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ト
ポ
ス

ー
特
集
・
古
代
文
学
と
場
所

歌
は
い
か
に
し
て
生
み
出
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
一
端
を
〈
場
所
〉
に
即
し

て
考
え
て
み
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
そ
の
場
合
〈
場
所
〉
は
主
体
が

置
か
れ
る
状
況
・
環
境
を
も
含
め
て
広
く
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
伝
承
の
蓄

積
や
主
体
の
記
憶
な
ど
に
よ
っ
て
、
特
別
な
意
味
合
い
を
持
た
さ
れ
て
い
る

空
間
と
そ
こ
に
起
こ
る
現
象
の
全
体
を
〈
場
所
〉
と
捉
え
、
〈
場
所
〉
が
歌

を
生
み
出
し
、
支
え
る
あ
り
方
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
な
お
、
夏
期
セ

ミ
ナ
ー
に
お
い
て
割
り
当
て
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
「
地
名
」
で
あ
っ
た
が
、
年

ト
ポ
ス

間
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
場
所
」
に
即
す
形
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
筆
者
の
関

心
は
生
身
の
作
者
が
立
つ
場
所
で
は
な
く
、
作
品
内
に
お
い
て
叙
述
主
体
が

立
ち
、
見
る
〈
場
所
〉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
〈
場
所
〉
は
、
ほ
と
ん

ど
の
場
合
「
地
名
」
を
最
重
要
の
要
素
と
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

二
伝
説
歌
の
構
造

高
橋
虫
麻
呂
「
水
江
浦
嶋
子
を
詠
む
一
首
」
（
⑨
一
七
四
○
）
は
、

春
の
日
の
霞
め
る
時
に
住
吉
の
岸
に
出
で
居
て
釣
舟
の

通
ら
ふ
見
れ
ば
い
に
し
へ
の
こ
と
ぞ
思
ほ
ゆ
る
：
．

「
い
に
し
こ
の
見
え
る
八
場
所
Ｖ

｜
は
じ
め
に

と
歌
い
出
さ
れ
、
続
い
て
「
水
江
浦
嶋
子
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て

ゆ
く
。
そ
し
て
そ
れ
が
語
り
終
え
ら
れ
る
と
、

…
水
江
の
浦
嶋
の
子
が
家
と
こ
ろ
見
ゆ

と
閉
じ
ら
れ
る
。
こ
の
浦
嶋
子
の
歌
に
お
い
て
叙
述
主
体
は
、
霞
に
包
ま

れ
た
住
吉
の
岸
に
立
ち
、
釣
船
の
行
き
交
う
様
子
を
眺
め
て
い
る
う
ち

に
、
伝
説
の
世
界
へ
と
引
き
込
ま
れ
て
行
く
。
そ
し
て
浦
嶋
子
の
伝
説
を

語
り
出
し
た
後
、
再
び
現
在
の
住
吉
へ
と
連
れ
戻
さ
れ
て
来
た
男
の
眼
前

に
は
、
か
つ
て
浦
嶋
子
の
家
が
あ
っ
た
場
所
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の

（１）

「
現
在
↓
過
去
（
伝
説
）
↓
現
在
」
と
流
れ
る
構
造
を
大
久
保
廣
行
は
「
額

縁
構
造
」
と
名
付
け
、
享
受
者
を
伝
説
世
界
へ
と
導
き
入
れ
る
仕
組
み
と

し
て
論
じ
た
。
こ
う
し
た
明
確
な
「
額
縁
構
造
」
を
持
つ
伝
説
歌
は
、
浦

嶋
子
の
歌
を
典
型
と
す
る
が
、
叙
述
が
持
つ
現
在
と
過
去
（
伝
説
）
と

の
二
重
構
造
と
し
て
捉
え
た
場
合
に
は
、
「
詠
勝
鹿
真
間
娘
子
歌
」
（
⑨

一
八
○
七
、
八
）
、
「
見
菟
原
処
女
墓
歌
」
（
⑨
一
八
○
九
～
一
二
な
ど
の

高
橋
虫
麻
呂
に
よ
る
伝
説
を
題
材
と
し
た
作
品
を
は
じ
め
と
し
て
、
山
部

赤
人
に
よ
る
「
勝
鹿
真
間
娘
子
墓
」
を
詠
む
歌
（
③
四
三
一
～
三
）
、
田

邊
福
麻
呂
の
「
過
葦
屋
処
女
墓
時
作
歌
」
（
⑨
一
八
○
一
～
三
）
、
大
伴
家

持
に
よ
る
「
追
同
処
女
墓
歌
」
（
⑲
四
二
二
、
二
）
な
ど
に
も
、
多
少
の

大
浦
誠
士

地
名
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出
入
り
を
見
せ
つ
つ
も
、
共
通
し
て
見
ら
れ
る
構
造
と
言
え
る
。
し
ば
し

ば
「
墓
」
が
そ
の
〈
場
所
〉
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
廣
川
晶
輝
に
論

（２）

が
あ
る
。
そ
も
そ
も
伝
説
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
場
所
の
あ
る
物
に
纏
わ
っ

て
伝
え
ら
れ
想
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
伝
説
を
題
材
と
し
た
場
合
、
必

然
的
に
現
在
を
起
点
と
し
て
、
あ
る
場
所
の
あ
る
物
を
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
歌
の
形
を
な
す
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

大
久
保
論
文
は
こ
の
構
造
を
、
歌
の
享
受
に
関
わ
る
仕
組
み
と
し
て
論

じ
た
が
、
先
述
の
よ
う
な
仕
組
み
は
、
ま
ず
は
伝
説
を
歌
に
よ
っ
て
叙
述

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
構
造
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
に
叙
述
さ
れ
る
過
去
と
は
、
叙
述
主
体
の
直
接
体
験
を
超
え
た
過
去

で
あ
る
。
直
接
体
験
を
超
え
た
伝
説
の
世
界
を
語
り
出
す
た
め
の
仕
組
み

と
し
て
「
額
縁
構
造
」
を
捉
え
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に

お
い
て
、
霞
立
つ
住
吉
の
浦
を
行
く
舟
と
い
う
状
況
が
、
叙
述
主
体
に
と
っ

て
〈
場
所
〉
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
あ
る
ま
い
。
即

ち
「
額
縁
構
造
」
と
は
、
今
現
在
の
〈
場
所
〉
に
触
発
さ
れ
、
支
え
ら
れ

て
伝
説
の
語
り
が
成
り
立
っ
て
い
る
構
造
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〈
場
所
〉
が
「
い
に
し
へ
」
を
歌
う
歌
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
例
と
し
て
、

も
う
一
つ
有
間
皇
子
自
傷
歌
群
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

有
間
皇
子
自
傷
結
松
枝
歌
二
首

岩
白
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
真
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
見
む

（②一四一）

家
に
あ
れ
ば
笥
に
盛
る
飯
を
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る

（②一四二）

長
忌
寸
意
吉
麻
呂
見
結
松
哀
咽
歌
二
首

岩
代
の
岸
の
松
が
枝
結
び
け
む
人
は
か
へ
り
て
ま
た
見
け
む
か
も

（②一四三）

岩
代
の
野
中
に
立
て
る
結
び
松
心
も
解
け
ず
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ

（②一四四）

山
上
臣
憶
良
追
和
歌
一
首

鳥
翔
成
あ
り
通
ひ
つ
つ
見
ら
め
ど
も
人
こ
そ
知
ら
れ
松
は
知
る
ら
む

（②一四五）

右
件
歌
等
雛
不
挽
枢
之
時
所
作
准
擬
歌
意
故
以
載
干
挽
歌

類
焉

大
寶
元
年
辛
丑
幸
子
紀
伊
國
時
見
結
松
歌
一
首
柿
本
朝
臣
人
麻

呂歌集中出也

後
見
む
と
君
が
結
べ
る
岩
代
の
小
松
が
末
を
ま
た
見
け
む
か
も

（②一四六）

有
間
皇
子
自
傷
歌
二
首
に
つ
い
て
は
、
旅
の
歌
が
転
用
さ
れ
た
も
の
、
あ

る
い
は
有
間
に
仮
託
し
た
作
品
と
見
る
論
が
多
く
提
出
さ
れ
た
が
、
今
は

そ
れ
を
問
題
と
し
な
い
。
『
万
葉
集
』
と
い
う
歌
集
の
内
部
に
お
い
て
は
有

間
皇
子
の
作
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
『
万
葉
集
』
以
前

を
想
定
す
る
場
合
に
も
、
二
首
は
一
組
と
し
て
皇
子
の
悲
し
み
を
湛
え
つ

（３）

っ
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
自
傷
矧
栂
樹
」
と
い
う

題
詞
が
一
四
一
番
歌
の
み
に
関
わ
る
こ
と
は
、
か
っ
て
仮
託
説
の
論
拠
の

一
つ
と
さ
れ
た
が
、
む
し
ろ
伝
承
の
過
程
の
は
じ
め
か
ら
二
首
が
一
組
で

あ
っ
た
徴
証
と
見
る
べ
き
こ
と
は
か
つ
て
述
べ
た
。
た
だ
し
、
今
問
題
と

し
て
い
る
歌
と
〈
場
所
〉
の
関
わ
り
か
ら
見
る
と
き
、
題
詞
が
一
四
一
番

歌
に
偏
っ
て
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
後
に
続
く
長

忌
寸
意
吉
麻
呂
の
二
首
、
そ
の
意
吉
麻
呂
歌
（
一
四
三
）
に
追
和
す
る
憶

良
の
歌
、
大
宝
元
年
の
行
幸
時
の
作
の
い
ず
れ
も
が
、
一
四
一
番
歌
に
関
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一
八
○
七
）
に
お
い
て
も
、
「
遠
き
代
」
に
起
こ
っ
た
こ
と
、

主
体
は
直
接
見
聞
き
し
て
い
な
い
出
来
事
が
、
昨
日
見
た
こ
‘

想
起
さ
れ
て
く
る
と
歌
わ
れ
て
い
る
。

り
け
る
こ
と
を

わ
っ
て
歌
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
巻
二
編
纂
時
の
作
品
理
解
と
し
て
の
題

詞
を
含
め
て
、
有
間
皇
子
に
ま
つ
わ
る
伝
説
は
、
一
四
一
番
歌
を
核
と
し

て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
要
因
は
、
後
続
す
る
歌
の

ほ
と
ん
ど
が
「
岩
代
」
の
「
結
び
松
」
を
詠
む
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

一
四
一
番
歌
が
「
岩
白
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
」
と
い
う
具
象
的
な
く
場

所
〉
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
の
〈
場
所
〉
が
強
力
な
磁
場
を
持
っ
て
い
た

こ
と
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
有
間
皇
子
自
傷
歌
は
、
「
岩
代
」
の
「
結

び
松
」
と
い
う
〈
場
所
〉
の
磁
場
に
よ
っ
て
物
語
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
「
い
に
し
へ
」
の
想
起
と
〈
場
所
〉

〈
場
所
〉
が
「
い
に
し
へ
」
を
想
起
さ
せ
、
歌
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
。

そ
こ
に
見
て
お
く
べ
き
は
「
い
に
し
へ
」
の
位
相
と
、
「
思
ほ
ゆ
」
に
象

徴
さ
れ
る
受
動
性
で
あ
る
。
浦
嶋
子
の
歌
に
お
い
て
想
起
さ
れ
て
い
る
「
い

に
し
へ
」
が
叙
述
主
体
の
体
験
を
超
え
た
「
い
に
し
へ
」
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
先
掲
有
間
皇
子
自
傷
歌
群
に
お
い
て
回
想
さ
れ
て
い

る
出
来
事
は
、
大
宝
元
年
（
七
○
二
を
基
準
と
す
る
な
ら
四
○
年
以
上

も
前
の
出
来
事
で
あ
る
。
し
か
も
有
間
の
詠
は
、
護
送
の
途
中
、
都
を
遠

く
離
れ
た
「
岩
代
」
で
の
詠
で
あ
る
か
ら
、
「
ま
た
見
け
む
か
も
」
「
心
も

解
け
ず
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ
」
と
回
想
さ
れ
る
「
い
に
し
へ
」
は
、
詠
者
た

ち
に
と
っ
て
直
接
に
生
々
し
く
体
験
し
た
過
去
で
は
あ
り
え
な
い
。
ま

た
、
高
橋
虫
麻
呂
の
真
間
娘
子
の
歌
の
長
歌
末
尾
の
「
…
遠
き
代
に
あ

昨
日
し
も
見
け
む
が
ご
と
も
思
ほ
ゆ
る
か
も
」
（
⑨

こ
っ
た
こ
と
、
即
ち
叙
述

昨
日
見
た
こ
と
の
よ
う
に

伝
説
を
歌
う
歌
の
「
い
に
し
へ
」
は
主
体
の
体
験
を
超
え
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
「
い
に
し
へ
」
の
想
起
は
、
主
体
の
意
識
に
よ
る
想
起
で
は
あ
り
得

な
い
。
〈
場
所
〉
と
そ
の
〈
場
所
〉
に
ま
つ
わ
る
伝
承
に
よ
っ
て
、
意
識
・
無

、

、

、

、

、

意
識
を
超
え
て
想
起
さ
せ
ら
れ
る
「
い
に
し
へ
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
受
動

性
の
問
題
が
関
わ
っ
て
く
る
。

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
一
首

近
江
の
海
夕
波
千
烏
汝
が
鳴
け
ば
心
も
し
の
に
Ⅷ
回
川
副
劇
倒
刷
馴

（③二六六）

万
葉
集
中
で
も
最
も
人
口
に
贈
炎
し
た
歌
で
あ
る
。
近
江
の
海
の
湖
岸
に

立
ち
、
波
の
打
ち
寄
せ
る
岸
辺
に
群
れ
る
千
鳥
の
声
を
聞
く
と
、
「
い
に

し
へ
」
へ
と
心
が
引
き
寄
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
う
「
い

に
し
へ
」
と
は
、
か
つ
て
繁
栄
を
極
め
た
近
江
大
津
宮
の
時
代
を
指
す
。

人
麻
呂
の
閲
歴
と
関
わ
っ
て
、
人
麻
呂
が
近
江
朝
を
ど
の
程
度
知
っ
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
も
な
ろ
う
が
、
こ
の
際
そ
の
問
題
は
考
察

の
外
に
置
く
方
が
よ
い
。
後
掲
の
「
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ
」
の
用
例
に
照
ら

し
て
も
、
叙
述
主
体
の
想
起
す
る
「
い
に
し
へ
」
は
む
し
ろ
、
主
体
の
実

体
験
を
超
え
た
近
江
大
津
宮
繁
栄
の
姿
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
心
も
し
の
に
」
が
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
心
が
う
ち
萎
れ
る

状
態
を
言
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
方
向
性
を
も
っ
て
自
ず
と
心
が
引
き
寄

（４）

せ
ら
れ
て
ゆ
く
状
態
を
表
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
論
じ
た
。
さ
ら

に
「
思
ほ
ゆ
」
の
受
動
性
を
も
勘
案
す
れ
ば
、
「
心
も
し
の
に
い
に
し
へ

思
ほ
ゆ
」
は
、
主
体
の
意
図
・
意
識
と
は
関
わ
り
な
く
、
心
が
近
江
大
津

宮
の
時
代
へ
と
否
応
な
く
引
き
寄
せ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
言
う
表
現
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
の
は
、
「
近
江
の
海
」
の
「
千
鳥
」
の

鳴
き
声
な
の
で
あ
り
、
二
つ
の
現
象
を
因
果
関
係
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
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と
こ
ろ
に
主
体
の
意
識
が
認
め
ら
れ
る
他
は
、
主
体
の
意
志
性
が
皆
無
の

歌
な
の
で
あ
る
。

そ
の
他
万
葉
集
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ
」
が
見
ら
れ
る
。

み
吉
野
の
滝
の
白
波
知
ら
ね
ど
も
語
り
し
継
げ
ば
Ⅶ
側
川
剤
引
倒
刷
側

（③三一三）

玉
櫛
笥
み
も
ろ
と
山
を
行
き
し
か
ば
お
も
し
ろ
く
し
て
Ｎ
Ｈ
Ｈ
ｕ
Ｎ
副

ほ

ゆ

（

⑦

一

二

四

○

）

み
て
ぐ
ら
を
奈
良
よ
り
出
で
て
…
（
中
略
）
．
：
石
走
る
神
な
び

山
に
朝
宮
に
仕
へ
奉
り
て
吉
野
へ
と
入
り
ま
す
見
れ
ば

叫
回
川
副
副
倒
倒
馴
（
⑬
三
二
三
○
）

渋
鶏
の
崎
の
荒
礒
に
寄
す
る
波
い
や
し
く
し
く
に
Ⅶ
回
川
副
剖
劉
圃
馴

（⑰三九八六）

三
一
三
番
歌
は
土
理
宣
令
の
歌
で
あ
る
。
「
み
吉
野
の
滝
の
白
波
」
が
シ

ラ
の
同
音
に
よ
っ
て
「
知
ら
」
を
導
く
序
歌
形
式
の
歌
で
あ
る
が
、
全
注

は
「
み
吉
野
の
滝
の
白
波
」
を
実
景
と
捉
え
、
そ
れ
を
序
と
し
た
も
の
と

い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
。
「
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ
」
と
歌
わ
れ
る
「
い
に

し
へ
」
は
、
「
み
吉
野
」
の
地
名
か
ら
見
て
、
天
武
・
持
統
朝
の
吉
野
に

関
わ
る
事
跡
を
指
す
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
人
々
が
、
大
海
人
の
吉
野

入
り
、
吉
野
盟
約
、
持
統
の
吉
野
行
幸
な
ど
の
伝
承
を
語
り
出
す
必
然
を

考
え
る
と
、
吉
野
の
地
を
眼
前
に
見
て
い
る
と
捉
え
る
の
が
よ
か
ろ
う
。

「
知
ら
ね
ど
も
」
の
句
か
ら
見
て
、
土
理
宣
令
は
吉
野
で
の
様
々
な
事
跡

に
は
直
接
関
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、

「
み
吉
野
の
滝
の
白
波
」
と
い
う
〈
場
所
〉
と
、
人
々
の
伝
承
が
、
か
つ

て
吉
野
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
場
面
を
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
一
二
四
○

番
歌
は
巻
七
「
蕊
旅
作
」
の
一
首
で
あ
り
、
旅
先
で
「
み
も
ろ
と
山
」
を

見
て
の
感
慨
を
歌
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
歌
わ
れ
る
「
い
に
し
へ
」
に
つ
い

て
『
釈
注
』
は
「
そ
う
遠
い
過
去
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
」
と
言
う
が
、
「
み

も
ろ
と
山
」
が
所
在
不
明
な
が
ら
神
の
来
臨
す
る
神
聖
な
山
で
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
人
麻
呂
が
瀬
戸
内
航
路
に
お
い
て
「
大
君
の
遠
の
朝
廷
と

あ
り
通
ふ
島
門
を
見
れ
ば
楜
州
ｕ
劉
倒
刺
」
（
③
三
○
四
）
と
歌
っ
た
の

と
同
じ
よ
う
な
感
慨
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
お
も
し
ろ
く
し
て
」

と
歌
う
部
分
に
や
や
軽
快
さ
が
感
じ
取
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
斉
明

四
年
冬
十
月
、
紀
の
温
湯
行
幸
時
の
、
斉
明
天
皇
に
よ
る
建
王
挽
歌
の
「
山

越
え
て
海
渡
る
と
も
お
も
し
ろ
き
今
城
の
中
は
忘
ら
ゆ
ま
し
じ
」
（
紀
・

二
九
）
に
お
い
て
は
、
建
王
の
磧
宮
が
営
ま
れ
た
今
城
の
記
憶
が
「
お

も
し
ろ
き
」
と
歌
わ
れ
て
お
り
、
「
お
も
し
ろ
く
し
て
」
は
根
底
に
霊
性

や
荘
厳
性
を
湛
え
た
表
現
な
の
だ
と
捉
え
得
る
。
三
九
八
六
番
歌
は
家
持

に
よ
る
「
二
上
山
賦
」
の
反
歌
で
あ
る
。
意
吉
麻
呂
の
一
四
四
番
歌
や
土

理
宣
令
の
歌
同
様
、
渋
鶏
の
磯
に
寄
せ
る
波
が
序
詞
と
さ
れ
て
い
る
が
、

長
歌
の
表
現
か
ら
見
て
、
そ
れ
は
叙
述
主
体
の
眼
前
に
見
え
る
〈
場
所
〉

と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
〈
場
所
）
に
よ
っ
て
想
起
さ

れ
て
い
る
「
い
に
し
へ
」
は
、
二
上
山
の
聖
性
の
淵
源
で
あ
る
太
古
の
昔

な
の
で
あ
る
。

「
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ
」
と
歌
わ
れ
る
「
い
に
し
へ
」
は
、
総
じ
て
叙
述
主
体

の
体
験
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
く
場
所
〉
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
多
く

の
場
合
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
否
応
な
く
想
起
さ
せ
ら
れ
る
「
い
に
し

へ」なのである。

四
「
…
見
れ
ば
…
思
ほ
ゆ
」
の
論
理

浦
嶋
子
の
歌
に
お
い
て
、
「
い
に
し
へ
」
の
想
起
は
「
釣
舟
の
通
ら

-６５-
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ふ
則
刈
國
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
ま
た
、
有
間
皇
子
歌
群
に
お
い
て
は
、

歌
表
現
に
は
顕
在
化
し
な
い
も
の
の
、
「
見
結
松
」
（
一
四
三
、
四
）
、
「
見

結
松
」
（
一
四
六
）
と
い
う
題
詞
に
は
、
岩
代
の
結
び
松
と
い
う
〈
場
所
〉

を
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
間
皇
子
の
伝
説
が
想
起
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ
」
の
用
例
に
お
い
て
も
、
「
吉

野
へ
と
入
り
ま
す
副
刈
削
」
と
歌
わ
れ
る
三
二
三
○
番
歌
の
他
人
場
所
〉

が
序
詞
を
形
成
す
る
例
も
そ
の
〈
場
所
〉
は
属
目
の
景
と
見
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
「
見
る
」
こ
と
と
「
い
に
し
へ
」
の
想
起
と
の
関
わ
り

が
問
題
と
な
る
。
（５）

内
田
賢
徳
は
「
思
ほ
ゆ
」
に
つ
い
て
、
「
内
面
に
対
象
を
所
有
す
る
こ
と
」

に
お
い
て
「
思
ふ
」
と
類
義
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
「
思
う
主
体
と
思
わ

れ
る
対
象
と
の
調
和
の
あ
り
方
」
と
、
思
う
者
の
意
志
の
問
題
を
取
り
上

げ
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

思
ホ
ユ
は
、
そ
う
し
た
思
う
に
お
け
る
意
志
以
前
に
内
面
に
成
立
し

て
く
る
像
に
対
し
て
言
う
。
そ
れ
は
か
つ
て
目
に
し
て
い
た
懐
か
し

、

、

、

、

い
像
で
あ
る
。
か
つ
そ
れ
は
今
見
る
こ
と
の
な
い
、
い
ま
こ
こ
に
不

在
の
人
、
も
の
ご
と
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
、
思
ホ
ユ
は
見
ユ
と
対

、

、

、

、

義
を
な
す
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
い
ま
こ
こ
で
の
不
在
は
見
え
る
こ

と
の
否
定
に
他
な
ら
ず
、
思
ホ
ュ
は
見
ュ
の
否
定
を
介
し
て
成
立
す

る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
か
っ
て
目
に
し
た
懐
か
し
い
像
」
と
い
う
部
分
は
、
今
問
題
と
し
て
い
る

伝
説
歌
の
場
合
に
は
、
前
述
の
通
り
さ
ら
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

「
思
う
に
お
け
る
意
志
以
前
に
内
面
に
成
立
し
て
く
る
像
に
対
し
て
言
う
」

と
い
う
把
握
は
、
「
思
ほ
ゆ
」
の
受
動
性
と
関
わ
っ
て
重
要
で
あ
る
。
さ
ら

に
見
逃
せ
な
い
の
は
、
「
思
ほ
ゆ
」
を
「
見
ゆ
」
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え

る
点
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
浦
嶋
子
の
歌
に
お
い
て
「
い
に
し
へ
」
の

像
は
、
「
釣
舟
の
通
ら
ふ
則
刺
削
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
く
る
。
そ
こ
に

は
「
…
見
れ
ば
：
・
思
ほ
ゆ
」
と
い
う
形
式
・
論
理
が
成
立
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
「
思
ほ
ゆ
」
を
「
見
ゆ
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
捉
え
る
内
田
論

を
引
き
受
け
る
な
ら
、
「
…
見
れ
ば
…
思
ほ
ゆ
」
は
、
国
見
歌
の
「
．
：
見
れ

ば
…
見
ゆ
」
を
淵
源
と
し
て
い
る
と
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
見
の

形
式
・
論
理
を
引
き
受
け
つ
つ
、
「
見
れ
ば
」
に
よ
っ
て
も
眼
前
に
は
見
え

な
い
と
こ
ろ
に
、
「
．
：
見
れ
ば
…
思
ほ
ゆ
」
が
成
り
立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
元
来
国
見
歌
の
「
．
：
見
れ
ば
．
：
見
ゆ
」
と
い
う
形
式
・

論
理
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
も
の
は
、
眼
前
に
見
え
る
現
実
の
景
で
は
な

い
。
記
紀
の
国
見
歌
し
か
り
、
野
明
の
国
見
歌
（
①
二
）
や
人
麻
呂
吉
野

讃
歌
（
①
三
八
）
に
お
い
て
天
皇
の
国
見
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
も
の
し

、

、

、

、

か
り
で
あ
る
。
「
…
見
れ
ば
・
・
・
思
ほ
ゆ
」
は
、
い
ま
こ
こ
に
在
り
な
が
ら
現

実
に
は
見
え
な
い
も
の
を
見
せ
て
く
れ
る
国
見
歌
の
「
．
：
見
れ
ば
…
見
ゆ
」

、

、

、

、

の
力
に
与
り
つ
つ
、
さ
ら
に
い
ま
こ
こ
に
不
在
の
も
の
Ｉ
し
か
も
未
体

験
の
ｌ
を
叙
述
主
体
に
想
起
さ
せ
る
形
式
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

れ
を
〈
場
所
〉
の
側
か
ら
捉
え
直
せ
ば
、
〈
場
所
〉
を
「
見
る
」
こ
と
が
、

、

、

、

、

い
ま
こ
こ
に
不
在
の
「
い
に
し
へ
」
の
像
を
、
叙
述
主
体
の
意
識
に
関
わ

ら
す
想
起
さ
せ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
叙
述
主
体
は
、
あ
る
く
場
所
〉

を
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
感
覚
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
に

触
れ
、
現
実
に
は
見
え
な
い
「
い
に
し
へ
」
を
否
応
な
く
想
起
さ
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

万
葉
集
中
に
は
、
「
見
れ
ば
悲
し
（
寂
し
）
も
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。

以
前
か
ら
何
故
「
見
れ
ば
悲
し
（
寂
し
）
も
」
と
言
う
の
か
、
一
片
の
疑

問
を
持
っ
て
い
た
の
だ
が
、
如
上
の
「
…
見
れ
ば
…
思
ほ
ゆ
」
の
論
理
に
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｢いにしへ」の見えるく場所〉

（⑨一七九八）

玉
津
島
磯
の
浦
廻
の
真
砂
に
も
に
ほ
ひ
て
行
か
な
妹
も
触
れ
け
む

（⑨一七九九）

男
は
か
っ
て
女
と
訪
れ
た
地
’
三
・
四
首
目
に
至
り
、
そ
れ
が
「
黒
牛

潟
」
「
玉
津
島
」
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
ｌ
を
訪
れ
る
。
男
に
と
っ

て
そ
の
地
は
女
の
「
形
見
」
で
あ
り
、
女
の
気
配
を
感
じ
取
れ
る
地
で
あ

る
。
「
真
砂
に
も
に
ほ
ひ
て
行
か
な
」
の
「
に
ほ
ふ
」
は
、
美
し
く
照
り

映
え
る
意
と
色
が
衣
な
ど
に
移
る
意
と
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
対
象
が
何

ら
か
の
性
質
を
、
こ
ち
ら
に
移
り
そ
う
な
ほ
ど
に
発
散
し
て
い
る
こ
と
が

本
義
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
女
が
触
れ
た
砂
は
、
男
に
と
っ

て
は
女
の
気
配
を
湛
え
、
ほ
の
か
に
発
散
す
る
砂
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
意
味
で
、
そ
の
地
は
男
に
と
っ
て
〈
場
所
〉
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
地
を
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
の
内
面
に
は
か
つ
て
女
と
手
を

携
え
て
遊
ん
だ
「
い
に
し
へ
」
が
蘇
っ
て
く
る
。
し
か
し
眼
前
に
女
が
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
落
差
に
よ
っ
て
女
の
不
在
を
痛
感
す
る
の
が
、

「
見
れ
ば
悲
し
（
寂
し
）
も
」
な
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
柿
本
人
麻
呂
の
「
近
江
荒
都
歌
」
長
歌
は
、

照
ら
せ
ば
、
そ
の
一
端
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
「
見
れ
ば
悲
し
（
寂

し
）
も
」
の
比
較
的
早
い
例
で
あ
る
人
麻
呂
歌
集
所
出
の
「
紀
伊
國
作
歌

四
首
」
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
。

黄
葉
の
過
罰
胸
Ｕ
予
臼
〃
掴
福
哨
弘
通
胡
し
礒
を
則
刺
圃
調
ｕ
制

（⑨一七九六）

潮
気
立
つ
荒
磯
に
は
あ
れ
ど
往
く
水
の
過
ぎ
に
し
妹
が
形
見
と
そ
来

し

（⑨一七九七）

い
に
し
へ
に
妹
と
我
が
見
し
ぬばたまの黒牛潟を馴鯏側剛潮判別制

…
も
も
し
き
の
大
宮
と
こ
ろ
則
測
削
調
ｕ
剖
或
云
則
刈
創
制

し
も

（①二九）

と
歌
い
収
め
ら
れ
る
。
か
つ
て
大
宮
の
あ
っ
た
〈
場
所
〉
を
「
見
る
」
こ

と
に
よ
っ
て
叙
述
主
体
の
内
面
に
否
応
な
く
想
起
さ
れ
る
宮
の
繁
栄
の
姿

と
、
眼
前
の
霞
が
か
か
り
草
生
し
た
光
景
と
の
落
差
が
生
み
だ
し
て
く
る

感
慨
が
「
見
れ
ば
悲
し
（
寂
し
）
も
」
な
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、

高
市
黒
人
に
よ
る
近
江
荒
都
歌
二
首
に
も
言
え
よ
う
。

神
さ
ぶ
る
岩
根
こ
ご
し
き
み
吉
野
の
水
分
山
を
則
測
削
調
ｕ
劉

（
⑦
二
三
○
）

の
「
悲
し
も
」
は
、
や
や
捉
え
に
く
い
情
感
で
あ
る
が
、
「
懐
古
の
情
感
の

せ
つ
な
さ
」
（
「
全
注
」
担
当
渡
瀬
昌
忠
）
と
捉
え
る
な
ら
、
荘
厳
な
吉
野
の

水
分
山
の
情
景
が
太
古
の
「
い
に
し
へ
」
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
情
感

と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
落
差
で
は
な
く
逆
に
太
古
の
昔
か
ら
現
在

ま
で
変
わ
ら
ず
に
続
く
〈
場
所
〉
の
特
質
が
生
み
だ
し
て
く
る
感
慨
で
あ
る
。

その他、楽
浪
の
志
賀
津
の
子
ら
が
（
異
伝
略
）
罷
り
道
の
川
瀬
の
道
を
副
刺

削

『

剃

り

剛

（

②

一

二

八

）

な
ど
の
挽
歌
的
な
作
品
に
お
い
て
も
、
死
者
に
纏
わ
る
〈
場
所
〉
が
想
起
さ

せ
る
像
と
眼
前
の
景
と
の
間
に
、
挽
歌
的
情
感
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
考
え
る
。

〈場所〉を「見る」ことによって「いにしへ」を想起させられる「…

見
れ
ば
…
思
ほ
ゆ
」
の
先
に
、
想
起
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

て
く
る
情
感
を
歌
う
の
が
、
「
…
見
れ
ば
悲
し
（
寂
し
）
も
」
な
の
で
あ
ろ
う
。

六
お
わ
り
に

以
上
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
十
分
論
じ
き
れ
て
い
な
い
部
分
も
多
い
が
、
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か
つ
て
起
こ
っ
た
出
来
事
に
つ
い
て
の
人
々
の
思
い
、
偲
ひ
、
伝
承
な
ど

が
蓄
積
し
て
い
る
〈
場
所
〉
が
、
そ
こ
を
訪
れ
た
者
に
「
い
に
し
へ
」
を

想
起
さ
せ
、
さ
ら
に
歌
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
考

え
て
み
た
次
第
で
あ
る
。

注
（
１
）
大
久
保
廣
行
「
筑
紫
文
化
圏
と
高
橋
虫
麻
呂
」
（
笠
間
書
院
、

（
４
）
拙
稿
弓
心
も
し
の
に
」
考
究
」

和
泉
書
院
、
二
○
○
七
年
六
月
）
。

（
５
）
内
田
賢
徳
『
萬
葉
の
知
」
（
塙
書

（
３
）
拙
稿
「
有
間
皇
子
自
傷
歌
の
表
現
と
そ
の
質
」
（
『
萬
葉
」
第

（
２
）
廣
川
晶
輝
「
墓
を
う
た
う
と
い
う
こ
と
」
（
『
国
文
学
』
学
燈
社
、

百
七
十
八
号
、
二
○
○
一
年
九
月
）
。

二
○
○
九
年
四
月
）
。

二○○六年）。

（塙書房、 （
『
萬
葉
語
文
研
究
』
第
３
集
、

一九九二年）。
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