
｢春の野」と「春日」

「
春
の
野
」
で
若
菜
を
摘
む
男
女
ｌ
民
俗
学
に
い
う
「
春
の
野
遊
び
」

で
あ
る
が
、
こ
の
習
俗
は
、
古
代
文
学
の
表
現
に
お
い
て
母
胎
と
も
言
え

る
、
大
き
な
広
が
り
を
み
せ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
春
の
野
」

は
村
落
に
お
け
る
境
界
的
な
場
所
で
あ
り
、
異
郷
と
の
接
点
で
あ
っ
た
。

「
春
の
野
」
に
お
け
る
若
菜
は
異
郷
の
呪
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て

男
女
の
戯
れ
が
様
々
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
春
の
野
」
は
、
国
家
レ
ベ
ル
で
は
「
春
日
」
と
い
う
場
所
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
古
橋
信
孝
も
言
う
よ
う
に
、
国
家
レ
ベ
ル
の
境
界
的
な
場

所
で
あ
る
「
春
日
」
は
、
藤
原
氏
に
よ
っ
て
独
占
的
に
掌
握
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
藤
原
氏
は
「
春
日
」
と
い
う
場
所
を
独
占
し
、
そ
こ
を
掌
握

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
政
治
権
力
の
支
え
と
し
て
い
た
。
私
見
に

よ
れ
ば
、
藤
原
氏
の
政
治
権
力
に
と
っ
て
「
春
日
」
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
男
の
権
力
闘
争
と
と
も
に
、
摂
関
政
治
を
支
え
る
、
も
う

一
つ
の
正
統
性
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
春
日
」

と
い
う
場
所
を
考
え
る
こ
と
は
、
藤
原
氏
の
権
力
構
造
に
つ
い
て
再
検
討

を
促
す
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
藤
原
氏
の
摂
関
政
治
に
関
し
て
問
い
直

ト
ポ
ス

ー
特
集
・
古
代
文
学
と
場
所

「
舂
の
野
」
と
「
舂
日
」

｜
は
じ
め
に

ｌ
文
学
と
政
治
の
ト
ポ
ス
ー

し
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。

二
春
の
野
・
若
菜
・
男
女

ま
ず
、
「
春
の
野
」
「
若
菜
」
「
男
女
」
な
ど
の
言
葉
に
注
目
し
て
、
「
春

の
野
遊
び
」
を
母
胎
と
す
る
文
学
表
現
の
広
が
り
を
見
て
お
こ
う
。

丘
に
登
り
遠
く
望
す
。
忽
ち
に
葵
を
煮
る
九
箇
の
女
子
に
値

こ
び
た
ぐ
ひ

か
ほ
た
ぐ
ひ

ひ
ぬ
。
百
の
嬬
は
檮
な
く
、
花
の
容
は
匹
な
し
。
こ
こ
に
娘
子
等
、

わ
ら

を

ぢ

と
も
し
び

老
翁
を
呼
び
噛
ひ
て
曰
く
、
「
叔
父
来
れ
、
こ
の
燭
火
を
吹
け
」
と

い
ふ
。
〔
以
下
略
〕
（
巻
十
六
・
三
七
九
一
～
三
八
○
二
の
題
詞
）

に
ん
な
の
み
か
ど
み
こ

⑤
仁
和
帝
、
親
王
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
に
、
人
に
若
菜
た

ま
ひ
け
る
御
歌

ろ

（巻十・一九一九）

お
き
な

よ
び
な

き
し
ゅ
ん

④
昔
老
翁
あ
り
き
。
号
を
竹
取
の
翁
と
い
ふ
。
こ
の
翁
季
春
の
月
に
、

①
明
日
よ
り
は

く
に
す

③
国
栖
ら
が

つつ
か

す

が

の

を

と

め

②
春
日
野
に
煙
立
つ
見
ゆ
娘
子
ら
し

飯

田

勇

恒
謝
儲
ｔ
ら
也
二
口
罵
グ

み
は
る
か
た
ち
ま

地
形春野のうはぎ調酬劃對剰日ｕ詞剴

（巻十・一八七九）

し
ば
し
ば
君
を
思
ふ
こ
の
こ

昨
日
も
今
日
も
雪
は
降
り

（巻八・一四二七）
-９５-
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（古今集・巻一・二十一）

ミ

サ

ヲ

わ

ざ

く
ら

⑥
女
人
の
風
声
な
る
行
を
好
み
て
仙
草
を
食
ひ
、
現
身
を
以
て

天
を
飛
び
し
縁
第
十
三

や
ま
と
の
く
に
う
だ
の
こ
ほ
り
ぬ
り
ベ

ミ
サ
ヲ
を
み
な

大
倭
国
宇
太
郡
漆
部
の
里
に
、
風
流
な
る
女
有
り
き
。
是
れ
即
ち

そ

ぬ
り
べ
み
や
つ
こ
ま
る
を
む
な
め
む
ま
れ
な
が
ら
み
ざ
を
わ
ざ

彼
の
部
内
の
漆
部
の
造
麿
が
妾
な
り
。
天
年
に
、
風
声
に
行

ひ
と
と
な
り
マ
サ
ナ
ル
コ
ト

う

ま

お

を
為
し
、
自
悟
、
塩
醤
ヲ
心
に
存
せ
り
。
七
た
り
の
子
産
れ
生
ふ
。

せま

な

ひ
だ

た
よ
り

極
め
て
窮
り
て
食
元
く
、
子
を
養
さ
む
に
便
元
し
。
衣
元
く
し
て
藤

つ

づ

か

は

あ

み

き

よ

つ

づ

き

を
綴
る
。
日
々
に
沐
浴
し
て
身
を
潔
め
、
綴
れ
を
著
た
り
。
罰
口
闘

と
ど
ま

制排Ｈ則割引削淵訓引馴剥削制。常には家に住りて家を浄む

よ
、
ン
キ
ミ
ヲ
ナ
ホ
ク

る
を
心
と
す
。
菜
を
採
り
て
は
調
へ
盛
り
、
子
を
唱
び
端
坐
テ
、

ゑ
み
ふ
ふ
む
つ

い
た

咲
を
含
み
馴
れ
言
ひ
、
敬
を
到
し
て
食
ふ
。
常
に
是
の
行
を
以
て
身

わ
ざ

そ

ミ

サ

ヲ

こ
こ
な
に
は

心
の
業
と
せ
り
。
彼
の
気
調
恰
モ
天
上
の
客
の
如
し
。
是
に
難
破
の

な
が
ら
と
よ
さ
き

き
の
え
と
ら

み
さ
を

長
柄
の
豊
前
の
宮
の
時
の
甲
寅
の
年
に
、
其
の
風
流
な
る
事
、
神

仙に感応し、割刷鯏側矧謝削軒判側引副１ＪⅢ弓馴創酬矧刃

み
さ
を

劃
刑
酬
割
。
誠
に
知
る
、
仏
法
を
修
せ
ず
と
も
風
流
な
る
を
好
め
ば
、

し
や
う
じ
ん
に
よ
も
ん
き
や
う
の
た
ま

仙
草
の
感
応
す
る
こ
と
を
。
精
進
女
問
経
に
云
へ
る
が
如
し
。
「
俗

た
だ

は
ら

家
に
居
住
す
と
も
、
心
を
端
し
く
し
、
庭
を
掃
へ
ば
、
五
功
徳
を
得
む
」

の
た
ま

い

と
者
へ
る
は
、
其
れ
斯
れ
を
謂
ふ
な
り
。
含
日
本
霊
異
記
』
上
巻
）

一
般
に
「
春
の
野
遊
び
」
は
、
娘
子
た
ち
が
春
の
野
に
出
て
若
菜
を
摘
み
、

こ
れ
を
煮
て
神
と
共
食
す
る
民
俗
行
事
に
起
源
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
春

の
野
遊
び
」
は
ま
た
歌
垣
で
も
あ
っ
た
。
本
稿
は
こ
う
し
た
習
俗
の
起
原

や
原
型
を
文
学
表
現
の
な
か
に
探
る
も
の
で
は
な
く
、
興
味
の
中
心
は
む

し
ろ
、
異
質
な
要
素
と
出
会
い
な
が
ら
も
、
「
春
の
野
遊
び
」
と
い
う
民

俗
行
事
を
記
憶
し
な
が
ら
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
文
学
表
現
の
有
り
様
そ

君
が
た
め
甘
の
野
に
い
で
て
若
菜
摘
む
わ
が
衣
手
に
雪
は
降
り
つ
つ

の
も
の
に
あ
る
。

「
春
の
野
」
は
村
落
的
な
場
所
で
あ
り
、
い
わ
ば
村
落
の
世
界
観
と
し

て
の
空
間
な
の
で
あ
る
。
「
春
の
野
」
は
境
界
的
な
場
所
で
あ
り
、
村
落

に
お
け
る
異
郷
と
の
接
点
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
春
の
野
」
に
お
け
る

若
菜
は
異
郷
の
呪
物
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
命
力
に
満
ち
た
異
郷
か
ら
の
贈

り
物
な
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
若
菜
を
摘
ん
で
食
す
る
こ
と
は
呪

的
な
行
為
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
異
郷
の
存
在
と
し
て
の
若
菜
で
あ
る
こ
と

（-）

が
本
来
重
要
な
の
で
あ
っ
た
。

⑤
の
「
古
今
集
』
の
歌
な
ど
を
考
え
る
と
、
春
の
野
に
お
い
て
、
男
女

は
ど
ち
ら
も
若
菜
を
摘
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
②
や
④
の
例
な
ど
、
女
性

の
方
が
や
は
り
異
郷
的
な
性
格
が
強
い
の
で
は
な
い
か
。
男
が
若
菜
を
摘

む
と
い
う
表
現
は
、
『
万
葉
集
」
巻
二
十
の
四
四
五
五
番
歌
な
ど
を
考
え

る
と
、
旅
先
か
ら
土
産
物
と
し
て
若
菜
を
贈
る
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い

る
。
⑤
の
『
古
今
集
」
歌
も
そ
の
系
譜
に
属
す
る
歌
な
の
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
「
春
の
野
」
は
村
落
的
な
世
界
観
と
し
て
異
郷
と
の
境
界
（
接

点
）
で
あ
り
、
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
男
女
が
そ
こ
で
出
逢
い
、
何

か
が
起
こ
る
場
所
な
の
で
あ
る
。

⑥
の
説
話
の
表
現
に
も
、
「
春
の
野
遊
び
」
の
記
憶
が
窺
わ
れ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
説
話
に
登
場
す
る
女
は
高
潔
さ
や
賢
母
性
が
強
調

さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
、
歌
垣
的
な
女
性
性
の
記
憶
も
少
な
か
ら
ず
残

し
て
い
る
。
女
は
、
境
界
的
な
野
を
生
活
圏
と
し
、
菜
を
摘
ん
で
こ
れ
を

食
し
、
七
人
の
子
供
を
産
む
多
産
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
説
話
で
男
の

存
在
は
小
さ
い
け
れ
ど
も
、
ま
っ
た
く
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
説
話
で
菜
は
若
菜
で
は
な
く
野
草
で
あ
り
、
そ

れ
は
女
の
清
貧
の
生
活
ぶ
り
を
示
す
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の

-９６-
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野
草
は
さ
ら
に
道
教
的
な
仙
草
と
結
び
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
説
話
的
展
開

が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
に
お
い
て
「
風
流
」
は
「
み
さ
を
」
と

訓
ま
れ
て
い
る
が
、
「
風
流
」
は
「
み
や
び
」
と
訓
ま
れ
、
も
と
は
男
女

（２）

関
係
の
恋
の
文
化
に
属
す
る
美
意
識
で
あ
っ
た
。
こ
の
説
話
の
変
貌
は
、

「
風
流
」
の
、
い
わ
ば
「
み
や
び
」
か
ら
「
み
さ
を
」
へ
の
変
容
な
の
で
あ
る
。

か
れ

す
を
見
て
、
岡
辺
に
逃
げ
隠
り
き
。
故
、
御
歌
を
作
り
き
。
其
の
歌

に
日
は
く
、

を
と
め

か

な

す

き

い

ほ

ち

す

は

媛
女
の
い
隠
る
岡
を
金
組
も
五
百
箇
も
が
も
鋤
き
擬

ぬ
る
も
のな
づ
か
な
す
き
の
を
か
い

故
、
其
の
岡
を
号
け
て
金
組
岡
と
謂
ふ
。
（
『
古
事
記
」
雄
略
天
皇
条
）

⑦
の
歌
は
、
『
万
葉
集
」
の
巻
十
に
「
野
遊
び
」
と
題
す
る
四
首
の
う

ち
の
一
首
で
あ
る
。
村
落
的
な
世
界
観
で
あ
る
「
春
の
野
」
は
、
国
家
的

な
場
所
と
し
て
は
「
春
日
（
野
）
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
④
に
お

三
「
春
日
」
と
い
う
場
所

⑦割剛剴瑚刎溌読が上に思ふどち遊ぶ今日の日忘らえめやも

（巻十・一八八○）

①
天
皇
の
御
製
歌

菜
摘
ま
す
児
家
告
ら
せ
名
告
ら
さ
ね
そ
ら
み
つ
大
和
の
国

を

は
お
し
な
く
て
我
こ
そ
居
れ
し
き
な
く
て
我
こ
そ
い
ま
せ

の

いへ

我
こ
そ
ば
告
ら
め
家
を
も
名
を
も

（
巻
一
・
二

す
め
ら
み
こ
と
わ
に
の
さ
つ
き
の
お
み
む
す
め
を
ど
ひ
め
あ

⑥
又
、
天
皇
、
丸
邇
之
佐
都
紀
臣
が
女
、
哀
杼
比
売
に
婚
は
む
と

や」篭
も
よ

して、

■■

Ｉ
行
し
し
時
ｒ
暖
女
、
．
-

み
篭
持
ち
ふ
く
し
も
よ
み
ぶ
く
し
持
ち
こ
の
岡
に

の

や
ま
と

。
即
ち
幸
行

い
て
「
聖
婚
」
の
歌
を
う
た
う
雄
略
天
皇
が
、
⑥
で
は
「
春
日
」
に
お
い

て
地
方
豪
族
の
女
で
あ
る
「
哀
杼
比
売
」
に
出
逢
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
。
天
皇
が
「
春
日
」
に
お
い
て
地
方
豪
族
の
女
と
出
逢
う
の
に
は

理
由
が
あ
っ
た
。
天
皇
が
娘
子
と
出
逢
う
の
は
「
春
の
野
（
丘
）
」
で
あ
り
、

ま
た
、
国
家
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
そ
れ
と
重
な
る
「
春
日
（
野
）
」
な
の

で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
④
の
歌
に
お
け
る
「
菜
摘
ま
す
児
」
は
、
地

（３）

方
の
有
力
豪
族
の
女
を
想
定
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
天
皇
は

境
界
的
な
「
春
の
野
」
（
Ⅱ
「
春
日
」
）
に
お
い
て
、
有
力
な
地
方
豪
族
の

女
（
異
郷
の
女
）
と
出
逢
う
の
で
あ
る
。

むかし、男、初冠して、劇削渕判別割肌別削到側、しる

を
と
こ
う
ひ
か
う
ぶ
り

女
は
ら
か
ら
す
み
け
り
。
こ
の
男
か
い
ま
み
て
け
り
。
思
ほ
え
ず
、

ふ
る
里
に
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば
、
心
地
ま
ど
ひ
に
け
り
。

か
り
ぎ
ぬ
す
そ

男
の
、
着
た
り
け
る
狩
衣
の
裾
を
き
り
て
、
歌
を
書
き
て
や
る
。
そ

し
の
ぶ
ず
り

の
男
、
信
夫
摺
の
狩
衣
を
な
む
着
た
り
け
る
。

か
す
が
の

春
日
野
の
若
む
ら
さ
き
の
す
り
ご
ろ
も
し
の
ぶ
の
乱
れ
か
ぎ
り

し
ら
れ
ず

と
な
む
お
ひ
つ
き
て
い
ひ
や
り
け
る
。
つ
い
で
お
も
し
ろ
き
こ
と
と

も
や
思
ひ
け
む
。

み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
た
れ
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
わ

れ
な
ら
な
く
に

む
か
し
ぴ
と

と
い
ふ
歌
の
心
ぱ
へ
な
り
。
昔
人
は
、
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び

を
な
む
し
け
る
。

（「伊勢物語』初段）

こ
の
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
一
の
昔
男
が
「
春
日
」
に
お
い
て
「
女
は

ら
か
ら
」
と
出
逢
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
確
か
な
理
由
が
あ
っ
た
。
皇

よ
し
し
て
、
狩
に
い
に
け
り
。
そ
の
里
に
、
い
と
な
ま
め
い
た
る

-９７-
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統
に
連
な
る
在
原
業
平
と
お
ぼ
し
き
男
が
す
ば
ら
し
い
女
（
異
郷
の
女
）

と
出
逢
う
の
は
、
「
春
日
」
と
い
う
境
界
的
な
場
所
で
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
。
王
権
に
連
な
る
業
平
は
、
国
家
レ
ベ
ル
の
境
界
的
な
場
所
に
お

い
て
、
異
郷
的
な
存
在
で
あ
る
、
す
ば
ら
し
い
女
性
と
出
逢
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
伊
勢
物
語
」
の
表
現
に
は
「
伊
勢
物
語
」
の
固
有
な
問
題

が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
男
と
女
が
境
界
的
な
「
春
日
」
で

出
逢
う
と
い
う
の
は
、
「
伊
勢
物
語
』
の
固
有
の
問
題
を
超
え
て
、
い
わ

ば
物
語
の
約
束
事
で
も
あ
っ
た
。

か
す
が

ふ
ぢ
は
ら
の
た
い
ご
う

④
春
日
に
神
を
祭
る
日
に
、
藤
原
太
后
の
作
ら
す
歌
一
首
。
即
ち

ふ
ぢ
は
ら
の
あ
そ
み
き
よ
か
は

入
唐
大
使
藤
原
朝
臣
清
河
に
賜
ふ

か
ぢ

や

い

は

大
船
に
真
梶
し
じ
貫
き
こ
の
我
子
を
唐
国
へ
遣
る
斎
へ
神
た
ち

（巻十九・四二四○）

⑧
大
使
藤
原
朝
臣
清
河
の
歌
一
首

か
す
が
の
い
つ
み
も
ろ

春
日
野
に
斎
く
三
諸
の
梅
の
花
栄
え
て
あ
り
待
て
帰
り
来
る
ま
で

（
巻
十
九
・
四
二
四
一
）

も
ろ
こ
し

◎
唐
土
に
て
月
を
見
て
よ
み
け
る
安
倍
仲
麿

か

す

が

み

か

さ

天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
い
で
し
月
か
も

（
古
今
集
・
巻
九
・
四
○
六
）

④
と
⑧
は
、
「
春
日
」
で
遣
唐
使
を
送
る
と
き
に
詠
ん
だ
歌
。
こ
の
と

き
の
遣
唐
使
派
遣
は
、
天
平
勝
宝
四
（
七
五
二
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

藤
原
太
后
と
は
光
明
子
の
こ
と
だ
か
ら
、
光
明
子
と
そ
の
同
族
で
あ
る
藤

原
清
河
の
歌
で
あ
る
。
春
日
神
社
は
藤
原
氏
の
氏
神
を
祀
っ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
は
遣
唐
使
と
な
っ
た
清
河
の
無
事
を
祈
願
し
た
、
藤
原
氏
の
氏
族
祭

祀
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
ま
っ
た
く
氏
族
の
祭
祀
に
限

定
し
て
考
え
る
の
は
よ
く
な
い
だ
ろ
う
。
遣
唐
使
派
遣
は
何
よ
り
重
要
な

四
「
舂
日
」
と
藤
原
氏

古
橋
信
孝
は
『
古
代
都
市
の
文
芸
生
活
』
と
い
う
著
書
の
な
か
で
、
郊

外
論
と
い
う
視
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

春
日
に
は
、
国
家
的
な
も
の
と
し
て
は
東
大
寺
が
あ
っ
た
が
、
奈

良
時
代
中
期
以
降
、
春
日
大
社
、
興
福
寺
と
い
う
藤
原
氏
関
係
の
寺

社
が
勢
力
を
も
っ
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
藤
原
氏
が
春
日
に
勢
力
を
も
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
（
中
略
）

藤
原
氏
が
春
日
に
勢
力
を
も
つ
の
は
、
奈
良
時
代
の
後
期
で
あ
る
。

国
家
事
業
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
遣
唐
使
関
係
の
記

事
で
は
、
「
続
日
本
紀
』
に
養
老
元
（
七
一
七
）
年
と
宝
亀
八
（
七
七
七
）

年
の
二
度
「
春
日
」
で
天
神
地
祗
の
祭
祀
を
行
っ
た
こ
と
が
見
え
、
「
春

日
」
の
地
で
遣
唐
使
を
送
る
国
家
的
祭
祀
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
古
橋
信
孝
は
、
奈
良
時
代
に
遣
唐
使
は
「
春
日
」

（４）

で
天
神
地
祇
を
祀
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
首
肯
す
べ
き

意
見
で
あ
る
。
古
橋
も
言
う
よ
う
に
、
◎
の
安
倍
仲
麿
の
歌
も
、
仲
麿
が
、

無
事
の
帰
還
を
祈
願
し
た
祭
祀
の
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
「
春
日
」

の
月
を
詠
ん
で
い
る
の
に
違
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
「
春
日
」
の
地
で
こ
の
よ
う
な
国
家
的
な
祭
祀
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
春
日
」
が
、
国
家
的
な
世
界
観
と

し
て
、
外
国
と
の
境
界
（
接
点
）
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
唐

土
は
、
観
念
と
し
て
は
、
都
に
対
す
る
地
方
や
異
郷
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
地
方
や
外
国
は
、
観
念
と
し
て
は
異
郷
と
重
な
る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
国
家
レ
ベ
ル
の
異
郷
と
の
境
界
（
接
点
）
で
あ
る
「
春
日
」

に
お
い
て
、
遣
唐
使
派
遣
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
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と
い
う
こ
と
は
、
藤
原
氏
が
意
識
的
に
春
日
と
関
係
を
も
と
う
と
し

た
と
い
う
事
態
を
思
わ
せ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
史
料
は

見
出
せ
な
い
が
、
春
日
が
平
城
京
が
都
市
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
理
念
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
郊
外
で
あ
る
こ
と
か
ら
解
け
そ

う
に
思
え
る
。
春
日
は
外
国
お
よ
び
地
方
と
の
境
界
の
場
所
、
つ
ま

り
国
家
に
と
っ
て
都
と
そ
れ
以
外
の
場
所
を
結
び
つ
け
る
重
要
な
場

所
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
春
日
に
勢
力
を
も
つ
こ
と
が
国
家
を
掌

握
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
古
橋
は
、
藤
原
氏
が
「
春
日
」
の
地
を
掌
握
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
上
田
正
昭
に
よ
れ
ば
、
春
日
神
社
の
創
建
以

前
に
、
春
日
野
に
は
地
主
神
的
な
神
の
社
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
い

（５）う
。
藤
原
氏
は
、
そ
の
場
所
に
春
日
神
社
を
創
建
し
た
わ
け
で
あ
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
古
橋
も
言
う
よ
う
に
、
藤
原
氏
が
「
春
日
（
野
）
」
を
掌

握
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
藤
原
氏

が
国
家
レ
ベ
ル
の
異
郷
へ
の
通
路
で
あ
る
「
春
日
（
野
）
」
を
独
占
的
に

掌
握
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

春
日
神
社
の
祭
神
は
、
武
甕
槌
命
・
斎
主
命
（
経
津
主
命
）
・
天
児
屋

根
命
・
比
売
神
で
あ
り
、
首
座
は
鹿
島
の
神
（
武
甕
槌
命
）
で
あ
る
。
春

日
神
社
に
武
神
で
あ
る
鹿
島
や
香
取
の
神
を
祀
っ
て
い
る
の
は
、
国
家
に

お
け
る
武
力
を
藤
原
氏
が
掌
握
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

武
力
に
限
ら
ず
、
藤
原
氏
は
、
国
家
に
お
け
る
外
部
と
の
交
通
を
一
手
に
、

い
わ
ば
神
話
的
に
掌
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
藤
原
氏
が
「
春

日
（
野
）
」
を
掌
握
し
て
い
る
の
は
、
国
家
的
な
世
界
観
に
お
い
て
、
そ

こ
が
国
家
と
外
部
と
の
接
点
で
あ
る
、
境
界
的
な
場
所
で
あ
っ
た
か
ら
に

違いない。

さ
て
、
藤
原
氏
が
掌
握
し
て
い
る
の
は
、
外
部
と
の
交
通
だ
け
な
の
だ

ろ
う
か
。
「
春
日
（
野
と
が
国
家
と
外
部
と
の
接
点
で
あ
り
、
藤
原
氏
が

そ
こ
を
掌
握
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
藤
原
氏
が
、
内
部
で
あ
る
国
家

（
天
皇
）
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、

藤
原
氏
は
、
天
皇
（
国
家
）
と
の
交
通
を
も
独
占
し
、
そ
れ
を
掌
握
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
む
さ
し

あ
り

む
か
し
、
男
、
武
蔵
の
国
ま
で
ま
ど
ひ
歩
き
け
り
。
さ
て
そ
の
国

に
あ
る
女
を
よ
ば
ひ
け
り
。
父
は
こ
と
人
に
あ
は
せ
む
と
い
ひ
け
る

ぴと

を
、
母
な
む
制
利
剣
引
例
Ｎ
回
心
つ
け
た
り
け
る
。
父
は
な
ほ
人
に
て
、

母
な
む
藤
原
な
り
け
る
。
さ
て
な
む
あ
て
な
る
人
に
と
思
ひ
け
る
。

い
る
ま

こ
の
む
こ
が
れ
に
よ
み
て
お
こ
せ
た
り
け
る
。
す
む
所
な
む
入
間
の

こ
ほ
り

郡
、
み
よ
し
の
の
里
な
り
け
る
。
か
り

かた

み
よ
し
の
の
た
の
む
の
雁
も
ひ
た
ぶ
る
に
君
が
方
に
ぞ
よ
る
と

鳴
く
な
る

む
こ
が
れ
、
返
し
、

わ
が
方
に
よ
る
と
鳴
く
な
る
み
よ
し
の
の
た
の
む
の
雁
を
い
つ

か
忘
れ
む

と
な
む
。
人
の
国
に
て
も
、
な
ほ
か
か
る
こ
と
な
む
や
ま
ざ
り
け
る
。

（「伊勢物語』十段）

こ
の
物
語
は
す
こ
し
く
変
な
話
で
あ
る
。
男
と
女
で
は
な
く
、
男
と
女

の
母
親
と
の
心
の
通
い
合
い
を
主
題
と
し
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
男
と
女

の
母
親
と
が
心
を
通
わ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
男
が
「
あ
て

な
る
人
」
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
「
あ
て
な
る
人
」
と
は
、
単
に
都
か

五
天
皇
（
王
権
）
と
藤
原
氏
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ら
や
っ
て
来
た
高
貴
な
身
分
の
男
と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
男
が

皇
統
に
属
す
る
血
筋
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
藤
原
氏
の
女
と
天
皇
家
（
皇
統
）
の
男
が
特
別
な
存
在
な
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
「
み
や
ぴ
」
の
男
女
と
し
て
ベ
ス
ト
な
組
み
合
わ
せ
な
の
で

（６）
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
物
語
で
、
男
と
女
の
母
親
が
、
「
み
や
ぴ
」
と
い

う
美
意
識
に
よ
っ
て
心
を
通
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』
の
背
後
に
、
天
皇
家
（
皇
統
）
の
男
と

藤
原
氏
の
女
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
特
別
に
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
窺
え
る
。
天
皇
家
（
皇
統
）
の
男
と
藤
原
氏
の
女
の
結
婚
は
い
わ
ば
「
神

婚
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
話
的
な
男
女
な
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。

こ
う
し
た
言
説
に
つ
い
て
は
、
『
伊
勢
物
語
』
だ
け
で
な
く
、
『
源
氏
物
語
』

か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
引
用
す
る
の
は
、
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
「
源
氏
物
語
』
の
「
紅

梅
」
の
巻
に
お
け
る
「
春
日
の
神
の
御
こ
と
わ
り
」
に
つ
い
て
の
頭
注
で

ある。皇
后
は
必
ず
藤
原
氏
か
ら
立
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
春
日
明
神
の
神

託
。
「
後
朱
雀
院
ノ
御
宇
、
長
暦
三
年
四
月
、
春
日
明
神
太
神
宮
二

訴
へ
申
サ
レ
テ
云
ハ
ク
、
度
々
ノ
官
幣
モ
之
ヲ
請
ケ
ズ
、
藤
氏
ノ
皇

后
二
非
ザ
ル
ニ
依
ツ
テ
也
卜
。
之
二
依
ツ
テ
、
内
大
臣
教
通
公
一
女

入
内
ス
ベ
キ
ノ
由
宣
下
セ
ラ
ル
（
下
略
）
」
（
花
鳥
余
情
）
。
こ
の
例

は
「
源
氏
物
語
』
以
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
以
前
に
も
、
同
じ
よ
う

な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
皇
后
が
藤
原
氏
の
女
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
言
説
で
あ
る
。

春
日
明
神
の
神
託
と
い
う
か
た
ち
で
、
こ
う
し
た
言
説
が
な
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
藤
原
氏
の
摂
関
政
治
の
絶
頂
期
に
お
い
て
も
、
皇
后
の
出
自

の
正
統
性
が
春
日
明
神
の
神
託
と
い
う
か
た
ち
で
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
藤
原
氏
の
権
力
は
、
一
面
で
、
こ
う
し
た
男

女
関
係
（
「
み
や
ぴ
」
の
文
化
）
に
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
不

安
定
で
頼
り
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
ほ
き
み

あ
か
ご
ま
は
ら
ぱ
た
ゐ

③
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
赤
駒
の
腹
這
ふ
田
居
を
都
と
成
し
つ

（巻十九・四二六○）

み

づ

と

り

み

い

ま

⑥
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
水
鳥
の
す
だ
く
水
沼
を
都
と
成
し
っ

（巻
十
九
・
四二六一）

こ
の
よ
う
な
現
神
思
想
、
つ
ま
り
天
皇
が
神
で
あ
る
と
い
う
言
説
が
生

れ
る
の
は
、
壬
申
の
乱
の
後
だ
と
い
わ
れ
る
。
天
皇
が
神
と
な
る
と
、
そ

れ
以
前
と
大
き
く
変
わ
る
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
天
皇
が
神
と
な
る

こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
み
こ
と
も
ち
」
と
し
て
の
天
皇
な
ど
と
は
、
天
皇

観
が
大
き
く
異
な
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
神
と
し
て
の
天
皇
を
斎
く
、

神
の
嫁
の
観
念
を
発
生
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
天
皇
観
が
変
化
す
る
な

か
で
、
皇
后
が
藤
原
氏
か
ら
立
つ
べ
き
だ
と
い
う
考
え
は
、
新
た
な
「
神

婚
神
話
」
の
発
生
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
と
も
か
く
、
藤
原
氏
が
「
春

日
」
を
掌
握
す
る
こ
と
は
、
春
日
明
神
の
神
託
と
い
う
か
た
ち
で
、
皇
后

を
出
す
家
と
し
て
の
正
統
性
の
根
拠
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

藤
原
氏
の
摂
関
政
治
は
、
娘
を
天
皇
に
嫁
が
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
力

を
維
持
す
る
機
構
で
あ
る
が
、
そ
の
正
統
性
の
根
拠
が
、
「
春
日
」
と
い

う
ト
ポ
ス
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
神
話
的
に
語
ら
れ
て
い
た
。
歴
史
学
の
河

内
祥
輔
は
、
平
安
朝
の
政
治
史
を
藤
原
氏
を
中
心
と
す
る
権
力
闘
争
史
と

い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
歴
史
観
を
批
判
し
、
天
皇
制
の
論
理
と
い
う
観
点

か
ら
こ
れ
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
河
内
は
、
天
皇
は
天
皇
家
か
ら
皇
后

（７）

は
藤
原
氏
か
ら
と
い
う
分
離
体
制
が
当
時
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
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本
稿
が
見
て
き
た
よ
う
に
、
藤
原
氏
の
政
治
権
力
は
、
皇
后
を
出
す
家

で
あ
る
こ
と
の
正
統
性
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
藤
原
氏
の
政

治
権
力
は
、
男
の
権
力
闘
争
だ
け
で
は
な
く
、
天
皇
と
藤
原
氏
の
女
と
い

う
「
み
や
び
」
の
文
化
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
男
の

権
力
闘
争
と
「
み
や
ぴ
」
の
文
化
と
は
、
い
わ
ば
相
互
補
完
的
な
関
係
と

し
て
、
藤
原
氏
の
摂
関
政
治
を
支
え
る
二
つ
の
柱
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ

ば
、
藤
原
氏
に
よ
る
摂
関
政
治
と
は
、
あ
く
ま
で
天
皇
制
を
前
提
に
し
た

権
力
構
造
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
権
力
闘
争
史
観
は
、
当
時
の

政
治
に
お
け
る
男
女
の
文
化
（
「
み
や
ぴ
」
の
文
化
）
の
重
要
性
に
目
を

向
け
て
い
な
い
点
で
近
代
的
な
歴
史
観
で
あ
り
、
ま
た
、
藤
原
氏
の
権
力

の
限
界
を
考
え
て
い
な
い
点
で
も
、
平
安
時
代
の
歴
史
を
正
し
く
把
握
し

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
藤
原
氏
は
あ
く
ま
で
皇
后
を
出
す
家
に
留
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
天
皇
権
（
王
権
）
を
慕
奪
す
る
方
向
に

は
向
か
い
得
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
方
向
は
藤
原
氏
の
摂
関
政
治
の
構

造
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
摂
関
政
治
の
構
造
が
、

天
皇
制
を
存
続
さ
せ
る
理
由
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
有
岡
利
幸
『
春
の
七
草
」
（
二
○
○
八
年
十
二
月
）
に
よ
れ
ば
、

明
治
の
終
わ
り
か
ら
大
正
初
期
ま
で
は
、
若
菜
摘
み
は
必
ず
野
外
に

出
掛
け
て
行
わ
れ
、
自
分
の
屋
敷
内
の
若
菜
を
摘
む
こ
と
は
避
け
ら

（
２
）
飯
田
勇
「
く
み
や
び
〉
考
ｌ
古
代
か
ら
の
視
点
ｌ
」
（
近
藤
信
義
編

『
修
辞
論
」
所
収
、
二
○
○
八
年
十
二
月
）
。

（
３
）
飯
田
勇
「
律
令
官
人
の
言
葉
の
位
相
ｌ
「
遊
行
女
婦
」
の
発
生

ｌ
」
（
古
代
文
学
会
叢
書
Ｉ
『
神
の
言
葉
・
人
の
言
葉
」
所
収
、

二○○一年十月）。

れ
て
い
た
と
い
う
。

（
４
）
古
橋
信
孝
『
古
代
都
市
の
文
芸
生
活
」
（
一
九
九
四
年
四
月
）
。

（
５
）
上
田
正
昭
「
春
日
の
原
像
」
（
『
春
日
明
神
』
所
収
、
一
九
八
七
年

十二月）。

（
６
）
飯
田
勇
注
（
２
）
の
論
文
。

（
７
）
河
内
祥
輔
「
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
」
（
一
九
八
六

年四月）。
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