和
九
）、
三
六
歳
の
「
秋
、
失
明
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
一
〇
月
「
日
本

歌
人
」
へ
の
発
表
と
一
一
月
の
「
愛
生
」
へ
の
発
表
の
間
に
記
さ
れ
て
い
る
。
具

体
的
な
失
明
の
月
日
ま
で
は
特
定
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
こ

の
一
一
月
発
表
以
後
を
失
明
後
の
短
歌
、
そ
れ
以
前
は
失
明
前
の
短
歌
と
一
応
区

切
っ
て
、
そ
の
色
彩
の
調
査
を
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
失
明
前
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
三
四
年
（
昭
和
九
）
三
月
か
ら
一
九
三
六

年
（
昭
和
一
一
）
一
〇
月
ま
で
の
二
年
半
に
読
ま
れ
た
五
五
〇
首
ほ
ど
の
短
歌
で

あ
る
。
色
彩
語
は
一
五
九
回
で
あ
り
、
二
九
％
と
な
る
。
そ
れ
で
は
色
彩
順
に
挙

げ
て
み
よ
う
。

①
白
─
三
七
回　

②
青
（
蒼
）
─
三
一
回　

③
赤
（
紅
）（
朱
）（
緋
）
─
一
四

回　

③
黄
─
一
四
回　

⑤
金
（
黄
金
）
─
八
回　

⑥
黒
─
六
回　

⑦
銀
（
し

ろ
が
ね
）
─
三
回　

⑧
紫
─
二
回　

与
緑
─
二
回　

⑧
虹
色
─
二
回　

⑪
緑

─
一
回　
（
参
考
）
光
─
二
八
回

		

色
彩
的
に
は
白
と
青
が
際
だ
っ
て
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
青
、
赤
、

黄
、
金
な
ど
の
強
い
色
彩
語
が
多
く
使
わ
れ
、
さ
ら
に
光
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
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れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
失
明
後
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
三
六
年
（
昭
和
一
一
）
一
一

月
か
ら
一
九
三
九
年
（
昭
和
一
四
）
八
月
ま
で
の
ほ
ぼ
二
年
九
ヶ
月
ほ
ど
で
あ
る
。

期
間
と
し
て
は
失
明
前
よ
り
も
三
ヶ
月
ほ
ど
長
く
な
る
。
そ
れ
だ
け
歌
の
数
も
多

く
な
り
、
長
歌
四
首
を
含
む
短
歌
六
二
七
首
で
合
計
六
三
一
首
ほ
ど
と
な
る
。
こ

の
中
で
色
彩
語
は
一
二
二
回
で
あ
り
、
一
九
％
で
あ
る
。

①
青
（
蒼
）
─
四
二
回　

②
白
─
三
八
回　

③
赤
（
紅
・
朱
）
─
一
六
回　

④

銀
（
し
ろ
が
ね
）
─
八
回　

⑤
黄
─
七
回　

⑥
黒
（
墨
）
─
六
回　

⑦
茶
─

一
回　

⑧
緑
─
一
回　
（
参
考
）
闇
─
三
回

		

色
彩
語
が
二
九
％
か
ら
一
九
％
へ
と
減
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
そ

の
色
彩
語
の
使
用
頻
度
で
は
、
ど
ち
ら
も
白
・
青
が
突
出
し
て
い
る
が
、
た
だ
失

明
前
は
白
・
青
の
順
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
失
明
後
は
青
・
白
の
順
で
あ
る
相
違

が
あ
る
。
ま
た
、
三
番
目
に
は
ど
ち
ら
も
赤
系
統
が
続
い
て
い
る
。

　

失
明
前
と
後
で
の
色
彩
語
を
表
現
し
た
特
徴
的
な
歌
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
失
明
前
で
あ
る
。

樹
の
緑
花
の
か
ゞ
や
き
日
の
光
い
ま
は
我
が
身
に
消
え
ゆ
か
ん
と
す

こ
の
夕
べ
い
や
さ
や
に
澄
む
虹
の
色
盲
ひ
て
の
後
懐
し
む
ら
む

切
通
し
越
え
つ
つ
見
れ
ば
松
の
上
に
波
こ
そ
さ
わ
げ
紺
青
の
海

遠
見
ゆ
る
み
冬
の
海
に
白
浪
は
間
な
く
聲
な
く
湧
き
て
消
え
つ
つ

つ
い
た
て
の
白
布
の
か
げ
に
牡
丹
の
花
い
さ
さ
か
見
え
て
内な

科い

室か

の
し
づ
け
さ

　

こ
の
よ
う
に
、
直
接
的
に
見
て
そ
の
色
彩
を
詠
ん
で
い
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多

い
。
し
か
し
、
失
明
後
の
も
の
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。

首
上
げ
て
盲
の
我
も
仰
ぎ
た
り
黒
板
に
書
か
す
白
墨
の
音

あ
か
つ
き
の
ど
よ
み
を
越
え
て
還
り
ゆ
く
夢
は
昨
日
の
路
に
盲
ひ
ぬ

鳴
く
蝉
の
こ
ゑ
に
盲め

し

ひ
て
手
さ
ぐ
れ
ば
壁
も
た
た
み
も
な
ま
な
ま
と
赤
し

　
「
盲
ひ
」
と
い
う
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
な
り
、
そ
れ
と
色
彩
語
が

結
び
つ
い
て
い
る
。
ま
た
最
初
の
歌
の
「
白
墨
の
音
」
や
、
さ
ら
に
「
盲
ひ
て
は

も
の
の
と
も
し
く
隣
家
に
釘
打
つ
音
の
を
は
り
ま
で
聞
く
」
な
ど
の
よ
う
に
、
聴

覚
（
音
）
に
よ
る
表
現
へ
の
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

特
徴
的
な
歌
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

あ
る
朝
の
白
き
帽
子
を
か
た
む
け
て
夢
に
見
知
れ
る
街
々
を
往
く

シ
ル
レ
ア
紀
の
地
層
は
あ
を
し
か
の
こ
ろ
を
蠍さ

そ
りの

ご
と
も
わ
が
生
き
た
ら
む

盲
目
に
ひ
ら
く
夜
あ
け
の
夢
を
刷
き
草
は
ら
白
く
消
ゆ
る
雨
あ
し

五
月
雨
に
素し

ら

木き

の
小
問
ぬ
れ
黝く

ろ

む
ふ
る
さ
と
の
家
は
夜
の
夢
に
見
ぬ

夜
な
夜
な
を
夢
に
入
り
く
る
花
苑
の
花
さ
は
に
あ
り
て
こ
と
ご
と
く
白
し

　

夢
の
中
で
の
色
彩
語
、
あ
る
い
は
想
像
の
中
で
の
色
彩
語
と
い
う
よ
う
に
、
実

際
に
見
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
想
像
の
中
で
の
色
彩
語
に
変
化
し
て
い
る
と
言

え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
相
違
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四　

北
條
民
雄
と
の
色
彩
等
の
比
較

		
最
後
に
他
の
ハ
ン
セ
ン
病
文
学
者
と
の
色
彩
語
の
比
較
で
あ
る
。
ハ
ン
セ
ン
病

文
学
と
言
え
ば
、
北
條
民
雄
（
一
九
一
四
年
～
一
九
三
七
年
）
の
名
が
挙
が
る
程

有
名
で
あ
る
。
北
條
は
、
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
）
に
癩
の
診
断
を
受
け
、
前
年

結
婚
し
て
い
た
が
離
婚
し
、
翌
一
九
三
四
年
五
月
に
父
に
伴
わ
れ
て
、
東
京
都
東

村
山
市
に
あ
る
、
全
生
病
院
（
現
在
の
国
立
療
養
所
多
摩
全
生
園
）
に
入
院
し
た
。
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入
院
後
一
週
間
の
体
験
を
も
と
に
書
い
た
「
一
週
間
」
を
書
き
川
端
康
成
に
送
っ

た
。
好
意
あ
る
返
書
を
受
け
書
き
直
し
「
最
初
の
一
夜
」
と
し
て
送
り
直
し
た
と

こ
ろ
、
川
端
は
「
い
の
ち
の
初
夜
」
と
改
題
し
、「
文
学
界
」（
昭
和
一
一
年
二
月

号
）
に
掲
載
し
た
。
そ
し
て
こ
の
作
品
に
よ
り
「
文
学
界
賞
」
を
受
賞
し
、
北
條

の
名
前
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
旺
盛
な
執
筆
活
動
を
す
る
が
、
二
四

歳
で
結
核
の
た
め
に
亡
く
な
っ
た
。

　

北
條
の
代
表
作
で
あ
る
「
い
の
ち
の
初
夜
」
の
色
彩
語
で
あ
る
が
、
①
白
─
九

回
、
②
黒
─
六
回
、
③
青
─
三
回
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
赤
、
黄
が
そ
れ
ぞ
れ
一
回

で
あ
る
。
ま
た
、
赤
黒
─
二
回
で
あ
り
、
黒
黄
と
蒼
白
が
そ
れ
ぞ
れ
一
回
で
あ
っ

た
。
ま
た
、「
間
木
老
人
」
は
、
①
黒
─
六
回
、
②
白
─
四
回
、
③
暗
紫
─
三
回
で

あ
り
、
そ
の
他
に
蒼
が
三
回
、
赤
が
二
回
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
癩
院
受
胎
」
で

は
、
①
白
─
一
〇
回
、
②
蒼
系
統
─
七
回
、
③
黒
と
赤
─
六
回
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
三
編
の
小
説
で
あ
る
が
、
白
、
黒
、
青
と
い
う
色
彩
語
が
多
く
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
、「
白
い
上
衣
」「
黒
煙
」

「
月
の
蒼
い
光
」
の
よ
う
に
、
自
然
の
モ
ノ
、
自
然
現
象
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
う

い
う
点
で
は
海
人
の
色
彩
語
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
海
人
の
色
彩
表
現
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
ハ
ン
セ
ン

病
者
の
肌
の
色
な
ど
を
描
く
時
で
あ
る
。
海
人
の
短
歌
に
は
ハ
ン
セ
ン
病
者
の
肌

の
色
彩
表
現
は
な
い
が
、
北
條
は
色
彩
語
を
使
い
な
が
ら
描
写
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
て
み
よ
う
。

　
「
い
の
ち
の
初
夜
」
で
は
、「
頭
や
腕
に
巻
い
て
ゐ
る
包
帯
も
、
電
光
の
た
め
か
、

黒
黄
色
く
膿
汁
が
し
み
出
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
。」「
赤
黒
く
な
つ
た
坊
主
頭
」

「
病
的
に
む
つ
ち
り
と
白
い
腕
」「
無
数
の
結
節
が
、
黒
い
虫
の
や
う
に
」
な
ど
で

あ
る
。「
間
木
老
人
」
で
は
、「
頭
の
光
つ
て
ゐ
る
部
分
は
（
中
略
）
結
節
の
痕
が

あ
つ
た
。
そ
こ
だ
け
暗
紫
色
に
黒
ず
ん
で
」「
発
病
後
に
出
来
た
疵
は
、
ど
ん
な

に
治
つ
て
も
暗
紫
色
を
し
て
ゐ
る
」
で
あ
る
。「
癩
院
受
胎
」
で
は
、「
兵
衛
の
貌

は
、（
中
略
）
か
な
り
激
し
い
そ
れ
ら
の
痕
が
残
つ
て
ゐ
て
、
色
は
ど
す
赤
く
猩
々

を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
つ
た
。」「
ど
ん
な
場
合
で
も
病
気
が
忘
れ
ら
れ
ん
の
で

す
ね
。（
中
略
）
熱
瘤
─
急
性
結
節
─
に
や
ら
れ
は
せ
ん
か
と
（
中
略
）
こ
の

児
の
お
し
り
に
は
赤
班
紋
が
あ
る
と
思
つ
て
し
ま
ふ
ん
で
す
。」
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
癩
家
族
」
で
は
、「
佐
七
は
そ
の
時
二
十
六
で
あ
つ
た
。
臀
と
顎
と
に

紅
班
が
あ
つ
た
が
、
妻
と
初
め
て
知
り
合
つ
た
時
に
は
顎
の
は
消
え
て
無
く
な
り

臀
部
の
だ
け
が
残
つ
て
ゐ
た
。」
で
あ
り
、「（
ふ
ゆ
子
は
）
そ
の
腕
に
一
個
所
、
鮮

血
に
染
つ
た
や
う
な
紅
班
が
浮
い
て
ゐ
る
の
が
垣
間
見
え
た
。」
で
あ
る
。「
癩
院

記
録
」
で
は
、「
気
温
の
変
転
は
病
体
を
木
片
の
や
う
に
翻
弄
す
る
。
神
経
痛
の
来

な
い
も
の
に
は
急
性
結
節
（
熱
瘤
と
患
者
間
に
呼
ば
れ
て
ゐ
、
顔
面
、
手
、
足
な

ど
に
赤
く
高
ま
つ
た
ぐ
り
ぐ
り
が
出
来
る
。）」
で
あ
る
。「
続
癩
院
記
録
」
で
は
、

「
長
年
暮
し
、
見
る
も
の
と
言
へ
ば
腐
り
か
か
つ
た
肉
体
と
陥
没
し
た
鼻
、
ど
す
黒

く
変
色
し
た
皮
膚
な
ど
」
で
あ
り
、「
頭
の
毛
の
一
本
も
な
い
男
、
口
の
歪
ん
だ

女
、
ど
す
黒
く
脹
れ
上
つ
た
顔
・
手
」
で
あ
る
。「
柊
の
垣
の
う
ち
か
ら
」
で
は
、

「
ど
す
黒
く
皮
膚
の
色
が
変
色
し
、
ま
た
赤
黒
い
斑
紋
が
盛
り
上
つ
て
や
が
て
結

節
が
ぶ
つ
ぶ
つ
と
生
え
て
、
そ
れ
が
崩
れ
腐
り
、
鼻
梁
が
落
ち
」
と
あ
る
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
、「
赤
い
斑
紋
」
と
い
う
題
の
随
筆
ま
で
あ
る
。
三
〇
歳
の
郁

美
は
少
年
を
待
っ
て
い
る
。
そ
の
少
年
が
郁
美
が
見
え
た
時
の
描
写
で
あ
る
。「
片

頬
に
浮
か
ん
で
ゐ
る
小
さ
な
斑
紋
が
、
朱
の
一
点
と
な
っ
て
、
輝
か
し
く
紅
ら
ん

だ
。
郁
美
は
、
頬
紅
を
際
立
た
せ
た
や
う
な
そ
の
美
し
さ
に
、
心
を
奪
は
れ
た
。

初
め
て
そ
れ
を
発
見
し
た
時
、
彼
女
は
何
と
形
容
し
た
ら
良
い
か
、
処
女
湖
の
波

に
、
浮
き
、
ゆ
ら
め
い
て
ゐ
る
月
影
や
、
砂
漠
の
彼
方
に
い
ま
沈
ま
う
と
す
る
太

陽
の
赤
さ
─
彼
女
は
、
こ
ん
な
誇
張
し
た
形
容
を
幾
つ
も
考
へ
て
、
心
楽
し
く

空
想
し
た
。」
と
記
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
少
年
は
、
病
院
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
父
親
に
言
わ
れ
た
と

い
う
。
ど
こ
が
悪
い
か
も
し
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
に
。
結
局
少
年
は
病
院
に
行
っ
た
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ま
ま
帰
っ
て
来
ず
、
郁
美
は
外
国
人
の
ホ
ツ
ケ
ス
と
つ
き
合
い
を
復
活
さ
せ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、「
少
年
が
去
つ
て
、
そ
れ
か
ら
、
郁
美
は
ホ
ツ
ケ
ス
の
腕
の
中

で
、
少
年
の
赤
い
斑
紋
を
思
ひ
出
す
と
、
寂
し
か
つ
た
。
彼
女
は
自
分
の
心
の
中

に
、
あ
の
、
斑
紋
が
、
一
つ
、
赤
く
色
映
え
て
ゐ
る
こ
と
を
美
し
く
思
つ
た
。」
と

記
さ
れ
る
。

　

実
際
の
医
学
事
典）

9
（

で
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
な
る
と
「
赤
褐
色
の
乾
い
た
紅
班

（
こ
う
は
ん
）」
が
生
じ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
北
條
の
場
合
は
、
こ
の
赤
褐

色
の
紅
班
に
異
常
な
ま
で
の
執
着
を
み
せ
、
多
く
の
作
品
に
そ
れ
を
繰
り
返
し
記

し
て
い
る
。
北
條
に
と
っ
て
、
こ
の
赤
斑
紋
や
赤
紫
色
や
黒
い
肌
の
色
が
、
ま
ず

ハ
ン
セ
ン
病
者
の
象
徴
的
な
色
彩
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
海
人
の
『
白
描
』
や
そ
れ
以
外
の
短
歌
を
見
て
も
、
北
條
の
よ
う
に
ハ

ン
セ
ン
病
者
の
肌
の
色
を
赤
裸
々
に
詠
む
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
海
人
と
北
條
と

の
相
違
な
の
か
、
あ
る
い
は
散
文
と
韻
文
と
の
相
違
な
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。

た
だ
し
、『
ハ
ン
セ
ン
病
文
学
全
集
8　

短
歌
』）

（1
（

に
は
、「
大
楓
子
油
の
薬
呑
み
つ

つ
う
つ
し
身
は
肌
い
ろ
か
は
り
生
き
継
ぎ
て
を
り
」（
菊
池
恵
楓
園　

伊
藤
保
）
な

ど
、
直
接
色
彩
の
描
写
は
な
い
に
し
て
も
肌
の
色
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。
従
っ
て
、

短
歌
と
い
う
韻
文
だ
か
ら
、
肌
の
色
を
詠
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
今
指
摘
し
た
よ
う
に
、
北
條
は
ハ
ン
セ
ン
病
者
の
病
気
の
一
番
の
特
徴

で
あ
る
肌
の
色
を
、「
赤
黒
」「
暗
紫
色
」「
赤
班
紋
」
な
ど
と
記
す
の
で
あ
る
が
、

色
彩
を
使
わ
な
い
場
合
も
そ
の
表
現
は
直
接
的
で
赤
裸
々
で
あ
る
。
念
の
た
め
に

取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
「
い
の
ち
の
初
夜
」
で
は
、「
腐
つ
た
梨
の
や
う
な
貌
が
に
ゆ
つ
と
出
て
来
た
。

（
中
略
）
泥
の
や
う
に
色
艶
が
全
く
な
く
、
ち
よ
つ
と
つ
つ
け
ば
膿
汁
が
飛
び
出
す

か
と
思
は
れ
る
程
ぶ
く
び
く
と
脹
ら
ん
で
、
そ
の
上
に
眉
毛
が
一
本
も
生
え
て
ゐ

な
い
た
め
怪
し
く
も
間
の
抜
け
た
の
つ
ぺ
ら
棒
で
あ
つ
た
。（
中
略
）
ど
す
黒
く
腐

敗
し
た
瓜
に
鬘
を
被
せ
る
と
こ
ん
な
首
に
な
ら
う
か
」
な
ど
で
あ
る
。「
癩
家
族
」

で
は
「
僅
か
の
間
に
十
本
の
指
は
全
部
内
側
に
向
つ
て
曲
り
込
み
、
更
に
足
の
関

節
の
自
由
を
も
失
つ
て
し
ま
つ
た
。」
な
ど
で
あ
る
。「
道
化
芝
居
」
で
は
、「
俺

は
、
俺
の
周
囲
に
ゐ
る
連
中
の
体
が
腐
つ
て
行
く
の
を
毎
日
見
せ
つ
け
ら
れ
た
ん

だ
。
来
る
日
も
来
る
日
も
鼻
が
か
け
た
り
、
指
が
落
ち
た
り
、
足
が
二
本
共
無
か

つ
た
り
、
全
身
疵
だ
ら
け
の
連
中
ば
か
り
眺
め
て
暮
し
て
、
そ
い
つ
ら
の
体
の
腐

つ
て
行
く
状
を
眺
め
て
ゐ
な
け
り
や
な
ら
な
か
つ
た
ん
だ
。
昨
日
ま
で
眼
あ
き
で

あ
つ
た
者
が
今
日
は
盲め

く
ら目

に
な
つ
て
ゐ
た
。
今
日
二
本
足
を
持
つ
て
ゐ
た
男
が
翌

日
は
足
が
一
本
に
な
つ
て
ゐ
る
ん
だ
。」
で
あ
る
。「
癩
を
病
む
青
年
達
」
で
は
、

「
右
を
見
て
ひ
よ
い
と
赤
鬼
の
や
う
な
貌
に
ぶ
つ
か
り
、
ぞ
つ
と
し
て
左
に
眼
を

外そ

ら
す
と
真
蒼
な
ひ
よ
つ
と

0

0

0

0

こ
に
そ
つ
く
り
の
貌
が
」
云
々
と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
赤
裸
々
で
直
接
的
な
描
写
は
、
こ
の
他
に
も
「
青
春
の
天
刑
者
達
」

「
癩
を
病
む
青
年
達
」「
発
病
」「
眼
帯
記
」
な
ど
に
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
北
條
の
作

品
の
一
つ
の
特
徴
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
海
人
の

短
歌
に
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
の
肌
な
ど
を
直
接
的
に
赤
裸
々
に
表
現
し
た
も
の
は

な
い
。
こ
れ
は
、
ま
だ
二
十
代
初
め
の
若
さ
で
作
品
を
書
い
た
北
條
と
多
く
を
三

十
代
に
な
っ
て
詠
ん
で
い
る
海
人
と
の
年
齢
の
相
違
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
の

理
由
は
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
、
興
味
深
い
の
は
、
先
ほ
ど
示
し
た
『
ハ
ン
セ
ン

病
文
学
全
集
８　

短
歌
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
身
体
的
な
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
は
少

な
か
ら
ず
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

う
つ
む
き
し
女
患
者
の
書
き
眉
を
か
な
し
く
見
た
り
朝
の
控
所
に

�

（
石
川
孝
）

麻
痺
癒
え
ぬ
わ
が
顔
面
は
弛
緩
し
ぬ
も
ぐ
さ
に
焼
き
し
痕
の
こ
り
つ
つ

�

（
伊
藤
保
）
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わ
が
面
の
病
み
崩
れ
し
を
母
は
知
ら
ず
癒
え
て
帰
れ
よ
と
今
も
言
ひ
来
る

�

（
古
庄
田
津
美
）

眉
毛
落
ち
睫
毛
な
け
れ
ば
髪
洗
ふ
石
鹸
の
泡
目
に
し
沁
み
入
る

�

（
牧
野
美
保
）

指
奪
ら
れ
脚
奪
は
れ
し
吾
に
な
ほ
読
み
書
く
こ
と
の
叶
ふ
倖�

（
則
武
厚
）

髪
抜
け
て
離
す
こ
と
な
き
こ
の
帽
子
一
人
夕
べ
に
洗
濯
し
居
り

�

（
飯
田
政
夫
）

　

こ
の
よ
う
に
、
身
体
の
こ
と
が
直
接
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
短
歌
と

い
う
韻
文
だ
か
ら
詠
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
、
海

人
の
性
格
か
ら
詠
ま
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
正
し
い
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

お
わ
り
に

　

歌
集
『
白
描
』
の
第
一
部
「
白
描
」
と
第
二
部
「
翳
」
の
色
彩
語
を
中
心
に
分

析
し
て
き
た
が
、
今
ま
で
の
分
析
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
い
。
ま
ず
、
第
一
部

に
比
べ
て
第
二
部
は
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
は
約
三
倍
に
も
色
彩
語
が
増
え
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
色
彩
語
に
対
す
る
感
覚
が
豊
か
に
な
り
、
そ
れ

に
託
す
思
い
も
強
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
色
彩
は
第
一
部
の
ベ
ス

ト
ス
リ
ー
が
白
、
赤
、
青
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
部
が
青
、
白
、
赤
と
な
っ

て
い
る
。
ど
ち
ら
に
も
多
い
「
白
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
使
わ
れ
方
に
相
違
が

あ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
部
で
は
モ
ノ
や
自
然
現
象
に
平
凡
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の

が
ほ
と
ん
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
部
は
夜
の
夢
に
出
て
く
る
花
が
白
い
よ
う

に
、
気
味
の
悪
さ
、
不
安
感
を
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
青
」
は
圧
倒

的
に
第
二
部
に
多
く
、
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
は
約
九
倍
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
使
わ
れ
方
に
も
相
違
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
第
一
部
で
は
実
際
の
自
然

現
象
を
平
凡
に
詠
ん
で
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
部
で
は

神
秘
の
色
で
あ
る
「
青
」
に
対
す
る
嫉
妬
心
や
そ
れ
に
見
放
さ
れ
た
虚
無
感
や
悲

し
み
が
詠
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
に
の
み
詠
ま
れ
て
い
る
色
彩
に

つ
い
て
も
、
第
二
部
の
「
緑
」
に
対
し
て
は
、
本
来
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
も

の
と
し
て
の
「
緑
」
を
感
じ
ら
れ
な
い
も
ど
か
し
さ
が
詠
ま
れ
て
い
た
。

　

つ
ま
り
、
色
彩
語
か
ら
考
察
し
て
み
る
と
、
第
一
部
は
第
二
部
に
比
べ
る
と
明

ら
か
に
モ
ノ
ト
ー
ン
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
色
彩
は
影
を
潜
め
、
自
己
否
定
の
強

い
「
白
」
が
基
調
の
世
界
で
あ
る
。
使
わ
れ
て
い
る
色
彩
語
の
多
く
は
、
モ
ノ
や

自
然
現
象
と
い
う
視
覚
で
実
際
に
見
て
い
る
も
の
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
圧
倒

的
に
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
部
は
、
第
一
部
に
比
較
す
れ
ば
色
彩
が
乱
舞
す

る
世
界
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
神
秘
さ
や
不
安
や
理
知
を
表
す
「
青
」
が
使
わ
れ

て
い
る
。
そ
れ
も
モ
ノ
や
自
然
現
象
と
い
う
実
際
に
見
え
て
い
る
も
の
よ
り
も
、

よ
り
夢
の
中
で
の
心
象
風
景
を
色
彩
に
託
し
て
詠
ん
で
い
る
。

　

明
ら
か
に
、
第
一
部
と
第
二
部
は
異
な
っ
た
世
界
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
は
、

色
彩
語
か
ら
も
十
分
に
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
第
一
部
は
ハ
ン
セ
ン
病
の
公
の

世
界
と
で
も
言
え
る
一
般
的
な
色
調
の
世
界
で
あ
り
、
個
人
的
な
好
み
に
偏
ら
な

い
叙
事
的
な
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
部
は
私
的
な
好
み
を
持
ち
出
し
、

と
り
わ
け
ハ
ン
セ
ン
病
者
の
内
面
的
な
想
い
を
出
し
切
っ
て
い
る
叙
情
的
な
世
界

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
今
ま
で
に
も
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
色
彩
語
に
よ
っ
て
も
そ
の
こ
と
は
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
同
じ
ハ
ン
セ
ン
病
者
で
あ
る
、
北
條
民
雄
の
文
学
世
界
の
色
彩
表
現
と

比
較
し
て
み
る
と
、
よ
り
一
層
海
人
の
文
学
的
な
特
徴
が
見
え
て
く
る
。
北
條
は
、

ハ
ン
セ
ン
病
者
の
一
番
の
特
徴
で
も
あ
る
、
肌
の
色
に
こ
だ
わ
っ
て
描
写
し
た
。

そ
れ
も
直
接
的
で
あ
り
赤
裸
々
に
で
あ
る
。
し
か
し
、
海
人
は
そ
う
で
は
な
か
っ
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た
。
そ
れ
は
単
に
散
文
と
韻
文
と
い
う
形
式
の
問
題
で
あ
る
以
上
に
、
や
は
り
、

二
人
の
文
学
的
な
ス
タ
ン
ス
の
相
違
か
ら
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

《
注
》

（
1
）�

村
松
武
司
・
双
見
美
智
子
・
山
下
道
輔
・
岡
野
久
代
・
皓
星
社
編
集
部
（
能
登
恵

美
子
）
編
『
海
人
全
集　

上
・
下
・
別
巻
』
皓
星
社
、
一
九
九
三
年
三
月
。

（
2
）�

岩
波
文
庫
・
村
井
紀
編
『
明
石
海
人
歌
集
』
村
井
紀
解
説
、
二
〇
一
二
年
七
月
。

（
3
）�

前
川
佐
美
雄
が
「
明
石
海
人
と
『
日
本
歌
人
』」（「
日
本
歌
人
」
一
九
三
九
年
八
月

号
）
の
中
で
、「
世
間
か
ら
称
讃
さ
れ
た
」『
白
描
』
第
一
部
の
歌
は
、「
作
者
に
と
つ

て
は
自
身
の
分
身
と
い
ふ
よ
り
は
、
歌
に
よ
つ
て
癩
者
の
生
活
を
世
間
に
知
ら
し
め
、

然
し
て
同
じ
病
者
に
対
す
る
世
間
の
認
識
を
よ
り
深
め
た
い
」
と
い
う
目
的
の
も
の

を
収
め
、
第
二
部
の
方
は
「
真
実
な
る
明
石
海
人
が
出
て
お
り
、
作
者
の
よ
り
精
神

的
な
部
分
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
」
と
、
そ
の
相
違
を
記
し
て
い
る
。
佐
佐
木
幸
綱
は

『
作
家
の
現
場
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
七
月
）
で
、
第
一
部
は
「
私
の
事
実
と
い

う
太
い
文
脈
が
周
到
に
通
さ
れ
て
い
る
」
の
に
対
し
て
、
第
二
部
は
「
作
者
私
の
現

実
に
引
き
回
さ
れ
な
い
歌
」、「
不
幸
な
作
者
私
と
い
う
文
脈
に
頼
ら
な
い
歌
」、「
存

在
そ
れ
自
体
と
し
て
の
（
私
）」
を
探
る
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
山
下

多
恵
子
は
『
海
の
蠍さ

そ
り　

明
石
海
人
と
島
比
呂
志　

ハ
ン
セ
ン
病
文
学
の
系
譜
』（
未
知

谷
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
）
の
中
で
、
既
に
指
摘
さ
れ
た
光
岡
良
二
、
前
川
佐
美
雄
、

富
田
敦
夫
、
岡
田
青
、
中
田
忠
夫
の
説
を
ま
と
め
た
上
で
、
自
ら
の
考
え
を
次
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
部
は
「
殆
ど
が
『
記
憶
』
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
」
歌
で
あ

り
、「
い
わ
ば
歌
物
語
」
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
二
部
は
「『
想
像
力
』
の

産
物
」
で
あ
り
、「
癩
者
の
生
の
姿
を
描
く
と
い
う
使
命
感
を
果
し
終
え
た
海
人
が
、

今
度
は
自
分
だ
け
の
歌
を
残
そ
う
と
し
て
、
自
己
の
内
面
と
向
き
合
う
。
海
人
の
心

の
中
の
森
羅
万
象
が
歌
わ
れ
る
」
と
、
そ
の
相
違
を
記
し
て
い
る
。
最
後
に
岩
波
文

庫
の
解
説
を
し
た
村
井
紀
で
あ
る
。
第
一
部
は
「
四
周
の
期
待
に
応
え
、
病
者
を
代

表
す
る
役
割
を
果
」
し
「『
現
実
の
生
活
』
の
〝
ス
ケ
ッ
チ
〟」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

第
二
部
は
「
独
自
の
世
界
を
切
り
開
」
い
て
い
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
第
一
部
は
「
時

と
し
て
激
し
く
闘
争
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
部
は
「
ユ
ー
モ
ラ
ス
か
つ
繊

細
な
世
界
を
形
作
っ
て
」
い
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
戦
前
の
評
価
」
は
第
一
部

の
方
が
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
戦
後
の
評
価
」
は
第
二
部
が
中
心
に
な
っ
て

い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
4
）�

注
1
の
『
海
人
全
集　

別
巻
』
の
岡
野
久
代
編
「
明
石
海
人
年
譜
」。

（
5
）�

注
3
で
挙
げ
た
山
下
多
恵
子
『
海
の
蠍
』
で
、
第
二
部
「
翳
」
の
色
彩
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
海
人
の
心
象
風
景
は
、
漆
黒
の
闇
を
背
景
に
ど
ぎ
つ
い

原
色
に
彩
ら
れ
、
ま
が
ま
が
し
く
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
同
じ
背
景
に
、
幻
想
の

白
が
な
ま
め
か
し
く
散
ら
ば
る
こ
と
も
あ
る
。（
中
略
）
盲
い
た
彼
の
眼
は
、
夢
の
中

で
は
視
力
を
も
ち
、
ど
ん
な
色
も
形
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
6
）�

岩
井
寛
『
色
と
形
の
深
層
心
理
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
六
年
一
月
。

（
7
）�

波
多
野
完
治
「
小
説
の
色
彩
心
理
」『
文
章
心
理
体
系
4
最
近
の
文
章
心
理
学
』
大

日
本
図
書
、
一
九
七
三
年
。

（
8
）�

小
林
英
夫
『
言
語
美
学
』
芸
文
社
、
一
九
五
四
年
五
月
。

（
9
）�

小
学
館
家
庭
医
学
版
編
集
『
家
庭
医
学
館
』、
小
学
館
、
一
九
九
九
年
二
月
。

（
10
）�

大
岡
信
・
大
谷
藤
郎
・
加
賀
乙
彦
・
鶴
見
俊
輔
編
『
ハ
ン
セ
ン
病
文
学
全
集
８　

短
歌
』
皓
星
社
、
二
〇
〇
六
年
八
月
。
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― Abstract ― 40

	 This	study	demonstrates	how	Naoya	Shiga	retained	his	prestige	or	symbolic	capital	in	the	field	
of	literature	following	the	completion	of	his	serialized	novel	A Dark Night’s Passing	in	1937	as	well	as	
the	function	of	such	prestige.	In	particular,	this	work	looks	into	how	his	1941	essay	“A	Trip	in	Early	
Spring,”	which	may	be	regarded	as	merely	a	memoir,	was	seen	as	the	“immobilization”	of	an	author	
in	a	time	of	hopeless	disarray	during	Sino-Japanese	war,	as	well	as	an	expression	of	his	anxiety	over	
the	impending	war	with	the	United	States,	United	Kingdom,	and	the	Netherlands.	Further,	this	study	
considers	the	many	awards	Shiga	received	and	the	degree	of	prestige	afforded	to	him	when	his	protégé	
Kazuo	Ozaki	won	the	Akutagawa	Prize	in	1937	（or	the	“epigonen	effect”）.	The	discussion	centers	on	
how	Shiga	succeeded	in	establishing	himself	as	a	major	writer	whose	prestige	（symbolic	capital）	and	
social	capital	（relationships）	were	fully	concentrated	on	the	disabled	ex-serviceman	Kiyoshi	Naoi.	The	
above	examination	of	Naoya	Shiga’s	career	aims	to	shed	light	on	his	moniker	“god	of	novels”	given	by	
the	media.	

Naoya	Shiga	after	the	completion	of	A Dark Night’s Passing
The	‘god	of	novels’	as	dubbed	by	the	media

	Nagai	Yoshihisa
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《
特
別
研
究
第
3
種
》

「
暗
夜
行
路
」
完
成
後
の
〈
志
賀
直
哉
〉

─
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
〝
小
説
の
神
様
〟
─

永

井

善

久

1

　

お
よ
そ
九
年
に
わ
た
る
休
載
期
間
を
経
て
、『
改
造
』
昭
和
十
二
年
四
月
号
に
志

賀
直
哉
畢
生
の
長
篇
小
説
「
暗
夜
行
路
」
の
結
末
部
が
一
挙
に
掲
載
さ
れ
た
。
し

か
し
な
が
ら
す
で
に
拙
稿
で
も
指
摘
し
た
通
り
、
発
表
直
後
の
「
暗
夜
行
路
」
の

文
壇
に
お
け
る
評
価
は
さ
ほ
ど
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。）

1
（

だ
が
そ
の
後
、
改

造
社
の
九
巻
本
『
志
賀
直
哉
全
集
』）

2
（

の
第
七
巻
「
暗
夜
行
路　

前
篇
」（
昭
和
十
二

年
九
月
十
八
日
）、
第
八
巻
「
暗
夜
行
路　

後
篇
」（
同
年
十
月
十
六
日
）
が
刊
行

さ
れ
、「
暗
夜
行
路
」
全
篇
の
通
読
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
河
上
徹
太
郎

「
暗
夜
行
路
後
篇
覚
書
」（『
志
賀
直
哉
全
集
月
報
』
第
二
号
、
昭
一
二
・
一
〇
）、

「「
暗
夜
行
路
」
に
於
け
る
美
と
道
徳
」（『
新
女
苑
』、
昭
一
三
・
六
）
や
谷
川
徹
三

「「
暗
夜
行
路
」
覚
書
」（『
文
芸
』、
昭
一
二
・
一
二
～
昭
一
三
・
一
）、
さ
ら
に
は

小
林
秀
雄
「
志
賀
直
哉
論
」（『
改
造
』、
昭
一
三
・
二
）
な
ど
で
激
賞
さ
れ
、「
暗

夜
行
路
」
は
日
本
近
代
文
学
の
「
名
作
」
と
し
て
確
固
た
る
評
価
を
獲
得
し
た
。

必
然
的
に
〈
志
賀
直
哉
〉）

3
（

の
文
学
場
に
お
け
る
威
信
も
高
ま
り
、〝
小
説
の
神
様
〟

の
名
声
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
。

　

本
稿
は
そ
の
よ
う
な
志
賀
の
威
信
（
象
徴
資
本
）
が
、
昭
和
十
二
年
か
ら
昭
和

二
十
年
ま
で
の
戦
争
の
時
代
（
日
中
戦
争
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
期
）
か
ら
さ

ら
に
は
敗
戦
後
に
か
け
て
文
学
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
を
考
察

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
従
来
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
戦
捷
を
言
祝

ぐ
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
」（
昭
和
十
七
年
二
月
十
七
日
、
ラ
ジ
オ
放
送
、
そ
の

後
『
文
芸
』
同
年
三
月
号
に
掲
載
）
と
い
っ
た
戦
争
言
説
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と

が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
の
時
期
の
志
賀
直
哉
で
あ
る
が
、
同
時
代
言
説
を
丁
寧
に

跡
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、〝
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
〈
志
賀
直
哉
〉〟
が
同
時
代
の
文

学
場
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
か
を
よ
り
詳
細
に
検
討
し
た
い
。

2

　

昭
和
十
三
年
六
月
、
第
九
巻
の
刊
行
を
も
っ
て
『
志
賀
直
哉
全
集
』
は
無
事
全

巻
刊
行
を
迎
え
る
。
同
巻
に
付
さ
れ
た
『
志
賀
直
哉
全
集
月
報
』
に
は
、「
全
集

完
了
」
と
題
す
る
志
賀
直
哉
の
一
文
が
掲
載
さ
れ
た
。
改
造
社
社
長
の
山
本
実
彦

ら
、
全
集
企
画
に
関
わ
っ
た
人
び
と
へ
の
謝
辞
が
綴
ら
れ
た
後
、
有
名
な
〈
文
士

廃
業
宣
言
〉
の
一
節
で
文
章
は
閉
じ
ら
れ
る
。
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私
は
此
全
集
完
了
を
機
会
に
一
ト
先
づ
文
士
を
廃
業
し
、
こ
ま
〳
〵
し
た

書
き
も
の
に
は
縁
を
断
り
た
い
と
思
ふ
。
然
し
私
は
小
説
を
書
く
以
外
、
何

も
出
来
な
い
人
間
だ
か
ら
、
仕
事
を
や
め
る
と
云
ふ
意
味
で
は
な
い
。
兎
に

角
文
士
の
看
板
だ
け
を
下
ろ
す
事
に
す
る
。
一
ト
月
の
経
験
で
、
は
つ
き
り

し
た
事
は
云
へ
な
い
が
、
東
京
生
活
は
矢
張
り
、
仕
事
に
は
い
い
や
う
な
気

が
し
て
ゐ
る
。
老
い
込
む
ま
で
に
は
自
分
も
未
だ
少
し
間
が
あ
る
か
ら
、
こ

れ
か
ら
、
今
ま
で
の
気
楽
す
ぎ
た
田
舎
生
活
の
取
返
し
を
し
た
い
と
思
つ
て

ゐ
る
。
寧
ろ
そ
の
為
め
の
文
士
廃
業
で
あ
る
。

　

阿
川
弘
之
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
徳
川
家
康
の
長
子
信
康
と
そ
の
母
築
山
殿

を
主
人
公
に
し
た
歴
史
小
説
を
書
い
て
み
る
気
が
あ
っ
た
。
築
山
殿
母
子
の
病
的

な
性
格
に
、
長
年
興
味
を
抱
い
て
い
た
」）

4
（

た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら

そ
の
「
歴
史
小
説
」
は
発
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
昭
和

十
四
年
あ
た
り
か
ら
歴
史
小
説
は
一
大
ブ
ー
ム
を
迎
え
る
。〈
志
賀
直
哉
〉
の
歴
史

小
説
な
ら
ば
、
出
来
栄
え
の
良
し
悪
し
は
別
と
し
て
絶
大
な
る
注
目
を
集
め
た
こ

と
だ
ろ
う
。
と
ま
れ
、〈
文
士
廃
業
宣
言
〉
後
の
志
賀
の
威
信
（
象
徴
資
本
）
は
、

追
悼
文
や
推
薦
文
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
他
の
作
家
た
ち
に
備
給
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。「
泉
鏡
花
の
憶
ひ
出
（
初
出
原
題
は
「
泉
さ
ん
」）」（『
文
芸
春
秋
』、
昭
一

四
・
一
〇
）、「
木
下
利
玄
の
こ
と
（
初
出
に
は
表
題
は
な
い
）」（
弘
文
堂
書
房
版

『
木
下
利
玄
全
集
』
の
内
容
見
本
、
昭
一
五
・
一
）、「「
鏡
花
全
集
」
推
薦
（
初
出

原
題
は
「
文
章
」）」（
岩
波
書
店
版
『
鏡
花
全
集
』
の
内
容
見
本
、
昭
一
五
・
二
）、

「「
現
代
文
章
講
座
」
推
薦
（
初
出
に
は
表
題
は
な
い
）」（
三
笠
書
房
版
『
現
代
文

章
講
座
』
の
広
告
、
昭
一
五
・
三
）
な
ど
。

　

お
そ
ら
く
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
日
中
戦
時
下
の
志
賀
の
文
業

に
あ
っ
て
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
「
早
春
の
旅
」（『
文
芸
春
秋
』、
昭
一
六
・
一
、

二
、
四
）
で
あ
ろ
う
。
息
子
「
直
吉
」
と
と
も
に
住
み
慣
れ
た
奈
良
を
訪
れ
古
美
術

鑑
賞
に
浸
り
、
帰
途
赤
倉
へ
ス
キ
ー
行
楽
に
回
る
身
辺
雑
記
と
い
う
べ
き
作
品
で

あ
る
。
志
賀
直
哉
が
久
々
に
発
表
し
た
ま
と
ま
っ
た
文
章
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

文
壇
か
ら
は
大
い
に
注
目
さ
れ
た
（
管
見
の
限
り
で
は
同
時
代
評
は
十
二
ほ
ど
あ

る
）。

　

こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、「
早
春
の
旅
」
発
表
に
先
立
つ
こ
と
七
年
ほ
ど
前
、
昭

和
八
年
九
月
、
い
わ
ゆ
る
文
芸
復
興
の
機
運
の
中
、
お
よ
そ
四
年
半
ぶ
り
に
志
賀

が
発
表
し
た
小
説
「
万
暦
赤
絵
」（『
中
央
公
論
』）
で
あ
る
。
万
暦
赤
絵
を
は
じ
め

と
し
た
古
美
術
鑑
賞
と
「
満
洲
・
支
那
」
ツ
ー
リ
ズ
ム
（
た
だ
し
、
旅
行
そ
の
も

の
は
簡
単
に
触
れ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
）
が
描
か
れ
て
い
る
。
志
賀
の
久
方
ぶ
り

の
小
説
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
代
の
評
価
は
低
く
、「
志
賀
直
哉
も
す

つ
か
り
「
骨
董
」
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
も
の
だ
」（
烏
賊
之
丞
「
大
波
小
波
」、『
都

新
聞
』、
昭
八
・
九
・
一
）
と
の
揶
揄
ま
で
も
浴
び
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。）

5
（

な
ら
ば
、

日
中
戦
争
が
泥
沼
化
し
、
対
米
英
蘭
戦
の
危
機
が
迫
っ
た
こ
の
時
期
に
発
表
さ
れ

た
一
見
の
ど
か
に
す
ら
思
え
る
「
早
春
の
旅
」
は
文
壇
か
ら
ど
の
よ
う
に
遇
さ
れ

た
の
か
。

　

奇
妙
な
こ
と
に
「
万
暦
赤
絵
」
と
は
全
く
対
照
的
に
、「
早
春
の
旅
」
は
概
ね
好

意
的
に
迎
え
ら
れ
た
。
管
見
の
限
り
最
も
手
厳
し
い
批
評
は
、
Ｙ
・
Ｏ
「「
文
芸
春

秋
」「
文
芸
」
作
品
評
」（『
文
芸
』、
昭
一
六
・
二
）
で
あ
る
。

　

さ
す
が
に
裕（

マ
マ
（々

た
る
風
格
を
示
し
た
久
し
ぶ
り
の
作
で
、
悪
い
気
持
は
無

論
し
な
い
が
、
小
説
と
し
て
は
寧
ろ
つ
ま
ら
な
い
し
、
別
に
取
り
立
て
い
ふ

程
の
こ
と
は
な
い
。
既
に
今
の
読
者
に
と
つ
て
志
賀
直
哉
は
、
彼
の
人
間
性

に
一
つ
の
憧
憬
を
満
し
得
る
と
い
ふ
意
味
以
上
の
つ
な
が
り
を
持
つ
て
は
を

る
ま
い
。（
後
略
）
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一
方
、
松
本
和
也
は
、「
早
春
の
旅
」
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
徳
永
直
の
「
私
小

説
の
今
日
的
意
味
」（『
新
潮
』、
昭
一
六
・
七
）
を
引
用
し
、
次
の
よ
う
に
結
論

す
る
。「《
今
日
を
反
映
し
な
が
ら
、
志
賀
文
学
そ
の
ま
ま
と
し
て
あ
ら
は
れ
て
ゐ

る
と
こ
ろ
に
、
文
学
の
底
を
支
へ
て
ゐ
る
や
う
な
意
味
で
の
積
極
性
が
客
観
的
に

は
あ
る
》（
五
五
頁
）
と
、
つ
ま
り
は
志
賀
文
学
一
流
の
〝
私
〟
を
基
（
起
）
点

と
し
つ
つ
外
部
の
現
実
（《
今
日
》）
を
も
取
り
こ
ん
だ
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い

る
の
だ
」。）

6
（

松
本
は
あ
え
て
言
及
を
差
し
控
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で

は
「
早
春
の
旅
」
の
ど
の
よ
う
な
部
分
に
、
同
時
代
読
者
た
ち
は
「
外
部
の
現
実

（《
今
日
》）」
を
読
み
取
っ
た
の
か
。

　

管
見
の
限
り
で
は
三
人
の
同
時
代
読
者
が
、
主
人
公
「
私
」
の
法
輪
寺
の
虚
空

蔵
菩
薩
鑑
賞
に
言
及
し
、
賞
賛
し
て
い
る
。）

7
（

少
々
長
く
な
る
が
「
私
」
の
鑑
賞
を

引
用
し
よ
う
。

　

私
は
其
所
（
博
物
館
―
引
用
者
註
）
の
長
椅
子
に
か
け
て
厭
か
ず
此
像

を
眺
め
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
暫
く
し
て
次
の
や
う
な
事
を
思
つ
た
。
推
古
朝

と
い
へ
ば
今
か
ら
千
三
百
年
前
、
此
像
は
其
時
か
ら
日
本
の
歴
史
の
あ
ら
ゆ

る
嵐
を
見
て
来
て
ゐ
る
。
平
重
衡
や
松
永
久
秀
の
南
都
炎
上
も
法
輪
寺
か
ら

な
ら
ば
眼
の
あ
た
り
望
み
見
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
は
ま
た
此
像
は

未
曽
有
の
国
難
を
見
て
ゐ
る
の
だ
。
元
兵
が
九
州
を
犯
し
た
国
難
も
知
つ
て

ゐ
れ
ば
、
法
華
堂
の
執
金
剛
神
が
蜂
に
な
つ
て
救
ひ
に
出
た
と
い
ふ
将
門
の

乱
も
知
つ
て
ゐ
る
。
千
三
百
年
来
の
よ
き
時
代
も
苦
し
い
時
代
も
総
て
経
験

し
て
ゐ
る
の
だ
。
此
像
は
今
の
未
曽
有
の
時
代
も
何
時
か
は
必
ず
過
ぎ
、
次

の
時
代
の
来
る
事
を
自
身
の
経
験
か
ら
信
じ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
。
が
、
同

時
に
其
時
代
も
ど
れ
だ
け
続
く
か
、
又
そ
の
先
に
ど
ん
な
時
代
が
来
る
か
、

そ
ん
な
事
も
思
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
如
何
な
る
時
代
に
も
此
像

は
只
こ
の
儘
の
姿
で
立
つ
て
ゐ
る
。
執
金
剛
神
の
や
う
に
蜂
に
な
つ
て
飛
出

す
わ
け
に
は
行
か
な
い
像
で
あ
る
。
此
世
界
が
い
つ
安
定
す
る
か
分
ら
な
い

が
、
そ
の
理
想
を
此
仏
像
は
身
を
以
つ
て
暗
示
し
て
ゐ
る
か
の
や
う
で
あ
る

（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
）。

　
「
私
」
は
「
未
曽
有
の
国
難
」
と
し
て
「
外
部
の
現
実
（《
今
日
》）」
を
把
握
す

る
一
方
で
、「
此
仏
像
の
美
し
さ
は
私
の
理
解
し
た
と
こ
ろ
で
は
実
に
見
事
な
安

定
感
に
あ
る
」
と
虚
空
蔵
菩
薩
の
「
安
定
感
」
を
言
挙
げ
す
る
。
共
振
す
る
か
の

よ
う
に
同
時
代
の
読
者
た
ち
は
、「
早
春
の
旅
」
お
よ
び
〈
志
賀
直
哉
〉
に
対
し
て

「
安
定
感
」
を
見
出
し
た
。
同
時
代
評
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。「「
早

春
の
旅
」
を
貫
く
作
者
の
眼
が
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
据
ゑ
ら
れ
て
ゐ
て
、
こ
れ
は

も
う
挺

（
マ
マ
（で

も
動
か
ぬ
、
挺

（
マ
マ
（で

も
動
か
な
け
れ
ば
人
間
は
そ
れ
で
結
構
」（
亀
井
勝

一
郎
、「
文
化
時
評
⑷　

不
動
の
姿
勢
」、『
九
州
日
報
』、
昭
一
六
・
四
・
一
八
）、

「
氏
の
自
己
の
「
感
じ
」
に
た
い
す
る
信
の
、
地
の
底
か
ら
盛
り
上
つ
た
や
う
な
不

動
さ
は
、
目
ざ
ま
し
い
限
り
だ
」（
青
野
季
吉
「
最
近
の
小
説
に
就
て
⑵　

不
動
な

勁
さ
」、『
都
新
聞
』、
昭
一
六
・
四
・
一
九
）、「
志
賀
直
哉
氏
の
「
早
春
の
旅
」
の

ご
と
き
、
時
代
の
嵐
な
ど
に
は
ビ
ク
と
も
影
響
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
い
つ
も
変
ら
ず

大
地
か
ら
す
つ
く
と
生
え
て
聳
え
立
つ
た
や
う
な
作
品
と
い
ふ
も
の
は
、
志
賀
氏

の
ご
と
き
鍛
へ
上
げ
練
り
上
げ
ら
れ
て
、
確
固
不
抜
の
精
神
を
持
つ
た
作
家
に
し

て
初
め
て
出
来
る
作
品
で
あ
る
」（
中
村
武
羅
夫
「
文
芸
時
評
㈡　

時
代
の
大
勢
」、

『
中
外
商
業
新
報
』、
昭
一
六
・
五
・
一
。
な
お
、
中
村
は
「
早
春
の
旅
」
に
「
不

動
の
美
し
さ
」「
不
動
の
見
事
さ
」
を
見
出
し
て
い
る
）。「
未
曽
有
の
国
難
」
＝

「
外
部
の
現
実
（《
今
日
》）」
を
見
据
え
た
上
で
「
見
事
な
安
定
感
」
を
示
す
虚
空

蔵
菩
薩
。
そ
れ
と
ま
さ
に
重
な
る
も
の
を
同
時
代
読
者
は
〈
志
賀
直
哉
〉
に
見
出

し
た
の
だ
。「
私
小
説
の
今
日
的
意
味
」（
前
出
）
に
お
い
て
徳
永
直
が
次
の
よ
う

に
賞
賛
す
る
の
も
、
同
じ
理
由
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
全
体
と
し
て
文
章
に
沁

み
つ
い
て
ゐ
る
も
の
、
ま
る
で
怒
濤
に
洗
は
れ
る
岩
礁
の
一
角
に
、
足
を
そ
ろ
へ
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て
凝
然
と
つ
つ
た
つ
て
ゐ
る
や
う
な
呼
吸
づ
か
ひ
を
感
じ
た
の
は
私
の
間
違
ひ
だ

ら
う
か
」。

　

終
わ
り
の
見
え
な
い
日
中
戦
争
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
脅
威
の
中
、

不
動
に
見
え
る
〈
志
賀
直
哉
〉
は
同
時
代
読
者
に
一
種
の
慰
安
を
与
え
た
の
だ
。）

8
（

次
章
で
は
「
暗
夜
行
路
」
完
成
当
時
の
昭
和
十
二
年
の
文
学
場
に
戻
り
、「
エ
ピ

ゴ
ー
ネ
ン
効
果
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
機
制
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

3

　

昭
和
十
二
年
上
半
期
の
芥
川
龍
之
介
賞
（
第
五
回
）
は
、
志
賀
直
哉
の
門
弟
で

あ
る
尾
崎
一
雄
の
『
暢
気
眼
鏡
』（
砂
子
屋
書
房
、
昭
一
二
・
四
）
に
決
定
し
た

（『
文
芸
春
秋
』、
昭
一
二
・
九
）。
表
題
作
を
含
む
い
わ
ゆ
る
一
連
の
「
芳
兵
衛
も

の
」
を
収
め
た
同
書
は
、
詮
衡
委
員
の
う
ち
、
佐
佐
木
茂
索
が
渋
っ
た
も
の
の
、

「
殆
ん
ど
議
論
な
く
、
尾
崎
氏
の
「
暢
気
眼
鏡
」
に
決
定
し
た
」（
川
端
康
成
）
と

大
方
の
委
員
が
推
奨
し
た
。
決
定
は
七
月
二
十
日
、
盧
溝
橋
事
件
の
お
よ
そ
二
週

間
後
で
あ
る
。
芥
川
賞
受
賞
決
定
後
も
、「
今
月
の
創
作
中
こ
の
二
作
（「
暢
気
眼

鏡
」
と
中
本
た
か
子
「
白
衣
作
業
」
─
引
用
者
註
）
程
私
の
心
を
打
つ
た
も
の

は
な
い
」（
坪
田
譲
治
「
文
芸
時
評
㈠　

二
潮
流
の
代
表
作
」、『
信
濃
毎
日
新
聞
』

夕
刊
、
昭
一
二
・
八
・
三
一
）
と
い
っ
た
率
直
な
賞
賛
や
、「
尾
崎
氏
の
如
き
、
芥

川
賞
以
上
の
も
の
を
う
け
る
資
格
の
あ
る
人
が
あ
げ
ら
れ
た
と
い
ふ
事
は
如
何
に

芥
川
賞
の
候
補
が
な
い
か
を
物
語
つ
て
ゐ
る
」（
武
田
麟
太
郎
「
文
芸
時
評
⑸　

芥

川
賞
に
関
連
し
て
」、『
中
外
商
業
新
報
』、
昭
一
二
・
九
・
四
）
と
い
っ
た
武
田
一

流
の
変
化
球
的
な
賞
賛
な
ど
、
少
な
か
ら
ぬ
賛
辞
が
送
ら
れ
た
。

　

し
か
し
「
北
支
事
変
」
か
ら
「
支
那
事
変
」
へ
と
局
地
戦
か
ら
戦
線
が
拡
大
す

る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
局
に
お
い
て
、『
暢
気
眼
鏡
』
は
厳
し
い
批
判

に
も
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
管
見
の
限
り
に
お
い
て
最
も
辛
辣
な
批
評
は
、
十

返
一
（
肇
）
の
「
文
芸
時
評
」（『
文
芸
汎
論
』、
昭
一
二
・
一
〇
）
で
あ
る
。「
尾

崎
一
雄
氏
の
「
暢
気
眼
鏡
」
を
文
芸
春
秋
で
読
み
正
に
軽
蔑
喋

（
マ
マ
（棄

す
べ
き
グ
ウ

タ
ラ
根
性
の
見
本
で
あ
る
と
思
つ
た
。
平
常
、
社
会
性
々
々
と
う
る
さ
い
文
壇
が

選
ん
だ
の
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
で
あ
つ
た
」。
要
は
非
常
時
に
あ
り
な
が
ら
、『
暢

気
眼
鏡
』
に
は
社
会
性
が
な
さ
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

9
（

（
も
っ
と
も
同
書
に

収
め
ら
れ
た
作
品
は
、
昭
和
八
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

た
め
、
時
局
は
そ
こ
ま
で
逼
迫
し
て
い
な
か
っ
た
点
な
ど
も
斟
酌
す
べ
き
で
あ
っ

た
と
思
う
が
）。
た
し
か
に
同
書
の
「
附
記
」
で
、「
ど
れ
も
こ
れ
も
、
間
抜
け
な

良
人
と
気
の
き
か
な
い
細
君
が
出
て
来
て
、
ろ
く
で
も
な
い
日
を
送
る
小
説
で
あ

る
」
と
尾
崎
自
身
が
韜
晦
す
る
よ
う
に
、
そ
の
暢
気
さ
加
減
は
戦
時
下
に
あ
っ
て

は
お
よ
そ
不
謹
慎
に
見
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、

『
暢
気
眼
鏡
』
の
賛
否
を
め
ぐ
る
そ
れ
ら
の
言
説
で
は
な
い
。

　

例
え
ば
中
條
（
宮
本
）
百
合
子
の
次
の
よ
う
な
批
評
は
、〈
志
賀
直
哉
〉（
尾
崎

一
雄
で
は
な
く
）
の
威
信
を
認
証
す
る
上
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
た
の
だ

ろ
う
か
。

　

一
方
に
池
田
小
菊
氏
の
『
札
入
』（
改
造
）
が
あ
る
。
他
方
に
尾
崎
一
雄

氏
の
『
暢
気
眼
鏡
』（
文
芸
春
秋
）
が
あ
る
。
そ
の
中
央
に
、
こ
の
二
人
の

作
家
に
直
接
間
接
影
響
を
も
つ
て
ゐ
る
志
賀
直
哉
氏
の
生
き
方
と
芸
術
的
境

地
と
を
置
い
て
考
へ
る
と
、
池
田
氏
、
尾
崎
氏
其
々
志
賀
的
完
成
を
あ
ば
い

て
も
つ
と
生
々
し
く
自
分
を
確
立
し
よ
う
と
い
ふ
努
力
の
途
上
で
、
今
日
ど

ん
な
方
角
へ
出
て
来
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
点
が
真
面
目
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。（「
文
芸
時
評
⑶　

女
の
作
品
」、『
報
知
新
聞
』、
昭
一
二
・
八
・
二
七

）
（1
（

）

　

中
條
は
「
志
賀
氏
か
ら
縦
に
一
歩
、
歴
史
的
に
一
歩
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
と
思
ふ
」
と
、〈
志
賀
直
哉
〉
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
訴
え
る
。
け
れ
ど
も
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そ
れ
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
、
志
賀
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
た
中

條
自
身
が
一
番
よ
く
理
解
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

あ
る
い
は
尾
崎
一
雄
自
身
に
よ
る
芥
川
賞
受
賞
の
弁
（「
感
想
」
と
の
題
名
が
あ

る
）。「
自
分
と
し
て
は
、
志
賀
直
哉
に
敬
服
す
る
の
あ
ま
り
書
け
な
く
な
つ
て
ゐ

た
状
態
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
可
な
り
破
調
な
や
り
方
を
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
」

と
記
し
、
師
で
あ
る
〈
志
賀
直
哉
〉
の
存
在
が
い
か
に
強
靭
で
あ
る
か
に
言
及
す

る
。
こ
れ
ら
の
言
説
は
、「
暗
夜
行
路
」
完
成
直
後
の
文
学
場
に
お
け
る
〈
志
賀

直
哉
〉
の
存
在
の
大
き
さ
を
再
確
認
さ
せ
る
よ
う
に
機
能
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
当
時
刊
行
中
だ
っ
た
九
巻
本
『
志
賀
直
哉
全
集
』
と
併
せ
て
、
一
種
の
メ
デ
ィ

ア
・
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
芥
川
賞
を
愛
弟
子
が
受
賞
し
た
こ
と
の
意
味
は
決
し
て
軽

視
し
て
は
な
ら
な
い
。

4

　

ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦
に
お
け
る
大
敗
北
（
昭
和
十
七
年
六
月
）、
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル

島
か
ら
の
撤
退
（
昭
和
十
八
年
二
月
）
と
日
本
軍
の
戦
況
の
悪
化
が
否
が
応
に
も

明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
昭
和
十
八
年
四
月
号
『
改
造
』
の
創
作
欄
に
、）

（（
（

直
井

潔
（
本
名
、
溝
井
勇
三
）
と
い
う
無
名
の
傷
痍
軍
人
の
処
女
作
「
清
流
」
が
掲
載

さ
れ
た
。
そ
の
経
緯
に
関
し
て
は
拙
稿
で
も
す
で
に
触
れ
た
の
で
重
複
す
る
部
分

は
繰
り
返
さ
な
い
が
、）

（1
（

日
中
戦
争
時
に
輜
重
特
務
兵
と
し
て
出
征
し
、
徐
州
会
戦

出
発
後
に
赤
痢
に
罹
り
、
そ
の
治
療
中
に
急
性
関
節
ロ
イ
マ
チ
ス
を
併
発
、「
不
具

廃
疾
の
体
」（
直
井
の
自
伝
小
説
「
一
縷
の
川
」
の
中
の
表
現
。
全
身
の
関
節
が

硬
化
・
畸
型
化
し
曲
が
ら
な
く
な
る
状
態
）
に
お
か
れ
た
人
物
が
、
寡
作
の
マ
イ

ナ
ー
作
家
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
な
が
ら
も
、
戦
中
、
戦
後
に
わ
た
り
小
説
を
発
表

し
続
け
る
上
で
、〈
志
賀
直
哉
〉
の
威
信
（
象
徴
資
本
）
が
い
か
に
関
与
し
た
の
か

を
本
章
で
は
検
討
し
た
い
。

　

前
略　
「
清
流
」
を
佐
藤
績
君
と
い
ふ
改
造
の
一
番
古
い
記
者
に
、
掲
載
し

て
欲
し
い
と
い
ふ
意
味
は
少
し
も
な
い
が
兎
に
角
一
度
読
ん
で
み
な
い
か
と

す
す
め
た
と
こ
ろ
、
読
ん
で
好
意
を
持
ち
、
四
月
号
に
載
せ
て
は
如
何
か
と

云
つ
て
く
れ
ま
し
た
。（
後
略
。
二
月
二
十
七
日
付
け　

溝
井
勇
三
宛
書
簡
）

　
「
掲
載
し
て
欲
し
い
と
い
ふ
意
味
は
少
し
も
な
い
が
」
と
あ
る
も
の
の
、〝
小
説

の
神
様
〟
志
賀
直
哉
に
慫
慂
さ
れ
た
作
品
を
無
下
に
拒
む
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
果
た
し
て
百
枚
ほ
ど
の
中
篇
小
説
「
清
流
」
は
軍
人
保
護
院

の
検
閲
も
無
事
に
通
り
、
著
名
な
総
合
雑
誌
に
一
挙
掲
載
の
運
び
と
な
る
。

　
『
改
造
』
同
号
の
編
集
後
記
は
、「
創
作
「
清
流
」
の
作
者
は
傷
痍
軍
人
で
あ

る
。
今
ま
で
何
ら
文
筆
的
経
験
な
く
、
療
養
生
活
中
に
得
た
魂
の
転
機
を
中
心
に
、

た
ゞ
ひ
た
す
ら
な
る
自
己
表
現
を
試
み
た
も
の
だ
が
そ
の
文
学
的
価
値
は
江
湖
に

問
ふ
に
値
す
る
と
信
ず
る
」
と
、「
清
流
」
を
〈
私
小
説
〉
と
し
て
読
む
よ
う
に
誘

導
す
る
だ
け
で
、
特
に
〈
志
賀
直
哉
〉
の
威
信
を
流
用
し
よ
う
と
し
た
形
跡
は
読

み
取
れ
な
い
。「
清
流
」
の
同
時
代
評
に
関
し
て
は
唐
井
清
六
が
簡
単
に
整
理
し
て

い
る
が
、）

（1
（

本
稿
で
は
唐
井
と
は
違
っ
た
角
度
か
ら
よ
り
詳
細
に
検
討
し
た
い
。

　

お
そ
ら
く
最
も
早
い
評
言
は
、
高
見
順
「
文
芸
時
評
⑶　

虚
構
の
喪
失
」（『
東

京
新
聞
』、
昭
一
八
・
四
・
三
）
で
あ
ろ
う
。
高
見
は
「
清
流
」
を
、
す
で
に
既
成

作
家
の
技
術
に
達
し
て
い
る
も
の
と
認
め
た
上
で
、
そ
の
「
固
定
化
さ
れ
た
既
成

技
術
の
桎
梏
」
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
要
望
す
る
。
志
賀
直
哉
に
関
す
る
言
及
は

ま
だ
な
い
。
そ
の
高
見
も
出
席
し
た
「
四
月
の
小
説
─
鼎
談
月
評
」（『
新
潮
』、

昭
一
八
・
五
）
で
は
、
伊
藤
整
が
「
僕
は
志
賀
さ
ん
の
影
響
が
非
常
に
多
い
と
思

ふ
。
大
体
感
心
し
ま
し
た
ね
」、「
自
然
の
観
察
は
随
分
う
ま
い
と
思
ふ
。
素
人
で

は
な
い
で
す
ね
」
と
志
賀
直
哉
に
言
及
し
た
上
で
、）

（1
（

そ
の
技
術
を
賞
賛
す
る
。
高

見
も
、「
も
の
を
始

（
マ
マ
（め

て
書
か
れ
た
と
い
ふ
か

（
マ
マ
（、

志
賀
的
文
学
勉
強
を
し
た
人
ぢ
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や
な
い
か
と
思
ふ
が
」
と
志
賀
直
哉
に
触
れ
た
後
、「
志
賀
的
文
学
に
自
分
の
も

の
を
、
ど
う
し
て
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
の
た
め
に
、
も
つ
と
い
ひ
た
い
と
こ
ろ
が

出
る
べ
き
筈
が
十
分
に
出
切
つ
て
ゐ
な
い
と
こ
ろ
に
恨
み
が
あ
る
と
思
ふ
」
と
批

判
す
る
。
先
の
『
東
京
新
聞
』
紙
上
に
お
け
る
評
言
と
併
せ
て
考
え
る
と
、「
固

定
化
さ
れ
た
既
成
技
術
の
桎
梏
」
＝
「
志
賀
的
文
学
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。「
清
流
」
に
お
け
る
「
志
賀
的
文
学
」
の
要
素
に
好
意
的
な
伊
藤
と
批
判
的
な

高
見
と
の
や
り
取
り
が
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
煩
雑
な
の
で
引
用
は
控
え
よ
う
（
も

う
一
人
の
出
席
者
、
岡
田
三
郎
だ
け
は
志
賀
直
哉
に
言
及
し
て
い
な
い
）。

　

高
見
や
伊
藤
と
は
異
な
り
「
清
流
」
に
筆
力
の
未
熟
を
指
摘
す
る
の
は
、
青
柳

優
「
文
芸
時
評
―
決
定
的
な
生
き
方
へ
」（『
現
代
文
学
』、
昭
一
二
・
四
・
二

八
）
で
あ
る
。「
好
感
の
も
て
る
稚
純
な
筆
で
書
い
て
ゐ
る
」
と
好
意
を
見
せ
る
反

面
、「
筆
致
に
の
び
が
な
く
描
写
の
面
に
甘
さ
が
あ
る
か
ら
だ
ら
う
」
と
描
写
技
法

の
拙
さ
を
批
判
す
る
。
五
月
十
一
日
付
け　

溝
井
勇
三
宛
書
簡
に
は
、「
此
批
評
何

の
事
や
ら
此
間
の
座
談
会
で
大
分
書
い
た
経
験
あ
る
人
と
い
は
れ
て
こ
れ
は
又
素

人
の
見
本
と
云
ふ　

批
評
は
か
う
云
ふ
無
責
任
な
も
の
多
い
事
を
知
つ
て
置
か
れ

る
事
も
い
ゝ
の
で
お
送
り
し
ま
す
」
と
あ
り
、「
座
談
会
」
が
『
新
潮
』
に
お
け
る

鼎
談
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、「
此
批
評
」
と
は
あ
る
い
は
こ
の
青
柳
の
文
章

を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
管
見
の
範
囲
で
は
、
次
に
詳
述
す
る
田
宮
虎
彦
の
評

言
の
ほ
か
、
好
意
的
な
稲
垣
達
郎
の
批
評
（「
四
月
の
小
説
」、『
早
稲
田
文
学
』、

昭
一
八
・
五
）
と
、
全
面
的
な
絶
賛
と
も
い
え
る
窪
川
鶴
次
郎
の
年
末
総
評
（「
文

学
の
動
向
―
昭
和
十
八
年
の
小
説
」、『
新
文
化
』、
昭
一
八
・
一
二
）
が
あ
る
。

た
だ
し
稲
垣
も
窪
川
も
志
賀
直
哉
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
。

　

さ
て
、
問
題
の
田
宮
虎
彦
に
よ
る
「
清
流
」
評
（「
新
風
に
つ
い
て
―
文
芸
時

評
」、『
文
芸
主
潮
』、
昭
一
八
・
五
）
を
検
討
し
よ
う
。「
一
応
暗
夜
行
路
の
流
れ

を
く
ん
で
ゐ
る
。
作
者
は
清
流
と
題
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
志
賀
直
哉
の
流
れ
の

う
ち
、
濁
流
と
で
も
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
志
賀
直
哉
の
流
れ
を
汲
ん
で
ゐ
な

が
ら
、
澄
ん
だ
結
晶
か
ら
は
程
遠
い
の
で
あ
る
」。
田
宮
は
「
清
流
」
と
対
照
さ
せ

て
、
志
賀
文
学
の
明
澄
さ
を
言
挙
げ
し
て
い
る
と
ひ
と
ま
ず
は
言
え
よ
う
。
た
し

か
に
こ
の
部
分
の
み
読
め
ば
、
酷
評
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
田

宮
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
極
論
に
到
っ
た
か
と
言
う
と
、
田
宮
が
あ
ま
り
に
〈
私
小

説
〉
的
に
「
清
流
」
を
読
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。）

（1
（

結
末
に
お
い

て
、
主
人
公
章
三
は
谷
看
護
婦
に
対
す
る
恋
情
に
区
切
り
を
つ
け
て
療
養
所
を
後

に
す
る
の
だ
が
、
田
宮
は
退
所
後
の
章
三
の
生
活
を
次
の
よ
う
に
想
像
す
る
。「
そ

の
恐
ら
く
は
明
る
さ
か
ら
遠
い
生
活
は
、
末
期
自
然
主
義
の
あ
の
暗
さ
に
通
ふ
も

の
で
あ
ら
う
こ
と
を
、
私
は
惧
れ
る
の
で
あ
る
」。
し
た
が
っ
て
、
書
か
れ
ざ
る
主

人
公
（
＝
作
者
）
の
未
来
に
言
及
す
る
こ
の
よ
う
な
通
俗
的
な
批
判
に
対
し
て
、

溝
井
勇
三
が
疾
し
さ
を
感
じ
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

だ
が
溝
井
は
、「
誰
か
の
批
評
に
清
流
で
な
く
濁
流
だ
と
云
ふ
言
葉
は
最
も
私

の
心
を
深
く
刳
る
言
葉
で
し
た
」（
六
月
二
十
七
日
付
け　

志
賀
直
哉
宛
書
簡
）
と

い
う
手
紙
を
志
賀
に
送
る
。
志
賀
直
哉
は
す
ぐ
さ
ま
「「
清
流
」
は
濁
流
で
は
あ
り

ま
せ
ん
」
と
い
う
葉
書
を
二
十
九
日
付
け
で
溝
井
に
送
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
直

井
の
自
伝
小
説
『
一
縷
の
川
』（
私
家
版
、
昭
五
一
・
二
）
で
は
戦
中
期
の
「
志
賀

先
生
」
か
ら
の
書
簡
が
十
四
通
（
間
接
引
用
一
通
を
含
む
）
記
さ
れ
て
い
る
。
け

れ
ど
も
『
志
賀
直
哉
全
集　

第
十
九
巻
』（
岩
波
書
店
、
平
一
二
・
九
）
を
読
む

と
、
こ
の
時
期
に
志
賀
が
溝
井
に
送
っ
た
書
簡
は
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
、

い
ず
れ
も
懇
切
な
も
の
で
あ
る
。
第
十
八
回
芥
川
賞
候
補
に
も
な
っ
た
直
井
の
次

作
「
母
親
」
も
、
志
賀
の
慫
慂
に
よ
っ
て
『
改
造
』（
昭
一
八
・
一
二
）
に
掲
載
さ

れ
る
。
文
学
場
の
重
鎮
で
あ
る
〈
志
賀
直
哉
〉
の
威
信
は
健
在
で
あ
る
。
そ
の
後

も
直
井
の
小
説
の
い
く
つ
か
が
志
賀
の
斡
旋
に
よ
っ
て
文
芸
誌
な
ど
に
掲
載
さ
れ

る
。

　

戦
時
下
で
は
幻
に
終
わ
っ
た
直
井
の
創
作
集
刊
行
企
画
に
も
志
賀
が
関
わ
っ
て

い
た
こ
と
が
、
直
井
の
「
追
慕
記
」（
新
潮
社
版
『
一
縷
の
川
』、
昭
五
二
・
一
、
所
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収
）
な
ど
か
ら
分
か
る
。「
清
流
」「
母
親
」「
班
長
」（
当
初
『
文
芸
』
に
発
表
さ

れ
る
予
定
だ
っ
た
が
、
改
造
社
が
解
散
さ
せ
ら
れ
、
発
行
元
が
河
出
書
房
に
移
っ

た
た
め
未
発
表
）
を
収
録
し
た
『
清
流
』
が
小
山
書
店
か
ら
刊
行
予
定
で
あ
っ
た
。）

（1
（

小
山
書
店
は
昭
和
十
七
年
七
月
に
志
賀
の
短
篇
集
『
早
春
』、
敗
戦
後
も
昭
和
二

十
二
年
一
月
『
暗
夜
行
路　

前
篇
』（
志
賀
直
哉
選
集
第
一
巻
）、
同
年
五
月
『
暗

夜
行
路　

後
篇
』（
志
賀
直
哉
選
集
第
二
巻
）、
二
十
三
年
三
月
短
篇
集
『
翌
年
』、

同
年
七
月
『
荒
絹
』（
梟
文
庫
4
）
な
ど
志
賀
作
品
の
積
極
的
な
刊
行
機
関
で
あ
っ

た
。
加
え
て
店
主
小
山
久
二
郎
は
、
昭
和
十
五
年
五
月
に
志
賀
一
家
が
引
き
移
る

世
田
谷
新
町
の
住
居
を
斡
旋
す
る
の
み
な
ら
ず
、
頻
繁
に
志
賀
宅
を
訪
れ
将
棋
や

麻
雀
に
興
じ
る
な
ど
志
賀
と
は
ご
く
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
。
残
念
な
が
ら
直
井

の
処
女
創
作
集
は
、
昭
和
二
十
年
三
月
十
日
の
東
京
大
空
襲
に
よ
り
小
山
書
店
の

倉
庫
も
ろ
と
も
焼
失
し
、
敗
戦
後
の
二
十
一
年
二
月
に
『
清
流
』（
発
行
元
、
小
山

書
店
。
収
録
作
「
清
流
」「
母
親
」）
は
日
の
目
を
見
る
。

　

そ
の
後
も
志
賀
直
哉
は
直
井
潔
の
作
家
活
動
に
様
々
な
援
助
を
も
た
ら
す
。
昭

和
二
十
七
年
、
直
井
の
「
淵
」
が
『
世
界
』
二
月
、
三
月
号
に
掲
載
、
第
二
十
七

回
芥
川
賞
候
補
と
な
る
。
選
後
評
で
は
、
詮
衡
委
員
で
志
賀
の
一
番
弟
子
の
瀧
井

孝
作
が
「
直
井
潔
氏
を
推
す
」
と
題
し
た
文
章
で
「
淵
」
を
絶
賛
す
る
も
、
該
当

作
品
な
し
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
。
お
そ
ら
く
詮
衡
委
員
会
で
も
、
相
当
程
度

の
瀧
井
の
援
護
が
あ
っ
た
こ
と
が
佐
藤
春
夫
な
ど
の
選
後
評
か
ら
窺
え
る
。）

（1
（

も
し

受
賞
の
運
び
と
な
っ
て
い
れ
ば
、〈
志
賀
直
哉
〉
の
社
会
（
関
係
）
資
本
が
最
大
限

に
発
揮
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
「
淵
」
は
同
年
九
月
に
中
央
公
論
社
か
ら
単

行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
四
頁
に
わ
た
る
志
賀
の
序
文
が
付
さ
れ
た
。
長
く
な
る

の
で
帯
に
印
刷
さ
れ
た
一
部
の
み
を
引
用
す
る
。

私
は
前
か
ら
、
小
説
の
よ
し
、
あ
し
を
読
後
に
残
る
後
味
で
決
め
る
癖
が
あ

り
、
さ
う
い
ふ
点
で
直
井
君
の
小
説
を
い
い
と
思
つ
た
。
此
本
の
「
淵
」
も

今
度
芥
川
賞
の
候
補
に
な
つ
た
が
、
平
淡
に
過
ぎ
る
と
い
ふ
評
だ
つ
た
。
然

し
私
は
平
淡
に
過
ぎ
て
も
、
そ
れ
で
仕
舞
ま
で
読
ま
せ
、
あ
と
に
清
々
し
い

味
を
残
す
と
す
れ
ば
平
淡
に
過
ぎ
る
と
い
ふ
事
は
必
ず
し
も
欠
点
で
は
な
く

却
つ
て
特
色
だ
と
考
へ
る
の
だ
。

　

直
井
の
創
作
活
動
は
そ
の
後
も
寡
作
な
が
ら
継
続
し
、
遂
に
昭
和
四
十
四
年
三

月
に
病
身
を
押
し
て
妻
と
甥
た
ち
と
と
も
に
渋
谷
常
盤
松
の
志
賀
家
を
訪
問
、
師

弟
待
望
の
初
対
面
を
果
た
す
。
そ
の
時
の
写
真
を
巻
頭
に
収
め
た
『
一
縷
の
川
』

（
私
家
版
、
雑
誌
連
載
時
の
原
題
は
「
わ
が
師
恩
の
記
」）
は
発
病
か
ら
敗
戦
直
後

ま
で
の
志
賀
直
哉
に
対
す
る
思
い
を
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
た
作
品
で
、
同
作
に
よ

り
直
井
は
第
七
回
平
林
た
い
子
賞
を
受
賞
す
る
。〈
志
賀
直
哉
〉
の
威
信
（
象
徴
資

本
）
は
、
ひ
と
り
の
傷
痍
軍
人
の
甦
生
に
着
実
に
寄
与
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
稿
の
副
題
を
「
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
〝
小
説
の
神
様
〟」
と
し
た
所
以
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

※

　

整
理
し
よ
う
。
昭
和
十
六
年
、
膠
着
し
た
日
中
戦
争
と
迫
り
く
る
ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
な
ど
と
の
戦
争
と
い
う
閉
塞
感
と
不
安
感
が
弥
漫
し
た
時
代
の
中
で
発

表
さ
れ
た
志
賀
の
身
辺
雑
記
「
早
春
の
旅
」
は
、「
不
動
」
の
も
の
と
文
壇
か
ら
少

な
か
ら
ぬ
賞
賛
を
受
け
た
（
昭
和
八
年
の
「
万
暦
赤
絵
」
の
同
時
代
評
と
対
照
し

て
ほ
し
い
）。
ま
た
昭
和
十
二
年
の
尾
崎
一
雄
の
芥
川
賞
受
賞
は
、
師
で
あ
る
志
賀

直
哉
の
〝
偉
大
さ
〟
を
改
め
て
印
象
づ
け
る
出
来
事
だ
っ
た
（「
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
効

果
」）。
さ
ら
に
志
賀
の
威
信
（
象
徴
資
本
）
や
社
会
（
関
係
）
資
本
は
絶
望
の
淵

に
お
か
れ
た
青
年
に
備
給
さ
れ
、
ひ
と
り
の
作
家
の
誕
生
と
し
て
結
実
し
た
。

　

だ
が
も
ち
ろ
ん
、
敗
戦
後
の
〈
志
賀
直
哉
〉
は
決
し
て
無
傷
だ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
織
田
作
之
助
「
可
能
性
の
文
学
」（『
改
造
』、
昭
二
一
・
一
二
）
や
太
宰

治
「
如
是
我
聞
」（『
新
潮
』、
昭
二
三
・
三
～
七
）
と
い
っ
た
無
頼
派
作
家
た
ち
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の
反
発
、
さ
ら
に
時
代
は
下
る
が
、
中
村
光
夫
に
よ
る
独
自
の
文
学
観
か
ら
の
ほ

ぼ
全
面
的
な
否
定
と
い
え
る
『
志
賀
直
哉
論
』（
文
芸
春
秋
新
社
、
昭
二
九
・
四
）

な
ど
、
少
な
か
ら
ぬ
批
判
が
志
賀
に
対
し
て
浴
び
せ
ら
れ
た
こ
と
も
周
知
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
志
賀
が
蓄
積
し
て
き
た
様
々
な
〝
資
本
〟
は
、
志
賀

を
名
士
の
地
位
に
と
ど
め
て
お
く
の
に
充
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
前
述
し

た
小
山
書
店
の
刊
行
状
況
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
岩
波
書
店
は
敗
戦
後
に

『
志
賀
直
哉
全
集
』
を
三
度
刊
行
し
て
い
る
。「
門
弟
三
千
人
」
の
佐
藤
春
夫
や
漱

石
山
脈
に
は
到
底
及
ば
な
い
が
、
瀧
井
孝
作
、
尾
崎
一
雄
、
網
野
菊
、
藤
枝
静
男
、

直
井
潔
、
阿
川
弘
之
な
ど
少
な
か
ら
ぬ
門
弟
を
抱
え
、
彼
ら
に
よ
っ
て
も
の
さ
れ

た
志
賀
を
顕
彰
す
る
文
章
も
少
な
く
な
い
。
尾
道
、
城
崎
な
ど
志
賀
文
学
に
よ
っ

て
名
所
化
し
た
場
所
も
あ
る
。
志
賀
の
威
信
（
象
徴
資
本
）
は
敗
戦
後
の
一
時
期

揺
ら
ぐ
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
ま
ず
は
盤
石
の
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

《
注
》

（
1
）�

「
戦
時
下
の
「
暗
夜
行
路
」
―
「
大
正
期
の
紀
念
碑
的
名
作
」
か
ら
の
超
出
」（
拙

著
『〈
志
賀
直
哉
〉
の
軌
跡
―
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
作
家
表
象
』、
森
話
社
、
平
二

六
・
七
）。
な
お
同
様
の
指
摘
と
し
て
、
岸
晶
子
「〈
志
賀
直
哉
〉
の
完
結
へ
―
「
暗

夜
行
路
」
と
昭
和
十
二
年
版
全
集
」（『
文
学
1
9
2
0
年
代　

特
集
「
暗
夜
行
路
」』、

平
一
七
・
四
）、
嶋
田
祐
士
「『
暗
夜
行
路
』
を
囲
む
言
説
空
間
―
谷
川
徹
三
「「
暗

夜
行
路
」
覚
書
」
を
生
み
だ
し
た
も
の
」（『
緑
岡
詞
林
』
第
三
一
号
、
平
一
九
・
三
）

も
参
照
。

（
2
）�

周
知
の
よ
う
に
こ
の
全
集
の
企
画
が
「
暗
夜
行
路
」
完
成
の
機
縁
と
な
っ
た
。

（
3
）�

本
稿
で
は
志
賀
直
哉
を
実
体
的
な
存
在
と
し
て
で
は
な
く
表
象
・
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
扱
う
。
生
身
の
作
者
を
論
じ
て
い
る
と
い
う
誤
解
を
与
え
か
ね
な
い
箇
所
に
は
、

適
宜
山
括
弧
を
付
し
、〈
志
賀
直
哉
〉
と
表
記
す
る
。

（
4
）�

「
文
士
廃
業
」（『
志
賀
直
哉　

下
』、
岩
波
書
店
、
平
六
・
七
）。

（
5
）�

発
表
当
時
の
文
壇
に
お
け
る
「
万
暦
赤
絵
」
受
容
の
様
相
に
関
し
て
は
、
拙
稿

「「
万
暦
赤
絵
」
論
―
満
洲
・
支
那
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
中
国
鑑
賞
陶
磁
器
」（
前
掲
書
⑴

所
収
）、
平
浩
一
「
企
図
さ
れ
た
「
文
芸
復
興
」
―
志
賀
直
哉
「
萬
暦
赤
絵
」
に
み

る
既
成
作
家
の
復
活
」（『「
文
芸
復
興
」
の
系
譜
学
―
志
賀
直
哉
か
ら
太
宰
治
へ
』、

笠
間
書
院
、
平
二
七
・
三
）
を
参
照
。

（
6
）�

「
昭
和
一
〇
年
代
後
半
の
歴
史
小
説
／
私
小
説
を
め
ぐ
る
言
説
」（『
昭
和
一
〇
年
代

の
文
学
場
を
考
え
る
―
新
人
・
太
宰
治
・
戦
争
文
学
』、
立
教
大
学
出
版
会
、
平
二

七
・
三
）。

（
7
）�

上
司
小
剣
「
文
芸
時
評
⑴　

胸
に
こ
た
へ
る
も
の
」（『
中
外
商
業
新
報
』、
昭
一

六
・
一
・
二
八
）、
徳
永
直
「
文
芸
時
評
⑷　

早
春
の
旅
」（『
北
海
タ
イ
ム
ス
』
夕

刊
、
昭
一
六
・
二
・
一
一
）、
亀
井
勝
一
郎
「
文
化
時
評
⑷　

不
動
の
姿
勢
」（『
九
州

日
報
』、
昭
一
六
・
四
・
一
八
）
を
参
照
。
特
に
徳
永
の
評
言
は
「
私
小
説
の
今
日
的

意
味
」
と
併
せ
て
読
む
時
、
同
時
代
に
お
い
て
「
外
部
の
現
実
（《
今
日
》）」
が
い
か

な
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
を
考
え
る
上
で
、
誠
に
示
唆
に
富
む
。

（
8
）�

木
村
一
信
は
、「
泥
沼
化
し
、
行
先
き
の
見
え
な
い
日
中
戦
争
と
、
来
た
る
米
英
蘭

と
の
大
戦
の
予
覚
を
「
未
曽
有
の
国
難
」
と
し
て
仏
像
の
眼
差
に
写
し
出
し
た
直
哉

は
、
こ
の
「
早
春
の
旅
」
に
お
い
て
は
一
方
で
、
ひ
と
と
き
の
慰
安
と
寛
ぎ
と
を
得

た
の
で
あ
ろ
う
」（「
志
賀
直
哉
『
早
春
の
旅
』」、『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』、
平
一

九
・
四
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、「
ひ
と
と
き
の
慰
安
と
寛
ぎ
」
は
同
時
代
読
者
に
も

共
有
さ
れ
た
と
い
う
の
が
、
同
時
代
言
説
の
分
析
を
通
じ
て
得
た
私
の
見
解
で
あ
る
。

（
9
）�

社
会
性
の
欠
如
ゆ
え
に
『
暢
気
眼
鏡
』
を
難
じ
る
文
章
と
し
て
は
、
他
に
も
本
多
顕

彰
「
文
芸
時
評
⑶　

旧
い
文
人
気
質
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』、
昭
一
二
・
七
・
三
〇
。

た
だ
し
本
多
は
全
面
的
に
は
否
定
し
て
い
な
い
）、
森
山
啓
「
小
説
月
旦
」（『
文
芸
』、

昭
一
二
・
一
〇
）
な
ど
。
な
お
『
暢
気
眼
鏡
』
の
同
時
代
評
を
検
証
し
た
山
中
知
子

も
、
社
会
性
の
欠
如
の
ゆ
え
に
同
書
が
批
判
に
晒
さ
れ
た
こ
と
を
す
で
に
指
摘
し
て

い
る
（「〈
心
境
小
説
〉
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
―
尾
崎
一
雄
「
芳
兵
衛
も
の
」
の
場
合
」、

『
学
習
院
大
学　

国
語
国
文
学
会
誌
』
第
五
五
号
、
平
二
四
・
三
）。

（
10
）�

な
お
副
題
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
こ
の
文
章
は
尾
崎
よ
り
も
池
田
に
焦
点
が
当

て
ら
れ
て
い
る
。

（
11
）�
ち
な
み
に
日
本
軍
の
ア
ッ
ツ
島
に
お
け
る
「
玉
砕
」
は
、
同
年
五
月
で
あ
る
。

（
12
）�
前
掲
⑴
を
参
照
。
さ
ら
に
詳
し
く
は
阿
川
弘
之
「
戦
中
縁
辺
」（
前
掲
書
⑷
所
収
）、

唐
井
清
六
「
直
井
潔
―
人
と
文
学
（
一
）
～
（
三
）」（『
親
和
国
文
』
第
九
号
、
昭

五
〇
・
二
、
第
一
一
号
、
昭
五
二
・
三
、
第
一
二
号
、
昭
五
三
・
一
）
を
参
照
。
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（
13
）�

「
直
井
潔
―
人
と
文
学
（
二
）」、
前
掲
⑿
を
参
照
。

（
14
）�

ち
な
み
に
「
清
流
」
に
「
志
賀
さ
ん
の
影
響
」
を
看
取
し
た
の
は
、
伊
藤
の
卓
見
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
文
壇
情
報
と
し
て
、「
清
流
」
の
『
改
造
』
掲
載
が
志
賀

の
慫
慂
で
あ
る
こ
と
は
一
定
の
文
壇
人
に
知
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
清

流
」
の
作
品
内
に
「
赤
西
蠣
太
」
に
対
す
る
言
及
が
あ
る
こ
と
な
ど
も
考
慮
す
る
必

要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
15
）�

も
っ
と
も
「
清
流
」
と
い
う
作
品
自
体
に
も
、〈
私
小
説
〉
的
な
読
み
の
モ
ー
ド
を

発
動
さ
せ
る
要
素
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
結
末
近
く
で
、
俄
か
に
章
三
が
小
説
を
書

く
こ
と
で
甦
生
し
よ
う
と
決
意
す
る
件
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
結
果
が
「
清
流
」
発

表
で
あ
る
と
、
作
品
内
世
界
と
現
実
を
短
絡
さ
せ
て
受
容
す
る
よ
う
に
促
す
誘
因
が

「
清
流
」
に
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

（
16
）�

小
山
書
店
に
関
し
て
は
、
小
山
久
二
郎
『
ひ
と
つ
の
時
代
―
小
山
書
店
私
史
』

（
六
興
出
版
、
昭
五
七
・
一
二
）
が
詳
し
い
。

（
17
）�

阿
川
弘
之
は
「
門
下
戦
後
」（
前
掲
書
⑷
所
収
）
の
中
で
、
藤
枝
静
男
と
直
井
を
取

り
上
げ
、「
委
員
の
一
部
に
、
志
賀
直
哉
の
亜
流
が
推
す
そ
の
ま
た
亜
流
の
も
の
な
ぞ

認
め
た
く
な
い
と
い
う
気
分
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
安
易
な
推
測
は
す
べ
き
で
な

い
け
れ
ど
、
も
し
か
す
る
と
そ
の
辺
、
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
」
と
い
さ
さ
か
含

み
を
持
た
せ
た
「
推
測
」
を
し
て
い
る
。

※	

志
賀
作
品
の
引
用
は
特
に
断
り
が
な
い
限
り
初
出
に
よ
る
。「
志
賀
直
哉
宛
書
簡
」
の

引
用
は
『
志
賀
直
哉
全
集　

別
巻
』（
岩
波
書
店
、
昭
四
九
・
一
二
）、「
志
賀
直
哉
書

簡
」
の
引
用
は
『
志
賀
直
哉
全
集　

第
十
九
巻
』（
岩
波
書
店
、
平
一
二
・
九
）
に
よ

る
。
な
お
同
時
代
評
の
引
用
は
、
主
に
池
内
輝
雄
編
『
文
芸
時
評
大
系　

昭
和
篇
Ⅰ　

第
十
四
巻
、
第
十
八
巻
、
第
十
九
巻
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
平
一
九
・
一
〇
）
に
よ
る
。

※
引
用
に
際
し
、
ル
ビ
・
傍
点
な
ど
は
削
除
し
、
旧
漢
字
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。

※	

直
井
潔
の
経
歴
に
関
し
不
明
な
点
は
、
適
宜
、
唐
井
清
六
「
直
井
潔
年
譜
」（『
親
和

国
文
』
第
一
二
号
、
昭
五
三
・
一
）
を
参
考
に
し
た
。
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52― Résumé ―

 À	mon	grand	désespoir,	je	dois	confesser	que	jusqu’à	récemment	je	ne	possédais	aucunes	con-
naissances	solides	en	histoire	japonaise.	Suite	aux	nombreuses	mutations	de	mon	père,	je	me	suis	vu	
changé	d’école	plusieurs	fois	au	cours	de	ma	scolarité,	allant	de	la	préfecture	de	Shiga	à	la	préfecture	
de	Iwate	en	passant	par	Tokyo.	Je	ne	me	souviens	pas	d’avoir	jamais	appris	l’histoire	durant	ma	jeu-
nesse,	car	les	écoles	que	je	fréquentais	à	mesure	de	nos	déplacements	n’avaient	pas	inscrit	l’histoire	
au	programme	de	cette	année-là.	
	
	 «	L’Histoire	»	peut	prendre	un	tout	autre	aspect	chaque	fois	que	l’on	change	l’angle	d’approche	
d’un	événement.	Comme	disent	les	Goncourt,	«	L’histoire	est	un	roman	qui	a	été	;	le	roman	est	de	
l’histoire	qui	aurait	pu	être	».
	 Je	me	suis	intéressé	à	l’histoire	grâce	à	une	série	de	mangas	intitulés	«	Fûunji-tachi	»	de	Minamoto	
Taro.	Il	était	temps,	puisque	à	cette	époque-là	j’avais	déjà	publié	une	vingtaine	de	livres.	À	travers	
le	passé	on	peut	connaître	l’avenir.	En	d’autres	mots,	au	bout	de	l’avenir	se	retrouve	le	passé	:	nous	
entrons	dans	l’avenir	à	reculons.*
	
	 Dans	cet	article,	j’ai	établi	une	chronologie,	restreignant	mes	recherches	à	l’époque	où	il	était	
le	plus	difficile	d’apprendre	les	langues	étrangères	pour	les	Japonais	:	l’époque	Edo,	ère	d’isolement	
national.	Il	s’agit	d’une	époque	où	défricher	un	nouveau	domaine	de	savoir	nécessitait	des	efforts	
considérables,	véritable	travail	de	Sysiphe.	À	titre	d’exemple,	il	était	interdit	d’utiliser	l’alphabet	même	
si	l’on	souhaitait	apprendre	une	langue	étrangère.
	 Quel	message	retenez-vous	du	passé	?	Si	cet	article	contribue	un	tant	soit	peu	à	ouvrir	de	nou-
velles	perspectives,	j’en	serai	heureux.
	
＊	Ainsi,	la	création	ne	naît	pas	de	zéro.	Steve	Jobs	écrit	:	Creativity is just connecting things. When you ask creative 

people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something. 

It seemed obvious to them after a while. That’s because they were able to connect experiences they’ve had and 

synthesize new things.

Table	chronologique	des	manuels	d’enseignement	
en	langues	européennes	à	l’époque	de	l’isolement	du	Japon	

（entre	1639	et	1854）

Hisamatsu	Ken’ichi
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《
特
別
研
究
第
3
種
》

鎖
国
時
代
に
お
け
る
西
洋
語
主
要
学
習
書
年
表
（
一
六
三
九
─
一
八
五
四
）

W
er	frem

de	Sprachen	nicht	kennt,	w
eiß	auch	nichts	von	seiner	eigenen. Johann W

olfgang von G
oethe

久

松

健

一

海
外
への
扉
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
時
代
に
、
人
々
は
ど
う
や
っ
て
西
洋
語
に

触
れ
た
の
か
。
い
き
な
り
横
文
字
が
読
め
る
わ
け
は
な
い
。
字
引
も
な
い
。

師
が
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
な
の
に
、
少
し
ず
つ
、
欧
米
の
言
語
は
日
本

に
浸
透
し
て
ゆ
く
。
遅
々
と
し
た
広
が
り
で
は
あ
る
が
、
間
違
い
な
く

後
世
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
い
か
に
し
て
。
本
稿
は
、
鎖
国
時
代

の
語
学
書
に
照
準
を
当
て
な
が
ら
、
そ
の
「
い
か
に
し
て
」
の一
端
を
探

ろ
う
と
す
る
つ
づ
ま
や
か
な
試
み
で
あ
る
。

ガ
リ
レ
イ
地
動
説　

島
原
の
乱　

デ
カ
ル
ト
『
方
法
序
説
』

一
六
三
九
年
（
寛
永
16
）

（
1
）
オ
ラ
ン
ダ
人
以
外
の
西
洋
人
の
来
日
禁
止
（
第
五
次
鎖

国
令
）。「
阿
蘭
陀
風
説
書
」（
鎖
国
政
策
中
に
幕
府
が
オ
ラ
ン
ダ

商
館
長
に
海
外
事
情
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
求
め
た
も
の
）
の

提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
（
一
六
四
一
年
以
降
は
毎
年
提
出
）。

た
だ
し
、
鎖
国
下
の
日
本
は
孤
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
幕
府
は
長
崎
を
通
じ
て
オ
ラ
ン
ダ
・
中
華
と
通
商
関
係

を
結
び
、
薩
摩
は
琉
球
と
、
対
馬
は
朝
鮮
と
通
信
の
関
係
に

あ
り
、
非
公
式
で
は
あ
る
も
の
の
松
前
は
ア
イ
ヌ
人
を
介
し

て
ロ
シ
ア
と
つ
な
が
っ
て
い
た
。
←
〈
前
史
〉	

幕
府
は
鎖
国
令
を

五
度
に
わ
た
っ
て
発
布
（
た
だ
し
、
厳
密
に
は
鎖
国
令
と
い
う
法
令
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
）。
一
六
三
三
年
、
家
光
に
よ
る
第
一
次
鎖
国
令
。

奉
書
船
以
外
の
渡
航
を
禁
じ
、
海
外
に
五
年
以
上
居
留
す
る
日
本
人
の

帰
国
を
禁
じ
る
。
一
六
三
五
年
、
第
三
次
鎖
国
令
。
中
国
・
オ
ラ
ン
ダ
な

ど
外
国
船
の
入
港
を
長
崎
の
み
に
限
定
、
渡
航
と
邦
人
の
滞
在
が
五
年

以
内
で
も
帰
国
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
。
第
五
次
鎖
国
令
を
出
す
直
接
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
島
原
・
天
草
一
揆
。
→
〈
後
史
〉
翌
年
（
一
六
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四
〇
）、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
貿
易
再
開
を
求
め
長
崎
来
航
。
だ
が
幕
府
は

船
を
積
荷
ご
と
焼
き
沈
め
る
。
＊
注
：「
鎖
国
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

は
、
一
八
〇
一
年
参
照
。

（
2
）
本
草
学
者
で
あ
り
儒
学
者
で
あ
っ
た
向
井
元
升
、
紅
葉

山
文
庫
（
江
戸
城
内
）
の
漢
籍
選
定
の
た
め
書
物
改
役
に
加
え

ら
れ
る
。
←
〈
前
史
〉
一
六
三
〇
年
、
徳
川
幕
府
は
キ
リ
ス
ト
教
禁
止

の
一
環
と
し
て
「
禁
書
目
録
」
を
公
表
、
長
崎
春
徳
寺
の
開
山
泰
室
が
書

物
改
役
（
検
閲
官
）
と
し
て
輸
入
書
籍
の
検
閲
を
開
始
す
る
。
→
〈
後
史
〉

向
井
元
升
は
一
六
四
七
年
に
長
崎
に
聖
堂
学
校
を
創
立
、
西
川
如
見
、
吉

雄
耕
牛
、
高
島
秋
帆
と
い
っ
た
文
明
開
化
の
指
導
者
を
育
て
た
。

パ
ス
カ
ル
の
定
理

一
六
四
一
年
（
寛
永
18
）

オ
ラ
ン
ダ
商
館
（
日
本
に
設
置
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社

の
支
社
）、
平
戸
よ
り
長
崎
出
島
へ
。
国
内
に
居
住
し
て
い
た

オ
ラ
ン
ダ
人
を
出
島
（
鎖
国
中
の
窓
）
に
移
し
終
え
る
。
←
〈
前

史
〉
一
六
〇
九
年
に
オ
ラ
ン
ダ
商
館
は
平
戸
に
設
置
さ
れ
た
。
徳
川
家
康

は
関
税
免
除
、
治
外
法
権
等
を
許
し
た
。
→
〈
後
史
〉
商
館
は
、
一
八
五

八
年
に
領
事
館
と
な
る
ま
で
欧
州
文
化
輸
入
の
源
と
な
る
。

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命

一
六
四
九
年
（
慶
安
２
）

バ
タ
ビ
ア
か
ら
日
本
に
遣
わ
さ
れ
た
特
派
使
節
ブ
ロ
ホ
ビ
ウ

ス
、
船
中
に
て
死
去
。
長
崎
、
稲
佐
村
（
後
に
大
型
台
風
の
た

め
に
、
オ
ラ
ン
ダ
船
・
ハ
ウ
ト
マ
ン
号
が
座
礁
し
、
国
外
持
ち
出
し

禁
止
の
品
が
出
た
、
い
わ
ゆ
る
「
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
」
の
発
端
と

な
っ
た
地
）
の
悟
真
寺
に
埋
葬
。
そ
れ
以
前
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は

何
人
た
り
と
も
日
本
で
は
埋
葬
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
そ
れ

ま
で
は
水
葬
）。

一
六
五
七
年
（
明
暦
3
）

江
戸
時
代
最
大
の
大
火
（
振
袖
火
事
）
が
起
こ
り
、
江
戸
城
天

守
閣
焼
失
。
徳
川
光
圀
、
紀
伝
体
の
歴
史
書
『
大
日
本
史
』

編
纂
に
着
手
。
→
〈
後
史
〉
水
戸
藩
で
代
々
二
百
五
十
年
近
く
継
承

さ
れ
、
明
治
時
代
（
一
九
〇
六
）
に
完
成
。

イ
ギ
リ
ス
海
上
権
独
占　
ル
イ
十
四
世
絶
対
主
義　
コ
ル
ベ
ー
ル
重
商
主
義

一
六
六
六
年
（
寛
文
6
）

日
本
初
の
図
解
百
科
事
典
、
中
村
惕
斎
著
『
訓
蒙
図
彙
』（
全

二
十
巻
）
刊
行
。
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一
六
六
九
年
（
寛
文
９
）

シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
乱
（
ア
イ
ヌ
民
族
と
和
人
と
の
最
大
の
争

い
）。
＊
注
：
和
人
は
ア
イ
ヌ
か
ら
見
た
ア
イ
ヌ
以
外
の
大
和
民
族
＝
日

本
人
を
指
す
。

一
六
七
〇
年
（
寛
文
10
）

平
戸
の
医
師
（
カ
ス
パ
ル
流
外
科
の
草
分
）・
河
口
良
庵
『
阿
蘭

陀
語
』
と
題
す
る
、
ラ
テ
ン
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
オ
ラ
ン

ダ
語
に
関
す
る
わ
が
国
初
の
単
語
帳
（
た
だ
し
、
原
綴
で
は
な

く
片
仮
名
書
き
）
を
自
筆
。

清
の
拡
大

一
六
七
三
年
（
延
宝
元
）

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
船
リ
タ
ー
ン
号
、
幕
府
に
貿
易
の
再
開
を

願
っ
て
来
航
。
幕
府
は
上
陸
を
拒
否
。
→
〈
後
史
〉
こ
の
先
、
日

本
に
入
港
可
能
な
欧
州
船
は
オ
ラ
ン
ダ
一
国
と
な
る
。

一
六
七
六
年
（
延
宝
４
）

康
遇
聖
（
捕
虜
と
し
て
十
年
間
滞
日
後
帰
国
、
通
訳
官
）
著
『
捷

解
新
語
』
刊
。
朝
鮮
の
日
本
語
学
習
書
（
十
巻
）。
会
話
体
・

候
文
体
の
日
本
語
に
ハ
ン
グ
ル
で
注
音
し
、
朝
鮮
語
訳
を
付

し
た
も
の
。

生
類
憐
み
の
令　

万
有
引
力
の
法
則　

名
誉
革
命

一
六
八
九
年
（
元
禄
２
）

長
崎
に
唐
人
屋
敷
完
成
。
唐
人
を
収
容
。

英
仏
植
民
地
戦
争　

魔
女
狩
り

一
六
九
〇
年
（
元
禄
３
）

ド
イ
ツ
人
、
ケ
ン
ペ
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
医
と
し
て
来
朝
。

通
詞
、
今
村
英
生
が
全
面
的
に
協
力
す
る
。
→
〈
後
史
〉
翌
年
、

翌
々
年
、
ケ
ン
ペ
ル
江
戸
参
府
。
後
に
『
日
本
誌
』（
英
語
版
：
一
七
二

七
～
一
七
二
八
）
を
著
す
。

一
六
九
五
年
（
元
禄
８
）

西
川
如
見
著
『
華
夷
通
商
考
』（
二
巻
）
な
る
。
わ
が
国
で
最

初
の
地
理
書
で
、
中
国
を
始
め
と
す
る
諸
外
国
の
地
誌
や
商

業
貿
易
を
解
説
。
←
〈
前
史
〉	

た
だ
し
、
長
崎
の
通
詞
・
林
道
栄
の
秘

書
と
さ
れ
る
『
異
国
風
土
記
』（
一
六
八
八
）
が
種
本
。
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一
六
九
七
年
（
元
禄
10
）

ロ
シ
ア
国
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
占
領
、
日
本
へ
の
進
出
を
画
策
。

ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争　

赤
穂
浪
士
討
ち
入
り

一
七
〇
五
年
（
宝
永
2
）

ロ
シ
ア
、
ぺ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
日
本
語
学
校
創
設
。
日
本
人
漂

流
民
（
デ
ン
ベ
イ
）
が
講
師
を
勤
め
る
。

一
七
〇
九
年
（
宝
永
6
）

前
年
（
宝
永
五
）、
布
教
目
的
で
屋
久
島
へ
上
陸
し
た
イ
タ

リ
ア
人
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
シ
ド
ッ
チ
を
、
こ
の
年
、
新

井
白
石
（
幕
府
の
中
枢
に
あ
っ
て
西
洋
学
術
の
優
秀
性
を
認
知
、

大
槻
玄
沢
が
和
蘭
学
の
草
創
と
呼
ぶ
）
が
江
戸
に
て
尋
問
。
シ

ド
ッ
チ
は
日
本
に
は
漢
字
の
数
が
多
く
、
こ
れ
を
暗
記
す
る

労
の
多
大
な
点
に
つ
い
て
「
徒
に
其
心
力
を
費
や
す
の
み
」

と
評
し
た
と
い
う
。
今
村
英
生
が
主
に
ラ
テ
ン
語
（
商
館
員

ダ
ウ
の
助
け
を
借
り
て
学
習
）
で
通
訳
を
行
う
。
→
〈
後
史
〉
白

石
は
シ
ド
ッ
チ
神
父
尋
問
の
記
録
を
『
西
洋
紀
聞
』
や
『
采
覧
異
言
』
に

ま
と
め
た
（
オ
ラ
ン
ダ
語
習
得
に
も
関
心
を
も
ち
、
通
詞
を
通
じ
て
、
数

百
の
単
語
を
習
得
。『
外
国
之
事
調
書
』
に
三
百
を
超
え
る
蘭
語
を
収
録

す
る
）。
白
石
は
鎖
国
下
の
わ
が
国
の
学
術
の
遅
れ
を
痛
感
、
西
洋
の
科

学
や
技
術
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
後
に
、

白
石
の
書
を
通
じ
て
八
代
将
軍
吉
宗
は
西
洋
に
眼
を
開
か
れ
、
蘭
学
（
洋

学
）
解
禁
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
（
一
七
二
〇
）。
し
か
し
、
吉

宗
の
最
大
の
眼
目
は
暦
を
正
確
に
作
成
す
る
意
図
、
そ
の
意
味
で
将
軍

の
盲
を
直
に
開
い
た
の
は
数
学
者
中
根
元
圭
の
進
言
で
あ
ろ
う
。

一
七
一
一
年
（
正
徳
元
）

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
に
漂
着
の
漁
民
サ
ニ
マ
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に

送
還
。
デ
ン
ベ
イ
の
助
手
と
し
て
日
本
語
を
教
え
る
。

一
七
一
六
年
（
享
保
元
）

徳
川
吉
宗
将
軍
職
に
就
く
。
→
〈
後
史
〉
翌
年
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館

長
を
引
見
。

奴
隷
貿
易
盛
行　

フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン　

大
岡
越
前
守

一
七
二
〇
年
（
享
保
5
）

吉
宗
、
享
保
の
新
令
に
よ
り
禁
書
令
緩
和
。
キ
リ
ス
ト
教
に

関
係
の
な
い
西
洋
学
術
書
（
漢
訳
本
）
の
輸
入
を
認
め
る
。

一
七
二
九
年
（
亨
保
14
）

吉
宗
の
下
命
で
、
日
本
人
の
手
に
な
る
オ
ラ
ン
ダ
語
の
最
初
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の
邦
訳
書
、
今
村
英
生
訳
『
西
説
伯
楽
必
携
』（
馬
術
と
馬
の

治
療
書
）
が
出
る
。

ア
メ
リ
カ
植
民
拡
大　

ポ
ー
ラ
ン
ド
継
承
戦
争

一
七
三
六
年
（
元
文
元
）

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
に
漂
着
し
た
薩
摩
の
人
ゴ
ン
ザ
、
ソ
ウ
ザ
、

ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
送
ら
れ
、
日
本
語
教
師
と
な
る
。
当
地
の

日
本
語
学
校
の
監
督
官
（
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
司
書
）
ボ
グ
ダ
ー

ノ
フ
の
指
導
下
、
ゴ
ン
ザ
は
『
露
日
語
彙
集
』（
一
七
三
六
）、

『
新
ス
ラ
ブ
・
日
本
語
辞
典
』（
一
七
三
六
～
一
七
三
八
：
世
界

で
始
め
て
の
露
日
辞
典
。
教
会
ス
ラ
ヴ
・
ロ
シ
ア
語
単
語
に
ゴ
ン

ザ
が
薩
摩
方
言
の
色
濃
い
日
本
語
訳
を
添
え
た
）
を
編
纂
。

一
七
三
八
年
（
元
文
３
）

オ
ヤ
ン
グ
レ
ン
著
『
日
本
語
文
典
』
が
メ
キ
シ
コ
で
刊
行
さ

れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
布
教
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
日
本
語

文
法
解
説
書
。
著
者
は
、
当
時
イ
ス
パ
ニ
ア
副
王
領
だ
っ
た

メ
キ
シ
コ
経
由
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
派
遣
さ
れ
た
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
派
の
ス
ペ
イ
ン
人
宣
教
師
。
彼
自
身
は
来
朝
し
た
こ
と
は

な
く
、
先
人
の
ロ
ド
リ
ゲ
ス
著
『
日
本
小
文
典
』（
一
六
二
〇
）

や
コ
リ
ャ
ド
著
『
日
本
語
文
典
』（
一
六
三
二
）
な
ど
を
参
考

に
執
筆
。

一
七
四
〇
年
（
元
文
５
）

前
年
に
幕
府
に
任
用
さ
れ
た
儒
者
・
青
木
昆
陽
と
医
者
・
野

呂
元
丈
が
、
殖
産
興
業
政
策
を
掲
げ
、
オ
ラ
ン
ダ
の
科
学
、

技
術
に
強
い
関
心
を
持
っ
た
八
代
将
軍
吉
宗
の
命
に
よ
り
蘭

語
の
本
格
的
な
学
習
、
研
究
を
開
始
。
←
〈
前
史
〉
昆
陽
は
享
保

の
飢
饉
の
と
き
甘
藷
栽
培
を
推
奨
、
吉
宗
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
元
丈
は
医

者
で
蘭
学
者
。
幕
命
に
よ
り
採
薬
の
た
め
諸
国
を
行
脚
し
た
。
→
〈
後

史
〉
昆
陽
は
、
長
崎
の
通
詞
以
外
で
江
戸
で
最
初
に
外
国
語
の
語
学
書

を
著
し
、〝
蘭
学
（
洋
学
）
の
中
興
〟
と
さ
れ
る
。
学
習
法
は
、
長
崎
屋

（
長
崎
か
ら
く
る
カ
ピ
タ
ン
ら
が
逗
留
す
る
定
宿
）
に
出
向
き
、
通
詞
・

吉
雄
耕
牛
ら
を
介
し
て
、
直
に
オ
ラ
ン
ダ
人
か
ら
横
文
字
を
習
う
と
い

う
あ
り
方
。
会
話
本
『
和
蘭
話
訳
』、
単
語
集
『
和
蘭
文
訳
』、
並
び
に
正

書
法
に
触
れ
た
『
和
蘭
文
字
略
考
』（
一
七
四
四
年
に
将
軍
に
奉
じ
、
一

七
四
六
年
再
修
）
な
ど
を
著
す
。
た
だ
し
、
昆
陽
の
書
物
は
幕
府
に
献
上

し
た
も
の
で
上
木
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
昆
陽
の
提
案
し
た
「
漢
文
訓

読
的
蘭
語
解
釈
法
」
は
我
が
国
の
オ
ラ
ン
ダ
語
学
習
法
の
さ
き
が
け
。
昆

陽
が
開
発
し
、
和
蘭
学
の
休
明
た
る
前
野
良
沢
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た

学
習
法
で
「
①
単
語
を
で
き
る
だ
け
収
集
し
、
暗
記
す
る
。
②
文
中
の
各

語
に
適
時
訳
語
（
漢
語
）
を
当
て
、
訓
読
を
施
し
、
そ
の
の
ち
教
師
に
不

明
の
オ
ラ
ン
ダ
語
や
一
文
を
通
し
た
蘭
文
の
読
み
方
を
尋
ね
る
。
③
最
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後
は
師
の
教
え
に
基
づ
い
て
、
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
各
自

塾
中
に
こ
も
っ
て
蘭
文
を
熟
読
す
る
」
と
い
う
も
の
。

書
籍
印
刷
文
化
拡
大　

プ
ロ
イ
セ
ン
絶
対
主
義

一
七
五
四
年
（
宝
暦
４
）

古
医
方
の
大
家
・
山
脇
東
洋
ら
官
許
（
京
都
所
司
代
の
許
可
）

を
得
て
日
本
で
初
め
て
人
体
解
剖
（
腑
分
け
）
を
行
う
。
←

〈
前
史
〉
獺
（
人
体
の
構
造
と
類
似
す
る
と
さ
れ
て
い
た
）
の
解
剖
を
繰

り
返
す
う
ち
に
人
体
の
内
景
に
疑
問
を
抱
い
た
と
さ
れ
る
。

一
七
五
九
年
（
宝
暦
９
）

山
脇
東
洋
、
五
年
前
の
人
体
解
剖
（
腑
分
け
）
の
実
見
を
『
蔵

志
』（
二
巻
本
、
日
本
最
初
の
人
体
解
剖
観
察
書
）
に
ま
と
め
る
。

漢
方
医
の
五
臓
六
腑
説
な
ど
人
体
に
関
す
る
誤
り
を
指
摘
。

一
七
六
三
年
（
宝
暦
13
）

平
賀
源
内
選
『
物
類
品
隲
』（
一
七
五
七
年
か
ら
始
ま
っ
た
物
産

会
の
出
品
物
を
元
と
し
た
著
作
）。
竜
骨
、
鼉
竜
、
蛤
蚧
な
ど
に

は
オ
ラ
ン
ダ
語
名
を
付
す
。

一
七
六
五
年
（
明
和
２
）

本
草
学
者
・
後
藤
梨
春
が
オ
ラ
ン
ダ
の
珍
し
い
話
を
集
め

『
紅
毛
談
』（
二
巻
）
を
刊
行
。
江
戸
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
紹

介
書
の
嚆
矢
、
あ
わ
せ
て
電
気
・
発
電
装
置
（
エ
レ
キ
テ
ル
）

に
言
及
し
た
日
本
初
の
文
献
。
→
〈
後
史
〉
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を

載
せ
絶
版
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
『
蘭
学
事
始
』
に
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
事

実
と
は
異
な
る
よ
う
だ
。

一
七
六
六
年
（
明
和
３
）

前
野
良
沢
、
杉
田
玄
白
、
日
本
橋
本
石
町
に
あ
る
長
崎
屋
を
訪

問
。
通
詞
西
善
三
郎
に
オ
ラ
ン
ダ
語
学
習
の
難
し
さ
を
諭
さ

れ
る
。
→
〈
後
史
〉
良
沢
は
一
七
六
九
年
（
齢
四
十
八
）
か
ら
蘭
学
を
志

し
、
最
晩
年
の
青
木
昆
陽
に
師
事
。
玄
白
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
習
得
を
実
質

的
に
断
念
。

一
七
六
七
年
（
明
和
４
）

（
1
）
ロ
シ
ア
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
へ
日
本
語
学
校
移
転
す
る
。

（
2
）
通
詞
西
善
三
郎
が
心
覚
え
の
た
め
蘭
仏
辞
典
の
見
出

語
を
も
と
に
蘭
和
辞
典
を
編
み
始
め
る
が
、
翌
年
没
し
た
た

め
に
そ
の
機
運
は
立
ち
消
え
た
。
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イ
ギ
リ
ス
・
産
業
革
命　

田
沼
時
代

一
七
七
一
年
（
明
和
８
）

（
１
）
人
体
の
臓
器
に
関
し
て
漢
説
の
謬
妄
を
感
じ
て
い
た

前
野
良
沢
・
杉
田
玄
白
ら
が
江
戸
小
塚
原
刑
場
で
の
腑
分
け

観
臓
。
翌
日
よ
り
、
ド
イ
ツ
人
ク
ル
ム
ス
著
の
人
体
解
剖
図

の
蘭
語
訳
『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
』
の
翻
訳
（
邦
訳
『
解

体
新
書
』）
を
開
始
。
＊
注
：
昆
陽
の
弟
子
で
あ
る
前
野
良
沢
（
青
木

昆
陽
に
蘭
語
を
学
び
、
そ
の
後
、
長
崎
遊
学
、
同
地
で
本
書
を
入
手
。
訳

業
開
始
二
ヶ
月
後
に
オ
ラ
ン
ダ
語
入
門
書
『
蘭
訳
筌
』
を
著
す
。
写
本
紙

数
十
枚
で
は
あ
る
が
外
国
語
入
門
書
の
嚆
矢
）、
杉
田
玄
白
（
参
府
蘭
人

に
随
行
し
て
い
た
通
詞
よ
り
『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
』
を
入
手
）、

ほ
か
に
中
川
淳
庵
ら
が
『
解
体
新
書
』
の
翻
訳
に
あ
た
る
。

（
2
）
阿
波
に
聖
ピ
ョ
ー
ト
ル
号
漂
着
。
ベ
ニ
ョ
ヴ
ス
キ
ー

（
東
欧
出
身
の
犯
罪
者
で
日
本
で
は
ハ
ン
ペ
ン
ゴ
ロ
ウ
な
ど
と
呼
ば

れ
た
）
の
「
手
紙
事
件
」
起
こ
る
（
ロ
シ
ア
が
日
本
に
攻
め
込
む

と
の
虚
言
を
記
し
た
高
地
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
手
紙
を
残
す
）。

←
〈
前
史
〉
一
七
三
九
年
、
シ
ュ
パ
ン
ベ
ル
ク
指
揮
の
ロ
シ
ア
船
（
元
文

の
黒
船
と
称
さ
れ
る
探
検
船
）
が
房
総
半
島
安
房
沖
に
姿
を
見
せ
る
。
シ

ベ
リ
ア
か
ら
日
本
へ
の
航
路
開
拓
が
目
的
。
→
〈
後
史
〉
工
藤
平
助
や
林

子
平
ら
が
ロ
シ
ア
に
関
連
す
る
書
を
物
し
、
世
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
き
っ

か
け
と
な
っ
た
事
件
。

一
七
七
四
年
（
安
永
3
）

『
解
体
新
書
』
刊
行
。
一
冊
目
が
図
編
で
骨
格
や
内
臓
諸
器
官

が
図
示
さ
れ
、
そ
の
他
は
解
説
編
。
全
文
漢
文
で
記
さ
れ
て

い
る
。
←
〈
前
史
〉
一
六
八
二
年
、
長
崎
の
本
木
良
意
は
ド
イ
ツ
人
、

レ
ム
メ
リ
ン
の
人
体
解
剖
図
鑑
（
原
本
は
ラ
テ
ン
語
）
を
翻
訳
、
没
後
七

十
五
年
目
、
周
防
の
医
師
・
鈴
木
宗
云
が
こ
れ
に
手
を
加
え
『
和
蘭
全
軀

内
外
分
合
図
』（
一
七
七
二
）
と
題
し
て
出
版
。
ま
た
、
一
七
七
三
年
に

は
『
解
体
新
書
』
の
予
告
編
と
も
い
う
べ
き
『
解
体
約
図
』（
杉
田
玄
白

誌
、
中
川
淳
庵
校
、
熊
谷
元
章
図
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
解

体
新
書
』
は
足
掛
け
三
年
を
か
け
た
所
業
だ
が
、
最
初
の
年
に
は
わ
ず
か

百
数
十
行
し
か
訳
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。
→
〈
後
史
〉『
解
体
新
書
』
の

刊
行
は
蘭
学
開
花
を
告
げ
る
も
の
で
、
そ
れ
以
後
、
医
学
は
も
と
よ
り
、

天
文
、
数
学
、
地
理
、
兵
学
へ
と
広
が
り
を
見
せ
る
。
な
お
、
一
七
九
八

年
に
大
槻
玄
沢
が
『
重
訂
解
体
新
書
』
を
著
し
て
い
る
。

一
七
七
五
年
（
安
永
４
）

（
１
）
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
、
出
島
の

三
学
者
の
一
人
ツ
ン
ベ
ル
グ
着
任
（
残
り
二
人
は
、
ケ
ン
ペ
ル
、

シ
ー
ボ
ル
ト
）。

（
２
）
杉
田
玄
白
、
漢
方
医
に
対
す
る
反
駁
の
書
『
狂
医
之

書
』
を
出
版
。
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ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言

一
七
七
八
年
（
安
永
7
）

ロ
シ
ア
船
が
蝦
夷
地
に
現
れ
、
松
前
氏
に
通
商
を
求
め
る
。

翌
年
、
幕
府
は
回
答
を
拒
否
。
←
〈
前
史
〉
一
七
三
九
年
、
一
七

七
一
年
、
と
も
ど
も
ロ
シ
ア
側
が
強
硬
な
手
段
を
と
ら
ず
、
結
果
、
い
ず

れ
も
辺
境
の
珍
事
と
い
う
扱
い
で
終
わ
る
。

一
七
八
一
年
（
天
明
元
）

カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』（
Ａ
版
刊
）

こ
の
頃
、
仙
台
藩
医
・
工
藤
平
助
が
『
赤
蝦
夷
風
説
考
』（
ロ

シ
ア
に
関
す
る
日
本
で
最
初
の
研
究
書
で
、
日
露
の
地
政
学
的
関

係
を
明
ら
か
に
し
、
北
方
海
防
の
重
要
性
を
説
く
）
を
田
沼
意
次

に
献
上
。
→
〈
後
史
〉
幕
府
の
蝦
夷
の
未
開
地
開
発
と
ロ
シ
ア
と
の
交

易
推
進
の
論
拠
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
ロ
シ
ア
の
地
誌
に
触
れ
た
下
巻

の
脱
稿
は
一
七
八
三
年
の
こ
と
。

一
七
八
二
年
（
天
明
２
）

タ
タ
リ
ー
ノ
フ
（
漂
流
民
三
之
助
の
息
子
で
、
日
本
名
は
サ
ン
パ

チ
と
い
う
）
著
『
魯
日
辞
典
（
レ
キ
シ
コ
ン
）』
が
完
成
。
日
本

語
（
た
だ
し
、
父
親
譲
り
の
南
部
方
言
）
を
キ
リ
ル
文
字
と
平
仮

名
で
示
す
。

一
七
八
三
年
（
天
明
3
）

浅
間
山
大
噴
火

伊
勢
の
船
頭
大
黒
屋
光
太
夫
一
行
が
乗
っ
た
神
晶
丸
、
遠
州

駿
河
沖
で
漂
流
し
て
か
ら
約
八
ケ
月
後
、
ア
ラ
ス
カ
南
東
、

ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
列
島
の
ア
ム
チ
ト
カ
島
に
漂
着
。

一
七
八
五
年
（
天
明
5
）

（
1
）
前
野
良
沢
『
和
蘭
譯
筌
』
を
著
す
（
一
七
七
一
年
の
写
本

『
蘭
訳
筌
』
の
増
訂
版
）。

（
2
）
林
子
平
著
『
三
国
通
覧
図
説
』
完
成
。
→
〈
後
史
〉
寛
政

の
改
革
時
に
発
禁
処
分
を
受
け
る
が
、
桂
川
甫
周
に
よ
っ
て
長
崎
よ
り

オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
へ
と
渡
り
、
ロ
シ
ア
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
言
語
に
翻
訳

さ
れ
る
。
な
お
、
韓
国
や
中
国
か
ら
、
竹
島
や
尖
閣
諸
島
が
自
国
の
領
土

で
あ
る
証
左
と
し
て
と
き
に
本
書
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
研
究
者
に

よ
っ
て
反
証
、
論
破
さ
れ
て
い
る
。

一
七
八
六
年
（
天
明
６
）

最
上
徳
内
（
本
多
利
明
の
学
僕
）、
千
島
を
探
検
し
、
ウ
ル
ッ

プ
島
に
至
る
。
ア
イ
ヌ
語
を
習
得
す
る
。

一
七
八
七
年
（
天
明
７
）

（
1
）
江
戸
湾
周
辺
の
防
備
の
必
要
性
を
説
い
た
林
子
平
著
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『
海
国
兵
談
』（
第
一
巻
）
刊
行
さ
れ
る
。
→
〈
後
史
〉
一
七
九
一

年
に
全
十
六
巻
完
。

（
2
）	
オ
ラ
ン
ダ
人
に
聞
い
た
話
を
記
述
、
欧
州
、
亜
細
亜
、

阿
弗
利
加
に
触
れ
た
森
島
中
良
編
『
紅
毛
雑
話
』
刊
。
日
本

人
が
漢
字
を
学
ぶ
の
に
、
い
か
に
無
駄
な
時
間
と
労
力
を
費

や
し
て
い
る
か
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）
フ
ラ
ン
ス
人
ラ
・
ペ
ル
ー
ズ
、
宗
谷
海
峡
を
探
検
。

ラ
・
ぺ
ル
ー
ズ
海
峡
と
命
名
。
こ
れ
ま
で
、
地
続
き
と
さ
れ

て
い
た
蝦
夷
本
島
と
樺
太
が
海
で
隔
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

判
明
。

フ
ラ
ン
ス
革
命

一
七
八
八
年
（
天
明
８
）

玄
白
、
良
沢
の
学
統
を
つ
い
だ
大
槻
玄
沢
（
＊
注
：
師
の
名

を
一
字
づ
つ
採
っ
て
玄
沢
と
名
乗
っ
た
と
す
る
俗
説
は
正
し
く
な

い
）、
長
崎
で
吉
雄
耕
牛
や
本
木
良
永
に
蘭
語
を
学
び
、
オ
ラ

ン
ダ
語
学
習
入
門
書
『
蘭
学
階
梯
』（
乾
・
坤
）
を
著
す
。
乾

で
日
蘭
通
商
と
蘭
学
勃
興
の
歴
史
を
述
べ
、
坤
で
オ
ラ
ン
ダ

文
法
の
初
歩
を
説
く
。
初
学
者
は
単
語
を
覚
え
る
こ
と
が
先

決
で
、
五
百
語
ほ
ど
を
覚
え
た
後
、
自
ら
の
専
門
と
す
る
本

を
読
む
よ
う
勧
め
る
。
←
〈
前
史
〉
本
書
は
鎖
国
時
代
に
あ
っ
て

初
め
て
公
に
許
可
を
得
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
紹
介
し
た
啓
蒙
書
（
発

禁
処
分
を
逃
れ
る
た
め
に
、
蘭
学
者
の
福
知
山
藩
主
朽
木
晶
綱
の
序
を

巻
頭
に
載
せ
る
）。
数
年
前
に
脱
稿
し
て
い
た
が
、
刊
行
は
こ
の
年
。
→

〈
後
史
〉
一
七
八
九
年
（
そ
の
前
後
）、
江
戸
に
オ
ラ
ン
ダ
語
の
塾
、
芝
蘭

堂
を
開
き
、
江
戸
蘭
学
の
指
導
者
と
な
る
。	

な
お
、
京
都
も
、
蓼
我
堂

（
一
七
九
六
）
や
ら
究
理
堂
（
一
八
〇
〇
）
な
ど
が
開
か
れ
、
江
戸
に
つ

ぐ
蘭
学
の
中
心
地
と
な
る
。

ア
メ
リ
カ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
統
領
就
任

一
七
九
一
年
（
寛
政
３
）

（
1
）
大
黒
屋
光
太
夫
、
ロ
シ
ア
女
帝
エ
カ
テ
リ
ナ
二
世
に
謁

見
。

（
2
）
神
晶
丸
の
乗
組
員
、
新
蔵
、
庄
蔵
、
ロ
シ
ア
に
残
留

し
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
の
日
本
語
学
校
で
日
本
語
を
教
え
る
。

→
〈
後
史
〉	

コ
ス
イ
ギ
ン
新
蔵
は
ク
ラ
プ
ロ
ー
ト
訳
『
三
国
通
覧
図
説
』

（
林
子
平
著
）
の
協
力
者
と
し
て
名
を
残
す
。
こ
の
ド
イ
ツ
語
訳
は
、
後

の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
つ
な
が
り
、
ペ
リ
ー
来
航
の
際
に
小
笠
原
が
日
本

の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
証
と
な
る
。

（
3
）
林
子
平
、
海
外
事
情
に
つ
い
て
研
究
の
必
要
性
と
海
防

の
充
実
（
幕
府
の
軍
事
体
制
不
備
）
を
唱
え
る
『
海
国
兵
談
』

（
全
十
六
巻
）
な
る
。
→
〈
後
史
〉
た
だ
し
、
寛
政
の
改
革
時
に
発
禁
、
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版
木
没
収
。

一
七
九
二
年
（
寛
政
４
）

ロ
シ
ア
人
使
節
、
ラ
ク
ス
マ
ン
が
漂
流
民
・
大
黒
屋
光
太
夫

ら
を
送
り
返
す
名
目
で
来
航
、
通
商
を
求
め
て
根
室
、
函
館

に
十
ケ
月
滞
在
。
松
前
が
幕
臣
に
派
遣
さ
れ
る
騒
ぎ
と
な
る

が
、
長
崎
入
港
許
可
証
の
信
牌
を
与
え
る
こ
と
だ
け
で
事
態

を
収
拾
。
→
〈
後
史
〉
幕
府
は
こ
の
来
航
に
北
辺
の
急
を
感
じ
、『
魯

西
亜
志
』（
桂
川
甫
周
訳
：
ド
イ
ツ
の
地
理
学
者
ヒ
ュ
ー
ブ
ナ
ー
の
オ
ラ

ン
ダ
語
訳
書
か
ら
ロ
シ
ア
部
の
み
を
訳
出
）
の
翻
訳
を
命
じ
る
。

一
七
九
三
年
（
寛
政
５
）

（
1
）
ラ
ク
ス
マ
ン
、
長
崎
入
港
の
信
碑
受
領
。
た
だ
し
、
通

商
は
拒
否
。

（
2
）
将
軍
家
斉
、
光
太
夫
、
磯
吉
を
江
戸
城
内
に
召
し
出
し

て
引
見
。

一
七
九
四
年
（
寛
政
６
）

（
1
）
桂
川
甫
周
撰
『
北
槎
聞
略
』（
光
太
夫
ら
の
漂
流
や
ロ
シ

ア
見
聞
談
の
筆
録
）
な
る
。
ロ
シ
ア
語
（
仮
名
書
き
）
の
単
語

や
会
話
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
大
槻
玄
沢
ら
太
陽
歴
の
元
日
に
合
わ
せ
て
、
芝
蘭
堂

（
江
戸
の
蘭
学
塾
）
で
「
お
ら
ん
だ
正
月
（
新
元
会
）」
を
祝
う

（
閏
十
一
月
十
一
日
、
大
黒
屋
光
太
夫
も
出
席
）。

（
3
）「
阿
蘭
陀
風
説
書
」
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
こ
と
が

幕
府
に
伝
え
ら
れ
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
登
場　
　

種
痘
法

一
七
九
六
年
（
寛
政
８
）

玄
沢
の
門
人
、
鳥
取
藩
医
の
稲
村
三
伯
が
『
波
留
麻
和
解
』

（
二
十
七
巻
）
の
名
で
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ハ
ル
マ
の
『
蘭
仏
辞

典
』
を
抄
訳
（
俗
称
・
江
戸
ハ
ル
マ
）。
た
だ
し
、
旧
長
崎
通
詞

の
石
井
庄
助
の
労
苦
が
大
半
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
無
視
し
て
、

オ
ラ
ン
ダ
語
約
六
万
語
を
抜
き
出
し
木
版
に
し
て
刷
り
、
日

本
語
の
対
訳
を
添
え
た
も
の
（
た
だ
し
、
訳
の
日
本
語
は
毛
筆

で
書
き
添
え
る
方
法
で
、
三
十
部
し
か
で
き
な
か
っ
た
）。
欧
日
対

訳
辞
典
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
→
〈
後
史
〉
一
八
一
〇
年
に
『
訳

鍵
』
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
、
蘭
学
を
志
す
者
は
初
級
レ
ベ
ル
を
終
え
る
と

こ
の
浩
瀚
な
「
江
戸
ハ
ル
マ
」
を
写
し
取
る
作
業
に
か
か
っ
た
と
さ
れ
る

が
、
大
方
は
そ
の
分
量
に
恐
れ
を
な
し
、
途
中
で
投
げ
出
し
た
そ
う
な
。

一
七
九
八
年
（
寛
政
10
）

（
１
）
平
賀
源
内
に
学
び
、
師
風
を
受
け
継
い
だ
森
島
中
良
が
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和
蘭
語
彙
集
『
類
聚
紅
毛
語
訳
』（
四
六
判
、
八
十
丁
の
小
型

本
）
を
刊
行
。
た
だ
し
、
板
行
取
止
と
な
り
私
家
版
と
し
て

上
梓
。
後
年
、
熊
秀
英
の
名
で
『
蛮
語
箋
』（
蘭
香
堂
）
と
し

て
刊
行
。
エ
ン
ゲ
ル
・
ウ
ォ
ー
ド
と
い
う
初
級
者
用
の
テ
キ

ス
ト
か
ら
約
二
千
語
を
選
定
し
た
和
蘭
辞
書
。
→
〈
後
史
〉『
蛮

語
箋
』
は
オ
ラ
ン
ダ
語
を
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
し
た
も
の
。
箕
作
阮
甫
が
オ

ラ
ン
ダ
文
字
で
『
改
訂
増
補
蛮
語
箋
』
を
刊
行
す
る
の
は
一
八
四
八
年
の

こ
と
。

（
2
）
志
筑
忠
雄
（
通
詞
を
辞
し
た
後
は
中
野
柳
圃
と
名
乗
る
）
が

『
暦
象
新
書
』（
～
一
八
〇
二
）
を
著
す
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
学
説

を
注
釈
し
た
ジ
ョ
ン
＝
ケ
ー
ル
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
の
邦
訳
で

地
動
説
や
光
の
屈
折
な
ど
を
解
説
。
←
〈
前
史
〉
地
動
説
（
太
陽

中
心
説
の
発
想
）
を
日
本
に
初
め
て
紹
介
し
た
の
は
通
詞
・
本
木
良
永

の
遺
作
『
新
制
天
地
二
球
用
法
記
』（
一
七
九
二
）。
た
だ
し
、
一
六
〇
六

年
に
林
羅
山
が
日
本
人
修
道
士
・
ハ
ビ
ア
ン
と
地
動
説
（
太
陽
中
心
説
）

を
巡
っ
て
宗
教
論
争
を
交
わ
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

一
七
九
九
年
（
寛
政
11
）

ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ド
ゥ
ー
フ
、
書
記
と
し
て
来
朝
、
四
年
後

に
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
と
な
る
。
→
〈
後
史
〉
滞
日
十
九
年
、

通
詞
と
協
力
、
ハ
ル
マ
辞
書
を
元
に
俗
称
・
長
崎
ハ
ル
マ
を
物
す
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
全
盛

一
八
〇
〇
年
（
寛
政
12
）

伊
能
忠
敬
、
蝦
夷
地
測
量
を
皮
切
り
に
日
本
全
土
測
量
を
開

始
。
→
〈
後
史
〉
十
四
年
後
に
沿
岸
実
測
全
図
を
作
成
、
一
八
二
一
年

『
大
日
本
沿
海
輿
地
全
図
』
を
完
成
す
る
。

一
八
〇
一
年
（
享
和
元
）

文
法
研
究
の
開
拓
者
、
志
筑
忠
雄
が
『
和
蘭
品
詞
考
』
を
作

成
。
あ
わ
せ
て
、
ケ
ン
ペ
ル
の
『
日
本
誌
』
を
抄
訳
し
『
鎖

国
論
』
を
著
す
。hetzelve	gesloten	te	houden

「
そ
の

国
自
体
を
閉
ざ
し
た
ま
ま
で
お
く
」
を
「
国
当
鎖
閉
」
と
訳

し
、
別
途
「
鎖
国
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。
た
だ
し
、『
鎖

国
論
』
を
志
筑
は
公
開
せ
ず
、
大
田
南
畝
ら
の
書
写
に
よ
り

全
国
に
広
ま
る
こ
と
と
な
る
。
＊
注
：
ケ
ン
ペ
ル
は
「
鎖
国
」
を

負
の
国
策
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
が
ほ
ぼ
完
全
な
自
給
自

足
で
き
る
社
会
を
打
ち
立
て
た
点
（
八
代
将
軍
が
推
奨
し
た
輸
入
産
物

の
国
産
化
な
ど
）
を
評
価
し
て
い
る
。
←
〈
前
史
〉
一
七
二
七
年
に
ケ
ン

ペ
ル
著
『
日
本
誌
』
が
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
さ
れ
る
ま
で
は
、
平
戸
の
料
理

人
と
し
て
来
日
し
た
カ
ロ
ン
著
『
日
本
大
王
国
志
』（
一
六
四
五
）
や
、

娯
楽
性
の
高
い
読
み
物
と
し
て
モ
ン
タ
ヌ
ス
著
『
日
本
誌
』（
一
六
六
九
）

な
ど
が
西
欧
人
に
日
本
を
伝
え
る
書
と
し
て
大
き
な
役
割
を
に
な
っ
た
。
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→
〈
後
史
〉
刊
年
不
明
な
の
だ
が
『
万
葉
集
』
や
『
古
今
集
』
を
蘭
語
訳

し
た
語
学
書
『
蘭
学
生
前
父
』
は
柳
圃
の
オ
ラ
ン
ダ
語
文
法
に
関
す
る
最

重
要
書
と
さ
れ
る
。

一
八
〇
二
年
（
享
和
２
）

幕
府
、
蝦
夷
奉
行
を
創
設
。
三
ケ
月
後
に
箱
館
奉
行
と
改
称
。

一
八
〇
四
年
（
文
化
元
）

皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
第
一
帝
政

（
1
）
ロ
シ
ア
使
節
レ
ザ
ノ
フ
全
権
大
使
が
信
牌
を
持
っ
て
長

崎
に
現
れ
、
国
書
を
提
出
（
日
露
国
交
開
始
と
極
東
植
民
地
視
察

を
目
的
と
し
た
艦
隊
）。
鎖
国
日
本
が
オ
ラ
ン
ダ
以
外
の
西
洋

の
国
か
ら
受
け
た
最
初
の
正
式
な
外
交
文
書
と
な
る
。
国
書

は
ロ
シ
ア
語
と
満
州
語
で
書
か
れ
て
い
た
。
蘭
学
一
辺
倒
を

改
め
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
→
〈
後
史
〉
レ
ザ
ノ
フ
は
、
翌

年
の
出
帆
ま
で
長
崎
に
滞
在
す
る
う
ち
『
和
魯
対
訳
初
歩
』『
魯
和
対
訳

字
書
』
を
編
集
す
る
。

（
2
）
紀
伊
の
医
師
・
華
岡
青
洲
が
わ
が
国
で
初
め
て
麻
酔

を
用
い
た
乳
癌
手
術
を
実
施
。

大
陸
封
鎖　

ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』　

一
八
〇
六
～
〇
七
年
（
文
化
3
～
4
）

ロ
シ
ア
の
海
軍
大
尉
フ
ヴ
ァ
オ
ス
ト
（
レ
ザ
ノ
フ
の
部
下
）
が

サ
ハ
リ
ン
島
何
具
の
ア
ニ
ワ
港
を
襲
い
、
日
本
人
村
落
を
複

数
回
に
渡
り
襲
撃
。「
通
商
関
係
を
結
ば
な
い
な
ら
、
ロ
シ
ア

帝
国
は
日
本
を
攻
略
す
る
」
と
い
う
内
容
の
書
面
を
残
し
て

立
ち
去
る
。
書
面
は
、
ロ
シ
ア
語
、
日
本
語
、
満
州
語
な
ら

び
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
て
い
た
（
当
時
、
ロ
シ
ア
宮
廷
で

は
日
常
的
に
仏
語
が
使
わ
れ
て
い
た
）。
→
〈
後
史
〉
こ
の
文
書
を
読

み
解
い
た
の
が
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ド
ゥ
ー
フ
で
、
幕
府
は
フ
ラ
ン
ス
語

の
持
つ
国
際
性
に
気
づ
く
。
な
お
、
一
八
〇
七
年
、
幕
府
は
西
蝦
夷
地
を

上
知
し
、
全
蝦
夷
地
を
直
轄
領
と
し
て
い
る
。

一
八
〇
八
年
（
文
化
5
）

仏
学
（
仏
語
学
習
）
起
源
の
年

（
1
）
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
（
大
通
詞
・
中
山
作
十
郎
、
石
橋
助
左
衛

門
、
同
見
習
・
本
木
庄
左
衛
門
、
小
通
詞
・
今
村
金
兵
衛
、
同
並
・

楢
林
彦
四
郎
、
馬
場
源
十
郎
）
に
フ
ラ
ン
ス
語
学
習
を
命
じ
る
。

教
師
は
ド
ゥ
ー
フ
で
、
教
科
書
は
当
時
オ
ラ
ン
ダ
人
が
用
い

て
い
た
『
マ
リ
ー
ン
』
を
使
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
2
）
間
宮
林
蔵
ら
樺
太
探
検
。
→
〈
後
史
〉
翌
年
、
間
宮
海
峡
を
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発
見
。

（
3
）
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
起
こ
る
。
英
艦
が
オ
ラ
ン
ダ
船

を
装
っ
て
長
崎
港
内
に
闖
入
、
上
陸
し
て
、
食
料
な
ど
の
略

奪
行
為
を
行
っ
た
。
幕
府
は
こ
う
し
た
大
事
に
至
っ
た
原
因

の
一
つ
は
、
英
語
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
考

え
、
翌
年
、
通
詞
た
ち
に
命
じ
、
英
語
を
学
ば
せ
る
。
→
〈
後

史
〉
海
防
と
外
国
語
学
習
（
英
語
）
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
た
事
件
。
英

艦
フ
ェ
ー
ト
ン
号
が
契
機
で
、
仏
語
学
習
は
中
断
、
英
語
と
ロ
シ
ア
語
の

学
習
を
開
始
。
英
語
・
ロ
シ
ア
語
を
砲
台
と
並
ぶ
海
の
備
え
と
考
え
た
。

一
八
〇
九
年
（
文
化
6
）

英
語
・
ロ
シ
ア
語
学
習
起
源
の
年

「
諳
厄
利
亜
語
（
ア
ン
ゲ
リ
ア
）
文
字
言
語
修
学
の
命
」
に
よ

り
、
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
本
木
庄
左
衛
門
他
五
名
に
英
語
学
習
を

命
じ
る
（
本
木
は
英
仏
語
の
学
習
責
任
者
と
な
る
）。
教
師
は
オ

ラ
ン
ダ
次
席
商
館
長
ブ
ロ
ム
ホ
フ
で
「
面
名
口
授
（
オ
ー
ラ

ル
・
メ
ソ
ッ
ド
）
に
よ
る
英
語
教
育
開
始
。
蘭
人
を
教
師
と

し
長
崎
蘭
通
詞
を
生
徒
と
す
る
。
た
だ
し
、
少
年
た
ち
は
記

憶
力
に
は
優
れ
て
い
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
語
を
背
景
と
し
た
文

法
力
に
欠
け
た
た
め
、
筆
頭
の
庄
左
衛
門
は
亡
父
の
残
し
た

蘭
英
会
話
本
（
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ペ
イ
ル
の
蘭
文
英
文
典
と
推
定

さ
れ
る
）
の
写
本
か
ら
手
引
書
を
作
っ
た
と
い
う
。
同
時
に
、

大
黒
屋
光
太
夫
を
師
に
ロ
シ
ア
語
学
習
も
開
始
。
満
州
語
学

習
の
命
も
高
橋
景
保
に
下
さ
れ
る
。
満
州
語
は
少
数
言
語
で

あ
っ
た
が
、
女
真
族
＝
清
朝
の
公
用
語
。
→
〈
後
史
〉
英
米
人

に
よ
る
邦
人
へ
の
英
語
教
育
（
組
織
的
に
英
語
教
育
を
行
っ
た
当
初
は
、

米
国
人
宣
教
師
た
ち
が
中
心
）
が
始
ま
る
の
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に

か
け
て
で
あ
る
。
な
お
、
公
命
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
学
習
の
開
始
は
、
一
八

六
二
年
。
＊
注
：「
面
名
口
授
（oral	m

ethod

）」（
大
槻
玄
沢
曰
く
「
本

式
ノ
教
ヘ
ヨ
ウ
」）
と
呼
ば
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
語
学
習
の
内
容
と
順
序
。
①

abc-book

や	letterkonst

の
教
材
を
用
い
て
、abc

の
呼
法
・
書
き
方
、

単
語
の
発
音
・
綴
り
を
学
ぶ
。
②
簡
単
な
蘭
文
の
読
み
方
の
教
授
を
受

け
る
。
③
会
話
書
を
用
い
て
オ
ラ
ン
ダ
語
会
話
の
訓
練
を
受
け
る
。
④
仕

上
げ
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
作
文
の
添
削
指
導
を
受
け
る
。

一
八
一
〇
年
（
文
化
7
）

（
1
）
幕
命
に
よ
り
、
天
文
方
高
橋
景
保
、
間
重
富
両
名
が
一

七
八
〇
年
刊
行
の
イ
ギ
リ
ス
の
地
図
を
も
と
に
、
間
宮
林
蔵

の
樺
太
調
査
等
の
情
報
を
加
え
て
「
新
訂
万
国
全
図
」
を
完

成
。

（
2
）
三
伯
の
門
人
藤
林
普
山
が
『
訳
鍵
』（
二
巻
：
初
版
百
部

限
定
：
蘭
学
逕
付
）
を
刊
行
。
膨
大
な
『
波
留
麻
和
解
』（
江
戸

ハ
ル
マ
：
刊
行
部
数
三
十
）
の
簡
易
本
で
、『
波
留
麻
和
解
』
同

様
に
例
文
は
な
い
も
の
の
、
そ
こ
に
漏
れ
た
語
を
補
足
、
訳
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語
も
増
加
さ
れ
た
。
二
万
八
千
語
を
収
録
。
→
〈
後
史
〉
フ
ェ
ー

ト
ン
号
事
件
以
来
、
国
防
の
論
議
が
高
ま
る
な
か
、
蘭
学
研
究
を
志
す
者

た
ち
に
歓
迎
さ
れ
る
。
一
八
二
四
年
に
『
訳
鍵
』
再
版
。
ま
た
、
開
国

後
（
一
八
五
七
）、
越
前
・
大
野
藩
に
て
『
増
補
改
定
訳
鍵
』
が
出
版
さ

れ
る
。

（
3
）『
蘭
語
訳
撰
』（
二
巻
）
刊
。
本
書
を
編
纂
し
た
奥
平
昌

高
は
、
こ
の
時
期
の
蘭
癖
大
名
の
最
た
る
人
物
（
豊
前
中
津

十
万
石
藩
主
）。
実
際
に
は
、
通
詞
馬
場
佐
十
郎
や
家
臣
の
神

谷
源
内
弘
孝
な
ど
に
昌
高
が
命
じ
て
作
ら
せ
た
も
の
で
、
馬

場
が
選
ん
だ
約
七
千
余
語
を
い
ろ
は
順
に
並
べ
、
さ
ら
に
天

文
、
地
理
、
時
令
、
数
量
な
ど
に
部
門
分
け
収
録
。
本
書
は

江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
昌
高
が
編
纂
し
た
こ

と
か
ら
『
中
津
辞
書
』	

と
も
呼
ば
る
。

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
独
立

一
八
一
一
年
（
文
化
８
）

（
1
）
幕
府
は
天
文
台
に
蕃
書
和
解
御
用
の
一
局
を
設
置
、
高

橋
作
右
衛
門
を
主
幹
に
、
馬
場
貞
由
、
大
槻
玄
沢
ら
を
訳
員

と
し
て
、
外
国
文
書
の
翻
訳
に
備
え
て
蘭
語
の
翻
訳
を
命
じ

る
。
こ
れ
に
よ
り
蘭
学
が
国
営
の
官
学
と
な
る
。
程
な
く
、

フ
ラ
ン
ス
の
司
祭
で
農
学
者
で
あ
っ
た
シ
ョ
メ
ー
ル
著
『
家

庭
百
科
事
典
』
の
翻
訳
（
蘭
語
版
）
が
命
じ
ら
れ
る
。
→
〈
後

史
〉
邦
題
『
厚
生
新
編
』（
完
成
は
一
八
三
九
年
頃
）。
た
だ
し
、
活
字
本

が
刊
行
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
二
年
の
こ
と
。

（
2
）
長
崎
通
詞
・
本
木
庄
左
衛
門
正
栄
訳
『
諳
厄
利
亜
興
学

小
筌
』（
写
本
十
巻
：
発
音
教
本
で
あ
る
と
と
も
に
、
主
題
別
類

語
集
、
日
常
文
例
集
、
会
話
文
例
集
）
な
る
。『
諳
厄
利
亜
語
和

解
』
と
も
呼
ば
れ
る
（『
諳
厄
利
亜
興
学
小
筌
』
が
内
題
で
あ
る

た
め
）。
最
初
の
三
巻
は
単
語
、
残
り
の
七
巻
は
平
常
使
用
さ

れ
る
語
句
、
文
章
か
ら
な
る
。
発
音
が
記
さ
れ
て
い
る
が
オ

ラ
ン
ダ
語
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
の
余

波
と
し
て
の
産
物
。
な
お
、
本
書
の
編
訳
に
は
『
蘭
学
階
梯
』

が
参
考
に
さ
れ
た
（
英
語
の
構
造
を
説
明
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た

用
語
な
ど
が
玄
沢
の
用
語
と
同
じ
）。

（
3
）
ロ
シ
ア
艦
長
ゴ
ロ
ヴ
ニ
ン
、
国
後
島
で
捕
ら
え
ら
れ
、

松
前
に
護
送
さ
れ
る
。
→
〈
後
史
〉
二
年
後
、
馬
場
佐
十
郎
、
松
前

に
派
遣
さ
れ
ゴ
ロ
ヴ
ニ
ン
よ
り
ロ
シ
ア
語
を
学
習
す
る
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ロ
シ
ア
遠
征

一
八
一
三
年
（
文
化
10
）

（
1
）
ゴ
ロ
ヴ
ニ
ン
を
釈
放
。

（
2
）
オ
ラ
ン
ダ
語
の
文
法
書
、
志
筑
忠
雄
著
『
蘭
語
九
品
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集
』
な
る
。
→
〈
後
史
〉	

翌
年
『
六
格
前
編
』（
吉
雄
俊
蔵
著
）、『
訂

正
蘭
語
九
品
集
』（
馬
場
佐
十
郎
著
）
な
る
。
い
ず
れ
も
写
本
。
な
お
、

柳
圃
は
日
本
人
で
初
め
て
オ
ラ
ン
ダ
語
の
文
法
概
念
を
会
得
し
た
人
物

と
さ
れ
る
。
一
八
一
六
年
に
は
大
槻
玄
幹
『
蘭
学
凡
』
を
著
す
。
い
ず
れ

も
、
オ
ラ
ン
ダ
語
に
お
け
る
文
法
の
重
要
性
を
説
く
。

ウ
ィ
ー
ン
会
議
（
会
議
は
踊
る
）　

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
蒸
気
機
関
車

一
八
一
四
年
（
文
化
11
）　

（
1
）『
諳
厄
利
亜
語
林
大
成
』（
写
本
十
五
巻
・
日
本
最
初
の
英

和
辞
典
）、
長
崎
蘭
通
詞
の
本
木
庄
左
衛
門
の
他
、
楢
林
彦
四

郎
、
吉
雄
権
之
助
な
ど
が
主
に
な
っ
て
編
集
。
八
品
詞
の
概

説
と
我
が
国
初
め
て
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
配
列
し
た
英

和
対
訳
辞
典
。
約
五
九
〇
〇
語
を
収
録
。
長
崎
草
稿
本
（
長

崎
市
立
博
物
館
蔵
）
に
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
同
義
語
も
添
え
ら
れ

て
お
り
、
実
質
、
英
蘭
和
の
三
ケ
国
語
辞
典
。

（
2
）
大
坂
で
田
宮
仲
宣
著
『
和
蘭
文
字
早
読
伝
授
』、
折
り

本
形
式
の
オ
ラ
ン
ダ
語
入
門
書
が
刊
行
さ
れ
る
。
五
十
音
の

オ
ラ
ン
ダ
語
綴
り
を
示
す
。
著
者
は
蘭
学
者
で
は
な
く
、
上

方
の
洒
落
本
・
随
筆
作
者
。

一
八
一
五
年
（
文
化
12
）

ナ
ポ
レ
オ
ン
、
セ
ン
ト
ヘ
レ
ナ
島
へ
配
流

（
1
）
杉
田
玄
白
著
『
蘭
東
事
始
』（
八
十
三
歳
の
玄
白
が
蘭
学
草

創
か
ら
を
回
顧
し
て
大
槻
玄
沢
に
送
っ
た
手
記
。
戦
国
末
期
の
西

洋
と
の
接
触
か
ら
話
を
始
め
、
蘭
方
医
学
の
起
こ
り
や
青
木
昆
陽

と
野
呂
元
丈
に
よ
る
蘭
語
研
究
、『
解
体
新
書
』
翻
訳
時
の
労
苦
が

記
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
の
一
級
の
記
録
文
学
）
な
る
。
→
〈
後
史
〉

中
津
藩
士
、
福
沢
諭
吉
が
書
名
を
『
蘭
学
事
始
』
と
改
め
、
明
治
二
年

に
公
刊
。
＊
注
：
本
書
中
に
書
か
れ
た
「
フ
ル
ヘ
ッ
ヘ
ン
ド
」（
鼻
）
を

め
ぐ
る
訳
業
に
悪
戦
苦
闘
す
る
様
は
玄
白
の
創
作
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

は
た
し
て
そ
う
な
の
か
。『
解
体
新
書
』
翻
訳
の
参
考
文
献
と
推
定
さ
れ

る
書
物
内
に
は
、
た
と
え
ば	boven	de	M

ond	verheft

と
い
う
「
鼻
」

に
関
す
る
説
明
が
あ
り
、
こ
れ
安
易
に
創
作
と
は
言
い
切
れ
ま
い
。

（
2
）
京
都
の
藤
林
普
山
著
『
和
蘭
語
法
解
』
の
刊
行
。
日
本

人
に
よ
る
最
初
の
蘭
語
文
典
。
オ
ラ
ン
ダ
語
は
単
語
を
九
品

詞
に
分
け
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
訳
文
を
付

し
、
例
を
あ
げ
る
。
参
考
に
し
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
の
文
法
家

ベ
ー
ト
ン
が
外
国
人
用
に
書
い
た
『
新
英
文
法
』
の
オ
ラ
ン

ダ
語
訳
、
セ
ウ
ェ
ル
の
『
オ
ラ
ン
ダ
語
文
法
』
な
ど
。

（
3
）
杉
田
立
卿
訳
述
『
眼
科
新
書
』（
～
一
八
一
六
）
刊
行
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
医
師
プ
レ
ン
キ
著
作
の
蘭
訳
本
を
重
訳
。

当
時
の
眼
科
書
と
し
て
は
第
一
級
の
水
準
で
あ
る
と
と
も
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に
、
現
代
の
眼
科
の
訳
語
の
原
点
と
呼
べ
る
書
物
。

一
八
一
六
年
（
文
化
13
）

ハ
ル
マ
の
蘭
仏
辞
典
の
第
二
版
を
利
用
し
、
蘭
和
対
訳
辞
書

『
ド
ゥ
ー
フ
・
ハ
ル
マ
』（「
江
戸
ハ
ル
マ
」
に
対
し
て
「
長
崎
ハ

ル
マ
」
と
称
さ
れ
た
）
の
作
成
が
開
始
さ
れ
る
。
←
〈
前
史
〉
第

一
稿
は
一
八
一
一
年
に
で
き
て
い
た
。
幕
命
に
よ
り
一
八
一
六
年
『
道
訳

（
長
崎
）
ハ
ル
マ
』
を
呈
進
。
そ
の
時
点
で
、
改
め
て
、
通
詞
・
吉
雄
権

之
助
ら
に
蘭
日
対
話
辞
典
の
編
纂
を
命
じ
る
。
→
〈
後
史
〉
当
初
は
私
的

に
作
成
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
が
、
通
詞
の
語
学
力
向
上
を
目
的
と
し

た
幕
府
か
ら
の
要
請
を
受
け
通
詞
並
・
吉
雄
権
之
助
や
小
通
詞
･
中
山

作
三
郎
ら
十
一
人
の
協
力
を
得
て
一
八
一
六
年
か
ら
本
格
的
な
編
纂
を

開
始
。
翌
年
に
ド
ゥ
ー
フ
は
オ
ラ
ン
ダ
へ
帰
国
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
に
Ａ

か
ら
Ｔ
ま
で
の
作
業
を
終
え
て
い
た
。
以
後
は
通
詞
た
ち
が
引
き
継
ぎ
、

一
八
三
三
年
に
完
成
し
た
。
公
的
に
は
『
和
蘭
辞
書
和
解
』
と
い
う
。

一
八
一
七
年
頃
（
文
化
14
）	

『
諳
厄
利
亜
語
林
大
成
』（
一
八
一
四
）
を
完
成
後
、
フ
ラ
ン
ス

語
の
学
習
レ
ベ
ル
か
ら
辞
書
編
纂
に
進
み
、
通
詞
本
木
庄
左

衛
門
正
栄
が
仏
語
の
習
得
を
志
し
、
楢
林
、
吉
雄
両
氏
と
共

に
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ド
ゥ
ー
フ
の
指
導

（
口
授
）
を
受
け
て
編
集
し
た
ピ
ー
テ
ル
・
マ
リ
ー
ン
の
『
仏

蘭
辞
書
』
を
編
集
し
た
『
払
郎
察
辞
範
』（
四
冊
）
と
『
和
仏

蘭
対
訳
語
林
』（
五
冊
）
を
ま
と
め
る
。
最
初
の
フ
ラ
ン
ス
語

の
辞
書
。
た
だ
し
、
そ
の
成
立
年
は
定
か
で
な
く
、
文
化
末

年
（
一
八
一
四
～
一
八
一
七
頃
）
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二

冊
は
ピ
ー
テ
ル
・
マ
リ
ー
ン
の
『
仏
蘭
辞
書
』
を
底
本
に
、

前
者
は
「
発
音
・
文
法
・
単
語
」
で
、
後
者
は
「
文
法
・
会

話
編
」。
た
だ
し
、
幕
府
の
官
用
の
た
め
一
般
の
目
に
触
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
八
二
〇
年
（
文
政
3
）

ロ
シ
ア
語
の
牛
痘
書
『
オ
ス
ペ
ン
ネ
エ
ケ
ニ
ガ
』		

を
『
遁
花

秘
訣
』
と
し
て
、
馬
場
佐
十
郎
が
邦
訳
。
し
か
し
原
稿
は
秘

蔵
さ
れ
た
ま
ま
表
に
は
現
れ
ず
、
一
八
五
〇
年
に
な
っ
て
刊

行
さ
れ
た
。
←
〈
前
史
〉
一
八
〇
七
年
、
エ
ト
ロ
フ
島
の
中
川
五
郎
治

（
五
年
間
ロ
シ
ア
に
幽
閉
）
が
牛
痘
書
を
入
手
、
さ
ら
に
ロ
シ
ア
人
医
師

か
ら
種
痘
法
を
学
ぶ
。
牛
痘
皮
下
接
触
法
を
学
ん
だ
最
初
の
日
本
人
と

さ
れ
る
。

一
八
二
三
年
（
文
政
6
）

日
本
と
の
貿
易
の
立
て
直
し
と
日
本
の
自
然
・
人
文
科
学
調

査
の
命
を
受
け
て
ド
イ
ツ
人
医
師
シ
ー
ボ
ル
ト
が
長
崎
出
島

に
着
任
。
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一
八
二
四
年
（
文
政
7
）

シ
ー
ボ
ル
ト
が
長
崎
郊
外
に
鳴
滝
塾
を
開
く
。
→
〈
後
史
〉
高

野
長
英
や
小
関
三
英
、
二
宮
敬
作
、
伊
東
玄
朴
、
戸
塚
静
海
ら
に
蘭
方
医

学
（
西
洋
医
学
）
な
ど
を
教
え
た
。

一
八
二
五
年
（
文
政
8
）

イ
ギ
リ
ス
・
商
用
鉄
道
開
通

異
国
船
打
払
令
（
無
二
念
打
払
令
）
を
出
す
。
←
〈
前
史
〉	

外
国

船
が
日
本
に
出
没
（
例
：
一
八
一
六
年
・
イ
ギ
リ
ス
商
船
長
崎
来
航
、
一

八
一
八
年
・
イ
ギ
リ
ス
人
ゴ
ル
ド
ン
、
浦
賀
に
来
航
し
通
商
を
要
求
、
一

八
二
四
年
・
イ
ギ
リ
ス
捕
鯨
船
員
、
薩
摩
国
宝
島
上
陸
な
ど
）、
沿
岸
漁

民
に
も
脅
威
を
与
え
る
。

一
八
二
六
年
（
文
政
9
）

（
1
）
シ
ー
ボ
ル
ト
の
江
戸
参
府
の
際
に
、
桂
川
甫
賢
・
高
橋

景
保
ら
と
交
わ
る
。
な
お
、
独
文
『
植
物
学
入
門
』
を
贈
ら

れ
た
宇
田
川
榕
庵
（
オ
ラ
ン
ダ
語
を
通
じ
て
西
洋
の
植
物
学
を
研

究
）
は
、
蘭
語
か
ら
の
類
推
で
こ
れ
を
読
破
し
た
と
さ
れ
る
。

実
質
的
に
ド
イ
ツ
語
を
学
ん
だ
最
初
の
人
物
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
→
〈
後
史
〉
一
八
三
三
年
に
『
植
物
啓
原
』
を
著
す
。

（
2
）
大
槻
玄
沢
の
子
、
玄
幹
著
『
西
音
発
微
』（
事
実
上
は
本

書
内
に
遺
教
と
記
さ
れ
た
中
野
柳
圃
の
作
）
な
る
。
仮
名
や
漢
字

で
オ
ラ
ン
ダ
語
を
音
訳
す
る
際
の
文
字
の
充
当
法
を
支
持
し

た
本
。
た
と
え
ば
、
発
音
を
教
え
る
「
音
学
」
が
日
本
に
な

い
た
め
、
ヅ
と
ズ
、
ヂ
と
ジ
の
発
音
の
別
が
で
き
な
い
と
説

く
。

一
八
二
八
年
（
文
政
11
）

ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
著
『
ア
メ
リ
カ
英
語
辞
書
』
出
版

シ
ー
ボ
ル
ト
事
件
（
帰
国
時
に
国
禁
の
日
本
地
図
な
ど
が
発
見
さ

れ
る
）
が
起
こ
る
。
→
〈
後
史
〉	

翌
年
、
シ
ー
ボ
ル
ト
、
日
本
再
渡

航
禁
止
、
国
外
追
放
。
一
八
三
二
～
一
八
五
四
年
に
か
け
て
シ
ー
ボ
ル
ト

著
『
日
本 N

ippon

』
が
分
冊
形
式
で
刊
行
さ
れ
る
。
外
国
人
に
よ
る
日

本
研
究
書
と
し
て
普
及
。
一
八
五
九
年
、
シ
ー
ボ
ル
ト
再
来
日
。

一
八
三
〇
年
（
天
保
元
）

フ
ラ
ン
ス
・
七
月
革
命

（
1
）
宣
教
師
、
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
著
『
英
和
・
和
英
辞
典
』
刊

行
（
手
書
き
石
版
印
刷
）。
本
書
は
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
っ
て
初

め
て
編
集
さ
れ
た
対
訳
辞
書
。
著
者
は
来
朝
し
た
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
バ
タ
ビ
ア
に
も
た
ら
さ
れ
た
日
本
の
書
籍
を
参

考
に
し
、
同
地
で
編
纂
、
発
行
さ
れ
た
。
英
和
の
部
は
主
題

別
分
類
、
和
英
の
部
は
イ
ロ
ハ
順
の
配
列
。
→
〈
後
史
〉
開
国
後

の
一
八
五
七
年
、
村
上
英
俊
に
よ
っ
て
『
英
語
箋
』
と
し
て
翻
刻
さ
れ
る
。
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（
2
）
ア
メ
リ
カ
人
セ
イ
ヴ
ァ
リ
ー
ら
が
小
笠
原
諸
島
（
父
島
）

に
上
陸
、
移
住
す
る
。

一
八
三
三
年
（
天
保
4
）

江
戸
時
代
最
大
の
蘭
和
辞
典
『
ド
ゥ
ー
フ
・
ハ
ル
マ
』（
約
五

万
語
を
収
録
）
約
二
十
二
年
の
歳
月
を
か
け
て
完
成
。
←
〈
前

史
〉
一
八
一
六
年
参
照
。
→
〈
後
史
〉
江
戸
時
代
を
通
じ
て
最
大
規
模

を
誇
っ
た
緒
方
洪
庵
の
適
々
塾
で
も
写
本
が
一
部
の
み
で
、
辞
書
が
置

い
て
あ
っ
た
部
屋
に
は
塾
生
が
夜
中
ま
で
順
番
を
待
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

ま
た
、
蘭
学
を
志
し
た
勝
海
舟
が
貧
窮
に
も
め
げ
ず
赤
城
玄
意
と
い
う

蘭
医
か
ら
『
ド
ゥ
ー
フ
・
ハ
ル
マ
』
を
年
十
両
で
借
り
受
け
、
一
年
が
か

り
で
写
本
二
部
を
製
作
（
全
五
十
八
巻
、
総
ペ
ー
ジ
数
が
三
千
を
超
え
る

大
作
）。
こ
の
う
ち
一
部
を
売
り
払
い
借
り
賃
と
生
活
費
に
充
て
、
も
う

一
部
を
所
有
し
た
話
は
夙
に
知
ら
れ
る
。

一
八
三
七
年
（
天
保
8
）

（
1
）
大
塩
平
八
郎
の
乱
。

（
2
）
モ
リ
ソ
ン
号
事
件
発
生
（
日
本
人
漂
流
民
を
乗
せ
浦
賀
沖

に
来
航
し
た
ア
メ
リ
カ
船
を
幕
府
の
砲
台
が
砲
撃
し
た
事
件
）。
→

〈
後
史
〉
こ
の
処
置
に
反
対
し
、
翌
年
、
渡
辺
崋
山
は
『
慎
機
論
』
を
、

高
野
長
英
は
『
夢
物
語
』
を
著
し
て
外
国
船
打
払
令
（
鎖
国
政
策
）
に
反

対
す
る
。

一
八
三
八
年
（
天
保
9
）

緒
方
洪
庵
、
大
坂
に
適
々
斎
塾
を
開
き
、
蘭
学
、
医
学
を
教

え
た
。
→
〈
後
史
〉
福
澤
諭
吉
ら
多
く
の
人
材
を
育
て
た
。

一
八
三
九
年
（
天
保
10
）

蛮
社
の
獄
（
蘭
学
弾
圧
。
崋
山
・
長
英
投
獄
、
小
関
三
英
自
害
）

始
ま
る
。
幕
府
、
蘭
方
医
に
対
し
て
奇
説
を
唱
え
る
こ
と
を

禁
止
。

一
八
四
〇
年
（
天
保
11
）

ア
ヘ
ン
戦
争

（
1
）
ア
ヘ
ン
戦
争
（
～
一
八
四
二
年
）
が
勃
発
。
中
国
の
巨
大

帝
国
・
清
が
イ
ギ
リ
ス
の
近
代
兵
器
に
屈
す
る
。
世
界
最
強

と
な
っ
た
英
国
の
影
が
日
本
に
も
忍
び
寄
り
、
幕
府
は
危
機

感
を
強
め
る
。
←
〈
前
史
〉
一
七
七
六
年
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
し

た
ア
メ
リ
カ
も
フ
ル
ト
ン
に
代
表
さ
れ
る
蒸
気
船
の
発
明
（
一
八
〇
七
）

以
降
、
船
舶
の
改
良
を
重
ね
、
そ
の
目
は
太
平
洋
を
隔
て
た
ア
ジ
ア
へ
と

向
け
ら
れ
る
。	

（
2
）
渋
川
敬
直
（
天
文
方
見
習
、
高
橋
景
保
の
甥
）
の
『
英
文

艦
』
訳
成
。
こ
の
写
本
が
日
本
初
の
英
文
法
書
。
イ
ギ
リ

ス
、
リ
ン
ド
レ
イ
＝
マ
レ
ー
著
『
英
文
法
』
蘭
訳
本
か
ら
の

翻
訳
。
→
〈
後
史
〉
～
一
八
四
一
年
に
か
け
て
上
下
二
巻
が
幕
府
に
献
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上
さ
れ
た
。
本
書
を
訳
し
た
動
機
（
英
語
の
必
要
性
の
背
景
）
は
「（
ア

ヘ
ン
戦
争
で
中
国
の
伸
び
た
イ
ギ
リ
ス
の
触
手
を
意
識
し
た
）
国
防
の

た
め
」
と
序
文
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
八
四
一
年
（
天
保
12
）

天
保
の
改
革

高
島
秋
帆
の
西
洋
式
銃
隊
操
練
、
武
州
徳
丸
原
に
て
実
施
。

→
〈
後
史
〉
翌
年
、
秋
帆
に
後
述
教
授
を
許
可
す
る
。

一
八
四
二
年
（
天
保
13
）

外
国
船
打
払
令
を
緩
和

（
1
）
幕
府
、
翻
訳
書
の
出
版
を
町
奉
行
の
許
可
制
と
す
る
。

（
2
）
箕
作
阮
甫
が
マ
ー
ト
シ
カ
ッ
ペ
イ
の
オ
ラ
ン
ダ
文
法

書
『
文
章
論
』
を
筆
記
体
で
木
版
印
刷
し
て
、『
和
蘭
文
典
前

編
』
と
し
て
翻
刻
。
←
〈
前
史
〉
教
材
に
使
わ
れ
た
『
和
蘭
文
典
』
の

オ
ラ
ン
ダ
語
と
し
て
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
と
マ
ー
ト
シ
カ
ッ
ペ
イ
の
二
種
が

多
く
使
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
前
者
は
坪
井
信
道
の
日
習
堂
、
後
者
は
伊

東
玄
朴
の
象
先
堂
で
使
わ
れ
て
い
た
。
→
〈
後
史
〉
一
八
四
八
年
に
『
和

蘭
文
典
後
編　

成
句
論
』
を
製
版
翻
刻
。
蘭
学
生
は
そ
れ
ま
で
の
筆
写
の

苦
労
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
洋
学
校
で
は
こ
の
本
を
オ
ラ
ン
ダ
語
の
入
門

書
と
し
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
直
ち
に
医
学
・
兵
学
・
諸
科
学
の
原
書
に

挑
ん
だ
。
の
ち
に
、
大
庭
雪
斎
が
こ
れ
を
翻
訳
（『
訳
和
蘭
文
典
』
一
八

五
五
年
）。
な
お
、
阮
甫
は
一
八
五
八
年
に
、
伊
藤
玄
朴
や
大
槻
俊
斎
ら

と
共
に
金
を
出
し
合
い
神
田
お
玉
ケ
池
に
種
痘
館
を
設
け
る
。
こ
れ
が

明
治
に
東
京
帝
大
の
医
科
と
な
る
。

一
八
四
四
年
（
天
保
15
）

フ
ラ
ン
ス
軍
艦
ア
ル
ク
メ
ー
ヌ
号
那
覇
に
来
航
。
和
好
、
貿

易
を
求
め
る
。
回
答
は
後
来
す
る
艦
船
に
す
る
よ
う
託
し
、

宣
教
師
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
を
残
し
て
中
国
へ
向
か
う
。
→
〈
後

史
〉
二
年
間
沖
縄
に
滞
在
。
宣
教
活
動
の
目
的
は
果
た
せ
な
か
っ
た
。
な

お
、
こ
の
年
（
一
八
四
四
）、
オ
ラ
ン
ダ
国
王
の
親
書
が
幕
府
に
届
き
、

翌
年
、
開
国
勧
告
を
拒
否
す
る
旨
返
書
。

一
八
四
六
年
（
弘
化
3
）

セ
シ
ル
提
督
率
い
る
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ン
ド
シ
ナ
艦
隊
、
フ
ォ

ル
カ
ー
ド
を
乗
せ
て
長
崎
湾
外
に
来
航
。

一
八
四
八
年
（
嘉
永
元
）

フ
ラ
ン
ス
・
二
月
革
命

（
1
）
通
詞
・
本
木
昌
造
ら
鉛
製
活
字
板
を
オ
ラ
ン
ダ
か
ら

購
入
。
ま
た
、
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
（
銀
板
写
真
機
）
を
長
崎
町

人
・
上
野
俊
之
丞
が
輸
入
。

（
2
）
み
ず
か
ら
望
ん
で
日
本
に
潜
入
し
た
最
初
の
ア
メ
リ



72

カ
人
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
捕
鯨
船
プ
リ
マ
ス
号
に
乗
り
込

み
、
利
尻
沖
で
ボ
ー
ト
に
乗
り
移
り
、
漂
流
を
装
い
上
陸
。

幕
府
に
よ
っ
て
長
崎
に
護
送
さ
れ
る
。
→
〈
後
史
〉
彼
は
長
崎
で

通
詞
（
西
吉
兵
衛
や
森
山
栄
之
助
ら
十
四
人
）
に
ア
メ
リ
カ
に
送
還
さ
れ

る
ま
で
の
約
七
ケ
月
英
語
を
教
授
。
そ
れ
ま
で
の
英
語
教
員
は
オ
ラ
ン

ダ
人
で
あ
っ
た
が
、
た
と
え
ば
発
音
（
Ｌ
と
Ｒ
の
発
音
の
違
い
や
、「
子

音
」
の
後
に
「
母
音
」
を
付
け
加
え
る
習
慣
な
ど
、
現
代
に
も
通
じ
る
不

得
手
）
の
点
で
、
彼
の
教
授
法
は
大
き
な
意
味
と
成
果
が
あ
っ
た
。

（
3
）
松
代
藩
医
村
上
英
俊
、
開
国
論
者
・
佐
久
間
象
山
（
吉

田
松
陰
に
「
外
国
を
知
れ
、
外
国
語
を
知
れ
」
と
鼓
舞
し
た
人
物
）

に
す
す
め
ら
れ
、
独
学
で
仏
語
を
学
び
始
め
る
。
な
お
、
同

年
、
佐
久
間
象
山
が
『
ド
ゥ
ー
フ
・
ハ
ル
マ
』
を
改
定
、
増

訂
し
て
新
た
な
「
蘭
和
辞
典
」
の
出
版
に
着
手
す
る
こ
と
を

幕
府
に
願
い
出
る
（
海
防
と
科
学
技
術
導
入
に
オ
ラ
ン
ダ
語
の
普

及
が
必
要
と
訴
え
る
）
と
と
も
に
、
金
策
を
開
始
。
し
か
し
、

却
下
さ
れ
る
。
→
〈
後
史
〉	

英
俊
は
半
年
か
け
て
、
蘭
語
で
書
か
れ
た

仏
語
の
文
法
書
を
読
み
、
概
略
を
つ
か
ん
だ
後
、
仏
蘭
辞
書
を
頼
り
に
仏

語
訳
の
化
学
書
（
ベ
リ
セ
ウ
ス
著
『
化
学
提
要
』）
を
読
み
進
め
た
。
わ

が
国
の
フ
ラ
ン
ス
学
の
始
祖
と
呼
ば
れ
、
独
学
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
び

弟
子
を
育
て
た
他
、『
三
語
便
覧
』『
仏
語
明
要
』
な
ど
を
物
し
、
フ
ラ
ン

ス
語
教
育
の
基
礎
を
築
い
た
。

一
八
四
九
年
（
嘉
永
2
）

（
1
）
江
川
英
龍
、
韮
山
に
反
射
炉
を
建
造
。

（
2
）
ド
ル
ト
レ
号
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
き
た
牛
痘
種
苗
を

オ
ラ
ン
ダ
商
館
付
医
師
モ
ー
ニ
ッ
ケ
が
牛
痘
接
種
す
る
こ
と

に
成
功
。
全
国
に
普
及
。
た
だ
し
、
同
年
、
幕
府
は
外
科
、
眼

科
以
外
の
蘭
方
（
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
伝
わ
っ
た
医
術
・
薬
学
）
を
禁

じ
、
医
学
書
の
出
版
を
許
可
制
と
す
る
。
←
〈
前
史
〉
天
然
痘
の

予
防
接
種
で
あ
る
牛
痘
接
種
法
は
、
一
七
九
六
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ェ

ン
ナ
ー
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
（
牛
の
乳
絞
り
を
す
る
人
に
患
者
が

い
な
い
こ
と
に
注
目
し
て
牛
痘
法
を
発
見
）。
そ
れ
が
移
入
さ
れ
る
ま
で

の
日
本
で
は
、
有
効
な
予
防
策
は
な
く
流
行
が
過
ぎ
去
る
の
を
じ
っ
と

待
つ
し
か
な
か
っ
た
。

一
八
五
〇
年
（
嘉
永
3
）

幕
府
、
蘭
書
翻
訳
書
の
流
布
を
取
り
締
ま
る
。
そ
の
一
方
、

長
崎
の
通
詞
に
対
し
て
、
英
語
・
ロ
シ
ア
語
の
兼
修
と
辞
書

作
成
が
幕
府
よ
り
下
命
。
た
と
え
ば
、
森
山
栄
之
助
は
『
エ

ゲ
レ
ス
語
和
解
』
の
編
集
に
従
事
。
→
〈
後
史
〉
た
だ
し
、
後
の

ペ
リ
ー
来
航
と
と
も
に
通
詞
は
多
忙
を
極
め
、『
エ
ゲ
レ
ス
語
和
解
』
は

四
年
後
に
Ａ
と
Ｂ
の
部
が
で
き
た
ま
ま
中
断
、
沙
汰
止
み
と
な
る
。
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一
八
五
一
年
（
嘉
永
4
）

万
国
博
（
ロ
ン
ド
ン
）

土
佐
の
漂
流
民
・
中
浜
万
次
郎
、
帰
国
。

一
八
五
二
年
（
嘉
永
5
）

（
1
）
村
上
英
俊
、
江
戸
深
川
猿
江
の
真
田
藩
下
屋
敷
に
転

居
。
辞
書
の
編
纂
に
着
手
。

（
2
）
最
後
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
、
ク
ル
チ
ュ
ス
着
任
。

一
八
五
三
年
（
嘉
永
6
）

ク
リ
ミ
ア
戦
争

浦
賀
に
ペ
リ
ー
提
督
率
い
る
黒
船
来
航
。
当
時
、
日
本
近
海

を
走
っ
て
い
た
千
石
船
（
物
資
運
搬
船
）
は
百
ト
ン
程
度
で

あ
っ
た
が
、
旗
艦
・
サ
ス
ケ
ハ
ナ
号
は
二
千
ト
ン
を
超
す
蒸

気
船
で
あ
っ
た
。
黒
船
の
大
き
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
庶
民
は

「
伊
豆
の
大
島
が
動
い
た
よ
う
だ
」
と
称
す
。
な
お
、
こ
の
際

に
、
通
詞
堀
達
之
助
は
黒
船
か
ら
垂
ら
さ
れ
た
縄
ば
し
ご
を

登
り
な
が
ら
、I	can	speak	D

utch.

と
叫
ん
だ
と
い
う
。
細

か
い
交
渉
ご
と
は
英
語
で
は
な
く
、
オ
ラ
ン
ダ
語
で
行
う
と

い
う
意
思
表
示
。
→
〈
後
史
〉
黒
船
来
航
は
日
本
が
海
外
へ
と
門
戸
を

開
き
、
近
代
国
家
へ
と
向
か
う
足
が
か
り
。
同
時
に
、
人
々
が
Ａ
Ｂ
Ｃ
を

学
ぶ
き
っ
か
け
を
与
え
た
。
本
格
的
な
「
英
語
」
学
習
の
契
機
と
な
る
。

一
八
五
四
年
（
寛
永
７
／
安
政
元
）
日
本
開
国

（
1
）
再
来
し
た
ペ
リ
ー
と
幕
府
の
間
で
日
米
和
親
条
約
締

結
。
下
田
と
箱
館
が
開
港
さ
れ
、
鎖
国
が
終
わ
る
。

（
2
）
村
上
英
俊
、
本
邦
最
初
の
仏
英
蘭
対
訳
辞
典
『
三
国
便

覧
』（
カ
タ
カ
ナ
表
記
発
音
付
）
を
著
す
。

　
《
主
要
参
考
文
献
》

み
な
も
と
太
郎
『
風
雲
児
た
ち
』（
全
三
十
巻
）（
潮
出
版
社
）

惣
郷
正
明
『
洋
学
の
系
譜
』（
研
究
社
出
版
）

杉
本
つ
と
む
『
杉
本
つ
と
む
著
作
選
集
10
』（
八
坂
書
房
）

庄
司
浅
水
・
吉
村
善
太
郎
『
目
で
見
る
本
の
歴
史
』（
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
）

松
岡
正
剛
監
修
『
情
報
の
歴
史
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）

茂
住
實
男
『
洋
学
教
授
法
史
研
究
』（
学
文
社
）

広
瀬
隆
『
文
明
開
化
は
長
崎
か
ら
』（
上
下
）（
集
英
社
）

佐
藤
栄
七
増
訂
（
大
槻
如
電
原
著
）『
日
本
洋
学
編
年
史
』（
錦
正
社
）

二
宮
陸
英
雄
『
新
編
・
医
学
史
探
訪
』（
医
歯
薬
出
版
株
式
会
社
）

富
田
仁
『
日
本
の
フ
ラ
ン
ス
文
化
』（
白
地
社
）

「
日
本
・
外
国
語
研
究
の
あ
け
ぼ
の
」（
京
都
外
国
語
大
学
附
属
図
書
館
）

Picasso	had	a	saying	:	good	artists	copy,	great	artists	steal.
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	 Tale	of	Genji	（1001-1010）	is	composed	of	fifty-five	chapters.	The	Yugiri	Chapter	is	included	that	
chapters.	In	the	Yugiri	Chapter,	there	is	a	description	of	nature	that	connects	with	opposed	feelings	
of	two	characters.	And	that	describe	of	nature	is	of	different	nature	in	the	Tale	of	Genji.
	 Earlier	literatures	studied	that	different	nature	of	description	of	nature	in	the	Yugiri	chapter	by	
comparing	with	description	of	nature	in	the	Tale	of	Genji.	But	the	Yugiri	chapter	is	set	in	Yamazato,	
and	strictly	speaking,	description	of	nature	 is	description	of	nature	of	Yamazato.	Description	of	
nature	in	the	Yugiri	chapter	should	be	studied	by	a	way	that	considers	Yamazato.	So,	this	paper	
grasps	changes	of	expression	that	concerning	Yamazato,	and	make	sure	how	Tale	of	Genji	take	in	
expression	of	Yamazato.
	 The	first	example	of	word	of	Yamazato	is	in	the	Kokinwakashu.	Yamazato	is	habitation	in	moun-
tain,	but	in	the	Kokinwakashu,	the	place	is	living	space	of	a	recluse.	And	the	place	is	connected	with	
sorrow.	And	in	the	Gosenshu	（951）,	it	is	the	same.	But	in	the	Shuishu	（1005）,	nature	of	Yamazato	is	
caught	as	the	place	that	has	beauty.	In	other	words,	Yamazato	is	connected	with	beauty,	in	addition	
sorrow,	between	Gosenshu	and	Shuiwakashu.	And	that	change	is	the	matter	that	Yamazato	became	
the	place	that	connects	with	two	different	things.
	 The	Tale	of	Utsuho	（980）	sublimates	this	meanings	of	Yamazato	into	expression	of	estrangement	
between	characters.	The	Kikunoen	chapter	of	Tale	of	Utsuho	set	in	Yamazato.	And	in	the	Kikunoen	
chapter,	it	is	described	that	Sanetada	who	loves	Atemiya	and	Kitanokata	who	goes	into	seclusion	in	
Yamazato,	and	who	has	sorrow.	At	first,	the	story	describes	Kitanokata	who	sees	nature	of	Yamazato	
with	sorrow.	And	the	story	describes	Sanetada	who	sees	nature	of	Yamazato	as	the	place	that	has	
beauty.	And	this	beauty	of	Yamazato	is	connected	with	love	of	Sanetada.	Two	characters	have	dif-
ferent	feelings	toward	same	nature.	And	that	is	expression	of	estrangement	between	Sanetada	and	
Kitanokata.
	 In	the	Yugiri	chapter,	this	expression	of	Yamazato	in	the	Yugiri	chapter	is	rooted	in	this	expression	
of	Yamazato	in	the	Kikunoen	chapter.	In	Yugiri	chapter,	it	is	described	that	Yugiri	were	attracted	
to	beauty	of	nature	of	Yamazato,	and	through	the	nature,	his	love	for	Ochibanomiya	is	described.	
Simultaneously,	it	is	described	that	Ochibanomiya	who	lives	in	Yamazato	hates	love	of	Yugiri	and	
she	has	sorrow	that	caused	by	 love	of	Yugiri.	And	 in	Yugiri	chapter,	nature	that	connects	with	
love	of	Yugiri	is	connected	with	sorrow	of	Ochibanomiya	as	story	advances.	That	is	expression	of	
growing	sorrow	of	Ochibanomiya.	In	Yugiri	chapter,	it’s	were	expressed	that	estrangement	between	
Yugiri	and	Ochibanomiya	through	the	description	of	nature.	And	at	the	same	time,	growing	sorrow	

The	Description	of	nature	of	Yamazato	in	Yugiri	chapter	
of	Tale	of	Genji,	and	its	origin	

［Tale	of	Genji,	Tale	of	Utsuho,	Yamazato］

Seki	Kyohei
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of	Ochibanomiya	is	expressed	through	the	description	of	nature.
	 Yugiri	chapter	of	Tale	of	Genji	succeed	to	the	expression	of	Yamazato	that	is	used	in	the	Kikunoen	
chapter	of	Tale	of	Utsuho.	In	addition,	the	Yugiri	chapter	expressed	growing	sorrow	of	Ochibanomiya,	
through	the	description	of	nature.	And	this	is	development	of	expression	of	nature	of	Yamazato.
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《
個
人
研
究
第
1
種
》

夕
霧
巻
に
お
け
る
「
山
里
」
の
自
然
表
現
と
そ
の
成
立

―
『
う
つ
ほ
物
語
』
菊
の
宴
巻
か
ら
『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
へ
―

　

関
　

恭

平

は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
に
お
け
る
自
然
表
現
は
、
そ
れ
ま
で
の
正
篇
に
お
け
る
自

然
表
現
と
は
異
な
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
自
然
表
現
が
宇
治
十
帖
の
自
然
表
現
と

近
似
す
る
こ
と
か
ら
、
従
来
注
目
さ
れ
て
き
た
。
藤
村
潔
氏
は
「
宇
治
十
帖
の
予

告
」
に
お
い
て
、
小
野
の
山
里
の
表
現
、
ま
た
霧
の
表
現
が
夕
霧
巻
と
宇
治
十
帖

に
お
い
て
近
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
宇
治
十
帖
は
、
こ
の
物
語
の
作
者
が
、
夕

霧
巻
で
無
意
識
の
う
ち
に
示
し
た
種
々
の
傾
向
を
、
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的

に
発
展
さ
せ
た
物
語
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る（

１
（。

ま
た
、
馬
場
（
清
水
）
婦
久
子

氏
「「
宇
治
十
帖
」
の
自
然
と
構
想
」、
ま
た
「「
宇
治
十
帖
」
の
方
法
―
夕
霧
物

語
と
の
対
照
に
つ
い
て
―
」
に
お
い
て
も
、
夕
霧
巻
と
宇
治
十
帖
の
自
然
表
現

の
共
通
性
が
詳
細
な
検
証
を
も
と
に
、
考
察
さ
れ
て
い
る（

２
（。

こ
れ
ら
の
一
連
の
論

考
に
よ
っ
て
、
自
然
表
現
に
お
け
る
夕
霧
巻
と
宇
治
十
帖
の
関
係
性
の
展
望
は
開

か
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
に
続
き
、
三
田
村
雅
子
氏
「〈
音
〉
を
聞
く
人
々

―
宇
治
十
帖
の
方
法
―
」
は
、
夕
霧
巻
の
自
然
表
現
に
つ
い
て
、
物
語
内
に

お
け
る
そ
れ
ま
で
の
自
然
表
現
と
は
異
な
り
絶
対
的
な
意
味
を
持
た
ず
、
人
物
そ

れ
ぞ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
意
味
を
生
成
す
る
相
対
的
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
点

で
異
質
だ
と
す
る
。
そ
し
て
夕
霧
巻
の
自
然
表
現
は
正
篇
の
自
然
表
現
を
「
も
ど

い
」
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
夕
霧
巻
と
そ
れ
ま
で
の
『
源
氏
物
語
』
の
自
然

表
現
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
見
解
を
示
し
て
い
る（

３
（。

ま
た
、
高
橋
汐
子
氏
「
夕

霧
物
語　

相
対
化
さ
れ
る
〈
自
然
〉
感
覚
―
統
合
性
へ
の
綻
び
と
し
て
」
は
、

夕
霧
巻
の
自
然
表
現
の
論
理
が
、
光
源
氏
世
界
の
内
部
の
亀
裂
の
提
示
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る）

4
（

。
夕
霧
巻
の
自
然
表
現
は
、
こ
の
よ
う
に
正
篇
と
の
対
比
、
ま
た

は
宇
治
十
帖
へ
の
連
接
、
と
い
う
視
座
の
も
と
に
捉
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
が
追
及

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
全
体
の
自
然
表
現
の
中
で
の
夕
霧
巻
の
自

然
表
現
の
位
置
を
見
定
め
る
こ
と
に
有
効
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
夕
霧
巻
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
小
野
と
い
う
「
山
里
」
を
舞
台
と
し
て

展
開
す
る
の
だ
が
、
そ
の
「
山
里
」
と
い
う
空
間
に
着
目
し
、
そ
の
空
間
の
意
味

の
検
討
を
行
う
論
も
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

高
橋
文
二
氏
「
六
条
院
と
山
里
―
『
源
氏
物
語
』
の
時
空
―
」
は
、「
山
里

と
い
う
時
空
間
は
、
山
里
入
り
を
願
っ
て
や
っ
て
来
た
、
も
っ
と
も
ら
し
い
人
間
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た
ち
の
仮
面
を
剥
が
す
所
で
あ
り
、
ま
た
愛
執
の
迷
界
に
さ
ま
よ
う
人
間
の
業
を

浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
場
所
で
も
あ
る（

５
（」

と
い
う
。
ま
た
、
三
谷
邦
明
氏
「
宇

治
・
小
野
―
源
氏
物
語
の
「
山
里
」
空
間
」
は
、「
山
里
」
は
境
界
空
間
で
あ
り
、

両
価
性
・
両
義
性
を
発
揮
し
、
多
層
的
な
意
味
を
生
成
す
る
場
で
あ
り
、
そ
の
空

間
に
お
い
て
人
間
存
在
を
凝
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
す
る（

６
（。

こ
れ
ら
の
論

に
お
け
る
指
摘
は
、
夕
霧
や
薫
と
い
っ
た
人
物
が
い
か
に
し
て
「
山
里
」
と
い
う

空
間
に
関
わ
る
の
か
を
見
定
め
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け

る
、
人
物
に
対
す
る
「
山
里
」
の
作
用
の
一
面
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
論
は
、
夕
霧
巻
の
自
然
、「
山
里
」
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
に
分
析

し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
分
析
の
対
象
と
す
る
「
山
里
」
や
自
然
表
現
は
、『
源

氏
物
語
』
内
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
夕
霧
巻
に
お
け
る
自
然
表
現
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
を
捉
え
る
に
は
、
さ
ら
に
、「
山
里
」
と
い
う
空
間
に
お
け
る
自
然
表
現
、
と

い
う
視
座
、
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
表
現
の
あ
り
方
も

視
野
に
入
れ
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
夕
霧
巻

に
お
け
る
自
然
表
現
を
、「
山
里
」
に
お
け
る
自
然
表
現
、
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
と

と
も
に
古
今
集
以
来
の
山
里
の
表
現
を
辿
り
、『
源
氏
物
語
』
が
そ
れ
ま
で
の
「
山

里
」
の
表
現
を
い
か
に
継
承
し
発
展
さ
せ
た
か
を
見
定
め
、
そ
の
視
座
を
も
と
に

し
た
夕
霧
巻
に
お
け
る
「
山
里
」
の
自
然
表
現
の
捉
え
直
し
を
試
み
る
。

一　
「
山
里
」
の
表
現
の
変
遷

　

山
里
と
い
う
言
葉
が
万
葉
集
に
は
な
く
、
古
今
集
に
お
い
て
は
じ
め
て
見
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
小
島
孝
之
氏
「「
山
里
」
の
系
譜（

７
（」

が
指
摘
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
小
島
氏
は
同
論
文
に
お
い
て
、
山
里
の
表
現
性
が
三

代
集
を
通
し
て
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
指
摘
は
、

小
町
谷
照
彦
氏
「
美
的
空
間
と
し
て
の
山
里
―
藤
原
公
任（

８
（」

に
お
い
て
も
な
さ

れ
て
い
る
。
両
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
三
代
集
に
お
け
る
山
里
の
表
現
性
の
変
遷

を
簡
単
に
で
は
あ
る
が
確
認
し
て
い
く
。

　

古
今
集
に
お
い
て
山
里
の
用
例
は
七
首
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
一
つ
に
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
。

山
里
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
め
も
草
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば

�

（
冬
歌
・
三
一
五
）

冬
は
人
の
訪
れ
も
絶
え
、
草
木
も
枯
れ
果
て
る
。
心
慰
む
も
の
が
な
い
山
里
の
寂

寥
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
古
今
集
の
山
里
の
表
現
性
の
基
調
に
は
こ
の
よ
う

な
暗
澹
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
次
に
後
撰
集
に
お
け
る
山
里
で
あ
る
が
、
集
中
に

山
里
は
六
例
あ
り
、
そ
の
基
調
は
古
今
集
の
も
の
と
近
接
す
る
。

山
里
の
物
さ
び
し
さ
は
荻
の
は
の
な
び
く
ご
と
に
ぞ
思
や
ら
る
る

�

（
秋
上
・
二
六
六
）

後
撰
集
に
お
い
て
も
、
こ
の
歌
の
よ
う
に
、
山
里
の
寂
し
さ
が
歌
わ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
後
撰
集
の
場
合
、
山
里
が
歌
い
こ
ま
れ
る
歌
の
詞
書
に
「
衛
門
の
み
や
す

ん
所
の
家
う
づ
ま
さ
に
侍
り
け
る
に
（
春
中
・
六
八
）」、「
大
輔
が
う
づ
ま
さ
の
か

た
は
ら
な
る
家
に
侍
り
け
る
に
（
秋
上
・
二
六
六
）」
と
記
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、

山
里
の
地
名
が
具
体
的
に
明
示
さ
れ
る
例
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
古
今

集
に
お
い
て
は
山
里
が
歌
い
こ
ま
れ
る
も
の
は
、
四
季
歌
の
み
で
あ
っ
た
の
が
、

後
撰
集
に
到
る
と
、
雑
歌
・
恋
歌
・
離
別
歌
な
ど
に
お
い
て
も
詠
ま
れ
る
よ
う
に

な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
古
今
集
か
ら
後
撰
集
の
流
れ
は
、
山
里
と
い
う
言
葉
の
洗
練
化
と

い
え
る
の
で
あ
る
が
、
拾
遺
集
に
お
い
て
、
山
里
の
表
現
性
は
、
洗
練
化
と
は
ま

た
別
の
方
向
性
を
も
っ
て
大
き
く
変
わ
る
。
拾
遺
集
に
は
山
里
を
歌
う
も
の
は
六

首
あ
る
が
、
そ
の
一
例
に
次
の
歌
が
あ
る
。

春
き
て
ぞ
人
も
と
ひ
け
る
山
ざ
と
は
花
こ
そ
や
ど
の
あ
る
じ
な
り
け
れ

�

（
雑
春
・
一
〇
一
五
）
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こ
の
歌
に
は
、「
春
き
て
ぞ
人
も
と
ひ
け
る
山
ざ
と
」
と
い
う
よ
う
に
、
秋
や
冬
に

お
け
る
寂
寥
が
暗
々
裏
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
花
こ
そ
や
ど
の
あ
る
じ
な

り
け
れ
」
と
、
春
の
山
里
の
自
然
美
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
る
。
拾
遺
集
に
お
け

る
山
里
の
表
現
性
は
、
そ
れ
ま
で
の
古
今
集
や
後
撰
集
と
は
異
な
り
、
自
然
の
美

的
情
趣
が
そ
の
基
調
に
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
山
里
の
表
現
性
は
、
古
今

集
か
ら
後
撰
集
に
か
け
て
洗
練
さ
れ
、
後
撰
集
か
ら
拾
遺
集
に
か
け
て
、
暗
鬱
や

悲
哀
と
い
っ
た
印
象
か
ら
、
美
的
情
趣
と
い
う
印
象
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。

　

以
上
、
小
町
谷
氏
、
小
島
氏
の
指
摘
を
も
と
に
、
三
代
集
に
見
ら
れ
る
山
里
の

表
現
性
の
変
化
を
見
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
山
里
と
い
う
言

葉
の
表
現
性
が
、
後
撰
集
の
時
代
か
ら
拾
遺
集
の
時
代
に
到
る
中
で
、
そ
れ
ま
で

の
暗
鬱
と
し
た
も
の
か
ら
美
的
情
趣
を
湛
え
た
も
の
に
切
り
替
わ
っ
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

後
撰
集
か
ら
拾
遺
集
の
時
代
周
辺
に
お
い
て
も
、
山
里
に
暗
澹
と
し
た
性
質
が

依
然
と
し
て
あ
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
歌
に
お
い
て
確
認
で
き
る
。

あ
と
た
え
て
人
も
か
よ
は
ぬ
山
里
に
な
に
よ
も
す
が
ら
よ
ぶ
こ
ど
り
ぞ
も

�

（
源
賢
法
眼
集
・
四
九
）

わ
び
ぬ
れ
ば
け
ぶ
り
を
だ
に
も
た
た
じ
と
て
し
ば
を
り
た
け
る
冬
の
山
里

�

（
和
泉
式
部
集
・
七
三
）

や
ま
ざ
と
は
ふ
か
き
か
す
み
に
こ
と
よ
せ
て
わ
け
て
と
ひ
く
る
人
も
な
き
か
な

�

（
大
斎
院
前
の
御
集
・
二
三
）

一
首
目
と
三
首
目
の
歌
に
は
、
山
里
の
寂
寥
が
、
二
首
目
に
は
山
里
の
わ
び
し
さ

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
、
山
里
の
表
現
性
に
は
暗
澹

と
し
た
も
の
が
あ
り
、
山
里
の
表
現
性
に
は
、
後
撰
集
か
ら
拾
遺
集
の
時
代
に
か

け
て
、
そ
れ
ま
で
の
暗
い
印
象
を
持
つ
傾
向
、
新
た
に
美
的
情
趣
を
見
る
傾
向
が

加
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
古
今
集
か
ら
拾
遺
集
と
い
う
時
代
の
推
移

の
中
で
山
里
の
表
現
性
が
拡
大
し
て
い
き
、
憂
愁
と
美
的
情
趣
と
い
う
相
反
す
る

表
現
性
が
備
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

　

和
歌
の
世
界
に
お
い
て
、
山
里
は
、
暗
澹
と
し
た
心
情
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
、
美
的
情
趣
の
対
象
と
も
な
っ
て
い
っ
た
。
山
里
は
古
今
集
か
ら
拾

遺
集
に
到
る
過
程
で
、
二
面
性
を
獲
得
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
次

に
散
文
作
品
に
お
け
る
山
里
の
表
現
性
を
確
認
し
て
い
き
、
そ
こ
で
の
山
里
の
表

現
の
二
面
性
の
有
無
を
見
て
い
く
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
、
山
里
と
憂
愁
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
次

の
よ
う
に
見
え
る
。

か
く
て
、
こ
の
お
と
ど
、
い
も
ひ
、
精
進
を
し
て
経
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
山
里

の
心
細
げ
な
る
殿
設
け
た
ま
ひ
て
ぞ
住
み
た
ま
ひ
け
る
。
そ
の
わ
た
り
は
、

比
叡
の
坂
本
、
小
野
の
わ
た
り
、
音
羽
川
近
く
て
、
滝
の
音
、
水
の
声
あ
は

れ
に
聞
こ
ゆ
る
と
こ
ろ
な
り
。
も
の
思
は
ぬ
人
だ
に
、
も
の
心
細
げ
な
る
わ

た
り
な
り
。
ま
し
て
い
み
じ
き
心
地
し
て
な
む
経
た
ま
ひ
け
る
。

�

（
①
忠
こ
そ
・
二
五
〇
頁
）

山
里
に
隠
棲
す
る
千
陰
を
描
い
た
場
面
で
あ
る
。
千
陰
は
息
子
で
あ
る
忠
こ
そ
が

失
踪
し
、
そ
の
行
方
が
知
れ
な
い
こ
と
に
悲
嘆
し
て
い
た
。
そ
の
心
情
に
調
和
す

る
よ
う
に
、
山
里
で
あ
る
小
野
は
「
も
の
思
は
ぬ
人
だ
に
、
も
の
心
細
げ
な
る
わ

た
り
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
心
細
さ
が
か
き
立
て
ら
れ
る
場
所
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。

　

ま
た
一
方
で
、
山
里
の
自
然
が
美
意
識
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
箇
所

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

白
銀
を
透
箱
に
組
ま
れ
た
る
、
組
み
目
い
と
面
白
く
、
一
具
に
は
秋
山
を
組

み
据
ゑ
、
野
に
は
草
、
花
、
蝶
、
鳥
、
山
に
は
木
の
葉
の
色
々
、
鳥
ど
も
据

ゑ
な
ど
し
た
る
さ
ま
、
い
と
面
白
し
。
同
じ
き
山
の
心
ば
へ
、
い
と
労
あ
る

組
み
据
ゑ
、
一
具
に
は
夏
の
野
山
を
、
山
に
は
緑
の
木
、
野
に
は
鳥
ど
も
の

凝
り
遊
べ
る
、
山
川
の
心
、
水
鳥
の
居
た
る
さ
ま
、
木
の
枝
に
虫
ど
も
の
住



夕霧巻における「山里」の自然表現とその成立81

み
た
る
な
ど
、
い
と
め
で
た
く
、
な
ま
め
き
、
め
づ
ら
か
に
、
そ
の
山
里
の

人
の
住
み
た
る
心
ば
へ
な
ど
組
み
据
ゑ
た
る
、
あ
ら
は
に
め
で
た
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

（
②
内
侍
の
か
み
・
二
七
六
頁
）

仁
寿
殿
の
女
御
か
ら
俊
陰
の
娘
で
あ
る
尚
侍
へ
贈
物
と
し
て
透
箱
が
渡
さ
れ
る
。

こ
の
箇
所
は
そ
の
透
箱
の
秀
逸
な
つ
く
り
を
描
い
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
透
箱
に

は
、
山
里
の
景
色
が
う
つ
し
出
さ
れ
て
お
り
、「
い
と
め
で
た
く
、
な
ま
め
き
、
め

づ
ら
か
に
」
と
賞
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
透
箱
を
描
い
た
箇
所
に
は
、
山
里
の
美
的

情
趣
が
描
か
れ
、
山
里
の
景
色
が
賞
美
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と

で
き
る
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
は
、
物
語
内
で
、
山
里
の
憂
愁
と
と
も
に
山
里
の
美

的
情
趣
も
語
ら
れ
て
お
り
、
山
里
の
持
つ
二
つ
の
性
質
が
物
語
内
で
併
存
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

次
に
『
落
窪
物
語
』
で
あ
る
が
、
物
語
内
に
山
里
の
用
例
が
見
え
る
の
は
次
の

箇
所
で
あ
る
。

十
二
月
、
山
に
雪
い
と
高
く
ふ
れ
る
家
に
、
女
な
が
め
て
ゐ
た
り
。

　
　

雪
深
く
積
も
り
て
の
ち
は
山
里
に
ふ
り
は
へ
て
け
る
人
の
な
き
か
な

�

（
巻
之
三
・
二
七
三
頁
）

右
の
箇
所
は
、
落
窪
の
女
君
の
父
中
納
言
の
七
十
賀
に
お
け
る
、
屏
風
歌
が
記
さ

れ
る
場
面
の
中
に
あ
る
。
こ
の
箇
所
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
、
山
里
の
女
を
描

い
た
屏
風
絵
は
、
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
浸
透
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た（

９
（。

屏
風
歌
の
内
容
は
、
雪
が
深
く
積
も
っ
た
山
里
の
人
気
の
な
い
寂
寥
を
詠
ん
だ
も

の
で
あ
る
。
和
歌
そ
の
も
の
の
内
容
は
、
山
里
と
憂
愁
が
結
び
つ
い
て
い
る
も
の

な
の
で
あ
る
が
、
屏
風
絵
を
も
と
に
し
た
歌
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
山
里
の

憂
愁
を
詠
ん
だ
歌
と
い
う
よ
り
は
、
山
里
に
も
の
を
思
う
女
の
構
図
を
意
識
し
て

歌
い
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
枕
草
子
』
で
は
、
一
一
三
段
「
か
き
ま
さ
り
す
る
も
の
」
に
お
い
て
、「
松
の

木
。
秋
の
野
。
山
里
。
山
道
。（
二
一
七
頁
）」
と
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
一

一
五
段
「
あ
は
れ
な
る
も
の
」
の
う
ち
に
も
、「
山
里
の
雪
（
二
一
九
頁
）」、
と
い

う
よ
う
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
賀
茂
の
臨
時
の
祭
の
様
子
や
行
幸
の
め
で
た
さ
に

関
し
て
綴
ら
れ
る
二
〇
六
段
で
は
、
車
か
ら
見
え
る
道
々
の
様
子
が
、「
ま
こ
と
の

山
里
め
き
て
あ
は
れ
な
る
に
（
三
四
五
頁
）」
と
評
さ
れ
、
そ
の
興
趣
が
記
さ
れ
て

い
る
。
二
〇
七
段
に
お
い
て
は
、「
五
月
ば
か
り
な
ど
に
山
里
に
あ
り
く
、
い
と
を

か
し
（
三
四
六
頁
）」
と
、
山
里
の
情
趣
あ
る
風
景
が
描
か
れ
る
。
枕
草
子
に
お
い

て
山
里
は
、
一
貫
し
て
美
意
識
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。

　
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
山
里
を
舞
台
と
す
る
夕
霧
巻
に
お
い
て
も
、
落
葉
の
宮

の
憂
愁
が
語
ら
れ
、
同
様
に
山
里
を
舞
台
と
す
る
宇
治
十
帖
に
お
い
て
も
、
八
の

宮
や
大
君
・
中
の
君
姉
妹
、
そ
し
て
浮
舟
の
憂
愁
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら

は
、
山
里
と
憂
愁
の
強
い
結
び
つ
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
一

方
で
、
山
里
を
美
意
識
の
対
象
と
し
て
捉
え
る
箇
所
も
ま
た
存
在
す
る
。
た
と
え

ば
、
次
に
見
る
源
氏
に
よ
る
大
堰
の
御
堂
造
営
の
場
面
で
あ
る
。

造
ら
せ
た
ま
ふ
御
堂
は
、
大
覚
寺
の
南
に
当
た
り
て
、
滝
殿
の
心
ば
へ
な
ど

劣
ら
ず
お
も
し
ろ
き
寺
な
り
。
こ
れ
は
川
づ
ら
に
、
え
も
い
は
ぬ
松
陰
に
、

何
の
い
た
は
り
も
な
く
建
て
た
る
寝
殿
の
こ
と
そ
ぎ
た
る
さ
ま
も
、
お
の
づ

か
ら
山
里
の
あ
は
れ
を
見
せ
た
り
。
内
の
し
つ
ら
ひ
な
ど
ま
で
思
し
よ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

（
②
松
風
・
四
〇
一
頁
）

こ
こ
で
は
、
御
堂
の
情
趣
あ
る
様
が
語
ら
れ
る
と
同
時
に
、「
お
の
づ
か
ら
山
里
の

あ
は
れ
を
見
せ
た
り
」
と
語
ら
れ
、
そ
の
情
趣
が
山
里
の
情
趣
を
反
映
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
見
る
六
条
院
造
営
の
際
の
描
写
で

は
、
そ
の
自
然
美
が
山
里
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

前
近
き
前
栽
、
呉
竹
、
下
風
涼
し
か
る
べ
く
、
木
高
き
森
の
や
う
な
る
木
ど

も
木
深
く
お
も
し
ろ
く
、
山
里
め
き
て
、
卯
花
の
垣
根
こ
と
さ
ら
に
し
わ
た

し
て
、
昔
お
ぼ
ゆ
る
花
橘
、
撫
子
、
薔
薇
、
く
た
に
な
ど
や
う
の
花
の
く
さ
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ぐ
さ
を
植
ゑ
て
、
春
秋
の
木
草
、
そ
の
中
に
う
ち
ま
ぜ
た
り
。

�

（
③
少
女
・
七
九
頁
）

『
源
氏
物
語
』
も
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
同
様
に
、
山
里
の
二
つ
の
性
質
が
物
語
内
に

併
存
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

以
上
、
散
文
作
品
に
お
け
る
山
里
の
表
現
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
和
歌
だ
け
で

は
な
く
、
散
文
作
品
に
お
い
て
も
、
山
里
に
は
憂
愁
と
美
的
情
趣
と
い
う
二
つ
の

側
面
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

二　
『
う
つ
ほ
物
語
』
菊
の
宴
巻
に
お
け
る
山
里
の
自
然
表
現

　

前
節
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
和
歌
の
世
界
に
お
い
て
も
、
散
文
作
品
の
世
界

に
お
い
て
も
、
山
里
に
は
、
時
代
を
経
る
に
従
い
、
対
極
的
と
も
い
え
る
性
質
が

備
わ
っ
て
い
っ
た
。
山
里
は
憂
愁
に
満
ち
た
場
所
で
も
あ
り
、
興
趣
を
湛
え
た
場

所
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
山
里
の
表
現
性
に
見
ら
れ
る
二
面
性
を

見
た
上
で
、
こ
こ
で
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
菊
の
宴
巻
に
注
目
し
た
い
。
菊
の
宴
巻

末
尾
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
、
志
賀
の
山
里
に
隠
棲
し
た
北
の
方
を
、
夫
で
あ
る

実
忠
が
そ
の
人
と
は
気
が
つ
か
ず
に
訪
ね
る
一
連
の
場
面
に
お
い
て
、
そ
の
山
里

の
両
義
性
を
取
り
込
ん
だ
発
展
的
な
表
現
が
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　

菊
の
宴
巻
に
お
い
て
は
、
あ
て
宮
の
東
宮
入
内
が
確
定
す
る
様
相
を
呈
し
、
懸

想
人
た
ち
が
悲
嘆
に
く
れ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
懸
想
人
た
ち
の
一
人

で
あ
る
実
忠
は
、
息
子
で
あ
る
真
砂
子
君
を
喪
い
な
が
ら
も
、
な
お
あ
て
宮
へ
の

恋
情
を
募
ら
せ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、
実
忠
は
、
恋
の
成
就
の
祈
願
の
た

め
、
七
大
寺
、
ま
た
比
叡
を
訪
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
北
の
方
が
都
に
お
け
る
懸

想
人
か
ら
の
強
引
な
接
近
を
厭
い
、
志
賀
の
山
里
に
隠
棲
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら

れ
る
。
次
に
見
て
い
く
場
面
で
は
、
志
賀
の
山
里
の
自
然
が
描
か
れ
た
の
ち
、
北

の
方
周
辺
の
憂
愁
が
描
か
れ
て
い
く
。

女
ど
ち
、
大
人
一
人
、
童
一
人
、
下
仕
へ
一
人
し
て
、
行
ひ
を
し
て
、
あ
る

時
に
は
琴
、
琴
か
き
鳴
ら
し
て
経
た
ま
ふ
に
、
秋
深
く
な
り
ゆ
く
こ
ろ
の
夕

暮
れ
に
、
秋
風
肌
寒
く
、
山
の
滝
心
す
ご
く
、
鹿
の
音
は
る
か
に
聞
こ
え
、

前
の
草
木
、
あ
る
は
色
の
盛
り
、
あ
る
は
花
の
散
り
な
ど
し
て
あ
は
れ
な
る

に
、
母
北
の
方
、
袖
君
、
御
簾
を
上
げ
て
、
出
居
の
簀
子
に
御
達
な
ど
居
て
、

北
の
方
琴
、
袖
君
琴
、
乳
母
琵
琶
な
ど
か
き
合
は
せ
て
、
北
の
方
、

　
　

秋
風
の
身
に
寒
け
れ
ば
つ
れ
も
な
き

袖
君
、

　
　

見
る
人
も
な
く
て
散
り
ぬ
る
山
里
の

乳
母
、

　
　

ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
山
里
の
夕
暮
れ
は

な
ど
い
ひ
つ
つ
、
う
ち
泣
き
て
居
た
ま
へ
る
に
〈
後
略
〉　　
　
　
　
　
　

�

（
②
菊
の
宴
・
一
〇
一
頁
）

人
少
な
な
邸
の
前
に
は
山
里
の
自
然
が
広
が
っ
て
い
る
。
晩
秋
の
夕
暮
れ
時
、
冷

た
い
秋
風
が
吹
き
、
滝
は
轟
き
、
鹿
の
鳴
く
音
が
遠
く
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
。
庭

前
の
草
木
は
、
あ
る
も
の
は
盛
り
を
迎
え
、
あ
る
も
の
は
、
す
で
に
散
っ
て
い
っ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
自
然
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
北
の
方
周
辺
は
、
楽
を
奏
し
な

が
ら
、
古
歌
を
誦
す
。

　

北
の
方
は
、

秋
風
の
身
に
さ
む
け
れ
ば
つ
れ
も
な
き
人
を
ぞ
た
の
む
く
る
る
夜
ご
と
に

�

（
古
今
・
恋
歌
二
・
五
五
五
）

の
上
の
句
を
誦
す
。
こ
の
歌
は
、
秋
風
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
寂
寥
に
よ
り
人

恋
し
さ
が
募
る
心
情
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
日
が
暮
れ
、
あ
た
り
が
暗
く
な

り
、
夜
へ
と
向
か
っ
て
い
く
時
間
の
中
、
北
の
方
は
人
目
も
な
い
山
里
で
、
実
忠

を
恋
う
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
夫
へ
の
思
慕
は
、「
く
る
る
夜
ご
と
に
」
と
い
う

よ
う
に
一
回
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
毎
夜
も
の
さ
び
し
さ
に
耐
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え
な
が
ら
も
、
あ
て
宮
へ
と
恋
情
を
移
し
て
い
っ
た
夫
実
忠
を
あ
く
ま
で
も
恋
い

慕
う
北
の
方
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
北
の
方
に
続
け
て
、
袖
君
は
、

見
る
人
も
な
く
て
ち
り
ぬ
る
お
く
山
の
紅
葉
は
よ
る
の
に
し
き
な
り
け
り

�

（
同
・
秋
歌
下
・
二
九
七
）

の
上
の
句
を
、「
お
く
山
」
を
「
山
里
」
に
換
え
て
誦
す
。
人
目
も
な
い
山
里
で

散
っ
て
い
く
紅
葉
の
、
美
し
さ
の
効
の
な
い
こ
と
を
詠
む
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で

は
山
里
の
自
然
美
に
魅
了
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
袖
君
の
あ
り
方
が
描
か
れ
て
い

る
。

　

そ
し
て
乳
母
は
、

ひ
ぐ
ら
し
の
な
く
山
里
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
は
風
よ
り
ほ
か
に
と
ふ
人
も
な
し

�

（
同
・
秋
歌
上
・
二
〇
五
）

の
上
の
句
を
誦
し
、
人
の
訪
れ
の
な
い
山
里
の
寂
寥
を
あ
ら
わ
す
。
ま
た
、
歌
の

内
部
に
「
風
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
北
の
方
の
誦
し
た
歌
の
「
秋
風
」
と
響
く
。
そ

し
て
、
た
だ
秋
風
が
吹
く
だ
け
で
、
頼
み
と
す
る
実
忠
は
あ
ら
わ
れ
な
い
、
そ
の

よ
う
な
嘆
息
が
暗
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

住
居
を
取
り
囲
む
山
里
の
自
然
に
対
し
て
、
北
の
方
周
辺
は
、
実
忠
の
訪
れ
は

お
ろ
か
人
目
も
絶
え
た
山
里
の
生
活
の
寂
寥
を
感
じ
る
。
北
の
方
周
辺
に
お
け
る

山
里
は
憂
愁
に
満
ち
た
空
間
で
あ
る
こ
と
が
、
一
連
の
和
歌
に
よ
り
示
さ
れ
た
と

い
え
よ
う）

（（
（

。

　

北
の
方
周
辺
の
憂
愁
が
描
か
れ
た
の
ち
、「
七
日
七
夜
加
持
の
潔
斎
」
を
し
終
え

た
実
忠
が
、
同
様
の
こ
と
を
行
っ
て
い
た
仲
忠
と
「
比
叡
辻
」
に
て
落
ち
合
い
、

そ
し
て
連
れ
立
っ
て
、
北
の
方
が
隠
棲
す
る
住
居
を
訪
ね
る
場
面
が
続
く
。

　

実
忠
が
北
の
方
の
家
居
を
訪
ね
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
庭
前
の
紅
葉
に

惹
か
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
次
に
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

を
か
し
か
ら
む
紅
葉
折
り
て
、
山
つ
と
に
せ
む
と
て
見
た
ま
ふ
に
、
こ
の
家

の
垣
根
の
紅
葉
、
か
ら
く
れ
な
ゐ
を
染
め
返
し
た
る
錦
を
か
け
て
渡
し
た
る

と
見
ゆ
。
源
宰
相
、「
情
け
あ
る
枝
は
か
し
こ
に
ぞ
あ
ら
む
」
と
て
、
ま
づ
押

し
折
る
と
て
、

　
　

濃
き
枝
は
家
つ
と
に
せ
む
つ
れ
な
く
て
や
み
に
し
人
や
色
に
見
ゆ
る
と　
　
　

�

（
②
菊
の
宴
・
一
〇
二
頁
）

実
忠
は
紅
葉
を
山
土
産
に
と
思
い
、
山
里
に
佇
む
家
居
の
紅
葉
に
目
を
留
め
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
折
り
取
っ
て
あ
て
宮
へ
の
想
い
を
歌
に
す
る
。
こ
こ
で
は
山
里

の
自
然
の
一
つ
で
あ
る
紅
葉
が
、
あ
て
宮
へ
の
恋
情
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
描
か
れ

て
い
る
。

　

そ
の
後
、「
な
ほ
こ
の
家
見
も
飽
か
ず
面
白
し
」
と
、
実
忠
と
仲
忠
は
山
里
の
住

居
そ
の
も
の
に
惹
か
れ
、
そ
の
家
居
の
住
人
を
次
の
よ
う
に
訪
う
。

こ
の
家
に
入
り
た
ま
ひ
て
見
入
る
れ
ば
、
籬
の
尾
花
色
深
き
袂
に
て
、
折
れ

返
り
招
く
。
源
宰
相
、
思
す
こ
と
は
な
ら
ず
、
年
ご
ろ
の
妻
子
は
い
か
に
し

け
む
方
も
知
ら
で
、
よ
ろ
づ
に
あ
は
れ
に
思
ほ
ゆ
れ
ば
、

　
　

夕
暮
れ
の
籬
に
招
く
袖
見
れ
ば
衣
縫
ひ
着
せ
し
妹
か
と
ぞ
思
ふ

「
妹
が
門
」
の
声
ぶ
り
に
、
北
の
方
聞
き
た
ま
ひ
て
、「
あ
は
れ
に
も
失
ひ
た

る
人
こ
そ
あ
な
れ
」

�

　
（
同
・
一
〇
三
頁
）

実
忠
が
、
家
居
を
訪
ね
る
と
、「
籬
の
尾
花
」
が
ま
る
で
「
色
深
き
袂
」
の
よ
う
に

自
分
ら
を
招
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
尾
花
を
見
た
実
忠
は
あ

て
宮
へ
の
恋
の
叶
い
難
さ
を
思
う
と
同
時
に
、
行
方
の
知
れ
な
い
北
の
方
に
対
し

て
も
、
思
い
を
馳
せ
る
。
そ
し
て
、
北
の
方
へ
の
思
慕
の
情
が
込
め
ら
れ
た
歌
を

詠
じ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
妹
が
門
」
の
声
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
声
に
よ
り
、
北
の
方
側
は
、
訪
問
者
が
実
忠
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
こ
こ

で
は
、
実
忠
の
歌
が
「「
妹
が
門
」
の
声
ぶ
り
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
「
妹
が
門
」
は
催
馬
楽
の
曲
名
で
あ
る
が
、
そ
の
曲
内
に
「
妹
が
門　

夫
が
門　
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行
き
過
ぎ
か
ね
て
や
」
と
あ
る
よ
う
に
、
眼
前
に
あ
る
妹
の
家
を
訪
れ
た
い
、
と

い
う
心
情
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
の
ち
の
作
品
に
な
る
が
、『
源
氏
物
語
』
に

お
い
て
、「
妹
が
門
」
は
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

い
み
じ
う
霧
り
わ
た
れ
る
空
も
た
だ
な
ら
ぬ
に
、
霜
は
い
と
白
う
お
き
て
、

ま
こ
と
の
懸
想
も
を
か
し
か
り
ぬ
べ
き
に
、
さ
う
ざ
う
し
う
思
ひ
お
は
す
。

い
と
忍
び
て
通
ひ
た
ま
ふ
所
の
道
な
り
け
る
を
思
し
出
で
て
、
門
う
ち
叩
か

せ
た
ま
へ
ど
、
聞
き
つ
く
る
人
な
し
。
か
ひ
な
く
て
、
御
供
に
声
あ
る
人
し

て
う
た
は
せ
た
ま
ふ
。

あ
さ
ぼ
ら
け
霧
立
つ
そ
ら
の
ま
よ
ひ
に
も
行
き
過
ぎ
が
た
き
妹
が
門
か

な

と
二
返
り
ば
か
り
う
た
ひ
た
る
に
、
よ
し
あ
る
下
仕
を
出
だ
し
て
、

立
ち
と
ま
り
霧
の
ま
が
き
の
過
ぎ
う
く
は
草
の
と
ざ
し
に
さ
は
り
し
も

せ
じ

と
言
ひ
か
け
て
入
り
ぬ
。�
（
①
若
紫
・
二
四
六
頁
）

紫
の
上
の
邸
か
ら
の
帰
途
、
源
氏
が
日
ご
ろ
忍
ん
で
通
う
所
を
思
い
出
し
訪
れ
る

場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
源
氏
が
「
声
あ
る
人
」
に
う
た
わ
せ
た
歌
の
な
か
に

「
妹
が
門
」
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
場
所
の
情
感
に
は
、「
ま
こ
と
の
懸
想

も
を
か
し
か
り
ぬ
べ
き
」
と
い
う
よ
う
に
、
恋
の
情
趣
が
あ
り
、「
妹
が
門
」
は
恋

慕
と
結
び
つ
い
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
箇
所
か
ら
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
実
忠
の
歌
が
「「
妹
が
門
」
の
声
ぶ
り
」
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
は
、
実
忠
が
恋
の
情
趣
に
浸
っ
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ

で
の
、
実
忠
の
目
に
映
じ
た
「
籬
の
尾
花
」
は
、
美
的
情
趣
を
湛
え
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
恋
の
情
感
を
支
え
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　

続
く
場
面
に
て
、
北
の
方
が
、
訪
ね
て
き
た
も
の
が
実
忠
で
あ
る
と
気
づ
き
な

が
ら
も
、「
む
く
つ
け
く
、
こ
の
わ
た
り
に
あ
り
つ
ら
む
。
あ
な
か
ま
、
人
々
い
ひ

そ
（
②
菊
の
宴
・
一
〇
五
）」
と
い
い
、
実
忠
に
自
分
ら
の
姿
を
明
か
さ
な
い
こ
と

が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
方
の
実
忠
が
、
北
の
方
と
も
気
づ
か
ず
に
、
そ
の
人

に
歌
い
か
け
る
こ
と
が
続
け
て
語
ら
れ
る
。

人
々
近
く
立
ち
寄
り
た
ま
へ
ば
、
さ
す
が
に
人
は
住
む
も
の
か
ら
咎
め
ず
。

簀
子
近
く
寄
り
て
、
宰
相
、

夕
暮
れ
の
た
そ
か
れ
時
は
な
か
り
け
り
か
く
立
ち
寄
れ
ど
と
ふ
人
も
な

し

と
て
上
り
て
居
た
ま
ひ
ぬ
。
み
な
声
聞
き
知
り
た
ま
へ
る
人
の
み
あ
れ
ば
、

も
の
も
い
は
せ
ず
。
宰
相
、「
な
ど
か
も
の
の
た
ま
ふ
人
も
な
き
。
も
し
か
た

は
人
の
住
み
た
ま
ふ
所
か
」
と
て
、

　
　

山
彦
も
答
ふ
る
も
の
を
夕
暮
れ
に
旅
の
空
な
る
人
の
声
に
は

あ
や
し
く
、
な
ど
か
世
離
れ
た
る
住
ま
ひ
は
し
た
ま
ふ
。
思
ふ
心
な
き
人
々

好
か
ず
や
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。�

（
同
・
一
〇
五
頁
）

実
忠
の
一
首
目
の
歌
は
、
夕
暮
れ
を
「
た
そ
か
れ
時
」、
つ
ま
り
人
を
訪
ね
る
時
間

と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
間
に
呼
び
か
け
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
相

手
方
か
ら
は
応
答
が
な
い
、
と
嘆
息
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
首

目
の
実
忠
の
歌
は
、
夕
暮
れ
ど
き
、
旅
の
も
の
の
呼
び
か
け
に
は
、
山
彦
も
答
え

る
も
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
声
も
な
い
、
と
相
手
方
が
呼
び
か
け
に
応
じ
な
い
こ

と
を
恨
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、
呼
び
か
け
と

そ
れ
に
対
す
る
山
彦
の
答
え
の
有
無
、
と
い
う
発
想
は
次
に
見
る
よ
う
に
恋
歌
に

用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
れ
も
な
き
人
を
こ
ふ
と
て
山
び
こ
の
こ
た
へ
す
る
ま
で
な
げ
き
つ
る
か
な

�

（
古
今
・
恋
歌
一
・
五
二
一
）

打
ち
わ
び
て
よ
ば
は
む
声
に
山
び
こ
の
こ
た
へ
ぬ
山
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

�

（
同
・
恋
歌
一
・
五
三
九
）

	

呼
び
か
け
に
対
し
て
反
応
の
な
い
こ
と
へ
の
嘆
息
を
詠
じ
た
の
ち
、
そ
の
こ
と

へ
の
恨
み
を
恋
歌
の
発
想
を
も
っ
て
詠
じ
る
、
そ
の
よ
う
な
一
連
の
実
忠
の
歌
は
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恋
の
色
調
を
帯
び
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

　

実
忠
が
北
の
方
の
家
居
を
訪
れ
る
場
面
、
ま
た
、
歌
を
詠
み
か
け
て
い
く
場
面

を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
き
た
。
家
居
の
紅
葉
や
尾
花
は
、
実
忠
に
お
い
て
は
恋
の
情
趣

を
支
え
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
夕
暮
れ
と
い
う
時
刻
も
ま

た
実
忠
の
す
き
心
を
掻
き
立
て
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
紅
葉
や
尾
花
は
、

北
の
方
周
辺
が
古
歌
を
誦
す
直
前
部
分
の
自
然
描
写
に
お
け
る
「
前
の
草
木
、
あ

る
は
色
の
盛
り
」
と
い
う
箇
所
に
結
び
つ
く
。
北
の
方
周
辺
の
心
情
が
描
か
れ
る

場
面
の
自
然
描
写
の
射
程
は
、
北
の
方
周
辺
の
憂
愁
だ
け
で
な
く
、
実
忠
の
恋
情

に
ま
で
及
ん
で
い
た
と
い
え
る
。

　

物
語
は
、
北
の
方
周
辺
の
憂
愁
と
実
忠
の
恋
の
情
趣
に
浸
る
様
子
を
、
自
然
を

用
い
て
表
現
し
た
。
北
の
方
に
お
い
て
夕
暮
れ
の
山
里
は
、
人
恋
し
さ
が
募
る
も

の
の
人
の
気
配
の
な
い
孤
立
し
寂
寥
に
満
ち
た
空
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一

方
で
、
実
忠
が
見
た
山
里
は
、
色
鮮
や
か
な
草
木
や
夕
暮
れ
に
よ
り
恋
の
情
趣
を

か
き
立
て
ら
れ
る
空
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
連
の
場
面
で
は
、
実
忠
と
北
の
方
が

同
一
の
志
賀
の
山
里
に
い
な
が
ら
も
、
全
く
異
な
る
精
神
世
界
に
い
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
実
忠
と
北
の
方
の
心
情
面
に
お
け
る
断
絶
を
表

現
し
た
の
ち
、
次
に
見
て
い
く
よ
う
に
、
実
忠
と
北
の
方
の
贈
答
が
な
さ
れ
、
よ

り
直
接
的
に
そ
の
断
絶
の
あ
り
方
が
描
き
出
さ
れ
て
い
く
。

　

実
忠
の
二
首
の
歌
が
描
か
れ
た
の
ち
、
父
実
忠
の
訪
れ
に
対
し
て
娘
で
あ
る
袖

君
は
た
だ
押
し
黙
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
旅
て
へ
ば
わ
れ
も
悲
し
な
世
を

憂
し
と
知
ら
ぬ
山
路
に
入
り
ぬ
と
思
へ
ば
（
同
・
一
〇
六
頁
）」
と
い
う
歌
を
円
座

に
書
き
付
け
実
忠
に
差
し
出
す
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
契
機
に
、

北
の
方
と
実
忠
の
贈
答
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
、
よ
り
二
者

の
心
情
面
で
の
断
層
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
て
い
く
。

透
箱
四
つ
に
平
坏
据
ゑ
て
、
紅
葉
折
り
敷
き
て
、
松
の
子
、
菓
物
盛
り
て
、

く
さ
び
ら
な
ど
し
て
、
尾
花
色
の
強
飯
な
ど
参
る
ほ
ど
に
、
雁
鳴
き
て
渡
る
。

北
の
方
、
か
は
ら
け
に
か
く
書
き
て
出
だ
し
た
ま
ふ
。

秋
山
に
紅
葉
と
散
れ
る
旅
人
を
さ
ら
に
も
か
り
と
告
げ
て
行
く
か
な

実
忠
妻

源
宰
相
、

旅
と
い
へ
ど
雁
も
紅
葉
も
秋
山
を
忘
れ
て
過
ぐ
す
と
き
は
な
き
か
な

実
忠

北
の
方
、

あ
き
果
て
て
落
つ
る
紅
葉
と
大
空
に
か
り
て
ふ
音
を
ば
聞
く
も
か
ひ
な

し
実
忠
妻　

�

（
同
）

北
の
方
は
散
る
紅
葉
に
自
ら
を
重
ね
、
夫
で
あ
る
実
忠
に
顧
み
ら
れ
ず
消
え
入
り

そ
う
に
な
っ
て
い
る
自
己
の
境
涯
の
悲
哀
を
あ
ら
わ
し
、
さ
ら
に
雁
か
ら
の
「
仮

の
世
」
の
連
想
に
よ
り
、
よ
る
べ
の
な
い
流
離
の
悲
嘆
を
う
た
う
。
北
の
方
の
贈

歌
に
対
す
る
実
忠
の
答
歌
は
、
雁
も
紅
葉
も
秋
山
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い

う
よ
う
に
、
は
か
ら
ず
も
、
あ
て
宮
へ
と
恋
情
を
か
け
る
も
の
の
北
の
方
の
こ
と

を
忘
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
旨
の
歌
を
詠
む
。
実
忠
に
は
あ
て
宮
へ
の
想
い
と

と
も
に
北
の
方
へ
の
想
い
も
あ
り
、
こ
の
歌
は
そ
の
点
で
実
忠
の
実
際
的
な
心
情

を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、
実
忠
は
相
手
が
北
の
方
と
は
気
づ
い
て
お
ら
ず
、

そ
う
し
た
歌
も
、
こ
こ
で
は
意
味
を
な
さ
ず
空
転
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
実
忠
の

歌
に
対
す
る
北
の
方
の
歌
に
は
「
あ
き
果
て
て
」
と
あ
り
、
実
忠
の
あ
て
宮
へ
の

恋
情
が
い
や
増
さ
っ
て
ゆ
く
中
、
自
ら
へ
の
実
忠
の
愛
情
が
消
失
し
て
い
く
嗟
嘆

を
あ
ら
わ
す
。
北
の
方
は
、
紅
葉
も
雁
も
意
味
は
な
い
と
、
実
忠
の
歌
に
無
意
識

の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
た
自
身
へ
の
思
い
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
を
詠
む
。
こ
の
北

の
方
の
歌
に
は
実
忠
へ
の
直
接
的
な
悲
嘆
の
訴
え
が
あ
る
の
だ
が
、
実
忠
は
や
は

り
北
の
方
と
は
気
づ
き
は
し
な
い
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

あ
や
し
く
を
か
し
き
所
か
な
、
と
は
見
た
ま
へ
ど
、
思
ふ
心
の
い
み
じ
け
れ

ば
、
そ
れ
を
思
ふ
に
や
あ
ら
む
、
え
思
ひ
や
り
た
ま
は
ず�（
同
・
一
〇
七
頁
）
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実
忠
が
あ
て
宮
へ
の
恋
情
の
た
め
、
相
手
が
北
の
方
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
な

い
、
と
い
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
こ
の
一
連
の
贈
答
は
、
実
忠
に
北
の
方
を
思
う

気
持
ち
が
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
憂
愁
へ
思
い
至
る
こ
と
は
な
く
、
北
の
方
の
心

情
の
あ
り
方
と
は
か
け
離
れ
た
位
置
に
実
忠
の
心
情
が
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
。

　

さ
ら
に
、
実
忠
が
北
の
方
と
贈
答
を
交
え
、
そ
こ
に
北
の
方
の
哀
訴
が
含
め
ら

れ
て
い
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
忠
の
位
置
が
依
然
と
し
て
、
山
里
の
興
趣
や
恋

の
雰
囲
気
に
浸
る
場
所
に
あ
る
こ
と
が
次
の
よ
う
に
し
て
提
示
さ
れ
る
。

源
宰
相
、「
い
か
が
見
た
ま
ふ
。
心
も
な
く
は
見
え
ず
な
む
」。
中
将
、「
さ
ら

に
も
の
た
ま
ふ
か
な
。
有
心
者
な
り
。
語
ら
ひ
置
き
て
、
時
々
は
紅
葉
見
る

所
に
し
た
ま
へ
」。
宰
相
、「
い
で
や
、
見
る
人
ご
と
に
心
移
り
て
は
、
身
も

い
た
づ
ら
に
。
年
ご
ろ
あ
は
れ
と
思
ひ
し
人
の
な
り
け
む
方
も
知
ら
ず
、
ら

う
た
し
と
思
ひ
し
子
を
も
失
ひ
て
し
か
ば
、
今
は
さ
る
心
を
ぞ
思
は
ぬ
」
と

い
ふ
ほ
ど
に
、
鹿
は
る
か
に
鳴
く
。
宰
相
、

鹿
の
音
に
恋
ひ
ま
さ
り
つ
つ
惑
ひ
に
し
妻
さ
へ
添
ひ
て
思
ほ
ゆ
る
か
な

�

　
　
（
同
）

実
忠
と
仲
忠
は
山
里
の
家
居
の
住
者
と
の
一
連
の
や
り
と
り
を
通
し
て
、
そ
の
住

者
が
情
趣
あ
る
人
で
あ
る
と
解
し
た
。
風
光
明
媚
な
山
里
、
そ
し
て
そ
こ
に
住
む

情
趣
を
解
す
る
も
の
。
二
人
は
こ
の
場
所
を
、
と
き
ど
き
の
旅
寝
に
は
好
ま
し
い

場
所
で
あ
る
と
捉
え
、
仲
忠
は
遊
覧
の
場
所
に
し
て
は
ど
う
か
、
と
実
忠
に
勧
め

る
。
実
忠
は
、
仲
忠
の
提
案
に
、
ど
こ
に
い
っ
た
か
も
わ
か
ら
な
い
妻
の
こ
と
も

あ
り
、
ま
た
、
見
る
人
ご
と
に
心
変
わ
り
し
て
は
よ
く
な
い
、
と
断
る
。
そ
し
て
、

そ
の
直
後
に
鹿
の
鳴
く
声
が
し
、
そ
れ
を
聞
い
た
実
忠
は
、
鹿
の
鳴
く
声
に
あ
て

宮
へ
の
恋
心
は
よ
り
一
層
募
り
、
そ
れ
と
と
も
に
行
方
の
知
れ
な
い
妻
の
こ
と
も

思
わ
れ
る
、
と
い
う
旨
の
歌
を
詠
じ
る
。
実
忠
は
、
山
荘
の
情
趣
に
惹
か
れ
な
が

ら
も
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
場
所
を
一
回
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
そ
こ
に
は
、

実
忠
は
あ
て
宮
へ
の
恋
情
を
募
ら
せ
る
も
の
の
、
見
境
の
な
い
好
色
者
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な

実
忠
と
仲
忠
の
会
話
に
は
、
二
人
の
山
里
へ
の
態
度
が
一
貫
し
て
、
美
的
情
趣
の

享
受
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
、
ま
た
あ
て
宮
へ

の
恋
情
を
う
た
う
歌
に
も
、
や
は
り
一
貫
し
て
実
忠
の
心
情
に
あ
て
宮
へ
の
恋
慕

が
あ
っ
た
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
実
忠
と
北
の
方
の
贈
答
の
の
ち

に
、
こ
の
よ
う
な
場
面
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
実
忠
と
北
の
方
の
心
情
の
間

に
あ
っ
た
齟
齬
は
も
は
や
埋
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
二
人
の
心
情
は
、
少
し
も
重

な
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
に
か
け
隔
た
っ
て
お
り
、
実
忠
の
北
の
方
へ
の
思
い
も
、

も
は
や
空
疎
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
が
表
現
さ
れ
る
。
実
忠
と
北
の
方
は
同
一

の
山
里
に
お
り
、
距
離
的
に
は
近
接
し
た
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
状
況
に
お
い
て
、
同
一
の
山
里
の
自
然
を
介
し
て
心
情
の
断
絶
が
描
か
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
よ
り
そ
の
断
絶
は
際
立
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
菊
の
宴
巻
に
見
え
る
山
里
の
表
現
性
を
見
て
き
た
。
物
語
は
ま

ず
、
北
の
方
周
辺
が
、
山
里
の
自
然
に
憂
愁
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
描
く
。
そ
し

て
次
に
、
実
忠
が
、
同
一
の
山
里
の
自
然
に
対
し
て
美
的
情
趣
を
見
出
し
、
さ
ら

に
恋
情
を
掻
き
立
て
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
描
い
て
い
く
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
北

の
方
周
辺
と
実
忠
の
心
情
面
に
お
け
る
全
く
異
な
っ
た
位
置
が
描
き
出
さ
れ
た
と

い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
二
者
の
異
な
る
位
置
を
明
示
し
た
の
ち
、
物

語
は
贈
答
を
通
し
て
、
実
忠
と
北
の
方
の
心
情
の
断
絶
の
層
を
よ
り
露
見
さ
せ
て

い
っ
た
。
つ
ま
り
、
実
忠
と
北
の
方
の
心
情
が
い
か
に
乖
離
し
て
い
る
か
、
そ
こ

に
焦
点
を
引
き
絞
っ
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
一
連
の
場
面
の
主
眼

が
心
情
の
断
絶
の
表
現
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
心
情

面
で
の
断
絶
を
描
き
出
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
も
の
が
、
山
里
の
持
つ
憂
愁
と
美

的
情
趣
と
い
う
背
反
す
る
二
つ
の
性
質
で
あ
っ
た
。『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、
山
里
が

憂
愁
と
美
的
情
趣
と
い
う
二
つ
の
性
質
を
持
つ
こ
と
を
、
心
情
の
断
絶
の
表
現
へ

と
昇
華
さ
せ
た
と
い
え
る
。
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三　

夕
霧
巻
に
お
け
る
山
里
の
自
然
表
現

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
菊
の
宴
巻
で
は
、
実
忠
の
恋
情
と
北
の
方
の
悲
嘆
が
同
一
の

山
里
の
自
然
に
よ
り
あ
ら
わ
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
心
的
な
乖
離
が
表
現
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
次
に
夕
霧
巻
に
お
け
る
山
里
の
自
然
表
現
を
見
て
い
き
、

『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
の
山
里
の
自
然
表
現
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
菊
の
宴
巻
に
お
け

る
山
里
の
自
然
表
現
を
ど
の
よ
う
に
受
け
継
ぎ
、
い
か
に
し
て
発
展
さ
せ
た
か
を

探
る
。

　

夕
霧
巻
は
、
一
条
御
息
所
が
病
気
治
療
の
た
め
、
小
野
の
山
荘
に
出
向
き
、
律

師
の
加
持
祈
祷
を
受
け
る
こ
と
を
始
発
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
き
夕
霧
の

一
条
御
息
所
訪
問
が
語
ら
れ
て
い
く
。

　

夕
霧
の
小
野
訪
問
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

八
月
中
の
十
日
ば
か
り
な
れ
ば
、
野
辺
の
け
し
き
も
を
か
し
き
こ
ろ
な
る

に
、
山
里
の
あ
り
さ
ま
も
ゆ
か
し
け
れ
ば
〈
後
略
〉�（
④
夕
霧
・
三
九
七
頁
）

「
八
月
中
の
十
日
ば
か
り
」
の
こ
ろ
、
そ
れ
は
「
野
辺
の
け
し
き
も
を
か
し
き
こ

ろ
」
で
あ
り
、
夕
霧
は
、
秋
の
風
情
に
思
い
を
馳
せ
、
山
里
を
訪
れ
る
。
そ
し

て
、
次
に
見
る
場
面
に
お
い
て
、
そ
の
山
里
の
景
色
が
興
趣
に
富
む
様
子
が
描
か

れ
る
。こ

と
に
深
き
道
な
ら
ね
ど
、
松
が
崎
の
小
山
の
色
な
ど
も
、
さ
る
巌
な
ら
ね

ど
秋
の
け
し
き
づ
き
て
、
都
に
二
な
く
と
尽
く
し
た
る
家
居
に
は
、
な
ほ
あ

は
れ
も
興
も
ま
さ
り
て
ぞ
見
ゆ
る
や�

（
同
・
三
九
八
頁
）

一
条
御
息
所
の
山
荘
は
、「
こ
と
に
深
き
道
な
ら
ね
ど
」、
と
い
う
よ
う
に
山
深
い

場
所
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
山
間
は
秋
の
様
子
を
反
映
す
る
も
の
だ
っ

た
。
夕
霧
は
、
秋
の
情
趣
を
湛
え
た
山
里
の
風
光
明
媚
な
様
子
に
惹
か
れ
る
。
そ

の
景
色
は
、
都
に
お
け
る
「
家
居
」
に
も
ま
さ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ

う
に
し
て
夕
霧
が
山
里
に
興
趣
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
さ

ら
に
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
夕
霧
の
小
野
の
訪
問
の
契
機
に
「
野
辺
の
け
し

き
」
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、「
野
辺
の
け
し
き
も
を
か
し
き
こ
ろ

な
る
に
、
山
里
の
あ
り
さ
ま
も
」
と
い
う
よ
う
に
、「
野
辺
の
け
し
き
」
の
情
趣
の

延
長
線
上
に
山
里
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
古
今
集
を
も
と
に
秋

の
時
節
に
お
け
る
「
野
辺
」
の
用
例
を
挙
げ
、
そ
の
表
現
性
を
確
認
す
る
。

を
み
な
へ
し
お
ほ
か
る
の
べ
に
や
ど
り
せ
ば
あ
や
な
く
あ
だ
の
名
を
や
た
ち

な
む�

（
秋
歌
上
・
二
二
九
）

花
に
あ
か
で
な
に
か
へ
る
ら
む
を
み
な
へ
し
お
ほ
か
る
の
べ
に
ね
な
ま
し
も

の
を�

（
秋
歌
上
・
二
三
八
）

な
に
人
か
き
て
ぬ
ぎ
か
け
し
ふ
ぢ
ば
か
ま
く
る
秋
ご
と
に
の
べ
を
に
ほ
は
す　

�

（
秋
歌
上
・
二
三
九
）

秋
の
夜
の
つ
ゆ
を
ば
つ
ゆ
と
お
き
な
が
ら
か
り
の
涙
や
の
べ
を
そ
む
ら
む　
　

�

（
秋
歌
下
・
二
五
八
）

き
み
が
う
ゑ
し
ひ
と
む
ら
す
す
き
虫
の
ね
の
し
げ
き
の
べ
と
も
な
り
に
け
る

か
な�

（
哀
傷
・
八
五
三
）

あ
き
く
れ
ば
の
べ
に
た
は
る
る
女
郎
花
い
づ
れ
の
人
か
つ
ま
で
見
る
べ
き　
　

�

（
雑
体
・
一
〇
一
七
）

古
今
集
に
お
い
て
秋
の
時
節
と
の
関
連
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
「
野
辺
」
の
用
例

は
、
以
上
の
六
例
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
二
五
八
、
八
五
三
番
歌
を
除
け
ば
、
秋

の
「
野
辺
」
の
景
色
に
は
興
趣
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
注
目
さ
れ

る
の
は
、
二
二
九
、
二
三
八
、
一
〇
一
七
番
歌
に
は
、
野
辺
が
女
郎
花
と
と
も
に

歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
は
秋
の
野
辺
と
女
郎
花
の
結

び
つ
き
の
強
さ
も
確
認
で
き
る
。
秋
の
野
辺
に
は
、
興
趣
だ
け
で
な
く
、
恋
の
情

趣
も
ま
た
付
随
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

夕
霧
巻
冒
頭
部
の
自
然
表
現
が
、
恋
の
情
趣
を
含
む
秋
の
「
野
辺
」
と
い
う
場
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に
ふ
れ
た
の
ち
、
山
里
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、
秋
の
「
野
辺
」
の
持
っ
て
い
る
恋

の
情
感
を
山
里
に
与
え
る
た
め
だ
と
い
え
る
。
夕
霧
が
小
野
を
訪
問
す
る
場
面
に

お
い
て
、
す
で
に
夕
霧
の
落
葉
の
宮
へ
の
恋
慕
が
高
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、

こ
の
「
野
辺
」
と
い
う
言
葉
は
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

一
条
御
息
所
の
山
荘
を
訪
れ
た
夕
霧
は
落
葉
の
宮
の
部
屋
の
前
に
案
内
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
夕
霧
は
落
葉
の
宮
に
胸
中
を
訴
え
て
い
く
。
そ
の
場
面
に
お
い
て

自
然
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

日
入
り
か
た
に
な
り
ゆ
く
に
、
空
の
け
し
き
も
あ
は
れ
に
霧
り
わ
た
り
て
、

山
の
蔭
は
小
暗
き
こ
こ
ち
す
る
に
、
ひ
ぐ
ら
し
鳴
き
し
き
り
て
、
垣
ほ
に
生

ふ
る
撫
子
の
、
う
ち
な
び
け
る
色
も
を
か
し
う
見
ゆ
。
前
の
前
栽
の
花
ど
も

は
、
心
に
ま
か
せ
て
乱
れ
あ
ひ
た
る
に
、
水
の
音
い
と
涼
し
げ
に
て
、
山
お

ろ
し
心
す
ご
く
、
松
の
響
き
木
深
く
聞
こ
え
わ
た
さ
れ
な
ど
し
て
、
不
断
経

読
む
時
か
は
り
て
、
鐘
う
ち
鳴
ら
す
に
、
立
つ
声
も
ゐ
か
は
る
も
、
一
つ
に

あ
ひ
て
、
い
と
尊
く
聞
こ
ゆ
。
所
か
ら
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
心
細
う
見
な
さ
る

る
も
、
あ
は
れ
に
も
の
思
ひ
続
け
ら
る
。
出
で
た
ま
は
ん
心
地
も
な
し
。
律

師
も
、
加
持
す
る
音
し
て
、
陀
羅
尼
い
と
尊
く
読
む
な
り
。

�

（
④
夕
霧
・
四
〇
一
頁
）

日
が
落
ち
て
い
き
、
そ
れ
と
同
時
に
空
に
は
霧
が
立
ち
込
め
て
い
く）

（1
（

。
山
の
陰
で

は
あ
た
り
が
暗
く
感
じ
ら
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
き
し
き
る
声
が
聞

こ
え
て
く
る
。
こ
の
場
面
で
の
「
山
の
蔭
は
小
暗
き
こ
こ
ち
す
る
に
、
ひ
ぐ
ら
し

鳴
き
し
き
り
て
」
と
い
う
箇
所
に
は
、
諸
注
が
次
の
歌
を
引
き
歌
と
し
て
指
摘
す

る
。

ひ
ぐ
ら
し
の
な
き
つ
る
な
へ
に
日
は
く
れ
ぬ
と
思
ふ
は
山
の
か
げ
に
ぞ
あ
り

け
る�

（
古
今
・
秋
歌
上
・
二
〇
四
）

ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
声
と
夕
暮
れ
時
を
結
び
合
わ
せ
な
が
ら
、
山
里
の
薄
暗
い
様
子

を
表
現
し
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
で
は
、
日
が
落
ち
て
い
き
、
夕
暮
れ
時
と

な
っ
て
い
く
時
間
帯
を
、
こ
の
引
き
歌
を
下
敷
き
に
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ

り
、
場
面
に
山
里
の
情
感
を
加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
夕
暮
れ
時
は
恋
の
情
趣
を

湛
え
た
時
間
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
「
垣
ほ
に
生
ふ
る
撫
子
の
、
う
ち
な
び
け
る
色

も
を
か
し
う
見
ゆ
」
の
箇
所
に
連
接
し
て
い
く
。
こ
の
箇
所
に
関
し
て
、
諸
注
は

引
き
歌
と
し
て
、

あ
な
こ
ひ
し
今
も
見
て
し
か
山
が
つ
の
か
き
ほ
に
咲
け
る
山
と
な
で
し
こ

�

（
古
今
・
恋
歌
四
・
六
九
五
）

を
挙
げ
る
。
こ
の
歌
に
よ
り
こ
の
場
の
恋
の
情
趣
は
引
き
立
て
ら
れ
て
い
く
。
こ

の
場
面
で
は
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
引
き
歌
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
、
少
し

ば
か
り
強
調
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
ひ
ぐ
ら
し
鳴
き
し
き
り
て
」、
と
い
よ

う
に
、
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
声
は
、
絶
え
間
な
く
盛
ん
に
響
き
、
そ
の
鳴
き
声
が
山

里
に
満
ち
広
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
垣
ほ
に
生
ふ
る
撫
子
の
、
う
ち
な
び
け
る

色
も
を
か
し
う
見
ゆ
」
と
い
う
よ
う
に
、
撫
子
の
様
子
が
、「
う
ち
な
び
」
く
も

の
で
あ
り
、
そ
の
色
が
「
を
か
し
う
見
」
え
る
と
描
か
れ
、
撫
子
の
鮮
や
か
さ
が

際
立
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
、
引
き
歌
を
も
と
に
し
強
調
さ
れ
表
現

さ
れ
た
景
物
に
よ
り
、
山
里
と
い
う
場
の
情
感
、
そ
の
山
里
に
お
け
る
恋
の
情
趣

が
せ
り
あ
が
っ
て
い
き
、
こ
の
山
里
と
い
う
空
間
が
情
趣
の
満
ち
満
ち
た
空
間
と

な
っ
て
い
く
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
山
里
と
い
う
場
に
囲
繞
さ
れ

て
い
る
夕
霧
の
恋
情
を
い
や
お
う
な
し
に
か
き
立
て
て
い
く
。
前
栽
に
咲
き
乱
れ

る
花
々
や
涼
し
げ
に
聞
こ
え
る
水
の
音
は
、
そ
の
よ
う
な
山
里
の
情
趣
あ
る
場
と

し
て
の
あ
り
方
を
支
え
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
場
所
が
夕
霧
に
と
っ
て
は
違
和
を
覚
え
る
場

所
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
違
和
を
表
現
す
る
も
の
が
、「
山
お
ろ

し
」
と
あ
わ
せ
て
表
現
さ
れ
た
、
木
深
く
聞
こ
え
る
「
松
の
響
き
」
で
あ
っ
た
。

　
「
松
の
響
き
木
深
く
聞
こ
え
わ
た
さ
れ
な
ど
し
て
」
に
類
似
す
る
箇
所
は
『
源
氏

物
語
』
内
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
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松
の
響
き
木
深
く
聞
こ
え
て
、
気
色
あ
る
鳥
の
か
ら
声
に
鳴
き
た
る
も
、
梟

は
こ
れ
に
や
と
お
ぼ
ゆ
。
う
ち
思
ひ
め
ぐ
ら
す
に
、
こ
な
た
か
な
た
け
遠
く

疎
ま
し
き
に
人
声
は
せ
ず
、
な
ど
て
か
く
は
か
な
き
宿
は
取
り
つ
る
ぞ
と
、

く
や
し
さ
も
や
ら
ん
方
な
し
。�

　
（
①
夕
顔
・
一
六
八
）

廃
院
に
お
い
て
夕
顔
が
物
の
怪
に
取
り
殺
さ
れ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
突

然
の
夕
顔
の
死
と
と
も
に
、
周
囲
の
不
気
味
さ
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
源
氏
の
窮

状
と
緊
迫
感
を
演
出
し
て
い
る
。「
松
の
響
き
木
深
く
聞
こ
え
て
」
は
、
そ
の
不
気

味
さ
の
表
現
の
内
の
一
つ
と
い
え
、
都
と
は
遠
く
離
れ
た
人
気
の
な
い
異
界
を
思

わ
せ
る
空
間
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

夕
霧
巻
の
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、「
山
お
ろ
し
」
と
い
う
言
葉
に
よ
り
、
山
里

と
い
う
場
の
印
象
を
保
ち
な
が
ら
、「
松
の
響
き
木
深
く
聞
こ
え
て
」
と
描
く
こ
と

に
よ
り
、
こ
の
場
所
が
都
か
ら
隔
絶
し
た
場
所
で
あ
り
、
都
で
生
活
を
送
る
夕
霧

に
と
っ
て
、
こ
の
山
里
と
い
う
場
所
が
、
異
質
さ
を
感
じ
る
空
間
で
あ
る
こ
と
が

表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
夕
霧
と
こ
の
小
野
の
山
里
と
の
間
に
距
離
が
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
自
然
表
現
は
、
夕
霧
の
落
葉
の
宮

へ
の
恋
情
を
か
き
立
て
て
い
く
と
と
も
に
、
夕
霧
と
こ
の
山
里
と
の
間
に
あ
る
隔

た
り
を
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
右
に
見
た
箇
所
に
お
い
て
、
自
然
表
現
に
よ
り
夕
霧
の
恋
情
が
描
か
れ

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
実
際
的
な
夕
霧
の
懸
想
も
次
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
く
。

い
と
苦
し
げ
に
し
た
ま
ふ
な
り
と
て
人
々
も
そ
な
た
に
集
ひ
て
、
お
ほ
か
た

も
か
か
る
旅
所
に
あ
ま
た
参
ら
ざ
り
け
る
に
、
い
と
ど
人
少
な
に
て
、
宮
は

な
が
め
た
ま
へ
り
。
し
め
や
か
に
て
、
思
ふ
こ
と
も
う
ち
出
で
つ
べ
き
を
り

か
な
と
思
ひ
ゐ
た
ま
へ
る
に
、
霧
の
た
だ
こ
の
軒
の
も
と
ま
で
立
ち
わ
た
れ

ば
、「
ま
か
で
ん
方
も
見
え
ず
な
り
ゆ
く
は
。
い
か
が
す
べ
き
」
と
て
、

山
里
の
あ
は
れ
を
そ
ふ
る
夕
霧
に
た
ち
出
で
ん
空
も
な
き
心
地
し
て

夕
霧山

が
つ
の
ま
が
き
を
こ
め
て
立
つ
霧
も
心
そ
ら
な
る
人
は
と
ど
め
ず

落
葉
の
宮�

（
④
夕
霧
・
四
〇
二
）

一
条
御
息
所
の
様
態
の
悪
化
に
よ
り
、
女
房
は
そ
こ
に
向
か
う
。
そ
の
た
め
、
落

葉
の
宮
の
部
屋
は
人
少
な
な
状
態
と
な
る
。
周
囲
の
山
里
の
情
趣
、
そ
し
て
、
周

囲
へ
の
は
ば
か
り
の
不
要
は
、
夕
霧
に
と
っ
て
「
思
ふ
こ
と
も
う
ち
出
で
つ
べ
き

を
り
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
夕
霧
は
歌
を
詠
み
か
け
、
落
葉
の

宮
と
の
間
で
贈
答
が
交
わ
さ
れ
る
。
夕
霧
の
歌
は
、
山
里
に
立
ち
込
め
る
霧
に
あ

は
れ
を
感
じ
、
立
ち
出
で
る
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
落
葉
の
宮
の

答
歌
は
、
垣
根
を
包
む
霧
は
浮
つ
い
た
心
の
人
を
と
ど
め
は
し
な
い
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た）

（1
（

。

　

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
落
葉
の
宮
の
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
た
「
山
が
つ
」
と
い

う
言
葉
で
あ
る
。『
新
編	

日
本
古
典
文
学
全
集
』
頭
注
で
は
「「
山
が
つ
」
は
宮
の

卑
下
」
と
す
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
夕
霧
と
の
位
置
の
違
い
を
明
確
に
す
る
言
葉

だ
と
捉
え
た
い
。
夕
霧
が
こ
の
小
野
の
山
里
に
異
質
さ
を
感
じ
る
こ
と
を
描
い
た

の
ち
に
、
落
葉
の
宮
の
歌
に
山
里
に
近
接
し
た
印
象
を
も
た
ら
す
「
山
が
つ
」
と

い
う
言
葉
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
二
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
山
里
に
対
す
る
距

離
を
示
し
、
そ
れ
を
通
し
て
夕
霧
と
落
葉
の
宮
と
の
間
に
暗
に
存
在
す
る
懸
隔
を

示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
場
面
に
お
い
て
山
里
の
自
然
は
夕
霧
の
恋
情
を
か
き
立
て
て
い
く
役
割
を

持
ち
な
が
ら
も
、
夕
霧
と
山
里
と
の
懸
隔
を
も
示
す
。
そ
の
懸
隔
は
落
葉
の
宮
の

歌
に
あ
ら
わ
れ
た
「
山
が
つ
」
と
い
う
、
山
里
へ
の
近
接
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
響

き
合
い
、
夕
霧
と
落
葉
の
宮
と
の
間
に
あ
る
隔
た
り
を
も
暗
示
さ
せ
る
。
そ
し
て

そ
の
懸
隔
と
は
、
山
里
に
興
趣
を
見
出
す
夕
霧
の
心
情
と
、
母
一
条
御
息
所
の
予

断
な
ら
な
い
状
態
に
付
き
添
い
な
が
ら
山
里
に
暮
ら
す
落
葉
の
宮
の
心
情
と
の
間
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に
あ
る
隔
た
り
で
あ
ろ
う
。
夕
霧
が
恋
情
を
か
き
立
て
ら
れ
て
い
く
と
と
も
に
、

そ
れ
に
よ
り
、
落
葉
の
宮
と
の
間
に
隔
た
り
が
生
じ
て
い
く
こ
と
を
、
和
歌
と
の

連
関
に
よ
り
自
然
表
現
は
あ
ら
わ
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

夕
霧
は
、
落
葉
の
宮
に
接
近
で
き
る
好
機
を
逸
し
た
く
な
い
が
た
め
に
、
律
師

へ
の
用
事
を
建
前
に
、
一
条
御
息
所
の
邸
付
近
に
寝
所
を
設
け
る
。
そ
う
し
て
落

葉
の
宮
に
対
し
、
自
ら
の
胸
の
内
を
な
お
訴
え
続
け
て
い
く
。
そ
う
し
た
中
、
し

だ
い
に
日
は
沈
ん
で
い
き
、
夜
は
更
け
て
い
く
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
自
然
が
描

写
さ
れ
る
。

風
い
と
心
細
う
更
け
ゆ
く
夜
の
け
し
き
、
虫
の
音
も
、
鹿
の
な
く
音
も
、
滝

の
音
も
、
ひ
と
つ
に
乱
れ
て
艶
な
る
ほ
ど
な
れ
ば
、
た
だ
あ
り
の
あ
は
つ
け

人
だ
に
寝
ざ
め
し
ぬ
べ
き
空
の
け
し
き
を
、
格
子
も
さ
な
が
ら
、
入
り
方
の

月
の
山
の
端
近
き
ほ
ど
、
と
ど
め
が
た
う
も
の
あ
は
れ
な
り
。

�

（
同
・
四
〇
八
頁
）

こ
の
情
景
は
、「
艶
」
で
あ
り
、「
と
ど
め
が
た
う
も
の
あ
は
れ
」
な
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
自
然
が
夕
霧
の
恋
情
を
掻
き
立
て
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
自

然
表
現
の
の
ち
に
夕
霧
が
落
葉
の
宮
に
自
ら
の
想
い
を
訴
え
る
場
面
が
続
い
て
い

く
こ
と
に
よ
り
把
握
で
き
る
。
右
の
箇
所
に
見
え
た
自
然
表
現
は
、
こ
の
よ
う
に

確
か
に
夕
霧
の
好
色
心
を
煽
る
作
用
を
持
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
描
か
れ
た
景
物
の
内
、
心
細
く
吹
く
「
風
」、「
虫
の
音
」、「
滝
の
音
」
に
注

意
を
向
け
た
い
。

　
「
虫
の
音
」
は
周
知
の
通
り
、
悲
哀
と
結
び
つ
く
景
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
滝
」

と
い
う
言
葉
が
、「
あ
か
ず
し
て
わ
か
る
る
涙
滝
に
そ
ふ
水
ま
さ
る
と
や
し
も
は

見
る
ら
む
（
古
今
・
離
別
歌
・
三
九
六
）、「
こ
き
ち
ら
す
滝
の
白
玉
ひ
ろ
ひ
お
き

て
世
の
う
き
時
の
涙
に
ぞ
か
る
（
同
・
雑
歌
上
・
九
二
二
）」
と
い
う
歌
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
涙
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
滝
の
音
」
も
ま

た
、
悲
嘆
と
連
接
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、「
風
の
音
」
に
関
し
て

は
、「
風
」
と
「
虫
」
の
取
り
合
わ
せ
に
注
目
し
た
い
。

秋
は
き
ぬ
い
ま
や
ま
が
き
の
き
り
ぎ
り
す
よ
な
よ
な
な
か
む
風
の
さ
む
さ
に

�

（
古
今
・
物
名
・
四
三
二
）

風
さ
む
み
な
く
秋
虫
の
涙
こ
そ
く
さ
ば
色
ど
る
つ
ゆ
と
お
く
ら
め

　
　
　

�

（
後
撰
・
秋
上
・
二
六
三
）

風
さ
む
み
声
よ
わ
り
行
く
虫
よ
り
も
い
は
で
物
思
ふ
我
ぞ
ま
さ
れ
る

�

（
拾
遺
・
恋
二
・
七
五
一
）

三
代
集
に
お
い
て
、
風
と
虫
の
取
り
合
わ
せ
は
以
上
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
発
想
に
通
底
し
て
い
る
も
の
は
、
風
の
寒
さ
に
虫
が
鳴
く
こ

と
で
あ
る
。
風
は
虫
に
哀
感
を
催
さ
せ
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
夕
霧
巻
で
の
こ

の
場
面
に
お
い
て
は
、
心
細
く
吹
く
風
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
虫
の
音
の
持

つ
悲
哀
の
印
象
が
よ
り
高
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
の
夕
霧
と
落
葉
の
宮
の
贈
答
を
見
た
と
き
、
そ

こ
に
描
か
れ
た
落
葉
の
宮
の
悲
哀
の
表
現
と
自
然
の
表
現
と
が
重
な
り
を
見
せ
る

こ
と
が
把
握
で
き
る
。

い
と
ほ
の
か
に
、
あ
は
れ
げ
に
泣
い
た
ま
う
て
、

わ
れ
の
み
や
う
き
世
を
知
れ
る
た
め
し
に
て
濡
れ
そ
ふ
袖
の
名
を
く
た

す
べ
き

落
葉
の
宮

お
ほ
か
た
は
わ
れ
濡
れ
衣
を
き
せ
ず
と
も
く
ち
に
し
袖
の
名
や
は
か
く

る
る

夕
霧�

（
④
夕
霧
・
四
〇
九
頁
）

こ
こ
で
は
、
落
葉
の
宮
の
悲
哀
が
「
泣
い
た
ま
う
て
」、「
濡
れ
そ
ふ
袖
の
」
と
い

う
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
泣
い
た
ま
う
て
」
に
は
虫
の
音
が
重
な
り
、「
濡

れ
そ
ふ
袖
の
」
か
ら
喚
起
さ
れ
る
涙
に
、「
滝
の
音
」
が
重
な
る
。

　

こ
の
自
然
表
現
は
、
表
面
上
は
夕
霧
の
恋
情
を
掻
き
立
て
な
が
ら
も
、
そ
れ
と

同
時
に
落
葉
の
宮
の
悲
哀
と
も
重
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で

は
自
然
表
現
が
、
あ
く
ま
で
も
夕
霧
の
恋
情
と
近
接
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
恋
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情
と
強
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
自
然
表
現
と
落
葉
の
宮
の
悲

愁
の
つ
な
が
り
は
弱
く
、
先
の
場
面
に
お
い
て
も
、
落
葉
の
宮
の
心
情
と
自
然
と

の
結
び
つ
き
が
描
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
場
面
ま
で
の
自
然
と
落

葉
の
宮
の
心
情
の
関
連
性
は
希
薄
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
落
葉
の
宮
の
心
情
と

自
然
と
の
結
び
つ
き
は
、
物
語
の
進
行
に
伴
い
、
し
だ
い
に
強
ま
っ
て
い
く
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
以
下
に
見
て
い
く
場
面
に
よ
り
把
握
で
き
る
。

　

次
に
小
野
の
自
然
が
描
か
れ
る
の
は
、
次
に
見
る
一
条
御
息
所
逝
去
の
の
ち
の

場
面
で
あ
る
。

明
け
暮
る
る
も
お
ぼ
し
わ
か
ね
ど
、
月
ご
ろ
経
け
れ
ば
、
九
月
に
な
り
ぬ
。

山
お
ろ
し
い
と
は
げ
し
う
、
木
の
葉
の
隠
ろ
へ
な
く
な
り
て
、
よ
ろ
づ
の
こ

と
い
と
い
み
じ
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
お
ほ
か
た
の
空
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
、
干
る

間
も
な
く
お
ぼ
し
嘆
き
、
命
さ
へ
か
な
は
ず
と
、
厭
は
し
う
い
み
じ
う
思
す
。

�

（
同
・
四
四
四
頁
）

一
条
御
息
所
が
逝
去
し
た
の
ち
、
季
節
は
推
移
し
、
晩
秋
の
時
節
に
な
る
。
山
風

に
よ
り
木
々
の
葉
は
散
り
か
い
、
梢
は
露
わ
に
な
っ
て
い
く
。
落
葉
の
宮
は
悲
嘆

を
湛
え
た
晩
秋
の
空
に
涙
を
催
さ
れ
る
。

　

こ
の
場
面
に
お
け
る
「
木
の
葉
の
隠
ろ
へ
な
く
な
り
て
」
と
い
う
箇
所
に
は
、

母
一
条
御
息
所
を
喪
っ
た
落
葉
の
宮
の
悲
哀
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
類
似
し
た
表

現
は
総
角
巻
に
お
け
る
、「
年
ご
ろ
だ
に
、
何
の
頼
も
し
げ
あ
る
木
の
本
の
隠
ろ
へ

も
は
べ
ら
ざ
り
き
（
⑤
総
角
・
二
二
八
）」
と
い
う
、
弁
の
君
が
自
身
の
境
涯
を
述

懐
す
る
箇
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
落
葉
の
宮
の
悲
哀
が
自
然
に
投
影
さ
れ
る

と
と
も
に
、
落
葉
の
宮
が
、
山
里
の
自
然
に
よ
り
悲
涙
を
催
さ
れ
て
い
く
こ
と
か

ら
、
落
葉
の
宮
の
心
情
と
自
然
の
結
び
つ
き
の
強
ま
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

物
語
が
進
む
に
つ
れ
、
落
葉
の
宮
の
心
内
に
は
、
夕
霧
の
懸
想
に
よ
る
悲
嘆
、

母
一
条
御
息
所
の
逝
去
に
よ
る
悲
嘆
、
と
い
う
よ
う
に
、
複
数
の
悲
嘆
が
蓄
積
さ

れ
て
い
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
落
葉
の
宮
の
心
情
と
自
然
の
結

び
つ
き
が
場
面
を
経
る
ご
と
に
強
ま
っ
て
い
く
こ
と
は
、
落
葉
の
宮
の
悲
哀
の
高

ま
り
と
連
動
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
自
然
と
落
葉
の

宮
の
心
情
の
つ
な
が
り
の
強
ま
り
は
、
心
細
く
吹
く
風
、
虫
の
音
、
滝
の
音
、
そ

し
て
葉
の
散
っ
た
梢
と
い
う
よ
う
に
、
山
里
の
自
然
の
景
物
と
の
結
び
つ
き
を
も

伴
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
心
情
と
自
然
の
結
び
つ
き
の
強
ま
り
、
山

里
と
い
う
空
間
に
落
葉
の
宮
の
悲
哀
が
満
ち
て
い
く
動
き
は
、
次
の
場
面
に
集
約

さ
れ
て
い
く
。

九
月
十
余
日
、
野
山
の
け
し
き
は
、
深
く
見
知
ら
ぬ
人
だ
に
た
だ
に
や
は
お

ぼ
ゆ
る
。
山
風
に
堪
へ
ぬ
木
々
の
梢
も
、
峰
の
葛
葉
も
、
心
あ
わ
た
た
し
う

あ
ら
そ
ひ
散
る
ま
ぎ
れ
に
、
尊
き
読
経
の
声
か
す
か
に
、
念
仏
な
ど
の
声
ば

か
り
し
て
、
人
の
け
は
ひ
い
と
少
な
う
、
木
枯
の
吹
き
払
ひ
た
る
に
、
鹿
は

た
だ
籬
の
も
と
に
た
た
ず
み
つ
つ
、
山
田
の
引
板
に
も
お
ど
ろ
か
ず
、
色
濃

き
稲
ど
も
の
な
か
に
ま
じ
り
て
う
ち
鳴
く
も
、
愁
へ
顔
な
り
。
滝
の
声
は
、

い
と
ど
も
の
思
ふ
人
を
お
ど
ろ
か
し
顔
に
、
耳
か
し
か
ま
し
う
と
ど
ろ
き
響

く
。
草
む
ら
の
虫
の
み
ぞ
、
よ
り
ど
こ
ろ
な
げ
に
鳴
き
弱
り
て
、
枯
れ
た
る

草
の
下
よ
り
、
龍
胆
の
、
わ
れ
ひ
と
り
の
み
心
長
う
は
ひ
出
で
て
、
露
け
く

見
ゆ
る
な
ど
、
皆
例
の
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
な
れ
ど
、
を
り
か
ら
所
か
ら
に
や
、

い
と
堪
へ
が
た
き
ほ
ど
の
も
の
悲
し
さ
な
り
。　

�

（
④
夕
霧
・
四
四
七
頁
）

九
月
の
晩
秋
の
時
節
に
お
け
る
山
里
の
風
景
が
描
か
れ
る
。
吹
き
す
さ
ぶ
山
風
に

よ
り
、
木
々
の
梢
や
峰
の
葛
葉
は
吹
き
払
わ
れ
散
っ
て
い
く
。「
山
風
に
堪
へ
ぬ

木
々
の
梢
も
、
峰
の
葛
葉
も
、
心
あ
わ
た
た
し
う
あ
ら
そ
ひ
散
る
」
と
い
う
箇
所

の
、「
木
々
の
梢
」
は
、
先
に
見
た
、

山
お
ろ
し
い
と
は
げ
し
う
、
木
の
葉
の
隠
ろ
へ
な
く
な
り
て
、
よ
ろ
づ
の
こ

と
い
と
い
み
じ
き
ほ
ど
な
れ
ば
、
お
ほ
か
た
の
空
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
、
干
る

間
も
な
く
お
ぼ
し
嘆
き
、
命
さ
へ
心
に
か
な
は
ず
と
、
い
と
は
し
う
い
み
じ

う
お
ぼ
す
。
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と
い
う
場
面
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
、
一
条
御
息
所
を
喪
っ
た
落
葉
の

宮
の
悲
哀
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
「
峰
の
葛
葉
」
の
箇
所
に
つ
い
て
諸
注
は
次
の
歌
を
引
歌
と
し
て
あ
げ
る
。

風
は
や
み
峯
の
く
ず
は
の
と
も
す
れ
ば
あ
や
か
り
や
す
き
人
の
こ
こ
ろ
か

�

（
拾
遺
・
雑
恋
・
一
二
五
一
番
歌
）

こ
れ
は
人
の
心
の
頼
り
な
さ
を
葛
葉
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
引
き

歌
が
意
味
す
る
も
の
は
、
落
葉
の
宮
が
抱
く
、
夕
霧
の
麗
姿
に
魅
了
さ
れ
る
女
房

が
夕
霧
を
手
引
き
す
る
こ
と
へ
の
危
機
意
識
で
あ
ろ
う
。
女
房
が
夕
霧
の
姿
に
魅

了
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
自
然
表
現
に
連
接
す
る
か
た
ち
で
、
次
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
。

な
つ
か
し
き
ほ
ど
の
直
衣
に
、
色
濃
か
な
る
御
衣
の
擣
目
い
と
け
う
ら
に
透

き
て
、
影
弱
り
た
る
夕
日
の
、
さ
す
が
に
何
心
も
な
う
さ
し
来
た
る
に
、
ま

ば
ゆ
げ
に
わ
ざ
と
な
く
扇
を
さ
し
隠
し
た
ま
へ
る
手
つ
き
、
女
こ
そ
か
う
は

あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
、
そ
れ
だ
に
え
あ
ら
ぬ
を
、
と
見
た
て
ま
つ
る
。

�
（
④
夕
霧
・
四
四
八
頁
）

落
葉
の
宮
の
周
囲
の
女
房
が
自
然
に
融
和
す
る
夕
霧
の
姿
に
魅
了
さ
れ
る
こ
と

が
、
夕
霧
の
優
美
さ
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
「
木
枯
ら
し
の
吹
き
払
ひ
た
る
」
様
子
は
、
直
前
の
「
人
の
け
は
ひ
い
と

少
な
う
」
に
か
か
る
と
い
え
る
。
人
々
が
「
離
れ
る
」
こ
と
と
重
ね
ら
れ
る
「
枯

れ
る
」、
と
い
う
言
葉
が
内
包
さ
れ
る
「
木
枯
ら
し
」
が
吹
き
渡
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
場
の
人
気
の
な
い
寂
寥
が
立
ち
現
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
と
き
を
見
計

ら
っ
た
夕
霧
に
よ
る
執
拗
な
言
い
寄
り
へ
の
、
落
葉
の
宮
の
危
惧
を
表
す
。

　

そ
れ
に
続
き
、
引
き
板
に
も
驚
か
ず
、
籬
の
近
く
、
色
の
濃
い
稲
の
中
に
佇
む

鹿
が
描
写
さ
れ
る
。
こ
こ
で
着
目
さ
れ
る
の
は
「
色
濃
き
稲
」
で
あ
ろ
う
。

　
「
稲
」
に
は
「
去
ね
」
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
次
の
歌
の
用
例
に
見
え
る
。

秋
の
田
の
い
ね
て
ふ
事
も
か
け
な
く
に
何
を
う
し
と
か
人
の
か
る
ら
む

�

（
古
今
・
恋
歌
五
・
八
〇
三
）

秋
の
田
の
い
ね
て
ふ
事
を
か
け
し
か
ば
思
ひ
い
づ
る
が
う
れ
し
げ
も
な
し

�

（
後
撰
・
恋
一
・
五
一
三
）

前
者
の
歌
は
「
稲
」
と
「
去
ね
」
と
を
重
ね
な
が
ら
、
人
に
去
る
よ
う
に
も
言
っ

て
い
な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
何
を
憂
い
て
離
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い

う
旨
の
歌
と
な
る
。
ま
た
、
後
者
の
歌
も
同
様
に
、「
稲
」
と
「
去
ね
」
と
を
重

ね
、
飽
き
た
か
ら
去
っ
て
く
れ
、
と
い
う
男
の
言
葉
を
忘
れ
は
し
な
い
の
で
、
た

と
え
思
い
出
し
と
言
っ
て
き
て
も
嬉
し
く
は
な
い
、
と
い
う
旨
の
歌
と
な
る
。
た

だ
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
稲
」
の
用
例
で
は
「
秋
の
田
」
と

同
時
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
男
が
女
に
対
し
て
、
飽
き
た
か
ら
去
れ
、
と

伝
え
る
意
味
合
い
を
持
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
稲
（「
去
ね
」）」
と
い
う
語
は
「
秋

（「
飽
き
」）」
と
い
う
語
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

夕
霧
巻
で
は
、
鹿
を
驚
か
し
追
い
払
う
た
め
の
「
引
き
板
」
が
描
か
れ
た
の
ち
、

「
稲
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
先
に
見
た
用
例
に
見
ら
れ
る
、

「
飽
き
」
と
結
び
つ
く
印
象
を
取
り
除
き
、「
去
ね
」
と
い
う
意
味
の
み
を
強
調
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
の
「
色
濃
き
稲
」
と
は
、
落
葉
の
宮
の
夕
霧
へ
の
強

い
拒
否
の
心
情
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
鹿
」
は
人
少
な
な
籬
の
も
と
か
ら
立
ち

離
れ
ず
「
憂
へ
顔
」
で
い
る
。
こ
の
鹿
の
様
子
に
続
い
て
、
滝
が
轟
き
、
そ
れ
が

「
い
と
ど
も
の
思
ふ
人
を
お
ど
ろ
か
し
顔
」
で
あ
る
こ
と
が
描
写
さ
れ
る
が
、
こ
こ

で
の
、「
い
と
ど
も
の
思
ふ
人
」
は
、「
憂
へ
顔
」
と
重
な
る
と
い
え
る
。
ま
た
、

「
鹿
」
は
、
落
葉
の
宮
と
の
関
係
が
一
向
に
進
展
し
な
い
こ
と
を
憂
う
夕
霧
を
指
し

示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
滝
は
激
し
い
落
涙
と
重
ね
ら
れ
る
た
め
、「
耳
か
し

か
ま
し
う
と
ど
ろ
き
響
く
」
と
い
う
滝
の
様
子
は
母
で
あ
る
一
条
御
息
所
の
死
に

深
く
悲
嘆
す
る
落
葉
の
宮
の
涙
を
表
象
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
「
草
む
ら
の
虫
」
の
鳴
く
声
が
描
写
さ
れ
る
が
、
虫
の
声
は
悲
哀
と
重
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ね
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
「
よ
り
ど
こ
ろ
な
げ
に
鳴
き
弱
り

て
」
と
い
う
表
現
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
悲
哀
が
、
よ
る
べ
を
失
っ

た
悲
哀
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
悲
哀
を
抱
く
の
は
、

親
し
み
睦
ん
で
き
た
母
を
喪
っ
た
落
葉
の
宮
以
外
に
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
落
葉
の

宮
の
そ
の
よ
う
な
心
情
は
の
ち
に
「
た
の
も
し
き
人
も
な
く
な
り
果
て
た
ま
ひ
ぬ

る
御
身
を
、
か
へ
す
が
へ
す
悲
し
う
お
ぼ
す
（
④
夕
霧
・
四
七
八
）」
と
い
う
か
た

ち
で
語
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
枯
れ
た
草
か
ら
は
龍
胆
が
た
っ
た
ひ
と
つ
だ
け
咲
い
て
お
り
、
そ
れ
が

「
露
け
く
」
見
え
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

龍
胆
に
つ
い
て
は
次
の
『
枕
草
子
』
の
用
例
が
参
考
と
さ
れ
る
。

竜
胆
は
、
枝
さ
し
な
ど
も
む
つ
か
し
け
れ
ど
、
こ
と
花
ど
も
の
み
な
霜
枯
れ

た
る
に
、
い
と
は
な
や
か
な
る
色
合
ひ
に
て
さ
し
出
で
た
る
、
い
と
を
か
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

（
一
二
〇
頁
）

龍
胆
は
、
他
の
花
々
が
枯
れ
た
の
ち
も
咲
き
残
る
花
で
あ
り
、
当
該
場
面
で
も
そ

の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
わ
れ
ひ
と
り
の
み
心
長
う
は
ひ
出

で
て
、
露
け
く
見
ゆ
る
」
龍
胆
は
、
御
息
所
の
死
後
、
取
り
残
さ
れ
悲
嘆
に
暮
れ

る
落
葉
の
宮
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る）

（1
（

。

　

母
一
条
御
息
所
を
亡
く
し
、
よ
る
べ
を
失
い
、
周
囲
の
女
房
は
気
を
許
す
こ
と

が
で
き
ず
、
周
囲
の
人
気
の
な
さ
は
夕
霧
の
侵
入
を
許
し
か
ね
な
い
。
落
葉
の
宮

の
心
情
は
窮
迫
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
再
三
厭
い
、
拒
む
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
夕

霧
は
な
お
も
言
い
寄
り
、
そ
の
行
為
に
よ
り
落
葉
の
宮
の
心
中
に
込
み
上
げ
て
く

る
悲
嘆
を
気
に
か
け
る
こ
と
も
な
い
。
夕
霧
の
懸
想
に
よ
る
悲
嘆
に
加
わ
り
、
母

と
い
う
よ
る
べ
を
失
っ
た
悲
し
み
や
、
寂
寥
と
し
た
晩
秋
の
中
、
頼
む
べ
き
人
も

い
ず
、
一
人
苦
悩
す
る
悲
哀
も
、
落
葉
の
宮
の
心
の
内
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
場
面
に
お
け
る
膨
大
な
ま
で
の
自
然
表
現
は
、
落
葉
の
宮
の
、
こ
れ
ま
で
に
蓄

積
さ
れ
た
悲
哀
を
集
約
し
、
そ
の
心
そ
の
も
の
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
象
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
自
然
を
通
し
て
、
落
葉
の
宮
の
悲
哀
が
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
物
語
は
再
び
夕
霧
と
落
葉
の
宮
の
心
情
の
断
絶
を
、
自
然
を
介
し
て
描
い
て

い
く
。
そ
れ
は
次
に
見
る
夕
霧
と
小
少
将
の
君
と
の
贈
答
及
び
、
夕
霧
の
小
野
の

山
里
か
ら
都
へ
の
帰
途
を
描
い
た
場
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

夕
霧
の
小
少
将
の
君
と
の
贈
答
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

里
遠
み
小
野
の
篠
原
わ
け
て
来
て
わ
れ
も
し
か
こ
そ
声
も
惜
し
ま
ね

夕
霧

藤
衣
露
け
き
秋
の
山
人
は
鹿
の
な
く
音
に
音
を
ぞ
そ
へ
つ
る

小
少
将
の
君

�

　
　
　
　
　
　
（
④
夕
霧
・
四
五
一
頁
）

鹿
の
鳴
き
声
を
も
と
に
贈
答
が
交
わ
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
夕
霧
の
歌
は
、「
秋
な

れ
ば
山
と
よ
む
ま
で
鳴
く
し
か
に
我
お
と
ら
め
や
ひ
と
り
ぬ
る
よ
は
（
古
今
・
恋

二
）」
と
い
う
引
き
歌
を
伴
い
、
落
葉
の
宮
へ
の
恋
慕
を
う
た
う
。
そ
れ
に
対
し
、

小
少
将
の
君
は
、「
藤
衣
」
と
い
う
喪
服
を
あ
ら
わ
す
歌
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ

り
、
亡
き
一
条
御
息
所
を
追
悼
す
る）

（1
（

。
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
死
に
よ
る
悲
嘆
に

暮
れ
る
現
在
の
心
情
を
鹿
の
鳴
く
声
に
重
ね
る
。
ま
た
、
夕
霧
の
歌
に
は
諸
注
が

引
き
歌
と
し
て
、

あ
さ
ぢ
ふ
の
を
の
の
し
の
原
し
の
ぶ
と
も
人
し
る
ら
め
や
い
ふ
人
な
し
に

�

（
古
今
・
恋
二
・
五
〇
五
）

を
挙
げ
る
。
こ
の
引
き
歌
に
よ
り
、
夕
霧
が
、
鹿
の
鳴
き
声
だ
け
で
な
く
こ
の
小

野
の
よ
り
広
い
範
囲
の
自
然
に
恋
情
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
把
握
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
夕
霧
の
小
野
か
ら
都
へ
の
帰
途
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

道
す
が
ら
も
、
あ
は
れ
な
る
空
を
な
が
め
て
、
十
三
日
の
月
の
は
な
や
か
に

さ
し
出
で
ぬ
れ
ば
、
小
倉
の
山
も
た
ど
る
ま
じ
う
お
は
す
る
に
一
条
宮
は
道

な
り
け
り
。　

�

　
（
④
夕
霧
・
四
五
二
頁
）

「
小
倉
の
山
」
か
ら
は
、
小
野
の
山
里
の
暗
澹
と
し
た
印
象
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
先
の
場
面
に
あ
ら
わ
れ
た
落
葉
の
宮
の
悲
嘆
と
連
接
す
る
暗
さ
で



94

あ
ろ
う
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
夕
霧
が
華
や
か
な
月
光
に
照
ら
さ
れ
、
山
里
の

暗
さ
が
気
に
か
か
る
こ
と
な
く
山
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
の
は
、
夕

霧
が
恋
の
情
感
に
浸
り
、
落
葉
の
宮
の
悲
嘆
を
顧
み
な
い
こ
と
を
象
徴
的
に
意
味

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
月
は
、「
入
り
方
の
月
の
山
の
端
近
き
ほ
ど
、
と
ど
め
が
た

う
も
の
あ
は
れ
な
り
（
同
・
四
〇
八
頁
）」、「
月
明
か
き
方
に
い
ざ
な
ひ
き
こ
ゆ
る

（
同
・
四
〇
九
頁
）」、「
月
隈
な
う
澄
み
わ
た
り
て
、
霧
に
も
紛
れ
ず
さ
し
入
り
た

り
（
同
・
四
一
〇
頁
）」
と
、
夕
霧
が
落
葉
の
宮
に
恋
情
を
訴
え
る
場
面
に
繰
り
返

し
用
い
ら
れ
て
お
り
、
月
と
恋
情
は
夕
霧
巻
の
中
で
結
び
つ
い
て
い
た
。
夕
霧
の

山
里
の
自
然
に
よ
り
喚
起
さ
れ
る
恋
情
、
そ
し
て
、
そ
の
恋
情
が
落
葉
の
宮
の
悲

嘆
を
見
え
な
く
す
る
こ
と
を
物
語
は
描
き
、
再
び
夕
霧
と
落
葉
の
宮
の
対
照
を
な

す
心
の
あ
り
方
を
見
せ
、
そ
の
断
絶
を
露
呈
さ
せ
る
。

　

以
上
、
夕
霧
巻
に
お
け
る
自
然
表
現
を
見
て
き
た
。
物
語
は
自
然
表
現
に
よ
り

夕
霧
と
落
葉
の
宮
の
心
的
な
乖
離
と
と
も
に
、
次
第
に
高
じ
て
い
く
落
葉
の
宮
の

悲
哀
を
も
表
現
し
て
い
た
。

　

山
里
の
持
つ
背
反
す
る
二
つ
の
性
質
を
用
い
た
心
情
面
で
の
乖
離
の
表
現
は
、

既
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
菊
の
宴
巻
に
お
い
て
達
成
さ
れ
て
い
た
。『
源
氏
物
語
』
は

そ
の
表
現
を
受
容
し
、
そ
れ
を
夕
霧
巻
に
お
け
る
自
然
表
現
の
発
想
の
基
盤
に
据

え
な
が
ら
も
、
山
里
の
自
然
に
よ
る
心
情
の
断
絶
の
表
現
を
物
語
の
要
請
に
合
わ

せ
て
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
夕
霧
巻
に
お
い
て
、
夕
霧
と
山
里
の

自
然
が
恋
情
を
も
と
に
し
た
関
連
を
見
せ
る
中
、
落
葉
の
宮
の
自
然
と
心
情
の
結

び
つ
き
は
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
悲
嘆
の
蓄
積
と
と
も
に
そ
の
関
連
は
強
ま
り
を

見
せ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
夕
霧
と
落
葉
の
宮
の
心
情
面
で
の
乖
離
が
次
第
に

立
ち
現
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
動
き
の
極
地
に
お
い
て
、
落
葉
の
宮

の
悲
哀
の
す
べ
て
が
自
然
の
一
つ
一
つ
の
景
物
の
上
に
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
悲
嘆
が

微
細
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
が
心
情
の
断
絶
と
は
ま
た
別
に

力
点
を
置
い
た
も
の
は
、
い
か
に
悲
哀
が
心
の
内
を
占
め
て
い
く
か
、
そ
し
て
そ

の
悲
哀
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
心
情
の
か
た
ち
を
立
体
的
に
あ
ら
わ

す
こ
と
だ
っ
た
と
い
え
る
。

結
語

　

古
今
集
以
来
の
「
山
里
」
の
表
現
を
辿
り
、『
源
氏
物
語
』
の
「
山
里
」
の
自
然

表
現
を
見
据
え
た
と
き
、『
源
氏
物
語
』
が
そ
れ
ま
で
の
自
然
表
現
を
い
か
に
継
承

し
発
展
さ
せ
た
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
夕
霧
巻
に
お
け
る
自
然
表
現
が
二
面

的
な
あ
り
方
を
見
せ
る
の
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
菊
の
宴
巻
に
お
け
る
表
現
法
の
継

承
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
自
然
表
現
を
注
視
し
た
際
に
見
え
て
く
る
も

の
は
、
菊
の
宴
巻
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
人
物
の
心
情
が
変
化
し
て

い
く
過
程
と
、
そ
の
あ
り
方
の
微
細
な
提
示
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
『
源
氏
物

語
』
が
固
有
に
持
つ
自
然
表
現
の
意
味
の
一
端
が
見
出
だ
さ
れ
る
。

《
注
》 

（
1
）		

藤
村
潔
「
宇
治
十
帖
の
予
告
」『
源
氏
物
語
の
構
造
』
一
九
六
六
年
一
一
月
、
桜
風

社
（
初
出
「
源
氏
物
語
夕
霧
巻
の
試
論
」『
国
語
（
一
七
）』
一
九
六
四
年
一
一
月
）

（
2
）		

馬
場
婦
久
子
「「
宇
治
十
帖
」
の
自
然
と
構
想
」『
中
古
文
学
（
二
六
）』
一
九
八
〇

年
一
〇
月
、「「
宇
治
十
帖
」
の
方
法
―
夕
霧
物
語
と
の
対
照
に
つ
い
て
―
」『
女

子
大
文
学
〈
国
文
篇
〉（
三
二
）』
一
九
八
一
年
三
月

（
3
）		

三
田
村
雅
子
「〈
音
〉
を
聞
く
人
々
―
宇
治
十
帖
の
方
法
―
」『
源
氏
物
語　

感

覚
の
論
理
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
三
月
（
初
出
『
物
語
研
究
（
一
）』
一
九
八

六
年
四
月
、
新
時
代
社
）

（
4
）		
高
橋
汐
子
「
夕
霧
物
語　

相
対
化
さ
れ
る
〈
自
然
〉
感
覚
―
統
合
性
へ
の
綻
び
と
し

て
」『
源
氏
物
語
の
こ
と
ば
と
身
体
』
生
簡
社
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月

（
5
）		
高
橋
文
二
「
六
条
院
と
山
里
―
『
源
氏
物
語
』
の
時
空
―
」『
古
代
中
世
文
学
論

考
第
一
集
』
新
典
社
、
一
九
九
八
年
一
〇
月

（
6
）		

三
谷
邦
明
「
宇
治
・
小
野
―
源
氏
物
語
の
「
山
里
」
空
間
」『
源
氏
物
語
研
究
集
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第
十
巻
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
年
六
月

�
�

こ
れ
ら
の
論
の
他
に
、
山
里
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
、
宇
治
の
土
地
に
神
話
的
な
王

権
と
罪
の
発
想
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
、
高
橋
亨
「
宇
治
物
語
時
空
論
」（『
源
氏

物
語
の
対
位
法
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
五
月
（
初
出
『
国
語
と
国
文
学

（
五
一
―
一
二
）』
一
九
七
四
年
一
二
月
））、
ま
た
同
様
に
宇
治
に
神
話
的
基
層
を
見

る
、
広
川
勝
美
「
源
氏
物
語
・
宇
治
時
空
試
論
―
そ
の
基
層
と
表
層
―
」（『
日
本

文
学
（
二
四
―
一
一
）』
一
九
七
五
年
一
一
月
）、
物
語
が
洛
外
に
設
定
さ
れ
る
意
味
を

探
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
明
石
の
土
地
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
、
篠
原
昭
二
「
洛

外
の
風
土
に
も
物
語
の
舞
台
を
求
め
た
の
は
な
ぜ
か
―
須
磨
・
明
石
・
小
野
・
宇

治
な
ど
」（『
国
文
学
（
二
五
―
六
）』
一
九
八
〇
年
五
月
）、
ま
た
、
須
磨
に
お
け
る

山
里
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
、
金
秀
美
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
須
磨
の
《
山

里
》
の
空
間
―
日
・
中
の
文
学
空
間
の
投
影
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
交
錯
す
る
古

代
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
一
月
）、
金
秀
美
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
須
磨
の

空
間
―
「
海
づ
ら
」「
山
里
」
の
空
間
表
現
と
そ
の
機
能
に
つ
い
て
―
」（『
日
本

古
代
文
学
と
東
ア
ジ
ア
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）、
山
里
に
も
の
思
う
女
と

い
う
構
図
の
延
長
線
上
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
大
君
・
中
の
君
姉
妹
な
ど
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
、
今
西
祐
一
郎
「
山
里
」（『
国
文
学
（
二
八
―
一
六
）』
一
九
八

三
年
一
二
月
）
な
ど
が
あ
る
。

	（
7
）		

小
町
谷
照
彦
「
美
的
空
間
と
し
て
の
山
里
―
藤
原
公
任
」『
古
今
和
歌
集
と
歌
こ

と
ば
表
現
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
一
〇
月
（
初
出
「
藤
原
公
任
の
詠
歌
に
つ
い

て
の
一
考
察
―
古
今
的
美
学
の
展
開
と
し
て
―
」『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
〈
第
Ⅱ

部
門
〉（
二
四
）』
一
九
七
三
年
二
月
）

（
8
）		

小
島
孝
之
「「
山
里
」
の
系
譜
」『
国
語
と
国
文
学
（
七
二
―
一
二
）』
一
九
九
五
年

一
二
月

（
9
）		

家
永
三
郎
『
上
代
倭
絵
全
史
』
一
九
四
六
年
一
〇
月
、
高
桐
書
院

（
10
）		

車
田
直
美
「
山
里
の
風
景
―
『
枕
草
子
』「
五
月
ば
か
り
な
ど
に
山
里
に
あ
り
く
」

の
段
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
語
文
（
八
六
）』
一
九
九
三
年
六
月
）
に
、『
枕
草
子
』
に

お
け
る
一
連
の
山
里
の
自
然
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
が
あ
る
。

（
11
）		

本
廣
陽
子
「
う
つ
ほ
物
語
と
源
氏
物
語
―
自
然
の
描
写
を
通
し
て
―
」（『
京
都

大
学
国
文
学
論
叢
（
二
四
）』
二
〇
一
〇
年
九
月
）
で
は
、
こ
の
場
面
で
の
自
然
表
現

が
、
北
の
方
周
辺
の
心
情
を
あ
ら
わ
し
た
景
情
一
致
の
表
現
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

こ
の
自
然
表
現
に
お
け
る
、「
夕
暮
れ
」、「
秋
風
肌
寒
く
」、「
山
の
滝
心
す
ご
く
」、

「
鹿
の
音
は
る
か
に
聞
こ
え
」、「
花
の
散
り
」
と
い
う
箇
所
の
み
に
目
を
向
け
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
自
然
は
北
の
方
周
辺
の
心
情
と
重
な
る
よ
う
に
思
え
、
こ
の
自
然
表
現

が
、
北
の
方
の
心
情
を
あ
ら
わ
し
た
、
い
わ
ゆ
る
景
情
一
致
と
捉
え
ら
れ
そ
う
で
あ

る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
に
す
る
と
、「
前
の
草
木
、
あ
る
は
色
の
盛
り
」、
と
い
う
箇

所
が
ど
の
よ
う
に
、
北
の
方
周
辺
の
心
情
と
関
わ
る
の
か
に
つ
い
て
、
説
明
づ
け
る

こ
と
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
自
然
を
景
情
一
致
と
は
見
ず
に
、
あ

く
ま
で
も
、
北
の
方
周
辺
の
心
情
と
は
直
接
的
に
は
結
び
付
か
な
い
自
然
表
現
で
あ

る
と
す
る
。

（
12
）	

霧
に
関
し
て
は
、
上
坂
信
男
「
小
野
の
霧
・
宇
治
の
霧
―
源
氏
物
語
心
象
研
究
断

章
―
」（『
言
語
と
文
芸
（
六
一
）』
一
九
六
八
年
一
一
月
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
、

霧
を
嘆
息
と
見
な
す
こ
と
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
論
で
は
、『
新

編	

日
本
古
典
文
学
全
集
』
頭
注
に
お
け
る
「
彼
ら
を
包
み
こ
む
霧
は
払
い
が
た
い
恋

情
の
象
徴
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
を
支
持
し
た
い
。

（
13
）		

植
田
恭
代
「
浸
透
す
る
「
引
歌
」
―
『
源
氏
物
語
』
夕
霧
巻
「
霧
の
籬
」
か
ら

―
」（『
日
本
女
子
大
学
紀
要
〈
文
学
部
〉（
四
四
）』
一
九
九
五
年
三
月
）
は
、
こ
の

場
面
に
お
け
る
「
霧
の
籬
」
が
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
所
収
「
人
の
み
る
こ
と
や
く
る

し
き
を
み
な
へ
し
き
り
の
ま
が
き
に
立
ち
か
く
る
ら
ん
」
と
合
わ
さ
り
つ
つ
、『
新
撰

万
葉
集
』
所
収
「
公
丹
見
江
牟　

事
哉
湯
湯
敷　

女
部
芝　

霧
之
籬
丹　

立
隠
濫
」、

「
朗
丹
裳　

今
朝
者
不
見
江
哉　

女
倍
芝　

霧
之
籬
丹　

立
翳
礼
筒
」
に
よ
り
、
物
語

の
主
題
を
暗
示
し
つ
つ
、
展
開
の
大
枠
が
形
作
ら
れ
る
、
と
指
摘
す
る
。

（
14
）		

清
水
婦
久
子
「
夕
霧
巻
の
風
景
」『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』
和
泉
書
院
、
一
九

九
七
年
九
月

（
15
）		

小
町
谷
照
彦
「
夕
霧
の
造
型
と
和
歌
―
落
葉
の
宮
物
語
を
め
ぐ
っ
て
」『
源
氏
物

語
の
歌
こ
と
ば
表
現
』
一
九
八
四
年
八
月
、
東
京
大
学
出
版
会
（
初
出
『
源
氏
物
語

と
和
歌　

研
究
と
資
料
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
七
四
年
四
月
）

＊		

『
う
つ
ほ
物
語
』『
落
窪
物
語
』『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』『
催
馬
楽
』
の
引
用
は
、
小
学

館
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
り
、
巻
数
・
巻
名
・
頁
数
等
を
記
し
た
。
私
家
集
、

三
代
集
の
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。


