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万
葉
集
巻
三
1
二
七
一
歌
の
語
る
も
の

は
じ
め
に

『
万
葉
集
』
巻
三
に
は
、
帝
放
歌
八
首
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
歌
群
が
二
つ
あ
る
。

周
知
の
柿
本
人
麻
呂
の
そ
れ
と
、
高
市
黒
人
の
そ
れ
で
あ
る
。
従
来
「
八
首
」
の

「
八
」
に
つ
い
て
は
格
別
問
わ
れ
る
事
も
な
か
っ
た
が
、
高
崎
正
秀
は
「
特
別
の
意

（1）

味
を
有
す
る
神
聖
数
」
の
故
と
し
た
。
旅
の
歌
に
何
故
「
特
別
の
意
味
を
有
す
る
神

聖
数
」
を
か
か
わ
ら
せ
た
か
と
言
え
ば
、
即
座
に
古
代
に
於
け
る
旅
の
容
易
な
ら
ざ

る
状
況
性
が
想
像
さ
れ
、
そ
こ
に
『
万
葉
集
』
編
第
着
の
物
の
考
え
方
捉
え
方
の
一

つ
が
垣
間
見
ら
れ
て
興
を
そ
そ
ら
れ
る
。
高
崎
説
は
確
か
に
古
代
の
言
い
ま
わ
し
の

中
に
も
ど
し
て
説
得
力
が
あ
る
よ
う
だ
。
「
大
祓
祝
詞
」
に
於
け
る
「
八
潮
道
」
、
『
古

事
記
』
（
以
下
『
記
』
と
記
す
）
に
於
け
る
「
八
束
ひ
げ
」
「
八
侯
の
大
蛇
」
「
八
饅
鳥
」

等
、
『
日
本
書
紀
』
（
以
下
『
紀
』
と
記
す
）
に
於
け
る
「
八
爬
鏡
」
「
八
坂
竣
曲
玉
」

等
、
『
万
葉
集
』
に
於
け
る
「
八
衛
」
「
八
度
」
等
、
「
八
」
は
、
「
八
十
」
「
八
首
」

「
八
千
」
等
々
と
も
用
い
ら
れ
、
そ
の
例
は
ま
さ
に
枚
挙
に
達
が
な
い
。
「
八
千
矛

神
」
が
出
て
来
て
、
『
記
』
『
紀
』
『
万
葉
集
』
　
の
い
ず
れ
に
も
出
現
す
る
と
あ
っ
て

は
、
何
ら
か
の
形
で
高
崎
説
が
響
き
あ
っ
て
い
る
事
を
認
め
な
い
訳
に
は
い
か
な
い

だ
ろ
う
。

今
、
「
八
」
に
つ
い
て
『
万
葉
集
』
の
編
者
が
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
踏
ま
え
て

横

　

倉

　

　

長

　

　

恒

い
た
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
西
暦
七
六
〇
年
前
後
の
現
『
万
葉
集
』
が
編
纂
さ
れ

る
以
前
に
於
い
て
、
「
八
」
は
現
代
の
単
な
る
数
字
の
八
で
は
な
い
多
様
の
意
味
を

負
う
て
い
た
事
に
な
り
、
言
葉
が
人
間
の
伝
統
と
共
に
在
っ
た
事
が
理
解
さ
れ
る
ば

か
り
で
な
く
、
そ
の
「
八
」
　
の
字
の
も
と
に
集
め
ら
れ
た
一
群
の
意
味
さ
え
な
い
が

し
ろ
に
出
来
な
い
研
究
上
の
テ
ー
マ
を
提
供
す
る
所
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ば
か

り
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
「
八
」
　
の
中
に
数
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
一
首
一
首
の
負
う

意
義
も
又
検
討
さ
れ
な
く
て
ほ
な
ら
な
く
な
ろ
う
。

当
面
は
あ
た
か
も
「
叙
景
歌
」
と
し
て
何
の
問
題
も
含
ま
な
い
か
に
患
え
る
黒
人

の
「
八
首
」
の
中
、
二
七
一
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
我
々
に
語
り
示
す
も
の
を
探
っ
て

み
た
い
。

一
「
折
口
論
文
」
の
検
討

高
市
黒
人
は
、
『
万
葉
集
』
に
残
さ
れ
た
短
歌
十
八
首
（
高
市
古
人
歌
も
黒
人
歌

と
み
な
す
）
の
読
後
感
の
抽
象
よ
り
、
叙
景
歌
人
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
今
日
に
至
っ

て
い
る
。

（2）

大
正
十
五
年
、
折
口
信
夫
は
「
叙
景
詩
の
発
生
」
と
い
う
周
知
の
玲
文
を
認
め
た

が
、
そ
こ
で
は
「
叙
景
詩
」
発
生
の
条
件
を
細
々
と
述
べ
た
上
で
、
そ
れ
を
生
み
出

し
た
人
と
し
て
高
市
黒
人
を
あ
げ
て
い
る
。
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（3）

折
口
は
云
う
。

日
本
人
固
有
の
表
現
法
か
ら
し
て
、
外
界
を
描
写
す
る
態
度
の
、
そ
ろ
く
発

生
し
て
来
た
も
の
が
、
宴
歌
殊
に
旅
の
新
室
の
宴
席
の
当
座
詠
に
よ
っ
て
、
恵
、

正
式
な
叙
景
の
姿
を
と
り
は
じ
め
た
と
こ
ろ
へ
、
多
少
、
支
那
の
宮
廷
文
学
の
匂

ひ
が
、
此
に
か
か
つ
て
来
た
。
其
為
、
叙
景
詩
は
藤
原
都
の
時
代
に
は
、
既
に
意

識
に
上
っ
て
来
て
居
た
。
さ
う
し
て
、
抒
情
詩
が
、
容
易
に
別
所
劇
叫
・
頓
才
・

感
情
誇
張
・
劇
的
刺
軟
を
去
る
事
の
出
来
な
い
で
居
る
間
に
、
人
麻
呂
の
大
才
を

以
っ
て
し
て
も
、
純
恋
愛
詩
、
抒
情
詩
の
本
格
を
撞
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
間

に
、
既
に
ま
ず
高
市
黒
人
の
観
照
態
度
を
具
備
し
た
叙
景
詩
が
生
れ
た
。
さ
う
し

て
、
直
に
続
い
て
、
山
部
赤
人
が
現
れ
て
、
叙
景
詩
の
本
式
な
も
の
を
示
し
て
居

る。
か
か
る
把
え
方
は
、
黒
人
歌
群
を
論
ず
る
際
の
定
石
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
折
口
は
黒
人
の
近
江
荒
都
歌
二
首
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、
黒

人
の
個
人
的
素
質
に
も
言
及
す
る
。

黒
人
は
静
か
に
自
身
の
悲
し
み
や
憧
れ
る
姿
を
見
て
居
た
人
で
あ
る
。
抒
情
詩

人
と
し
て
は
う
つ
て
つ
け
の
素
質
で
あ
る
。
数
少
い
作
物
の
内
、
叙
景
詩
に
は
、

優
れ
た
写
生
力
を
見
せ
、
抒
情
詩
に
は
し
め
や
か
な
感
動
を
十
分
に
表
し
て
ゐ

る
。
さ
う
し
た
態
度
の
意
識
は
恐
ら
く
な
か
っ
た
ら
う
が
、
素
質
に
さ
う
し
た
心

境
に
入
り
易
い
純
良
で
、
沈
静
し
た
処
が
あ
っ
た
為
、
創
作
態
度
を
自
覚
し
た
時

代
に
入
る
に
、
第
一
要
件
だ
っ
た
観
照
力
が
自
ら
備
つ
て
居
た
の
で
あ
ら
う
。

し
か
も
黒
人
は
、
「
没
主
観
の
芸
道
を
会
得
し
て
ゐ
た
様
で
あ
る
」
と
も
、
「
此
が
今

の
『
写
生
』
の
本
能
で
あ
る
」
と
も
指
摘
さ
れ
、
他
の
歌
の
出
現
す
る
要
田
と
し

て
、
既
に
存
在
し
て
い
た
「
呵
利
細
入
」
の
在
り
様
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
「
樹
羽

ひ
人
」
は
「
遠
国
に
露
命
を
繋
ぐ
貴
種
の
流
離
物
語
や
、
射
す
刊
引
地
と
い
ふ
意
識
に

生
き
る
、
純
で
、
素
直
な
貴
種
の
人
が
、
色
々
な
難
難
を
経
た
具
が
報
い
ら
れ
ず
し

て
、
異
郷
で
死
ぬ
る
悲
し
い
事
鏡
な
ど
を
語
る
叙
事
詩
」
を
撒
き
散
ら
し
、
「
し
な

や
か
な
物
の
あ
は
れ
に
思
ひ
し
む
心
を
展
開
さ
せ
た
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

『
記
』
『
紀
』
に
古
歌
の
伝
統
を
探
り
、
後
期
飛
鳥
時
代
の
政
治
状
況
に
ふ
れ
、
中

国
文
学
の
影
響
も
考
慮
す
る
と
云
う
多
岐
に
渡
る
考
察
は
六
十
年
後
の
今
日
も
説
得

力
を
失
っ
て
は
い
な
い
も
の
と
私
は
思
う
。
特
に
前
掲
論
文
第
五
で
言
及
す
る
「
叙

景
詩
」
即
ち
「
人
事
以
外
の
物
を
詠
む
事
に
価
値
を
認
め
る
」
歌
が
生
み
出
さ
れ
る

原
因
の
一
つ
を
、
「
国
家
意
識
」
が
盛
ん
に
な
り
、
「
日
本
の
版
図
の
中
を
出
来
る
だ

け
見
よ
う
と
す
る
企
て
」
を
生
み
、
「
遠
国
へ
の
旅
行
が
、
わ
り
に
自
由
に
せ
ら
れ

る
様
に
な
っ
た
の
は
、
国
家
意
識
の
行
き
互
り
」
と
、
「
東
国
の
或
る
部
分
を
除
」

い
て
「
あ
ぶ
な
い
敵
国
の
地
」
が
な
く
な
り
、
「
旅
行
」
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た

事
に
求
め
る
考
え
方
は
魅
力
的
だ
。
全
点
の
相
対
視
を
可
能
W
と
さ
せ
る
と
考
え
る

か
ら
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
折
口
説
は
一
方
で
「
国
家
意
識
」
　
の
隆
盛
と
そ
れ
に
よ
る
「
旅

行
」
を
重
視
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
「
廟
到
叫
刃
の
流
布
し
て
歩
い
た
」
事
を
黒
人

歌
出
現
の
前
提
に
し
て
い
る
。
こ
の
「
樹
が
．
訓
刃
の
流
布
し
て
歩
い
た
」
事
と
、
藤

原
時
代
の
例
え
ば
黒
人
の
よ
う
な
旅
す
る
人
間
と
は
ど
う
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
嘲
射
叫
刃
が
流
布
し
て
歩
い
た
」
事
は
、
素
直
に
考
え
れ
ば
、
「
旅
行
」
の
中
に

含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

又
「
あ
ぶ
な
い
敵
国
の
地
」
を
通
ら
ず
に
旅
行
出
来
る
事
も
条
件
の
一
つ
に
数
え

て
い
る
が
、
古
く
「
衆
意
倭
人
伝
」
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
日
本
の
状
況
が
記

さ
れ
る
に
至
っ
た
時
、
「
巷
有
余
国
」
を
な
し
、
「
漠
の
時
朝
見
す
る
者
有
」
　
っ
て
、

（4）

魂
へ
の
任
等
通
ず
る
所
三
十
国
」
で
あ
っ
た
と
言
う
。
話
は
そ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
の
辺
を
内
外
の
文
献
を
通
し
も
う
す
こ
し
え
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

例
え
ば
対
島
国
に
つ
い
て
の
言
及
に
着
目
す
れ
ば
「
良
田
無
く
、
塩
物
を
食
し
て

自
活
し
、
船
に
乗
り
て
南
北
に
市
擢
す
」
と
記
し
、
「
良
田
」
は
無
く
と
も
そ
れ
以
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外
の
田
の
存
在
を
暗
示
し
、
「
市
確
」
と
は
中
国
語
で
「
穀
物
を
買
い
入
れ
る
事
」

だ
か
ら
、
対
島
で
自
給
で
き
な
い
分
を
、
そ
れ
以
外
の
国
に
た
よ
っ
て
い
た
事
が
わ

か
る
。
も
し
対
島
が
、
「
穀
物
」
を
欲
す
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
「
南
北
」
に
友
好

関
係
を
樹
立
し
て
置
く
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
「
一
大
国
」
と
記
し
、
「
萱
岐
」
で

あ
る
と
注
さ
れ
る
国
情
も
同
様
で
あ
る
。

「
倭
」
の
風
俗
を
記
す
中
に
は
、
「
尊
卑
各
々
差
序
有
り
、
相
臣
服
す
る
に
足
る
。

粗
賦
を
収
む
。
邸
閣
有
り
。
国
国
市
有
り
有
無
を
交
易
し
、
大
倭
を
し
て
之
を
監
せ

し
む
。
」
と
あ
る
。
「
国
国
市
有
り
。
有
無
を
交
易
し
、
大
濠
を
し
て
之
を
監
せ
し

む
」
を
目
に
し
て
は
、
も
は
や
、
国
々
が
敵
対
し
て
い
る
状
況
は
克
服
し
て
い
る
と

見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
も
、
「
女
王
国
よ
り
以
北
に
は
、
特
に
一
大
率
を
置

き
、
諸
国
を
検
察
せ
し
む
。
諸
国
之
を
畏
博
す
。
常
に
伊
都
国
に
治
す
。
国
中
に
於

（5）

い
て
刺
史
の
如
き
有
り
。
」
と
記
す
所
か
ら
は
、
「
刺
史
の
如
き
」
存
在
が
認
め
ら

れ
、
「
刺
史
」
と
は
「
漠
代
の
中
央
派
遣
の
官
人
」
の
意
で
あ
る
か
ら
、
藤
原
朝
の

官
人
の
存
在
に
似
通
う
立
場
は
既
に
三
世
紀
前
半
に
存
在
し
た
事
に
な
る
。
こ
の

「
刺
史
の
如
き
」
職
を
帯
び
た
人
達
は
、
自
由
に
旅
が
出
来
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
存
在
は
、
持
統
藤
原
京
成
立
と
共
に
現
わ
れ
る
官
僚
層
の
、
そ
の
本
質
性
と
し

て
の
鼻
桝
に
た
づ
さ
あ
ら
な
い
性
格
に
も
通
う
も
の
を
持
っ
て
い
た
は
ず
だ
。

「
王
、
僕
を
遣
わ
し
て
京
都
・
帯
方
郡
・
諸
韓
国
に
誇
り
、
及
び
郡
の
倭
国
に
使

す
る
や
、
皆
津
に
臨
み
て
披
露
し
、
文
書
・
賜
物
の
物
を
伝
送
し
て
女
王
に
誇
ら
し

（6）

め
、
差
錯
す
る
を
得
ず
。
」
と
あ
る
所
か
ら
は
日
本
人
の
中
国
・
朝
鮮
へ
の
出
向
が

再
確
認
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
そ
こ
の
「
文
書
」
の
存
在
に
も
注
目
す
る
必
要
に
迫
ら

れ
る
。
思
う
に
、
考
古
学
の
発
掘
品
に
よ
っ
て
知
り
得
る
我
が
国
最
古
の
文
字
例

は
、
志
賀
島
発
掘
の
金
印
「
漠
倭
奴
国
王
」
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
年
が
西
暦
五
七

年
、
こ
の
後
倭
国
で
は
攻
伐
が
続
い
た
訳
だ
が
、
折
口
が
「
敵
対
関
係
」
に
よ
り
旅

が
出
来
な
い
と
言
う
の
は
こ
う
し
た
情
況
を
さ
す
の
で
は
な
か
ろ
う
。
言
わ
ば
、
国

と
国
と
が
対
立
関
係
に
あ
る
事
を
基
本
と
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
国
と
国
と
の

関
係
を
形
成
せ
し
め
る
政
治
的
な
理
由
が
、
必
然
性
と
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
時
代

を
考
え
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
ど
う
し
よ
う
も
な
く
関
わ
り
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
時
、
そ
れ
は
先
に
示
し
た
「
交
易
」
の
例
か
ら
類
推
さ
れ
る
が
、
生
命

維
持
の
止
む
な
き
条
件
の
為
に
な
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
、
異
郷
を
旅
す
る

事
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
後
世
の
手
向
け
の
風
習
と
か
、
高
市
黒

人
歌
そ
の
も
の
の
中
に
歌
わ
れ
て
い
る
論
理
、

さ
さ
漁
の
　
国
つ
御
神
の
　
う
ら
さ
び
て
　
荒
れ
た
る
都
　
見
れ
ば
悲
し
も

（
T
l
三
三
）

す
な
わ
ち
、
王
者
天
皇
の
行
為
さ
え
も
、
国
つ
神
の
心
の
さ
び
れ
に
よ
り
滅
亡
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
と
云
う
考
え
な
ど
か
ら
、
「
国
」
に
は
国
の
神
が
あ
っ
て
、
そ
の
神

の
意
向
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
、
「
国
々
」
の
共
通
理
解
が
生
れ
る
よ
う
な

（8）

そ
ん
な
段
階
を
想
定
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
古
橋
信
孝
民
望
一
己
菜
を
借
り
る

な
ら
、
「
村
落
共
同
体
」
段
階
が
、
新
た
な
方
向
に
動
き
出
し
つ
つ
あ
る
よ
う
な
そ

ん
な
段
階
で
あ
る
。
尤
も
、
神
の
存
在
を
想
定
す
る
の
も
つ
ま
る
所
は
人
間
な
訳
だ

か
ら
、
国
つ
神
云
々
を
言
わ
ず
と
も
良
い
と
云
う
事
に
も
な
り
そ
う
だ
。
た
だ
神
の

観
念
を
導
入
す
る
場
合
に
は
、
自
国
の
神
は
通
常
は
そ
の
国
の
住
人
の
生
命
を
そ
の

願
い
に
よ
っ
て
守
っ
て
く
れ
る
神
で
あ
り
、
異
国
の
神
は
と
も
す
れ
ば
荒
ぶ
る
神
と

し
て
異
国
の
民
に
は
害
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
神
の
心
を
和
ら
げ
む

と
し
て
な
さ
れ
た
の
が
道
中
の
手
向
け
で
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
折
口
の
云
う
、

旅
に
於
け
る
寄
倒
珂
叫
は
、
人
間
の
行
動
範
囲
が
広
が
っ
て
、
自
ら
の
居
所
の

神
の
加
護
を
得
む
と
し
て
な
さ
れ
た
本
来
的
な
新
劃
画
料
叫
と
、
来
訪
す
る
神
の
加

護
を
期
待
し
て
な
さ
れ
る
新
室
l
樹
珂
叫
の
伝
統
の
次
に
来
る
、
新
し
い
も
の
で
あ
っ

た
の
に
違
い
な
い
。
来
訪
す
る
神
と
は
、
異
国
、
異
郷
に
こ
そ
力
あ
る
も
の
が
存
す

る
と
い
う
考
え
の
も
と
に
生
れ
る
考
え
方
で
あ
ろ
う
か
ら
、
小
さ
な
村
落
共
同
体
の

段
階
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
い
事
は
明
ら
か
な
事
だ
ろ
う
。
従
っ
て
奴
国
以
来
、
邪

馬
台
国
に
至
っ
て
更
に
中
国
と
か
か
わ
り
、
「
親
貌
倭
王
」
の
称
号
を
得
た
卑
弥
呼
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ほ
、
一
方
で
、
「
鬼
道
に
事
え
、
能
く
衆
を
惑
わ
す
。
年
巳
に
長
大
な
る
も
、
夫
靖

無
く
、
男
弟
有
り
、
佐
け
て
国
を
治
む
。
王
と
為
り
し
よ
り
以
来
、

な
く
、
稗
千
人
を
以
っ
て
自
ら
侍
せ
し
む
。
唯
々
男
子
一
人
有
り
、

辞
を
伝
え
居
虞
に
出
入
す
。
官
室
、
槙
観
、
城
柵
、
厳
か
に
設
け
、

（9）

兵
を
持
し
て
守
護
す
。
」
と
云
う
、
旧
来
の
在
り
様
の
う
ち
に
あ
り
、

俗
学
事
行
来
に
、
云
為
す
る
所
有
れ
ば
、
軌
ち
骨
を
灼
き
て
卜
し
、

占
い
、
先
ず
ト
す
る
所
を
告
ぐ
。
其
の
辞
は
令
亀
の
法
の
如
く
、

（10）

見
る
有
る
老
少

飲
食
を
給
し
、

常
に
人
有
り
、

か
つ
　
「
其
の

以
っ
て
膏
凶
を

火
折
を
視
て
兆

さ
け
め

を
占
う
」
と
云
う
の
が
古
代
日
本
の
一
般
で
あ
っ
た
よ
う
な
状
況
の
中
に
、
「
金
印

紫綬」

く
み
ひ
も

を
も
つ
て
そ
の
地
位
が
保
証
さ
れ
る
と
云
う
、
全
く
新
し
い
方
法
を
知
っ
た

事
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
奴
国
に
於
い
て
既
に
経
験
し
て
い
る
事
で
は
あ
る
が
…
…
。

（11）

こ
の
方
法
は
、
神
に
代
っ
て
人
が
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
石
母
田
正
の
考
え
に
よ

れ
ば
、
卑
弥
呼
の
二
つ
の
顔
と
い
う
事
に
な
る
の
だ
が
、
国
内
対
策
と
し
て
ほ
「
王

と
な
り
し
よ
り
以
来
」
の
行
為
を
な
し
、
国
外
に
対
し
て
は
大
国
中
国
に
難
升
米
等

の
僕
を
遣
わ
し
て
前
述
の
称
号
を
得
る
と
云
う
、
言
わ
ば
内
に
向
っ
て
は
伝
統
の
神

に
よ
っ
て
保
証
を
し
、
外
に
向
っ
て
は
外
の
論
理
の
人
間
に
よ
っ
て
保
証
を
得
る
と

云
う
、
二
重
の
在
り
様
を
示
し
て
い
た
事
に
な
る
。
こ
れ
は
、
支
配
階
級
に
於
い
て

は
、
神
の
相
対
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の

後
、
大
陸
文
化
を
受
容
す
る
の
に
そ
れ
ほ
ど
の
困
難
を
感
じ
な
か
っ
た
よ
う
に
印
象

づ
け
ら
れ
る
の
は
、
実
際
問
題
と
し
て
、
二
重
性
を
経
験
し
て
い
た
か
ら
な
の
に
違

い
な
い
。
圧
倒
的
に
高
い
文
化
水
準
を
誇
る
大
陸
は
ま
さ
に
後
進
国
日
本
に
と
っ
て

は
神
の
国
と
も
考
え
ら
れ
た
ろ
う
し
、
そ
れ
は
再
び
古
橋
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

か
ら
か
み
（
1
2
）

「
理
想
の
国
」
と
も
な
っ
た
は
ず
だ
。
仏
像
に
対
し
て
「
蕃
神
」
と
言
っ
た
ら
し
い

「
欽
明
紀
」
の
記
載
は
、
そ
の
経
路
が
必
ず
し
も
中
国
大
陸
に
直
結
す
る
訳
で
は
な

い
が
、
仏
像
と
い
う
偶
像
を
得
た
事
で
、
神
観
念
に
重
大
な
変
化
を
も
た
ら
す
所
と

な
っ
た
事
を
想
像
さ
せ
る
。
現
人
神
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
偶
像
崇
拝
の
後
に

成
立
し
て
来
る
も
の
な
の
に
違
い
な
い
。

さ
て
、
石
母
田
正
は
、
こ
の
卑
弥
呼
と
男
弟
の
関
係
は
こ
の
後
、
推
古
天
皇
と
聖

徳
太
子
の
関
係
に
及
ん
で
行
く
と
言
う
。
言
い
過
ぎ
を
恐
れ
ず
に
l
亨
え
ば
、
あ
す
い

は
斉
明
天
皇
と
中
大
兄
の
関
係
も
い
わ
ゆ
る
「
ヒ
メ
・
ヒ
コ
制
」
を
取
っ
て
い
る
事

に
な
る
。
こ
の
間
の
大
陸
と
の
交
渉
は
た
び
た
び
に
及
ん
で
、
つ
い
に
聖
徳
太
子
は

十
七
粂
憲
法
を
試
み
、
冠
位
十
二
階
を
定
め
、
政
治
色
を
前
面
転
出
し
て
（
そ
の
方

法
は
か
っ
て
卑
弥
呼
が
対
外
関
係
に
余
儀
な
く
さ
れ
た
方
法
）
、
人
が
つ
く
り
、
人

が
定
め
た
位
に
組
織
化
さ
れ
る
と
い
う
大
陸
の
方
法
が
≡
首
五
十
年
余
の
時
間
を
経

（謂）

て
実
現
さ
れ
る
所
と
な
っ
た
訳
だ
。
思
う
に
こ
の
方
法
の
採
用
も
支
配
者
の
側
か
ら

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
被
支
配
者
に
と
っ
て
は
、
全
く
一
方
的
に
な
さ
れ
た
鼠

織
化
と
云
う
事
だ
っ
た
と
患
う
。
「
障
害
倭
国
伝
」
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
日
本
に
は
、

「
文
字
無
し
、
唯
々
木
と
刻
み
経
を
結
ぶ
の
み
」
の
文
化
水
準
し
か
な
か
っ
た
と
言

ぅ
事
だ
か
ら
、
金
印
以
来
、
文
字
に
接
し
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
を
用
い
て
物
事

を
記
す
と
か
の
応
用
に
は
未
だ
至
っ
て
な
か
っ
た
と
見
え
る
。
「
百
済
に
於
い
て
仏

経
を
求
得
し
、
始
め
て
文
字
有
り
。
」
と
あ
る
所
は
、
金
印
を
授
け
た
国
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
書
き
様
だ
が
、
六
二
年
の
『
勝
馨
経
義
疏
』
に
始
ま
る
、
以
後
六
二
二

年
の
『
維
摩
経
義
疏
』
、
六
一
五
年
の
『
法
華
隆
義
疏
』
の
三
経
義
疏
を
著
す
程
度

の
、
理
解
し
、
考
察
し
、
表
現
す
る
と
云
う
意
味
に
於
け
る
「
文
字
有
り
」
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
五
五
二
年
伝
来
以
来
、
半
世
紀
を
経
て
の
在
り
様
は
画
期
的
で
あ
っ

た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
五
五
二
年
の
仏
教
公
伝
の
時
、
聖
明
王

（16）

は
次
の
よ
う
な
文
章
を
よ
せ
た
と
云
う
。

是
の
法
は
諸
の
法
の
車
に
、
最
も
殊
勝
れ
て
い
ま
す
。
解
り
難
く
入
り
難
し
。

周
公
・
孔
子
も
、
尚
し
知
り
た
ま
ふ
こ
と
能
は
ず
。
此
の
法
は
能
く
量
も
無
く
辺

も
無
き
、
福
徳
果
法
を
生
し
、
■
乃
至
無
上
れ
た
る
菩
提
を
成
辞
す
。
皆
へ
は
人

の
、
随
　
意
　
宝
を
懐
き
て
、
用
べ
き
所
に
遂
ひ
て
、
轟
に
情
の
依
な
る
が
如

く
、
此
の
妙
法
の
宝
も
然
な
り
。
祈
り
厩
ふ
こ
と
情
の
俵
に
し
て
、
乏
し
き
所
無

し
。
莫
れ
遠
く
て
天
竺
よ
り
、
菱
竺
韓
に
泊
る
ま
で
に
、
雛
が
轍
び
軒
け
持

ち
て
、
尊
び
敬
は
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
。
是
に
由
り
て
、
首
済
臥
し
朝
田
喝
酎
み
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て
陪
臣
怒
嘲
期
致
実
を
遺
し
て
、
帝
国
に
伝
へ
奉
り
て
、
畿
内
に
流
通
さ
む
。
仏

の
、
我
が
法
は
東
に
流
ら
む
、
と
記
へ
る
を
果
す
な
り
。

『
日
本
書
紀
』
（
岩
波
古
典
大
系
本
）
頭
注
に
よ
れ
ば
こ
の
文
章
は
、
唐
の
義
静
の

訳
し
た
金
光
明
最
勝
王
経
の
文
を
用
い
て
『
紀
』
編
者
が
修
飾
し
た
も
の
と
見
る
が
、

（17）

『
元
興
寺
縁
起
』
の
記
述
に
庶
史
料
に
近
い
も
の
の
影
を
想
定
出
来
る
事
も
勘
案
す

れ
ば
、
こ
れ
に
近
い
内
容
が
漠
文
体
で
届
け
ら
れ
て
い
た
ろ
う
事
は
想
像
に
難
く
な

い
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
内
容
に
接
し
た
欽
明
天
皇
が
、
「
歓
喜
び
席
躍
り
た
ま
ひ

て
、
使
者
に
詔
し
て
云
は
く
、
『
朕
、
昔
よ
り
来
、
未
だ
曽
て
是
の
如
く
微
妙
し
き
法

を
聞
く
こ
と
得
ず
。
然
れ
ど
も
朕
、
自
ら
決
む
ま
じ
』
と
言
っ
た
と
云
う
事
も
う
な

づ
け
る
。
「
西
馨
の
献
れ
る
仏
の
相
貌
端
厳
し
。
全
ら
未
だ
曽
て
有
ず
、
礼
ふ
べ
き

や
不
や
」
と
群
臣
に
相
談
す
る
所
も
良
く
わ
か
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
導
入
さ
れ
た

仏
教
を
い
か
に
処
理
す
る
か
と
云
う
事
な
の
だ
が
、
伝
統
の
首
八
十
神
を
祭
る
物
部

大
連
尾
興
、
中
臣
連
鎌
子
は
、
仏
像
も
「
蕃
神
」
と
し
て
、
「
国
神
の
窓
を
致
し
た

ま
は
む
」
事
を
恐
れ
、
排
斥
し
ょ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
蘇
我
大
臣
稲
日
は
「
酉
馨

の
諸
国
、
一
に
皆
礼
ふ
。
豊
秋
日
本
、
豊
独
り
背
か
む
や
」
と
言
っ
て
、
欽
明
天
皇

よ
り
、
「
試
に
礼
ひ
拝
ま
し
む
べ
し
」
　
の
言
を
得
て
い
る
。
排
仏
派
に
取
っ
て
は
、

旧
来
の
観
念
を
一
変
さ
せ
ら
れ
る
程
の
事
件
と
も
な
り
か
ね
な
か
っ
た
訳
だ
か
ら
、

そ
の
後
に
続
く
対
し
方
も
理
解
で
き
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
程
重
大
な
事
で
あ
っ

た
の
な
ら
天
皇
は
卑
弥
呼
以
来
の
秘
儀
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら

推
古
朝
に
至
っ
て
さ
え
、
卑
弥
呼
以
来
の
方
法
が
生
き
て
い
た
ら
し
い
言
及
に
出
く

わ
す
か
ら
だ
。
例
え
は
「
隋
書
倭
国
伝
」
で
は
先
程
の
記
事
の
次
に
「
卜
笈
を
知

（18）

り
、
尤
も
巫
親
を
借
ず
」
る
日
本
人
の
風
俗
を
記
す
。
又
「
盟
神
探
湯
」
の
記
事
な

ど
も
あ
る
。
し
か
る
に
群
臣
に
相
談
し
た
と
言
う
欽
明
の
行
為
ほ
と
り
も
な
お
き

ず
、
政
治
的
決
定
が
神
の
教
示
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
群
臣
と
云
う
人
間
達
の
決

定
に
委
ね
ら
れ
る
方
向
に
向
き
を
変
え
て
い
た
と
云
う
事
だ
ろ
う
。

今
、
再
び
蘇
我
稲
日
の
言
に
着
目
す
れ
ば
、
諸
外
国
は
仏
教
を
礼
っ
て
ゐ
る
と
言

ぅ
訳
だ
か
ら
、
そ
の
考
え
は
外
交
の
基
盤
と
し
て
、
同
等
の
水
準
の
必
要
性
を
被
歴

し
た
も
の
と
取
れ
る
。
言
わ
ば
、
卑
弥
呼
に
於
け
る
対
中
国
策
に
通
じ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
一
方
物
部
、
中
臣
氏
は
、
百
八
十
神
を
負
う
た
伝
統
の
在
り
様
に
よ
ろ
う
と

し
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
方
向
は
対
内
策
と
し
て
の
卑
弥
呼
の
方
法
に
通
じ
る
も
の
と

見
て
良
か
ろ
う
。
し
か
し
、
決
定
は
群
臣
の
判
断
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
崇
仏

派
・
排
仏
派
の
対
立
は
五
八
七
年
に
至
り
一
つ
の
決
着
を
見
、
蘇
我
馬
子
が
聖
徳
太

子
等
と
結
び
、
物
部
氏
を
滅
ぼ
す
に
至
る
。
崇
仏
派
の
勝
利
は
従
っ
て
、
国
際
的
に

受
容
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
仏
教
を
、
対
内
策
の
一
つ
と
し
て
何
ら
か
の
意
味
で
の

規
範
と
す
る
事
に
つ
な
が
っ
た
ろ
う
し
、
排
仏
派
か
ら
ほ
旧
来
の
百
八
十
神
に
代
る

蕃
神
を
規
範
と
す
る
方
向
へ
の
転
換
と
見
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
六
〇
七
年
の
遣
隋
使
が
「
国
書
」
を
持
っ
て
渡
航
し
た
の
が
注

（19）

目
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
然
と
云
え
は
当
然
だ
が
、
こ
こ
で
漢
文
が
つ
づ
ら
れ
て

い
る
事
に
辿
り
着
く
か
ら
で
あ
る
。
「
文
字
」
の
無
い
国
と
認
識
し
た
国
に
対
し
て

漢
文
の
国
書
を
持
参
し
た
と
云
う
訳
だ
。
金
印
の
文
字
を
目
に
し
て
以
来
五
百
五
十

年
の
歳
月
を
経
て
い
る
。
こ
の
国
書
を
記
し
得
た
能
力
が
、
こ
の
後
の
「
三
経
義

疏
」
を
、
「
天
皇
記
」
「
国
記
」
等
を
編
ま
せ
る
所
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
外
国
語
を

書
き
読
め
る
人
々
の
出
現
と
云
う
事
に
な
る
。
文
化
の
二
分
極
化
と
見
て
良
い
と
思

う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
文
字
使
用
者
が
支
配
権
を
強
化
す
る
。

し
か
し
興
味
深
い
の
は
、
崇
仏
派
、
開
明
派
の
蘇
我
稲
目
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。

欽
明
十
五
年
、
首
済
塾
明
王
が
暗
殺
さ
れ
、
そ
の
報
告
が
翌
十
六
年
二
月
に
日
本
に

も
た
ら
さ
た
れ
た
時
、
首
済
の
王
子
恵
に
、
そ
の
禍
の
原
田
を
た
だ
し
て
い
る
が
、

稲
目
の
論
理
は
、
次
の
よ
う
だ
。

昔
在
、
天
皇
大
泊
瀬
の
世
、
汝
の
国
、
高
麗
の
為
に
逼
め
ら
れ
て
危
き
こ
と
累

卵
よ
り
も
甚
し
。
是
に
、
天
皇
、
神
祇
伯
に
命
し
て
、
敬
ひ
て
策
を
神
碑
に
受
け

し
め
た
ま
ふ
。
祝
着
、
廼
ち
神
の
語
に
託
け
て
報
し
て
日
さ
く
、
『
邦
を
建
て
し
神

を
屈
　
話
せ
て
、
往
き
て
亡
び
な
む
と
す
る
主
を
救
は
ば
、
必
ず
菅
に
国
家
畿
靖
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り
て
、
人
物
父
安
か
ら
む
』
と
ま
う
す
。
是
に
由
り
て
、
神
を
請
せ
て
往
き
て
敦

は
し
め
た
ま
ふ
。
所
以
、
社
積
安
寧
な
り
き
。
原
れ
ば
夫
れ
、
邦
を
建
て
し
国
と

は
、
天
地
割
け
判
れ
し
代
、
草
木
言
語
せ
し
時
に
、
自
天
降
来
り
ま
し
て
、
国
家

を
造
り
立
て
し
神
な
り
。
頃
聞
く
、
汝
が
国
、
掻
て
て
祀
ら
ず
と
。
方
に
今
、
前

の
過
を
俊
め
て
悔
い
て
、
神
の
官
を
修
ひ
理
め
て
、
神
の
霊
を
祭
り
奉
ら
ば
、
国

昌
盛
え
ぬ
べ
し
。
汝
晋
に
忘
る
る
こ
と
莫
れ
。

彼
の
頭
の
中
に
は
、
禍
の
も
と
は
建
国
神
を
按
て
て
省
み
な
い
事
だ
と
い
う
考
え
方

が
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
基
本
的
に
排
仏
派
、
保
守
派
と
同
じ
事
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
崇
仏
家
た
り
得
た
所
に
確
か
な
新
し
さ
が
存
在
し
た
。
結
果

的
に
見
る
と
、
百
八
十
神
を
墨
守
し
て
伝
統
的
で
あ
っ
た
物
部
氏
に
も
、
百
済
王
子

恵
を
さ
と
し
た
蘇
我
氏
に
も
、
滅
亡
の
時
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
蘇
我
氏
一
族
に
つ

い
て
の
み
滅
亡
が
訪
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
稲
目
の
言
が
後
々
の
『
紀
』
編
者
に
よ
る

潤
色
と
も
見
れ
よ
う
が
、
ま
さ
に
建
国
の
神
も
含
め
た
百
八
十
神
を
祀
っ
た
で
あ
ろ

ぅ
物
部
氏
も
滅
ん
で
い
る
所
を
見
る
と
、
「
建
国
神
を
祀
る
事
」
が
、
禍
を
遠
ざ
け

る
と
い
う
考
え
は
完
全
に
相
対
化
さ
れ
た
事
と
な
ろ
う
。

こ
の
後
生
き
延
び
得
た
の
は
、
中
臣
氏
で
あ
っ
た
訳
だ
が
、
物
部
氏
の
論
理
の
時

代
に
そ
ぐ
わ
ぬ
在
り
棟
、
蘇
我
氏
の
独
走
、
そ
れ
に
聖
徳
太
子
に
於
け
る
儒
仏
の
論

（20）

理
の
中
か
ら
、
中
臣
氏
は
周
孔
の
論
窪
を
採
用
し
、
中
大
兄
の
次
、
す
な
わ
ち
、
常

に
ナ
ソ
バ
ー
・
Ⅱ
の
立
場
に
あ
っ
て
、
全
く
新
し
い
時
代
を
つ
く
り
あ
げ
て
行
っ
た

の
に
違
い
な
い
。
そ
れ
が
大
化
の
改
新
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
こ
れ
は
、
あ

く
ま
で
支
配
者
側
の
、
そ
れ
も
一
部
、
有
力
豪
族
達
の
確
執
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

そ
の
大
半
を
占
め
る
民
衆
層
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
事
と
は
没
交
渉
に
営
々
と
伝

統
の
生
活
を
送
り
続
け
て
い
た
の
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
性
を
『
紀
』
等
か
ら
読
み
と
る
と
す
る
と
、
当
面
考
え
て
い
る

「
叙
景
詩
」
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
き
、
折
口
説
だ
け
で
は
お
お
い
得
な
い
面
を

見
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。

二
　
黒
人
歌
考
察
の
前
提

さ
て
、
文
献
の
上
に
辿
り
得
る
日
本
人
の
生
活
規
範
の
い
く
つ
か
を
見
て
来
た
訳

だ
が
、
想
定
可
能
な
狭
い
地
域
に
他
と
は
独
立
に
存
在
し
た
、
と
古
橋
氏
が
仮
定
し

た
「
村
落
共
同
体
」
か
ら
、
「
国
」
成
立
へ
の
過
程
の
最
中
、
共
同
体
間
の
関
係
が

芽
生
え
、
そ
こ
に
戦
い
と
協
調
、
征
服
と
服
従
等
々
の
関
係
が
生
れ
る
中
で
、
「
他

国
」
が
意
識
さ
れ
る
事
と
な
る
。
こ
の
延
長
に
は
「
外
国
」
が
存
す
る
。
外
国
、
異

民
族
と
の
出
合
い
は
、
文
化
状
況
の
異
質
さ
を
体
験
さ
せ
る
か
ら
、
人
々
は
多
様
さ

の
中
に
生
命
を
育
む
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
新
し
い
経
験
は
、
必
然
的
に
そ
の

子
孫
連
に
影
響
を
与
え
る
。
変
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
云
う
事
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
こ

の
中
で
最
も
著
し
い
も
の
の
一
つ
は
、
神
と
の
関
係
で
あ
っ
た
と
思
う
。

倭
の
五
王
時
代
を
代
表
す
る
雄
略
で
さ
え
、
「
神
武
伯
に
命
し
て
、
敬
ひ
て
策
を

神
紙
に
受
け
し
め
た
ま
ふ
」
有
様
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
人
格
神
さ
え
未
だ
期
待
出
来

な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
神
に
対
す
る
対
し
方
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
こ
に
も
あ
る
よ
う
に
「
敬
う
」

事
で
あ
る
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。
そ
の
「
敬
い
」
方
が
重
要
な
の
だ
と
思
う
。
そ
の

方
法
に
は
、
行
為
に
よ
る
も
の
と
、
言
葉
に
よ
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
異
性
を
断

っ
て
忌
み
籠
る
事
と
か
、
初
穂
を
供
え
る
と
か
、
舞
い
を
奉
納
す
る
と
か
は
広
く
、

行
為
の
中
に
ふ
く
ま
れ
よ
う
。
『
万
葉
集
』
巻
一
－
二
の
国
見
歌
な
ど
は
、
土
地
諌

め
の
論
理
と
し
て
言
葉
に
よ
る
「
敬
い
」
　
の
例
に
入
れ
る
事
が
出
来
る
。
そ
の
他
多

く
を
挙
げ
う
る
が
、
基
本
的
に
は
「
神
に
対
す
る
対
し
方
」
と
し
て
、
「
敬
う
」
と

い
う
基
本
理
念
が
人
々
の
考
え
方
の
中
に
存
在
す
る
訳
で
あ
る
。

叙
景
を
考
え
る
場
合
、
折
口
が
指
摘
し
た
よ
う
な
「
古
く
か
ら
外
界
に
向
い
て
ゐ

た
限
を
逸
す
事
な
く
、
嘗
喩
化
す
る
事
な
く
、
人
事
以
外
の
物
を
詠
む
事
に
価
値
を

認
め
る
心
」
　
の
由
来
を
問
わ
ね
は
な
る
ま
い
。

折
口
は
言
う
け
れ
ど
、
古
く
か
ら
外
界
に
向
い
て
ゐ
た
眼
な
ど
と
は
、
人
間
を
内

面
的
な
も
の
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
も
の
で
う
な
づ
け
な
い
。
外
に
限
が
向
い
て
ゐ



万葉集巻3－271歌の語るもの

41

て
、
外
を
対
象
化
し
得
た
か
ら
こ
そ
人
間
た
り
得
、
い
わ
ゆ
る
自
然
を
喪
失
す
る
事

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
観
念
化
、
内
化
が
始
ま
る
の
だ
と
思
う
。
従
っ
て

「
人
事
以
外
の
物
を
詠
む
事
」
を
価
値
付
け
る
観
念
が
ど
こ
か
ら
出
て
来
る
か
を
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

再
度
稲
日
の
言
を
引
い
て
み
る
。
「
原
れ
ば
、
表
れ
、
邦
を
建
て
し
神
と
は
、
天

地
割
け
判
れ
し
代
、
草
木
言
語
せ
し
時
に
、
自
天
降
来
り
ま
し
て
、
国
家
を
造
り
立

て
し
神
な
り
」
が
そ
れ
だ
が
、
垂
直
型
と
水
平
型
の
い
ず
れ
が
先
な
の
か
は
別
と
し

て
、
少
な
く
と
も
「
草
木
言
語
せ
し
時
」
を
意
識
に
置
い
て
い
る
所
が
重
要
だ
。

『
記
』
『
紀
』
　
の
基
本
認
識
と
同
様
「
天
地
分
か
れ
」
た
後
に
神
が
生
れ
る
。
『
紀
』

の
一
書
に
は
、
「
天
地
の
初
め
て
判
る
ゝ
と
き
、
始
め
て
供
に
生
り
い
づ
る
神
ま
す
」

と
記
す
の
も
あ
る
が
、
「
元
始
に
神
天
地
を
創
造
た
ま
へ
り
」
と
記
す
『
聖
書
』
の
認

識
と
異
な
る
。
神
の
力
を
絶
対
と
し
偶
像
を
認
め
な
い
　
『
旧
約
聖
書
』
　
の
世
界
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
住
む
環
境
に
由
来
し
、
荒
蓼
と
し
た
状
況
の
中
で
、
人
々
は
絶
対

の
神
に
一
切
を
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
は
良
く
言
わ
れ
る
事
だ
。
し
か
し

日
本
の
場
合
は
天
地
は
神
が
降
臨
す
る
前
に
在
っ
た
。
だ
か
ら
、
神
を
権
威
づ
け
る

為
に
は
、
人
に
先
立
っ
て
神
が
存
在
す
る
、
即
ち
、
神
は
時
間
的
に
人
間
に
先
行
す

る
と
い
う
論
理
か
、
地
上
に
住
む
人
間
に
対
し
て
天
上
に
住
む
神
と
云
う
、
人
間
の

立
ち
得
な
い
空
間
、
即
ち
天
を
神
の
居
処
と
し
て
論
理
づ
け
る
か
の
い
ず
れ
か
に
な

る
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本
の
場
合
に
は
天
を
神
の
住
む
所
と
し
て
人
間
と
区
別

した。ス
サ
ノ
ヲ
命
が
寄
稲
田
姫
を
伴
っ
て
「
解
せ
む
と
す
る
虞
を
克
む
」
時
、
「
興
言

し
て
」
「
吾
が
心
清
浄
し
」
と
言
い
、
「
即
ち
彼
塵
に
宮
を
建
つ
」
と
あ
る
の
に
着
目

し
ょ
ぅ
。
こ
の
話
が
い
つ
の
こ
ろ
の
も
の
か
知
る
由
も
な
い
が
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る

事
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
を
し
て
、
「
清
清
し
」
と
さ
せ
る
所
が
存
在
し
た

と
言
う
事
だ
。
こ
れ
は
、
そ
の
感
じ
を
興
さ
せ
た
所
が
、
他
の
土
地
と
は
異
っ
て
、

宮
殿
を
つ
く
る
に
ふ
さ
わ
し
い
所
と
い
う
価
値
観
に
通
じ
る
も
の
だ
。
し
か
し
、
そ

れ
も
実
は
「
神
」
あ
る
い
は
神
に
準
ず
る
者
の
住
む
べ
き
所
と
い
う
一
つ
の
観
念
を

前
提
に
し
た
も
の
と
取
れ
る
。
従
っ
て
、
神
と
の
関
わ
り
で
自
然
、
景
を
考
え
る
限

り
、
先
に
あ
げ
た
よ
う
な
考
え
方
は
出
る
は
ず
も
な
い
。
出
る
可
能
性
は
あ
っ
て
も

そ
れ
は
全
て
神
に
収
赦
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
歌
に
於
い
て
も
同
様
の
よ
う
だ
。

八
雲
立
つ
　
出
雲
八
重
垣
　
妻
寵
に
　
八
重
垣
造
る
　
そ
の
八
重
垣
を

こ
の
歌
に
於
け
る
「
八
雲
立
つ
　
出
雲
」
と
は
「
其
地
よ
り
雲
立
ち
勝
り
き
」
と

『
記
』
に
記
す
所
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
が
「
八
重
」
が
讃
辞
で
あ
る
と
し
て
も
、
雲

の
立
ち
上
る
様
を
叙
し
た
も
の
と
し
て
は
ま
さ
し
く
「
叙
景
」
な
の
だ
。
し
か
し
、

そ
の
「
叙
景
」
は
「
叙
景
」
　
の
為
の
叙
景
で
は
な
い
。
生
気
、
霊
気
に
満
ち
た
土
地

で
あ
る
事
を
述
べ
る
為
の
叙
景
で
あ
る
。

狭
井
河
よ
　
雲
立
ち
わ
た
り
　
畝
火
山
　
木
の
葉
騒
ぎ
ぬ
　
風
吹
か
む
と
す

（『記』二l）

畝
火
山
　
昼
は
雲
と
居
　
夕
さ
れ
ば
　
風
吹
か
む
と
ぞ
　
木
の
葉
騒
げ
る

（『記』二二）

こ
の
二
首
を
め
ぐ
っ
て
ほ
様
三
三
ロ
あ
れ
る
け
れ
ど
も
、
「
庶
見
当
芸
志
実
美
命
、
そ

の
癖
后
伊
須
気
余
理
比
売
を
要
せ
し
時
、
そ
の
三
は
し
ら
の
弟
を
殺
さ
む
と
し
て
謀

る
間
に
、
そ
の
御
祖
伊
須
気
余
理
比
売
、
患
ひ
苦
し
み
て
、
歌
を
も
ち
て
そ
の
御
子

（22）

等
に
知
ら
し
め
た
ま
ひ
き
」
と
い
う
文
脈
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
事
を
無
視
し
て
は

な
る
ま
い
。
当
歌
が
、
古
い
新
し
い
と
云
っ
た
議
論
を
越
え
て
、
ま
さ
に
「
叙
景
」

し
て
い
る
典
型
的
な
例
で
あ
る
事
は
ま
ち
が
い
な
く
、
し
か
も
そ
の
「
叙
景
」
が
、

危
急
を
示
さ
む
と
し
て
な
さ
れ
た
「
訴
え
」
で
あ
る
所
が
重
要
だ
。
歌
が
日
常
の
言

葉
の
力
以
上
の
力
を
発
揮
し
て
い
る
例
と
も
と
れ
る
し
、
又
古
代
の
話
と
し
て
、
歌

は
明
ら
か
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
当
芸
志
実
美
に
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
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の
だ
ろ
う
か
な
ど
と
も
思
い
た
く
な
る
論
理
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
。
秘
か
に
口
伝

し
た
の
だ
な
ど
と
言
う
の
は
野
暮
と
言
う
も
の
だ
ろ
う
。
当
面
は
『
記
』
が
残
さ
れ

た
七
〇
八
年
に
遡
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
頃
に
於
い
て
、
歌
は
か
か
る
横
能
を
持
つ

も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
、
そ
の
歌
は
、
「
叙
景
」
す
る
事
で
他
の
目
的
を
果
す
役
割

を
負
う
て
い
た
事
を
確
認
し
て
置
こ
う
。

山
川
に
　
鋸
喬
二
つ
居
て
　
滋
ひ
よ
く
　
鼓
へ
る
妹
を
　
誰
か
率
に
け
む

（
『
紀
』
一
二
二
）

中
国
文
学
の
影
響
云
々
は
当
然
す
ぎ
る
程
と
考
え
ら
れ
る
の
で
置
く
。
「
妹
と
背
」

は
元
来
が
対
と
し
て
あ
る
べ
き
も
の
。
そ
れ
が
「
背
」
の
み
に
な
っ
た
時
、
「
夫
婦
」

の
寵
駕
を
「
山
川
」
に
置
く
事
で
、
人
間
界
の
「
妹
」
の
欠
如
を
把
え
た
も
の
だ
。

あ
る
べ
き
理
想
の
姿
を
「
山
川
に
　
舘
裔
二
つ
居
て
」
と
歌
っ
て
い
る
の
は
、
実
景

を
も
含
あ
て
、
心
象
の
景
と
み
る
事
が
出
来
る
。
し
か
し
こ
の
「
叙
景
」
も
目
的
で

は
な
い
。
方
法
で
あ
る
。

舌
代
に
於
い
て
「
自
然
が
良
く
把
え
ら
れ
て
い
る
」
と
か
「
客
観
視
」
し
て
い
る

な
ど
と
言
及
す
る
の
が
多
い
が
、
例
え
ば
、

も
と
ご
と
に
　
花
は
咲
け
ど
も
　
何
と
か
も
　
愛
し
妹
が
　
ま
た
咲
き
出
来
ぬ

（
『
紀
』
一
一
四
）

とか、飛
鳥
川
　
華
ひ
つ
つ

行
く
水
の
　
間
も
無
く
も
　
恩
ほ
ゆ
る
か
も

（
『
紀
』
一
一
八
）

て
は
、
ご
く
当
り
前
の
把
え
方
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
白
魚

を
良
く
見
れ
な
か
っ
た
ら
、
農
耕
は
出
来
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
い
。
雷
鳴
を
聞
い
て
「
カ
、
、
、
ナ
リ
」
な
ど
と
云
う
名
称
を
与
え
る
事
さ
え

不
可
能
で
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
音
の
由
来
に
関
心
を
払
っ
た
か
ら
こ
そ
、
音
の

出
所
の
わ
か
ら
な
い
現
象
に
神
の
か
か
わ
り
を
も
っ
て
説
明
し
た
の
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
合
理
精
神
の
も
た
ら
し
た
物
の
見
方
で
押
し
切
ろ
う
と
す
れ
ば
確
か
に
従
来
の
研

究
成
果
に
近
い
結
論
を
出
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
と
も
と
成
立
事
情
の
異
な

る
文
化
を
同
一
尺
度
で
切
り
割
く
と
云
う
の
は
、
物
指
し
を
持
っ
て
重
量
を
は
か
る

よ
う
な
も
の
だ
。
従
っ
て
、
黒
人
を
文
学
史
上
に
位
置
付
け
る
場
合
、
無
理
に
手
柄

を
与
え
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
『
古
今
集
』
巻
二
十
－
二
〇
七
三
歌
は
「
し
ほ
っ

山
ぶ
り
」
と
名
付
け
ら
れ
た
「
大
歌
所
」
の
歌
で
、
黒
人
歌
と
み
な
さ
れ
る
が
、
確

か
に
歌
い
継
が
れ
て
行
く
事
実
は
確
認
し
得
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
叙
景
歌
」
で
あ

る
事
に
よ
る
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
当
歌
が
国
見
歌
の
方
法

を
謄
ま
え
て
い
た
事
と
か
、
官
人
と
し
て
大
和
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う

制
度
上
の
制
約
の
存
在
す
る
中
で
、
平
安
貴
族
の
心
に
と
ま
り
、
か
つ
、
現
代
人
の

心
に
も
響
き
得
る
内
容
と
リ
ズ
ム
を
残
し
得
た
事
こ
そ
重
要
な
の
だ
と
思
う
。
以
上

の
事
を
跨
ま
え
て
、
二
七
一
歌
堅
言
及
し
た
い
。

三
　
二
七
一
歌
の
示
す
も
の

実
は
、
今
ま
で
述
べ
て
来
た
事
は
、
当
二
七
一
歌
を
考
え
る
中
で
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
だ
。
従
っ
て
今
さ
ら
こ
れ
以
上
の
事
は
蛇
足
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
れ
ま
で
意
外
な
程
「
わ
か
り
切
っ
た
」
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
来
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
、
そ
の
指
し
示
す
で
あ
ろ
う
内
容
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

桜
田
へ
　
鶴
鳴
き
渡
る
　
年
魚
市
潟
　
潮
干
に
け
ら
し
　
鶴
鳴
き
渡
る

（
三
－
⊥
一
七
一
）

（銅）

な
ど
ほ
、
「
草
木
言
語
」
す
る
世
界
を
「
神
代
」
の
昔
に
想
定
し
得
た
人
々
に
と
っ
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文
字
通
り
に
読
め
ば
何
の
変
哲
も
な
い
も
の
と
な
る
。
桜
田
へ
鶴
が
鳴
き
渡
っ
て

行
く
。
年
魚
市
鴇
は
潮
が
干
た
ら
し
い
。
鶴
が
鳴
き
渡
っ
て
行
く
事
だ
。
二
旬
日
が

五
句
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
感
動
が
込
め
ら
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記

述
の
何
と
多
か
っ
た
事
か
。
こ
ん
な
事
は
指
摘
さ
れ
る
ま
で
も
な
い
。
読
め
ば
わ
か

る
事
だ
。
当
歌
は
こ
ん
な
事
で
終
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

黒
人
は
今
ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
和
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま

い
。
人
麻
呂
は
持
統
六
年
三
月
の
伊
勢
行
幸
の
際
、
京
に
留
ま
っ
て
、

鳴
呼
且
の
浦
に
　
舟
乗
り
す
ら
む
　
乙
女
等
が
　
玉
裳
の
裾
に
　
潮
満
つ
ら
む
か

（
一
－
四
〇
）

釧
着
く
　
答
志
の
崎
に
　
今
日
も
か
も
　
大
官
人
の
　
玉
藻
刈
る
ら
む

（
一
－
四
一
）

潮
騒
に
　
伊
良
虞
の
島
辺
　
漕
ぐ
舟
に
　
妹
乗
る
ら
む
か
　
荒
き
島
廻
を

（∵1四二）

の
≡
首
を
残
し
た
。
「
ら
む
」
は
現
在
推
量
と
言
わ
れ
る
。
人
麻
呂
は
今
、
異
空
間

の
出
来
事
を
想
像
し
、
思
い
や
っ
て
い
る
。
人
麻
呂
個
人
の
事
か
、
折
口
の
既
に
云

っ
て
い
た
よ
う
に
留
長
官
人
を
代
表
し
て
の
思
い
か
。
近
代
的
な
意
味
で
の
個
人
で

な
い
事
は
確
か
で
あ
る
が
、
人
麻
呂
と
い
う
一
人
の
人
間
を
通
し
て
出
て
来
た
も
の

で
あ
る
事
は
疑
い
得
な
い
。

黒
人
は
「
ら
し
」
と
推
察
し
た
。
そ
の
為
に
は
根
拠
が
必
要
だ
と
言
わ
れ
る
。

「
桜
田
へ
　
鶴
鳴
き
渡
る
」
が
そ
れ
ら
し
い
。
「
鳴
き
渡
る
」
と
あ
る
か
ら
や
は
り
現

在
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
確
か
に
、
鶴
が
鳴
き
渡
る
景
が
叔
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

意
味
で
は
「
叙
景
歌
」
と
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
目
的
で
あ
っ
た
の
か
。

黒
人
に
は
、
鶴
の
鳴
き
渡
っ
て
行
く
桜
田
、
、
年
魚
市
潟
の
方
向
に
こ
そ
目
的
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

諸
注
釈
指
摘
す
る
よ
う
に
『
和
名
抄
』
に
は
「
愛
知
郡
」
　
の
条
に
「
作
良
」
と
あ

る
。
「
桜
田
」
と
は
、
「
作
良
」
の
地
の
田
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
桜
田
な
の
か
。
良

く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
文
武
二
年
（
六
九
八
）
に
は
、
十
一
月
二
十
三
日
に
大

嘗
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
尾
張
の
国
と
美
渡
国
の
郡
司
百
姓
等
に
物
が
供
せ

ら
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
尾
張
と
云
っ
て
も
広
く
、
作
良
の
田
が
そ
れ
に
直
接
か
か

わ
っ
て
い
た
と
は
な
か
な
か
言
え
な
い
が
、
田
中
初
美
氏
に
よ
れ
ば
尾
張
は
「
悠

紀
」
、
美
濃
は
「
主
基
」
に
分
類
さ
れ
る
と
言
う
。
尾
張
の
い
ず
れ
か
も
も
ち
ろ
ん

卜
定
さ
れ
た
訳
で
あ
ろ
う
が
い
ず
こ
と
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
黒
人
の
活
動
し
た

で
あ
ろ
う
時
代
と
ず
れ
て
な
い
所
が
興
を
そ
そ
る
。

そ
れ
で
は
年
魚
市
潟
と
は
何
な
の
か
。
『
紀
』
神
代
上
第
八
段
一
書
第
二
に
は

「
草
薙
剣
」
に
注
し
「
今
、
尾
張
国
の
吾
湯
市
村
に
在
す
。
即
ち
熱
田
の
祝
部
の
掌

り
ま
つ
る
神
是
な
り
」
と
あ
り
、
『
和
名
抄
』
「
愛
知
郡
」
が
「
年
魚
市
」
を
指
す
と

見
て
良
い
は
ず
で
あ
る
。
「
愛
知
郡
」
の
条
に
は
、
「
厚
田
」
と
あ
る
。
あ
る
い
は

「
厚
田
」
が
悠
紀
田
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
『
代
匠
記
』
は
初
稿
本
に
「
神
代
紀
」
の
例

を
、
「
景
行
紀
」
　
の
例
は
初
稿
本
、
精
撰
本
双
方
に
、
精
撰
本
に
は
「
催
馬
楽
」
を

（26）

引
い
て
「
桜
」
を
説
く
。
恐
ら
く
、
年
魚
市
潟
と
は
、
黒
人
に
と
っ
て
、
船
旅
の
起

点
か
終
点
を
示
す
所
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
巻
十
五
－
三
五
九
五
に
は
、
「
朝
開

き
　
漕
ぎ
出
で
来
れ
ば
　
武
庫
の
滑
の
　
潮
干
の
潟
に
　
鶴
が
声
す
も
」
と
あ
り
、

三
五
九
八
に
は
「
ぬ
ば
た
ま
の
　
夜
は
明
け
ぬ
ら
し
　
玉
の
浦
に
　
あ
さ
り
す
る
鶴

鳴
き
渡
る
な
り
」
と
も
あ
っ
て
、
天
平
八
年
（
七
三
六
）
の
遣
新
羅
僕
等
の
歌
だ

が
、
黒
人
歌
に
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

或
は
、
巻
一
1
七
〇
、
忍
坂
部
乙
麻
呂
の
「
大
和
恋
ひ
　
森
の
寝
ら
え
ね
に
　
心

な
く
　
こ
の
洲
崎
廻
に
　
鶴
鳴
く
べ
し
や
」
に
通
わ
し
て
読
む
べ
き
か
。
高
安
大
島

は
「
太
上
天
皇
」
の
難
波
行
幸
に
際
し
、
「
旅
に
し
て
　
も
の
恋
し
き
に
　
鶴
が
音

も
　
聞
こ
え
ざ
り
せ
ば
　
恋
ひ
て
　
死
な
ま
し
」
　
〓
1
六
七
）
と
歌
っ
て
い
る
。

即
ち
、
黒
人
は
桜
田
方
面
へ
鳴
き
渡
る
鶴
の
音
に
望
郷
の
思
い
を
癒
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
黒
人
は
一
方
で
「
磯
の
崎
　
漕
ぎ
廻
み
行
け
ば
　
近
江
の
海
　
八
十
の
港
に

鶴
さ
は
に
鳴
く
」
　
（
三
－
二
七
三
）
と
も
歌
っ
て
い
る
。
例
え
ば
家
持
の
「
港
風
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寒
く
吹
く
ら
し
　
奈
呉
の
江
に
　
妻
呼
び
交
し
　
鶴
多
に
鳴
く
」
　
（
十
七
－
四
〇
l

八
）
　
に
よ
る
と
、
妻
呼
ぶ
鶴
に
触
発
さ
れ
て
妻
を
思
う
歌
と
解
さ
れ
も
す
る
が
、
黒

人
歌
の
そ
れ
は
、
「
近
江
海
の
八
十
の
港
に
鳴
き
群
れ
る
鶴
」
の
イ
メ
ー
ジ
だ
。
望

郷
の
思
い
も
在
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
が
、
も
っ
と
異
っ
た
内
容
を
含
む
の
で
は
な

ヽ

　

ゝ

　

0

L
Y
カ

（27）

巻
六
－
一
〇
六
二
歌
は
、
「
難
波
の
宮
に
し
て
作
る
歌
」
で
あ
り
、
伊
藤
博
氏
に

ょ
れ
は
、
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
二
月
二
十
六
日
の
事
と
な
る
が
、
「
や
す
み
L

L
　
我
が
大
君
の
　
あ
り
通
ふ
　
難
波
の
官
は
　
鯨
魚
取
り
　
海
片
付
き
て
　
玉
拾

ふ
　
浜
辺
を
近
み
　
朝
羽
振
る
　
波
の
音
騒
く
　
夕
な
ぎ
に
　
蹄
の
音
聞
こ
ゆ

暁
の
　
寝
覚
に
開
け
ば
　
海
石
の
　
潮
干
の
共
　
滞
洲
に
は
　
千
島
妻
呼
び
　
葦
辺

に
は
　
鶴
が
音
響
む
　
見
る
人
の
　
語
り
に
す
れ
ば
　
開
く
人
の
　
見
ま
く
欲
り
す

る
　
御
食
向
ふ
　
味
経
の
官
は
　
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
と
あ
っ
て
、
官
讃
め
の
論

理
の
下
に
あ
る
事
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
「
見
る
人
の
　
語
り
に
す
れ
ば
　
聞
く
人

の
　
見
ま
く
欲
り
す
る
」
と
あ
る
所
か
ら
は
、
語
り
継
が
れ
る
程
に
価
値
の
あ
る
所

で
あ
る
と
云
う
論
理
も
引
き
出
せ
る
が
、
「
語
る
」
事
は
、
た
だ
そ
う
し
た
方
向
に

あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
古
橋
氏
は
「
語
る
」
事
に
呪
的
鎮
魂
性
を
認
め
て
い

た
。
一
〇
六
四
散
「
潮
干
れ
ば
　
茸
に
騒
ぐ
　
白
鶴
の
　
妻
呼
ぶ
声
は
　
官
も
と
ど

ろ
に
」
　
の
「
白
鶴
の
　
妻
呼
ぶ
声
は
」
も
、
行
幸
の
際
の
歌
と
す
れ
ば
、
望
郷
歌
と

見
る
の
は
お
か
し
い
だ
ろ
う
。
「
官
も
と
ど
ろ
に
」
と
あ
る
結
句
か
ら
す
れ
ば
、
や

は
り
讃
歌
の
性
格
を
見
な
い
訳
に
は
行
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
鳥
が
に
ぎ
わ
う

イ
メ
ー
ジ
と
は
、
讃
に
通
じ
て
い
た
は
ず
だ
。
鮮
明
御
製
歌
と
さ
れ
る
一
－
二
歌
で

は
、
大
和
の
国
が
う
ま
し
国
で
あ
る
事
の
理
由
と
し
て
「
海
原
は
　
障
立
ち
立
つ
」

と
歌
わ
れ
て
い
た
。
八
爬
鳥
の
例
、
八
尋
白
千
鳥
の
例
な
ど
を
示
す
ま
で
も
な
く
、

鳥
は
天
に
在
っ
て
、
神
に
近
い
存
在
で
あ
っ
た
。
黒
人
が
「
よ
ぷ
子
鳥
」
と
一
－
七

〇
で
歌
っ
た
時
も
生
物
学
的
対
象
と
し
て
の
鳥
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ

う
。
思
う
に
桜
田
へ
鳴
き
渡
る
鶴
は
、
近
江
の
八
十
の
港
に
多
に
鳴
い
て
い
た
イ
メ

ー
ジ
に
通
じ
る
群
れ
て
鳴
き
渡
る
鶴
だ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
群
れ
て
鳴
き
渡
る
鶴
の
彼
方
に
潮
干
の
年
魚
市
潟
を
想
像
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
鶴
の
エ
サ
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
飼
の
な
い

所
に
鳥
は
渡
る
訳
が
な
い
。
と
す
れ
ば
、
鶴
の
に
ぎ
わ
う
港
と
云
う
の
は
、
生
命
力

に
あ
ふ
れ
た
豊
餞
の
港
と
云
う
意
味
を
示
す
だ
ろ
う
。
黒
人
が
「
磯
の
崎
　
漕
ぎ
廻

み
行
け
ば
　
近
江
の
海
　
八
十
の
港
に
　
鶴
さ
ほ
に
鳴
く
」
と
歌
っ
た
時
、
彼
は
旅

の
安
全
を
厭
う
べ
く
、
近
江
海
の
在
り
様
を
讃
え
て
い
た
の
に
違
い
な
い
。
近
江
の

地
の
国
つ
神
は
、
天
智
大
浄
官
を
「
う
ら
さ
び
て
」
　
の
後
荒
廃
さ
せ
て
い
た
で
は
な

い
か
。
≡
－
二
七
五
「
何
処
に
か
　
吾
は
宿
ら
む
　
高
島
の
　
勝
野
の
原
に
　
此
の

日
暮
れ
な
は
」
も
「
高
島
」
は
『
和
名
抄
』
巻
五
に
近
江
の
国
と
言
う
か
ら
近
江
の

国
つ
神
と
の
か
か
わ
り
で
考
え
ら
れ
よ
う
。
三
Ⅰ
二
七
四
歌
「
吾
が
船
は
　
比
良
の

港
に
　
こ
ぎ
泊
て
む
　
沖
へ
な
さ
か
り
　
さ
夜
ふ
け
に
け
り
」
も
又
同
様
で
あ
る
。

無
理
を
せ
ず
、
あ
り
の
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
の
も
護
し
み
と
し
て
神
を
「
敬
う
」
結
果

に
な
る
と
云
う
事
だ
ろ
う
か
。

年
魚
市
潟
は
、
も
ち
ろ
ん
年
魚
市
潟
の
神
も
存
し
た
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
近
辺

の
安
全
は
、
熱
田
神
宮
の
神
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
は
ず
だ
。
鶴
の
群
れ
て
渡
り
行
く

か
な
た
に
豊
餞
の
海
を
想
像
し
た
時
、
黒
人
は
熱
田
の
神
に
よ
っ
て
守
護
さ
れ
た
近

辺
の
讃
美
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

お
わ
り
に

以
上
考
え
る
所
を
述
べ
た
。
か
つ
て
旧
い
伝
統
を
負
う
家
柄
に
生
れ
、
今
釆
郡
と

呼
ば
れ
た
地
に
育
ち
双
方
の
在
り
様
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
新
し
い
大
陸
文

（28）

化
に
よ
り
、
新
基
軸
の
歌
を
作
り
出
し
た
黒
人
像
を
見
て
釆
た
が
、
古
文
献
の
車
に

別
け
入
っ
て
再
考
し
て
み
る
と
、
我
々
の
現
代
人
の
目
に
は
映
り
に
く
い
古
い
像

が
、
信
じ
ら
れ
な
い
程
見
え
て
来
る
も
の
ら
し
い
。
赤
人
の
歌
九
二
四
の
「
み
青
野

の
　
象
山
の
際
の
　
木
末
に
は
　
こ
こ
だ
も
騒
ぐ
　
鳥
の
声
か
も
」
と
か
、
九
二
五

の
「
ぬ
ば
た
ま
の
　
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
　
久
木
生
ふ
る
　
清
き
川
原
に
　
千
鳥
し
ぼ

鳴
く
」
な
ど
も
、
九
二
三
歌
の
讃
の
論
理
か
ら
は
ず
し
て
み
る
事
は
出
来
ま
い
。
な
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ぜ
な
ら
、
確
か
に
景
を
叙
し
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
を
目
的
に
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
赤
人
に
於
い
て
も
、
「
叙
景
」
は
方
法
で
し
か
な

か
っ
た
の
だ
と
思
う
。

自
然
の
中
に
神
を
見
よ
う
と
す
る
限
り
、
あ
る
い
は
自
然
の
景
が
神
の
力
（
天
皇

の
力
も
含
め
て
）
に
よ
る
も
の
と
の
考
え
が
存
す
る
限
り
、
自
然
を
赦
し
、
景
を
叔

す
る
歌
は
存
在
し
な
い
と
い
う
事
だ
と
思
う
。

黒
人
の
旅
の
歌
は
、
行
程
に
当
る
土
地
の
神
と
の
か
か
わ
り
に
於
い
て
お
こ
り
来

る
不
安
を
、
当
時
考
え
ら
れ
て
い
た
一
般
的
方
法
に
乗
っ
か
っ
て
解
消
し
ょ
う
と
し

た
所
に
生
れ
た
古
代
論
理
に
負
う
、
新
し
い
顔
を
し
た
歌
と
い
う
事
に
な
ろ
う
か
。

極
論
を
言
え
ば
、
自
然
が
美
の
対
象
と
さ
れ
る
の
ほ
、
西
洋
で
さ
え
も
最
近
に
な

っ
て
の
事
だ
。
日
本
に
於
い
て
も
物
の
と
ら
え
方
の
時
代
的
な
塾
を
無
視
し
得
ま

い
。
と
す
れ
ば
、
「
叙
景
歌
」
な
ど
と
は
軽
率
に
言
え
な
い
事
に
な
る
か
も
し
れ
な

い。
注

㈹㈹㈹鳩胸銅㈲鋤鍋朗
d
Ⅷ
叩

．
椚
u
t

西川u「

．
田
中

佃
に
同
じ
。

田
に
同
じ
。
欽
明
十
三
年
十
月
条
。

「
当
に
聞
く
、
仏
法
は
既
に
こ
れ
世
間
無
上
の
法
、
そ
の
国
も
亦
修
行
す
べ
き
な
り
」

と
あ
る
。
日
本
思
想
大
系
2
0
巻
入
貢
。
（
岩
波
番
店
）

人
文
研
究
。
4
号
。
二
一
1
三
〇
貫
。
（
長
野
県
短
大
）

㈲
に
同
じ
。
七
四
貢
。

「
皇
極
紀
」
二
年
正
月
条
。

「神代紀」。

「神武記」。

岩
波
古
典
文
学
大
系
本
。
『
日
本
書
紀
』
補
注
転
「
草
木
言
語
」
に
つ
い
て
の
解
説
が

ある。『
続
日
本
紀
』
参
照
の
こ
と

『
践
詐
大
嘗
祭
研
究
編
』
四
四
貫
。
（
木
耳
社
）

「
さ
く
ら
人
　
其
の
船
止
め
　
嶋
津
田
を
　
十
町
作
れ
る
　
見
て
帰
り
釆
む
や
　
そ
よ

や
　
明
日
帰
り
来
む
や
　
そ
よ
や
　
言
を
こ
え
　
明
日
と
も
言
は
め
　
遠
方
に
　
妻
さ
る

夫
な
れ
ば
　
明
日
も
さ
ね
釆
じ
ゃ
　
そ
よ
や
　
明
日
も
さ
ね
乗
じ
や
　
そ
よ
や
」
と
あ

る。

『
万
葉
集
』
上
巻
。
（
角
川
書
店
）

「
高
市
黒
人
試
論
」
『
研
究
誌
』
。
1
0
号
。
（
書
祥
女
子
高
校
）

『
万
葉
集
大
成
』
9
巻
六
七
貢
。
（
平
凡
社
）

『
折
口
信
夫
』
全
集
1
巻
四
一
八
貢
よ
り
。
（
中
央
公
論
社
）

拗
転
同
じ
。
四
三
七
貢
。

『
貌
志
倭
人
伝
・
後
漢
書
倭
伝
・
朱
書
倭
国
伝
・
隋
書
倭
国
伝
』
三
七
貢
。
（
岩
波
書
店
）

㈲
に
同
じ
。
四
七
貢
。

駒
に
同
じ
。

閲
に
同
じ
。
五
七
貢
。

『
古
代
歌
謡
論
』
（
冬
樹
社
）
『
万
葉
集
を
読
み
な
お
す
』
（
N
H
K
出
版
）

㈲
に
同
じ
。
四
八
貢
。

㈲
に
同
じ
。
四
六
貫
。

『
日
本
の
古
代
国
家
』
入
貢
。
（
岩
波
書
店
）

『
日
本
書
紀
』
（
古
典
文
学
大
系
本
）
欽
明
十
三
年
冬
十
月
条
。

㈲
に
同
じ
。
「
朱
書
倭
国
伝
」
の
五
重
の
在
り
様
を
見
る
。

㈲
に
同
じ
。
七
二
貢
。


