
贈答歌の表現の論理

一
は
じ
め
に

本
稿
で
は
歌
贈
答
の
発
生
を
説
き
な
が
ら
、
万
葉
集
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
相
聞
贈
答
歌
は
何
故
男
の
懸
想
と
女
の
反
発
と
か
切
り
返
し
と
か

い
っ
た
掛
合
い
表
現
を
と
る
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
１
）
（
２
）

現
在
ま
で
歌
贈
答
の
論
理
を
説
い
た
も
の
に
、
折
口
信
夫
や
森
朝
男
の

神
対
巫
女
あ
る
い
は
男
女
二
神
の
図
式
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
共
同

体
内
部
の
も
の
と
し
て
説
か
れ
た
歌
垣
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
共
同
体
と
共

（３）

同
体
の
境
界
に
求
め
た
西
郷
信
綱
「
市
と
歌
垣
」
の
論
も
一
方
に
は
あ
る
。

折
口
、
森
論
と
は
異
な
っ
た
論
理
も
あ
り
、
フ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

いつ念。

二
男
女
の
接
触

西
郷
論
も
触
れ
て
い
る
が
、
万
葉
集
巻
九
・
一
七
五
九
歌
「
筑
波
嶺
に

登
り
て
擢
歌
会
を
せ
し
日
に
作
れ
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌
」
ま
た
『
常
陸

国
風
土
記
』
筑
波
郡
条
等
に
よ
れ
ば
、
歌
垣
で
は
、
通
常
は
行
き
来
が
な

い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
広
い
範
囲
か
ら
見
知
ら
ぬ
男
女
が
集
ま

り
、
互
い
に
歌
を
交
し
合
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
よ
、
フ
な
男

贈
答
歌
の
表
現
の
論
理

女
の
歌
い
交
し
の
事
例
は
他
に
も
あ
る
。
次
は
万
葉
集
巻
一
二
問
答
歌
の

一組である。

（４）

紫
は
灰
指
す
も
の
そ
海
石
榴
市
の
八
十
の
術
に
逢
へ
る
児
や
誰

（一二・三一○一）

た
ら
ち
ね
の
母
が
呼
ぶ
名
を
申
さ
め
ど
路
行
く
人
を
誰
と
知
り
て
か

（一二・三一○二）

大
和
の
海
石
榴
市
で
男
が
結
婚
を
申
し
込
み
、
女
が
そ
れ
を
拒
否
し
て

い
る
内
容
と
見
ら
れ
る
が
、
互
い
に
「
誰
」
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

共
に
相
手
を
誰
と
知
ら
な
い
、
見
知
ら
ぬ
間
柄
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の
他
、
巻
五
・
八
五
三
～
六
○
歌
の
「
遊
於
松
浦
河
序
」
や
、
巻
一
六
・

三
七
九
一
～
三
八
○
二
歌
の
「
竹
取
の
翁
と
九
箇
の
女
子
」
の
歌
等
も
あ

う（》。以
上
の
例
か
ら
も
、
見
知
ら
ぬ
男
女
の
出
逢
い
と
歌
贈
答
と
が
密
接
な

関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
見
知
ら
ぬ
男
女
が
接
触
す

る
有
り
よ
う
か
ら
、
そ
こ
で
交
さ
れ
る
歌
表
現
の
論
理
を
考
え
て
み
た
い
。

尚
、
先
に
西
郷
論
に
よ
り
境
界
と
い
う
こ
と
に
触
れ
た
が
、
今
掲
げ
た

例
か
ら
も
、
見
知
ら
ぬ
男
女
の
歌
を
交
し
合
っ
た
場
が
境
界
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
即
ち
、
筑
波
嶺
の
歌
垣
は
山
、
万
葉
集
巻
一
二
の
問
答
歌
の

新
谷
正
雄
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贈答歌の表現の論理

「
見
知
ら
ぬ
男
女
」
と
述
べ
て
き
た
が
、
互
い
に
知
ら
な
い
と
は
、
古
代

に
あ
っ
て
は
村
落
を
異
に
す
る
男
女
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
何
故
、

境
界
で
は
村
落
を
異
に
す
る
人
々
が
、
歌
い
交
す
等
の
接
触
が
で
き
た
の

か
を
考
え
て
み
た
い
・

人
の
接
触
の
問
題
を
考
え
る
手
掛
り
を
、
次
の
齊
明
紀
六
年
三
月
条
に

（５）

見
ら
れ
る
「
無
言
貿
易
」
に
求
め
て
み
る
。

三
月
に
、
阿
倍
臣
（
注
を
略
す
）
を
遣
し
て
、
船
師
二
百
艘
を
率
て
、

粛
愼
國
を
伐
た
し
む
。
…
（
中
略
）
…
阿
倍
臣
、
乃
ち
繰
帛
・
兵
・

鐵
等
を
海
の
畔
に
積
み
て
、
責
め
嗜
ま
し
む
。
雨
愼
、
乃
ち
船
師
を

陳
ね
て
、
羽
を
木
に
繋
け
て
、
學
げ
て
旗
と
せ
り
。
棹
を
齊
め
て
近

つ
き
來
て
、
淺
き
虚
に
停
り
ぬ
。
一
船
の
裏
よ
り
、
二
の
老
翁
を
出

し
て
、
廻
り
行
か
し
め
て
、
熟
積
む
所
の
緤
帛
等
の
物
を
硯
し
む
。

便
ち
軍
杉
に
換
へ
着
て
、
各
布
一
端
を
提
げ
て
、
船
に
乘
り
て
還
去

り
ぬ
。
俄
あ
り
て
老
翁
更
來
て
、
換
杉
を
脱
き
置
き
、
井
て
提
げ
た

る
布
を
置
き
て
、
船
に
乘
り
て
退
り
ぬ
。
阿
倍
臣
、
數
船
を
遣
し
て

喚
さ
し
む
。
來
肯
へ
ず
し
て
、
弊
賂
辨
嶋
に
復
り
ぬ
。

阿
倍
臣
が
粛
愼
国
を
伐
っ
た
時
に
、
練
帛
・
兵
（
武
器
）
・
鉄
等
を
海
辺

に
置
い
た
。
そ
の
時
、
南
愼
が
船
を
揃
え
て
や
っ
て
来
て
、
二
人
の
老
翁

が
そ
こ
か
ら
出
て
き
て
品
物
を
検
め
、
単
杉
に
着
替
え
、
井
せ
て
布
を
持
っ

て
船
に
乗
っ
て
退
い
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
返
さ
れ
、
結
局
両

例
は
街
（
市
）
、
巻
五
松
浦
河
の
歌
は
河
原
、
巻
一
六
の
竹
取
の
翁
の
例
は

丘
で
あ
っ
た
。
境
界
が
そ
の
よ
、
フ
な
男
女
の
接
触
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
人
の
呪
力

者
戦
い
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
ず
両
者
の
中
間
に
売
手
が
財
物
を
置
き
、

買
手
が
同
額
と
認
め
る
自
己
の
側
の
財
物
を
傍
ら
に
置
く
。
そ
し
て
後
に

買
手
の
置
い
た
財
物
を
売
手
が
検
め
、
納
得
す
れ
ば
そ
れ
を
持
ち
帰
る
と

い
う
広
く
世
界
的
に
見
ら
れ
る
無
言
貿
易
の
姿
を
妨
佛
と
さ
せ
る
記
述
で

あ
る
。
売
手
買
手
が
直
接
接
触
す
る
こ
と
な
く
取
引
が
行
わ
れ
、
ま
た
複

数
の
間
で
は
な
く
一
共
同
体
と
一
共
同
体
と
の
間
の
み
に
お
い
て
成
立
す

る
と
い
う
、
市
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
取
引
で
あ
る
が
、
逆
に
取
引
の
始

原
的
な
姿
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
無
言
貿
易
で
は
当
事

者
は
互
い
に
姿
を
見
せ
合
う
こ
と
が
な
い
ま
ま
財
物
の
交
換
が
行
わ
れ

る
。
つ
ま
り
人
は
交
換
の
場
に
あ
っ
て
、
財
物
を
売
り
買
い
す
る
人
間
と

し
て
交
換
に
関
係
は
す
る
が
、
人
の
他
の
側
面
、
村
落
や
国
家
の
共
同
体

内
部
に
お
け
る
様
々
な
属
性
は
そ
れ
に
必
要
の
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
邪

魔
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人

と
人
と
が
全
人
格
的
接
触
を
行
わ
な
い
形
式
を
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

交
換
が
全
人
格
的
接
触
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
例
に
、
次
の
『
播
磨
国

風
土
記
』
賀
古
郡
の
記
事
も
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
場
所
は
市
で
は
な
い

が
、
川
と
い
う
境
界
に
お
け
る
取
引
の
場
面
で
あ
る
。

（
景
行
天
皇
が
河
を
渡
ろ
う
と
し
た
時
に
。
新
谷
注
）
度
子
、
紀
伊
の

國
人
小
玉
、
申
さ
く
、
「
我
は
天
皇
の
贄
人
た
ら
め
や
」
と
ま
を
す
。

そ
の
時
、
勅
り
た
ま
は
く
、
「
朕
公
、
然
は
あ
れ
ど
、
猶
度
せ
」
と
の

り
た
ま
ふ
。
度
子
、
對
へ
て
ま
を
さ
く
、
「
遂
に
度
ら
む
と
欲
さ
ば
、

度
り
の
賃
を
賜
へ
」
と
ま
を
す
。

川
の
渡
り
の
船
人
が
、
天
皇
に
仕
え
る
者
で
は
な
い
の
で
天
皇
の
命
令

は
聞
け
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
度
り
の
賃
」
と
の
交
換
で
あ
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れ
ば
渡
そ
う
と
言
う
。
ま
さ
に
契
約
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

交
換
の
場
に
あ
ら
わ
れ
た
人
物
の
一
方
が
天
皇
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
天
皇

と
い
う
共
同
体
的
属
性
は
、
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
当
然

そ
の
属
性
に
基
づ
き
保
持
さ
れ
て
い
る
共
同
体
的
呪
力
も
問
題
と
な
ら

ず
、
そ
の
「
賃
」
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
共
同
体
内
部
で

は
考
え
ら
れ
な
い
事
態
が
、
共
同
体
を
異
に
す
る
人
の
間
で
は
お
こ
る
。

天
皇
の
贄
人
で
は
な
い
人
に
対
し
て
は
、
天
皇
と
い
え
ど
も
「
賃
」
を
「
賜

ふ
」
人
、
つ
ま
り
買
手
か
ど
う
か
と
い
、
う
こ
と
の
み
が
問
題
と
な
る
の
で

あった。
先
の
無
言
貿
易
や
風
土
記
の
渡
り
の
取
引
き
が
、
こ
の
よ
う
に
全
人
格

的
接
触
を
避
け
る
方
式
で
あ
っ
た
の
は
、
共
同
体
的
な
も
の
、
共
同
体
的

呪
力
を
人
が
帯
び
て
お
り
、
そ
の
異
な
っ
た
呪
力
が
接
触
し
摩
擦
が
生
ず

る
こ
と
を
避
け
よ
、
フ
と
し
た
為
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
想
像
さ
れ
よ
う
。

無
言
貿
易
で
は
財
物
に
対
す
る
合
意
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
為
に
交
換
は
成

功
し
な
か
っ
た
が
、
阿
倍
臣
が
大
和
王
権
の
征
討
軍
の
長
と
い
う
共
同
体

の
属
性
を
露
に
し
て
交
換
の
場
に
現
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
呪
力
の
為
に

や
は
り
交
換
は
成
功
し
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
渡
り
の
天

皇
の
場
合
に
も
、
天
皇
が
そ
の
天
皇
と
い
う
属
性
が
持
つ
強
烈
な
呪
力
を

前
面
に
出
そ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
賃
を
求
め
る
度
子
の
合
意
は
得
ら
れ
ず
、

や
は
り
交
換
は
成
功
し
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

共
同
体
の
呪
力
は
接
触
に
あ
た
り
邪
魔
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

為
、
共
同
体
を
異
に
す
る
人
同
士
の
接
触
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
呪
力
が

接
触
し
て
も
問
題
と
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
摩
擦
を
生
じ
な
い
と
こ
ろ
が
そ

の
場
所
と
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
『
霊
異
記
』
下
二
七

縁
「
鯛
艘
の
目
の
穴
の
筆
を
掲
き
脱
ち
て
、
新
ひ
て
霧
し
き
表
を
示
す
縁
」

で
は
、
国
を
異
に
す
る
人
々
が
多
く
の
財
物
を
持
ち
市
（
深
津
の
市
）
に

集
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
市
も
そ
の
よ
う
な
場
で
あ
っ
た
。

『
霊
異
記
』
下
六
縁
「
輝
師
の
食
は
將
と
す
る
魚
、
化
し
て
法
花
經
と
作

り
て
、
俗
の
誹
を
覆
す
縁
」
は
、
道
を
行
く
人
が
市
で
休
む
と
い
う
話
で

あ
る
。
身
体
の
弱
っ
た
吉
野
山
の
大
僧
が
弟
子
に
魚
を
買
わ
せ
に
遣
り
、

そ
の
弟
子
が
途
中
「
大
和
の
國
の
内
の
市
の
邊
に
至
り
て
、
俗
等
倶
に
息

む
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
内
の
市
」
は
吉
野
の
下
市
、
あ
る
い
は
宇
智
の

市
等
の
説
が
あ
る
が
未
詳
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
市
で
あ
る

こ
と
は
動
か
な
い
。
魚
を
買
っ
た
弟
子
と
追
っ
て
き
た
俗
人
と
が
市
で
休

ん
だ
の
で
あ
る
。
市
で
休
ん
だ
の
は
、
市
が
周
囲
と
の
摩
擦
な
し
に
人
が

休
む
こ
と
が
で
き
る
、
特
別
な
場
所
で
あ
っ
た
為
で
あ
る
。
即
ち
書
紀
に

よ
り
、
次
の
よ
う
な
道
を
行
く
他
の
村
落
の
人
に
対
す
る
共
同
体
の
意
識

が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
孝
徳
紀
大
化
二
年
三
月
の
大
化
の
詔
の
第
二

部
、
旧
俗
を
改
め
る
こ
と
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
路
頭
で
死
ん
だ
人
、

河
に
溺
れ
死
ん
だ
人
の
祓
除
を
共
に
居
る
人
に
強
要
す
る
こ
と
が
あ
る
こ

と
を
述
べ
、
更
に
路
上
で
炊
飯
し
て
さ
え
祓
除
を
強
要
す
る
こ
と
が
語
ら

れる。復
、
役
は
る
る
民
有
り
て
、
路
頭
に
炊
き
飯
む
。
是
に
、
路
頭
の
家
、

乃
ち
謂
ひ
て
日
は
く
、
『
何
の
故
か
情
の
任
に
余
路
に
炊
き
飯
む
』
と

い
ひ
て
、
強
に
祓
除
せ
し
む
。

帰
郷
す
る
役
民
が
路
上
で
炊
飯
す
る
と
傍
の
家
が
祓
除
を
要
求
す
る
と

い
う
。
こ
の
路
と
は
「
路
頭
の
家
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
村
落
内
を
通
っ

て
い
る
道
で
あ
る
、
フ
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
炊
飯
に
祓
除
が
要
求
さ
れ
て
い

る
の
は
、
他
の
共
同
体
の
呪
力
が
、
自
己
の
共
同
体
に
対
す
る
積
れ
と
認

識
さ
れ
た
為
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
市
で
休
む
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
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理
由
を
裏
か
ら
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
衝
等
、
境
界
が
人
の
接
触
し
う
る
場
所
で
あ
っ

た
理
由
が
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
・
村
落
を
異
に
し
た
人
々
の
場
合
、

通
常
そ
の
負
っ
て
い
る
共
同
体
の
呪
力
に
よ
り
接
触
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
っ
た
。
互
い
に
相
手
の
呪
力
を
「
機
」
と
感
じ
た
為
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
よ
う
な
呪
力
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
体
を
異
に
す
る

人
々
を
接
触
さ
せ
う
る
性
質
を
境
界
は
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
物
の
呪
力

境
界
で
人
々
は
接
触
で
き
た
が
、
そ
の
際
そ
の
共
同
体
的
呪
力
ま
で
も

が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
次
に
接
触
す
る
人
々
が
交
す
言
葉
の
呪
力

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
に
こ
こ
で
は
ま
ず
境
界
に
お

け
る
物
の
交
換
を
通
し
、
物
の
呪
力
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

始
原
と
し
て
の
交
換
の
原
型
を
次
の
よ
う
に
想
定
し
た
い
。
即
ち
、
財

物
ｂ
を
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
人
Ａ
が
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
人
Ｂ
に
対

し
、
そ
れ
を
要
求
、
獲
得
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
何
等
か
の
財
物
ａ
を
人

Ｂ
に
渡
す
と
い
う
形
を
考
え
た
い
。
あ
る
い
は
順
序
を
逆
に
し
て
も
よ
い
。

財
物
ａ
を
代
償
と
し
て
差
出
し
、
財
物
ｂ
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て

も
よ
い
。
財
物
ａ
は
人
Ｂ
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
有
用
で
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
人
Ｂ
は
渋
々
承
諾
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
は
無
用
で
あ
っ
て
も

将
来
は
有
用
に
な
る
と
思
っ
て
承
諾
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
機
微
は

様
々
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
交
換
は
関
心
、
欲
求
の
あ
る
人
の

主
導
権
で
動
い
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
当
事
者
の
一
方
の
強
い

意
思
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
古
事
記
の
海
幸
山
幸
の
話
が
参
照
さ

れる。

余
し
て
、
火
遠
理
命
、
其
の
兄
火
照
命
に
、
「
各
佐
知
を
相
易
へ
て
用

ゐ
む
と
欲
ふ
・
」
と
謂
ひ
て
、
三
度
乞
は
せ
錐
、
許
さ
不
。
然
あ
れ
ど

も
、
遂
に
総
か
に
相
易
へ
得
つ
。

強
引
に
山
幸
が
海
幸
の
釣
針
を
得
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
海
幸
は

決
し
て
山
幸
の
持
つ
猟
具
を
欲
し
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
山
幸
の
強

い
要
求
に
負
け
て
交
換
し
た
の
で
あ
っ
た
。
交
換
は
同
等
の
欲
求
を
持
つ

者
の
間
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
獲
得
の
欲
望
を
持
つ
者
の
主
導
権
に

よ
り
行
わ
れ
る
と
考
え
た
い
。
交
換
さ
れ
る
側
は
あ
く
ま
で
従
の
役
割
し

か
負
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
説
話
は
更
に
、
山
幸
が
一
匹
の
魚
も
釣
れ
な
か
っ
た
こ

と
、
更
に
紛
失
し
た
釣
針
を
海
幸
が
「
強
ち
に
乞
ひ
徴
」
り
、
代
り
の
釣

針
で
弁
償
し
よ
う
と
す
る
の
も
許
さ
な
か
っ
た
と
続
く
。
思
想
大
系
『
古

事
記
』
頭
注
は
、
「
さ
ち
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

サ
チ
は
漁
具
・
猟
具
お
よ
び
獲
物
の
意
。
獲
物
を
得
る
さ
い
に
働
く

霊能をもさす。

漁
具
・
猟
具
と
い
う
道
具
が
呪
力
を
持
ち
、
そ
の
こ
と
が
獲
物
を
取
る

こ
と
に
結
び
つ
く
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
紛
失
し
た
釣
針
に
は
、
他
に
は
な

い
特
殊
な
呪
力
が
籠
め
ら
れ
て
い
た
。
山
幸
が
釣
針
を
得
よ
う
と
し
た
の

は
、
そ
の
呪
力
が
し
か
ら
し
め
た
も
の
、
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

釣
針
の
呪
力
が
山
幸
の
心
を
つ
か
み
そ
れ
を
獲
得
さ
せ
た
の
だ
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
一
般
化
し
て
言
え
ば
、
物
の
呪
力
が
人
に
取
り
つ
き
、
ま

ず
獲
得
し
よ
う
と
す
る
意
思
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
、
交
換
の
発
端
な
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
た
ま
た
ま
道
具
で
あ
っ
た
が
、
広
く
一
般
的
に
財
物
と
言
い

換
え
、
更
に
物
の
呪
力
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
財
物
の
種
類
は
様
々
で
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あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
共
同
体
の
何
等
か
の
観
念
が
投
影
さ
れ
て
お
り
、

共
同
体
の
呪
力
を
そ
れ
ぞ
れ
が
負
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
共
同
体
内
部
で
安
定
し
て
い
た
財
物
が
、
共
同
体
の
外
部
に

持
ち
出
さ
れ
た
時
、
そ
の
呪
力
は
共
同
体
内
部
に
お
け
る
場
合
と
は
異

な
っ
た
働
き
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
よ
言
フ
な
呪
力
の
働
き
に
つ
い
て
は
次
の
説
話
が
参
考
に
な
る
。
『
播

磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
、
神
嶋
の
記
事
で
あ
る
。
来
朝
し
た
新
羅
の
客
が
、

神
島
に
あ
る
石
神
の
顔
と
胸
に
あ
る
各
々
五
つ
の
玉
を
見
て
貴
重
な
も
の

と
思
い
、
瞳
を
掘
り
と
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
る
と
神
は
次
の
よ
う

に
報
復
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

榊
、
因
り
て
泣
け
り
。
こ
こ
に
、
大
き
に
怒
り
て
、
即
て
暴
風
を
起

し
、
客
の
船
を
打
ち
破
り
き
。
高
嶋
の
南
の
濱
に
漂
ひ
没
み
て
、
人

悉
に
死
亡
せ
け
り
。

神
の
崇
り
、
つ
ま
り
共
同
体
の
呪
力
が
発
現
し
て
外
部
の
人
々
に
害
を

与
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
羅
人
は
こ
の
土
地
の
人
々
に
と
っ
て
は

外
部
の
人
間
で
あ
り
、
適
切
に
呪
力
を
解
消
す
る
処
置
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
と
考
え
て
よ
い
。

財
物
の
呪
力
の
存
在
は
こ
の
よ
、
フ
に
異
常
な
事
態
に
お
い
て
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
呪
力
が
発
揮
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
例
は
他
に

も
あ
る
。
『
播
磨
国
風
土
記
』
讃
容
郡
、
中
川
里
の
条
で
あ
る
。

昔
、
近
江
の
天
皇
の
み
世
、
丸
部
の
具
と
い
う
も
の
あ
り
き
。
是
は

仲
川
の
里
人
な
り
。
此
の
人
、
河
内
の
國
莵
寸
の
村
の
質
た
る
劒
を

買
ひ
取
り
き
。
劒
を
得
て
よ
り
以
後
、
家
畢
り
て
滅
び
亡
せ
き
。
…
…

（
そ
の
後
、
犬
猪
と
い
う
者
が
土
の
中
に
こ
の
剣
を
得
、
刃
に
焼
入
れ

を
し
よ
う
と
し
た
が
、
不
思
議
な
様
子
を
示
し
た
の
で
。
新
谷
注
）

…
…
こ
こ
に
、
犬
猪
、
異
し
き
劒
と
以
爲
ひ
て
、
朝
庭
に
献
り
き
。

後
、
淨
御
原
の
朝
庭
の
甲
申
の
年
の
七
月
、
曽
禰
連
麿
を
遣
り
て
、

本
つ
虚
に
返
し
送
ら
し
め
き
。
今
に
、
此
の
里
の
御
宅
に
安
置
け
り
。

「
買
ひ
取
り
き
」
と
あ
る
か
ら
剣
が
売
買
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て

売
買
の
後
、
買
い
取
っ
た
「
丸
部
の
具
」
の
一
家
が
滅
ん
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。
剣
の
購
入
と
滅
亡
の
関
係
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
物
語
的
に

は
そ
こ
に
因
果
関
係
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
フ
。
剣
を
買
い
、
そ
の
際
に

適
切
な
呪
力
の
処
理
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
為
、
そ
の
剣
の
呪
力
に
よ
り
家

が
滅
び
て
し
ま
っ
た
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
後
に
朝
廷
は
曽
禰
連
麿
を
派

遣
し
て
こ
の
里
に
剣
を
戻
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
曽
禰
連
麿
の
役
割
は

そ
の
強
力
な
呪
力
の
後
処
理
を
行
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
（６）

今
、
財
物
に
は
呪
力
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
う
す
る
と

次
に
は
、
自
己
の
死
に
も
つ
な
が
る
重
大
な
事
態
を
引
き
起
す
、
外
部
か

ら
入
っ
て
き
た
財
物
に
付
着
し
た
呪
力
を
、
い
か
に
適
切
に
除
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
問
題
は
移
る
。

呪
力
の
除
去
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
実
は
前
に
触
れ
た
無
言
貿
易
も

そ
の
方
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
吉
沢
英
成
が

Ｐ
．
Ｊ
・
Ｈ
・
グ
リ
ア
ソ
ン
『
目
国
因
望
旧
国
ｚ
月
月
罰
シ
己
同
』
を
引
き
な

が
ら
、
そ
の
取
引
の
形
式
の
理
由
を
幾
つ
か
掲
げ
、
そ
の
中
で
「
財
に
宿
っ

た
お
た
が
い
の
呪
性
・
霊
性
を
除
去
す
る
為
の
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

（７）

い
」
と
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
稿
に
と
っ
て
参
考
と
な
る
。
当
事
者

が
直
接
接
触
す
る
こ
と
な
く
財
物
だ
け
が
移
動
さ
れ
る
形
態
を
考
え
た
場

合
、
共
同
幻
想
に
基
づ
い
た
呪
力
が
移
行
し
な
い
為
の
一
つ
の
方
策
だ
っ

た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

物
の
呪
力
を
払
う
他
の
呪
的
行
為
を
見
て
み
る
。
『
霊
異
記
』
中
二
七
縁
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「
力
女
、
強
力
を
示
す
縁
」
で
あ
る
。
同
説
話
の
前
半
部
分
で
、
力
持
ち
の

女
が
手
作
り
の
衣
を
夫
の
大
領
に
着
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
国
上
が
そ
れ
を

取
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
女
は
国
上
の
所
へ
行
き
、
直
談
判
を
し
、

取
り
戻
し
持
ち
返
る
。
そ
の
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

國
の
上
憧
り
煩
ひ
、
彼
の
衣
を
返
し
與
ふ
。
取
り
持
ち
て
家
に
歸
り
、

酒
ぎ
て
淨
め
、
其
の
衣
を
牒
み
収
む
。

傍
線
部
「
栖
淨
Ⅱ
ス
ス
ギ
テ
キ
ョ
メ
」
が
、
一
日
一
他
人
の
も
の
と
な
っ

た
財
物
の
、
そ
の
付
着
し
た
呪
力
を
払
う
呪
的
行
為
で
は
な
か
っ
た
か
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
呪
力
除
去
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
等
価
の
交
換
と
い
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
無
言
貿
易
は
交
易
す
る
両
者
が
合
意
し
な

け
れ
ば
成
立
し
な
い
形
式
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
交
換
さ
れ
る

財
物
は
等
価
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
等
価
で
交
換
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
が
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
り
、
呪
力
除
去
の
方
法
で
は
な
か
っ
た

（８）

か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。

時
代
は
下
る
が
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
六
「
兵
衛
佐
上
楼
主
、
於
西

八
条
見
得
銀
語
第
十
三
」
に
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
夕
立
の
為
に
雨
宿

り
し
よ
う
と
立
ち
寄
っ
た
家
で
、
主
人
公
上
楼
主
は
大
き
な
銀
塊
を
見
つ

け
た
。
家
人
の
蝿
に
尋
ね
る
と
不
用
の
も
の
だ
と
言
う
。

上
繧
の
主
、
此
を
聞
て
、
「
早
う
、
不
知
に
こ
そ
有
け
れ
。
目
有
者
ぞ

見
付
る
。
我
、
此
の
石
取
て
む
」
と
思
て
、
嘔
に
云
く
、
「
此
石
は
嘔

共
こ
そ
由
元
物
と
思
た
れ
共
、
我
家
に
持
行
て
、
可
仕
要
の
有
也
」

と
云
へ
ば
、
幅
、
「
只
疾
召
て
よ
」
と
云
に
、
上
綾
の
主
、
其
邊
に
知

た
る
下
人
の
許
に
、
車
を
借
て
掻
入
て
出
む
と
為
程
に
、
只
に
取
む

が
罪
得
が
ま
し
か
り
け
れ
ば
、
着
た
る
衣
を
脱
て
嘔
に
取
ら
す
れ
ば
、

幅
も
心
も
不
得
し
て
騒
ぎ
迷
ふ
。
然
れ
ば
、
上
楼
の
主
、
「
此
て
年
耒

有
石
を
只
に
取
ら
む
が
悪
け
れ
ば
、
衣
を
ば
脱
て
取
す
る
也
」
と
云

へ
ば
、
嘔
、
「
耶
、
不
思
懸
、
不
用
の
石
の
替
に
、
此
許
極
き
財
の
御

衣
を
給
は
ら
む
と
は
不
思
つ
。
穴
怖
し
〃
〃
」
と
云
て
、
棹
の
有
懸

て礼む。

銀
塊
に
気
づ
い
た
主
人
公
が
持
っ
て
い
こ
う
と
す
る
が
、
無
償
で
持
ち

去
る
こ
と
に
気
が
引
け
て
綿
入
れ
衣
を
与
え
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
傍
線

部
「
罪
え
が
ま
し
か
り
け
れ
ば
」
と
、
個
人
的
な
倫
理
の
問
題
に
置
き
換

え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
は
今
述
べ
て
き
た
よ
う
な
等
価
の
代
償
に
よ

る
呪
力
の
除
去
、
と
い
、
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
罪
を
得
る

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
恐
れ
は
、
既
に
物
の
呪
力
に
と
ら

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
代
償
と
し
て

の
衣
は
呪
力
除
去
の
為
の
呪
物
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
銀
塊
と
衣

の
交
換
で
あ
り
、
等
価
の
交
換
で
は
な
い
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
両
者
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
主
観
的
に
は
等
価

で
あ
り
、
「
着
た
る
衣
」
は
銀
塊
に
対
す
る
等
価
の
代
償
と
考
え
て
よ
い
だ

ろ
う
。
等
価
の
代
償
と
い
う
こ
と
は
呪
力
除
去
の
方
法
の
一
つ
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
発
表
は
歌
の
贈
答
を
考
え
て
い
る
。
物
以
外
、
言
葉
に
も
呪
力
が
寵

め
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
は
人
の
生
誕
と
死
の

起
源
誼
を
語
っ
た
、
岐
美
二
神
の
「
事
戸
渡
」
の
場
面
で
あ
る
。

最
後
に
、
其
の
妹
伊
耶
那
美
命
身
自
ら
追
ひ
来
た
り
。
余
し
て
、
干

引
の
石
、
其
の
黄
泉
比
良
坂
に
引
き
塞
へ
、
其
の
石
を
中
に
置
き
、

各
対
ひ
立
ち
而
、
事
戸
渡
す
時
、
伊
耶
那
美
命
言
さ
く
、
「
愛
し
き
我

が
那
勢
命
、
如
此
為
者
、
汝
の
国
之
人
草
、
一
日
に
千
頭
絞
り
殺
さ
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む
・
」
と
ま
を
す
。
余
し
て
、
伊
耶
那
岐
命
詔
ら
さ
く
、
「
愛
し
き
我

が
那
迩
妹
命
、
汝
然
為
者
、
吾
一
日
に
千
五
百
産
屋
を
立
て
む
・
」
と

の
ら
す
。
是
を
以
ち
て
、
一
日
に
必
ず
千
人
死
に
、
一
日
に
必
ず
千

五
百
人
生
ま
る
る
そ
。

二
神
は
先
に
国
生
み
を
行
っ
た
親
密
な
仲
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
場

面
で
は
「
黄
泉
比
良
坂
」
と
い
う
境
界
に
お
い
て
、
相
対
時
す
る
仲
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
も
「
千
引
の
石
」
が
そ
こ
に
置
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ

り
、
こ
の
世
と
黄
泉
の
国
と
は
交
通
不
能
と
な
り
、
二
神
は
幽
明
を
異
に

し
た
仲
、
共
同
体
を
異
に
し
た
者
同
士
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

そ
し
て
そ
こ
で
の
対
話
「
一
日
千
人
殺
す
」
．
日
千
五
百
人
生
む
」
が
、

人
が
生
れ
死
に
、
そ
の
結
果
と
し
て
人
口
が
増
え
て
い
く
こ
と
の
起
源
を

語
っ
て
い
る
。
論
旨
に
か
か
わ
っ
て
言
え
ば
、
岐
神
が
美
神
の
言
葉
を
打

消
す
呪
的
行
為
を
行
わ
な
か
っ
た
為
、
美
神
の
呪
的
な
言
葉
が
そ
の
ま
ま

現
実
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
其
の
石
を
中
に
置
き
、
各
対
ひ
立
ち

（９）

而
」
は
、
呪
力
を
発
揮
さ
せ
る
為
の
呪
的
行
為
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場

面
は
言
葉
も
呪
力
を
持
つ
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
上
げ
ら
れ
よ
、
フ
。

五
鎮
魂

共
同
性
を
異
に
し
た
言
葉
は
物
と
同
様
、
そ
の
呪
力
は
払
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
歌
を
詠
む
一
つ
の
契
機
を
考
え
て
お
き
た
い
。

歌
が
交
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
前
に
、
ま
ず
歌
が
発
せ
ら
れ
る
こ

と
の
意
味
を
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

道
で
出
逢
っ
た
異
性
を
歌
っ
た
も
の
と
、
眼
前
の
景
を
歌
っ
た
も
の
と

の
、
次
の
二
首
を
比
較
し
て
み
る
。

①
玉
桙
の
道
行
か
ず
あ
ら
ば
ね
も
こ
ろ
に
か
か
る
恋
に
は
逢
は
ざ
ら
ま

し
を

二
一
・
二
三
九
三
）

②
雨
隠
り
情
い
ぶ
せ
み
出
で
見
れ
ば
春
日
の
山
は
色
づ
き
に
け
り

（八・一五六八）

①
は
路
上
の
異
性
の
歌
で
あ
る
。
あ
の
日
あ
の
時
、
道
を
歩
い
て
い
な

か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
ミ
フ
な
苦
し
い
恋
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
に
、
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
②
は
、
降
り
籠
め
ら
れ
て
心

が
鯵
陶
し
く
な
っ
た
為
、
外
に
出
て
見
る
と
春
日
の
山
は
黄
葉
し
て
い
た
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
・
ど
ち
ら
も
対
象
を
見
た
こ
と
に
よ
り
思
い
が
生
じ
、

そ
れ
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
対
象

が
心
を
と
ら
え
、
歌
を
詠
ま
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
路
上

の
異
性
も
黄
葉
し
た
山
も
、
同
じ
性
格
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

心
を
と
ら
え
る
力
を
物
の
呪
力
と
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
呪
力
の
同
一
性

で
あ
る
。
と
ら
え
て
離
さ
ず
、
そ
れ
は
更
に
心
を
揺
り
動
か
し
て
く
る
。

（旧）

突
然
の
出
逢
い
と
物
の
呪
力
に
つ
い
て
は
か
つ
て
論
じ
た
。

次
に
何
故
、
こ
の
よ
う
な
道
の
異
性
や
黄
葉
し
た
山
を
歌
う
の
か
、
歌

う
契
機
を
考
え
て
み
た
い
。
物
の
呪
力
の
側
か
ら
で
は
な
く
、
人
の
側
か

ら
歌
う
こ
と
の
必
然
性
を
考
え
て
み
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に

掲
げ
た
②
を
も
う
一
度
考
え
て
み
る
。
何
故
、
眼
前
の
景
を
見
て
「
春
日

の
山
は
色
づ
き
に
け
り
」
と
歌
っ
た
の
だ
ろ
う
。
春
日
山
を
見
た
為
、
家

に
居
た
時
の
そ
れ
ま
で
の
「
い
ぶ
せ
き
心
」
と
は
異
な
っ
た
異
和
の
感
情

が
生
じ
、
そ
れ
が
心
を
波
立
た
せ
、
自
分
の
心
が
そ
の
異
和
に
と
ら
わ
れ

て
し
ま
っ
た
こ
と
が
そ
の
発
端
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
人
の
心
は
不
安
定

な
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
危
険
な
状
態
と
言
え
よ
う
。

そ
の
異
和
は
解
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
に
解
消
す
べ
き

か
。
異
和
感
は
も
と
も
と
山
を
見
た
こ
と
か
ら
始
っ
た
。
異
和
は
山
か
ら
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来
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
の
山
は
自
分
の
側
に
属
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
そ
れ
は
自
己
の
紡
ぎ
だ
し
た
幻
想
で
は
な
く
、
事
実
そ
こ
の
場
所
に

あ
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
側
の
秩
序
に
属
し
て
い
な
い
為
に
、
自
分
の

心
に
異
和
の
波
が
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
異
和
を
自
己
の
側
に
取
り

込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
の
秩
序
、
自
己
に
理
解
さ
れ
る
も
の
に

変
え
れ
ば
異
和
は
生
じ
ず
、
危
険
も
去
る
に
違
い
な
い
。
歌
は
こ
の
よ
う

（川）

な
文
脈
の
中
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
①
も
同
様
の
論
理
で
解
け

つ（》◎歌
は
共
同
体
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
共
同
体
的
呪
力
を
強
く
持
っ
た

も
の
で
あ
る
。
歌
と
い
う
様
式
の
中
に
、
つ
ま
り
共
同
体
の
様
式
に
閉
じ

込
め
る
こ
と
が
、
異
和
を
与
え
る
も
の
を
自
己
の
側
、
秩
序
の
側
に
押
し

込
め
る
こ
と
に
な
り
、
危
険
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
自
己
の
存
立
基
盤
と
も
言
う
べ
き
共
同
性
に
同
一
化
さ
せ
よ
う

と
い
う
動
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
魂
を
鎮
め
る
意
の
鎮
魂
と
も
言
え
る
も
の

である。
秩
序
の
内
に
取
り
込
む
こ
と
に
つ
い
て
別
の
例
を
掲
げ
て
み
る
。
次
は

仁
徳
記
の
も
の
で
、
雁
が
卵
を
生
ん
だ
と
い
う
日
本
で
は
未
知
の
事
柄
に

つ
い
て
天
皇
が
問
い
、
建
内
宿
禰
が
そ
れ
を
天
皇
の
統
治
、
長
寿
を
寿
ぐ

も
の
と
し
て
、
歌
を
も
っ
て
そ
の
意
味
を
解
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
未

だ
か
つ
て
見
聞
き
し
た
こ
と
の
な
い
事
象
、
自
己
の
側
に
は
な
い
反
秩
序

と
い
っ
た
も
の
を
、
自
己
の
側
、
つ
ま
り
秩
序
の
側
、
こ
の
場
合
は
瑞
祥

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
既
知
の
範
嶬
へ
と
類
型
化
す
る
こ

と
で
秩
序
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
の
だ
と
言
え
る
。

亦
、
一
時
、
天
皇
、
豊
楽
し
た
ま
は
将
と
為
而
、
日
女
嶋
に
幸
行
し

し
時
、
其
の
嶋
於
雁
卵
生
み
き
。
余
し
て
、
建
内
宿
禰
命
を
召
し
て
、

歌
以
ち
て
雁
の
卵
生
み
し
状
を
問
ひ
た
ま
ふ
。
其
の
歌
に
曰
く
、

霊
尽
る
内
の
朝
臣
汝
こ
そ
は
世
の
長
人
そ
ら
み
つ
倭

の
国
に
雁
卵
生
と
聞
く
や
（
記
七
二

於
是
、
建
内
宿
禰
、
歌
以
ち
て
語
り
て
白
さ
く
、

高
光
る
日
の
御
子
諾
し
こ
そ
問
ひ
給
へ
真
こ
そ
に
問

ひ
給
へ
吾
こ
そ
は
世
の
長
人
そ
ら
み
つ
倭
の
国
に
雁

卵
生
と
未
だ
聞
か
ず
（
記
七
二
）

如
此
白
し
而
、
御
琴
被
給
り
て
歌
ひ
て
曰
く
、

な
が
御
子
や
終
に
治
ら
む
と
雁
は
卵
生
ら
し
（
記
七
三
）

此
者
本
岐
歌
之
片
歌
そ
。

記
七
三
は
、
天
皇
が
い
つ
ま
で
も
国
を
お
治
め
に
な
ら
れ
る
兆
と
し
て
、

雁
が
卵
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
危
険
な
も
の

に
転
化
す
る
可
能
性
の
あ
る
混
沌
と
し
た
も
の
を
、
秩
序
立
て
て
い
る
様

子
が
見
て
と
れ
る
。
国
レ
ベ
ル
の
共
同
体
と
個
体
レ
ベ
ル
の
そ
れ
と
い
う

位
相
差
は
あ
る
も
の
の
、
記
七
三
も
①
．
②
歌
も
共
に
同
じ
、
歌
の
一
つ

の
機
能
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
と
ら
え
た
い
。

述
べ
た
よ
う
に
、
し
か
し
秩
序
化
の
手
段
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

て
も
よ
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
共
同
性
を
も
っ
た
歌
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
秩
序
と
は
こ
の
場
合
、
共
同
性
と
言
い
換
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
共
同
性
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り
人
は
そ
の
心
を
鎮

め
得
た
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
仁
徳
記
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
瑞
祥
」

と
解
い
た
寿
歌
で
あ
り
、
そ
の
寿
歌
に
よ
り
国
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
た

のである。

自
己
の
異
和
感
が
、
物
の
呪
力
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
す
る
と
、
そ
の
異
和
感
を
鎮
め
る
こ
と
は
、
物
の
呪
力
を
鎮
め
る
こ
と
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（吃）

に
つ
な
が
る
と
言
え
よ
う
。
見
る
対
象
を
現
実
に
獲
得
し
え
な
い
に
し
て

も
、
財
物
交
換
に
お
け
る
物
そ
の
も
の
を
共
同
体
の
側
に
取
り
込
む
こ
と

と
、
そ
れ
は
並
行
し
て
い
る
と
考
え
る
。

六
歌
の
贈
答

歌
が
発
せ
ら
れ
る
契
機
の
一
つ
を
考
え
た
。
次
に
共
同
性
を
異
に
す
る

男
女
が
接
触
し
う
る
場
で
は
、
い
か
な
る
状
況
が
生
ま
れ
る
か
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
・

共
同
性
を
異
に
す
る
と
は
、
対
象
が
自
己
の
側
に
属
し
て
い
な
い
異
性

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
必
然
的
に
異
和
の
感
情
を
引
き
起
こ
す
。
し
か
し
、

先
の
①
の
よ
う
に
路
上
等
で
異
性
を
単
に
見
か
け
た
と
い
う
場
合
、
見
た

人
が
自
己
の
属
す
る
共
同
性
の
側
に
取
り
込
む
こ
と
、
鎮
魂
は
あ
る
意
味

で
自
由
に
で
き
た
と
言
え
る
。
②
の
春
日
山
の
よ
う
に
、
相
手
は
積
極
的

に
は
自
己
に
働
き
か
け
て
こ
な
い
、
自
然
物
に
準
じ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
接
触
の
場
面
は
異
な
る
。
互
い
が
自
己
の
側
に
取
り
込

も
う
と
す
る
場
面
が
現
れ
る
。
即
ち
、
共
同
性
を
異
に
す
る
者
に
よ
り
異

和
を
生
じ
さ
せ
ら
れ
た
心
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
異

和
を
生
じ
さ
せ
ら
れ
た
相
手
も
ま
た
、
同
時
的
に
自
己
の
心
を
鎮
め
よ
う

と
す
る
。
状
況
は
変
化
し
流
動
化
す
る
。
自
己
の
内
部
で
完
結
し
て
い
た

鎮
魂
が
、
相
手
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
り
完
結
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
言
葉
の
言
い
合
い
と
な
る
。

次
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
賀
毛
郡
の
も
の
で
、
一
つ
の
事
実
に
対
す
る

共
同
体
間
に
お
け
る
意
味
の
異
な
り
（
呪
的
意
味
の
有
無
）
の
例
で
あ
る
。

雲
潤
の
里
土
は
中
の
中
な
り
。
右
、
雲
潤
と
號
く
る
は
、
丹
津

日
子
の
榊
、
「
法
太
の
川
底
を
、
雲
潤
の
方
に
越
さ
む
と
欲
ふ
」
と
爾

云
ひ
し
時
、
彼
の
村
に
在
せ
る
太
水
の
榊
、
僻
ぴ
て
云
り
た
ま
ひ
し

く
、
「
吾
は
宍
の
血
を
以
ち
て
佃
る
。
故
、
河
の
水
を
欲
り
せ
ず
」
と

の
り
た
ま
ひ
き
。
そ
の
時
、
丹
津
日
子
云
ひ
し
ぐ
、
「
此
の
脚
は
、
河

を
堀
る
事
に
倦
み
て
、
爾
い
へ
る
の
み
」
と
い
ひ
き
。
故
、
雲
彌
と

號
く
。
今
人
、
雲
潤
と
號
く
。

丹
津
日
子
が
雲
潤
の
里
に
水
を
流
そ
う
と
し
た
時
、
そ
の
里
の
太
水
の

神
が
川
の
水
を
拒
否
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
太
水
の
神
の
拒

否
し
た
理
由
は
、
「
宍
の
血
」
で
稲
作
を
す
る
の
で
、
水
は
要
ら
な
い
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
丹
津
日
子
の
神
は
そ
れ
を
理
解
せ
ず
、
単

に
川
の
水
を
引
く
努
力
を
惜
し
ん
で
い
る
の
だ
と
言
う
。
稲
作
に
動
物
の

血
を
使
う
こ
と
は
、
同
じ
『
播
磨
国
風
土
記
』
讃
容
郡
冒
頭
の
そ
の
地
名

説
話
の
中
に
、
「
妹
玉
津
日
女
命
、
生
け
る
鹿
を
捕
り
臥
せ
て
、
其
の
腹
を

割
き
て
、
其
の
血
に
稻
種
き
き
」
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
一
種
の
呪
術

と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
丹
津
日
子
の
神
の
出
自

は
不
明
で
あ
る
が
、
他
所
の
神
で
あ
っ
た
為
に
地
元
の
神
の
呪
術
を
理
解

し
え
ず
、
そ
れ
を
誤
解
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

あ
る
共
同
体
内
部
の
事
実
は
そ
の
共
同
体
の
意
味
、
こ
の
場
合
は
呪
的
意

味
で
あ
る
が
、
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
共
同
体
外
部
か
ら
そ
れ
を
知
る
こ

と
は
基
本
的
に
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
こ
の
説
話
か
ら
読
み
と

り
た
い
。
そ
し
て
そ
の
意
味
の
異
な
り
が
闘
い
を
引
き
起
こ
し
た
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
互
い
の
「
吾
は
宍
の
血
を
以
ち
て
佃
る
。
云
々
」

「
此
の
榊
は
、
河
を
堀
る
事
に
倦
み
て
、
云
々
」
と
い
う
言
葉
は
、
互
い
の

共
同
性
に
引
き
摺
り
込
も
う
と
す
る
闘
い
と
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の

である。
共
同
性
の
違
い
が
歌
い
交
し
の
契
機
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
例
と
し
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て
、
次
の
夢
に
つ
い
て
の
問
答
歌
が
あ
る
。
夢
に
つ
い
て
の
呪
的
信
仰
に

よ
り
な
が
ら
、
男
の
懸
想
、
女
の
反
発
の
様
式
に
則
っ
た
歌
が
交
さ
れ
て

い
る
。
呪
的
信
仰
の
違
い
は
共
同
性
の
違
い
に
重
ね
ら
れ
る
。

わ
が
恋
は
慰
め
か
れ
つ
ま
日
長
く
夢
に
見
え
ず
て
年
の
経
ぬ
れ
ば

二
一
・
二
八
一
四
）

ま
日
長
く
夢
に
も
見
え
ず
絶
え
ぬ
と
も
わ
が
片
恋
は
止
む
時
も
あ
ら

じ

（一一・二八一五）

例
え
ば
新
潮
集
成
で
は
次
の
よ
う
な
訳
が
つ
い
て
い
る
。
問
歌
は
「
私

の
恋
心
は
ど
う
に
も
慰
め
る
す
べ
が
な
い
あ
り
さ
ま
で
す
。
来
る
日
も
来

る
日
も
、
あ
な
た
が
夢
に
さ
え
見
え
て
く
れ
な
い
ま
ま
、
年
が
経
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
」
と
な
っ
て
お
り
、
答
歌
は
「
来
る
日
も
来
る
日
も
、
あ
な

た
は
夢
に
さ
え
見
え
て
下
さ
ら
ず
、
二
人
の
仲
が
絶
え
て
し
ま
お
う
と
も
、

私
の
こ
の
片
思
い
ま
で
な
く
な
る
時
は
あ
り
ま
す
ま
い
」
と
な
っ
て
い
る
。

他
の
注
釈
書
も
大
同
小
異
で
あ
る
。
要
は
単
に
互
い
の
思
い
の
強
さ
を
言

い
合
う
形
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
答
歌
の
初
句
と
第
二
句
が
問
歌
の
第
三
・
四
句
に
対
応
し
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
が
問
歌
の
意
味
内
容
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
い
る

の
で
は
な
い
と
考
え
る
と
、
答
歌
の
理
解
は
変
わ
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
答

歌
の
夢
を
見
る
人
物
を
、
問
歌
の
作
者
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
あ
な
た
の

夢
に
私
が
現
れ
な
い
の
は
あ
な
た
が
不
誠
実
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
そ

う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
私
は
あ
な
た
を
思
っ
て
い
ま
す
、
と
い
う
意
味
と

と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
問
歌
で
は
相
手
（
答
歌
の
作
者
）
を
夢
に
見
な
い

こ
と
を
相
手
の
不
誠
実
さ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
詰
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
答
歌
で
は
夢
に
見
な
い
の
を
相
手
（
問
歌
の
作
者
）
自
身
の
不
誠
実

さ
の
ゆ
え
と
し
て
詰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
両
者
の
間
で
、

夢
の
信
仰
に
つ
い
て
の
取
り
違
え
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

こ
の
二
首
の
内
容
は
述
べ
た
よ
う
に
、
夢
に
つ
い
て
の
呪
的
信
仰
が
基

礎
と
な
っ
て
い
る
が
、
夢
と
恋
と
の
関
係
の
俗
信
に
は
二
種
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
一
つ
は
相
手
を
思
う
と
相
手
の
夢
に
思
、
フ
人
が
現

れ
る
と
い
う
も
の
と
、
も
う
一
つ
は
相
手
を
思
っ
て
寝
た
人
の
夢
に
思
う

相
手
が
現
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
全
く
正
反
対
の
内
容
を
持

（喝）

ち
な
が
ら
万
葉
集
で
は
並
存
し
て
い
る
。
歌
の
場
面
、
状
況
に
応
じ
て
、

歌
作
者
に
よ
り
そ
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
問
答

歌
の
場
合
、
相
手
の
拠
っ
た
立
場
と
は
異
っ
た
立
場
が
答
者
に
よ
り
意
図

的
に
と
ら
れ
、
二
つ
の
異
な
っ
た
俗
信
の
ず
れ
が
強
調
さ
れ
て
掛
合
い
と

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
問
者
の
拠
っ
た
俗
信
に
拠
る
の

で
は
切
り
返
せ
な
い
、
男
の
歌
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
蕾
フ
と
考
え
た
答
者

が
、
も
雲
フ
一
方
の
俗
信
に
拠
り
切
り
返
し
た
、
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
共

同
性
の
違
い
が
男
女
の
掛
合
い
に
重
ね
合
わ
さ
れ
、
恋
歌
の
贈
答
に
仕
立

て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

念
の
為
に
述
べ
れ
ば
、
こ
の
贈
・
答
者
が
、
共
に
そ
の
俗
信
の
互
い
に

異
な
っ
た
一
方
の
み
を
信
じ
て
お
り
、
た
ま
た
ま
そ
の
よ
う
な
二
人
に
よ

り
歌
が
交
さ
れ
た
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
両
者
は
、
共

同
性
を
異
に
す
る
立
場
を
様
式
と
し
て
装
い
な
が
ら
歌
を
交
し
て
い
る
、

と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
表
現
の
上
で
、
共
同
体
を
異
に
す
る
者
の
間
で

交
さ
れ
る
言
葉
の
論
理
を
引
き
ず
り
、
眼
前
の
女
性
を
か
ら
め
と
ろ
う
、

あ
る
い
は
男
性
の
歌
に
と
ら
わ
れ
ま
い
と
す
る
、
鎮
魂
の
歌
の
や
り
取
り

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

共
同
性
を
異
に
す
る
相
手
を
、
自
己
の
共
同
性
に
引
き
込
も
う
と
す
る

闘
い
が
、
歌
の
贈
答
の
起
源
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
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以
上
、
歌
贈
答
の
発
生
を
理
解
す
る
手
掛
り
を
様
々
に
求
め
て
き
た
。

境
界
は
共
同
体
の
果
て
、
あ
る
い
は
共
同
体
と
共
同
体
を
結
ぶ
接
点
に
有

り
、
そ
こ
は
村
落
共
同
体
を
異
に
す
る
人
同
士
の
接
触
が
可
能
と
な
る
場

所
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
財
物
の
交
換
が
行
わ
れ
る
と
、
そ
の
場
は
市
と
呼

ば
れ
た
。
こ
の
場
合
、
交
換
と
は
自
己
の
共
同
体
に
財
物
を
引
き
込
も
う

と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、
引
き
込
も
う
と
す
る
財
物
に
付

着
し
て
い
る
他
の
共
同
体
の
呪
力
を
除
去
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
未

知
の
呪
力
を
扱
う
方
法
を
知
ら
な
か
っ
た
為
で
あ
る
。
呪
力
を
除
去
し
た

後
、
財
物
を
共
同
体
内
部
に
引
き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

男
女
の
接
触
も
境
界
で
行
わ
れ
た
。
境
界
で
は
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
が
負

い
持
つ
共
同
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
互
い
に
接
触
し
う
る
場
所
で
あ
っ
た
。

う
た
が
き

そ
の
接
触
の
場
は
歌
垣
と
も
呼
ば
れ
た
。
歌
垣
の
語
源
は
明
ら
か
で
な
い

が
、
歌
が
特
に
そ
の
行
事
の
中
で
重
き
が
置
か
れ
、
そ
の
為
に
歌
垣
と
呼

ば
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
男
は
女
を
見
て
、
女
を
得
よ
う
、
自
己
の
側
の

共
同
体
秩
序
に
取
り
込
も
う
と
し
て
歌
を
詠
む
。
歌
は
鎮
魂
の
意
味
を
持

ち
、
自
分
の
騒
ぎ
立
つ
心
を
鎮
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
発
せ
ら
れ

た
歌
は
ま
た
そ
れ
を
聞
く
相
手
の
女
性
を
呪
縛
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
そ

の
呪
縛
か
ら
の
が
れ
よ
う
と
し
て
歌
い
掛
け
ら
れ
た
女
性
は
鎮
魂
の
歌
を

詠
む
こ
と
に
な
る
。
男
の
持
つ
他
共
同
体
の
未
知
の
呪
力
に
と
ら
わ
れ
ま

い
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
こ
の
よ
、
フ
な
古
代
的
観
念
を
背
景
と
し
て
歌
が

掛
け
合
わ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の

え
る
と
、
共
同
体
内
部
で
発
生
し
た
歌
が
共
同
体
間
で
交
さ
れ
た
こ
と
、

ま
た
そ
の
表
現
の
意
味
も
明
ら
か
に
な
る
よ
》
フ
に
思
わ
れ
る
。

七
ま
と
め

歌
の
掛
合
い
を
現
象
的
に
と
ら
え
れ
ば
、
歌
の
贈
答
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

物
の
交
換
と
並
べ
て
歌
の
贈
答
を
考
え
よ
う
と
し
た
。
両
者
は
一
見
全

く
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
並
べ
て
論
じ
る
こ
と
に
異
見
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
共
に
同
一
の
観
念
の
外
化
と
見
て
、
そ
こ
に
共
通
の
構
造

を
見
よ
、
フ
と
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
当
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
え

る
。
個
々
の
行
為
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
象
徴
し
て
い
る
意
味
の
次

元
で
は
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
西
郷
が
歌
垣

の
市
、
財
物
の
交
換
あ
る
い
は
そ
の
場
と
の
記
号
論
的
同
一
性
を
説
い
た

こ
と
を
延
長
す
れ
ば
、
容
易
に
ま
た
必
然
的
に
こ
の
考
え
に
行
き
着
く
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
現
実
に
物
が
移
動
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
大
き

な
違
い
が
あ
り
、
そ
の
点
で
現
象
的
に
異
な
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
事
実

である。注
（
１
）
「
萬
葉
集
の
解
題
」
（
『
全
集
ご
）
他
。

（
２
）
「
歌
垣
・
対
唱
形
式
・
三
輪
山
」
（
有
精
堂
『
古
代
和
歌
と
祝
祭
己

他。
（
３
）
朝
日
新
聞
社
『
古
代
の
声
』

（
４
）
万
葉
集
か
ら
の
引
用
は
、
中
西
進
『
万
葉
集
全
訳
注
』
（
講
談
社
文

庫
）
に
よ
る
。
尚
、
日
本
書
紀
、
風
土
記
、
日
本
霊
異
記
、
今
昔
物

語
（
片
仮
名
を
平
仮
名
に
書
き
替
え
て
い
る
）
か
ら
の
引
用
は
岩
波

日
本
古
典
文
学
大
系
、
古
事
記
か
ら
の
引
用
は
岩
波
思
想
大
系
に
よ

う（》Ｏ

（
５
）
岡
正
雄
「
異
人
そ
の
他
ｌ
古
代
経
済
史
研
究
序
説
草
案
の
控
へ
Ｉ
」

（
言
叢
社
『
異
人
そ
の
他
』
）
。
栗
本
慎
一
郎
『
経
済
人
類
学
』
（
東
洋

経
済
新
聞
社
）
及
び
『
法
・
社
会
・
習
俗
法
社
会
学
序
説
』
（
同
文
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（
略
）
金
子
武
雄
『
上
代
の
呪
的
信
仰
』
（
新
塔
社
）
。
尚
、
真
下
厚
。
夢

に
見
ゆ
（
る
）
』
と
う
た
う
こ
と
は
」
（
『
古
代
文
学
』
三
一
）
は
、
「
遊

離
魂
」
と
い
う
考
え
方
を
引
き
な
が
ら
、
両
者
は
同
じ
こ
と
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
ず
れ
が
あ
る
こ
と
を
め
ぐ
り
歌

の
贈
答
が
行
わ
れ
て
い
る
と
言
う
よ
う
に
、
当
該
問
答
歌
の
場
合
、

歌
表
現
の
上
で
、
信
ず
る
呪
術
を
異
に
す
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、

歌
い
交
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
と
思
わ
れ
る
。

（
岨
）
鎮
魂
の
意
味
を
考
え
る
時
、
行
路
死
人
の
魂
を
鎮
め
る
こ
と
が
歌

う
旅
人
自
身
の
鎮
魂
に
な
る
、
と
い
う
構
図
を
示
し
た
古
橋
信
孝
の

行
路
死
人
歌
に
つ
い
て
の
分
析
（
『
古
代
和
歌
の
成
立
』
等
）
が
参
考

學
院
雑
誌
』
第
九
四
巻
三
号
）

（
ｕ
）
稲
垣
穰
「
歌
と
は
な
に
か
Ｉ
鎮
魂
論
の
た
め
に
㈲
ｌ
」

叢
』
第
一
九
号
）

へ へ

１０９
… …

館）
（
６
）
物
の
呪
力
に
関
し
、
笠
松
宏
至
「
盗
み
」
（
東
京
大
学
出
版
会
『
中

世
の
罪
と
罰
』
）
は
『
古
今
著
聞
集
』
か
ら
例
を
上
げ
て
い
る
。

（
７
）
「
交
換
と
経
済
学
」
（
日
本
経
済
新
聞
社
『
貨
幣
と
象
徴
』
）

（
８
）
栗
本
慎
一
郎
「
幻
想
と
し
て
の
経
済
」
（
青
土
社
『
幻
想
と
し
て
の

経済（新装版）』）

に
な
る
。

細
川
純
子
司
向
つ
峰
』
の

拙
稿
「
万
葉
集
巻
一
○
・

院
雑
誌
』
第
九
四
巻
三
号
） の呪性」（『古代文学』二八）

一
八
九
三
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
」（『語文論
へ
司

國
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