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石
塚
龍
麿
の
歌
論
研
究
と
古
道
論
　
―
『
万
葉
集
』
を
中
心
と
し
て
―

鈴　

木　

健
多
郎

は
じ
め
に

　

遠
江
国
敷
智
郡
細
田
村
（
現
・
静
岡
県
浜
松
市
）
に
生
ま
れ
た
石
塚
龍
麿
（
明
和
元
～
文
政
六
）
は
、
遠
江
の
国
学
の
発
展
に
大
き
く

寄
与
し
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
天
明
六
年
に
賀
茂
真
淵
の
門
人
で
あ
っ
た
内
山
真
龍
（
元
文
五
～
文
政
四
）
に
、
寛
政
元
年
に
は

本
居
宣
長
（
享
保
一
五
～
享
和
三
）
に
入
門
し
た
。
龍
麿
の
主
な
業
績
と
し
て
は
、古
語
の
清
濁
を
正
す
た
め
に
著
し
た
『
古
言
清
濁
考
』

（
寛
政
六
年
成
、
享
和
元
年
刊
）
や
、
上
代
の
万
葉
仮
名
文
献
に
お
け
る
仮
名
の
使
い
分
け
を
指
摘
し
た
『
仮
字
用
格
奥
山
路
』（
寛
政

一
〇
年
ご
ろ
成
）
と
い
っ
た
上
代
語
の
研
究
、
ま
た
『
万
葉
集
漂
柱
』（
文
化
年
間
ご
ろ
成
）、『
万
葉
集
種
々
考
』（
文
化
一
五
年
四
月

二
一
日
以
前
成
）
な
ど
の
『
万
葉
集
』
の
訓
詁
学
的
研
究
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
龍
麿
に
関
す
る
先
行
研
究
の
多
く
は
、
小
山

正
の
『
石
塚
龍
麿
の
研
究）

（
（

』
に
よ
る
伝
記
的
研
究
の
他
は
、
龍
麿
の
『
万
葉
集
』
研
究
や
上
代
語
研
究
の
特
徴
を
論
じ
る
も
の
が
多
く）

（
（

、
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一
方
で
龍
麿
の
思
想
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
大
久
保
正
に
よ
る
成
果
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
後
は
あ
ま
り
活
発
に
検
討

は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

遠
江
に
お
け
る
国
学
は
、
安
永
四
年
に
真
龍
が
宣
長
と
交
流
を
持
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
真
龍
を
筆
頭
に
宣
長
の
思
想
が
広
く
浸

透
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
の）

（
（

、
遠
江
の
諸
学
者
個
人
の
思
想
に
つ
い
て
は
未
だ
不
鮮
明
な
点
が
多
い
。
筆
者
は
以
前
、
真
龍
が
上
代
仏

教
史
を
論
じ
た
『
仏
度
伝
』（
寛
政
三
年
成
）
に
て
提
示
し
た
神
観
念
が
、
宣
長
の
思
想
の
寄
与
を
多
分
に
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
あ
る
が）

（
（

、
本
論
文
に
お
い
て
龍
麿
の
思
想
や
学
問
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
真
龍
以
降
の
世
代
に
お
け

る
宣
長
の
思
想
の
評
価
の
実
態
、
そ
し
て
遠
江
に
お
け
る
国
学
の
展
開
過
程
を
よ
り
緻
密
に
描
写
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

特
に
本
論
文
で
は
、
龍
麿
の
著
作
『
や
ま
菅
』（
文
化
一
二
年
成
）
を
中
心
に
分
析
し
、
彼
の
古
道
論
の
特
徴
を
解
明
す
る
こ
と
を
目

指
す
。『
や
ま
菅
』
は
龍
麿
が
自
身
の
歌
論
を
提
示
し
た
著
作
で
あ
り
、
漢
籍
や
仏
説
を
典
拠
と
す
る
内
容
や
語
句
が
『
万
葉
集
』
を
は

じ
め
と
す
る
古
代
か
ら
中
世
の
和
歌
に
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
外
来
の
思
想
を
和
歌
に
詠
み
込
む
べ
き
で
な

い
旨
を
主
張
し
て
い
る
。
全
部
で
四
一
の
文
章
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
各
文
章
が
ほ
ぼ
独
立
し
て
、
諸
和
歌
へ
の
漢
籍
や
仏
典
に
よ

る
潤
色
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
『
や
ま
菅
』
に
つ
い
て
は
、
小
山
の
前
掲
書
や
『
静
岡
県
史
』
資
料
編
一
四
（
静
岡
県
編
刊
、
平
成
元
年
、
以
下
『
県
史
』）
に
お
い
て

概
説
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
大
久
保
の
『
本
居
宣
長
の
万
葉
学
』
に
お
い
て
も
、「
古
歌
に
詠
ま
れ
た
事
物
、
思
想
中
か
ら
漢
籍
仏
典

に
関
し
た
も
の
を
抄
き
出
し
て
考
証
を
加
へ
、
古
歌
を
詠
む
に
は
我
国
の
古
意
に
か
な
は
な
い
不
純
な
分
子
を
正
し
く
見
分
け
て
之
を
排

除
す
る
心
構
が
必
要
で
あ
る
事
を
説
い
た
随
筆
風
の
論
考
」
で
あ
る
と
そ
の
性
質
が
紹
介
さ
れ
て
お
り）

（
（

、『
や
ま
菅
』
に
お
い
て
龍
麿
に

よ
る
日
本
固
有
の
道
の
存
在
へ
の
言
及
、
す
な
わ
ち
古
道
論
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
『
や
ま
菅
』
の
記
述
の
検
討
を

通
し
て
、
龍
麿
の
歌
論
の
特
徴
や
古
道
に
関
す
る
言
及
を
提
示
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
龍
麿
の
学
究
姿
勢
の
特
徴
と
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そ
の
背
景
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
こ
と
で
、
龍
麿
が
遠
江
の
国
学
の
発
展
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
。
な
お
、
本
文
中
に
引
用
し
た
文
献
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
通
行
の
字
体
に
改
め
、
振
り
仮
名
も
省
略
し
て
い
る
。

ま
た
、
割
注
は
〔　

〕
で
表
し
、
抹
消
箇
所
は
【　

】
で
示
し
た
う
え
で
訂
正
さ
れ
た
文
字
を
（　

）
で
表
す
と
い
う
よ
う
に
改
め
た
。

改
行
に
つ
い
て
も
／
で
表
記
し
た
箇
所
が
あ
る
。

一
　
石
塚
龍
麿
の
古
道
探
究
の
特
徴

　

本
節
で
は
具
体
的
に
『
や
ま
菅
』
の
記
述
を
紹
介
し
、
そ
こ
に
表
れ
て
い
る
龍
麿
の
歌
謡
研
究
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
。
先
述
の
よ

う
に
、『
や
ま
菅
』
執
筆
の
目
的
は
、『
万
葉
集
』
を
中
心
と
し
た
古
の
和
歌
に
お
い
て
如
何
に
漢
籍
や
仏
説
の
影
響
が
あ
る
か
を
指
摘
す

る
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、

万
葉
五
〔
十
一
丁
〕　

琴
を
よ
め
る
歌
に
、
い
か
な

（
マ
マ
）ら

む
日
の
と
き
に
か
も
声
し
ら
む
人
の
ひ
ざ
の
へ
わ
が
ま
く
ら
か
む
、
琴
の
声

を
し
る
と
い
へ
る
は
、
伯
牙
と
云
ひ
し
戎
人
の
古
事
に
よ
れ
る
な
り）

（
（

万
葉
十
六
〔
九
丁
〕　

古
へ
の
か
し
こ
き
人
も
後
世
の
か
た
み
に
せ
む
と
老
人
を
お
く
り
し
車
も
ち
か
へ
り
け
り
、
こ
れ
は
原
穀
と

か
い
ひ
し
漢
人
の
古
事
を
い
へ
る
な
り）

（
（

と
、
そ
れ
ぞ
れ
『
万
葉
集
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
大
伴
旅
人
の
歌
（
巻
五
・
八
一
四（

８
））

が
伯
牙
の
故
事
を
、
同
巻
一
六
の
歌
（
三
八
一
三
）
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が
原
谷
の
故
事
を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

（
（

。
ま
た
、

わ
か
け
れ
ば
道
ゆ
き
し
ら
じ
ま
ひ
は
せ
む
、
し
た
へ
の
使
お
ひ
て
と
ほ
ら
せ
、
道
は
い
は
ゆ
る
冥
途
の
道
に
て
下
辺
の
使
は
仏
説
に

冥
途
と
使
と
い
ふ
事
の
あ
る
に
よ
れ
る
な
り
、
こ
れ
も
、
同
（
筆
者
注
：『
万
葉
集
』
巻
五
）〔
四
十
丁
〕
に
出
つ）

（1
（

同
（
筆
者
注
：『
万
葉
集
』
巻
五
）〔
四
十
丁
〕　

布
施
お
き
て
わ
れ
は
こ
ひ
の
む
あ
ざ
む
か
ず
た
ゞ
に
ゐ
ゆ
き
て
あ
ま
ぢ
し
ら
し
め
、

ふ
せ
は
仏
に
供
養
る
も
の
を
彼
道
に
て
い
ふ
、
今
も
然
り
、
あ
ま
ぢ
は
六
道
の
中
の
一
つ
に
て
、
天
を
天
道
と
い
ふ
、
是
は
た
仏
道

に
て
い
へ
る
詞
な
り）

（（
（

と
、『
万
葉
集
』
の
二
歌
（
巻
五
・
九
一
〇
、
同
・
九
一
一
）
に
お
い
て
仏
教
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
例
も
挙
げ
て
お
り
、
龍
麿
が
和
歌
を

詠
む
に
あ
た
っ
て
こ
れ
ら
の
潤
色
を
異
質
な
も
の
と
し
て
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
の
他
、『
や
ま
菅
』
に
は
、

千
載
集
六　

堀
河
院
の
御
時
百
首
の
歌
奉
け
る
時
よ
め
る
、
匡
房
、
た
か
さ
こ
の
を
の
へ
の
鐘
を
の
音
す
な
り
暁
か
け
て
霜
や
お
く

ら
む
、
山
海
経
に
豊
山
之
鐘
霜
降
而
自
鳴
と
い
へ
る
事
あ
る
に
よ
れ
る
な
り）

（1
（

新
千
載
集
に
、
万
世
に
色
は
か
は
ら
じ
此
君
と
あ
ふ
け
は
高
し
そ
の
ゝ
く
れ
竹
、
と
あ
る
は
、
晋
王
子
猷
と
い
ふ
も
の
ゝ
、
何
可
一

日
无
此
君
邪
、
と
い
へ
る
よ
り
竹
の
異
名
を
此
君
と
い
へ
る
を
と
り
て
也
〔
竹
を
此
君
と
い
ひ
た
る
は
枕
草
紙
に
見
へ
た
る
や
は
し



5 石塚龍麿の歌論研究と古道論

め
な
ら
ん）

（1
（

〕

と
、『
千
載
和
歌
集
』（
三
九
八
）
や
『
新
千
載
和
歌
集
』（
二
二
八
八
）
と
い
っ
た
『
万
葉
集
』
以
外
の
歌
集
に
つ
い
て
も
、
そ
の
歌
に

漢
籍
の
潤
色
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
た
だ
、『
や
ま
菅
』
の
全
四
一
項
の
う
ち
、『
万
葉
集
』
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
る
の
は
二
三
項
あ
り）

（1
（

、『
万
葉
集
』
が
本
書
に
お
け
る
検
討
の
主
な
対
象
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
『
万
葉
集
』
に
つ
い
て
は
、
師
の
宣
長
も
『
万
葉
集
玉
の
小
琴
』（
安
永
八
年
に
本
巻
、
寛
政
六
年
以
前
に
別
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
成
立
、
天

保
九
年
刊
）
を
著
し
て
お
り
、
宣
長
に
よ
る
『
万
葉
集
』
研
究
は
訓
詁
学
的
側
面
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
宣
長
が
『
万
葉
集
』
研
究
に
お
い

て
古
語
の
検
討
を
重
要
視
し
て
い
た
理
由
と
し
て
は
、『
う
ひ
山
ぶ
み
』（
寛
政
一
〇
年
成
、
同
一
一
年
刊
）
に
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
古

言
を
し
ら
で
は
、
古
意
は
し
ら
れ
ず
、
古
意
を
し
ら
で
は
、
古
の
道
は
知
が
た
か
る
べ
し）

（1
（

」
と
い
う
真
淵
の
教
え
、
す
な
わ
ち
『
万
葉
集
』

の
「
古
言
」
を
「
古
の
道
」
を
解
明
す
る
階
梯
と
し
て
研
究
す
る
と
い
う
姿
勢
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
宣
長
の
訓
詁
学
的
研
究
を

踏
襲
し
、
龍
麿
は
和
歌
を
「
古
言
」
の
次
の
段
階
で
あ
る
「
古
意
」
を
以
っ
て
分
析
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
、『
や
ま
菅
』
が
『
万
葉
集
』
以
外
の
諸
和
歌
集
に
も
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
龍
麿
が
『
万
葉
集
』
の
捉
え
方
に
と
ど
ま

ら
ず
、
歌
を
詠
む
際
の
心
構
え
そ
の
も
の
を
見
据
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
に
作
歌
法
を
説
い
た
書
物
と
し
て
、
同
じ
く
宣
長
が

歌
文
に
お
け
る
正
し
い
文
法
や
表
現
方
法
を
教
授
す
る
た
め
に
『
古
今
和
歌
集
』
を
中
心
と
す
る
古
の
歌
を
例
示
し
た
『
玉
あ
ら
れ
』（
寛

政
四
年
刊
）
が
あ
る
が
、
作
歌
の
技
法
を
示
し
た
『
玉
あ
ら
れ
』
を
踏
ま
え
、
作
歌
の
理
念
を
示
す
書
と
し
て
龍
麿
に
よ
り
『
や
ま
菅
』

が
執
筆
さ
れ
た
可
能
性
も
大
い
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
龍
麿
は
本
書
の
な
か
で
「
古
へ
風
の
歌
よ
ま
む
に
は
其
心
し
ら
ひ
あ
る
へ
き
こ
と
な

り
」
と
説
い
て
お
り）

（1
（

、『
や
ま
菅
』
は
「
古
へ
風
の
歌
」
を
詠
む
際
に
持
つ
べ
き
信
条
を
教
示
す
る
こ
と
を
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
作
成

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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龍
麿
が
和
歌
の
実
作
の
心
構
え
を
強
調
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
漢
籍
の
由
来
を
指
摘
す
る
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
龍
麿
自
身
の
世
界
観

が
主
張
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
例
え
ば
『
万
葉
集
』
の
「
春
二
月
諸
大
夫
等
集
左
少
弁
巨
勢
宿
奈
麿
朝
臣
家
宴
歌
一
首
」（
巻
六
・

一
〇
二
一
）
に
つ
い
て
、
龍
麿
は
、

万
葉
六
〔
卅
五
丁
〕
う
な
は
ら
の
と
ほ
き
わ
た
り
を
み
や
ひ
を
の
あ
そ
ふ
を
見
む
と
な
つ
さ
ひ
そ
こ
し
、
右
一
首
書
白
紙
懸
著
屋
壁

也
題
云
蓬
莱
仙
媛
所
嚢
蘰
為
風
流
秀
才
之
士
矣
斯
風
客
不
所
望
見
哉
、
か
く
あ
る
を
お
も
ふ
に
、
一
二
の
句
は
蓬
莱
と
い
ふ
山
は
、

海
を
隔
て
遥
き
処
に
あ
る
意
に
よ
め
り
、
さ
れ
ど
真
に
は
蓬
莱
と
い
ふ
山
も
、
其
山
に
仙
人
と
云
ふ
も
の
も
す
む
事
な
く
、
例
の
空

説
な
る
を
も
さ
と
ら
て
、
婚
式
の
席
に
も
さ
る
も
の
つ
く
り
と
す
な
る
は
、
か
た
は
ら
い
た
き
わ
さ
な
り
か
し
、
い
と
か
し
こ
く
は

あ
れ
と
、
然
る
席
に
は
、
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
の
大
神
の
御
霊
を
こ
そ
う
つ
し
ま
つ
る
へ
き
も
の
と
お
ほ
ゆ
れ）

（1
（

と
、
蓬
莱
や
仙
人
の
存
在
は
「
空
説
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
詠
み
込
む
の
で
あ
れ
ば
む
し
ろ
「
伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
の
大
神
の

御
霊
」
に
代
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
、『
万
葉
集
』
の
「
内
相
藤
原
朝
臣
秦
之
」（
巻
二
〇
・
四
五
一
一
）
に
つ
い
て
は
、

万
葉
廿
〔
五
十
六
丁
〕　

い
ざ
こ
ど
も
た
□（

は
わ
）□

ざ
な
せ
そ
天
地
の
か
た
め
し
国
ぞ
や
ま
と
し
ま
ね
は
、
天
地
の
か
た
め
し
と
は
、
天

地
陰
陽
に
よ
り
て
か
た
ま
り
た
る
や
ま
と
島
ね
也
と
い
ふ
こ
と
ゝ
聞
ゆ
、
神
の
み
し
わ
ざ
の
奇
妙
に
し
て
、
天
地
の
な
れ
り
と
い
ふ

事
は
、
押
勝
は
し
ら
さ
り
し
な
る
へ
し）

（1
（

と
、
天
地
の
成
立
は
「
天
地
陰
陽
」
で
は
な
く
「
神
の
み
し
わ
ざ
の
奇
妙
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
龍
麿
の
神
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代
の
絶
対
化
の
意
識
は
、
仏
教
に
対
し
て
も
強
硬
的
な
も
の
と
な
る
。

拾
遺
集
四
に
、
屏
風
の
絵
に
仏
名
の
処
、
能
宜
、
な
き
あ
か
す
霜
と
ゝ
も
に
や
今
朝
は
み
な
冬
の
夜
深
き
つ
み
も
け
ぬ
ら
む
、
延
喜

御
時
の
屏
風
に
、
貫
之
、
年
の
う
ち
に
つ
も
れ
る
つ
み
は
か
き
く
ら
し
ふ
る
白
雪
と
と
も
に
消
な
ん
、
な
ど
見
え
た
り
、
神
代
よ
り

皇
国
に
つ
た
は
り
て
、
罪
と
が
穢
を
清
む
□
と
も
、
た
ふ
と
き
身
そ
き
祓
の
わ
さ
を
は
も
の
せ
て
、
穢
き
仏
の
名
を
唱
へ
て
、
一
年

の
つ
み
消
に
き
な
と
の
ゝ
し
る
は
、
か
た
は
ら
い
［　
　

］
あ
さ
ま
し）

（1
（

（
後
略
）

こ
こ
で
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
四
所
載
の
大
中
臣
能
宣
の
歌
（
二
五
七
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
禊
や
祓
を
「
神
代
よ
り
皇
国
に
つ

た
は
」
る
「
た
ふ
と
き
」
行
い
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
仏
の
名
を
「
穢
」
い
も
の
で
あ
る
と
喝
破
し
、
そ
の
名
を
唱
え
て
罪
を
消
そ
う
と

す
る
行
為
は
極
め
て
嘆
か
わ
し
い
と
評
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
龍
麿
に
よ
る
神
代
の
絶
対
化
に
つ
い
て
は
、『
万
葉
集
』
の
「
天
の
川
」
に
関
す
る
二
歌
（
巻
一
〇
・
二
〇
九
三
、
同
・

二
〇
九
六
）
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

漢
籍
に
い
は
ゆ
る
牽
牛
・
織
女
と
い
ふ
二
つ
の
星
の
、
七
月
七
日
ノ
夜
交
会
と
云
ふ
は
、
漢
人
の
詩
に
作
れ
る
を
、
此
方
に
も
な
ら

ひ
て
、
真
に
天
に
然
る
星
の
あ
る
如
く
心
得
、
万
葉
十
〔
卅
二
丁
〕
に
、
あ
め
つ
ち
の
初
め
の
と
き
ゆ
、
天
の
川
い
む
か
ひ
を
り
て
、

一
年
に
ふ
た
ゝ
ひ
あ
は
ぬ
、
妻
こ
ひ
に
も
の
思
ふ
人
、
天
の
川
や
す
の
川
原
の
、
あ
り
か
よ
ふ
年
の
わ
た
り
に
、
そ
ほ
船
の
と
も
に

も
へ
に
も
、
ふ
な
よ
そ
ひ
ま
か
ぢ
し
ゞ
ぬ
き
、
は
た
す
ゝ
き
本
葉
も
そ
よ
に
、
秋
風
の
吹
来
る
よ
ひ
に
、
天
川
し
ら
波
し
ぬ
ぎ
、
お

ち
た
ぎ
つ
は
や
瀬
わ
た
り
て
、
若
草
の
妻
を
ま
か
む
と
、
大
船
の
思
ひ
た
の
み
て
、
こ
ぎ
く
ら
む
そ
の
妻
の
子
が
、
あ
ら
玉
の
と
し
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の
を
な
が
く
、
思
ひ
こ
し
恋
つ
く
す
ら
む
、
七
月
の
七
日
の
よ
ひ
は
わ
れ
も
か
な
し
も
、
同
〔
卅
三
丁
〕
天
地
と
わ
か
れ
し
時
ゆ
、

久
か
た
の
あ
め
の
し
る
し
と
さ
だ
め
て
し
、
天
の
川
原
に
あ
ら
た
ま
の
、
月
を
か
さ
ね
て
妹
に
あ
ふ
時
を
し
ま
つ
と
□た

ち
ま
つ
に

云
々
、
な
と
彼
天
漢
を
天
之
安
河
、
二
星
を
彦
星
・
棚
機
津
女
と
い
ひ
て
、
神
世
の
む
か
し
よ
り
さ
る
事
あ
り
し
や
う
に
よ
め
る
は
、

い
た
く
非
な
り
、
か
く
て
、
其
虚
説
世
に
偏
く
ひ
ろ
ご
り
て
、
其
夜
と
な
れ
ハ
乞
巧
奠
と
い
ふ
事
公
に
も
も
の
し
給
ひ
世
間
人
も
、

な
べ
て
然
る
わ
ざ
す
な
る
は
、
い
と
う
れ
た
く
、
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
天
照
大
御
神
の
御
衣
織
給
ひ
し
天
棚
機
姫
神
の
御
う
へ
を

も
、
彼
織
女
星
に
思
ひ
混
ふ
る
は
い
と
か
し
こ
く
、
か
つ
は
、
し
れ
た
る
心
の
ほ
と
さ
へ
見
え
し
ら
れ
て
、
あ
さ
ま
し
な
と
い
へ
は

さ
ら
な
り
、お
の
れ
近
き
こ
ろ
、然
る
実
な
ら
ぬ
事
は
と
思
ひ
と
れ
る
よ
り
、此
棚
機
の
た
ぐ
ひ
な
る
事
は
、凡
て
歌
に
よ
ま
ず
、か
ゝ

る
事
も
の
せ
ず
と
て
、
何
の
あ
か
さ
る
こ
と
か
あ
ら
む
、
そ
も
〳
〵
漢
籍
に
ほ
【
こ
】（
と
）
り
ば
め
る
、
誰
か
あ
ち
き
な
き
心
の

す
さ
ひ
よ
り
、
織
女
の
星
を
た
な
は
た
つ
め
と
よ
み
て
、
世
人
を
迷
し
ぬ
ら
む
道
の
心
を
お
も
は
む
人
は
、
よ
く
〳
〵
正
し
て
も
の

す
べ
き
事
な
り）

11
（

龍
麿
は
本
項
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
二
歌
に
つ
い
て
、
漢
籍
に
由
来
す
る
「
天
漢
」
と
牽
牛
・
織
女
と
の
「
二
星
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
天
之

安
河
」
と
「
彦
星
・
棚
機
津
女
」
と
同
一
視
さ
れ）

1（
（

、
前
者
が
「
神
世
の
む
か
し
」
以
来
の
こ
と
と
し
て
認
識
さ
れ
て
る
と
い
う
「
虚
説
」

が
世
に
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
そ
し
て
龍
麿
は
「
近
き
頃
」
に
そ
れ
ら
が
「
実
な
ら
ぬ
事
」
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
そ
れ

以
降
は
斯
様
な
「
あ
ち
き
な
き
心
の
す
さ
ひ
」
の
排
除
に
努
め
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
と
い
う
。
龍
麿
が
「
実
な
ら
ぬ
事
」
を
認
識
し
た
具

体
的
な
契
機
や
時
期
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
も
の
の
、
寛
政
元
年
の
宣
長
へ
の
入
門
が
重
大
な
転
換
点
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

ま
た
、『
万
葉
集
』
の
讃
酒
歌
（
巻
三
・
三
四
二
、
同
・
三
四
八
、
同
・
三
四
九
、
同
・
三
五
一
）
に
つ
い
て
も
、
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万
葉
三
〔
卅
一
丁
〕
大
伴
卿
讃
酒
歌
に
、
酒
の
名
を
聖
と
お
ほ
せ
し
古
へ
の
大
聖
の
こ
と
の
よ
ろ
し
【
き
】（
さ
）、
こ
れ
は
漢
籍
に
、

彼
国
の
魏
と
い
ひ
し
時
に
、
謂
酒
清
者
為
聖
人
【
謂
】（
濁
）
者
為
賢
人
と
い
ふ
事
の
あ
る
に
よ
り
て
よ
ま
れ
た
る
な
り
、
又
古
へ

の
七
賢
人
と
も
ゝ
ほ
り
せ
し
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し
、
是
も
漢
国
の
七
賢
と
か
い
ひ
て
、
さ
か
し
ら
せ
し
も
の
と
も
の
事
に
よ
れ

る
な
り
、
同
〔
卅
一
丁
〕、
価
無
宝
と
□（

い
ふ
）□

と
も
一
つ
き
の
に
こ
れ
る
酒
に
□（

あ
）に

ま
さ
め
や
も
、
夜
光
玉
と
い
ふ
と
も
酒
の
み
て
心

を
や
る
に
あ
□（

に
し
か
め
）

□
□
□
や
も
、
と
あ
る
価
無
宝
も
、
夜
光
玉
も
、
漢
籍
に
も
と
つ
け
る
な
り
、［　
　

］
□（

こ
の
世
）

□
□
に
し
た
ぬ
し
く
あ

ら
ば
来
生
に
は
虫
□に

鳥
に
も
わ
れ
は
な
り
な
む
、
世
来
生
虫
に
鳥
に
な
と
い
へ
る
、
皆
仏
書
の
説
に
よ
れ
る
な
り
、
そ
も
〳
〵
酒
ハ

神
代
よ
り
有
こ
し
物
に
て
、
い
と
貴
く
、
皇
国
の
古
事
に
よ
り
て
よ
ま
む
に
、
こ
と
た
る
へ
き
を
、
外
国
の
さ
か
し
ら
な
る
事
と
も

を
、
あ
な
ぐ
り
も
と
め
て
、
も
の
し
た
る
、
う
る
さ
く
な
む）

11
（

と
、
酒
は
神
代
よ
り
存
在
し
て
い
る
大
変
高
貴
な
も
の
で
、「
皇
国
の
古
事
」
に
則
っ
て
歌
に
詠
む
べ
き
で
あ
り
、
例
示
し
た
二
歌
の
よ

う
に
無
理
に
漢
籍
や
仏
典
の
権
威
を
借
り
る
必
要
は
全
く
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
神
代
や
皇
国
の
優
位
性
や
神
聖
性
、
あ
る
い
は
真

実
性
が
龍
麿
に
お
い
て
自
明
の
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、『
万
葉
集
』
巻
四
・
巻
一
〇
の
歌
（
六
三
五
・
二
二
〇
六
）
や
、『
古
今
和
歌
集
』（
一
九
四
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
月
の
中
に

桂
木
の
あ
る
や
う
に
よ
み
な
し
た
る
」
歌
に
つ
い
て
、
龍
麿
は
「
兼
名
苑
と
い
ふ
書
に
、
月
中
有
河
、
河
水
上
有
桂
樹
高
五
百
丈
と
あ
る

よ
し
、
も
の
に
見
え
た
る
、
こ
れ
に
よ
り
て
も
の
し
た
る
也
」
と
、『
兼
名
苑
』
の
記
述
が
典
拠
で
あ
る
と
す
る）

11
（

。
そ
の
う
え
で
次
の
よ

う
な
論
を
展
開
す
る
。

さ
れ
と
こ
は
、
例
の
浮
説
な
る
を
当
時
は
儒
仏
の
道
に
迷
ひ
た
り
し
程
に
し
あ
れ
は
、
誠
と
お
も
ひ
て
よ
み
も
し
け
む
を
、
か
く
め
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て
た
き
御
世
に
生
れ
あ
ひ
て
、
神
代
の
真
の
伝
説
の
、
日
に
そ
へ
て
明
ら
け
く
な
り
も
て
ゆ
き
て
〔
月
は
月
読
命
の
知
食
□
に
し
あ

れ
は
山
川
□
□
も
あ
る
事
、
勿
論
な
れ
と
、
古
伝
説
も
□
き
に
桂
を
の
み
か
く
い
へ
る
は
い
か
ゝ
な
り
〕
な
に
事
を
も
誤
れ
る
を
は

正
す
へ
き
時
節
な
る
を
、
猶
古
へ
人
の
あ
と
に
な
ら
ひ
て
、
正
し
も
あ
へ
ず
よ
む
な
る
は
、
い
か
な
る
非
心
得
そ
も）

11
（

龍
麿
は
神
代
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
事
実
、
あ
る
い
は
真
理
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
そ
し
て
龍
麿
は
彼
自
身
の
生
き
た
時
代
を
、
そ
う
し
た

神
代
の
真
実
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
「
め
て
た
き
御
世
」
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
。
こ
の
時
代
認
識
は
、
師
で
あ

る
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
に
代
表
さ
れ
る
、
実
証
性
を
志
向
す
る
注
釈
事
業
の
発
展
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
斯
様
な
時
代
で

あ
る
が
故
に
、
龍
麿
に
は
「
な
に
事
を
も
誤
れ
る
を
は
正
す
へ
き
時
節
」
と
の
認
識
が
芽
生
え
た
と
い
う
。

　

以
上
、『
や
ま
菅
』
に
表
れ
た
龍
麿
の
歌
論
の
特
徴
や
そ
こ
に
表
れ
た
古
道
へ
の
態
度
を
見
て
き
た
が
、
大
久
保
は
『
本
居
宣
長
の
万

葉
学
』
に
お
い
て
、『
や
ま
菅
』
に
お
け
る
先
述
の
「
天
の
川
」「
桂
木
」「
天
地
陰
陽
」
に
関
す
る
各
記
述
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
龍
麿

の
歌
論
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

此
の
や
う
な
龍
麿
の
態
度
が
国
学
に
附
随
し
た
偏
狭
な
古
道
主
義
の
発
露
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
所
謂
純
粋
な
る
古

道
の
意
識
に
立
つ
て
奈
良
時
代
の
歌
集
た
る
万
葉
集
を
批
判
的
に
読
ま
う
と
す
る
点
に
、
真
淵
が
歩
ん
だ
万
葉
集
か
ら
古
事
記
へ
の

道
と
異
な
つ
た
一
の
新
し
い
万
葉
集
の
見
方
が
あ
る
。
即
ち
、古
事
記
の
道
に
照
ら
し
て
万
葉
集
を
選
び
読
ま
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
ゝ
に
於
い
て
は
、
万
葉
集
は
真
淵
の
場
合
の
や
う
に
直
に
尚
古
的
理
想
の
具
現
で
あ
り
、
古
の
道
に
通
ず
る
醇
乎
た
る
古
代
精
神

の
脈
動
で
あ
る
と
の
み
は
見
ら
れ
ず
、
古
道
の
純
粋
を
曇
ら
す
儒
仏
の
陰
翳
が
忍
び
よ
り
つ
ゝ
あ
る
事
を
目
ざ
と
く
看
破
し
て
之
を

斥
け
た
時
に
、
始
め
て
古
典
と
し
て
の
真
価
が
顕
然
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
龍
麿
の
万
葉
観
が
、
宣
長
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が
古
事
記
の
研
究
に
よ
つ
て
立
て
た
古
道
の
意
識
に
立
脚
し
て
ゐ
る
事
は
明
か
で
あ
ら
う
が
、
固
よ
り
和
歌
を
偏
狭
な
古
道
の
手
段

と
し
た
譏
を
免
れ
な
い
で
あ
ら
う）

11
（

大
久
保
は
龍
麿
の
『
万
葉
集
』
研
究
の
特
徴
に
つ
い
て
、
真
淵
の
よ
う
に
「
直
に
尚
古
的
理
想
の
具
現
」
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、

宣
長
に
よ
る
『
古
事
記
』
研
究
を
通
し
て
解
明
さ
れ
た
古
道
の
意
識
を
根
拠
と
し
て
、『
万
葉
集
』
を
純
然
た
る
皇
国
の
古
典
と
し
て
受

容
す
る
た
め
の
作
業
を
行
っ
た
の
だ
と
評
す
る
。
そ
し
て
、そ
の
よ
う
な
龍
麿
の
姿
勢
は
「
国
学
に
附
随
し
た
偏
狭
な
古
道
主
義
の
発
露
」

で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

大
久
保
は
『
本
居
宣
長
の
万
葉
学
』
に
お
い
て
、
真
淵
の
『
万
葉
集
』
研
究
に
つ
い
て
「
高
く
直
き
心
」
を
「
古
歌
の
調
を
貫
ぬ
い
て

ゐ
る
本
質
と
し
て
見
出
」
し
、
そ
れ
を
「
古
歌
の
精
神
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
生
活
に
規
範
的
価
値
を
有
つ
古
代
精
神
」
と
認
識

し
た
こ
と
で
、「
万
葉
主
義
は
単
な
る
作
歌
の
原
理
で
は
無
く
、
思
想
的
原
理
と
し
て
の
復
古
主
義
に
ま
で
発
展
を
遂
げ
た
」
と
評
し
た）

11
（

。

ま
た
同
じ
く
大
久
保
の
『
万
葉
集
の
諸
相
』
で
は
、
真
淵
は
古
語
を
「
万
葉
人
の
生
の
表
現
活
動
と
し
て
理
解
」
し
て
い
た
と
し
、「
自

己
の
生
の
体
験
を
通
じ
て
、主
体
的
に
こ
れ
を
追
体
験
す
る
方
法
を
き
り
ひ
ら
い
た
」
と
激
賞
し
て
い
る）

11
（

。
大
久
保
に
と
っ
て
真
淵
の
『
万

葉
集
』
研
究
は
、「
契
沖
の
客
観
的
・
実
証
的
な
万
葉
研
究
と
、
春
満
の
主
体
的
・
批
判
的
な
万
葉
研
究
を
、
万
葉
集
の
歌
の
内
面
的
理

解
の
深
化
を
通
じ
て
止
揚
し
、
万
葉
集
の
批
評
的
研
究
に
新
生
面
を
ひ
ら
い
た
」
極
め
て
重
要
な
営
み
だ
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

一
方
で
宣
長
の
古
道
研
究
に
つ
い
て
、
大
久
保
は
『
万
葉
の
伝
統
』
に
お
い
て
、
真
淵
が
「
自
己
の
歌
観
を
形
成
す
る
力
と
し
て
万
葉

集
に
対
し
た
」
の
に
比
べ
、
宣
長
は
「
既
に
成
形
化
せ
ら
れ
た
自
己
の
歌
観
を
規
準
と
し
て
万
葉
集
を
眺
め
」
て
お
り
、
そ
の
結
果
「
万

葉
集
に
於
け
る
人
の
道
と
、
記
紀
二
典
に
於
け
る
神
の
道
と
を
対
立
的
な
も
の
と
し
て
考
へ
、
古
道
絶
対
化
の
方
向
に
向
つ
て
、
真
淵
が

万
葉
人
の
心
と
こ
と
ば
と
の
つ
な
が
り
に
於
い
て
古
道
を
考
へ
た
や
う
な
自
由
な
趣
が
稀
薄
と
な
つ
た
点
が
感
ぜ
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
、
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「
宣
長
が
道
を
記
紀
二
典
に
固
定
せ
ず
、
も
つ
と
、
広
い
豊
か
な
眼
で
人
生
の
古
典
と
し
て
万
葉
集
を
読
み
味
ふ
事
が
出
来
た
な
ら
ば
、

宣
長
の
古
道
論
が
も
つ
と
幅
の
広
い
人
間
的
な
も
の
と
し
て
発
展
し
得
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
考
へ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る）

11
（

。
ま
た

大
久
保
は
、
真
淵
が
『
万
葉
集
』
を
通
し
て
古
代
の
人
間
の
精
神
の
中
か
ら
古
道
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
宣
長
は
古
道
を
人

間
の
外
部
に
あ
る
客
体
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
篤
胤
流
の
神
秘
的
絶
対
的
古
道
観
の
萌
芽
」
に
繋
が
り
、

後
に
『
万
葉
集
』
は
「
人
生
の
古
典
と
し
て
よ
り
も
神
典
と
し
て
固
定
化
さ
れ
、
歪
め
ら
れ
て
行
」
く
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。

こ
う
し
た
研
究
姿
勢
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
大
久
保
は
龍
麿
の
研
究
を
「
偏
狭
」
で
あ
る
と
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

確
か
に
、『
や
ま
菅
』
に
お
け
る
古
道
探
究
の
姿
勢
は
、『
万
葉
集
』
を
中
心
と
す
る
諸
歌
集
か
ら
古
意
古
道
の
淵
源
を
探
ろ
う
と
す
る

も
の
で
は
な
く
、『
古
事
記
』
に
表
れ
た
神
代
に
関
す
る
記
述
を
根
拠
と
し
て
絶
対
的
な
古
道
と
自
明
視
し
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
『
万

葉
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
諸
歌
集
の
記
述
を
検
討
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
宣
長
の
姿
勢
に
通
じ
る
。
し
か
し
龍
麿
の
行
為
は
、
神
代

の
記
述
を
中
心
に
据
え
る
と
い
う
宣
長
の
方
法
を
以
っ
て
、真
淵
の
よ
う
に
『
万
葉
集
』
の
中
に
古
道
を
見
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
宣
長
の
、
そ
し
て
真
淵
の
研
究
成
果
の
更
新
と
い
う
意
識
に
よ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
龍
麿
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
は
、
大

久
保
も
『
本
居
宣
長
の
万
葉
学
』
に
お
い
て
「
真
淵
が
歩
ん
だ
万
葉
集
か
ら
古
事
記
へ
の
道
と
異
な
つ
た
一
の
新
し
い
万
葉
集
の
見
方
」

と
新
た
な
視
点
と
し
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
り）

1（
（

、
龍
麿
の
古
道
探
究
の
姿
勢
は
決
し
て
「
偏
狭
」
と
の
み
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、

む
し
ろ
国
学
に
お
け
る
古
道
探
究
の
新
た
な
段
階
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
　
龍
麿
の
研
究
姿
勢

　

前
節
で
は
、
宣
長
が
『
古
事
記
』
を
主
な
対
象
と
し
て
取
り
組
ん
だ
古
道
の
探
究
を
、
龍
麿
が
『
万
葉
集
』、
延
い
て
は
詠
歌
そ
の
も
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の
に
応
用
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
龍
麿
は
、
宣
長
に
入
門
す
る
前
に
内
山
真
龍
に
入
門
し
て
い
る
。
真
龍
は
自
身
の

日
記
の
寛
政
八
年
二
月
二
一
日
条
に
お
い
て
、
龍
麿
の
姿
勢
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

矩
慶
（
筆
者
注
：
龍
麿
）
か
清
濁
考
と
名
付
た
る
言
葉
寄
を
四
巻
見
せ
た
る
に
岡
部
翁
に
礼
な
き
書
さ
ま
な
れ
は
岡
部
の
霊
に
代
り

て
其
礼
な
き
事
共
の
う
け
ひ
に
違
へ
る
ふ
し
ふ
し
を
あ
ら
た
め
告
か
く
て
後
日
に
事
た
か
は
は
き
た
な
き
奴
の
数
な
る
べ
し）

11
（

真
龍
は
龍
麿
の
『
古
言
清
濁
考
』
に
つ
い
て
、「
岡
部
翁
に
礼
な
き
書
さ
ま
」
で
あ
る
と
し
て
酷
評
し
て
い
る
。『
古
言
清
濁
考
』
の
詳
細

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
龍
麿
は
本
書
に
お
い
て
真
淵
が
唱
え
た
古
語
観
と
異
な
る
説
を
提
示
し
て
お
り
、
真
龍
が
如
何
に
真
淵
の
学

説
を
重
視
し
て
い
た
か
が
窺
え
よ
う
。

　

ま
た
、
真
龍
が
自
身
の
門
人
に
提
出
さ
せ
た
入
門
誓
詞
に
も
、
真
淵
へ
の
尊
崇
の
念
が
表
れ
て
い
る
。
龍
麿
が
提
出
し
た
入
門
誓
詞
は

明
ら
か
で
な
い
が
、
天
明
三
年
に
真
龍
に
入
門
し
た
小
国
重
年
（
明
和
三
～
文
政
二
）
の
誓
詞）

11
（

に
は
、

賀
茂
宇
志

廼
教
賜

比
志

／
皇
御
国

廼
上
代

乃
道

遠
己
痛
願
斯
奴
倍
里
故
名
簿

乎
進

良
世
弖

其
道

尓
趣

比
奴

伊
麻
由
後
教
賜

敝
留

言
遂

尓
達

里
弖

許
流

時
尓

志
毛

有
受

波
安
駄
志
人

尓
私
言
／
自
且
宇
志

尓
対

比
弖

伊
耶
無

久
異
之

之
岐

心
乎

思
波
自
都

弖
此
宇
計
非

尓
違

波
婆

言
麻
久
母

恐
伎

／
天
津
神
国
津
神
多

知
知

志
食

奈
毛

穴
畏
／
天
明
三
年

卯
六
月
十
六
日
／
賀
茂
大
人
御
霊
／
内
山
真
龍
大
人

尓
上
／
遠
江
国
周
智
郡
一
之
宮
神
主
／
小
国
千
代

進
／
藤
原
朝
臣
秀
穂
（
花
押
）

と
し
て
、「
皇
御
国
廼
上
代
乃
道
」
が
真
龍
の
師
で
あ
る
真
淵
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
文
末
に
は
真
龍
の
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名
の
前
に
「
賀
茂
大
人
御
霊
」
と
記
さ
せ
、
真
龍
の
門
に
入
る
こ
と
は
同
時
に
真
淵
の
一
門
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
を
門
人
た
ち
に
自
覚

さ
せ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
右
の
入
門
誓
詞
の
文
章
は
、
真
淵
が
自
身
の
門
人
に
提
出
さ
せ
た
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
り
、
遠
江
の
国

学
に
お
け
る
偉
大
な
先
人
と
し
て
の
真
淵
に
対
す
る
尊
崇
の
念
、
そ
し
て
真
淵
の
学
問
を
継
承
す
る
者
と
い
う
強
い
意
識
が
真
龍
に
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る）

11
（

。
真
龍
は
宣
長
と
交
流
を
持
っ
て
以
降
、
宣
長
の
学
説
を
援
用
し
て
自
身
の
神
観
念
を
主
張
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
も
の

の）
11
（

、
真
龍
は
宣
長
に
は
入
門
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も）

11
（

、
真
淵
に
対
す
る
真
龍
の
信
念
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、龍
麿
に
よ
る
宣
長
の
学
問
方
針
へ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、彼
の
『
病
床
漫
録
弁
』（
文
化
五
年
成
）
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
書
名
に
あ
る
「
病
床
漫
録
」
と
は
、賀
茂
真
淵
の
門
人
で
あ
る
荒
木
田
久
老
（
延
享
三
～
文
化
元
）
が
著
し
た
『
信
濃
漫
録
』（
別

名
『
病
床
漫
録
』、
享
和
元
年
成
、
文
政
四
年
刊
）
を
指
し
て
い
る
。『
信
濃
漫
録
』
は
、『
万
葉
集
』
を
主
な
対
象
と
し
て
語
義
や
語
源

の
考
察
を
施
し
た
書
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
宣
長
の
学
説
へ
の
批
判
も
多
く
確
認
さ
れ
る）

11
（

。
久
老
は
『
信
濃
漫
録
』
成
立
以
前
よ
り
、
宣

長
の
業
績
が
世
に
広
ま
っ
て
い
る
一
方
で
真
淵
の
功
績
が
そ
の
陰
に
隠
れ
て
い
る
こ
と
や
、
宣
長
の
門
弟
が
師
の
学
説
を
無
批
判
に
称
揚

し
て
い
る
こ
と
を
不
服
と
し
て
お
り
、
宣
長
に
対
し
反
発
の
態
度
を
強
め
て
い
た）

11
（

。
ま
た
『
信
濃
漫
録
』
に
は
『
古
言
清
濁
考
』
の
学
説

を
酷
評
し
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
龍
麿
は
自
身
と
師
の
宣
長
の
学
説
へ
の
否
定
に
反
論
す
る
た
め
に
『
病
床
漫
録
弁
』
を
執
筆
し
た
。

　

例
え
ば
、
久
老
は
『
信
濃
漫
録
』
の
「
歌
の
風
致
の
論
」
の
章
に
お
い
て
、「
歌
は
一
首
の
風
致
詞
の
し
ら
べ
を
第
一
と
し
て
よ
し
や

あ
し
や
を
論
す
へ
き
を
理
を
先
き
に
し
て
歌
を
評
す
る
は
風
詠
の
趣
を
し
ら
ぬ
ひ
か
言
也）

11
（

」
と
し
て
、
宣
長
が
『
新
古
今
集
美
濃
の
家
づ

と
』（
寛
政
三
年
以
前
成
立
、
同
七
年
刊
）
に
て
主
張
し
た
藤
原
俊
成
と
藤
原
定
家
の
歌
の
解
釈
は
そ
の
歌
の
風
情
を
尊
ん
で
い
な
い
と

指
摘
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、宣
長
が
俊
成
の
「
け
ふ
と
い
へ
ば
も
ろ
こ
し
ま
で
も
ゆ
く
春
を
み
や
こ
に
の
み
と
お
も
ひ
け
る
哉
」（
五
）

に
つ
い
て
、「
立
春
の
歌
に
、
ゆ
く
春
と
は
い
か
ゞ
、
三
月
尽
の
歌
に
も
な
り
ぬ
べ
し
、
こ
れ
ら
も
よ
さ
ま
に
た
す
け
て
い
は
ば
い
ふ
べ

け
れ
ど
、
今
人
の
か
く
よ
み
た
ら
ん
に
は
、
た
れ
か
ゆ
る
さ
ん
、
な
ど
た
つ
春
と
は
よ
ま
れ
ざ
り
け
む）

11
（

」
と
主
張
し
、
ま
た
定
家
の
「
見
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わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
と
ま
や
の
秋
の
夕
暮
」（
三
六
三
）
に
つ
い
て
、「
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
は
、
花
も
紅
葉
も
な
か

る
べ
き
は
、
も
と
よ
り
の
事
な
れ
ば
、
今
さ
ら
、
な
か
り
け
り
と
、
歎
ず
べ
き
に
は
あ
ら
ざ
る
を
や）

1（
（

」
と
論
じ
た
の
に
対
し
、
久
老
は
、

前
者
に
つ
い
て
は
「
実
に
理
は
さ
る
こ
と
な
れ
と
右
の
歌
は
わ
か
東
方
よ
り
た
つ
春
の
彼
土
ま
で
行
及
ふ
意
な
れ
は
こ
の
一
首
の
趣
必
行

春
と
い
は
で
は
え
あ
ら
ぬ
歌
な
り）

11
（

」、
後
者
に
つ
い
て
は
「
な
か
り
け
り
と
つ
よ
く
い
ひ
捨
た
る
所
に
風
致
有
て
浦
の
苫
や
の
さ
ひ
し
さ

も
見
る
か
こ
と
く
身
に
し
み
て
い
と
め
て
た
き
」
歌
に
な
る
と
反
論
し
て
い
る）

11
（

。

　

そ
し
て
、「
宣
長
を
信
ず
る
事
の
甚
し
き
あ
ま
り
、
古
人
を
な
み
せ
る
お
ふ
け
な
き
わ
ざ
な
ら
ず
や
、
宣
長
に
垣
せ
ら
れ
て
、
そ
の
廓

を
出
る
あ
た
は
ざ
る
頑
愚
の
論
い
ふ
に
た
ら
ず）

11
（

」
と
、
宣
長
に
学
ん
だ
者
た
ち
が
古
の
先
人
の
考
え
を
蔑
ろ
に
し
、
宣
長
の
学
説
に
拘
泥

し
て
い
る
と
批
判
を
加
え
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
久
老
の
主
張
に
対
し
、
龍
麿
は
『
病
床
漫
録
弁
』
に
て
反
論
す
る
。
す
な
わ
ち
歌
の
風
情
を
第
一
に
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
の

論
に
対
し
て
は
、

歌
は
風
致
を
宗
と
し
て
。
姿
詞
を
選
ぶ
べ
き
事
は
い
ふ
も
さ
ら
也
。
よ
き
歌
の
う
へ
に
い
た
り
て
は
。
露
ば
か
り
も
難
あ
り
て
は
。

所
謂
玉
の
疵
に
て
。
い
と
あ
た
ら
し
き
わ
ざ
に
し
あ
れ
ば
。
か
に
か
く
に
難
な
か
ら
む
こ
そ
よ
か
る
べ
け
れ
。
風
致
は
も
と
よ
り
に

て
。
難
な
き
や
う
に
よ
む
そ
。
我
翁
の
教
に
は
あ
り
け
る）

11
（

と
、歌
の
風
情
を
重
ん
じ
る
の
は
大
前
提
で
あ
り
、そ
の
う
え
で
秀
歌
に
お
い
て
は
少
し
で
も
欠
点
が
あ
る
と
そ
の
良
さ
を
大
き
く
損
な
っ

て
し
ま
う
た
め
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
「
我
翁
の
教
」
に
則
っ
て
歌
を
詠
む
と
す
る
。
そ
し
て
「
宣
長
に
垣
せ
ら
れ
て
」
い

る
と
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
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さ
て
又
論
者
。
と
も
す
れ
ば
宣
長
に
垣
せ
ら
れ
て
。
そ
の
廓
を
出
る
事
あ
た
は
ざ
る
は
。
愚
也
と
い
へ
る
に
は
論
あ
り
。
我
翁
の
説

と
い
へ
ど
も
。
み
な
が
ら
よ
し
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
。
百
ち
の
中
に
は
。
考
へ
誤
ら
れ
し
事
も
な
ど
か
な
か
ら
む
。
然
る
を
。
善
悪

の
論
も
な
く
。
ひ
た
ふ
る
に
た
の
み
を
ら
む
は
。
学
問
の
意
に
た
が
ふ
わ
ざ
に
し
あ
れ
ば
。
初
学
の
程
こ
そ
あ
ら
め
。
か
つ
〳
〵
古

へ
の
意
を
も
う
か
か
ふ
ば
か
り
の
学
者
。
心
に
う
べ
な
は
ぬ
事
を
。
誰
か
は
う
け
ひ
く
べ
き
。
説
を
撰
て
と
る
べ
き
事
は
い
ふ
も
さ

ら
也
か
し
。
し
か
は
あ
れ
ど
も
。
学
問
は
よ
く
〳
〵
師
を
撰
ひ
て
す
べ
き
わ
ざ
に
し
あ
れ
ば
。
よ
き
垣
つ
を
い
で
ゝ
。
あ
し
き
流
を

く
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
た
と
ひ
垣
つ
は
出
た
り
と
も
。
あ
し
さ
ま
に
流
れ
ゆ
か
ば
。
何
の
た
け
き
事
か
あ
ら
む）

11
（

と
、
た
と
え
自
分
の
師
で
あ
っ
て
も
「
考
へ
誤
ら
れ
し
事
」
は
あ
る
も
の
で
あ
り
、
師
の
考
え
の
全
て
に
盲
従
し
て
し
ま
う
の
は
「
学
問

の
意
に
た
が
ふ
わ
ざ
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
学
問
を
修
め
る
に
あ
た
っ
て
は
良
い
師
を
選
ん
で
良
い
基
礎
を
築
き
上
げ
る
こ

と
こ
そ
肝
要
で
あ
る
と
し
、
入
門
者
自
ら
が
強
い
意
志
を
持
っ
て
師
に
学
び
を
請
う
べ
き
で
あ
る
旨
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

龍
麿
に
よ
る
宣
長
へ
の
言
及
は
他
に
も
表
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
『
古
言
清
濁
考
』
に
お
け
る
主
張
を
紹
介
す
る
。

近
き
世
と
な
り
て
。
古
学
お
こ
り
て
は
。
古
書
の
か
な
の
清
濁
の
。
わ
か
れ
た
る
事
を
ば
。
大
か
た
人
も
し
れ
ゝ
ど
も
。
そ
も
猶
濁

音
に
は
。
清
音
の
字
を
通
は
し
用
ひ
た
る
事
。
お
ほ
し
と
心
得
て
。
今
の
世
に
濁
る
を
ば
。
皆
濁
り
て
よ
む
は
委
し
か
ら
ず
。
こ
は

い
に
し
へ
と
今
と
。
清
濁
の
か
は
れ
る
事
を
。
い
ま
だ
わ
き
ま
へ
ず
て
。
今
の
言
に
な
づ
み
た
る
ひ
が
こ
と
な
り）

11
（

龍
麿
は
、
現
在
と
古
代
と
で
は
清
濁
音
に
変
化
が
あ
る
た
め
、
古
代
は
濁
音
も
清
音
の
字
で
表
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
現
在
濁
音
と
し

て
読
ま
れ
て
い
る
音
を
全
て
濁
音
と
し
て
認
識
し
て
し
ま
う
の
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
宣
長
も
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、『
古
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言
清
濁
考
』
を
紹
介
し
つ
つ
同
様
の
説
を
述
べ
て
い
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
龍
麿
が
意
見
す
る
一
方
、
清
濁
音
に
つ
い
て
久
老
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

歌
は
雅
言
を
撰
む
も
の
な
れ
は
歌
に
音
便
は
上
古
も
今
も
な
き
こ
と
な
り
濁
音
の
音
便
の
訛
音
に
て
正
音
な
ら
ね
ば
後
の
歌
と
て
も

必
清
音
な
る
へ
き
証
は
数
多
有
へ
き
也
濁
音
の
音
便
な
る
は
ふ
た
ぢ
や
わ
ん
よ
つ
ば
し
と
濁
れ
と
も
も
と
ぢ
や
わ
ん
ば
し
と
濁
る
言

に
は
あ
ら
す
ち
や
わ
ん
は
し
也
し
か
ら
は
濁
音
に
て
正
音
に
は
あ
ら
す
是
に
准
し
て
余
も
知
る
へ
き
也
（
中
略
）
猶
考
る
に
後
世
と

て
も
歌
に
音
便
は
な
け
れ
ど
は
を
わ
の
こ
と
く
ひ
を
い
の
こ
と
く
唱
ふ
る
は
や
か
て
歌
に
も
音
便
の
自
然
に
交
り
来
れ
る
も
の
也
仮

字
の
み
だ
れ
た
る
も
こ
の
音
便
よ
り
み
た
れ
た
る
な
る
へ
し
譬
は
筋
向
を
正
音
に
す
ち
む
か
ひ
と
唱
ふ
る
と
き
は
仮
字
み
た
る
へ
き

に
あ
ら
す
然
る
を
音
便
に
す
ぢ
か
い
と
唱
ふ
る
よ
り
す
ぢ
す
じ
の
仮
字
み
た
れ
む
か
ひ
む
か
い
の
仮
字
も
み
た
れ
た
り
上
古
東
人
の

歌
と
て
も
仮
字
に
み
た
れ
な
き
は
音
の
正
し
か
り
し
故
也
故
上
古
は
仮
字
を
用
ふ
る
に
清
濁
に
は
論
な
き
こ
と
ゝ
見
え
て
今
古
学
者

の
濁
音
と
定
む
る
字
を
古
書
に
清
音
に
用
ひ
た
る
も
多
く
清
音
と
定
む
る
も
濁
音
に
用
ひ
た
る
数
多
あ
り
て
委
し
く
は
分
ち
が
た
し

古
事
記
の
仮
字
に
違
へ
り
と
て
万
葉
を
不
正
と
い
ふ
へ
き
に
あ
ら
す
強
て
こ
の
清
濁
音
の
仮
字
を
分
む
と
す
る
は
か
へ
り
て
古
を
誣

る
ひ
か
言
也）

11
（

久
老
曰
く
、
歌
は
雅
言
に
て
詠
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
濁
音
は
「
音
便
の
訛
音
」
で
あ
る
た
め
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
こ
の

「
歌
は
雅
言
を
選
む
も
の
」
と
い
う
説
は
、
真
淵
の
『
語
意
考
』（
寛
政
元
年
刊
）
に
も
「
う
れ
し
き
を
う
れ
し
い
、
悲
し
き
を
か
な
し
い
、

う
れ
し
く
を
う
れ
し
う
、
か
な
し
く
を
か
な
し
う
、
く
ら
く
し
て
を
く
ら
う
し
て
、
か
ら
く
し
て
を
か
ら
う
し
て
、
な
と
の
類
の
き
を
い

と
い
ひ
、
く
を
う
と
い
ふ
は
皆
平
言
也
、
雅
言
に
は
必
か
な
し
き
・
う
れ
し
く
と
い
へ
り
、
後
世
と
い
へ
と
も
、
歌
に
は
此
平
言
は
い
は
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さ
る
を
、
文
に
は
誤
る
人
有
」
と
あ
り）

11
（

、
久
老
が
真
淵
の
学
説
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
後
世
に
は
歌
に
も
自
然
と

「
音
便
」
が
混
じ
っ
て
来
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仮
名
が
乱
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、「
音
便
」
は
正
し
い
音
で
は
な
い
と
主
張

し
、「
古
学
者
」
が
清
濁
を
強
い
て
弁
別
し
よ
う
と
す
る
の
は
却
っ
て
「
古
を
誣
る
ひ
か
言
」
で
あ
る
と
非
難
す
る
。

　

こ
の
久
老
の
指
摘
に
対
し
、
龍
麿
は
『
病
床
漫
録
弁
』
に
て
、「
此
条
大
に
い
に
し
へ
に
そ
む
き
て
。
論
者
の
学
問
の
麁
漏
な
る
事
あ

ら
は
に
見
え
た
り）

1（
（

」
と
し
て
一
蹴
し
、古
書
に
濁
音
の
仮
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
部
分
を
濁
音
と
し
て
読
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
り
、

歌
に
「
音
便
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
が
故
に
、
上
古
の
濁
音
の
用
い
ら
れ
方
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
の
だ
と

反
論
す
る）

11
（

。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
久
老
が
展
開
し
て
き
た
、
宣
長
の
門
人
が
師
の
学
説
に
拘
泥
し
て
い
る
と
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
よ
う
に
反
論
す
る
。

さ
て
又
宣
長
が
説
に
叶
へ
る
を
正
と
し
。
其
説
に
た
が
ふ
を
ば
。
古
書
と
い
へ
ど
も
不
正
と
せ
り
と
は
。
い
か
な
る
ひ
が
目
ぞ
や
。

よ
く
〳
〵
其
書
の
趣
を
考
へ
て
。
論
は
せ
よ
か
し
。
た
と
ひ
師
と
あ
る
人
の
説
な
り
と
も
。
古
へ
に
た
が
ひ
て
よ
か
ら
ぬ
説
に
は
。

わ
れ
は
よ
ら
ず
。
い
で
や
我
師
の
学
問
は
。
む
ね
と
古
伝
に
よ
り
て
。
い
さ
ゝ
か
も
古
書
の
趣
に
た
が
ふ
事
な
く
。
我
は
た
其
み
か

げ
に
よ
り
て
。
古
言
の
清
濁
を
考
へ
て
。
お
の
が
さ
か
し
ら
は
露
ま
じ
へ
た
る
事
な
し
。
然
る
を
上
古
仮
字
を
用
ふ
る
に
。
清
濁
に

は
論
な
き
事
と
。
お
し
て
さ
だ
め
て
。
強
て
こ
の
清
濁
の
か
な
を
わ
け
む
と
す
る
は
。
か
へ
り
て
古
へ
を
誣
る
ひ
が
事
也
。
と
い
へ

る
論
者
こ
そ
い
に
し
へ
を
誣
る
に
は
あ
り
け
れ）

11
（

す
な
わ
ち
、
た
と
え
師
の
唱
え
る
学
説
で
あ
っ
て
も
「
古
へ
に
た
が
ひ
て
よ
か
ら
ぬ
説
」
で
あ
る
な
ら
ば
依
拠
は
し
な
い
と
し
、
な
お
か

つ
師
の
宣
長
は
古
書
に
表
れ
る
古
伝
を
正
し
く
理
解
し
て
お
り
、
龍
麿
は
そ
の
志
を
受
け
継
い
で
、「
お
の
が
さ
か
し
ら
」
を
加
え
る
こ
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と
な
く
上
古
の
言
葉
の
清
濁
を
研
究
し
た
と
い
う
。
龍
麿
は
宣
長
が
成
し
得
た
よ
う
に
「
古
書
の
趣
」
を
正
し
く
感
得
し
、
そ
の
先
に
古

意
古
道
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
方
途
と
し
て
師
に
盲
従
せ
ず
主
体
的
に
学
究
す
る
と
い
う
姿

勢
を
重
視
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

同
様
の
主
張
は
、『
信
濃
漫
録
』
の
「
詞
に
近
古
な
き
論
」
の
項
に
対
し
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
久
老
は
当
項
に
お
い
て
、

宣
長
か
詞
に
近
古
の
差
別
を
正
し
く
し
て
後
世
風
の
歌
に
古
言
を
ま
じ
へ
古
体
の
歌
に
後
の
言
の
ま
し
れ
る
を
ぬ
え
歌
と
い
ひ
て
え

せ
歌
と
せ
り
げ
に
木
に
竹
を
継
た
ら
む
や
う
に
後
の
風
の
歌
に
古
言
の
ま
じ
れ
る
は
い
か
ゝ
な
れ
ど
詞
は
前
後
の
調
練
に
よ
り
て
古

言
も
後
の
風
の
歌
に
取
ま
じ
へ
て
後
の
言
と
な
れ
り）

11
（

と
、宣
長
が
『
玉
あ
ら
れ
』
に
お
い
て
異
な
る
時
代
の
文
体
と
詞
と
が
混
在
し
た
歌
を
「
ぬ
え
に
似
た
り
」
と
形
容
し
、「
け
だ
も
の
の
こ
ゝ

ち
」
と
評
し
た
こ
と
に
つ
い
て）

11
（

、
詞
は
そ
の
前
後
の
構
成
次
第
で
、
た
と
え
古
い
言
い
回
し
で
あ
っ
て
も
後
世
風
の
も
の
と
し
て
用
い
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
と
反
論
す
る
。
こ
れ
に
対
し
龍
麿
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

詞
に
近
古
な
し
と
は
い
か
で
か
い
は
む
。
き
は
や
か
に
近
古
は
あ
る
也
。（
中
略
）
し
か
は
あ
れ
ど
も
論
者
も
い
へ
る
如
く
。
其
い

ひ
さ
ま
に
よ
り
て
は
。
古
言
も
た
え
て
後
世
風
の
歌
に
用
ふ
ま
じ
き
に
あ
ら
ざ
る
は
勿
論
也
。
定
家
卿
の
歌
に
つ
い
て
い
は
ゞ
。
あ

ま
の
さ
か
て
を
う
つ
た
へ
に
。
い
そ
べ
の
浪
の
う
つ
た
へ
に
と
い
へ
る
。
こ
れ
後
世
風
の
い
ひ
さ
ま
に
て
。
万
葉
の
歌
な
る
う
つ
た

へ
て
ふ
詞
の
用
ひ
さ
ま
と
は
ひ
と
し
か
ら
ず
。
新
古
今
の
頃
の
人
々
。
万
葉
の
詞
を
と
り
て
よ
め
る
歌
い
と
お
ほ
し
。
今
も
と
り
て

よ
ろ
し
き
詞
は
あ
る
也
。
そ
も
〳
〵
言
葉
は
。
神
代
よ
り
今
に
わ
た
り
て
用
ふ
る
も
。
後
世
に
は
た
え
て
用
ひ
ぬ
も
あ
り
て
。
一
向
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に
は
い
ひ
か
た
し
。
此
事
は
ひ
と
ゝ
せ
或
人
の
難
し
た
る
を
。
我
友
三
井
高
蔭
が
委
し
く
弁
じ
た
れ
ば
。
今
は
其
お
ほ
む
ね
を
い
へ

り
。
か
く
て
我
師
の
い
は
れ
し
は
。
万
葉
の
詞
な
ど
は
。
後
世
の
歌
に
た
え
て
用
ひ
ず
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
。
其
用
ひ
さ
ま
よ
か
ら

で
。
木
に
竹
を
つ
ぎ
た
ら
む
さ
ま
な
る
を
。
あ
し
と
は
い
へ
る
也）

11
（

龍
麿
は
、
歌
の
詞
に
絶
対
的
な
近
古
の
区
別
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
久
老
の
主
張
し
た
よ
う
に
古
言
を
後
世
風
の
歌
に
用
い
る
例
も
あ

る
事
は
肯
定
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
龍
麿
は
、
言
葉
の
中
に
は
神
代
の
昔
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
も
の
も
、
絶
え
て
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
も
の
も
存
在
す
る
と
し
、こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
三
井
高
蔭
（
宝
暦
九
～
天
保
一
〇
）
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
と
紹
介
し
て
い
る
。

　

松
坂
に
生
ま
れ
た
高
蔭
は
安
永
八
年
に
宣
長
に
入
門
し
、『
弁
玉
あ
ら
れ
論
』（
文
化
一
三
年
刊
）
を
執
筆
し
た
。
こ
れ
は
、
前
述
の
宣

長
の
『
玉
あ
ら
れ
』
に
対
し
、
真
淵
に
学
ん
だ
村
田
春
海
と
加
藤
千
蔭
が
『
玉
あ
ら
れ
論
』（
寛
政
四
年
跋
、
文
化
一
二
年
刊
）
を
著
し

て
宣
長
の
学
説
を
批
判
し
た
こ
と
を
受
け
、
そ
の
『
玉
あ
ら
れ
論
』
に
反
論
す
る
た
め
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
龍
麿
と
高
蔭
と
の
交

流
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
龍
麿
は
高
蔭
の
著
作
に
触
れ
、
自
身
と
同
じ
く
宣
長
に
学
ん
だ
者
の
学
説
と
し
て
提
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
『
玉
あ
ら
れ
論
』
は
、『
玉
あ
ら
れ
』
に
お
け
る
先
述
の
詞
の
近
古
の
論
に
対
し
て
、

此
論
は
、
賀
茂
の
翁
の
文
を
そ
し
る
人
の
常
に
い
ふ
事
な
り
。
こ
と
わ
り
も
て
い
ふ
時
は
、
古
ぶ
り
の
文
は
古
の
詞
の
み
用
ひ
、
後

の
世
の
す
が
た
の
文
は
、
後
の
世
の
詞
の
み
に
て
つ
く
る
べ
き
事
の
や
う
な
り
。
さ
れ
ど
こ
は
文
か
く
事
を
よ
く
も
し
ら
で
、
た
ゞ

こ
と
わ
り
を
も
て
お
し
て
し
か
な
ら
ん
と
お
も
ひ
て
い
ふ
な
り）

11
（
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と
、
か
か
る
宣
長
の
論
は
「「
賀
茂
の
翁
の
文
」
を
攻
撃
す
る
人
が
常
に
言
う
こ
と
で
あ
」
り
、「
言
葉
の
新
旧
が
混
交
す
る
こ
と
が
よ
く

な
い
と
い
う
の
は
理
屈
の
上
で
は
正
し
い
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
忠
実
に
守
ろ
う
と
す
る
の
は
作
文
の
実
状
を
よ
く
知
ら
な
い
者
の
机
上

の
空
論
で
あ
る
」
と
し
て
苦
言
を
呈
し
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
高
蔭
は
、『
弁
玉
あ
ら
れ
論
』
の
「
時
代
の
ふ
り
の
た
が
ひ
」
の
章
に

お
い
て
、「
古
へ
の
言
後
の
言
の
け
ぢ
め
を
云
む
に
千
言
万
語
こ
と
〴
〵
く
古
へ
と
後
と
別
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
神
代
よ
り
今
に
わ
た
り

て
同
し
詞
も
あ
り
又
中
に
は
古
と
後
と
大
に
異
に
し
て
決
て
混
ず
ま
じ
き
も
多
し）

11
（

」
と
、
先
ほ
ど
龍
麿
が
紹
介
し
て
い
た
よ
う
に
、
詞
の

近
古
に
つ
い
て
全
て
が
上
古
と
現
在
と
で
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
旨
を
展
開
し
て
お
り
、
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
て
此
條
を
も
岡
部
大
人
の
文
を
思
て
云
れ
た
る
如
く
に
論
し
た
れ
と
も
此
條
は
未
熟
の
輩
の
文
に
近
古
混
雑
す
る
事
の
多
き
を
正

さ
れ
た
る
も
の
に
し
て
岡
部
大
人
の
文
を
思
ひ
て
に
は
あ
ら
ず
但
し
他
の
條
々
に
は
か
の
大
人
の
文
を
思
ひ
て
云
れ
た
る
事
も
あ
る

へ
し
そ
の
故
は
吾
翁
の
つ
ね
〳
〵
い
は
る
ゝ
や
う
は
岡
部
大
人
は
今
の
世
に
し
て
古
へ
ぶ
り
の
歌
を
も
よ
み
文
を
も
作
る
事
を
始
め

ら
れ
た
る
こ
と
古
今
に
秀
た
る
大
才
大
功
に
し
て
ま
こ
と
に
古
学
の
祖
な
り
然
れ
ど
も
古
ぶ
り
の
開
き
始
め
な
る
が
ゆ
ゑ
に
な
ほ
委

し
か
ら
ざ
る
事
多
く
ま
た
行
過
た
る
事
な
ど
も
あ
り
て
か
へ
り
て
古
に
違
へ
る
ひ
が
こ
と
も
多
き
な
り
こ
れ
も
と
よ
り
然
あ
る
べ
き

こ
と
わ
り
な
り
此
大
業
は
つ
ぎ
〳
〵
に
数
人
の
手
を
経
て
こ
そ
全
く
成
り
終
る
べ
き
も
の
な
れ
初
よ
り
た
ゞ
一
人
の
力
に
て
全
く
成

り
終
へ
き
に
あ
ら
ず
然
る
を
此
大
人
は
既
大
成
し
て
此
上
加
ふ
へ
き
事
な
し
と
思
ふ
は
猶
古
へ
に
委
し
か
ら
ず
し
て
そ
の
ひ
が
こ
と

有
を
得
し
ら
ざ
る
も
の
な
り）

11
（

高
蔭
に
よ
る
と
、『
玉
あ
ら
れ
』
の
当
該
条
は
真
淵
に
つ
い
て
で
は
な
く
未
熟
者
の
文
に
近
古
の
言
葉
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
へ
の
指
摘

が
主
目
的
で
あ
る
が
、
他
の
条
の
な
か
に
は
真
淵
の
文
を
念
頭
に
置
い
た
記
述
も
あ
る
と
い
う
。
宣
長
曰
く
、
真
淵
は
「
古
学
の
祖
」
で
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あ
る
と
し
つ
つ
も
祖
で
あ
る
が
故
に
そ
の
学
問
に
は
不
十
分
な
点
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
古
学
の
追
究
と
い
う
行
為

は
一
人
だ
け
で
な
く
何
人
も
の
手
を
経
る
こ
と
で
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
真
淵
の
時
点
で
完
成
さ
れ
た
と
思
い
込
む
の
は
「
古
へ

に
委
か
ら
ず
し
て
そ
の
ひ
が
こ
と
有
を
得
し
ら
ざ
る
」
行
い
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
宣
長
は
、
古
道
の
闡
明
は
多
く
の
人
々
の
力
を
得

る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
批
判
を
承
知
で
師
の
真
淵
の
誤
り
を
指
摘
す
る
の
は
「
学
の
道
の
明
ら
か
な
ら
む
事）

1（
（

」
を
願
っ
て

の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
宣
長
の
姿
勢
は
、『
玉
勝
間
』
巻
二
（
寛
政
七
年
刊
）
の
「
師
の
説
に
な
づ
ま
ざ
る
事
」
に
お
い
て
も
表
明
さ
れ
て
お
り）

11
（

、

師
説
の
更
新
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
高
蔭
や
龍
麿
に
お
い
て
も
受
け
継
が
れ
た
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
龍
麿
の
『
万
葉
集
』
研
究
の
方

針
は
宣
長
の
そ
れ
を
多
分
に
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
節
で
見
た
龍
麿
の
研
究
そ
の
も
の
に
関
す
る
態
度
か
ら
は
、
単
に

そ
れ
が
宣
長
の
影
響
下
に
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
宣
長
の
方
針
を
踏
ま
え
た
う
え
で
新
し
い
視
点
で
の
『
万
葉
集
』
研
究
に
取
り
組
も

う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
主
体
性
を
も
っ
た
研
究
態
度
は
、
宣
長
の
門
人
た
ち
の
間
に
広
く
浸
透
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

龍
麿
の
学
問
や
古
道
探
究
の
姿
勢
に
お
い
て
は
、
宣
長
の
学
説
が
そ
の
基
盤
を
形
成
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
龍
麿
に
お
い
て
は

師
の
説
を
克
服
す
る
こ
と
が
正
し
き
学
問
の
道
で
あ
る
と
強
く
認
識
さ
れ
て
お
り
、
語
学
や
古
道
探
究
の
発
展
に
先
鞭
を
つ
け
た
真
淵
の

顕
彰
を
龍
麿
が
意
識
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
真
龍
の
著
作
に
先
師
の
更
新
の
意
識
が
ど
の
程
度
表
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
は
追
っ
て
調
査
が
必
要
で
あ
る
が
、
遠
江
に
お
い
て
は
遅
く
と
も
龍
麿
の
時
点
で
既
に
そ
の
意
識
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
安
永

四
年
に
宣
長
の
学
説
が
遠
江
に
も
た
ら
さ
れ
て
以
降
、
遠
江
に
お
け
る
国
学
の
展
開
は
龍
麿
の
時
代
ま
で
に
、
師
説
の
享
受
に
留
ま
ら
な

い
、
学
び
の
道
の
発
展
の
た
め
の
敬
意
を
備
え
た
先
学
の
克
服
と
い
う
段
階
に
到
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

以
上
、
本
論
文
で
は
、
石
塚
龍
麿
の
歌
論
、
な
か
で
も
『
万
葉
集
』
研
究
を
通
し
て
、
彼
の
古
道
論
や
そ
の
探
究
姿
勢
の
特
徴
に
つ
い

て
検
討
し
た
。

　

龍
麿
は
、
和
歌
を
詠
む
際
の
心
構
え
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
『
や
ま
菅
』
を
執
筆
し
た
。『
や
ま
菅
』
は
和
歌
の
実
作
の
益
と
な

る
書
で
あ
る
が
、
龍
麿
は
そ
の
目
的
に
加
え
、
実
作
を
通
し
て
古
道
を
探
究
し
理
解
す
べ
き
旨
を
主
張
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、『
や

ま
菅
』
に
お
い
て
は
皇
国
の
古
の
心
を
以
っ
て
和
歌
を
詠
む
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
漢
籍
や
仏
説
を
典
拠
と
す
る
事
跡
を
採
用
す
べ
き

で
な
い
こ
と
が
徹
底
さ
れ
た
。
ま
た
、
真
淵
が
『
万
葉
集
』
を
基
準
と
し
て
古
意
の
探
究
を
目
指
し
て
い
た
の
に
対
し
、
龍
麿
は
『
古
事

記
』
に
表
れ
る
神
代
を
基
準
と
し
た
う
え
で
和
歌
を
通
じ
て
古
道
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
は
宣
長
の
方
法
を
踏
襲
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
龍
麿
は
宣
長
の
よ
う
に
『
万
葉
集
』
を
古
道
探
究
の
一
道
具
と
し
て
は
用
い
ず
、
む
し
ろ
『
万
葉
集
』
を
対
象
と
し
て

古
道
を
認
識
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
。
龍
麿
が
『
や
ま
菅
』
を
著
し
た
こ
と
に
よ
り
、遠
江
の
『
万
葉
集
』
研
究
は
宣
長
の
方
法
論
を
以
っ

て
真
淵
の
問
題
意
識
と
対
峙
す
る
と
い
う
新
た
な
展
開
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
龍
麿
の
研
究
姿
勢
の
背
景
に
は
、
師
説
に
盲
従
す
る
こ
と
な
く
真
実
の
究
明
を
志
向
す
る
と
い
う
強
い
意
志
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
宣
長
が
特
に
重
視
し
て
い
た
態
度
で
あ
り
、
龍
麿
は
勿
論
、
他
の
宣
長
の
門
人
に
お
い
て
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
龍
麿
の
研
究

姿
勢
の
形
成
に
は
宣
長
が
大
き
く
寄
与
し
て
お
り
、
宣
長
も
ま
た
龍
麿
の
研
究
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
宣
長
の
学
問
姿

勢
に
深
く
共
感
す
る
龍
麿
と
、
真
淵
を
遵
奉
す
る
真
龍
と
の
間
に
は
研
究
姿
勢
を
巡
っ
て
齟
齬
が
生
じ
て
い
た
。
龍
麿
に
よ
る
、
彼
の
最

初
の
師
で
あ
る
真
龍
と
の
研
究
方
針
の
対
立
、
そ
し
て
真
淵
に
学
ん
だ
久
老
と
の
対
立
は
、
延
い
て
は
龍
麿
と
真
淵
と
の
対
立
、
つ
ま
り

遠
州
に
お
け
る
県
門
と
鈴
門
の
対
立
と
い
う
構
図
を
生
ん
だ
。
し
か
し
、
今
ま
で
見
て
き
た
龍
麿
の
研
究
態
度
、
そ
し
て
宣
長
へ
の
入
門
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以
前
に
真
龍
に
学
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
推
測
す
る
に
、
龍
麿
に
お
い
て
真
淵
と
い
う
存
在
は
、
学
び
の
師
と
し
て
宣
長
と
同
様
に
強
く
意

識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

註
（
（
） 

小
山
正
後
援
会
、
昭
和
三
一
年
（
同
五
六
年
に
世
界
聖
典
刊
行
協
会
に
よ
り
増
補
改
訂
版
刊
行
）。

（
（
） 

橋
本
進
吉
「
国
語
仮
名
遣
研
究
史
上
の
一
発
見
―
石
塚
龍
麿
の
仮
名
遣
奥
山
路
に
つ
い
て
」（『
文
字
及
び
仮
名
遣
の
研
究
』
橋

本
進
吉
博
士
著
作
集
第
三
冊
、岩
波
書
店
、昭
和
二
四
年
）
や
、寺
田
泰
政
「
宣
長
と
遠
江
国
学
の
国
語
研
究
」（『
日
本
文
学
論
究
』

二
四
、
昭
和
四
〇
年
）、
片
山
武
『
賀
茂
真
淵
門
流
の
万
葉
集
研
究
』（
万
葉
書
房
、
平
成
二
六
年
）
な
ど
。

（
（
） 

北
岡
四
良
著
・
故
北
岡
四
良
教
授
遺
稿
集
刊
行
会
編
刊
『
近
世
国
学
者
の
研
究
─
谷
川
士
清
と
そ
の
周
辺
』（
昭
和
五
二
年
）

四
九
〇
頁
。

（
（
） 

拙
稿
「『
仏
度
伝
』
に
見
る
内
山
真
龍
の
神
観
と
仏
教
観
」（『
國
學
院
雜
誌
』
一
一
九
巻
八
号
、
平
成
三
〇
年
）。

（
（
） 

大
八
洲
出
版
、
昭
和
二
二
年
、
二
四
三
頁
。
本
書
は
中
澤
伸
弘
・
宮
崎
和
廣
編
『
宣
長
・
鈴
屋
関
係
資
料
集　

研
究
篇
四
』（
ク

レ
ス
出
版
、
平
成
二
四
年
）
に
再
録
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
の
引
用
は
当
該
書
に
よ
る
。

（
（
） 『
県
史
』
三
八
〇
頁
。

（
（
） 『
県
史
』
三
八
〇
頁
。

（
8
） 

以
下
、
歌
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

（
（
） 

前
者
の
故
事
は
『
呂
氏
春
秋
』
巻
一
四
「
孝
行
覧
」（
楠
山
春
樹
『
呂
氏
春
秋
』
中
、
新
編
漢
文
選
二
、
明
治
書
院
、
平
成
九
年
、
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三
七
六
頁
）
や
『
列
子
』
巻
五
「
湯
問
」（『
漢
文
大
系
』
一
三
、
冨
山
房
、
昭
和
五
〇
年
、
増
補
版
、
二
〇
頁
）
な
ど
を
、
後
者

は
『
孝
子
伝
』
所
載
の
「
原
谷
」（
幼
学
の
会
編
『
孝
子
伝
注
解
』
汲
古
書
院
、
平
成
一
五
年
、
二
頁
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
龍
麿
の
漢
籍
・
仏
説
受
容
の
実
態
は
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
本
論
文
で
は
便
宜
的
に
、
龍
麿
が
言
及
し
て
い
る
故
事
が
記
載

さ
れ
て
い
る
漢
籍
の
情
報
の
み
を
提
示
し
て
い
る
。

（
（0
） 『
県
史
』
三
八
〇
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
〇
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
五
頁
。『
山
海
経
』
の
当
該
箇
所
は
、
巻
五
「
中
山
経
」（
前
野
直
彬
『
山
海
経
・
列
仙
伝
』
全
釈
漢
文
大
系

三
三
、
集
英
社
、
昭
和
五
〇
年
、
三
四
六
頁
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
五
頁
。『
晋
書
』
の
当
該
箇
所
は
、
巻
五
〇
「
列
伝　

王
羲
之
」（『
和
刻
本
正
史　

晋
書
』
二
、
汲
古
書
院
、
昭

和
四
六
年
、
一
〇
二
三
頁
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
） 『
万
葉
集
』
以
外
の
歌
集
へ
の
言
及
は
、
具
体
的
に
『
拾
遺
和
歌
集
』
へ
の
言
及
が
八
項
、『
千
載
和
歌
集
』『
古
今
和
歌
集
』
が

各
二
項
（
同
じ
項
数
の
歌
集
の
記
載
は
『
や
ま
菅
』
で
の
登
場
順
、
以
下
同
）、『
堀
河
院
百
首
和
歌
』『
和
漢
朗
詠
集
』『
新
千
載

和
歌
集
』『
暮
春
白
河
尚
歯
会
和
歌
』『
草
庵
集
』『
新
勅
撰
和
歌
集
』『
後
拾
遺
和
歌
集
』『
伊
勢
集
』『
後
撰
和
歌
集
』
が
各
一
項

で
あ
る
。
な
お
、
一
つ
の
項
で
複
数
の
歌
集
へ
の
言
及
が
あ
る
例
や
、
歌
集
の
登
場
し
な
い
項
が
あ
る
た
め
、
全
項
数
と
歌
集
へ

の
言
及
の
あ
る
項
数
は
一
致
し
な
い
。

（
（（
） 『
本
居
宣
長
全
集
』
一
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
三
年
）
一
七
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
七
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
一
頁
。
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（
（8
） 『
県
史
』
三
八
二
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
三
～
三
八
四
頁
。

（
（0
） 『
県
史
』
三
七
九
頁
。

（
（（
） 
牽
牛
・
織
女
の
伝
に
つ
い
て
は
、『
文
選
』
二
九
（
花
房
英
樹
『
全
釈
漢
文
大
系
』
二
九
、
集
英
社
、
昭
和
四
九
年
、
二
四
二
頁
）、

『
荊
楚
歳
時
記
』（
中
村
裕
一
『
訳
注
荊
楚
歳
時
記
』
汲
古
書
院
、
令
和
元
年
、
三
〇
六
頁
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
七
九
～
三
八
〇
頁
。「
謂
酒
清
者
」
云
々
の
伝
に
つ
い
て
は
、『
三
国
志
』
巻
二
七
（『
和
刻
本
正
史　

三
国
志
』
二
、

汲
古
書
院
、
昭
和
四
七
年
、
五
一
一
頁
）、「
価
無
宝
」
は
、『
妙
法
蓮
華
経
』
四
（
高
楠
順
次
郎
編
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
九
、
大

正
一
切
経
刊
行
会
、
大
正
一
四
年
、
二
九
頁
）、「
夜
光
玉
」
は
、『
史
記
』
八
三
（
水
沢
利
忠
『
新
釈
漢
文
大
系
』
八
九
、
明
治
書

院
、
平
成
五
年
、
三
二
〇
頁
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
六
頁
。『
兼
名
苑
』
は
唐
僧
遠
年
の
撰
で
あ
る
が
逸
書
で
あ
り
、
当
該
記
述
は
『
和
歌
童
蒙
抄
』
巻
七
の
「
桂
」

の
項
に
見
ら
れ
る
（
黒
田
彰
子
『
和
歌
童
蒙
抄
注
解
』
青
簡
舎
、
平
成
三
一
年
、
六
七
七
頁
）。

（
（（
） 『
県
史
』
三
八
六
～
三
八
七
頁
。

（
（（
） 『
本
居
宣
長
の
万
葉
学
』
二
四
四
～
二
四
五
頁
。

（
（（
） 『
本
居
宣
長
の
万
葉
学
』
一
七
四
頁
。

（
（（
） 

大
久
保
『
万
葉
集
の
諸
相
』（
明
治
書
院
、
昭
和
五
五
年
）
三
一
〇
頁
。

（
（8
） 『
万
葉
集
の
諸
相
』
同
頁
。
な
お
大
久
保
に
よ
る
契
沖
、
荷
田
春
満
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
同
書
三
〇
五
～
三
一
〇
頁
や
『
万
葉

の
伝
統
』（
塙
書
房
、
昭
和
三
二
年
）
二
四
七
～
二
八
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
） 『
万
葉
の
伝
統
』
三
〇
六
～
三
〇
七
頁
。
な
お
大
久
保
は
、「
宣
長
が
道
を
形
成
し
て
居
る
と
し
た
古
代
の
真
実
相
を
記
紀
二
典
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の
そ
れ
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
の
根
拠
を
宣
長
自
身
の
説
明
に
聞
く
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
し
、「
宣
長
が
先

入
的
に
記
紀
を
絶
対
視
し
て
ゐ
た
た
め
と
解
す
る
以
外
は
無
い
」と
述
べ
て
い
る（『
本
居
宣
長
の
万
葉
学
』一
八
八
～
一
八
九
頁
）。

（
（0
） 『
万
葉
の
伝
統
』
同
頁
。

（
（（
） 『
本
居
宣
長
の
万
葉
学
』
二
四
五
頁
。

（
（（
） 

北
岡
前
掲
書
、
五
〇
六
頁
。

（
（（
） 

岩
崎
鐡
志
『
内
山
真
龍
─
し
た
た
か
な
地
方
文
人
』（
天
竜
市
役
所
、
昭
和
五
七
年
）
一
九
一
頁
掲
載
写
真
に
よ
る
。

（
（（
） 

小
山
『
内
山
真
龍
の
研
究
』（
内
山
真
龍
会
、
昭
和
二
五
年
〔
同
五
四
年
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
に
よ
り
増
補
改
訂
版
刊
行
〕）

五
三
〇
頁
。

（
（（
） 

前
掲
拙
稿
を
参
照
。

（
（（
） （
寛
政
六
年
二
月
二
日
付
長
瀬
真
幸
宛
宣
長
書
簡
）「
出
雲
風
土
記
解
作
者
ハ
、
遠
江
国
豊
田
郡
二
俣
郷
大
谷
村
内
山
弥
兵
衛
真

龍
ト
申
仁
ニ
而
、岡
部
翁
門
人
ニ
御
座
候
、愚
老
門
人
ニ
而
ハ
無
御
座
候
」（『
本
居
宣
長
全
集
』
一
七
、昭
和
六
二
年
、二
一
六
頁
）。

（
（（
） （『
病
床
漫
録
弁
』
序
文
）「
荒
木
田
久
老
神
主
の
あ
ら
は
せ
る
。
病
床
漫
録
と
い
ふ
も
の
を
見
る
に
。
我
故
本
居
の
翁
の
説
を
。

み
だ
り
に
あ
げ
つ
ろ
へ
る
事
ど
も
お
ほ
か
る
中
に
。
見
過
し
か
た
き
ふ
し
〳
〵
を
い
さ
ゝ
か
弁
ず
」（『
県
史
』
一
八
七
頁
）

（
（8
） 

中
村
一
基
「
鈴
門
の
形
成
と
展
開
」（
岡
中
正
行
・
鈴
木
淳
・
中
村
一
基
編
著
『
本
居
宣
長
と
鈴
屋
社
中
』
錦
正
社
、
昭
和
五
九

年
）
四
二
四
頁
。

（
（（
） 『
荒
木
田
久
老
歌
文
集
並
伝
記
』（
神
宮
司
庁
、
昭
和
二
八
年
、
以
下
『
伝
記
』）
五
四
頁
。

（
（0
） 『
本
居
宣
長
全
集
』
三
、
昭
和
四
四
年
、
三
〇
〇
頁
。

（
（（
） 『
本
居
宣
長
全
集
』
三
、三
三
九
頁
。
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（
（（
） 『
荒
木
田
久
老
歌
文
集
並
伝
記
』
五
四
頁
。

（
（（
） 『
荒
木
田
久
老
歌
文
集
並
伝
記
』
五
五
頁
。

（
（（
） 『
伝
記
』
五
六
頁
頭
書
。

（
（（
） 『
県
史
』
一
九
二
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
一
九
三
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
一
七
四
頁
。

（
（8
） （『
玉
勝
間
』
巻
四
〔
寛
政
九
年
刊
〕「
古
言
清
濁
考
の
事
」）「（
仮
名
遣
い
は
）
古
事
記
は
殊
に
た
ゞ
し
く
、
次
に
万
葉
、
次
に

書
紀
也
、（
中
略
）
さ
て
そ
の
す
み
に
ご
り
、
今
の
世
に
い
ふ
と
は
、
こ
と
な
る
も
多
き
を
、
人
皆
、
通
は
し
書
た
り
と
思
ひ
、
あ

る
は
混
ひ
た
る
也
と
思
ひ
、
あ
る
は
濁
る
音
に
は
、
清
音
の
字
を
も
書
る
例
也
、
な
ど
思
ひ
を
る
は
、
く
は
し
か
ら
ざ
る
こ
と
也
、

さ
ら
に
さ
る
事
に
は
あ
ら
ず
、
古
と
今
と
、
い
ふ
言
の
清
濁
の
か
は
れ
る
也
（
中
略
）
お
の
が
を
し
へ
の
子
に
、
遠
江
国
ふ
ち
の

郡
細
田
村
の
人
、
石
塚
龍
麻
呂
な
ん
、
こ
の
事
に
心
お
こ
し
て
、
古
書
ど
も
を
、
あ
ま
ね
く
く
は
し
く
か
む
か
へ
わ
た
し
て
、
此

ち
か
き
ほ
ど
、
古
言
清
濁
考
と
い
ふ
ふ
み
を
あ
ら
は
し
た
り
け
る
、（
中
略
）
い
に
し
へ
ま
な
び
せ
む
と
も
が
ら
は
、
此
清
濁
考
、

か
な
ら
ず
見
べ
き
書
ぞ
か
し
」（『
本
居
宣
長
全
集
』
一
、一
四
三
～
一
四
四
頁
）。

（
（（
） 『
伝
記
』
六
〇
～
六
一
頁
。

（
（0
） 『
賀
茂
真
淵
全
集
』
一
九
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
五
五
年
、
一
四
三
～
一
四
四
頁
。

（
（（
） 『
県
史
』
一
九
六
頁
。

（
（（
） （『
病
床
漫
録
弁
』）「
そ
も
〳
〵
濁
音
の
音
便
な
る
よ
し
は
論
な
し
。〔
連
声
の
便
に
し
た
か
ひ
て
。
清
音
の
濁
音
に
な
る
を
。
音

便
と
は
い
ふ
也
。
後
世
に
カ
キ
テ
を
か
い
て
。
ユ
キ
テ
を
ゆ
い
て
と
い
ふ
類
に
は
あ
ら
ず
。〕古
書
に
濁
音
の
仮
字
を
用
ひ
た
る
は
。
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濁
り
て
と
な
へ
た
る
ゆ
ゑ
な
る
を
。
歌
に
は
音
便
な
し
と
。
か
た
く
な
に
思
へ
る
か
ら
。
古
へ
は
濁
り
て
は
よ
ま
ざ
り
し
や
う
に
。

思
ひ
ま
と
へ
る
也
。
仮
字
の
み
だ
れ
た
る
は
。
此
音
便
よ
り
乱
れ
た
る
な
る
べ
し
と
い
へ
る
。
此
な
る
べ
し
と
い
ふ
詞
に
て
。
此

人
音
の
よ
り
て
来
た
る
趣
を
し
ら
ざ
る
程
見
え
た
り
」（『
県
史
』
一
九
六
頁
）。

（
（（
） 『
県
史
』
一
九
六
頁
。

（
（（
） 『
伝
記
』
五
五
～
五
六
頁
。

（
（（
） （『
玉
あ
ら
れ
』
文
の
部
「
時
代
の
ふ
り
の
た
が
ひ
」）「
今
の
人
の
文
は
、時
代
の
わ
き
ま
へ
な
く
し
て
、中
昔
の
ふ
り
な
る
文
に
、

奈
良
以
前
の
詞
も
、
を
り
〳
〵
ま
じ
り
、
又
ふ
る
き
ふ
り
な
る
文
に
、
む
げ
に
近
き
世
の
詞
も
ま
じ
り
な
ど
し
て
、
か
の
鳴
声
ぬ

え
に
似
た
り
と
か
い
ひ
て
、
む
か
し
有
け
む
け
だ
も
の
の
こ
ゝ
ち
す
る
ぞ
多
か
る
」（『
本
居
宣
長
全
集
』
五
、
昭
和
四
五
年
、

五
一
五
～
五
一
六
頁
）。

（
（（
） 『
県
史
』
一
九
四
～
一
九
五
頁
。

（
（（
） 

田
中
康
二
『
本
居
宣
長
の
国
文
学
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
二
七
年
）
二
〇
三
頁
。

（
（8
） 

田
中
前
掲
書
、
同
頁
。

（
（（
） 

松
阪
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
松
阪
市
史
』
七
（
史
料
編
文
学
、
蒼
人
社
、
昭
和
五
五
年
）
三
九
七
頁
。

（
（0
） 『
松
阪
市
史
』
七
、
同
頁
。

（
（（
） 『
松
阪
市
史
』
七
、三
九
八
頁
。

（
（（
） 「
お
の
れ
古
典
を
と
く
に
、
師
の
説
と
た
が
へ
る
こ
と
多
く
、
師
の
説
の
わ
ろ
き
事
あ
る
を
ば
、
わ
き
ま
へ
い
ふ
こ
と
も
お
ほ
か

る
を
、
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
思
ふ
人
お
ほ
か
め
れ
ど
、
こ
れ
す
な
は
ち
わ
が
師
の
心
に
て
、
つ
ね
に
を
し
へ
ら
れ
し
は
、
後

に
よ
き
考
へ
の
出
来
た
ら
ん
に
は
、
か
な
ら
ず
し
も
師
の
説
に
た
が
ふ
と
て
、
な
は
ゞ
か
り
そ
と
な
む
、
教
へ
ら
れ
し
、
こ
は
い
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と
た
ふ
と
き
を
し
へ
に
て
、
わ
が
師
の
、
よ
に
す
ぐ
れ
給
へ
る
一
つ
也
」（『
本
居
宣
長
全
集
』
一
、八
七
～
八
八
頁
）。


