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上
野
誠
著

『
万
葉
文
化
論
』

土
佐
秀
里

　

十
年
以
上
昔
に
な
る
が
、
上
野
誠
氏
の
勤
務
す
る
奈
良
大
学
が
学
会
の

会
場
校
だ
っ
た
と
き
に
、
懇
親
会
が
菊き
く

水す
い

楼ろ
う

で
行
わ
れ
た
こ
と
は
忘
れ
難

い
。「
西
の
迎
賓
館
」
と
ま
で
謳
わ
れ
た
奈
良
屈
指
の
高
級
旅
館
が
会
場

で
あ
り
な
が
ら
、
会
費
は
例
年
並
み
で
ひ
ど
く
安
く
、
い
っ
た
い
ど
ん
な

魔
法
を
使
っ
た
も
の
や
ら
、
不
思
議
に
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。
二
次
会
場

ま
で
用
意
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
平ひ
ら

宗そ
う

だ
と
い
う
の
も
嬉
し
か
っ
た
。
心

尽
く
し
の
宴
の
場
で
、
あ
る
じ
設
け
し
た
当
の
本
人
が
い
ち
ば
ん
寛
い
で

い
た
姿
が
印
象
深
い
。
人
を
も
て
な
し
、
楽
し
ま
せ
よ
う
と
す
る
徹
底
し

た
サ
ー
ビ
ス
精
神
。
そ
の
た
め
に
も
自
ら
率
先
し
て
楽
し
む
こ
と
。
そ
れ

は
ま
さ
し
く
上
野
氏
の
万
葉
研
究
そ
の
も
の
で
あ
る
。
氏
の
研
究
は
ど
こ

か
楽
し
げ
で
、
贅
を
尽
く
し
た
饗
宴
の
趣
が
あ
る
。
読
む
者
が
堅
苦
し
く

畏
ま
る
の
で
は
な
く
、
と
も
に
文
学
に
酔
い
痴
れ
る
こ
と
を
、
氏
は
望
ん

〔
書
評
〕

で
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
『
折
口
信
夫
的
思
考
』（
平
成
三
十
年
十
二
月
十
日
発
行
。以
下「
前
著
」）

に
続
い
て
矢
継
ぎ
早
に
公
刊
さ
れ
た
『
万
葉
文
化
論
』（
同
年
十
二
月

三
十
日
発
行
。
以
下
「
本
書
」）
の
大
冊
を
手
に
し
た
と
き
私
が
想
い
起

し
た
の
は
、
あ
の
奈
良
の
一
夜
で
あ
っ
た
。
九
百
頁
を
超
え
る
学
術
研
究

書
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
価
格
は
信
じ
ら
れ
ぬ
ほ
ど
に
安
い
。
箱
に
も
カ

バ
ー
に
も
、
子
供
の
落
書
き
の
よ
う
に
伸
び
や
か
な
筆
で
、
奈
良
の
山
々

の
稜
線
が
描
か
れ
る
。
見
れ
ば
装
幀
は
石
川
九
楊
と
あ
る
。
や
は
り
魔
法

を
使
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
。

　

本
書
の
著
者
上
野
誠
氏
が
、
現
代
日
本
を
代
表
す
る
万
葉
学
者
で
あ
る

こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
氏
が
第
一
人
者
と
目
さ
れ
る
の
は
、

優
れ
た
研
究
を
積
み
重
ね
、
専
門
学
界
か
ら
高
い
評
価
を
得
て
き
た
こ
と

に
加
え
、
数
多
く
の
著
書
を
世
に
送
り
出
し
、
創
作
活
動
も
行
い
、
学
界

の
内
外
で
幅
広
く
活
動
し
て
き
た
た
め
で
あ
る
。氏
の
著
書
は
い
ず
れ
も
、

高
度
に
専
門
的
で
学
術
的
な
内
容
を
有
し
な
が
ら
、
誰
に
で
も
わ
か
る
よ

う
に
語
り
か
け
る
。
そ
こ
に
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
に
万
葉
集
や
古

典
文
学
の
魅
力
を
伝
え
た
い
と
願
う
強
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

氏
は
万
葉
歌
を
引
用
す
る
に
際
し
、
た
だ
本
文
の
み
を
掲
げ
る
の
で
は

な
く
、
大
胆
で
自
由
闊
達
な
「
釈
義
」
を
掲
げ
る
。
氏
の
現
代
語
訳
は
軽

妙
で
通
俗
的
だ
が
、
そ
こ
に
は
万
葉
歌
が
本
来
は
通
俗
的
で
大
衆
的
な
も
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の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
民
俗
芸
能
も
氏
の

研
究
対
象
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
本
来
は
研
究
者
の
も
の
で
は
な
く
民
衆
の

も
の
で
あ
る
。
氏
が
自
ら
の
研
究
成
果
を
可
能
な
限
り
広
く
発
信
し
よ
う

（
ラ
ジ
オ
出
演
や
、
新
聞
等
へ
の
寄
稿
や
、
多
数
の
講
演
依
頼
を
引
き
受

け
る
こ
と
や
、
出
張
講
義
で
「
授
業
芸
」
を
披
露
す
る
こ
と
や
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

の
積
極
的
な
活
用
）
と
す
る
の
は
、
万
葉
を
「
本
来
の
姿
」
に
還
元
し
、

大
衆
の
も
と
に
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
意
と
覚
悟
の
表
れ
な

の
で
あ
ろ
う
。

　

万
葉
集
の
表
現
を
民
衆
の
生
活
文
化
に
照
ら
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る

方
法
は
、
一
般
に
民
俗
学
的
研
究
と
呼
ば
れ
る
。
上
野
氏
は
、
自
身
の
方

法
に
民
俗
学
的
研
究
へ
の
志
向
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
し
か
し

氏
の
論
に
は
、通
例
の
民
俗
学
的
研
究
に
は
収
ま
ら
な
い
広
が
り
が
あ
り
、

ま
た
従
来
の
研
究
史
と
は
か
な
り
異
質
な
面
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
で

あ
る
。
む
し
ろ
氏
の
内
面
に
は
、
民
俗
学
に
対
す
る
愛
憎
に
も
似
た
両
義

的
な
感
情
が
伏
在
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。（
氏
の
折
口
信
夫
に
対

す
る
感
情
に
も
、
そ
の
よ
う
な
二
面
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。）「
万
葉
集
の

民
俗
学
的
研
究
」
と
い
う
と
、
特
定
の
学
派
（
端
的
に
言
え
ば
折
口
学
派
）

が
存
在
し
、
そ
の
学
派
に
帰
依
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
完
全
に
無
視

す
る
か
で
研
究
者
を
色
分
け
し
て
き
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
し

た
二
項
対
立
を
脱
し
、
民
俗
学
的
研
究
の
可
能
性
を
探
り
つ
つ
も
、
既
存

の
そ
れ
と
は
違
う
方
向
を
探
究
す
る
過
程
が
、『
古
代
日
本
の
文
芸
空
間
』

（
平
成
九
年
）
以
来
の
上
野
氏
の
歩
み
だ
と
言
え
る
。
と
く
に
共
著
書
『
万

葉
民
俗
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』（
平
成
十
五
年
）
の
公
刊
は
、
入
門
書

的
な
体
裁
を
と
り
な
が
ら
、「
万
葉
民
俗
学
」
と
い
う
新
た
な
学
問
分
野

の
樹
立
を
宣
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

氏
は
「
万
葉
歌
の
民
俗
学
的
研
究
」
と
「
万
葉
民
俗
学
」
と
を
差
異
化

し
、
な
お
か
つ
そ
の
相
互
交
渉
の
可
能
性
も
提
唱
す
る
。
こ
の
二
者
の
弁

別
が
晩
年
の
櫻
井
満
氏
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
本
書

「
緒
言
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
継
承
し
発
展
さ

せ
る
べ
く
、
上
野
氏
は
「
万
葉
民
俗
学
」
の
理
論
化
に
腐
心
し
て
き
た
わ

け
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書
が
提
起
す
る
綜
合
的
・
領
域
横
断
的
・
学
際
的

で
野
心
的
な
「
万
葉
文
化
論
」
と
は
、「
万
葉
民
俗
学
」
の
発
展
的
課
題

に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
本
書
の
「
諸
言
」
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、

前
著
の
第
一
章
に
お
い
て
も
す
で
に
予
告
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

民
俗
と
い
う
観
点
か
ら
浩
瀚
な
本
書
の
目
次
を
眺
め
た
と
き
、
と
り
わ

け
興
味
深
く
目
に
映
る
の
は
、
や
は
り
第
六
章
「
農
と
心
性
の
万
葉
文
化

論
」
と
第
七
章
「
洗
濯
と
掃
除
の
万
葉
文
化
論
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
民

俗
学
的
研
究
と
い
う
と
、
信
仰
や
呪
術
、
祭
祀
儀
礼
の
追
究
に
偏
る
傾
向

が
あ
っ
た
。
上
野
氏
の
論
は
、
も
っ
と
生
活
実
感
に
即
し
た
感
情
の
把
握

で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
六
章
第
一
節
「
語
ら
れ
る
農
」
で
は
、「
仮か
り

廬ほ

」



― 93 ― 上野誠著『万葉文化論』

「
田た

廬ぶ
せ

」
と
い
っ
た
語
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
、
師
で

あ
る
櫻
井
満
氏
や
、
さ
ら
に
そ
の
師
で
あ
る
高
崎
正
秀
氏
に
よ
っ
て
早
く

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
上
野
氏
は
、
櫻
井
論
や
高
崎
論
に
は
あ
え

て
言
及
せ
ず
、
そ
れ
ら
先
行
す
る
「
民
俗
学
的
研
究
」
と
は
か
な
り
異
な

る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い
る
。
櫻
井
・
高
崎
両
氏
の
論
に
お
い
て
は
、

「
仮
廬
」
は
新
嘗
の
忌
み
籠
り
の
儀
礼
と
神
婚
の
幻
想
に
結
び
付
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
上
野
氏
は
歌
の
表
現
の
分
析
か
ら
当
時
の
農
業

生
活
の
実
感
へ
と
話
を
進
め
る
。

　

氏
は
、
農
業
を
扱
っ
た
第
六
章
の
各
論
に
お
い
て
、
万
葉
歌
が
民
俗
誌

的
な
記
述
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
言
語
表
現
で
あ
る
と
い
う
当
然
の
、
し

か
し
看
過
さ
れ
が
ち
な
事
実
に
改
め
て
注
意
を
促
す
。
万
葉
歌
に
お
い
て

田
を
植
え
る
、
田
を
作
る
、
稲
を
刈
る
と
い
っ
た
表
現
は
、「
稲
作
の
民

俗
を
記
述
す
る
た
め
に
歌
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」。
そ
れ
ら
は
恋
情
な

ど
の
「
比
喩
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
「
表
現
」
と
し
て
成
立
す

る
た
め
に
は
、
そ
の
事
象
に
対
す
る
一
定
の
共
通
理
解
が
前
提
に
な
け
れ

ば
、
そ
の
比
喩
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
、
と
氏
は
言
う
。

万
葉
歌
を
民
俗
資
料
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、「
文
学
作
品
」
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
万
葉
び
と
の
生
活
実
感
が
見
え
て
く

る
と
い
う
こ
の
考
え
方
が
、
氏
の
構
想
す
る
「
万
葉
民
俗
学
」
で
あ
り
「
万

葉
文
化
論
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
考
え
方
は
掃
除
や
洗
濯
を
採
り
上
げ
た
第
七
章
に
お
い
て
も
遺
憾

な
く
発
揮
さ
れ
る
。
と
く
に
第
二
節
「
万
葉
び
と
の
洗
濯
」
は
出
色
の
論

で
、
電
気
洗
濯
機
が
普
及
し
た
現
代
に
お
い
て
完
全
に
忘
却
さ
れ
た
洗
濯

と
い
う
屋
外
重
労
働
の
実
感
を
活
き
活
き
と
描
き
出
す
。
い
ま
で
は
想
像

で
き
ぬ
ほ
ど
の
垢
に
汚
れ
た
衣
服
の
放
つ
臭
気
と
、
そ
れ
だ
け
に
洗
い
上

げ
た
あ
と
の
「
白
さ
」
に
対
す
る
感
激
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
氏
の
筆
致
を

通
し
て
あ
り
あ
り
と
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。第
七
章
で
は
、洗
濯
や
、

機
織
り
・
裁
縫
や
、
掃
除
を
詠
み
込
ん
だ
歌
の
表
現
を
分
析
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
労
働
が
女
性
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
氏
は
明
ら
か
に
す
る
。
そ
う
し
た
生
活
習
慣
か
ら
共
通
認
識
が
形
成

さ
れ
、
歌
の
表
現
が
類
型
化
さ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
表
現
類
型
の
あ
る

と
こ
ろ
に
は
共
通
認
識
が
あ
り
、
そ
れ
が
当
時
の
生
活
の
反
映
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

氏
は
第
六
章
第
一
節
で
「
語
り
」
の
類
型
性
を
話
題
に
す
る
が
、
こ
こ

で
特
色
的
な
の
は
、
類
型
性
の
形
成
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
と

し
て
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
聞
き
手
」の
理
解
の
た
め
に「
語
り
」

は
類
型
化
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
表
現
の
共
同

性
の
問
題
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
共
同
性
は
村
落
共
同
体
に
固
有
の
も
の
で

も
な
く
、
作
者
未
詳
歌
に
固
有
の
現
象
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
共
同
性

は
身
分
階
層
に
関
わ
り
な
く
存
在
す
る
。
第
七
章
第
四
節
「
万
葉
び
と
の
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掃
除
」
で
採
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
山
上
憶
良
で
あ
り
、
農
業
に
関
わ
る
歌

は
作
者
未
詳
歌
ば
か
り
で
は
な
く
、
坂
上
郎
女
や
家
持
に
よ
っ
て
も
歌
わ

れ
て
い
る
。「
万
葉
び
と
」
に
は
庶
人
や
下
級
官
人
だ
け
で
は
な
く
、
高

級
官
僚
や
文
人
貴
族
も
含
ま
れ
る
。

　

後
期
万
葉
の
貴
族
歌
人
を
扱
う
第
二
章
「
律
令
官
人
と
宴
の
万
葉
文
化

論
」
や
第
三
章
「
往
来
と
贈
答
の
万
葉
文
化
論
」
は
、
農
業
や
家
事
労
働

を
扱
っ
た
第
六
章
・
第
七
章
と
は
一
見
異
質
な
よ
う
だ
が
、
氏
の
認
識
に

お
い
て
は
連
続
的
で
あ
る
。
作
者
未
詳
歌
の
類
型
性
に
文
学
的
表
現
性
を

見
る
氏
は
、
漢
籍
を
学
ん
だ
文
人
貴
族
の
「
表
現
」
に
も
、
共
同
性
や
対

話
性
や
娯
楽
性
を
見
る
。
第
二
章
で
は
、
律
令
官
人
の
宴
席
歌
に
お
け
る

様
式
性
と
共
同
性
の
具
体
的
な
様
相
が
論
じ
ら
れ
、
第
三
章
で
は
、
書
簡

や
歌
の
贈
答
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
か
た
が
論
じ
ら
れ

る
。
氏
は
こ
れ
ら
の
章
に
お
い
て
律
令
の
規
定
や
漢
籍
の
受
容
な
ど
に
も

細
か
く
目
を
配
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
の

は
、
意
図
的
な
方
言
の
使
用
な
ど
も
含
め
て
、
知
識
人
た
ち
と
民
衆
世
界

と
の
共
通
性
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
官
人
た
ち
の
宴
席
歌
を
捉

え
直
し
て
み
た
と
き
、
重
要
な
特
色
と
な
る
の
が
「
笑
い
」
で
あ
る
。

　

こ
と
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、堅
苦
し
い
印
象
さ
え
あ
る
憶
良
の
歌
に「
笑

い
」
の
要
素
を
読
み
こ
ん
で
い
く
諸
論
考
で
あ
る
。
第
二
章
第
一
節
で
は

書
殿
餞
酒
歌
を
「
自
己
戯
画
の
文
芸
」
と
し
て
読
み
解
き
、
第
三
章
第
四

節
で
は
好
去
好
来
歌
を
愚
者
を
演
じ
て
笑
い
を
取
る
歌
と
読
み
解
く
。
後

者
は
第
七
章
第
四
節
に
も
直
結
し
て
い
る
。
氏
は
、
と
か
く
堅
物
で
朴
念

仁
と
さ
れ
る
憶
良
の
イ
メ
ー
ジ
を
覆
し
、「
お
茶
目
な
憶
良
」
像
を
新
た

に
提
示
す
る
。
憶
良
の
堅
物
ぶ
り
や
子
煩
悩
ぶ
り
の
根
拠
と
さ
れ
て
き
た

罷
宴
歌
も
、
も
ち
ろ
ん
宴
席
で
笑
い
を
取
る
た
め
の
歌
で
あ
り
、
さ
ら
に

秋
の
七
草
の
歌
ま
で
も
、
氏
か
ら
見
れ
ば
笑
い
の
歌
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
、
や
は
り
「
聞
き
手
」
を
意
識
し
て
表
現
す
る
と

い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
憶
良
は
宴
席
で
「
演
じ
て
」
い
る
の
だ
と
氏
は
言
う
。
歌
の
対
話
性

（
そ
れ
は
場
に
対
す
る
即
応
性
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
）
を
重
視
し
た
と

き
、
歌
わ
れ
て
い
る
事
柄
が
、
歌
い
手
に
と
っ
て
「
事
実
」
で
あ
る
か
ど

う
か
は
問
題
で
は
な
い
。
歌
人
の
「
演
技
」
と
い
う
視
点
は
、
民
俗
芸
能

採
訪
の
経
験
か
ら
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
万
葉
歌
の
「
笑
い
」

と
は
、
歌
の
芸
能
性
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
貴
族
と
民
衆
と
い
う
階
層
差

を
超
え
る
共
同
性
の
問
題
で
あ
る
。

　

第
四
章
「
歌
と
木
簡
の
万
葉
文
化
論
」
は
、
こ
れ
ら
の
論
と
は
異
質
な

題
材
を
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
や
は
り
上
野
氏
ら
し
い
論
の

展
開
を
示
し
て
い
る
。
木
簡
の
よ
う
な
文
字
（
漢
字
）
の
文
化
は
、
民
俗

学
が
対
象
と
し
て
き
た
非
文
字
的
な
心
意
伝
承
の
世
界
と
は
対
立
的
に
捉

え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
氏
は
、
歌
を
木
簡
に
書
く
行
為
そ
の
も
の
や
、
書
か
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れ
た
歌
木
簡
の
使
用
目
的
を
儀
礼
行
為
に
求
め
、
文
字
と
民
俗
と
を
架
橋

す
る
。
木
簡
を
通
し
て
儀
礼
空
間
に
対
す
る
民
俗
学
的
想
像
力
が
駆
使
さ

れ
る
が
、
そ
こ
に
は
や
は
り
数
多
く
の
祭
祀
儀
礼
を
採
訪
し
て
き
た
氏
の

経
験
と
実
感
が
投
影
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。氏
は
木
簡
を
論
じ
て
も
、

文
字
表
記
の
追
究
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
機
能
の
問
題
に
関
心
を

向
け
、
儀
礼
の
有
す
る
祝
祭
性
や
「
に
ぎ
わ
い
」
の
中
に
歌
木
簡
の
役
割

と
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
や
は
り
こ
こ
で
も
氏
の
視
点
と
方
法
が
一

貫
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
木
簡
歌
と
万
葉
歌
と
は
異
質
な
面
も
多
い

（
た
と
え
ば「
難
波
津
歌
」は
万
葉
集
に
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
）の
だ
が
、

氏
の
射
程
に
お
い
て
は
、
木
簡
資
料
も
「
万
葉
文
化
論
」
の
体
系
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
皇
后
宮
仏
前
唱
歌
の
意
味
を
問
い
直

す
第
四
章
第
三
節
・
第
四
節
は
、
歌
木
簡
と
万
葉
集
と
を
つ
な
ご
う
と
す

る
試
み
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

他
に
も
、
宮
都
と
そ
の
景
観
を
論
じ
る
第
一
章
、
庭
園
と
聖
域
を
論
じ

る
第
五
章
、
喪
葬
儀
礼
と
霊
魂
観
を
論
じ
る
第
八
章
が
あ
る
が
、
こ
の
三

つ
の
章
こ
そ
上
野
氏
の
早
く
か
ら
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
り
、「
万
葉
民
俗

学
」
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
こ
れ
ら
の
論
が
核
と
な
っ

て
、
新
た
な
テ
ー
マ
を
呼
び
寄
せ
、
成
長
発
展
し
、
見
る
よ
う
な
大
著
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
書
は
、
上
野
誠
と
い
う
研
究
者
の
、

研
究
テ
ー
マ
の
広
が
り
と
深
化
の
過
程
を
そ
の
ま
ま
映
し
出
す
も
の
で
あ

り
、「
万
葉
民
俗
学
」
か
ら
「
万
葉
文
化
論
」
へ
の
発
展
的
展
開
の
過
程

と
理
由
を
示
す
も
の
だ
と
い
え
る
。そ
し
て
本
書
が
論
争
途
中
の
文
章（
第

四
章
お
よ
び
第
三
章
第
四
節
の
「
補
説
」）
を
も
少
な
か
ら
ず
含
む
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
万
葉
文
化
論
」
を
完
成
し
完
結
さ
せ
よ

う
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
万
葉
文
化
論
」
の
さ
ら
な
る
発
展
と
継
承
と

を
自
ら
と
後
進
と
に
呼
び
か
け
よ
う
と
す
る
宣
言
の
書
と
見
る
べ
き
な
の

で
あ
ろ
う
。

　

本
書
が
研
究
史
上
の
金
字
塔
で
あ
り
、偉
業
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

だ
が
同
時
に
、
本
書
自
体
が
ま
さ
し
く
一
大
饗
宴
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ

る
。
こ
の
宴
は
、
い
つ
果
て
る
と
も
知
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
憶
良
の
よ
う

に
宴
会
の
中
途
で
席
を
立
つ
（
た
だ
し
一
芸
を
披
露
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
）
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
宴
の
あ
る
じ
は
、
ま
だ
ま
だ
続
き
が
あ
る

と
誘
い
か
け
る
。
各
節
、
各
章
ご
と
に
次
回
予
告
が
入
る
の
も
、
本
書
の

特
色
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
強
引
に
袖
を
捉
え
た
り
は
し
な
い
も
の
の
、
あ

る
じ
は
な
か
な
か
帰
し
て
く
れ
そ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。
私
も
ま
た
、
ほ

か
ひ
び
と
と
し
て
こ
の
宴
を
祝
福
す
べ
く
、
翁
さ
び
、
こ
と
ほ
ぎ
を
申
し

上
げ
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、若
輩
の
徒
ゆ
え
翁
の
も
ど
き
に
し
か
な
ら
ず
、

苦
笑
と
失
笑
を
招
い
た
の
み
で
あ
っ
た
。
死
罪
死
罪
。
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