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谷
口
雅
博
著

『
風
土
記
説
話
の
表
現
世
界
』

橋
本
雅
之

　

本
書
は
、
こ
れ
ま
で
谷
口
雅
博
氏
が
発
表
さ
れ
て
き
た
古
風
土
記
関
係

の
論
考
を
ま
と
め
て
一
書
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
目
次
に
よ
っ
て
本
書
の

構
成
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

序
章　

風
土
記
の
成
立
と
性
質

第
一
部　

風
土
記
の
異
伝

　

第
一
章　
『
常
陸
国
風
土
記
』
国
号
起
源
説
話
考

　

第
二
章　
『
播
磨
国
風
土
記
』「
一
云
」「
一
家
云
」
の
用
法

　

第
三
章　
『
肥
前
国
風
土
記
』
佐
嘉
郡
郡
名
起
源
説
話
の
特
質

第
二
部　

風
土
記
の
作
品
世
界

　

第
四
章　
『
常
陸
国
風
土
記
』「
風
俗
諺
」
の
記
載
意
義

〔
書
評
〕

　

第
五
章　
『
常
陸
国
風
土
記
』
倭
武
天
皇
の
時
代
認
識

　

第
六
章　
『
常
陸
国
風
土
記
』
多
珂
郡
「
サ
チ
争
い
」
説
話
の
意
義

　

第
七
章　
『
出
雲
国
風
土
記
』「
古
老
伝
云
」
の
内
と
外

　

第
八
章　
『
出
雲
国
風
土
記
』
郡
郷
名
の
表
記
意
識

　

第
九
章　
『
出
雲
国
風
土
記
』
地
名
起
源
記
事
の
文
体

第
三
部　

風
土
記
神
話
の
文
学
性

　

第
十
章　

風
土
記
の
異
類
婚

　

第
十
一
章　
『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
「
事
向
」
の
文
脈

　

第
十
二
章　
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
「
御
祖
命
」

　

第
十
三
章　
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
天
日
槍
命
と
葦
原
志
許
乎
命

　

第
十
四
章　
『
肥
前
国
風
土
記
』
弟
日
姫
子
説
話
考

終
章　

風
土
記
の
装
い
と
記
事
配
列
意
識

　

以
上
、
序
章
、
終
章
に
加
え
て
三
部
十
四
章
か
ら
な
る
大
著
で
あ
る
。

谷
口
氏
の
堅
実
な
研
究
に
つ
い
て
は
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
書

に
お
い
て
も
用
例
の
丁
寧
な
分
析
と
そ
れ
に
基
づ
く
慎
重
な
判
断
と
い
う

姿
勢
は
一
貫
し
て
い
る
。
以
下
、
本
書
の
論
考
の
紹
介
と
私
な
り
に
感
じ

た
こ
と
を
い
さ
さ
か
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

　

さ
て
、
本
書
に
お
け
る
谷
口
氏
の
基
本
的
方
法
は
、
和
銅
六
年
の
官
命

に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
古
風
土
記
の
神
話
・
伝
説
を
、
そ
の
編
纂
の
意
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図
に
即
し
て
解
釈
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る
。
ま
ず
、
第
一
部
「
風

土
記
の
異
伝
」
は
、「
或
曰
」「
一
云
」「
一
家
云
」
な
ど
の
形
で
記
さ
れ

た
異
伝
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
記
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
の
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
谷
口
氏
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
の

国
号
起
源
説
話
に
み
ら
れ
る
倭
武
天
皇
の
異
伝
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
主
伝

承
を
補
足
的
す
る
よ
う
な
付
属
的
記
事
で
は
な
く
、

　
　

�

む
し
ろ
二
つ
の
記
事
が
存
在
す
る
こ
と
で
記
事
が
完
結
す
る
と
い
う

あ
り
か
た
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
二
八
頁
）

と
指
摘
す
る
。
谷
口
氏
は
慎
重
に
断
定
を
避
け
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で

挙
げ
ら
れ
て
い
る
異
族
記
事
の
あ
り
方
と
合
わ
せ
て
考
え
た
と
き
、
谷
口

氏
の
解
釈
は
妥
当
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
異
伝
の
捉
え
方
は
、『
播

磨
国
風
土
記
』
の
「
一
云
」「
一
家
云
」
の
用
法
分
析
に
お
い
て
も
明
確

に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
風
土
記
に
お
け
る
異
伝
記
載
の
意
味
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
も
論
じ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
た
と
え
ば
山
田
直
巳
は
、
異

説
を
記
す
こ
と
で
地
名
起
源
譚
は
絶
対
性
を
喪
失
し
、
神
話
は
歴
史
に

よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
、
と
い
う
点
に
異
伝
記
載
の
意
義
を
認
め
た（
注
）。

こ
れ
に
対
し
て
谷
口
氏
は
、
編
纂
と
い
う
視
点
か
ら
見
直
し
、

　
　

�

前
半
に
（
設
定
と
し
て
）
よ
り
古
い
時
代
の
話
を
載
せ
、
後
半
に
新

し
い
時
代
の
話
を
載
せ
る
。
前
半
の
話
と
実
際
に
現
在
存
在
す
る
地

名
と
の
中
間
に
「
一
云
」
の
話
は
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
り
、（
中
略
）

そ
れ
は
、
よ
り
古
い
時
代
の
話
を
根
本
に
据
え
る
と
い
う
考
え
方
で

あ
っ
て
、
決
し
て
「
神
話
の
否
定
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
は
受
け

取
れ
な
い
（
四
九
頁
）

と
述
べ
て
い
る
が
、こ
れ
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、古
風
土
記
の
地
名
起
源
説
話
を
対
象
と
し
た
研
究
の
多
く
が
、

「
中
央
」
対
「
地
方
」
と
い
う
対
立
的
な
図
式
に
拘
泥
す
る
あ
ま
り
、
結

果
と
し
て
地
名
起
源
説
話
の
解
釈
が
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
陥
っ
て
い
る
中

で
、
谷
口
氏
の
論
は
、
そ
の
限
界
を
乗
り
越
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
編
纂
の
視
点
が
い
か
に
大
切
な
も
の
で
あ
る
か
が
よ
く
示
さ
れ
て

い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
谷
口
氏
の
考
え
方
が
も
っ
と

も
よ
く
表
れ
て
い
る
の
は
、
第
三
章
「『
肥
前
国
風
土
記
』
佐
嘉
郡
郡
名

起
源
説
話
の
特
色
」
の
「
お
わ
り
に
」
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
結
び
の
一

節
で
あ
る
。

　
　

�

佐
嘉
郡
郡
名
由
来
記
事
に
つ
い
て
言
え
ば
、
在
地
の
視
点
と
中
央
の

視
点
の
対
立
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
両
者
を
記
す
こ
と
で
、
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「
佐
嘉
」
と
い
う
音
と
表
記
の
背
後
に
含
ま
れ
た
意
義
を
重
層
的
に

示
そ
う
と
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
も
の
で

あ
る
。（
七
七
頁
）

　

近
年
、
古
風
土
記
の
研
究
を
志
す
若
い
人
が
増
え
て
き
た
が
、
ぜ
ひ
と

も
谷
口
氏
の
こ
の
堅
実
な
研
究
方
法
と
、
テ
キ
ス
ト
に
向
き
合
う
態
度
を

学
ん
で
ほ
し
い
と
思
う
。
本
書
は
、
こ
れ
か
ら
古
風
土
記
を
研
究
し
よ
う

と
す
る
者
に
と
っ
て
の
良
き
教
科
書
で
あ
る
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で

は
な
い
。

　

続
く
第
二
部
「
風
土
記
の
作
品
世
界
」
の
、
第
四
章
「『
常
陸
国
風
土
記
』

「
風
俗
諺
」
の
記
載
意
義
」・
第
五
章
「『
常
陸
国
風
土
記
』
倭
武
天
皇
の

時
代
認
識
」
で
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
に
お
け
る
歴
史
と
時
間
認
識
の

問
題
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
古
風
土
記
の
歴
史
と
時
間
の
問
題
を
考
え

る
と
き
、
そ
こ
に
は
大
き
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
詳
し
く

述
べ
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
一
つ
は
時
間
認
識

を
示
す
「
昔
」「
古
」「
今
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
承
の
中
で
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
伝
承
者
・

古
老
・
編
者
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を

も
う
少
し
一
般
化
し
て
言
う
な
ら
ば
、
地
誌
に
お
い
て
歴
史
と
時
間
は
ど

の
よ
う
な
方
法
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
発
展
し
て
い

く
。
こ
れ
は
古
風
土
記
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
重
要
で
あ
る
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。こ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、

第
四
章
・
第
五
章
を
読
ん
だ
と
き
、
た
と
え
ば
、
枕
詞
的
表
現
を
含
む
地

名
に
つ
い
て
、
編
者
が
そ
れ
を
「
風
俗
」
の
言
い
伝
え
と
し
て
地
名
起
源

伝
承
と
並
記
し
て
「
重
層
表
現
」
を
取
る
こ
と
で
、

　
　

�

ひ
と
つ
の
地
名
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
完
結
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を

と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
四
章
、
一
〇
三
頁
）

と
述
べ
ら
れ
る
と
き
、
こ
こ
で
は
地
誌
の
「
編
者
」
の
役
割
の
中
に
、
説

話
の
「
伝
承
者
」
の
役
割
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
持
つ
。
ま

た
、
第
五
章
に
お
い
て
、
倭
武
天
皇
に
関
し
て
、

　
　

�

倭
武
天
皇
は
、「
倭
武
」と
い
う
名
を
背
負
い
、地
名
の
起
源
に
関
わ
っ

て
い
く
こ
と
で
ヤ
マ
ト
王
権
の
浸
透
を
果
た
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う

に
描
く
の
が
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
編
述
方
針
で
あ
り
、
筆
録
方
法

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
一
二
一
頁
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
、
編
者
の
役
割
、
言
い
換
え
れ
ば
地
誌
に



― 27 ― 谷口雅博著『風土記説話の表現世界』

お
け
る
歴
史
記
述
の
意
義
は
何
か
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

よ
う
に
思
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
論
考
を
読
ん
で
、
歴
史
と
時
間
が
ど
の
よ

う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
れ
を
取
り
扱
う
編
者
の
役
割
は
何
で
あ
っ

た
の
か
と
い
う
問
題
が
古
風
土
記
研
究
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
あ
ら
た

め
て
感
じ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
続
く
第
六
章
の
「『
常
陸
国
風
土
記
』
多
珂
郡
「
サ
チ
争
い
」

説
話
の
意
義
」
は
、
編
纂
論
の
み
な
ら
ず
地
名
起
源
説
話
研
究
の
立
場
か

ら
み
て
も
き
わ
め
て
意
義
深
い
論
考
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
「
サ
チ

争
い
」
説
話
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
関
心
が
払
わ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ

て
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

谷
口
氏
は
、

　
　

�

何
故
天
皇
と
皇
后
は
サ
チ
争
い
を
し
た
の
か
（
サ
チ
争
い
を
記
す
こ

と
の
意
義
）、
ま
た
、
何
故
倭
武
天
皇
は
獲
物
を
得
ら
れ
な
か
っ
た

と
い
う
展
開
と
な
る
の
か
（
狩
猟
の
失
敗
を
描
く
こ
と
の
意
味
）、

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
こ
の
話
の
舞
台
で
あ
る
多
珂
郡
飽
田
村
の
位
置

付
け
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
（
一
二
六
頁
）

と
い
う
立
場
か
ら
、
記
紀
の
伝
承
も
視
野
に
入
れ
て
幅
広
く
検
討
し
、

　
　

�

藻
島
駅
家
の
話
も
併
せ
て
飽
田
村
の
説
話
は
、
巻
頭
の
国
名
起
源
説

話
か
ら
始
ま
る
倭
武
天
皇
巡
幸
説
話
の
閉
じ
め
と
い
う
意
識
を
も
っ

て
記
さ
れ
て
お
り
、
総
記
で
常
陸
国
を
「
常
世
之
国
」
に
擬
え
、
山

海
の
利
の
得
ら
れ
る
地
で
あ
る
こ
と
を
記
し
た
内
容
と
、
こ
の
話
は

呼
応
し
て
い
る
。
総
記
で
は
農
耕
生
産
が
強
調
さ
れ
、
多
珂
郡
で
は

海
の
利
が
強
調
さ
れ
る
。
橘
皇
后
は
、「
常
世
之
国
」
と
「
橘
」
の

繋
が
り
を
意
識
さ
せ
、
利
を
得
る
の
に
相
応
し
い
存
在
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
常
陸
国
内
を
巡
行
し
て
き
た
倭
武
天

皇
が
最
後
に
妻
の
力
に
よ
っ
て
海
の
霊
威
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
描

く
（
一
三
九
頁
）

と
い
う
結
論
を
導
き
出
さ
れ
た
。
用
意
周
到
な
用
例
の
整
理
と
分
析
を
踏

ま
え
、『
常
陸
国
風
土
記
』
全
体
を
見
渡
す
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
考
察
で

あ
り
、
こ
れ
は
谷
口
氏
の
新
説
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
続
く
第
七
章「『
出
雲
国
風
土
記
』「
古
老
伝
云
」の
内
と
外
」も
、

周
到
な
資
料
の
読
解
に
支
え
ら
れ
た
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
評
者
は
大

い
に
刺
激
を
受
け
た
。

　

こ
の
論
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
存
す
る
、「
古
老
伝
曰
」
で
始
ま
る

記
事
と
、「
古
老
伝
曰
」
を
持
た
な
い
記
事
に
つ
い
て
、
大
原
郡
を
例
と

し
て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
「
古
老
意
識
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
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谷
口
氏
は
大
原
郡
の
郷
名
起
源
譚
に
お
け
る「
古
老
」の
有
無
に
つ
い
て
、

神
原
・
屋
裏
・
佐
世
・
阿
用
・
海
潮
の
各
郡
が
古
老
系
で
あ
り
、
屋
代
・
来

次
・
斐
伊
の
各
郡
が
非
古
老
系
で
あ
る
と
い
う
相
違
の
背
景
に
、
地
理
的

環
境
と
情
報
源
の
違
い
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
を
、
大
原
郡
の
河
川
記
事
に

記
さ
れ
た
「
出
雲
の
大
川
」
と
「
斐
伊
の
大
河
」
と
い
う
、
同
一
河
川
に

対
す
る
異
な
っ
た
呼
び
方
と
、そ
の
地
理
的
位
置
の
分
析
を
通
し
て
論
じ
、

　
　

�

大
原
郡
の
郷
名
起
源
譚
に
お
け
る
「
古
老
」
の
有
無
を
改
め
て
確
認

す
る
と
、
神
原
・
屋
裏
・
佐
世
・
阿
用
・
海
潮
郷
が
古
老
系
、
残
る

屋
代
・
来
次
・
斐
伊
郷
が
非
古
老
系
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
古
老
系

と
非
古
老
系
と
の
関
係
が
、
河
川
名
称
の
出
雲
大
川
系
と
斐
伊
川
系

と
で
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
河
川
の
記
事
を
併
せ
て

考
え
て
み
た
場
合
に
、
そ
れ
は
情
報
源
の
相
違
と
い
う
、
記
述
の
表

面
か
ら
は
見
え
な
い
事
情
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
得
る

の
で
あ
る
（
一
四
九
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
古
風
土
記
だ
か
ら
こ
そ
可
能
な
考
察
で
あ
る

と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
風
土
記
に
み
ら
れ
る
多
く
の
地
理
的
記
述

に
つ
い
て
は
、
国
文
学
研
究
の
素
材
と
な
ら
な
い
と
受
け
止
め
ら
れ
て
き

た
結
果
、
あ
ま
り
関
心
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

れ
を
含
め
て
全
体
と
し
て
古
風
土
記
の
記
事
を
俯
瞰
す
る
と
、
地
名
起
源

説
話
と
地
理
的
記
述
と
の
間
に
あ
る
構
造
的
な
相
関
関
係
が
見
え
て
く

る
。
こ
こ
に
地
誌
と
し
て
の
独
自
の
特
徴
が
あ
り
、
古
風
土
記
の
真
の
資

料
的
価
値
が
あ
る
。
こ
の
論
は
、
長
く
古
風
土
記
の
研
究
に
携
わ
っ
て
き

た
谷
口
氏
だ
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
名
人
芸
と
言
っ
て
も
い
い
見
事
な

考
察
で
あ
る
。

　

谷
口
氏
の
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
学
史

研
究
に
お
け
る
古
風
土
記
の
評
価
を
、
根
本
的
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
こ

と
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
地
誌
と
し
て
独
自
の
方
法
に
よ
っ
て
記
述
さ

れ
た
古
風
土
記
を
、
記
紀
・
万
葉
と
横
一
線
で
評
価
す
る
こ
と
は
も
は
や

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
第
三
部
「
風
土
記
神
話
の
文
学
性
」
は
、
各
国
風
土
記
に
記
さ

れ
た
個
々
の
神
話
や
伝
説
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
独
自
の
文
学
性
に
つ
い

て
論
じ
た
論
考
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
谷
口
氏
は
こ
こ
で
も
、
一
貫

し
て
古
風
土
記
に
は
独
自
の
視
点
が
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
解
釈
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
第
十
章
「
風
土
記
の
異
類
婚
」
の
「
お
わ
り
に
」
に

お
い
て
、

　
　

�
風
土
記
の
異
類
婚
は
系
譜
的
な
保
証
を
求
め
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
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る
。
そ
れ
は
「
本
来
的
に
」「
元
々
は
」
始
祖
神
話
で
あ
っ
た
も
の

が
変
質
し
た
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
今
見
る
も
の
が
そ
も
そ
も
風

土
記
的
な
始
祖
神
話
で
あ
る
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か（
二
〇
九
頁
）

と
述
べ
、
系
譜
的
保
証
を
求
め
る
『
古
事
記
』
と
は
、
一
線
を
画
す
も
の

で
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
古
風
土
記
の
特
徴
の
一
つ
は
系
譜
的

記
事
が
な
い
こ
と
で
あ
り
、
谷
口
氏
の
見
解
は
妥
当
で
あ
る
。
同
じ
く
、

第
十
一
章
「『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
「
事
向
」
の
文
脈
」
に
お
い
て
も
、

　
　

�『
古
事
記
』
独
自
の
用
語
で
あ
る
「
コ
ト
ム
ケ
」
を
そ
の
ま
ま
『
常

陸
国
風
土
記
』
の
「
事
向
」
に
当
て
嵌
め
て
解
釈
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
。『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
コ
ト
（
言
）」
の
サ
イ
ク
ル
は
『
常

陸
国
風
土
記
』
に
は
描
か
れ
ず
、
ま
た
「
コ
ト
」
は
あ
く
ま
で
「
事
」

で
あ
っ
て
「
言
」
で
は
な
い
（
二
二
三
頁
～
二
二
四
頁
）

と
述
べ
る
よ
う
に
、
両
者
の
類
似
性
に
基
づ
く
安
易
な
同
定
に
対
し
て
慎

重
な
判
断
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
事
向
」
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
く
、

た
と
え
ば
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
天
之
原
」
に
つ
い
て
も
、「
高
天
原
」

と
の
同
定
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
判
断
を
す
る
た
め
に

は
各
風
土
記
の
記
述
を
詳
細
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。谷
口
氏
の
論
は
、

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
た
考
察
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
基
本
姿
勢
は
、
第
十
二
章
以
下
に
お
い
て
も
揺
る
ぎ
は
な
い
。
そ
の
中

で
、
第
十
四
章
「『
肥
前
国
風
土
記
』
弟
日
姫
子
説
話
考
」
は
、
こ
の
説

話
が
歌
謡
を
伴
う
こ
と
に
着
目
し
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
文
芸
性
へ
の
志
向

を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
古
風
土
記
の
文
学
史
的
意
義
を
問
う
も
の
と

し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

弟
日
姫
子
説
話
は
『
万
葉
集
』
巻
五
に
残
さ
れ
て
い
る
「
松
浦
佐
用
比

売
」
の
伝
承
と
も
深
い
関
わ
り
が
あ
り
、
当
時
か
ら
よ
く
知
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
相
違
も

あ
り
、
谷
口
氏
は
と
く
に
歌
謡
を
伴
う
後
日
談
的
に
記
さ
れ
て
い
る
説
話

に
注
目
し
て
考
察
し
、

　
　

�

過
去
の
不
思
議
な
話
と
現
在
（
こ
の
話
の
場
合
は
墓
）
と
を
ダ
イ
レ

ク
ト
に
繋
げ
る
こ
と
で
始
祖
伝
説
た
り
う
る
と
す
る
風
土
記
的
な
認

識
に
よ
る
話
な
の
で
あ
っ
て
、
神
々
の
零
落
や
蛇
神
信
仰
の
く
ず
れ

な
ど
と
い
う
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と

こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
異
類
婚
に
お
け
る
男
女
の
離
別
を
解
消
す
る
も

の
と
し
て
、
歌
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
二
六
九
頁
）

と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
説
話
と
歌
謡
の
関
係
に
つ
い
て
、
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�
大
き
な
枠
と
し
て
、異
類
婚
に
お
い
て
共
通
す
る
離
別
の
型
に
対
し
、

心
情
的
な
男
女
の
恋
情
の
伝
達
に
よ
っ
て
心
の
交
流
が
は
か
ら
れ
て

終
わ
る
と
い
う
の
が
、
神
話
・
伝
説
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
獲
得

さ
れ
た
文
芸
性
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
（
二
七
三
頁
）

と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
。こ
こ
に
は
地
誌
と
し
て
の
古
風
土
記
が
、ジ
ャ

ン
ル
を
越
え
て
文
学
作
品
と
し
て
の
価
値
を
孕
む
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い

る
。
古
風
土
記
が
文
学
品
と
し
て
ど
う
評
価
で
き
る
の
か
、
果
た
し
て
文

学
作
品
と
い
え
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
秋
本
吉
郎
、
植
垣
節
也
な
ど
古

風
土
記
研
究
の
先
人
が
悩
み
続
け
た
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
は
今
も
重
要
な

課
題
で
あ
る
。
谷
口
氏
の
考
察
は
、
地
誌
と
文
学
を
橋
渡
し
す
る
も
の
と

し
て
意
味
あ
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
本
書
を
締
め
く
く
る
終
章
に
お
い
て
谷
口
氏
は
、

　
　

�

風
土
記
は
、
各
編
者
が
中
央
の
文
書
と
は
異
な
る
地
域
独
自
の
文
書

と
し
て
仕
上
げ
、
提
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
各
風

土
記
の
記
事
・
文
章
に
は
様
々
な
装
い
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
こ
に
文
学
作
品
と
し
て
享
受
し
得
る
要
因
が
あ
っ
た
も
の
と

見
受
け
ら
れ
る
（
二
七
八
頁
）

と
い
う
見
解
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
各
風
土
記
の
記
事
・

文
章
に
は
様
々
な
装
い
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
は
、
古
風
土

記
の
本
質
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
重
要
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

谷
口
氏
と
私
は
、
お
互
い
に
大
学
院
在
学
中
か
ら
古
風
土
記
研
究
を
志

し
て
き
た
仲
間
で
あ
り
、
本
書
を
読
む
と
古
い
記
憶
が
甦
っ
て
く
る
。
近

年
に
な
っ
て
、
私
は
古
風
土
記
の
価
値
を
他
の
上
代
文
学
の
作
品
と
同
じ

レ
ベ
ル
で
捉
え
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
私
た
ち

二
人
が
た
ど
っ
て
き
た
道
は
、
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
そ
の
違
い
を
超
え
て
、
私
は
本
書
が
現
在
の
古
風
土
記
研
究
最

高
レ
ベ
ル
の
研
究
書
で
あ
る
と
、
確
信
を
持
っ
て
言
い
切
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

以
上
、
粗
雑
な
論
評
を
重
ね
て
き
た
。
論
中
、
私
の
認
識
不
足
の
た
め

に
読
み
誤
り
や
誤
解
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
失
礼
に
対
し

て
は
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
著
者
な
ら
び
に
読
者
の
皆
様
に
お
詫
び
申

し
上
げ
て
筆
を
擱
き
た
い
。

（
Ａ
５
判
、
三
一
二
頁
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
八
年
三
月
発
行
、
定
価

六
五
〇
〇
円
＋
税
）
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�
山
田
直
巳
「
地
名
起
源
譚
の
行
方
―
神
話
の
終
焉
と
歴
史
時
間
の
成
立
」（『
古
代

文
学
の
主
題
と
構
想
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
）


