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古
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学
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日
本
文
学
の
翻
訳
と
研
究
が
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
普
及
し
て
き
た
こ
と
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
大
き
な
意
味
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
語
の
分
か
ら
な
い
人
に
日
本
文
学
を
紹
介
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
も
う
一

つ
は
、
日
本
文
学
を
様
々
な
角
度
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
で
研
究
発
展
に
刺
激
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

文
化
的
背
景
を
持
つ
研
究
者
は
、
日
本
文
学
を
、
自
国
の
文
学
と
自
分
の
経
験
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
見
て
い
る
の
で
、
見
え
て
く

る
も
の
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

国
文
学
研
究
資
料
館
が
毎
年
開
催
し
て
い
る
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
は
、
若
手
の
研
究
者
の
交
通
の
場
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
て

い
る
。
私
も
か
つ
て
発
表
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
一
人
で
あ
る
の
で
、
今
回
の
ご
招
待
は
大
変
あ
り
が
た
く
思
っ
た
。
そ
し
て
、
自
然

に
、
二
つ
の
研
究
集
会
の
間
に
挟
ま
れ
た
自
分
の
研
究
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
何
を
、
ど
う
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
追
究
し

て
き
た
か
。
私
に
と
っ
て
日
本
古
典
文
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
魔
法
を
か
け
ら
れ
て

　

私
は
日
本
古
典
文
学
を
好
き
で
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
高
校
時
代
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
は
、
日
本
文
学
は
、
二
・
三
冊
の
重
訳
し
か
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な
く
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
文
学
に
決
め
た
理
由
は
、
誰
も
や
っ
て
い
な
い
こ
と
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
み
よ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
生
花
や
茶
道
な
ど
に
つ
い
て
の
一
般
書
を
読
み
、
日
本
文
化
の
美
意
識
に
魅
了
さ
れ
た
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
モ
ス
ク
ワ
大
学
の
日
本
語
・
日
本
文
学
科
に
入
っ
て
選
ん
だ
の
は
、
古
典
で
は
な
く
現
代
文
学
だ
っ
た
。
そ
こ

で
、
あ
る
寒
い
日
、
大
学
の
暗
い
廊
下
で
、
ま
だ
授
業
を
と
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
古
典
文
学
の
先
生
か
ら
、
突
然
「
あ
な
た
に
ビ
ッ

タ
リ
の
テ
ー
マ
が
ご
ざ
い
ま
す
」
と
声
を
掛
け
ら
れ
た
。『
源
氏
物
語
』
の
翻
訳
家
な
ど
数
多
く
の
研
究
者
を
育
て
て
、
当
時
『
平
家
物

語
』
の
翻
訳
を
行
っ
て
い
た
イ
リ
ナ
・
リ
ボ
ワ
＝
ヨ
ッ
フ
ェ
と
い
う
と
て
も
有
名
な
先
生
だ
っ
た
の
で
、
ま
る
で
魔
法
に
か
か
っ
た
か

の
よ
う
に
、
従
う
こ
と
に
し
た
。
先
生
か
ら
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
『
と
は
ず
が
た
り
』
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
私
の
人
生
と

研
究
の
流
れ
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
運
命
的
な
出
会
い
だ
っ
た
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
私
が
日
本
古
典
文
学
を
選
ん
だ
と
い

う
よ
り
も
、
何
ら
か
の
理
由
で
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
っ
た
り
し
て
い
る
。

　

大
学
卒
業
後
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
戻
る
と
、
波
乱
万
丈
の
日
々
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
使
命
を
感
じ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
、
文
学
以
外

の
仕
事
は
考
え
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
が
、
日
本
文
学
を
教
え
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
長
い
話
は
省
略
す
る
が
、
世
の
中
は
、
ど
ん

な
に
大
変
な
事
情
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
プ
ラ
ス
的
な
側
面
も
あ
る
。
孤
独
な
研
究
者
に
な
っ
た
私
は
、
そ
の
一
方
で
と
て
も
恵
ま
れ
て

い
た
と
も
言
え
る
。
な
か
で
も
最
も
重
要
に
思
わ
れ
る
の
は
、
日
本
文
学
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
環
境
で
そ
の
古
典
の
魅

力
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
他
文
学
と
の
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

当
時
は
ま
だ
東
西
冷
戦
が
続
い
て
い
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
激
し
い
衝
突
の
時
代
だ
っ
た
が
、
遠
い
日
本
の
、
し
か
も
昔
の
文
学
を

テ
ー
マ
に
し
て
い
た
私
は
、
偽
り
の
な
い
研
究
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
相
談
で
き
る
人
が
近
く
に
い
な
か
っ
た
の
で
、
懸
命
に
テ
ク
ス

ト
そ
の
も
の
の
声
を
聞
き
取
ろ
う
と
し
た
結
果
、
少
し
ば
か
り
聞
こ
え
て
き
た
気
が
し
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
時
代
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

以
前
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
美
意
識
の
重
要
な
意
味
に
目
覚
め
た
。
本
来
「
ま
つ
り
ご
と
」
の
領
域
か
ら
削
除
さ
れ
て
い
た
仮
名
文
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学
の
美
意
識
は
、
今
の
私
た
ち
に
政
治
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
わ
ら
な
い
自
由
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
、
と
。

　

や
っ
と
日
本
に
留
学
で
き
た
と
き
、『
と
は
ず
が
た
り
』
が
私
を
福
田
秀
一
先
生
に
会
わ
せ
て
く
れ
た
。「
源
氏
を
や
り
な
さ
い
」
と

い
う
ア
ド
バ
イ
ス
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
で
、
先
生
の
支
え
に
救
わ
れ
て
い
た
の
だ
。
大
学
時
代
に
ほ
ぼ
毎
週
リ
ボ
ワ
先
生
の
自
宅

に
通
い
『
と
は
ず
が
た
り
』
を
読
ん
で
い
た
の
と
同
様
に
、
今
度
は
福
田
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
テ
ク
ス
ト

を
最
後
ま
で
解
読
で
き
た
。
福
田
先
生
の
お
か
げ
で
宮
内
庁
の
書
陵
部
に
あ
っ
た
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
唯
一
の
写
本
を
見
せ
て
も
ら

い
、
表
紙
と
最
初
の
ペ
ー
ジ
の
写
真
を
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
訳
本
に
載
せ
る
許
可
さ
え
も
ら
っ
た
。
写
本
を
手
に
持
っ
た
、
最
高
の
感
動
の

瞬
間
に
、
心
の
な
か
に
誓
っ
た
。「
私
は
、
と
て
も
小
さ
な
国
の
人
間
だ
が
、
そ
の
国
で
あ
な
た
の
こ
と
を
絶
対
に
有
名
に
す
る
」
と
。

　

幸
い
に
約
束
を
守
る
こ
と
が
で
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
初
の
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
翻
訳
本
と
な
っ
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
訳
は
、
ブ
ル
ガ

リ
ア
に
お
け
る
日
本
古
典
文
学
の
最
初
の
翻
訳
だ
っ
た
。
当
時
は
、
正
し
く
「
壁
に
囲
ま
れ
た
」
社
会
で
あ
り
、
翻
訳
本
が
想
像
を
超

え
る
ほ
ど
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、『
と
は
ず
が
た
り
』
が
ブ
ー
ム
を
起
こ
し
た
。

　

あ
れ
か
ら
ず
っ
と
後
深
草
院
二
条
に
見
守
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。
出
版
直
後
に
ソ
フ
イ
ア
大
学
の
専
任
教
員
に
な
っ

た
ば
か
り
か
、
そ
の
二
十
年
後
、
何
と
国
際
基
督
教
大
学
で
福
田
先
生
の
後
任
と
な
っ
た
の
だ
。
ま
た
、
彼
女
か
ら
は
一
層
重
要
な
こ

と
、
研
究
の
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
。
そ
の
ヒ
ン
ト
を
伝
え
て
く
れ
た
の
は
、『
と
は
ず
が
た
り
』
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
訳
の
読
者
だ
っ

た
。「
今
日
の
あ
な
た
の
袖
は
涙
に
濡
れ
て
い
る
か
」
と
か
ら
か
わ
れ
た
り
し
て
、「
あ
の
袖
は
、
タ
オ
ル
の
よ
う
な
生
地
で
で
き
て
い

た
の
だ
と
し
て
も
、
あ
れ
ほ
ど
の
涙
で
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
ら
な
い
の
は
、
な
ぜ
？
」
と
し
つ
こ
く
聞
か
れ
た
り
し
て
い
た
の
で
、
や
が
て

日
本
古
典
文
学
に
絶
え
間
な
く
流
れ
て
い
る
「
涙
」
と
そ
れ
を
宿
す
「
袖
」
は
た
だ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。
答
え

を
求
め
て
『
古
今
集
』
か
ら
『
新
古
今
集
』
ま
で
の
和
歌
の
徹
底
的
な
研
究
を
試
み
た
結
果
、
や
っ
と
二
つ
の
「
当
た
り
前
」
の
こ
と

を
確
認
で
き
た
。
つ
ま
り
、
日
本
古
典
文
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
「
美
・
自
然
・
心
」、
人
間
の
存
在
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
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古
代
社
会
に
お
け
る
文
学
と
そ
の
美
意
識
の
役
割
は
、
現
代
の
社
会
と
は
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ

の
「
当
た
り
前
」
を
前
提
に
、
和
歌
を
通
し
て
今
ま
で
私
に
見
え
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

「
脱
哲
学
中
心
的
」
な
「
知
」
の
形
態
の
可
能
性

　

二
十
世
紀
七
十
年
代
に
人
文
科
学
研
究
に
莫
大
な
衝
撃
を
与
え
た
Ｊ
・
デ
リ
ダ
は
、
従
来
の
ロ
ゴ
ス
中
心
的
、
西
洋
文
化
中
心
的
な

考
え
方
を
崩
し
た
。
Ｊ
・
Ｊ
・
ル
ソ
ー
の
考
察
を
通
し
て
、
哲
学
も
エ
ク
リ
チ
ュ
ル
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
絶
対
的
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ

ー
と
し
て
の
土
台
を
揺
る
が
し
た
①
。
だ
が
、
そ
の
デ
リ
ダ
で
さ
え
「
脱
哲
学
中
心
的
」
な
「
知
」
の
形
態
の
可
能
性
に
つ
い
て
追
究

し
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
原
点
に
戻
っ
て
、
文
化
の
多
様
性
に
着
目
し
て
い
た
文
化
人
類
学
の
創
立
者
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
言
葉

に
目
を
向
け
た
い
。

　
「
今
日
私
た
ち
の
用
い
る
知
的
能
力
の
量
は
過
去
よ
り
も
少
な
い
と
も
多
い
と
も
言
え
ま
す
。
そ
れ
に
、
昔
と
ま
っ
た
く
同
種
の
機
能

を
用
い
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
感
覚
的
知
覚
の
利
用
は
明
ら
か
に
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。（
中
略
）
人
間
の
も

つ
多
様
な
知
的
能
力
を
す
べ
て
同
時
に
開
発
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ご
く
小
さ
な
一
部
分
を
使
用
し
う
る
の
み
で
、
ど
の
部
分
を

用
い
る
か
は
文
化
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
」（
Ｃ
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
「〝
未
開
〞
思
想
と
〝
文
明
〞
心

性
」、『
神
話
と
意
味
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
六
、
二
六
頁
）。

　

つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
は
そ
の
特
有
の
認
知
方
法
が
あ
り
、「
知
」
の
形
態
は
、
文
化
に
よ
っ
て
、
時
代
に
よ
っ
て
、
異
な
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

今
さ
ら
言
う
必
要
も
な
い
が
、
形
而
上
学
的
思
想
を
発
展
さ
せ
な
い
文
化
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
古
代
日
本
に
は
、
ソ
ク
ラ
テ
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ス
や
プ
ラ
ト
ン
、
あ
る
い
は
孔
子
や
老
子
な
ど
の
よ
う
な
哲
学
者
が
一
人
も
い
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
。
古
代
日
本
人
の
思
想
が
古
代
中

国
の
哲
学
を
基
に
な
り
た
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
哲
学
を
め
ぐ
る
討
論
の
メ
デ
ィ
ア
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
。

　

二
十
世
紀
後
半
の
記
号
論
学
を
代
表
す
る
、
Ｍ
・
ロ
ト
マ
ン
中
心
の
タ
ル
ト
ゥ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
文
化
を
非
遺
伝
的
な
メ
モ
リ
ー
と

見
な
し
、
そ
の
伝
達
や
教
育
の
方
法
を
基
に
し
て
、「
文
法
志
向
」（gram

m
ar-oriented

）
と
「
テ
ク
ス
ト
志
向
」（text-oriented

）

と
い
う
二
つ
の
主
要
な
タ
イ
プ
を
区
別
し
た
。「
文
法
思
考
」
の
文
化
に
お
い
て
は
、
ま
ず
従
う
べ
き
規
準
や
ル
ー
ル
が
成
立
し
、
人
の

行
動
と
ふ
る
ま
い
、
創
造
と
表
現
な
ど
、
す
べ
て
の
営
み
が
こ
う
し
た
規
準
と
ル
ー
ル
に
即
し
て
行
わ
れ
る
も
の
な
の
で
、
こ
の
タ
イ

プ
の
文
化
は
「
内
容
志
向
」
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、「
テ
ク
ス
ト
志
向
」
の
文
化
は
、
ル
ー
ル
が
前
も
っ
て
出
来
上
が
る
の
で
は
な

く
、
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
、
表
現
、
習
慣
な
ど
、
文
化
的
実
践
そ
の
も
の
か
ら
自
然
に
成
り
立
つ
の
で
、「
表
現
志
向
」
の
文
化
と
し
て

特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
前
者
に
と
っ
て
は
「
正
し
い
も
の
が
存
在
す
べ
き
」
な
の
で
あ
り
、
後
者
の
道
理
は
、「
存
在
す
る

も
の
が
正
し
い
」
と
な
る
。

　

そ
れ
に
対
応
し
て
、
教
育
や
伝
統
伝
達
の
方
法
と
目
的
も
異
な
っ
て
く
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
目
的
は
規
準
や
ル
ー
ル
を
身
に
つ

け
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
優
れ
た
作
品
や
表
現
な
ど
の
前
例
を
覚
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
内
容
志
向
」
の
文
化
の
最
も
代
表
的
な
知
的
活
動
は
学
問
（science

）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
表
現
志
向
」
の
文
化
に
お
い
て
は
、

そ
れ
は
詩
歌
（poetry

）
な
の
で
あ
る
②
。

　

ど
の
文
化
も
多
様
的
な
の
で
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
組
み
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
主
要
な
傾
向
と
し
て
現
れ
る
。

た
と
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
文
化
に
根
を
持
つ
西
洋
文
化
は
、「
内
容
志
向
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
言
え
る
。
一
方
、
日
本
文

化
に
お
い
て
は
、「
表
現
志
向
」
の
傾
向
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
教
育
な
ど
、
現
代
文
化
に
お
い
て
も
た
ど
ら
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れ
る
が
、
古
代
文
化
、
と
り
わ
け
日
本
文
化
の
独
自
の
姿
を
作
り
上
げ
て
き
た
平
安
文
化
は
、
驚
く
ほ
ど
「
表
現
志
向
」
の
モ
デ
ル
に

合
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
文
化
に
お
い
て
は
、
正
し
く
ロ
ト
マ
ン
た
ち
の
指
摘
ど
お
り
、
和
歌
と
そ
れ
を
基
に
し
た
文
学
が
最
も

代
表
的
な
知
的
活
動
だ
っ
た
こ
と
に
も
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
サ
イ
エ
ン
ス
」
対
「
詩
歌
」
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
発
展
の
タ
イ
プ
を
特
徴
づ
け
る
代
表
的
知
的
活
動
の
対
比
か
ら
極
め
て
興

味
深
く
思
え
る
の
は
、
現
代
サ
イ
エ
ン
ス
の
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
識
と
古
代
日
本
文
学
の
描
写
に
お
い
て
含
ま
れ
た
知
識
の
一
致
、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
類
似
性
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
古
代
日
本
の
美
意
識
の
根
源
と
呼
び
う
る
『
竹
取
物
語
』
で
あ
る
。

「
美
し
き
こ
と
限
り
な
し
」
の
か
ぐ
や
姫
の
不
思
議
な
出
現
は
、
終
始
「
作
り
話
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、
二
十
世
紀
末
に
は
「
も
と

光
る
竹
」
は
自
然
現
象
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
を
証
明
し
た
の
は
日
本
人
学
者
の
チ
ー
ム
だ
っ
た
の
で
、

竹
の
子
の
切
断
面
の
発
光
に
つ
い
て
発
表
し
た
国
際
学
会
で
は
、『
竹
取
物
語
』
に
も
言
及
し
、
関
連
性
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。
極
微

弱
な
光
な
の
で
、
今
の
私
た
ち
に
は
見
え
な
い
が
、
私
た
ち
よ
り
は
る
か
に
鋭
い
感
覚
を
持
っ
て
い
た
昔
の
人
た
ち
に
は
見
え
て
い
た

可
能
性
は
高
い
。
す
る
と
、
古
代
日
本
人
が
そ
の
神
秘
的
な
光
を
「
美
し
き
こ
と
限
り
な
し
」
と
呼
び
、
か
ぐ
や
姫
の
ス
ト
ー
リ
ー
を

通
し
て
解
釈
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
美
意
識
が
主
要
な
認
知
方
法
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
証
拠
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
竹
が
光
る
と
い
う
自
然
界
の
未
知
の
現
象
を
「
美
し
い
」
と
形
容
し
、
そ
の
価
値
を
評
価
す
る
こ
と
は
、
古
代
日
本
人
に
と

っ
て
美
意
識
は
世
の
中
を
見
る
視
線
で
あ
り
、
世
界
の
成
り
立
ち
を
説
明
す
る
た
め
の
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
と
結
論

づ
け
ら
れ
る
③
。

　

ま
と
め
て
言
え
ば
、
平
安
時
代
に
お
け
る
主
導
的
認
知
方
法
と
し
て
の
美
意
識
の
役
割
は
、
そ
の
文
化
を
特
徴
づ
け
る
「
表
現
思
考
」

の
傾
向
と
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
関
係
は
、
因
果
論
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
リ
ゾ
ー
ム
的
、
す
な
わ
ち
相

互
依
存
的
な
お
か
つ
多
次
元
的
で
あ
り
、
平
安
文
化
に
お
け
る
主
要
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
和
歌
の
働
き
を
根
拠
づ
け
て
い
る
の
で
あ
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る
④
。

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
和
歌
の
機
能

　
「
表
現
志
向
型
」
と
「
内
容
志
向
型
」
の
文
化
を
区
別
し
た
タ
ル
ト
ゥ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
ど
ち
ら
の
意
味
作
用
の
パ
タ
ー
ン
も
長
年
に

わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
文
化
の
発
展
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
想
定
し
た
。
し
か
し
一
方
、
原
始
社
会
の
文
化
に
は
前
者
が
見
ら

れ
、
社
会
の
進
歩
に
つ
れ
後
者
へ
移
っ
て
い
く
の
は
、
一
般
的
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
実
例
を
参
考
に
で
き
な
か
っ
た

か
ら
だ
ろ
う
か
、「
表
現
志
向
型
」
の
文
化
は
、
モ
デ
ル
・
テ
ク
ス
ト
が
自
動
的
に
ル
ー
ル
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
る
の
で
、
独
自
の
メ

タ
・
レ
ベ
ル
を
発
展
さ
せ
ず
、
自
ら
の
発
生
や
働
き
の
ル
ー
ル
を
説
明
し
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
。
そ
の
結
果
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、

ど
の
よ
う
に
し
て
長
年
に
わ
た
っ
て
保
た
れ
る
か
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
て
く
る
。
要
す
る
に
、
脱
西
洋
中
心
的
な
土
台
を
作
り
上
げ
た

の
に
、
具
体
的
な
分
析
の
な
か
で
そ
れ
を
崩
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
原
始
社
会
の
文
化
は
、
無
文
字
の
文
化
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ

ば
、
つ
ま
ず
き
の
理
由
は
、
文
字
の
役
割
に
関
し
て
の
見
解
に
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
文
字
の
導
入
に
伴
っ
て
、「
表
現
志
向
型
」

の
文
化
は
「
内
容
志
向
型
」
の
文
化
へ
移
り
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
解
釈
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
は
、
こ
う
し
た
矛
盾
と

弱
点
を
参
考
に
し
な
が
ら
「
表
現
志
向
型
」
の
平
安
文
化
に
お
け
る
和
歌
の
働
き
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
最
古
の
理
論
書
は
歌
論
書
で
あ
る
。
そ
の
原
点
と
見
な
さ
れ
る
『
古
今
集
』
の
「
仮
名
序
」（
九

〇
五
）
は
、
歌
の
発
生
に
言
及
し
、「
真
名
序
」
と
呼
応
し
て
中
国
詩
論
を
基
に
し
た
六
義
、
す
な
わ
ち
形
式
や
修
辞
法
に
つ
い
て
の
目

安
を
立
て
て
、
六
歌
仙
の
歌
を
モ
デ
ル
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。『
俊
頼
随
脳
』（
一
一
一
三
）
は
、
歌
の
故
事
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
歌
こ

と
ば
の
意
味
と
使
用
に
つ
い
て
ま
と
め
た
作
歌
の
手
引
書
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
己
反
射
的
動
き
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る

－ 36 －（87）



平
安
末
期
・
鎌
倉
初
期
時
代
に
作
ら
れ
た
俊
成
や
定
家
、
鴨
長
明
な
ど
の
歌
論
書
は
、
和
歌
の
ル
ー
ル
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
し

か
も
、
考
察
は
、
仏
教
の
思
想
な
ど
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
歌
を
論
ず
る
こ
と
は
、
世
の
中
を
論
ず
る
こ

と
に
至
っ
て
い
る
の
だ
。

　

し
か
し
、「
表
現
志
向
型
」
の
平
安
文
化
の
大
き
な
特
徴
は
、
和
歌
そ
の
も
の
が
主
要
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
あ

る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
、
他
国
の
文
化
に
見
ら
れ
ず
、
現
代
社
会
に
お
け
る
詩
歌
の
位
置
と
あ
ま
り
に
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
見
落

と
さ
れ
や
す
い
。
こ
こ
で
は
具
体
的
な
分
析
は
省
略
す
る
⑤
が
、
和
歌
は
、
教
養
あ
る
人
の
一
般
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で

あ
っ
た
一
方
、
勅
撰
集
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
権
威
あ
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
最
も
活
発
的
な
知
的
活
動
だ
っ
た

の
で
、
議
論
の
場
に
も
な
っ
て
い
た
。
和
歌
の
こ
う
し
た
働
き
の
理
由
は
様
々
で
あ
ろ
う
が
、
な
か
で
も
特
に
重
要
に
思
わ
れ
る
の
は
、

音
節
言
語
と
し
て
の
や
ま
と
言
葉
の
特
徴
と
仮
名
文
字
、
ま
た
、
モ
デ
ル
・
文
化
と
し
て
の
古
代
中
国
文
化
の
役
割
で
あ
る
。
他
国
の

モ
デ
ル
を
、
そ
れ
と
異
な
る
社
会
的
・
文
化
的
空
間
に
お
い
て
、
異
な
る
表
現
力
を
持
つ
言
葉
と
異
な
る
文
字
に
よ
っ
て
追
究
し
て
い

く
過
程
の
な
か
、
新
し
い
ル
ー
ル
を
定
着
さ
せ
な
が
ら
新
し
い
モ
デ
ル
を
作
り
上
げ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　

和
歌
の
メ
タ
・
レ
ベ
ル
で
の
働
き
に
つ
い
て
は
、
現
代
文
学
理
論
の
基
本
概
念
の
一
つ
で
あ
る
詩
的
言
語
の
立
場
か
ら
確
認
し
て
み

よ
う
。
周
知
の
通
り
、
二
十
世
紀
の
初
め
に
こ
の
概
念
を
提
唱
し
た
ロ
シ
ア
の
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ト
ら
は
、
日
常
言
語
と
詩
的
言
語
の
差

異
を
、「
異
化
」（ostranenie

）、
す
な
わ
ち
「
見
慣
れ
た
も
の
を
見
慣
れ
な
い
も
の
に
す
る
」
と
い
う
用
語
で
表
し
、
さ
ら
に
「
異
化
」

の
作
用
は
、「
詩
人
が
も
の
の
看
板
を
外
し
て
逆
さ
ま
に
す
る
」
と
比
喩
的
に
説
明
し
て
い
る
。

　

そ
れ
よ
り
千
年
も
前
に
、
古
代
日
本
人
が
「
言
の
葉
」
と
い
う
「
詩
的
言
語
」
に
よ
く
似
た
概
念
を
唱
え
た
こ
と
自
体
は
、
平
安
時

代
の
知
的
活
動
に
お
け
る
和
歌
と
そ
れ
を
基
に
し
た
文
学
の
主
導
的
な
役
割
を
証
明
し
て
い
る
。
し
か
も
、『
古
今
集
』
の
「
仮
名
序
」

の
冒
頭
に
よ
ま
れ
た
「
や
ま
と
歌
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
万
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
」
と
い
う
文
章
に
お
い
て
「
木
の
葉
」
と
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の
連
想
や
差
異
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
「
言
の
葉
」
の
解
釈
も
、
極
め
て
理
論
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
二
つ
の
概
念
の
根
本
的
な

違
い
が
明
確
に
現
れ
て
く
る
。
東
洋
思
想
に
対
応
し
て
、
文
化
は
、
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
自
然
と
は
対
立

関
係
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
創
作
は
な
る
べ
く
自
然
の
ル
ー
ル
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
言
の

葉
」
の
場
合
、「
異
化
」
は
言
葉
の
潜
在
力
を
生
か
す
過
程
で
あ
る
。
主
役
は
、
詩
人
（
歌
人
）
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
言
葉
そ
の
も

の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
作
者
と
読
者
の
関
係
も
、
西
洋
の
詩
歌
と
異
な
っ
て
く
る
。「
詠
み
」
も
「
読
み
」
も
同
時
に
表
し
て
い
る

「
よ
み
人
」
の
「
よ
み
」
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
古
代
び
と
に
と
っ
て
は
、
二
つ
は
同
様
の
過
程
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
歌
を
読

む
こ
と
は
、
作
者
の
意
図
を
読
み
解
く
の
で
は
な
く
、
作
者
と
と
も
に
、
言
葉
の
表
現
力
を
見
抜
く
行
為
だ
っ
た
と
い
え
る
。
西
洋
の

詩
と
は
違
っ
て
、
読
者
の
参
加
は
、
読
み
の
結
果
で
は
な
く
、
そ
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
読
者
の
参
加
度
は
、
西
洋
の
詩
に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
求
め
ら
れ
て
い
る
範
囲
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
平
安
時
代
の
知
識
社
会
の
な
か
で
和
歌
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
手
段
に
な
り
え
た
の
は
、
こ
う
し
た
特
徴
に
も
よ
る
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

古
代
び
と
が
ど
れ
ほ
ど
「
た
だ
の
こ
と
ば
」
と
「
歌
こ
と
ば
」
を
区
別
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
数
多
く
の
歌
が
証
明
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、「
あ
は
れ
て
ふ
こ
と
の
葉
ご
と
に
置
く
露
は
昔
を
恋
ふ
る
涙
な
り
け
り
」（
古
今
、
よ
み
人
知
ら
ず
雑
下
・
九
四
〇
）⑥
と
い

う
歌
は
、
歌
こ
と
ば
事
典
に
載
せ
ら
れ
る
ほ
ど
明
確
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
。《「
言
の
葉
ご
と
に
置
く
『
露
』（
歌
こ
と
ば
）」
は
、「
木

の
葉
ご
と
に
置
く
露
（
た
だ
の
こ
と
ば
）」
と
は
違
っ
て
、「
昔
を
恋
ふ
る
涙
」
を
表
し
、「
あ
は
れ
」
と
い
う
事
の
表
現
だ
っ
た
の
だ
》

と
い
う
意
味
に
な
る
。
し
か
も
、「
よ
み
人
知
ら
ず
」
な
の
で
、
一
般
性
の
高
い
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
意
味
合
い
は
共
通
の
約
束
事

に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

歌
こ
と
ば
の
意
味
を
め
ぐ
る
打
合
せ
の
重
要
な
方
法
の
一
つ
は
、
贈
答
歌
で
あ
る
。
ユ
ー
モ
ア
や
謎
か
け
な
ど
を
使
っ
た
り
し
て
、

そ
の
工
夫
は
多
種
多
様
だ
が
、
目
的
は
、
必
ず
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
、
読
者
の
関
心
を
最
大
限
に
か
き
立
て
て
、
議
論
に
参
加
さ
せ
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る
こ
と
で
あ
る
。
議
論
の
場
と
し
て
の
贈
答
歌
の
可
能
性
を
徹
底
的
に
追
究
し
た
二
代
の
勅
撰
集
『
後
撰
集
』
の
恋
五
巻
か
ら
一
つ
の

例
を
引
用
し
よ
う
。
二
首
と
も
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
焦
点
を
歌
が
よ
ま
れ
た
具
体
的
な
「
場
」
か
ら
歌
こ

と
ば
自
体
に
移
す
効
果
が
あ
る
と
い
え
る
。

 

女
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

　

堰
き
も
あ
へ
ず
淵
に
ぞ
迷
ふ
涙
川
渡
る
て
ふ
瀬
を
知
る
よ
し
も
哉　
（
九
四
六
）

 

返
し

　

淵
な
が
ら
人
通
は
さ
じ
涙
川
渡
ら
ば
浅
き
瀬
を
も
こ
そ
見
れ　
（
九
四
七
）

　

歌
こ
と
ば
と
し
て
の
「
涙
」
は
、
目
か
ら
で
は
な
く
心
か
ら
流
れ
て
い
る
の
で
、「
涙
川
」
は
、
人
を
隔
て
る
の
で
は
な
く
、
逢
わ
せ

る
た
め
の
表
現
で
あ
る
。
そ
の
川
に
も
、
自
然
の
川
と
同
様
に
、
淵
瀬
が
あ
る
が
、「
淵
」
は
同
じ
く
「
深
い
所
」
す
な
わ
ち
「
思
い
の

深
さ
」
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
瀬
」
は
「
浅
き
瀬
」
で
は
な
く
「
逢
瀬
」
を
表
し
て
い
る
の
で
、
言
葉
の
指
示
的
意
味
（
た
だ

の
こ
と
ば
）
と
詩
的
意
味
（
歌
こ
と
ば
）
と
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
て
く
る
。《
せ
き
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
涙
川
に
迷
っ
て
い
る
。
そ

れ
を
渡
る
た
め
の
瀬
が
知
り
た
い
》
と
い
う
男
の
歌
に
よ
ま
れ
た
「
渡
る
」
が
そ
の
矛
盾
を
顕
示
す
る
（「
涙
川
」
は
渡
る
川
で
は
な

い
）
の
で
、
詩
的
意
味
を
踏
ま
え
た
上
句
と
、
指
示
的
意
味
し
か
考
慮
し
て
い
な
い
下
句
と
の
間
に
は
パ
ロ
デ
ィ
的
な
「
ズ
レ
」
が
現

れ
る
。
女
は
、
そ
れ
を
解
き
明
か
す
こ
と
で
男
を
か
ら
か
っ
て
い
る
。《
こ
の
よ
う
な
「
淵
」
だ
と
、
通
わ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

あ
な
た
の
言
う
「
涙
川
」
を
渡
れ
ば
、
あ
な
た
の
心
と
歌
の
「
浅
き
瀬
」
が
見
え
て
く
る
の
だ
か
ら
》
と
。

　

右
に
引
用
し
た
三
首
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
古
代
日
本
人
は
、
現
代
の
文
学
理
論
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
ほ
ど
日
常
言
語
と
詩
的
言
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語
を
区
別
し
て
い
て
、
歌
こ
と
ば
を
定
着
さ
せ
、
そ
の
使
用
の
ル
ー
ル
作
り
に
取
り
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
肝
心
な
違
い
は
、

和
歌poetry

そ
の
も
の
が
カ
ノ
ン
作
り
と
コ
ー
ド
作
り
の
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
の
で
、
メ
タ
・
レ
ベ
ル
で
の
機
能
を
も
担
う
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
働
き
を
可
能
に
し
て
い
た
の
は
作
り
上
げ
ら
れ
た
ル
ー
ル
な
の
で
、
和
歌
の
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
意
味

作
用
を
も
っ
と
詳
し
く
追
究
し
て
み
る
前
に
、
そ
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
簡
単
に
取
り
上
げ
た
い
。

「
重
ね
合
わ
せ
」
の
原
理

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
和
歌
の
発
生
を
特
徴
づ
け
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
働
き
を
根
拠
づ
け
、
テ
ー
マ
を
定
め
、
表
現
力

を
活
か
し
た
の
は
、
仮
名
文
字
で
あ
る
。
漢
字
の
線
を
「
借
り
」
て
「
仮
」
の
文
字
と
し
て
で
き
た
仮
名
文
字
が
、
平
安
時
代
に
お
い

て
漢
字
と
並
行
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
重
大
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
漢
文
は
中
国
文
化
の
学
習
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
あ

り
、
和
文
の
発
展
に
刺
激
を
与
え
続
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
真
名
と
仮
名
の
使
い
分
け
の
結
果
、
仮
名
の
世
界
に
あ
ら
ゆ
る

社
会
的
・
政
治
的
な
タ
ブ
ー
が
か
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
和
歌
の
役
割
を
高
め
た
の
で
は
な
い
か
と
い
え
る
。
女
性

に
は
真
名
が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
男
性
と
女
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
和
歌
に
絞
ら
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、「
ま
つ
り
ご

と
」
な
ど
「
ハ
レ
」
の
場
が
漢
文
（
真
名
）
の
特
権
だ
っ
た
の
で
、
和
歌
の
テ
ー
マ
は
と
て
も
制
限
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、「
自

然
」
と
「
心
」、
人
間
の
存
在
の
本
質
そ
の
も
の
に
集
中
で
き
る
自
由
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

和
歌
に
お
け
る
「
自
然
」
と
「
心
」
の
関
係
は
、
ユ
ン
グ
が
東
洋
思
想
の
法
則
原
理
と
し
て
挙
げ
た
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
（
共
時
性
）

に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
。『
易
経
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
の
前
書
き
の
な
か
で
こ
の
概
念
を
提
唱
し
た
ユ
ン
グ
は
、
様
々
な
事
象
を
通
時

的
に
解
読
す
る
西
洋
思
想
の
因
果
性
と
は
違
っ
て
、
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
は
複
数
の
事
象
の
同
時
発
生
に
着
目
す
る
の
で
、
前
者
は
決

定
性
を
求
め
て
、
後
者
は
偶
然
性
を
重
ん
じ
る
と
論
じ
て
い
る
。
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和
歌
の
主
要
な
修
辞
法
、
掛
詞
の
働
き
は
、
紛
れ
も
な
く
、
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
に
即
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
音
異
義
語
と
い
っ

た
「
偶
然
の
一
致
」
を
、「
自
然
」
と
「
心
」
の
関
連
性
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
目
に
見
え
な
い
心
を
、
目
に
見
え
る

自
然
現
象
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
有
名
な
例
を
一
つ
だ
け
挙
げ
よ
う
。「
花
の
色

は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
よ
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
」（
古
今
集
、
春
下
・
一
一
三
）
と
い
う
小
町
の
歌
に
お
い
て

は
、
二
つ
の
「
な
が
め
」（「
眺
め
」「
長
雨
」）
と
呼
応
し
て
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
「
ふ
る
」（「
降
る
」「
経
る
」「
古
」）
が
重
ね
合
わ

せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
哲
学
的
議
論
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
ほ
ど
、
人
生
の
流
れ
を
自
然
の
移
り
変
わ
り
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
古
代
び
と

の
時
間
論
を
表
し
て
い
る
。《
花
の
色
が
あ
せ
て
い
く
の
と
同
様
に
、
恋
も
愛
情
も
薄
く
な
っ
て
い
く
し
、
女
性
（
私
）
の
美
し
さ
も
消

え
て
い
く
。
な
ん
と
空
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
降
り
続
け
る
雨
を
眺
め
な
が
ら
、
時
が
流
れ
る
に
つ
れ
て
、
人
（
私
）
が
少
し
ず
つ
古

く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
思
っ
た
の
だ
》。

　
「
重
ね
合
わ
せ
」
の
意
味
作
用
は
、
和
歌
特
有
の
文
法
を
も
特
徴
づ
け
て
い
て
、
助
詞
・
助
動
詞
と
い
う
「
属
語
」
の
レ
ベ
ル
で
の
共

時
性
は
、「
独
立
語
」
よ
り
よ
く
古
代
び
と
の
世
界
観
と
存
在
論
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
共
時
性
は
、
正
反
対
の

意
味
の
共
時
性
で
あ
り
、『
易
経
』
に
根
を
持
つ
古
代
中
国
の
「
あ
い
ま
い
さ
」
の
思
想
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

代
表
的
な
例
の
一
つ
は
、
ま
た
も
小
町
が
よ
ん
だ
「
色
見
え
て
う
つ
ろ
ふ
も
の
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る
」（
古
今
、

恋
五
・
七
九
七
）
と
い
う
歌
で
あ
る
。
歌
を
解
読
す
る
た
め
の
「
鍵
」
は
「
見
え
て
」
で
あ
る
。
現
代
使
わ
れ
て
い
る
活
字
本
に
お
い

て
は
濁
点
が
備
え
ら
れ
て
い
て
、
詠
み
や
す
く
て
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
濁
点
の
存
在
を
問
う
人
は
め
っ
た
に
い
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
歌
も
、
ふ
だ
ん
「
見
え
で
」
と
綴
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
周
知
の
通
り
、
濁
点
が
使
わ
れ
始
め
た
の
は
近
世
以
降
な
の
で
、

本
来
の
表
記
は
「
見
え
て
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
見
え
て
」
と
「
見
え
で
」（
見
え
な
い
で
）
を
同
時
に
表
し
て
い
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
し
て
、
歌
の
意
味
は
、《
自
然
の
花
の
色
が
変
る
こ
と
は
見
え
る
の
と
は
違
っ
て
、
世
の
中
の
人
の
心
の
花
の
色
の
移
り
変

－ 31 － （92）



わ
り
は
、
普
段
は
見
え
な
い
。
見
え
な
い
が
、
言
葉
に
し
て
、
歌
に
表
現
す
る
と
、
見
え
て
く
る
》
と
い
う
よ
う
に
、
二
つ
の
対
比
を

通
し
て
成
立
し
、
無
限
の
連
続
を
な
す
。

　

今
さ
ら
主
張
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
古
代
び
と
が
ど
う
し
て
も
「
て
」
と
「
で
」
を
区
別
し
た
か
っ
た
な
ら
、
濁
点
の
よ
う

な
符
号
を
容
易
に
作
れ
た
は
ず
だ
ろ
う
。
何
し
ろ
、
仮
名
文
字
を
作
っ
た
人
な
の
だ
か
ら
。
そ
も
そ
も
、
言
語
に
は
要
ら
な
い
も
の
も

な
け
れ
ば
、
足
り
な
い
も
の
も
な
い
。
古
代
び
と
が
あ
え
て
濁
点
を
記
さ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
有
無
に
よ
っ
て
生
じ
る
対
照
的
な
意

味
の
共
時
性
を
重
ん
じ
て
い
た
か
ら
だ
と
想
像
さ
れ
る
。「
消
え
て
」「
絶
え
て
」「
思
ほ
え
て
」
な
ど
の
ほ
か
に
は
、「
忘
れ
じ/

忘
れ

し
」「
恋
じ/

恋
し
」
な
ど
の
よ
う
な
例
も
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
か
な
り
一
般
的
な
意
味
作
用
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
私
た
ち
現
代
人
に
は
そ
れ
が
見
え
な
い
の
は
、Y

es

かN
o

か
、
二
者
択
一
の
考
え
方
に
目
を
く
ら
ま
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ

う
。

　

和
歌
文
法
の
対
照
性
は
、
物
語
の
な
か
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
、
二
つ
ば
か
り
の
例
を
紹
介
し
よ
う
。
そ
の
一
つ

は
、
私
を
助
詞
・
助
動
詞
の
魔
法
に
気
づ
か
せ
て
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
に
魅
了
し
て
く
れ
た
「
袖
濡
る
る
露
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
も

な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
や
ま
と
撫
子
」（
紅
葉
賀
の
巻
）
と
い
う
藤
壺
の
歌
で
あ
る
⑦
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
今
ま
で
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で

発
表
し
て
き
た
が
、
感
動
は
消
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
強
く
な
っ
て
い
く
ば
か
り
で
あ
る
。
歌
が
詠
ま
れ
た
場
面
は
、『
源
氏
物
語
』
の
な

か
で
も
最
も
テ
ン
シ
ョ
ン
の
高
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
。
藤
壺
が
光
源
氏
の
子
を
出
産
し
た
後
に
、
藤
壺
、
桐
壺
帝
、
光
源
氏

の
三
人
が
は
じ
め
て
顔
を
合
わ
せ
る
。
桐
壺
帝
が
自
分
の
子
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の
美
し
さ
を
喜
び
、
幼
い
時
の
光
源
氏

に
喩
え
て
い
る
。
そ
れ
は
藤
壺
と
光
源
氏
の
罪
悪
感
を
さ
ら
に
増
や
し
て
い
る
の
で
、
彼
が
素
早
く
退
出
し
、「
よ
そ
へ
つ
つ
見
る
に
心

は
慰
ま
で
露
け
き
ま
さ
る
な
で
し
こ
の
花
」《
撫
子
の
花
を
若
宮
に
な
ぞ
ら
え
な
が
ら
見
て
い
る
が
、
心
は
慰
め
ら
れ
な
い
。
私
た
ち
の

愛
の
花
だ
か
ら
、
恋
し
さ
と
悲
し
さ
の
涙
の
露
は
い
っ
そ
う
増
え
て
い
く
》
と
い
う
歌
を
藤
壺
に
送
る
。
藤
壺
の
歌
は
、
そ
の
返
歌
で
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あ
る
。
詳
し
い
分
析
は
省
略
す
る
が
、「
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」
に
は
、
打
ち
消
し
の
「
ず
」
の
連
体
形
と
し
て
も
、
完
了
の
「
ぬ
」
の
終

止
形
と
し
て
も
読
め
る
の
で
、「
い
や
に
思
え
な
い
」
と
「
い
や
に
思
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
正
反
対
の
意
味
の
二
つ
の
「
疎
ま
れ

ぬ
」
が
成
立
す
る
。『
源
氏
物
語
』
の
ど
の
本
の
注
釈
に
お
い
て
も
二
つ
の
読
み
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
解

釈
は
、
現
代
人
の
考
え
方
を
特
徴
づ
け
て
い
る
「
二
項
択
一
」
に
従
っ
て
、
一
つ
だ
け
に
絞
ら
れ
て
い
る
。
紫
式
部
の
工
夫
も
、《
こ
の

大
和
撫
子
、
若
宮
は
、
罪
の
花
な
の
で
、
つ
ら
い
涙
の
露
が
袖
を
濡
ら
し
、
疎
ま
し
く
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
子
は
、
愛

の
花
な
の
で
、
袖
に
は
愛
し
い
涙
も
零
れ
て
、
疎
ま
し
く
は
思
わ
れ
な
い
》
と
い
う
歌
の
意
味
が
物
語
に
も
た
ら
し
て
い
る
緊
張
感
と

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
も
崩
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
う
一
つ
の
例
に
お
い
て
は
、「
ぬ
」
の
「
重
ね
合
わ
せ
」
は
パ
ロ
デ
ィ
的
な
効
果
を
作
り
出
し
て
い
る
。『
竹
取
物
語
』
の
な
か
で

阿
部
の
右
大
臣
が
詠
ん
だ
「
限
り
な
き
思
ひ
に
焼
け
ぬ
皮
衣
袂
乾
き
て
今
日
こ
そ
は
着
め
」
と
い
う
歌
で
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
か
ら
唐
土

に
あ
る
火
鼠
の
皮
衣
を
届
け
る
と
い
う
試
練
を
与
え
ら
れ
た
右
大
臣
は
、
お
金
で
買
え
な
い
も
の
は
な
い
と
信
じ
て
、
商
人
に
任
せ
た

が
、
騙
さ
れ
た
と
は
知
ら
ず
、
偽
物
と
と
も
に
か
ぐ
や
姫
に
送
っ
た
歌
で
あ
る
。《
限
り
の
な
い
思
い
の
火
に
も
焼
け
な
い
皮
衣
だ
よ
。

だ
か
ら
、
今
ま
で
涙
に
濡
れ
て
い
た
私
の
袂
は
乾
い
て
し
ま
っ
て
、
今
日
こ
そ
、
あ
な
た
も
皮
衣
を
着
て
、
私
も
乾
い
た
衣
を
着
よ
う
》

と
い
う
意
味
の
つ
も
り
で
詠
ん
だ
だ
ろ
う
が
、
彼
の
行
動
と
同
様
に
、
歌
の
知
識
も
愚
か
だ
っ
た
の
で
、《
限
り
の
な
い
思
い
の
火
な
ら

焼
け
な
い
皮
衣
は
、
何
と
焼
け
て
し
ま
っ
た
。
あ
な
た
の
こ
と
は
恋
し
く
思
わ
な
く
な
っ
た
の
で
、
恋
の
涙
に
濡
れ
て
い
た
袂
は
乾
い

て
し
ま
い
、
や
っ
と
乾
い
た
衣
を
着
よ
う
》
と
い
う
も
う
一
つ
の
意
味
に
気
づ
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

引
用
し
た
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
助
詞
・
助
動
詞
の
「
重
ね
合
わ
せ
」
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
世
界
に
お
い
て
は
、
悲
し
み
と
喜
び

が
混
じ
り
合
い
、
涙
の
奥
に
笑
い
が
聞
こ
え
て
く
る
。Y

es

とN
o

の
間
に
挟
ま
れ
て
お
り
、
両
極
と
の
間
の
往
復
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、『
易
経
』
に
根
ざ
し
、
老
子
・
荘
子
思
想
に
代
表
さ
れ
る
古
代
中
国
の
「
曖
昧
さ
の
哲
学
」
は
、
古
代
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日
本
に
お
い
て
は
「
あ
い
ま
い
さ
の
詩
学
」
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
意
味
作
用
は
、
決
定
性
を
求
め
て
、
解
釈
を
「
一
つ
だ
け
の
正
し
い
答
え
」
に
絞
ろ
う
と
し
て
い
る
現
代
人
の
ロ
ジ
ッ

ク
に
は
背
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
⑧
。
し
か
し
、
友
人
と
死
に
別
れ
た
人
が
そ
の
絵
を
見
な
が
ら
作
っ
た
「
な
き
人
の
形
見
と
思
ふ
に

あ
や
し
き
は
ゑ
見
て
も
袖
の
濡
る
る
な
り
け
り
」《
亡
く
な
っ
た
人
の
形
見
だ
と
思
い
、
袖
が
悲
し
き
涙
に
濡
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
不
思

議
な
こ
と
に
、
絵
を
見
て
も
見
な
く
て
も
袖
が
濡
れ
て
い
て
、
そ
の
人
の
笑
顔
や
楽
し
い
時
の
思
い
出
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
、

涙
に
は
微
笑
み
が
混
ざ
っ
て
き
た
の
だ
。》（
拾
遺
集
、
麗
景
殿
宮
、
雑
下
・
五
四
二
）
と
い
う
歌
に
よ
み
込
ま
れ
た
複
雑
な
気
持
ち
は
、

私
た
ち
に
も
痛
感
で
き
る
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

古
代
び
と
の
「
知
」
の
形
態
と
し
て
の
和
歌
を
特
徴
づ
け
て
い
る
「
あ
い
ま
い
さ
の
詩
学
」
は
、
さ
ら
に
和
歌
集
に
お
け
る
歌
の
流

れ
に
沿
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
い
く
つ
か
の
例
を
紹
介
す
る
。

和
歌
集
に
お
け
る
メ
タ
詩
的
レ
ベ
ル
で
の
議
論

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
和
歌
は
、
内
容
か
ら
レ
ト
リ
ッ
ク
と
文
法
ま
で
、
東
洋
思
想
の
法
則
原
理
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
シ
ン

ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
に
基
づ
い
て
い
て
、
古
代
中
国
の
思
想
を
受
容
し
再
解
釈
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
働
い
て
い
る
。
一
方
、
そ
の
解
釈
は
、

や
ま
と
言
葉
の
潜
在
力
を
活
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
と
心
と
い
う
和
歌
の
主
要
な
テ
ー
マ
の
枠
組
み
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る

の
で
、
議
論
の
焦
点
に
な
る
の
は
、
人
生
の
様
々
な
経
験
を
重
ね
る
に
つ
れ
知
っ
て
い
く
「
人
の
心
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
現
代

の
自
然
科
学
を
憶
い
起
こ
さ
せ
る
「
重
ね
合
わ
せ
」⑨
の
意
味
作
用
を
通
し
て
成
立
す
る
「
あ
い
ま
い
さ
の
詩
学
」
は
、
古
代
中
国
の
「
曖

昧
さ
の
哲
学
」
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
ほ
ど
の
深
さ
を
得
て
、
今
も
な
お
人
の
心
に
通
用
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

議
論
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
和
歌
の
働
き
と
、「
重
ね
合
わ
せ
」
と
い
う
そ
の
主
要
な
意
味
作
用
の
パ
タ
ー
ン
の
重
大
な
結
果
の
一
つ
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は
、
和
歌
集
全
体
が
哲
学
理
論
書
と
同
様
に
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、『
古
今
集
』

を
モ
デ
ル
に
し
た
、
和
歌
集
の
独
特
な
構
造
で
あ
る
。
歌
こ
と
ば
に
関
す
る
知
識
を
纏
め
る
だ
け
な
ら
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
分
類
的

構
造
の
方
が
効
果
的
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、『
古
今
集
』
の
構
造
に
は
、
別
の
狙
い
が
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
そ
れ
は
、「
自

然
」
と
「
心
」
の
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
を
追
究
し
て
い
く
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
四
季
の
移
り
変
わ
り
と
呼
応
し
て

変
わ
っ
て
い
く
思
い
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
の
流
れ
を
表
現
し
、「
生
」
と
「
死
」
の
問
題
を
意
味
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
ま
で
精
密
な
構
造
は
、
ど
ん
な
に
天
才
で
あ
っ
て
も
、
人
の
意
図
と
工
夫
だ
け
で
は
実
現
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、

前
に
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
和
歌
は
、
西
洋
の
詩
と
は
違
っ
て
、「
言
の
葉
」
に
潜
在
す
る
表
現
力
を
活
か
す
こ
と
で
詠
ま
れ
て
い
た
の

で
、
人
の
意
思
で
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
い
は
だ
か
ら
こ
そ
、「
言
の
葉
」
は
、
文
字
通
り
、

「
木
の
葉
」
の
よ
う
に
成
長
し
て
い
く
の
で
、
時
の
流
れ
に
沿
っ
て
歌
を
並
べ
る
と
、「
言
の
葉
」
の
成
長
の
痕
跡
を
た
ど
り
、
人
間
が

「
言
の
葉
」
に
宿
し
た
思
い
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

隣
接
す
る
歌
の
連
続
的
な
読
み
の
可
能
性
は
、
最
近
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
き
て
、
具
体
的
な
研
究
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
研
究
は
ま
だ
主
と
し
て
特
定
の
歌
群
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
一
つ
の
和
歌
集
の
歌
を
最
初
か
ら
最
後
ま
で
連
続
的
に
解
釈
し
て

み
る
試
み
は
、
遠
い
将
来
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
、
右
に
素
描
し
た
仮
説
に
従
っ
て
、
隣
接
す
る
歌
で
は
な
く
、
同
じ
表
現
を
詠
ん
だ
歌
を
登
場
順
に
並
べ
て
、
意
味
の
展

開
を
追
究
し
て
み
る
。『
古
今
集
』
か
ら
二
つ
の
例
を
取
り
上
げ
る
が
、
歌
こ
と
ば
の
「
声
」
が
聞
こ
え
て
く
る
た
め
、
コ
メ
ン
ト
を
な

る
べ
く
控
え
る
こ
と
に
す
る
。
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（
イ
）　
「
色
」
に
染
ま
る
「
心
」

　
『
古
今
集
』
で
は
「
色
」
を
詠
ん
だ
歌
は
七
十
七
首
あ
り
⑩
、
そ
の
う
ち
の
三
十
五
首
も
四
季
の
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
当
然
だ
ろ
う
。

注
目
す
べ
き
は
、
春
上
巻
の
三
十
二
番
か
ら
四
十
七
番
ま
で
の
梅
の
花
を
詠
ん
だ
十
七
首
は
、
密
接
に
繋
が
っ
て
い
て
、
最
初
の
長
い

歌
群
を
な
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
色
か
香
り
か
」
と
い
う
議
論
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
、
歌
の
連
続
的
な
読
み
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
く
思
え
る
の
は
、
恋
歌
の
巻
に
お
い
て
も
十
九
首
の
例
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
色
が
な
い
人
の
心
は
、
ど
ん
な
「
色
」
に
染
ま
っ
た
だ
ろ
う
。
す
べ
て
の
歌
を
引
用
で
き
な
い
の
で
、
代
表
的
な
例
を
通
し
て
「
色
」

の
概
念
化
の
過
程
を
追
究
し
よ
う
。

 

題
知
ら
ず

よ
そ
に
の
み
あ
は
れ
と
ぞ
見
し
梅
の
花
あ
か
ぬ
色
香
は
折
り
て
な
り
け
り
（
素
性
法
師
、
春
上
・
三
七
）

《
梅
の
花
は
、
遠
く
か
ら
見
て
美
し
い
と
感
じ
な
が
ら
も
自
分
と
は
関
係
の
な
い
よ
う
に
思
っ
て
い
た
。
花
を
折
っ
て
、
色
と
香
り
が
心

に
染
み
込
ん
だ
の
で
、
無
関
係
で
あ
る
と
は
思
わ
な
く
な
っ
た
》

 

梅
花
を
折
り
て
、
人
に
贈
り
け
る

君
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む
梅
花
色
を
も
香
を
も
知
る
人
ぞ
知
る
（
紀
友
則
、
春
上
・
三
八
）

《
あ
な
た
以
外
に
誰
に
梅
の
花
を
見
せ
て
思
い
を
分
か
ち
合
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
色
を
も
香
り
を
も
、
知
る
人
ぞ
知
る
》
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桜
の
花
の
も
と
に
て
、
年
の
老
い
ぬ
る
こ
と
を
歎
き
て
、
よ
め
る

色
も
香
も
お
な
じ
昔
に
さ
く
ら
め
ど
年
ふ
る
人
ぞ
あ
ら
た
ま
り
け
る
（
紀
友
則
、
春
上
・
五
七
）

《
桜
花
は
、
色
も
香
り
も
昔
と
変
わ
ら
ず
咲
い
て
い
る
が
、
年
を
重
ね
て
老
い
て
い
く
人
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
》

 

題
し
ら
ず

春
の
色
の
い
た
り
い
た
ら
ぬ
里
は
あ
ら
じ
咲
け
る
咲
か
ざ
る
花
の
見
ゆ
ら
む
（
よ
み
人
知
ら
ず
、
春
下
・
九
三
）

《
春
の
色
は
、
至
り
至
っ
て
、
至
ら
ぬ
里
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
ど
う
し
て
咲
い
て
い
る
花
と
咲
い
て
い
な
い
花
が
あ
る
の
だ
ろ
う
》

 

移
ろ
へ
る
花
を
見
て
よ
め
る

花
見
れ
ば
心
さ
へ
に
ぞ
う
つ
り
け
る
色
に
は
出
で
じ
人
も
こ
そ
し
れ
（
躬
恒
、
春
下
・
一
○
四
）

《
衰
え
て
散
る
花
を
見
る
と
、
自
分
の
心
も
花
と
と
も
に
衰
え
変
わ
っ
て
い
く
。
目
に
見
え
る
花
の
色
と
は
違
っ
て
心
の
思
い
は
見
え
な

い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
見
え
て
し
ま
っ
て
人
に
知
ら
れ
た
の
だ
》

花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
よ
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
（
小
町
、
春
下
・
一
一
三
）

《
花
の
色
が
あ
せ
て
い
く
の
と
同
様
に
、
恋
も
愛
情
も
薄
く
な
っ
て
い
く
し
、
女
性
（
私
）
の
美
し
さ
も
消
え
て
い
く
。
な
ん
と
空
し
い

こ
と
で
あ
ろ
う
。
降
り
続
け
る
雨
を
眺
め
な
が
ら
、
時
が
流
れ
る
に
つ
れ
て
、
人
（
私
）
が
少
し
ず
つ
古
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
い

て
思
っ
た
の
だ
》
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是
貞
親
王
の
家
の
歌
合
に
よ
め
る

白
露
の
色
は
ひ
と
つ
を
い
か
に
し
て
秋
の
木
の
葉
を
ち
ぢ
に
染
む
ら
ん
（
敏
行
、
秋
下
・
二
五
七
）

《
白
露
の
色
は
一
つ
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
秋
の
木
の
葉
を
と
り
ど
り
の
色
に
染
め
る
の
だ
ろ
う
》

 

題
し
ら
ず

秋
の
露
い
ろ
い
ろ
ご
と
に
お
け
ば
こ
そ
山
の
木
の
葉
の
千
種
な
る
ら
め
（
よ
み
人
知
ら
ず
、
同
・
二
五
九
）

《
秋
の
露
は
色
と
り
ど
り
に
置
く
か
ら
こ
そ
、
山
の
木
の
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
》

 

人
を
わ
か
れ
け
る
時
に
よ
み
け
る

わ
か
れ
て
ふ
事
は
色
に
も
あ
ら
な
く
に
心
に
し
み
て
わ
び
し
か
る
ら
む
（
貫
之
、
離
別
・
三
八
一
）

《
別
れ
と
い
う
も
の
は
色
で
も
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
色
で
あ
る
か
の
よ
う
に
寂
し
さ
が
心
に
染
み
込
む
の
だ
ろ
う
》

人
知
れ
ず
思
へ
ば
く
る
し
紅
の
末
摘
花
の
色
に
出
で
な
む
（
よ
み
人
知
ら
ず
、
恋
一
・
四
九
六
）

《
人
知
れ
ず
に
思
い
慕
う
こ
と
は
苦
し
い
。
だ
か
ら
そ
の
思
い
は
、
末
摘
花
の
紅
色
を
借
り
て
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
》

思
ふ
に
は
忍
ぶ
る
こ
と
ぞ
負
け
に
け
る
色
に
は
出
で
じ
と
思
ひ
し
も
の
を
（
同
、
五
○
三
）

《
思
い
を
隠
そ
う
と
思
っ
た
気
持
ち
は
、
思
い
の
強
さ
に
負
け
て
し
ま
っ
た
。
色
に
染
ま
っ
て
見
え
る
よ
う
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
た
が
、
や
は
り
見
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
》
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秋
の
野
に
み
だ
れ
て
咲
け
る
花
の
色
の
千
種
に
も
の
を
思
ふ
こ
ろ
か
な
（
貫
之
、
恋
二
・
五
八
三
）

《
秋
の
野
原
に
乱
れ
て
咲
い
て
い
る
花
が
色
と
り
ど
り
に
な
る
の
は
、
私
と
同
様
に
、
物
思
い
に
耽
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
》

紅
の
初
花
ぞ
め
の
色
深
く
思
ひ
し
心
わ
れ
忘
れ
め
や
（
よ
み
人
知
ら
ず
、
恋
四
・
七
二
三
）

《
初
咲
き
の
紅
花
の
紅
色
で
深
く
染
め
た
か
の
よ
う
に
、
初
恋
の
心
の
思
い
は
忘
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
》

色
も
な
き
心
を
人
に
染
め
し
よ
り
う
つ
ろ
は
む
と
は
思
ほ
え
な
く
に
（
貫
之
、
恋
四
・
七
二
九
）

《
そ
も
そ
も
色
の
な
い
心
は
人
へ
の
思
い
に
染
ま
っ
て
か
ら
、
色
と
い
う
も
の
は
移
ろ
い
や
す
い
と
は
思
わ
な
く
な
っ
た
》

世
の
中
の
人
の
心
は
花
染
め
の
う
つ
ろ
ひ
や
す
き
色
に
ぞ
あ
り
け
る
（
よ
み
人
知
ら
ず
、
恋
五
・
七
九
五
）

《
世
の
中
の
人
の
心
は
、
や
は
り
花
染
め
の
移
ろ
い
や
す
い
色
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
》

色
見
え
て
う
つ
ろ
ふ
も
の
は
世
の
中
の
人
の
心
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る
（
小
町
、
恋
五
・
七
九
七
）

《
自
然
の
花
の
色
が
変
る
こ
と
は
見
え
る
の
と
は
違
っ
て
、
世
の
中
の
人
の
心
の
花
の
色
の
移
り
変
わ
り
は
、
普
段
は
見
え
な
い
。
見
え

な
い
が
、
言
葉
に
し
て
、
歌
に
表
現
す
る
と
、
見
え
て
く
る
…
。》

 

主
、
身
ま
か
り
に
け
る
人
の
家
の
梅
の
花
を
見
て
、
よ
め
る

色
も
香
も
昔
の
濃
さ
に
に
ほ
へ
ど
も
植
ゑ
け
む
人
の
影
ぞ
こ
ひ
し
き
（
貫
之
、
哀
傷
・
八
五
一
）
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《
梅
の
花
は
、
色
も
香
り
も
昔
と
変
わ
ら
な
い
濃
さ
で
咲
い
て
い
る
が
、
恋
し
く
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
美
し
さ
の
た
め
と
い
う
よ
り

も
、
梅
を
植
え
た
人
の
面
影
を
宿
し
て
い
る
か
ら
だ
》

　
「
色
」
を
詠
ん
だ
す
べ
て
の
歌
を
徹
底
的
に
追
究
し
て
み
れ
ば
、
様
々
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
も
っ
と
明
確
に
見
え
て
く
る
が
、
引
用
し
た

例
か
ら
も
、「
色
」
の
意
味
合
い
の
展
開
を
通
し
て
、
そ
の
概
念
化
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
草
葉
の
色
が
美
し
く
見

え
る
の
は
、
人
が
そ
れ
に
様
々
な
思
い
を
寄
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
色
の
な
い
心
が
色
に
染
ま
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ

る
。

　

つ
ま
り
、「
色
」
の
意
味
は
、
目
に
見
え
る
「
草
葉
の
色
」
か
ら
目
に
見
え
な
い
「
心
の
色
」
へ
と
展
開
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
意

味
の
展
開
が
完
成
し
て
か
ら
、
最
後
の
歌
に
詠
ま
れ
た
「
色
」
は
、
ま
た
も
花
の
自
然
の
色
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
「
心
の
色
」
の

面
影
が
宿
っ
て
い
る
の
だ
。

　
「
言
の
葉
」
の
意
味
の
移
り
変
わ
り
を
示
す
「
色
」
の
流
れ
と
は
違
っ
て
、
次
に
取
り
上
げ
る
「
夢
か
う
つ
つ
か
」
の
歌
は
、
古
代
中

国
思
想
の
受
容
と
再
解
釈
の
過
程
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。

（
ロ
）　
「
夢
か
う
つ
つ
か
」

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
「
夢
か
う
つ
つ
か
」
と
い
う
疑
問
は
、
老
子
・
荘
子
の
思
想
に
さ
か
の
ぼ
り
、
荘
子
の
「
胡

蝶
の
夢
」
と
い
う
故
事
に
起
因
し
て
い
る
。
荘
子
は
、
胡
蝶
と
な
っ
た
夢
を
見
て
目
覚
め
る
と
、
自
分
が
夢
の
な
か
で
胡
蝶
に
変
身
し

た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
胡
蝶
が
今
、
夢
の
な
か
で
自
分
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
疑
っ
た
と
い
う
（『
荘
子
』、「
斎
物
論
」）。
要
す
る

に
、
夢
と
現
実
と
は
は
っ
き
り
区
別
で
き
な
い
、
ま
た
、
そ
の
対
立
す
ら
超
越
で
き
な
い
と
い
う
思
想
で
あ
る
⑪
。

－ 22 －（101）



　

古
代
日
本
人
は
そ
の
思
想
を
い
か
に
受
容
し
、
認
識
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
古
今
集
』
に
お
い
て
は
「
夢
」
を
詠
ん
だ
歌
は
三

十
五
首
あ
り
、
そ
の
う
ち
「
う
つ
つ
」
を
も
登
場
さ
せ
た
の
は
、
十
一
首
で
あ
る
。
隣
接
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
離
れ
て
い
る
も
の
も

あ
る
が
、
登
場
順
に
並
べ
る
と
、
す
べ
て
が
関
連
づ
け
ら
れ
、「
夢
か
う
つ
つ
か
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
読
め
る
。

　

出
発
点
は
、

　

む
ば
た
ま
の
夢
に
何
か
は
慰
ま
む
う
つ
つ
に
だ
に
も
飽
か
ぬ
心
を
（
深
養
父
、
物
名
・
四
四
九
）

　
《
真
っ
黒
な
夢
に
は
何
か
の
慰
め
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
実
に
す
ら
満
足
で
き
な
い
心
な
の
に
》

　

と
い
う
歌
で
あ
る
。
夢
よ
り
現
実
の
方
が
頼
も
し
い
は
ず
な
の
に
、
そ
の
現
実
に
飽
き
て
し
ま
う
と
、
何
を
心
の
慰
め
に
し
よ
う
か

と
い
う
、
誰
も
が
一
度
ぐ
ら
い
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
空
し
い
気
持
ち
で
あ
ろ
う
。

　

現
実
に
絶
望
す
る
か
ら
こ
そ
、
次
の
歌
に
詠
ま
れ
た
よ
う
に
、
心
に
は
、
夢
が
現
実
に
な
れ
ば
、
と
い
う
願
望
が
植
え
つ
け
ら
れ
る
。

　

恋
ひ
わ
び
て
う
ち
寝
る
な
か
に
行
き
通
ふ
夢
の
直た

だ

路ぢ

は
う
つ
つ
な
ら
な
む
（
敏
行
、
恋
二
・
五
五
八
）

　
《
恋
し
く
て
た
ま
ら
な
い
思
い
に
悩
み
寝
る
と
、
夢
の
な
か
に
恋
し
い
人
の
も
と
へ
通
い
続
け
る
。
あ
あ
、
そ
の
夢
の
真
っ
直
ぐ
な
道

は
、
現
実
で
あ
っ
て
ほ
し
い
》

　

し
か
し
、
た
と
え
逢
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
別
れ
る
の
は
世
の
中
の
定
め
で
あ
る
。
次
の
歌
は
、
認
め
た
く
な
い
現
実
を
夢

に
紛
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。「
よ
み
人
知
ら
ず
」
の
歌
な
の
で
、
誰
に
も
あ
り
う
る
、
誰
に
も
痛
感
で
き
る
思
い
で
あ
ろ
う
。
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ほ
と
と
ぎ
す
夢
か
う
つ
つ
か
朝
露
の
お
き
て
別
れ
し
暁
の
声　
（
よ
み
人
知
ら
ず
、
恋
三
・
六
四
一
）

　
《
ほ
と
と
ぎ
す
よ
、
夢
か
現
実
か
？　

涙
を
誘
う
朝
露
が
置
く
と
と
も
に
起
き
て
（
恋
し
い
人
と
）
別
れ
た
暁
に
、
あ
な
た
の
声
の
な

か
で
聞
き
分
け
た
い
も
の
だ
》

　

続
い
て
の
二
首
は
、
贈
答
歌
、
す
な
わ
ち
「
会
話
」
な
の
で
、
読
者
を
い
っ
そ
う
積
極
的
に
巻
き
込
み
、「
夢
か
う
つ
つ
か
」
の
疑
問

を
ま
る
で
体
験
さ
せ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

君
や
来
し
（
じ
）
我
や
行
き
け
ん
思
ほ
え
ず
夢
か
う
つ
つ
か
寝
て
か
覚
め
て
か
（
よ
み
人
知
ら
ず
、
六
四
五
）

　
《
あ
な
た
が
来
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
来
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
が
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
何
と
も
思
え
な
い
。
夢
か
う
つ

つ
か
、
寝
て
い
る
か
、
覚
め
て
い
る
か
？
》

 

返
し

　

か
き
く
ら
す
心
の
闇
に
惑
ひ
に
き
夢
う
つ
つ
と
は
世
人
さ
だ
め
よ
（
業
平
、
六
四
六
）

　
《
思
い
を
か
き
乱
す
心
の
闇
に
惑
っ
て
し
ま
っ
た
。
夢
か
現
実
か
、
世
間
の
人
に
定
め
て
も
ら
お
う
》

　

そ
の
直
後
の
歌
は
、
贈
答
歌
を
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
流
れ
も
纏
め
て
い
る
と
い
え
る
。
出
発
点
の
歌
を
踏
ま
え
て
、

そ
れ
に
詠
ま
れ
た
「
む
ば
た
ま
の
夢
」
を
「
む
ば
た
ま
の
闇
の
う
つ
つ
」
に
変
え
た
こ
の
歌
は
、「
題
知
ら
ず
」「
よ
み
人
知
ら
ず
」
に

な
っ
て
い
る
の
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
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む
ば
た
ま
の
闇
の
う
つ
つ
は
さ
だ
か
な
る
夢
に
い
く
か
も
ま
さ
ら
ざ
り
け
り
（
六
四
七
）

　
《
真
っ
黒
な
闇
の
う
つ
つ
は
、
鮮
明
な
夢
に
少
し
も
ま
さ
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
》

　

こ
の
よ
う
に
、
夢
と
現
実
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
る
ほ
ど
、
数
多
く
の
辛
い
体
験
を
通
じ
て
、
や
っ
と
そ
の
対
立
す
ら
紛
ら
わ
す
と
い

う
荘
子
の
教
え
の
エ
ッ
セ
ン
ス
に
た
ど
り
つ
く
の
で
あ
る
。『
古
今
集
』
の
選
者
に
よ
る
三
首
の
歌
群
は
、
そ
の
日
本
的
な
再
解
釈
と
し

て
読
め
る
。

　

寝
て
も
見
ゆ
寝
で
も
見
て
け
り
大
方
は
う
つ
せ
み
の
世
ぞ
夢
に
は
あ
り
け
る
（
紀
友
則
、
哀
傷
・
八
三
三
）

　
《
寝
て
も
見
え
る
、
寝
な
い
で
も
見
て
し
ま
う
。
空
蝉
の
よ
う
な
、
儚
い
世
の
中
は
、
夢
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
》

　

夢
と
こ
そ
言
ふ
べ
か
り
け
れ
世
の
中
に
う
つ
つ
あ
る
物
と
思
ひ
け
る
か
な
（
紀
貫
之
、
八
三
四
）

　
《
そ
う
だ
。
夢
と
こ
そ
言
う
べ
き
だ
っ
た
の
だ
。
世
の
中
に
現
実
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
だ
な
あ
》

　

寝
る
が
う
ち
に
見
る
と
の
み
や
は
夢
と
い
は
む
儚
き
世
を
も
う
つ
つ
と
は
見
ず
（
壬
生
忠
峯
、
八
三
五
）

　
《
寝
て
い
る
間
に
見
る
も
の
だ
け
を
夢
と
言
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
だ
っ
て
、
儚
い
世
の
中
を
も
、
現
実
と
は
見
な
い
》。

　

そ
し
て
、「
夢
か
う
つ
つ
か
」
の
歌
の
流
れ
を
結
び
、
議
論
の
纏
め
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
次
の
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
の
歌
で
あ
る
。

　

世
の
中
は
夢
か
う
つ
つ
か
う
つ
つ
と
も
夢
と
も
知
ら
ず
あ
り
て
な
け
れ
ば
（
雑
下
・
九
四
二
）

　
《
世
の
中
は
、
夢
か
現
実
か
？　

現
実
と
も
、
夢
と
も
、
分
か
ら
な
い
、
あ
っ
て
、
な
い
も
の
だ
か
ら
》
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『
古
今
集
』
か
ら
百
年
ぐ
ら
い
経
ち
、『
堀
河
百
首
』（
一
一
〇
五

－

一
一
〇
六
）
に
は
、
荘
子
の
「
蝶
の
夢
」
を
詠
み
、
そ
の
日
本
的

な
再
解
釈
を
纏
め
る
か
の
よ
う
な
歌
が
登
場
し
て
く
る
。
作
者
の
大
江
匡ま

さ
ふ
さ房

は
、
院
政
期
時
代
を
代
表
す
る
文
学
者
で
あ
り
、
漢
詩
に

も
和
歌
に
も
優
れ
て
い
た
の
で
、
二
つ
の
伝
統
が
比
較
で
き
る
知
識
を
も
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

百も
も
と
せ年

は
花
に
や
ど
り
て
過
ぐ
し
て
き
こ
の
世
は
蝶
の
夢
に
あ
り
け
る
（
一
五
三
八
）

　
《
百
年
（
一
生
）
を
、
花
に
宿
っ
て
生
き
て
い
る
蝶
の
よ
う
に
、
花
を
愛
で
て
過
ご
し
て
き
て
、
痛
感
し
た
。
こ
の
世
は
、
確
か
に
蝶

の
夢
だ
っ
た
の
だ
》

　

こ
の
歌
は
、
平
安
文
化
に
よ
る
古
代
中
国
思
想
の
受
容
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
も
読
め
る
で
あ
ろ
う
。
古
代
日
本
人
は
、
文
字
通
り
、

花
に
思
い
を
寄
せ
て
、
自
然
と
心
と
の
往
復
を
通
じ
て
、
あ
る
か
な
い
か
の
世
の
中
を
体
験
し
認
識
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
哲
学
的
思
想
を
自
分
の
体
験
で
痛
感
し
、
自
然
と
心
と
結
び
付
け
て
表
現
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
歌
の
流
れ

の
な
か
で
凝
縮
し
て
き
た
「
あ
い
ま
い
さ
の
歌
学
」
は
、
道
教
の
「
曖
昧
さ
の
哲
学
」
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
ほ
ど
の
普
遍
性
に
達
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
え
る
。

未
来
へ
の
眼
ざ
し

　

二
十
世
紀
の
前
半
に
、
自
然
科
学
に
お
い
て
は
革
命
的
な
変
化
が
起
き
た
。
そ
の
変
化
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
相
対
性
理
論
と
量
子
力
学
の
発
見
と
い
う
二
つ
で
あ
る
。
古
典
物
理
学
の
土
台
を
な
す
因
果
律
と
決
定
論
が
破
綻
し
、
一
義
的
決

定
性
や
完
全
な
記
述
の
可
能
性
と
い
う
幻
想
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
然
界
は
そ
の
根
底
の
と
こ
ろ
で
非
決
定
論
的
な
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振
舞
い
を
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
自
然
科
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
中
間
領
域
＝
あ
い
ま
い
な
領
域
」
に
焦
点
を
合
わ

せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

自
然
科
学
の
革
命
は
人
文
科
学
の
流
れ
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
一
九
三
二
年
に
「
量
子
力
学
の
確
立
」
へ
の
貢
献
の

た
め
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
カ
ー
ル
・
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
日
本
が
理
論
物
理
学

の
発
展
に
大
い
に
貢
献
し
て
き
た
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
貢
献
は
「
東
洋
の
哲
学
的
思
想
の
伝
統
と
量
子
力
学
の
哲
学
的
要
素
と
の
間

に
は
何
ら
か
の
関
連
性
が
あ
る
」
こ
と
に
も
依
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　

“It is probably true quite generally that in the history of hum
an thinking the m

ost fruitful developm
ents fre-

quently take place at those points w
here tw

o diff erent lines of thought m
eet. T

hese lines m
ay have their roots in 

quite diff erent parts of hum
an culture, in diff erent tim

es or diff erent cultural environm
ents or diff erent religious 

traditions; hence if they actually m
eet, that is, if they are at least so m

uch related to each other that a real inter-

action can take place, then one m
ay hope that new

 and interesting developm
ents m

ay follow
. ” 

（Fritjof Capra, 

T
he T

ao of Physics, 1975, p .9

）

《
人
間
思
想
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
思
想
の
異
な
る
流
れ
の
接
点
で
最
も
実
り
多
い
結
果
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い

事
実
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
文
化
の
異
な
る
分
野
に
根
ざ
し
て
お
り
、
時
代
的
・
宗
教
的
な
ど
に
異
な
っ
て
い
る
思
想
の
流
れ
が
接
触

す
る
場
合
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
流
れ
は
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
で
き
る
ほ
ど
接
近
し
て
く
る
場
合
、
興
味
深
い
新
発
展
が
期

待
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
》。

　

自
然
科
学
の
「
あ
い
ま
い
さ
の
理
論
」
と
東
洋
の
「
あ
い
ま
い
さ
の
思
想
」
は
、
い
つ
か
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
で
き
る
ほ
ど
接
近

し
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
断
定
は
で
き
な
い
が
、
物
理
学
こ
そ
形
而
上
学
的
思
想
の
土
台
を
な
し
て
い
る
の
で
、
物
理
学
が
起
こ
し
た
自
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然
科
学
の
革
命
的
な
変
化
に
続
い
て
、
私
た
ち
の
考
え
方
も
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
な
る
と
、「
知
」
の
形
態

と
し
て
の
古
代
日
本
文
学
の
役
割
も
再
評
価
さ
れ
、
ご
く
身
近
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
政
治
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
配
さ
れ
、
経
済
的
利
益
を
目
指
し
、
娯
楽
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
現
代
の
社
会
は
、
近
い
将
来

に
変
わ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
様
々
な
対
立
が
力
を
増
し
て
い
く
な
か
、
和
歌
を
中
心
と
し
た
日
本
古
典
文
学
に
詠
み
込
ま
れ
た
「
あ

い
ま
い
さ
」
の
思
想
を
主
張
し
よ
う
す
る
こ
と
は
、
虚
し
い
努
力
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
が
、
た
と
え
そ
の
文
学
が
世
の
中
を
変
え
る
こ

と
が
で
き
な
く
て
も
、
人
間
性
を
失
わ
な
い
た
め
、
人
の
心
の
頼
り
ど
こ
ろ
に
な
り
う
る
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

【
注
】

① 

デ
リ
ダ
が
こ
の
理
論
を
展
開
し
た
『
根
源
の
彼
方
に
―
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
―
』（
足
立
和
浩
訳
、
現
代
思
想
社
、
一
九
八
九
）
は
、
研
究
の
新
し
い
展
望
を
示
し
、
数

多
く
の
研
究
者
の
考
え
方
を
変
え
た
。
私
も
、
そ
の
一
人
な
の
で
、
長
い
間
、
そ
の
理
論
を
絶
対
的
な
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
い
た
。
感
謝
の
気
持
ち
は
今
も
変
わ
ら
な
い
が
、

理
論
の
応
用
を
通
し
て
、
そ
の
限
界
も
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

② 

こ
の
理
論
は
、Y

u. 

ロ
ト
マ
ン
のП

роблема “обучения культ
уры

” как её т
иполгическая харкт

ерист
ика （

文
化
的
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
の
特
徴
と
し
て
の
「
文
化
教
育
」
の
問

題
）、
ロ
ト
マ
ン
と
Ｂ
・
ウ
ス
ペ
ン
ス
キ
ー
のО семиот

ическом механизме культ
уры （

文
化
の
記
号
論
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
）
を
中
心
と
し
たТруды по знаковы

м 
сист

емам V
 （

記
号
シ
ス
テ
ム
研
究
、
一
九
七
一
）
と
い
う
論
文
集
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
展
開
さ
れ
た
の
だ
が
、『
文
学
理
論
と
構
造
主
義
』（
ロ
ト
マ
ン
著
、
磯
谷
孝
訳
、
岩
波

書
店
、
一
九
七
八
）
の
な
か
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
Ｕ
・
エ
ー
コ
は
、
コ
ー
ド
論
（『
記
号
論
II
』、
池
上
嘉
彦
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
、
二
二
二

－

二
二
五
頁
）
の

な
か
で
、
こ
の
理
論
を
踏
ま
え
て
「
過
小
コ
ー
ド
化
」
と
「
過
剰
コ
ー
ド
化
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
生
成
過
程
の
パ
タ
ー
ン
を
区
別
し
て
い
る
の
で
、
参
考
に
で
き
る
が
、
そ
の
場

合
、
注
目
す
べ
き
は
、
エ
ー
コ
に
よ
る
解
釈
は
や
や
狭
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

③ 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、『
心
づ
く
し
の
日
本
語
―
和
歌
で
よ
む
古
代
の
思
想
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
一
）
の
第
一
章
の
な
か
で
も
っ
と
詳
し
い
考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

④ 

平
安
文
化
の
リ
ゾ
ー
ム
的
構
造
と
そ
の
意
味
作
用
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、『
涙
の
詩
学
―
王
朝
文
化
の
詩
的
言
語
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
）
の
な
か
で
取
り

上
げ
て
い
る
（
三
九‒

四
八
頁
）。

⑤ 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、『
心
づ
く
し
の
日
本
語
』（
注
③
）
の
第
二
章
な
ど
に
お
い
て
詳
し
く
考
察
し
た
。

⑥ 『
古
今
集
』
な
ど
か
ら
の
歌
の
引
用
は
岩
波
書
店
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
が
、
試
み
た
解
釈
を
も
っ
と
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

⑦ 

解
釈
の
根
拠
づ
け
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
の
歌
が
執
筆
動
機
と
な
っ
た
『
心
づ
く
し
の
日
本
語
』（
注
③
）
の
第
八
章
の
な
か
で
詳
し
く
取
り
上
げ
た
。

⑧ 

決
定
論
的
な
ロ
ジ
ッ
ク
に
背
い
て
い
る
と
は
い
え
、
決
し
て
ロ
ジ
ッ
ク
と
は
無
関
係
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
代
表
的
な
例
は
、「
自
己
言
及
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
し
て
も
知
ら
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れ
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
伝
説
的
哲
学
者
エ
ピ
メ
ニ
デ
ス
（
紀
元
前
六
〇
〇
年
ご
ろ
）
に
よ
る
「
ク
レ
タ
人
は
い
つ
も
嘘
を
つ
く
」
と
い
う
発
言
に
基
づ
い
た
「
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
私
は
嘘
つ
き
だ
」
と
い
う
発
言
は
、
真
実
だ
と
す
れ
ば
、
嘘
つ
き
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
も
し
、
嘘
つ
き
で
あ
れ
ば
、
こ
の
発
言
も
嘘
で
あ
り
、

嘘
つ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
私
は
嘘
つ
き
だ
」
と
は
、
嘘
だ
と
す
れ
ば
、
嘘
つ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
嘘
つ
き
で
は
な
い
な
ら
、
発
言
も
真
実
で
あ
り
、
嘘

つ
き
で
あ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
無
限
の
連
続
と
な
る
の
で
、
真
偽
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑨ 「
重
ね
合
わ
せ
の
原
理
」
は
、
量
子
力
学
で
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
思
考
実
験
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
猫
」
の
実
験
で
あ
る
。

ミ
ク
ロ
な
粒
子
の
状
態
に
よ
っ
て
、
猫
の
生
死
を
決
定
す
る
実
験
装
置
を
作
る
と
、
ミ
ク
ロ
な
粒
子
の
状
態
は
複
数
の
状
態
を
同
時
に
重
ね
持
つ
の
だ
か
ら
、
猫
の
状
態
も
「
生
き

て
い
な
が
ら
死
ん
で
い
る
」
と
い
う
不
思
議
な
状
態
を
起
こ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

⑩ 

デ
ー
タ
は
、
角
川
書
店
の
新
編
『
国
歌
大
観
』
のCD

‒RO
M

に
よ
る
。
検
索
の
困
難
な
ど
、
多
数
の
欠
点
を
持
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
和
歌
研
究
に
お
い
て
画
期
的
な
変
化
を
も

た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑪ 

つ
い
で
に
付
け
加
え
る
と
、
荘
子
の
「
胡
蝶
の
夢
」
の
思
考
が
、
驚
く
ほ
ど
、
注
⑧
の
な
か
で
紹
介
し
た
エ
ピ
メ
ニ
デ
ス
の
「
ク
レ
タ
人
は
い
つ
も
嘘
を
つ
く
」
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
を
想
い
起
こ
さ
せ
る
こ
と
は
、
極
め
て
興
味
深
く
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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