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鴨山と石川の詩心

万
葉
集
に
よ
れ
ば
、
柿
本
人
麻
呂
は
故
郷
を
遠
く
離
れ
た
石
見
国
の
鴨

山
の
山
中
に
倒
れ
、
妻
を
思
う
歌
を
残
し
て
他
界
し
た
。
残
さ
れ
た
妻
依

網
娘
子
は
、
夫
の
計
報
を
聞
い
て
悲
し
み
の
挽
歌
を
詠
ん
だ
。
そ
の
「
鴨

山
」
と
「
石
川
」
の
地
を
探
し
求
め
て
、
斎
藤
茂
吉
は
石
見
を
訪
ね
、
江

の
川
沿
い
に
走
る
今
の
Ｊ
Ｒ
三
江
線
の
粕
淵
、
浜
屋
辺
り
か
ら
見
え
る
湯

抱
の
山
峡
を
臨
ん
で
「
電
光
の
ご
と
く
に
」
こ
の
地
が
「
石
川
の
峡
」
に

違
い
な
い
、
そ
の
背
後
に
立
つ
山
が
「
鴨
山
」
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
得

（
注
ｌ
）

た
。
こ
の
茂
士
ロ
の
鴨
山
発
見
は
し
か
し
、
そ
の
地
名
の
存
在
が
古
代
文
献

に
確
実
な
裏
付
け
を
持
た
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
そ
の
後
の
万
葉
研
究
が

歌
そ
の
も
の
の
読
み
を
深
め
る
中
で
、
客
観
的
な
信
懸
性
を
弱
め
て
い
る
。

現
在
の
万
葉
研
究
者
の
多
く
は
、
こ
の
歌
群
を
た
だ
一
つ
の
人
麻
呂
の
人

生
を
あ
り
の
ま
ま
に
伝
え
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
は
読
ま
な
い
。
万
葉
集

が
伝
え
る
人
麻
呂
の
最
期
は
、
す
で
に
伝
説
や
物
語
の
中
に
あ
る
。
そ
の

伝
説
や
物
語
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
伝
え
て
い
る
か
、
そ
の
作
品
世
界
は

ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
、
当
該
作
品

〈
論
文
〉

鴨
山
と
石
川
の
詩
心

ｌ
柿
本
人
麻
呂
臨
死
自
傷
歌
群
に
つ
い
て
Ｉ

を
読
む
私
た
ち
は
現
在
も
な
お
直
面
し
て
い
る
。

当
該
歌
群
を
人
麻
呂
個
人
の
人
生
か
ら
解
き
放
ち
、
古
代
信
仰
の
中
か

ら
歌
の
生
成
を
論
じ
た
の
は
高
崎
正
秀
で
あ
る
。
高
崎
正
秀
は
古
代
文
献

に
お
い
て
「
鴨
山
」
と
「
石
川
」
が
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
着
目

し
、
折
口
信
夫
の
巡
遊
伶
人
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な

（
注
２
）

考
え
を
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
鴨
山
」
は
死
雪
巫
の
屯
集
す
る
地
で
あ
り

「
石
川
」
は
蘇
生
の
た
め
の
「
涙
ぎ
」
の
聖
所
で
あ
る
。
そ
の
死
と
復
活

の
信
仰
的
世
界
を
背
景
に
各
地
を
漂
泊
す
る
「
柿
本
衆
」
が
、
当
該
歌
群

の
成
立
に
深
く
関
与
し
て
い
る
。
こ
の
高
崎
説
を
踏
ま
え
て
、
緒
方
惟
章

も
各
地
の
「
鴨
山
」
「
石
川
」
の
地
名
を
検
討
し
、
そ
の
多
く
に
鍛
冶
文

（
注
３
）

化
の
痕
跡
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
て
「
柿
本
衆
」
の
実
態
を
推
定
す
る
。

た
だ
、
こ
の
高
崎
、
緒
方
論
に
つ
い
て
は
、
奈
良
朝
前
後
の
時
代
状
況
の

中
に
そ
う
し
た
柿
本
集
団
の
漂
泊
巡
遊
の
事
実
を
裏
付
け
る
客
観
的
根
拠

を
欠
き
、
そ
の
論
の
全
体
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
は
た
め
ら
い
を
覚
え
る
。

作
品
の
読
み
方
も
、
信
仰
的
事
実
の
想
定
に
引
か
れ
て
や
や
安
定
し
な
い

坂
本

勝
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柿
本
朝
臣
人
麻
呂
、
石
見
国
に
在
り
て
臨
死
ら
む
と
す
る
時
、
自
ら
傷

み
て
作
る
歌
一
首

鴨
山
の
岩
根
し
枕
け
る
わ
れ
を
か
も
知
ら
に
と
妹
が
待
ち
つ
つ
あ
る
ら
む

（
巻
一
一
・
二
一
一
一
一
一
）

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
死
り
し
時
、
妻
依
網
娘
子
の
作
る
歌
二
首

今
日
今
日
と
わ
が
待
つ
君
は
石
川
の
貝
に
〈
一
に
云
ふ
谷
に
〉
交
り
て
あ

り
と
い
は
ず
や
も

（
巻
二
・
一
一
一
一
四
）

直
の
逢
ひ
は
逢
ひ
か
つ
ま
し
じ
石
川
に
雲
立
ち
渡
れ
見
つ
つ
偲
は
む

（
巻
一
一
・
二
一
一
五
）

丹
比
真
人
〈
名
を
も
ら
せ
り
〉
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
意
に
擬
へ
て
報
ふ
る

歌
一
首

荒
波
に
寄
り
く
る
玉
を
枕
に
置
き
わ
れ
こ
こ
に
あ
り
と
誰
か
告
げ
な
む

感
も
あ
る
。

し
か
し
、
高
崎
論
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
鴨
山
」
と
「
石
川
」
が
古

代
文
献
に
お
い
て
強
い
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
否
定
し

が
た
い
。
本
稿
は
あ
ら
た
め
て
「
鴨
山
」
と
「
石
川
」
の
問
題
に
焦
点
を

あ
て
、
当
該
作
品
の
表
現
世
界
と
そ
の
生
成
の
仕
組
み
を
考
え
る
。
そ
れ

は
ま
た
当
該
作
品
の
形
成
に
関
わ
っ
た
人
々
が
、
愛
す
る
人
の
死
と
悲
し

み
を
ど
の
よ
う
に
言
葉
の
世
界
に
組
み
上
げ
て
い
っ
た
の
か
、
愛
と
死
を

め
ぐ
る
心
の
動
き
を
作
品
の
言
葉
を
通
し
て
遡
及
す
る
営
み
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
「
鴨
山
」
と
「
石
川
」
と
い
う
場
所
の
持
つ
力
が
人
々
の
想
像
世

界
の
形
成
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
様
相
が
あ
る
。

２
〈
鴨
山
〉
の
男

（
巻
一
一
・
二
一
一
六
）

或
る
本
の
歌
に
曰
く

天
離
る
夷
の
荒
野
に
君
を
置
き
て
思
ひ
つ
つ
あ
れ
ば
生
け
る
と
も
な
し

（
巻
一
一
・
一
三
七
）

右
の
一
首
の
歌
、
作
者
い
ま
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。
但
し
、
古
本
、
こ

の
歌
を
も
ち
て
こ
の
次
に
載
す
。

歌
群
は
右
の
五
首
。
中
に
「
｜
云
」
「
或
本
歌
」
を
含
み
、
五
首
が
は

じ
め
か
ら
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
万
葉
集

編
纂
の
時
点
で
す
で
に
人
麻
呂
の
死
を
め
ぐ
っ
て
、
少
な
く
と
も
二
つ
の

（
注
４
）

系
列
の
伝
承
、
あ
る
い
は
物
語
が
存
在
し
た
ら
し
い
。
人
麻
呂
の
死
を
、

ひ
と
つ
は
海
や
川
の
イ
メ
ー
ジ
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
山
や
野
の
イ
メ
ー
ジ

で
思
い
描
く
よ
う
な
違
い
を
そ
れ
は
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
者

は
さ
ら
に
、
人
麻
呂
の
亡
骸
が
火
葬
さ
れ
川
に
散
骨
さ
れ
た
と
い
う
内
容

（
注
５
）

を
持
つ
と
考
え
る
研
究
者
も
多
い
。

そ
の
二
つ
の
系
列
は
と
も
に
、
第
一
首
の
人
麻
呂
歌
に
始
ま
る
。
こ
の

一
首
が
以
下
の
物
語
を
形
成
す
る
原
点
で
あ
る
。
人
麻
呂
の
死
に
関
し
て

は
、
山
中
の
死
、
海
辺
の
死
、
荒
野
の
死
、
の
三
つ
の
伝
承
を
想
定
す
る

中
西
進
の
論
も
あ
り
、
そ
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
第
一
首

（
注
６
）

を
持
た
な
い
形
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
こ
の
一
首
の
表
現

が
重
要
に
な
る
。

死
に
直
面
し
た
人
の
自
傷
の
歌
は
有
馬
皇
子
や
大
津
皇
子
の
挽
歌
に
見

ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
皇
子
の
自
傷
挽
歌
は
、
高
野
正
美
が
指
摘
す
る
よ
う

（
注
６
）

に
、
避
け
が
た
い
死
の
自
覚
の
中
に
己
の
運
命
を
深
く
見
つ
め
、
心
の
奥

に
沈
潜
す
る
よ
う
な
内
省
を
特
徴
と
す
る
。
対
し
て
人
麻
呂
の
自
傷
歌
は
、

旅
先
で
死
に
面
し
た
人
が
家
郷
の
妻
を
思
う
と
い
う
構
図
を
持
つ
。
そ
の

3６
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鴨山と石川の詩心

図
柄
は
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
行
路
死
者
を
歌
う
一
連
の
万
葉

歌
に
近
い
。
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
「
鴨
山
」
は
、
行
路
死
者
の
横
た
わ

る
場
所
、
と
い
う
性
格
を
持
つ
。
そ
れ
は
い
か
な
る
場
所
な
の
か
。
今
、

万
葉
集
の
行
路
死
人
歌
を
み
る
と
、
死
者
の
横
た
わ
る
場
所
は
、
荒
ぶ
る

神
が
そ
の
霊
威
を
発
す
る
異
郷
の
色
合
い
を
深
く
帯
び
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
・

①
讃
岐
国
の
狭
岑
島
に
し
て
、
石
中
の
死
人
を
見
て
、
柿
本
朝
臣
人
麻

呂
の
作
る
歌

沖
つ
波
来
寄
す
る
荒
磯
を
し
き
た
へ
の
枕
と
ま
き
て
寝
せ
る
君
か
も

（
巻
一
一
・
一
一
一
三
）

②
上
官
聖
徳
皇
子
、
竹
原
井
に
出
遊
で
ま
す
時
に
、
竜
田
山
の
死
人
を

見
て
悲
傷
ぴ
て
作
ら
す
歌
一
首

家
な
ら
ば
妹
が
手
ま
か
む
草
枕
旅
に
臥
や
せ
る
こ
の
旅
人
あ
は
れ

（
巻
三
・
四
一
五
）

③
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
、
香
具
山
の
屍
を
見
て
悲
働
ぴ
て
作
る
歌
一
首

草
枕
旅
の
宿
り
に
誰
が
夫
か
国
忘
れ
た
る
家
待
た
ま
く
に

（
巻
三
・
四
一
一
六
）

④
足
柄
坂
を
過
ぐ
る
時
に
死
人
を
見
て
作
る
歌

小
垣
内
の
麻
を
引
き
干
し
妹
な
れ
が
作
り
着
せ
け
む
白
た
へ

の
紐
を
も
解
か
ず
一
重
結
ふ
帯
を
三
重
結
ひ
苦
し
き
に
仕

へ
奉
り
て
今
だ
に
も
国
に
ま
か
り
て
父
母
も
妻
を
も
見
む
と

思
ひ
つ
つ
行
き
け
む
君
は
鶏
が
鳴
く
東
の
国
の
恐
き
や
神

の
御
坂
に
和
た
へ
の
衣
寒
ら
に
ぬ
ば
た
ま
の
髪
は
乱
れ
て

国
問
へ
ど
国
を
も
告
ら
ず
家
問
へ
ど
家
を
も
言
は
ず
ま
す
ら

を
の
行
き
の
ま
に
ま
に
こ
こ
に
臥
や
せ
る

⑥
和
銅
四
年
、
河
辺
宮
人
、
姫
島
の
松
原
に
娘
子
の
屍
を
見
て
悲
嘆
し

ぴ
て
作
る
歌
二
首

妹
が
名
は
千
代
に
流
れ
む
姫
島
の
小
松
が
う
れ
に
苔
む
す
ま
で
に

（
巻
二
・
一
一
二
八
）

難
波
潟
潮
干
な
あ
り
そ
れ
沈
み
に
し
妹
が
姿
を
見
ま
く
苦
し
も

（
巻
一
一
・
二
二
九
）

⑦
う
ち
ひ
さ
す
宮
へ
上
る
と
た
ら
ち
し
や
母
が
手
離
れ
常
知

ら
ぬ
国
の
奥
か
を
百
重
山
越
え
て
過
ぎ
行
き
い
つ
し
か
も

都
を
見
む
と
思
ひ
つ
っ
語
ら
ひ
居
れ
ど
己
が
身
し
労
は
し
け

れ
ば
玉
桙
の
道
の
隈
廻
に
草
手
折
り
柴
取
り
敷
き
て
床
じ

も
の
う
ち
臥
い
伏
し
て
思
ひ
つ
つ
嘆
き
伏
せ
ら
く
国
に
あ
ら

ば
父
取
り
見
ま
し
家
に
あ
ら
ば
母
取
り
見
ま
し
世
の
中
は

か
く
の
み
な
ら
し
犬
じ
も
の
道
に
伏
し
て
や
命
過
ぎ
な
む

（
巻
五
・
八
八
六
）

①
で
は
沖
の
波
が
打
ち
寄
せ
る
荒
磯
に
死
者
は
横
た
わ
る
。
狭
岑
島
の

周
囲
は
「
時
つ
風
」
が
吹
き
荒
れ
、
沖
に
は
「
と
ゐ
波
」
が
立
ち
、
辺
に

は
「
白
波
」
が
騒
ぐ
、
そ
の
海
を
「
恐
み
」
人
麻
呂
は
狭
岑
島
に
漕
ぎ
寄

せ
た
（
一
三
○
長
歌
）
。
行
路
の
死
も
荒
ぶ
る
海
の
神
の
霊
威
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
、
と
い
う
気
配
が
強
く
漂
う
。
③
の
香
具
山
は
藤
原
宮
の

（
巻
九
・
一
八
○
○
田
辺
福
麻
呂
歌
集
）

⑤
備
後
国
の
神
島
の
浜
に
し
て
、
調
使
首
、
屍
を
見
て
作
る
歌

母
父
も
妻
も
子
ど
も
も
高
々
に
来
む
と
待
つ
ら
む
人
の
悲
し
さ

（
巻
一
一
一
一
・
三
一
一
一
四
○
）

家
人
の
待
つ
ら
む
も
の
を
つ
れ
も
な
き
荒
磯
を
ま
き
て
伏
せ
る
君
か
も

（
巻
一
一
一
一
・
三
三
四
一
）
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東
を
仕
切
る
境
の
山
で
、
勿
論
神
の
山
で
あ
っ
た
。
②
の
龍
田
山
は
、
大

和
と
河
内
を
仕
切
る
国
境
の
山
。
そ
こ
を
西
流
す
る
龍
田
川
は
激
し
い
風

が
吹
き
込
む
風
の
道
で
、
天
武
朝
に
そ
の
境
界
の
地
で
国
家
的
な
風
神
祭

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
竜
田
風
神
祭
祝
詞
（
延
喜
式
）
に
よ
れ
ば
、

そ
の
祭
祀
の
起
源
は
崇
神
天
皇
の
時
代
に
遡
る
。
崇
神
朝
に
農
作
物
不
作

が
何
年
も
続
き
、
天
皇
は
ど
の
「
神
の
御
心
」
に
よ
る
も
の
か
「
物
知
り

人
」
に
占
わ
せ
た
が
原
因
が
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
天
皇
自
ら
「
天
つ
社
、

国
つ
社
一
つ
残
ら
ず
祭
っ
た
は
ず
な
の
に
、
ど
の
神
の
御
心
に
よ
っ
て
天

う
け
ひ

下
の
農
作
物
を
実
ら
せ
な
い
の
か
」
と
誓
約
を
し
た
。
そ
の
時
天
皇
の
夢

に
神
が
出
現
し
「
我
が
御
名
は
天
の
御
柱
の
命
・
国
の
御
柱
の
命
」
と
教

え
、
諸
々
の
幣
帛
を
献
じ
て
「
朝
日
の
日
向
ふ
処
、
夕
日
の
日
隠
る
処
の
、

龍
田
の
立
野
の
小
野
に
、
吾
が
宮
を
定
め
」
て
祭
れ
ば
「
天
下
の
公
民
の

作
り
作
る
物
は
、
五
穀
を
始
め
、
草
の
片
葉
に
至
る
ま
で
成
し
幸
は
へ
ま

つ
ら
む
」
と
約
束
を
し
た
。
三
輪
の
大
物
主
の
崇
り
神
伝
承
に
類
似
す
る

こ
の
話
は
、
龍
田
山
が
荒
ぶ
る
自
然
の
霊
威
が
強
く
出
現
す
る
場
所
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
④
の
足
柄
坂
は
勿
論
「
恐
き
や
神
の
御
坂
」

で
あ
る
。
⑤
の
「
神
島
」
は
「
吹
く
風
も
お
ぼ
に
は
吹
か
ず
立
つ
波

も
和
に
は
立
た
ぬ
恐
き
や
神
の
渡
り
の
し
き
波
の
寄
す
る
浜

辺
」
（
三
一
一
一
一
一
一
九
長
歌
）
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
は

「
神
の
渡
り
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
福
山
市
西
部
の
神
島

は
、
現
在
で
は
芦
田
川
沿
い
の
小
河
津
に
す
ぎ
な
い
が
、
古
く
は
瀬
戸
内

海
航
路
の
要
港
で
あ
っ
た
。
「
景
行
紀
」
二
七
・
一
一
八
年
の
条
に
、
日
本

武
尊
が
吉
備
の
「
穴
海
」
の
悪
神
を
退
治
し
た
と
あ
り
、
「
穴
海
」
は
、

現
在
の
神
辺
盆
地
に
あ
っ
た
入
海
で
、
そ
の
悪
神
は
毒
気
を
吐
い
て
旅
人

を
苦
し
め
た
と
い
う
。
こ
の
行
路
死
人
も
、
そ
の
犠
牲
者
と
考
え
ら
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
、
と
。
⑥
の
「
姫
島
」
は
明
確
で
は
な
い
が
、
摂
津
国

風
土
記
逸
文
に
よ
れ
ば
新
羅
の
女
神
が
鎮
座
し
た
島
で
、
難
波
潟
の
入
り

口
を
瓶
す
位
置
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
安
閑
紀
二
年
、
続
日
本
紀
霊
亀
二
年

条
に
牧
の
設
置
記
事
が
あ
る
。
島
は
松
原
に
覆
わ
れ
て
、
自
然
を
強
く
留

め
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
人
里
離
れ
た
そ
の
島
の
浜
辺
に
屍
は
横
た
わ
っ
て

い
た
。

行
路
で
の
死
が
こ
う
し
た
荒
ぶ
る
自
然
が
強
く
現
れ
る
場
所
で
も
た
ら

さ
れ
る
の
は
、
現
実
の
旅
の
危
険
が
そ
う
し
た
所
で
は
よ
り
大
き
か
っ
た

か
ら
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
⑦
の
表
現
は
そ
れ
が
た
ん
に
「
事
実
」
の

問
題
と
し
て
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
⑦
は
、
題
詞
に
よ
れ
ば
、

十
八
才
の
大
伴
熊
凝
が
肥
後
国
か
ら
上
京
す
る
途
中
、
安
芸
国
佐
伯
郡
の

高
庭
の
駅
家
で
病
没
し
た
時
に
、
山
上
憶
良
が
熊
凝
に
成
り
代
わ
っ
て
詠

ん
だ
と
い
う
。
し
か
し
歌
は
、
病
重
く
「
道
の
隈
廻
」
に
草
や
柴
を
取
っ

て
寝
床
に
し
、
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
ま
る
で
犬
の
よ
う
に
「
道
に
伏
し
て
」

命
が
終
わ
る
の
か
、
と
嘆
く
。
こ
れ
は
「
事
実
」
の
描
写
で
は
な
い
。
旅

の
苦
し
さ
を
引
き
立
た
せ
る
た
め
の
虚
構
、
土
橋
寛
の
い
う
「
喚
情
的
言

（
注
７
）

壼
叩
」
に
近
い
。
そ
う
し
た
表
現
が
成
立
す
る
の
は
、
故
郷
を
離
れ
異
郷
の

霊
威
に
触
れ
る
こ
と
で
生
命
が
危
険
に
晒
さ
れ
る
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
「
道
の
隈
廻
」
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
霊
威
が
と
り
わ
け

強
く
発
動
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
自
傷
歌
の
「
鴨
山
」
も
同
じ
く
異
郷
の
霊

威
が
溢
れ
て
い
る
場
所
だ
っ
た
は
ず
だ
。
人
麻
呂
の
倒
れ
た
場
所
が
「
鴨

山
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
理
由
を
、
上
野
理
は
鳥
の
「
鴨
」
が
夫
婦
相
愛

（
注
８
）

の
鳥
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
点
に
求
め
て
い
る
が
、
行
路
死
人
歌
の
表
現

の
様
式
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
荒
ぶ
る
神
の
霊
威
に
覆
わ
れ
た
場
所
と

3８
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鴨山と石川の詩,Ｌ

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
鴨
山
」
の
名
は
高
崎
、
緒
方
論
が
指
摘
す
る
よ
う
に
各
地
に
あ
っ
た
。

勿
論
地
名
は
歴
史
と
と
も
に
生
成
消
失
を
繰
り
返
す
か
ら
、
各
地
の
「
鴨

山
」
が
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
名
の
謂
わ
れ
は
何
な
の

か
、
一
律
に
は
捉
え
に
く
い
。
た
だ
そ
の
原
型
的
な
意
味
や
性
質
は
、
そ

の
地
理
的
、
歴
史
的
条
件
を
踏
ま
え
て
正
確
な
国
語
学
的
な
処
理
を
ほ
ど

こ
せ
ば
蓋
然
性
の
高
い
把
握
が
可
能
で
あ
る
。
現
在
、
そ
う
し
た
方
法
的

ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
「
鴨
山
」
の
名
義
に
迫
っ
た
論
と
し
て
最
も
妥
当
だ
と

（
注
９
）

考
え
ら
れ
る
の
は
、
井
手
至
の
論
で
あ
る
。
井
手
は
、
各
地
の
「
鴨
山
」

カ
ム
ヲ

を
検
討
し
、
そ
の
語
源
は
「
神
尾
山
」
で
、
そ
れ
ら
の
場
所
は
、
山
丘
が

川
に
せ
り
出
し
往
来
を
妨
げ
る
境
界
の
場
所
で
あ
り
、
恐
る
べ
き
山
の
神

が
こ
も
る
地
と
し
て
畏
怖
の
念
を
こ
め
て
名
付
け
ら
れ
た
も
の
と
論
証
す

る
。品
太
の
天
皇
の
み
世
に
、
出
雲
の
御
蔭
の
大
神
、
枚
方
の
里
の
神
尾
山

ざ

に
坐
し
て
、
毎
に
行
く
人
を
遮
へ
、
半
は
死
に
、
半
は
生
き
け
り
。
そ

こ
ほ
て

ふ
く
ろ

つ
き
や

の
時
、
伯
耆
の
人
小
保
豆
・
因
幡
の
布
久
漏
・
出
雲
の
都
伎
也
の
二
一
人

く
と
と

相
憂
へ
て
、
朝
廷
に
申
し
き
。
こ
｝
」
に
、
額
田
部
連
久
等
々
を
遣
り
て
、

の

梼
ま
し
め
た
ま
ひ
き
。

（
播
磨
国
風
土
記
揖
保
郡
）

こ
の
「
神
尾
山
」
は
兵
庫
県
揖
保
郡
太
子
町
佐
用
岡
付
近
の
山
と
推
定

さ
れ
、
山
陰
道
か
ら
揖
保
川
沿
い
に
播
磨
平
野
に
南
下
す
る
道
と
山
陽
道

か
ら
大
和
に
向
か
う
道
が
交
差
す
る
要
衝
の
地
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
理

的
性
格
は
、
山
城
国
の
鴨
、
岡
田
の
鴨
、
大
和
葛
城
山
の
鴨
等
、
古
代
の

カ
モ
に
共
通
す
る
。
そ
れ
ら
の
地
に
祭
ら
れ
て
い
る
神
が
、
一
般
に
出
雲

系
と
い
わ
れ
る
土
着
の
国
つ
神
で
あ
る
こ
と
も
井
手
論
は
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
自
傷
歌
の
「
鴨
山
」
が
ど
こ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
行
路
死
と
い
う

「
鴨
山
」
で
行
き
倒
れ
た
人
麻
呂
の
歌
を
受
け
て
、
妻
依
網
娘
子
は
、

今
日
か
今
日
か
と
訪
れ
を
待
っ
て
い
た
あ
な
た
は
「
石
川
の
貝
に
交
じ
り

て
あ
り
と
い
は
ず
や
も
」
と
歌
う
。
「
貝
」
を
「
峡
」
の
借
訓
と
す
る
説

も
あ
る
が
、
万
葉
集
に
そ
の
例
は
な
く
、
文
字
通
り
「
貝
」
と
解
す
べ
き

（
注
⑪
〉

だ
ろ
う
。
万
葉
の
「
貝
」
は
す
べ
て
海
の
貝
だ
と
の
指
摘
も
あ
る
が
、
日

本
語
の
貝
自
体
は
勿
論
川
の
貝
も
含
む
。
「
石
川
」
は
河
内
国
石
川
郡
等
、

行
政
地
名
と
し
て
の
そ
れ
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
貝
に
交
じ
り
て
」
と

具
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
普
通
名
詞
で
あ
る
。
泥
で
川
底
の
淀
ん
だ
水

で
は
な
く
、
小
石
を
洗
う
よ
う
に
流
れ
る
清
流
で
あ
る
。
山
中
に
倒
れ
た

人
麻
呂
を
物
語
の
作
者
た
ち
は
、
そ
の
後
の
人
麻
呂
の
姿
を
「
石
川
」
に

設
定
し
た
。
「
鴨
山
」
が
前
記
の
よ
う
な
意
味
論
的
価
値
を
負
っ
て
い
た

よ
う
に
、
「
石
川
」
も
ま
た
同
様
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き

だ
ろ
う
。
高
崎
前
掲
論
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
古
代
の
「
石
川
」
は
そ
れ

だ
け
強
く
「
鴨
山
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

か
も

そ

可
茂
と
称
ふ
は
、
日
向
の
曽
の
峯
に
天
降
り
坐
し
し
神
、
賀
茂
建
角

や
ま
と

身
命
、
神
倭
石
余
比
古
の
御
前
に
立
ち
坐
し
て
、
大
倭
の
葛
木
山
の
峯

や
く
や
く

に
宿
り
ま
し
、
彼
よ
り
漸
に
遷
り
て
、
山
代
の
国
の
岡
田
の
賀
茂
に
至

り
た
ま
ひ
、
山
代
川
の
随
に
下
り
ま
し
て
、
葛
野
河
と
賀
茂
河
と
の
会

ふ
所
に
至
り
ま
し
、
賀
茂
川
を
見
は
る
か
し
て
、
言
り
た
ま
ひ
し
く
、

さ

「
狭
小
く
あ
れ
ど
も
、
石
川
の
清
川
な
り
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
よ
り

悲
劇
的
な
死
の
場
面
と
し
て
、
そ
れ
は
物
語
世
界
を
演
出
す
る
格
好
の
ト

ポ
ス
だ
っ
た
。

３
〈
石
川
〉
の
女
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て
、
名
づ
け
て
石
川
の
瀬
見
の
小
川
と
日
ふ
。
彼
の
川
よ
り
上
り
ま
し

し
づ

て
、
久
我
の
国
の
北
の
山
基
に
定
ま
り
ま
し
き
。
そ
の
時
よ
り
、
名
づ

け
て
賀
茂
と
日
ふ
。

い
か
こ
や
ひ
め
あ

賀
茂
建
角
身
命
、
丹
波
の
国
の
神
野
の
神
伊
可
古
夜
日
女
に
み
姿
ひ

て
生
み
ま
せ
る
み
子
、
名
を
玉
依
日
子
と
日
ひ
、
次
を
玉
依
日
売
と
日

ふ
。
玉
依
日
売
、
石
川
の
瀬
見
の
小
川
に
川
遊
び
せ
し
時
、
丹
塗
矢
、

と
こ

川
上
よ
り
流
れ
下
り
き
・
乃
ち
取
り
て
、
床
の
辺
に
挿
し
置
き
、
遂
に

孕
み
て
男
子
を
生
み
き
◎
人
と
成
る
時
に
至
り
て
、
外
祖
父
、
建
角
身

た

命
、
八
尋
屋
を
造
り
、
八
戸
の
扉
を
竪
て
、
八
腹
の
酒
を
醸
み
て
、
神

集
へ
集
へ
て
、
七
日
七
夜
楽
遊
し
た
ま
ひ
て
、
然
し
て
子
と
語
ら
ひ
て

言
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
汝
の
父
と
思
は
む
人
に
此
の
酒
を
飲
ま
し
め
よ
」

と
の
り
た
ま
へ
ぱ
、
即
て
酒
杯
を
挙
げ
て
、
天
に
向
き
て
祭
ら
む
と
為

ひ
、
屋
の
蔓
を
分
ち
て
天
に
升
り
き
。
乃
ち
、
外
祖
父
の
み
名
に
因
り

て
、
可
茂
別
雷
命
と
号
く
。

（
山
城
国
風
土
記
逸
文
可
茂
社
）

い
わ
ゆ
る
賀
茂
の
御
生
れ
神
事
の
神
話
的
起
源
を
語
る
伝
承
で
あ
る
。

前
半
で
は
、
賀
茂
川
は
「
石
川
の
清
川
」
だ
か
ら
「
石
川
の
瀬
見
の
小
川
」

と
名
づ
け
、
そ
の
川
を
遡
っ
て
祖
神
は
北
の
山
に
鎮
座
し
た
と
い
う
。
そ

（
注
Ⅲ
）

の
山
を
上
賀
茂
神
社
で
は
「
神
山
」
と
す
る
。
後
半
は
、
玉
依
日
売
が
そ

の
清
流
で
川
遊
び
を
し
て
い
る
時
に
、
丹
塗
り
矢
が
流
れ
て
来
て
女
と
交

わ
り
神
の
子
を
生
ん
だ
と
い
う
神
婚
説
話
を
語
る
。
清
ら
か
な
「
石
川
」

は
神
の
化
身
で
あ
る
流
れ
矢
に
出
会
う
聖
な
る
「
遊
び
」
（
神
事
）
の
場

所
で
あ
る
。

「
石
川
」
を
神
の
通
路
と
す
る
伝
承
は
他
に
も
あ
る
。
み
ひ
げ
や
つ
か

大
神
大
穴
持
命
の
御
子
、
阿
遅
須
枳
高
日
子
命
、
御
須
髪
八
握
に
生

こ
し
】

ふ
る
ま
で
、
夜
昼
突
き
ま
し
て
、
み
辞
通
は
ざ
り
き
。
そ
の
時
、
御
祖

の
命
、
御
子
を
船
に
乗
せ
て
、
八
十
島
を
率
て
巡
り
て
う
ら
が
し
給
へ

ね

ど
も
、
猶
突
き
止
み
ま
さ
ざ
り
き
。
大
神
、
夢
に
願
ぎ
給
ひ
し
ぐ
、
「
御

子
の
突
く
由
を
告
ら
せ
」
と
夢
に
願
ぎ
ま
せ
ば
、
そ
の
夜
、
御
子
み
辞

通
ふ
と
夢
見
ま
し
き
。
則
ち
、
痛
め
て
問
ひ
給
へ
ば
、
即
て
、
御
柤
の

前
を
立
ち
去
り
出
で
ま
し
て
、
石
川
を
渡
り
、
坂
の
上
に
至
り
留
ま
り
、

「
是
処
そ
」
と
申
し
た
ま
ひ
き
。
そ
の
時
、
其
の
沢
の
水
活
れ
出
で
て
、

用
ゐ
初
む
る
な
り
。
…
…
故
、
三
沢
と
い
ふ
。（
出
雲
国
風
土
記
仁
多
郡
）

「
石
川
」
を
渡
っ
た
「
坂
の
上
」
に
神
は
聖
な
る
泉
を
見
出
し
た
。
そ

れ
は
「
石
川
」
の
水
源
で
も
あ
ろ
う
。
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
は
「
迦
毛
大

御
神
」
（
古
事
記
）
だ
か
ら
、
「
坂
の
上
」
も
ま
た
一
種
の
「
鴨
山
」
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
書
紀
の
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
物
語
に
も
「
石

川
」
が
登
場
す
る
。

て
り
わ
た

時
に
味
報
高
彦
根
神
、
光
儀
華
麗
し
く
し
て
、
一
一
丘
二
谷
の
間
に
映

つ
と

る
。
故
、
喪
に
〈
蚕
へ
る
者
歌
し
て
日
は
く
、
或
い
は
云
ば
く
、
味
紹
高

て
り
か
か
や
ひ
と

彦
根
神
の
妹
下
照
媛
、
衆
人
を
し
て
丘
谷
に
映
く
者
は
、
是
味
報
高
彦

お
も

根
神
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
し
め
む
と
欲
ふ
。
故
、
歌
し
て
日
は
く
。

天
な
る
や
弟
織
女
の
頚
が
せ
る
玉
の
御
統
の
穴
玉
は
や

み
谷
二
渡
ら
す
味
紺
高
彦
根

（
紀
歌
謡
２
）

又
歌
し
て
日
は
く
、

天
離
る
夷
つ
女
の
い
渡
ら
す
迫
門
石
川
片
淵
片
淵
に
網

張
り
渡
し
目
ろ
寄
し
に
寄
し
寄
り
来
ね
石
川
片
淵

（
紀
歌
謡
３
）

此
の
両
首
歌
辞
は
、
今
夷
曲
と
号
く
。

（
日
本
書
紀
神
代
下
第
九
段
一
書
第
二

4０
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鴨山と石川の詩,Ｌ

物
語
で
は
、
親
友
の
天
若
日
子
の
葬
儀
に
や
っ
て
き
た
ア
ジ
ス
キ
タ
カ

ヒ
コ
ネ
を
遺
族
が
死
者
と
間
違
え
て
し
ま
い
、
怒
っ
た
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ヒ

コ
ネ
が
喪
屋
を
切
り
倒
し
て
そ
の
場
を
飛
び
去
っ
た
時
の
こ
と
と
し
て
語

る
。
話
の
展
開
は
古
事
記
と
ほ
ぼ
同
様
だ
が
、
物
語
の
原
型
は
土
橋
寛
等

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
と
弟
棚
機
姫
と
の
神
婚
伝

（
注
旭
）

承
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
〈
ロ
、
紀
歌
謡
３
の
扱
い
が
問
題
だ

が
、
歌
詞
の
内
容
か
ら
、
こ
の
歌
は
一
般
に
本
来
物
語
と
は
無
関
係
な
水

（
注
旧
）

辺
の
歌
垣
の
歌
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
古
典
大
系
本
「
日
本
書
紀
』
頭

注
は
、
上
五
句
は
男
が
相
手
方
に
歌
い
か
け
た
も
の
、
下
五
句
は
女
が
男

に
答
え
た
男
女
応
酬
の
歌
と
す
る
。
こ
の
想
定
は
ほ
ぼ
歌
謡
の
実
態
に
近

い
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
が
な
ぜ
神
婚
伝
承
の
歌
と
し
て
成
り
立
つ
の

か
は
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
伝
承
と
ま
っ
た
く
無
縁
な
歌
が
日
本
書

紀
の
物
語
作
者
に
よ
っ
て
窓
意
的
に
取
り
込
ま
れ
た
と
い
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
が
恋
の
歌
謡
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

上
句
は
「
夷
つ
女
」
が
「
石
川
」
の
瀬
戸
を
渡
っ
て
い
る
よ
う
す
を
歌
う
。

下
旬
は
そ
の
「
石
川
片
淵
」
に
網
を
張
っ
て
そ
の
網
の
目
を
引
き
寄
せ
る

よ
う
に
引
い
た
ら
、
私
の
も
と
へ
寄
っ
て
き
て
ほ
し
い
、
と
男
の
来
訪
を

誘
っ
て
い
る
。
「
石
川
」
を
舞
台
に
男
女
が
出
会
う
構
図
は
、
賀
茂
社
伝

説
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
神
婚
讃
に
お
け
る
神
と
神
女
の
出
会
い
に
擬
し

て
恋
の
歌
謡
が
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
必
ず
し
も
こ
の
歌
謡
は
物
語
と
無
関

係
と
は
い
え
な
い
。
仮
に
出
会
い
の
順
序
を
図
式
化
す
れ
ば
、
「
石
川
」

で
神
を
迎
え
る
神
女
が
男
神
を
誘
い
、
そ
の
構
図
に
そ
っ
て
男
た
ち
も
ま

た
女
た
ち
の
も
と
に
通
う
の
で
あ
る
。
神
婚
の
擬
き
と
し
て
の
歌
の
あ
り

方
で
あ
る
。
「
天
離
る
夷
つ
女
」
に
つ
い
て
、
土
橋
前
掲
書
は
、
大
和
の

貴
族
が
物
語
に
取
り
込
む
と
き
に
改
変
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
そ

「
鴨
山
」
と
「
石
川
」
が
神
の
男
と
神
の
女
が
出
会
う
神
婚
の
通
路
で

あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
問
題
は
、
そ
の
こ
と
と
歌
の
表
現
が
ど
う

関
わ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
下
そ
の
問
題
に
つ
い
て
、
依
網
娘
子
の

歌
と
そ
の
後
の
二
首
の
表
現
の
問
題
と
し
て
考
え
る
。

二
首
目
の
「
石
川
の
貝
に
交
じ
り
て
あ
り
」
が
火
葬
後
の
散
骨
を
い
う

と
の
解
釈
は
す
で
に
紹
介
し
た
。
た
だ
火
葬
や
散
骨
の
こ
と
は
本
文
に
な

（
注
り

く
、
歌
以
外
の
要
素
を
解
釈
に
持
ち
込
む
こ
と
に
批
判
も
あ
る
。
そ
の
場

合
は
、
海
に
注
ぐ
河
口
近
く
に
貝
と
と
も
に
沈
ん
で
い
る
と
い
う
イ
メ
ー

（
注
嘔
）

ジ
だ
ろ
う
。
し
か
し
万
葉
集
に
は
明
ら
か
に
火
葬
後
の
散
骨
を
詠
ん
だ
歌

も
あ
る
。

玉
梓
の
妹
は
珠
か
も
あ
し
ひ
き
の
清
き
山
辺
に
蒔
け
ば
散
り
ぬ
る

（
巻
七
・
一
四
一
五
）

玉
梓
の
妹
は
花
か
も
あ
し
ひ
き
の
こ
の
山
か
げ
に
蒔
け
ば
失
せ
ぬ
る

（
巻
七
・
一
四
一
六
或
本
歌
）

渡
瀬
前
掲
論
が
い
う
よ
う
に
、
「
貝
」
と
「
玉
」
は
き
わ
め
て
近
い
も
の

と
し
て
歌
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
「
石
川
」
の
「
玉
」
（
清
ら
か
な
石
）

や
「
貝
」
に
交
じ
っ
て
人
麻
呂
の
骨
が
水
中
に
き
ら
め
く
光
景
を
思
い
描

く
の
は
必
ず
し
も
誤
り
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
巻
七
の
二
首
は
、

う
で
は
な
く
、
も
と
も
と
異
界
の
男
と
通
ず
る
神
女
と
し
て
の
気
分
を

も
っ
て
歌
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
来
訪
す
る
荒
ぶ
る
神
の

領
域
を
周
縁
的
世
界
と
し
て
捉
え
、
そ
の
神
の
世
界
と
交
わ
る
女
ゆ
え
に

「
夷
つ
女
」
と
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

４
〈
聖
地
〉
の
思
想
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そ
の
骨
が
む
な
し
く
散
り
失
せ
る
は
か
な
さ
を
諦
念
的
に
詠
む
の
に
た
い

し
て
、
依
網
娘
子
は
、
夫
の
亡
骸
（
ま
た
は
骨
）
が
川
に
あ
る
こ
と
を
聞

い
て
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
ず
そ
の
現
場
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

鏡
な
す
わ
が
見
し
君
を
阿
婆
の
野
の
花
橘
の
珠
に
拾
ひ
つ

（
巻
七
・
一
四
○
四
）

こ
の
歌
は
、
火
葬
し
た
夫
の
白
骨
を
美
し
い
橘
の
花
（
あ
る
い
は
実
）
に

見
立
て
て
拾
っ
た
女
の
歌
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
「
骨
を
拾
ひ
つ
」
と

は
違
う
。
あ
く
ま
で
も
「
玉
に
」
拾
う
の
で
あ
る
。
「
に
」
は
「
と
し
て
」

の
意
で
あ
る
Ｓ
古
典
文
学
大
系
」
）
。
花
橘
も
骨
の
破
片
も
と
も
に
「
玉
」

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
「
玉
」
と
し
て
意
味
づ

け
ら
れ
た
物
で
あ
る
。

信
濃
な
る
ち
ぐ
ま
の
川
の
さ
ざ
れ
石
も
君
し
踏
み
て
ば
玉
と
拾
は
む

（
巻
一
四
・
三
四
○
○
）

こ
の
東
歌
は
恋
の
歌
だ
が
、
こ
の
「
玉
」
も
愛
す
る
男
を
偲
ぶ
よ
す
が
、

魂
の
化
身
で
あ
ろ
う
。
奄
美
の
水
神
祭
祀
に
お
い
て
、
主
婦
が
聖
な
る
谷

川
に
行
き
そ
の
流
れ
か
ら
拾
っ
た
小
石
を
床
の
上
に
お
い
て
毎
朝
祭
る
習

（
注
辺

慣
が
あ
る
こ
と
が
報
笙
ロ
さ
れ
て
い
る
が
、
小
石
は
水
の
神
と
し
て
祭
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
一
四
○
四
番
歌
の
女
は
、
夫
の
魂
の
化
身

と
し
て
骨
を
「
珠
に
」
拾
う
の
で
あ
る
。

依
網
娘
子
も
、
強
い
衝
撃
に
突
き
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
「
石
川
」
に
向

か
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
夫
の
亡
骸
は
お
ろ
か
骨
の
欠
片
す
ら
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
直
の
逢
ひ
は
逢
ひ
か
つ
ま
し
じ
」
は
現
実
の
再

会
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
嘆
く
。
女
は
「
雲
」
を
見
て
偲
ぼ
う
と
い
う
。

「
石
川
に
雲
立
ち
渡
れ
」
と
い
う
一
言
い
方
は
、
一
般
に
「
雲
」
が
山
に
立

つ
こ
と
か
ら
、
こ
こ
は
実
質
的
に
は
「
石
川
山
に
」
の
意
で
あ
ろ
う
と
の

（
注
Ⅳ
）

説
が
あ
ぃ
ソ
そ
の
可
能
性
も
あ
る
。
一
一
一
一
四
番
歌
の
異
伝
に
「
一
云
谷
に
」

と
あ
る
の
は
そ
れ
と
関
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も

「
石
川
に
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
既
述
の
よ
う
に
「
鴨
山
」
か
ら
流
れ

出
る
「
石
川
」
こ
そ
が
愛
す
る
人
に
出
会
う
聖
な
る
場
所
で
あ
る
と
の
想

い
が
作
者
の
想
像
を
強
く
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

四
首
目
は
妻
の
歌
を
受
け
そ
れ
に
報
え
て
人
麻
呂
の
心
に
擬
し
て
歌
わ

れ
た
も
の
。
「
荒
波
に
寄
り
来
る
玉
を
枕
に
ま
き
」
は
諸
注
指
摘
す
る
よ

う
に
石
中
死
人
歌
の
第
二
反
歌
の
影
響
下
に
な
っ
た
も
の
ら
し
い
。
た
だ

し
こ
こ
で
は
、
死
者
自
ら
が
語
っ
て
い
る
の
が
特
殊
で
、
明
ら
か
に
物
語

（
歌
語
り
）
の
歌
で
あ
る
。
人
麻
呂
の
身
体
と
魂
は
山
中
か
ら
「
石
川
」

を
流
れ
下
っ
て
荒
波
寄
せ
る
浜
辺
に
あ
る
、
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
結
句

は
原
文
「
将
告
」
で
ツ
ゲ
ナ
ム
、
ツ
ゲ
ケ
ム
の
訓
が
あ
る
が
、
題
詞
の
「
報
」

か
ら
見
て
ツ
ゲ
ヶ
ム
と
す
る
論
が
多
い
。
「
将
」
だ
け
み
れ
ば
ナ
ム
と
も

ケ
ム
と
も
訓
め
る
。
前
者
な
ら
、
自
分
が
今
こ
こ
に
い
る
こ
と
を
誰
が
告

げ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
、
と
孤
独
と
不
安
を
詠
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
後
者

な
ら
、
知
ら
せ
を
聞
い
て
水
辺
ま
で
や
っ
て
き
た
妻
を
思
っ
て
詠
ん
だ
こ

と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
死
ん
だ
人
麻
呂
は
な
お
、
妻
へ
の
思
い
を

胸
に
他
界
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
思
い
を
残
し
て

死
ん
だ
夫
を
妻
の
立
場
か
ら
詠
ん
だ
の
が
第
五
首
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
亡

き
人
麻
呂
は
「
天
離
る
夷
の
荒
野
」
を
死
の
世
界
に
し
て
い
る
。
「
天
離

る
夷
の
荒
野
」
は
紀
歌
謡
３
の
「
天
離
る
夷
つ
女
」
に
似
る
。
「
鴨
山
の

岩
根
」
に
横
た
わ
る
イ
メ
ー
ジ
と
そ
れ
は
重
な
る
。

「
鴨
山
」
「
石
川
」
「
海
辺
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
「
鴨
山
」
「
石
川
」
「
荒
野
」

の
イ
メ
ー
ジ
で
、
二
つ
の
系
列
は
異
な
る
像
を
描
く
が
、
両
者
の
物
語
の

構
造
は
、
荒
ぶ
る
神
の
世
界
に
倒
れ
た
人
麻
呂
と
「
石
川
」
を
舞
台
に
し

4２
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鴨山と石川の詩`Ｌ

臨
死
自
傷
歌
群
は
、
神
の
来
訪
と
そ
の
退
去
を
語
る
「
鴨
山
」
と
「
石

川
」
の
神
話
的
想
像
を
枠
組
み
に
、
追
悼
と
悲
し
み
の
歌
群
を
形
成
し
て

い
っ
た
。
た
だ
そ
の
「
鴨
山
」
や
「
石
川
」
は
、
誰
に
と
っ
て
も
等
し
く

〈
聖
地
〉
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
物
語
の
担
い
手
の
問
題
が

（
注
凹
）

そ
こ
に
は
あ
る
。
題
詞
の
「
石
見
国
に
在
り
て
」
と
も
関
わ
る
。
自
傷
歌

群
の
地
名
や
人
名
が
「
石
見
」
と
関
わ
ら
ず
「
河
内
」
地
方
と
関
連
す
る

た
こ
人
の
魂
の
交
響
を
描
き
、
し
か
し
出
会
い
は
現
実
に
は
な
さ
れ
ず
、

人
麻
呂
は
再
び
荒
ぶ
る
神
の
世
界
に
回
収
さ
れ
て
幕
を
閉
じ
る
と
い
う
同

一
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
二
つ
の
物
語
の
枠
組
み
を
規
定
し
て
い
る

の
は
、
「
鴨
山
」
と
「
石
川
」
を
結
ぶ
〈
聖
地
〉
へ
の
想
像
で
あ
る
。
賀

茂
社
縁
起
の
玉
依
日
売
が
「
石
川
の
瀬
見
の
小
川
」
で
祖
神
を
迎
え
た
よ

う
に
、
依
網
娘
子
は
「
石
川
の
貝
」
に
交
じ
り
流
れ
る
夫
の
魂
を
迎
え
よ

う
と
し
た
。
「
今
日
今
日
と
」
は
待
つ
女
の
切
迫
し
た
思
い
を
い
う
も
の

だ
。
万
葉
集
の
「
今
日
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
た
ん
に
今
こ
こ
に
あ
る
一

日
を
指
定
す
る
の
み
で
な
く
、
聖
化
さ
れ
た
あ
る
特
別
の
一
日
、
ハ
レ
の

（
性
旧
）

一
日
を
喚
起
す
る
性
格
が
あ
る
こ
と
を
森
朝
男
が
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の

表
現
に
も
神
の
来
訪
の
瞬
間
を
待
ち
望
む
女
の
息
遣
い
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。
し
か
し
こ
の
世
で
の
再
会
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
直

に
」
逢
い
え
な
い
悲
嘆
に
よ
っ
て
歌
群
は
閉
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
人

麻
呂
へ
の
哀
惜
は
あ
っ
て
も
、
復
活
へ
の
期
待
は
も
は
や
表
現
の
背
後
に

潜
め
ら
れ
て
い
る
。
高
崎
前
掲
論
の
着
目
に
敬
意
を
表
し
つ
つ
も
、
そ
の

点
は
確
か
め
て
お
き
た
い
。

５
お
わ
り
に

〈
注
加
）

こ
と
は
神
田
秀
夫
を
は
じ
め
多
く
の
人
が
指
摘
す
る
。
そ
れ
が
「
石
見
国
」

に
な
っ
た
の
は
伝
承
の
過
程
、
万
葉
集
編
纂
の
過
程
で
、
人
麻
呂
の
石
見

相
聞
歌
に
ひ
か
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
も
理
解
し
や
す
い
。
た
だ

述
べ
た
よ
う
に
「
鴨
山
」
も
「
石
川
」
も
本
来
は
普
通
名
詞
で
、
賀
茂
社

縁
起
に
も
、
大
和
葛
木
の
鴨
、
山
城
岡
田
の
鴨
、
山
城
上
賀
茂
の
地
を
経

巡
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
本
来
同
じ
信
仰
基
盤
に
あ
っ
た
か
ど
う

か
確
か
で
は
な
い
。
神
祇
令
で
は
、
上
賀
茂
の
鴨
神
を
天
神
、
葛
木
の
鴨

を
地
祇
に
分
け
て
い
る
が
、
座
田
前
掲
書
は
と
も
に
出
雲
系
の
地
祇
だ
と

い
』
つ
。

天
武
朝
以
後
、
記
紀
の
編
纂
、
律
令
国
家
の
神
祇
制
度
の
再
編
な
ど
、

こ
の
時
期
、
神
々
の
世
界
に
も
大
き
な
地
殻
変
動
が
起
き
て
い
た
。
上
賀

（
注
創
）

茂
社
の
祭
祀
に
対
す
る
律
令
政
府
の
取
り
締
ま
り
な
ど
ｊ
、
そ
う
し
た
動
き

の
表
れ
だ
ろ
う
。
天
皇
中
心
の
国
家
的
な
神
祇
制
度
の
確
立
の
動
き
は
、

伝
統
的
な
土
着
の
神
の
世
界
に
も
変
容
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
各
地
の
〈
聖
地
〉
も
ま
た
そ
う
し
た
動
き
の
中
で
消
滅
や
変
容

の
中
に
巻
き
込
ま
れ
た
は
ず
だ
。
一
般
に
出
雲
系
と
さ
れ
る
土
着
の
神
々

が
大
国
主
を
頂
点
と
す
る
新
た
な
神
の
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ

と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
勿
論
〈
天
つ
神
〉
へ
と
再
編
さ
れ
る
神
々
も

同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
人
麻
呂
歌
の
周
辺
に
は
、
三
輪
、
巻
向
歌
群
を
は

じ
め
、
そ
う
し
た
神
々
の
世
界
に
関
わ
る
〈
聖
地
〉
が
し
ば
し
ば
歌
わ
れ

る
。
大
き
な
時
代
の
転
換
期
の
中
で
、
伝
承
の
〈
聖
地
〉
は
、
新
た
な
文

学
創
造
の
現
場
と
し
て
人
々
の
想
像
を
刺
激
し
、
そ
れ
が
七
世
紀
末
期
か

ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
文
学
状
況
を
再
規
定
し
は
じ
め
て
い
た
ら
し
い
。

臨
死
自
傷
歌
群
は
そ
の
想
像
の
あ
り
方
の
一
端
を
垣
間
見
せ
て
い
る
。
論

題
は
そ
う
し
た
意
味
を
込
め
て
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
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（
注
１
）
「
柿
本
人
麻
呂
雑
纂
編
』
岩
波
書
店
１
９
４
０
年
等

（
注
２
）
「
柿
本
人
麿
終
焉
歌
と
そ
の
周
辺
」
『
國
學
院
雑
誌
」
一
九
五
六
年
一

二
月
（
『
文
学
以
前
』
桜
楓
社
１
９
５
８
年
所
収
）

（
注
３
）
「
〈
人
麻
呂
作
歌
〉
の
世
界
（
二
）
」
『
萬
葉
集
作
歌
と
そ
の
場
」
桜
楓

社
一
九
七
六
年

（
注
４
）
稲
岡
耕
二
「
石
見
相
聞
歌
と
人
麻
呂
伝
」
『
万
葉
集
の
作
品
と
方
法
』

岩
波
書
店
一
九
八
五
年
。
渡
瀬
昌
忠
「
柿
本
人
麻
呂
の
死
」
『
日

本
文
学
研
究
」
刀
「
人
麻
呂
の
死
」
「
渡
瀬
昌
忠
著
作
集
７
』
お
う

ふ
う
二
○
○
三
年

（
注
５
）
菊
地
寿
人
「
万
葉
集
精
考
』
中
興
館
一
九
三
五
年
、
渡
瀬
前
掲
論

等

（
注
６
）
中
西
進
「
人
麻
呂
終
焉
歌
の
周
辺
」
『
万
葉
の
歌
び
と
た
ち
」
角
川

書
店
一
九
八
○
年
。
高
野
正
美
「
臨
死
時
の
自
傷
歌
」
（
『
上
代
文

学
の
争
点
」
笠
間
書
院
一
九
八
二
年
、
『
万
葉
集
の
形
成
と
形
象
』

笠
間
書
院
一
九
九
四
年
所
収
）
は
そ
の
三
系
統
の
具
体
的
な
構
成

と
し
て
海
辺
や
荒
野
の
系
統
に
は
人
麻
呂
の
自
傷
歌
が
な
か
っ
た
可

能
性
を
述
べ
て
い
る
。

（
注
７
）
土
橋
寛
「
鴨
山
の
歌
と
そ
の
周
辺
」
『
万
葉
集
の
文
学
と
歴
史
」
塙

書
房
一
九
八
八
年

（
注
８
）
上
野
理
「
人
麻
呂
の
死
と
摂
津
・
河
内
の
歌
が
た
り
」
『
古
代
研
究
」

９

（
注
９
）
井
手
至
「
カ
モ
の
神
の
性
格
」
「
古
事
記
年
報
」
四
一
一
九
九
九

年
一
月
、
Ｓ
遊
文
録
説
話
民
俗
編
』
和
泉
書
院
二
○
○
四
年
所

収
）

（
注
加
）
大
越
寛
文
「
柿
本
人
麻
呂
終
焉
挽
歌
」
二
万
葉
集
を
学
ぶ
第
二
集
」

有
斐
閣
一
九
七
八
年
）

（
注
、
）
座
田
司
氏
『
賀
茂
社
祭
神
老
』
神
道
史
学
会
一
九
七
二
年

（
注
皿
）
土
橋
寛
「
夷
振
歌
の
物
語
的
背
景
」
「
国
語
と
国
文
学
」
一
九
六
九

年
一
月

（
注
Ⅲ
）
土
橋
前
掲
論
、
同
「
古
代
歌
謡
全
註
釈
日
本
書
紀
編
』
角
川
書
店

一
九
七
六
年
山
路
平
四
郎
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
東
京
堂
出
版
一

九
七
三
年

（
注
Ⅲ
）
神
野
志
隆
光
「
臨
死
歌
」
「
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
」
第
三

巻
和
泉
書
院
一
九
九
九
年

（
注
旧
）
稲
岡
耕
二
『
万
葉
集
全
注
巻
二
」
有
斐
閣
．
一
九
八
三
年
等

（
注
肥
）
小
野
重
朗
「
水
の
神
」
「
講
座
日
本
の
民
俗
宗
教
３
」
弘
文
堂
一

九
七
九
年

（
注
Ⅳ
）
太
田
豊
明
「
臨
死
歌
」
「
柿
本
人
麻
呂
〈
全
〉
」
笠
間
書
院
二
○
○

○
年

（
注
肥
）
「
景
と
し
て
の
大
宮
人
」
「
上
代
文
学
」
五
三
一
九
八
四
年
一
一
月

『
古
代
和
歌
の
成
立
」
勉
誠
社
一
九
九
三
年
所
収

（
注
咀
）
神
田
秀
夫
「
人
麻
呂
歌
集
と
人
麻
呂
伝
』
塙
書
房
一
九
六
五
年
、

上
野
前
掲
論
、
吉
井
巌
「
柿
本
人
麻
呂
の
臨
死
歌
群
の
成
立
に
つ
い

て
の
一
つ
の
推
考
」
「
万
葉
」
一
四
六
一
九
九
三
年
四
月
等

（
性
別
）
本
稿
で
は
当
該
歌
群
を
人
麻
呂
の
死
を
歌
っ
た
も
の
と
の
通
説
に

従
っ
た
が
、
森
朝
男
「
柿
本
人
麿
と
そ
の
〈
語
り
歌
〉
史
」
ｓ
日
本

文
学
史
を
読
む
１
１
巾
）
古
代
前
期
」
有
精
堂
一
九
九
○
年
所
収
）
は
、

こ
の
歌
群
は
本
来
、
人
麻
呂
が
あ
る
貴
人
（
例
え
ば
丹
比
真
人
）
の

悲
劇
的
な
史
を
歌
っ
た
歌
語
り
で
あ
っ
た
と
す
る
上
野
前
掲
論
を
踏

ま
え
て
、
歌
の
「
わ
れ
」
は
語
り
歌
の
問
題
と
し
て
あ
る
こ
と
を
論
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鴨山と石川の詩心

じ
て
い
る
。

（
注
Ⅲ
）
続
日
本
紀
文
武
二
年
一
一
一
月
、
大
宝
二
年
四
月
等
。

言
か
も
と
ま
さ
る
．
文
学
部
教
授
）
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