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釈迢空（折口信夫）「奥熊野」論──写実と幻想の境界をさまよう旅

は
じ
め
に

折
口
信
夫
（
一
八
八
七
─

一
九
五
三
年
）
は
民
俗
学
者
、
国
文
学
者
と
し
て
、
そ
し

て
釈
迢
空
と
い
う
筆
名
で
、
短
歌
、
小
説
や
詩
を
発
表
し
た
創
作
者
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
る
。
折
口
は
、
柳
田
國
男
に
師
事
し
、
日
本
の
各
地
を
め
ぐ
り
民
俗
学

研
究
を
行
う
か
た
わ
ら
、
国
学
院
大
学
及
び
慶
應
義
塾
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、

『
万
葉
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
国
文
学
を
専
門
に
研
究
し
て
い

た
。
一
方
で
創
作
者
と
し
て
の
釈
迢
空
は
、
短
歌
に
読
点
や
字
空
け
な
ど
の
独
特

の
形
式
の
み
な
ら
ず
、
学
問
で
得
た
発
想
を
、
創
作
の
文
体
に
よ
っ
て
表
現
し
て

い
る
こ
と
、
ま
た
逆
に
歌
を
詠
む
こ
と
で
直
感
力
を
活
か
し
、
そ
れ
を
学
問
に
お

釈
迢
空
（
折
口
信
夫
）「
奥
熊
野
」
論
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─
写
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と
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の
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を
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本
論
で
は
、
折
口
信
夫
（
釈
迢
空
）
の
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
に
収
録
さ
れ
た
二
十
三
首
一
連
「
奥
熊
野
」
の
構
成
と
そ
の
モ
チ
ー

フ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
本
作
は
こ
れ
ま
で
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
の
原
型
と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
の
改
作
過
程

が
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
折
口
の
学
問
の
一
つ
の
主
題
と
な
る
他
界
観
念
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
し

か
し
、
歌
の
表
現
法
や
連
作
の
構
成
な
ど
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
分
析
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
そ
の
作
品
に
お
い
て
折
口
の

思
想
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
果
た
す
の
か
も
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、「
奥
熊
野
」
を
連
作
と
し
て
読
む
可
能
性
を
提
示
し
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
分
析
を
行
う
。
ま
ず
、
こ
の
連
作
の
モ

チ
ー
フ
を
、「
山
・
陸
」
と
「
海
」
と
い
う
二
つ
の
領
域
に
分
け
る
。
そ
し
て
、
陸
を
起
点
に
し
た
他
所
と
し
て
の
故
郷
へ
の
憧
れ
と
い
う

進
展
、
実
在
す
る
場
所
と
幻
想
の
場
所
と
い
う
二
つ
の
次
元
が
現
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
実
感
的
な
表
現
を
も
と
に
現
れ
る
幻
想
的
な

表
現
が
、
こ
の
連
作
の
二
面
性
を
顕
に
し
て
い
る
。
実
際
に
そ
の
二
面
性
こ
そ
「
写
実
」
と
「
虚
構
」
あ
る
い
は
「
現
在
」
と
「
古
代
」

と
い
う
二
項
対
立
を
乗
り
越
え
た
と
こ
ろ
で
、
歌
の
中
で
混
在
し
、「
写
生
」
の
新
た
な
可
能
性
を
見
い
だ
せ
る
。
こ
の
次
元
に
こ
そ
、
折

口
・
迢
空
の
先
駆
し
た
思
想
お
よ
び
創
作
の
根
源
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
提
示
し
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
　
釈
迢
空
・
折
口
信
夫
・
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
・
近
代
短
歌
・
連
作
・
写
生
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　  『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』「
奥
熊
野
」（
二
十
三
首
）

1	
た
び
ご
ゝ
ろ
も
ろ
く
な
り
来（

き
）ぬ

。
志（

し

摩ま
）

の
は
て　

安ア

乗ノ
リ

の
崎
に
、
灯ヒ

の
明
か
り
見
ゆ

2	

わ
た
つ
み
の
豊

（
と
よ
）は

た
雲
と●

●　

あ
は
れ
な
る
浮
き
寝
の
昼
の
夢
と●

●　

た
ゆ
た
ふ

3	

闇
に　

声
し
て
あ
は
れ
な
り
。
志
摩
の
海　

相ア
フ
サ

差
の
迫セ

門ト

に
、
盆
の
貝
吹
く

4	

天
づ
た
ふ
日
の
昏
れ
ゆ
け
ば●

●

、
わ
た
の
原　

蒼
（
そ
う

茫ぼ
う
）と

し
て　

深
き
風
ふ
く

5	

名
を
し
ら
ぬ
古
き
港
へ　

は
し
け
し
て
い
に
け
む
人
の　

思
ほ
ゆ
る
か
も

6	

山
め
ぐ
り　

二
日
人
見
ず　

あ
る
く
ま
の
蟻

（
あ
り
）の

孔
（
あ
な
）に

、
ひ
た
見
入
り
つ
ゝ

7	

二ニ

木キ

の
海　

迫
門
の
ふ
な
の
り　

わ
た
つ
み
の
入
り
日
の
濤

（
な
み
）に　

涙
お
と
さ
む

8	

青
山
に
、
夕
日
片
照
る
さ
び
し
さ
や　

入
り
江
の
町
の
ま
ざ
〳
〵
と
見
ゆ

9	

あ
か
と
き
を　

散
る
が
ひ
そ
け
き
色
な
り
し
。
志
摩
の
横
野
の　

空
色
の
花

10	

奥
牟（

む
ろ
）婁

の
町
の
市イ

チ
ビ

日
の
人
ご
ゑ
や　

日
は
照
り
ゐ
つ
　ゝ

雨
み
だ
れ
来
た
る

11	

藪
（
や
ぶ

原は
ら
）に

、
む
く
げ
の
花
の
咲
き
た
る
が
、
よ
そ
目
さ
び
し
き●

●　

夕
ぐ
れ
を
行
く

12	

大
海
に
た
ゞ
に
む
か
へ
る　

志
摩
の
崎　

波ナ

切キ
リ

の
村
に
あ
ひ
し
子
ら
は
も

13	

ち
ぎ
り
あ
れ
や　

山
路
の
を
草
莢

（
さ
や
）さ

き
て
、
種
と
ば
す
と
き
に　

来
あ
ふ
も
の
か
も
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14	

旅
ご
ゝ
ろ　

も
の
な
つ
か
し
も
。
夜
ま
つ
り
を
つ
か
ふ
る
浦
の　

人
出
に
ま
じ
る

15	

に
は
か
に
も　

こ
の
日
は
昏
れ
ぬ
。
高
山
の
崖ホ

キ

道ヂ	 ●
●　

風
吹
き
、
鶯
の
な
く

16	
那（

な

智ち
）

に
来（

き
）ぬ

。
竹ナ

柏ギ　

樟
ク
ス
ノ
キ

の
古
き
夢　

そ
よ　

ひ
る
が
へ
し
、
風
と
よ
み
吹
く

17	
青
う
み
に
ま
か
ゞ
や
く
日
や
。
と
ほ
〳
〵
し　

妣ハ
ハ

が
国
べ
ゆ●

●　

船
か
へ
る
ら
し

18	

波
ゆ
た
に
あ
そ
べ
り
。
牟
婁
の
磯
に
ゐ
て
、
た
ゆ
た
ふ
命　

し
ば
し
息
づ
く

19	

わ
が
乗
る
や
天ア

メ

の
鳥

（
と
り

船ぶ
ね
）	 ●
●　

海ウ
ナ

ざ
か
の
空
拍（

う
）つ

浪
に
、
高
く
あ
が
れ
り●

●

20	

た
ま
〳
〵
に
見
え
て
さ
び
し
も
。
か
ぐ
ろ
な
る
田タ

曾ソ

の
迫セ

ト

門
よ
り　

遠
き
い
さ
り
火

21	

わ
た
つ
み
の
ゆ
ふ
べ
の
波
の
も
て
あ
そ
ぶ　

島
の
荒ア

リ

磯ソ

を
漕
ぐ
が　

さ
び
し
さ

22	

わ
が
帆（

ほ
）な

る
。
熊
野
の
山
の
朝
風
に　

ま
ぎ
り　

お
し
き
り
、
高（

た
か
せ
）瀬を

の
ぼ
る

23	

う
す
闇
に
い
ま
す
仏
の
目
の
光　

ふ
と　

わ
が
目
逢
ひ
、
や
す
く
ぬ
か
づ
く

●	

「
わ
た
つ
み
の
豊
は
た
雲
」　

─
万
葉
語
（『
万
葉
集
』
一
五
）。　

▼
海
の
神
、
転
じ
て
海
そ
の
も
の
。

●	

「
浮
き
寝
」　

─
万
葉
語
（
三
五
九
二
・
五
〇
七
）。　

▼
水
鳥
が
水
の
上
に
浮
い
た
ま
ま
眠
る
こ
と
。
ま
た
、
水
上
に
停
泊
し
た
船
中
で
寝
る
こ
と
に
た
と
え
て
い

う
。「
浮
き
」
に
「
憂
き
」
の
意
を
か
け
て
、
不
安
な
思
い
で
寝
る
意
を
表
す
場
合
が
多
い
。

●	

「
天
づ
た
ふ
」　

─
万
葉
語
（
一
一
七
八
）。　

▼
「
日
」
に
か
け
た
枕
詞
。

●	

「
よ
そ
目
」　

─
万
葉
語
（
二
八
八
三
）。　

▼
こ
こ
で
は
、
よ
そ
な
が
ら
見
こ
と
、
わ
き
目
の
意
味
。

●	

「
崖
道
」　

─　
▼
険
し
い
山
道
。「
山
家
集
」
に
例
あ
り
（
平
安
末
期
の
私
家
集
、
西
行
の
詠
歌
を
収
め
る
）。

●	

「
妣
が
国
」　

─『
古
事
記
』
の
神
話
に
出
て
く
る
国
の
名
前
。　

▼
折
口
の
学
問
と
の
関
係
。

●	

「
天
の
鳥
船
」　

─『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
神
話
に
例
あ
り
。　

▼
鳥
が
飛
ぶ
よ
う
に
速
く
走
る
船
。

●	

「
海
ざ
か
」　

─
万
葉
語
（
一
七
四
〇
）。　

▼
海
の
は
て
、
海
上
の
堺
。
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い
て
展
開
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
創
作
と
学
問
と

の
関
係
は
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
現
時
点
で
は

具
体
的
な
短
歌
の
作
品
読
解
を
通
し
て
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
も
の

は
少
な
い
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
問
題
を
背
景
に
し
て
、
釈
迢
空
の
短
歌
を
読
み

解
く
こ
と
を
目
指
す
。

上
記
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
本
論
で
対
象
と
す
る
作
品
は
、
一
九
二
四
年

（
大
正
一
四
年
）
に
発
表
さ
れ
た
第
一
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
に
あ
る
「
奥
熊

野
」
と
い
う
二
十
三
首
一
連
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
折
口
が
学
者
と
し
て
の
活
動
を

行
う
以
前
に
書
か
れ
た
一
九
一
二
年
（
大
正
元
年
）
の
短
歌
を
題
材
と
し
て
い
る
。

第
一
章
で
は
、『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
の
構
成
と
、「
奥
熊
野
」
に
か
か
わ
る
先
行

研
究
を
確
認
す
る
。
そ
こ
か
ら
、「
奥
熊
野
」
が
前
作
の
改
作
を
通
じ
て
作
ら
れ

た
形
式
で
あ
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
歌
を
連
作
と
し
て
読
む
可
能
性
を
見

出
す
。
第
二
章
で
は
、「
奥
熊
野
」
を
連
作
と
し
て
読
む
に
あ
た
っ
て
、
釈
迢
空

の
「
写
生
」
や
「
実
感
」
と
い
っ
た
歌
風
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
奥
熊
野
」
の
構

成
、
文
体
や
リ
ズ
ム
を
分
析
す
る
。
第
三
章
で
は
、
そ
こ
で
発
見
さ
れ
た
モ
チ
ー

フ
が
、
同
時
代
の
折
口
の
論
文
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る

こ
と
で
、
創
作
と
学
問
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
。

●　
「
奥
熊
野
」
の
形
成

●
・
●　
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
と
ア
ラ
ラ
ギ

折
口
（
釈
迢
空
）
は
歌
壇
の
中
心
部

─『
ア
ラ
ラ
ギ
』
同
人
の
時
期
を
は
じ
め
、

各
時
代
の
要
求
に
応
じ
た
形
で
、
時
に
は
逆
に
そ
れ
に
対
抗
す
る
よ
う
に
自
分
の

作
風
を
保
ち
な
が
ら
も
、
短
歌
の
改
革
を
進
め
よ
う
と
し
た
。
大
正
十
四
年
五
月

二
十
三
日
に
、
改
造
社
か
ら
釈
迢
空
の
第
一
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
が
刊
行

さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
結
社
ア
ラ
ラ
ギ
と
訣
別
し
た
後
に
発
表
さ
れ
た
歌
集
で

も
あ
る
。『
ア
ラ
ラ
ギ
』
同
人
の
時
代
に
一
つ
も
作
品
を
発
表
し
て
い
な
い
と
い

う
事
実
は
、
折
口
は
ア
ラ
ラ
ギ
か
ら
の
決
別
な
し
に
は
歌
集
を
ま
と
め
ら
れ
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
池
田
弥
三
郎
に
よ
れ
ば

「『
ア
ラ
ラ
ギ
』
と
の
訣
別
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
歌
人
釈
迢
空
の
成
立
が
あ
っ

た
」
と
さ
れ
る●

★

。
し
か
し
、
こ
の
ア
ラ
ラ
ギ
と
の
関
係
を
重
視
し
た
立
場
に
対
し

て
は
検
討
の
余
地
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
初
期
作
品
の
改
作
や
再
収
録
過
程
に

注
目
す
れ
ば
、
私
家
版
歌
集
『
ひ
と
り
し
て
』
お
よ
び
『
安
乗
帖
』
が
そ
の
前
に

存
在
し
、
そ
こ
で
の
改
作
過
程
が
な
け
れ
ば
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
は
世
に
出
る

こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

藤
井
貞
和
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
折
口
信
夫
の
第
一
歌
集
に
あ
た
る
本
歌
集
は
、

「
著
者
の
40
年
と
す
る
前
半
人
生
の
総
集
で
あ
る
と
と
も
に
、
作
歌
年
代
も
22
年

間
に
渡
っ
て
い
て
、
す
こ
ぶ
る
複
雑
で
あ
る
ほ
か
な
い●

★

」。
そ
の
22
年
間
を
「
若

き
釈
迢
空
時
代
、
ア
ラ
ラ
ギ
時
代
、
釈
迢
空
歌
の
結
実
期
」
と
い
う
三
つ
の
時
期

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
構
成
に
加
え
、『
海
や
ま
の
あ

ひ
だ
』
は
「
自
選
歌
集
」
で
あ
る
以
上
、
著
者
は
初
期
作
品
を
い
く
ど
も
改
作
し
、

再
構
成
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
き
た●

★

。

『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
は
逆
年
順
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、「
大
正
十
三
年
」、「
大

正
十
二
年
」…
大
正
五
年
」
ま
で
一
年
ご
と
に
遡
っ
て
い
く
が
、
そ
の
次
は
「
大

正
四
年
以
前
、
明
治
四
十
四
年
ま
で
」
そ
し
て
「
明
治
四
十
三
年
以
前
、
三
十
七

年
頃
ま
で
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
大
正
五
年
以
前
の
時
期
を
二
つ
に
分
け
て
構
成

さ
れ
て
い
る
。「
年
譜
」（『
全
集
（
36
）』）
に
よ
れ
ば
、
折
口
が
ア
ラ
ラ
ギ
の
同
人

に
な
る
の
は
大
正
五
、
六
年
で
、
離
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
大
正
十
年
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
大
正
五
年
か
ら
大
正
十
年
ま
で
と
い
う
時
期
は
「
ア
ラ
ラ
ギ
時
代
」

と
い
う
こ
と
に
な
る●

★

。
つ
ま
り
折
口
は
、
初
期
作
品
を
私
家
版
歌
集
で
二
度
改
作

し
、
さ
ら
に
ア
ラ
ラ
ギ
と
別
れ
て
か
ら
改
作
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
改
作
過
程
に
お
い
て
重
要
な
の
は
「
自
選
歌
集
」
に
お
い
て
「
連
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作
」
と
い
う
形
式
が
現
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
写
生
」
や
「
万
葉
調
」
と
い

う
正
岡
子
規
の
方
法
お
よ
び
美
学
を
展
開
さ
せ
た
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
で
訓
練
を
経
た

折
口
は
、
大
正
十
四
年
に
、
大
正
五
年
以
前
の
歌
を
、『
安
乗
帖
』
や
『
ひ
と
り

し
て
』
か
ら
抽
出
し
、
整
理
し
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
に
収
め
る
。
こ
の
「
自
選

歌
集
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
私
家
版
の
歌
集
と
は
大
き
く
異
な
り
、
連
作
に
特
化
し

て
い
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
連
作
に
対
す
る
意
識
は
、「
奥

熊
野
」
の
編
集
過
程
に
お
い
て
も
伺
え
る
。
以
下
そ
の
過
程
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

●
・
●　

改
作
か
ら
連
作
へ

こ
こ
か
ら
は
初
期
作
品
と
し
て
注
目
さ
れ
る
「
奥
熊
野
」
が
『
海
や
ま
の
あ
ひ

だ
』
に
収
録
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
追
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
、
折
口
が
い
か
に
そ

の
主
題
に
こ
だ
わ
っ
て
、
そ
し
て
連
作
と
い
う
形
式
を
ど
れ
ほ
ど
ま
で
重
視
し
て

い
た
の
か
も
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

先
述
の
よ
う
に
釈
迢
空
短
歌
の
形
成
過
程
は
複
雑
で
あ
り
、
改
作
自
体
も
大
き

な
課
題
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る●

★

。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
大
正
元
年
を
起
点

と
し
て
、
大
正
十
四
年
に
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
に
編
集
さ
れ
る
際
に
出
来
上

が
っ
た
作
品
と
し
て
「
奥
熊
野
」
に
対
象
を
絞
る
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
経
緯

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

加
藤
守
雄
は
『
安
乗
帖
』
を
第
一
歌
集
、『
ひ
と
り
し
て
』
を
第
二
歌
集
、
そ

し
て
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
を
第
三
歌
集
と
見
て
い
る
。
こ
の
見
方
に
従
え
ば
、

こ
の
三
冊
の
歌
集
を
貫
い
て
い
る
の
は
「
奥
熊
野
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
実
際
、

折
口
は
大
正
元
年
八
月
の
旅
行
の
際
に
作
っ
た
１
７
７
首
ほ
ど
の
短
歌
を
『
安
乗

帖
』
に
収
め
る
が
、
そ
の
翌
年
、
短
歌
を
選
別
し
、
改
作
し
た
り
し
て
も
う
一
つ

の
私
家
版
歌
集
『
ひ
と
り
し
て
』
に
再
録
す
る
。「
奥
熊
野
」
に
収
め
ら
れ
た
短

歌
は
、
第
7
、
9
、
10
、
14
首
は
『
ひ
と
り
し
て
』
に
追
加
さ
れ
た
が
、
他
の
19

首
は
そ
の
原
型
が
『
安
乗
帖
』
に
あ
る●

★

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
短
歌
は
、『
安
乗

帖
』
に
し
ろ
、『
ひ
と
り
し
て
』
に
し
ろ
、
一
首
一
首
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
あ
り
、
連
作
と
い
え
る
形
式
を
と
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
「
奥
熊
野
」
と
い
う

題
名
も
、『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
以
前
は
出
て
こ
ず
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
連
作
と

い
う
形
を
と
っ
て
い
る
の
だ●

★

。

注
目
す
べ
き
な
の
は
、
編
集
段
階
に
お
い
て
決
定
版
が
定
着
す
る
ま
で
は
、
本

作
は
一
首
単
位
で
、
あ
る
い
は
連
作
全
体
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
構
成
ま
で
幾
度
も
改

作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
折
口
が
思
い
通
り
の
作
品
に
仕
上
げ

る
ま
で
は
形
式
に
こ
だ
わ
っ
た
証
左
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
大
正
元
年
の
旅
か
ら
生

ま
れ
た
歌
は
十
三
年
間
を
か
け
て
や
が
て
「
連
作
」
と
し
て
生
ま
れ
か
わ
っ
た
と

い
え
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
歌
の
発
想
あ
る
い
は
題
材
は
大
正
元
年
の
も
の
で

は
あ
る
が
、
多
少
な
が
ら
連
作
の
構
成
か
ら
歌
の
調
べ
ま
で
改
作
が
行
わ
れ
た
以

上
、
大
正
十
四
年
あ
た
り
の
作
と
見
て
よ
い
。

以
上
の
よ
う
に
こ
こ
ま
で
、「
奥
熊
野
」
の
改
作
の
過
程
お
よ
び
連
作
と
い
う

形
式
の
重
要
性
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
さ
ら
に
本
稿
で
は
、
改
作
を
通
じ
て

作
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
に
着
目
し
て
読
解
を
試
み
た
い
。
ま
ず
、
こ
の
作
品
は
ど
の

よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
し
よ
う
。

●
・
●　

学
問
と
創
作
を
つ
な
ぐ
旅

『
折
口
信
夫
事
典
』
の
関
連
項
目
を
執
筆
し
た
持
田
叙
子
と
伊
藤
好
英
に
よ
れ

ば
、
折
口
の
場
合
は
「
学
問
と
創
作
の
境
界
線
が
明
確
で
は
な
」
く
、「
一
つ
の

テ
ー
マ
が
、
あ
る
時
は
短
歌
や
詩
・
小
説
と
し
て
、
あ
る
と
き
は
論
文
と
し
て
表

れ
、
相
互
の
展
開
を
促
す
場
合
が
少
な
く
な
い
」
と
い
う●

★

。
そ
の
関
係
性
を
代
表

す
る
の
は
〈
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
〉
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
学
問
と
創

作
の
は
ざ
ま
に
お
け
る
折
口
信
夫
の
陰
影
に
富
ん
だ
思
考
の
展
開
を
示
し
て
」
い

る
と
さ
れ
る★

★

。

こ
の
テ
ー
マ
は
、
折
口
信
夫
の
世
界
を
複
数
の
角
度
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
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だ
ろ
う
。
ま
た
、
学
問
と
創
作
の
相
互
作
用
と
い
う
視
点
は
、
次
の
よ
う
な
因
果

関
係
を
め
ぐ
る
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
折
口
の
創

作
は
学
問
を
内
包
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
学
問
の
進
展
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
る
よ

う
に
見
え
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
作
品
ご
と
に
詳
細
ま
で
検
討
し
た
と
し

て
も
、
こ
の
よ
う
な
問
い
の
下
で
は
「
鶏
が
先
か
、
卵
が
先
か
」
と
い
う
よ
う
な

ジ
レ
ン
マ
に
陥
り
か
ね
な
い
。

「
奥
熊
野
」
と
い
う
連
作
は
、
釈
迢
空
の
短
歌
と
折
口
信
夫
の
思
想
お
よ
び
学

問
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、「
奥

熊
野
」
の
土
台
と
な
る
『
安
乗
帖
』
の
歌
は
、『
ひ
と
り
し
て
』
の
第
四
部
「
う

み
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
に
あ
た
る
。
そ
の
「
う
み
や
ま
の
あ
ひ
だ
」
に
は
、
序
文
に

代
え
て
「
人　

折
口
信
夫
・
伊
勢
清
志
・
上
道
清
一　

時
、
大
正
年
八
月　

処
、

志
摩
の
国
よ
り
紀
伊
日
高
ま
で
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る★1

★

。
折
口
は
明
治
四
十
五

年
・
大
正
元
年
の
夏
休
み
に
（
八
月
）、
前
年
か
ら
教
員
と
な
っ
た
大
阪
府
立
今
宮

中
学
校
の
二
人
の
生
徒
を
連
れ
て
、
伊
勢
、
志
摩
、
熊
野
を
巡
る
。
こ
の
旅
を
題

材
に
し
て
作
っ
た
短
歌
を
「
安
乗
帖
」
と
題
し
て
ま
と
め
る
。「
自
選
年
譜
」
に

は
次
の
記
述
が
あ
る
。

伊
勢
清
志
、
上
道
清
一
を
伴
い
、
十
三
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
、
志
摩
、
熊

野
を
廻
る
。
宇
治
山
田
、
鳥
羽
、
安
乗
、
田
曾
、
引
木
を
経
て
船
津
に
出
る

途
中
、
山
中
に
入
つ
て
道
に
迷
ひ
、
二
日
間
絶
食
し
て
彷
徨
、
尾
鷲
、
瀞
八

丁
、
新
宮
、
田
辺
を
通
つ
て
、
御
坊
の
友
人
田
端
憲
之
助
を
訪
ひ
、
大
阪
に

帰
る★★

★

。

ま
た
、「
自
選
年
譜
」
に
お
い
て
「『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
第
一
稿
は
、
此
間
に

出
来
る
」
と
い
う
記
述
も
あ
る★1

★

。
こ
こ
で
折
口
は
、
自
分
の
歌
風
の
出
発
点
を
、

『
ア
ラ
ラ
ギ
』
以
前
の
、
大
正
元
年
の
こ
の
旅
に
見
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、

後
に
彼
の
学
問
の
方
法
論
と
な
る
、
取
材
を
し
な
が
ら
歌
を
詠
む
と
い
う
採
集
の

旅
の
始
ま
り
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
折
口
は
み
ず
か
ら
の
創
作
を
学
問
と
結
び
つ
け
る
が
、
そ
れ
は

「
旅
」
を
通
し
て
歌
を
詠
む
と
い
う
方
法
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
次
章
で
は
、
こ
の
旅
が
い
か
に
し
て
連
作
と
い
う
方
法
に
結
実
し
て
い

く
の
か
を
見
て
い
こ
う
。

●　
「
写
生
」
と
連
作
を
め
ぐ
っ
て

●
・
●　
「
写
生
」
は
写
実
的
な
の
か

折
口
は
、
旅
の
体
験
を
通
し
て
歌
を
詠
む
こ
と
で
、
短
歌
の
領
域
を
広
げ
よ
う

と
し
た
。
折
口
が
旅
行
中
に
詠
ん
だ
歌
に
お
い
て
言
及
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

は
、
正
岡
子
規
か
ら
発
生
し
ア
ラ
ラ
ギ
ま
で
展
開
し
た
「
写
生
」
と
い
う
方
法
ま

た
は
美
学
的
概
念
の
こ
と
で
あ
る
。
上
述
し
た
通
り
、
折
口
は
早
く
か
ら
正
岡
子

規
ら
の
歌
人
グ
ル
ー
プ
を
意
識
し
て
い
た
。
ア
ラ
ラ
ギ
の
前
身
で
あ
る
根
岸
短
歌

会
の
同
人
に
出
会
う
の
は
、
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
二
年
）
の
時
で
あ
る
。
折
口
は

そ
こ
で
初
め
て
東
京
根
岸
短
歌
会
に
出
席
し
、
伊
藤
左
千
夫
、
古
泉
千
樫
、
土
屋

文
明
、
斎
藤
茂
吉
ら
を
知
る★1

★

。
彼
が
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
同
人
と
な
っ
た
理
由
の
一
つ

に
、
子
規
の
革
新
的
な
美
学
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き

よ
う
。
そ
し
て
、
折
口
が
独
自
の
写
生
観
お
よ
び
万
葉
調
観
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
、
茂
吉
ら
と
離
別
す
る
に
至
る
要
因
の
一
つ
だ
と
も
考
え
ら
れ
る★1

★

。

子
規
は
こ
れ
ま
で
江
戸
期
の
和
歌
の
限
界
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
、
そ
し
て
同

時
代
の
『
明
星
』
の
ロ
マ
ン
主
義
を
批
判
し
、
写
生
論
を
唱
え
る
こ
と
で
、
自
ら

の
作
風
を
提
示
し
た
。
子
規
の
目
指
し
た
「
写
生
」
と
は
、
目
の
前
に
あ
る
風
景

を
よ
く
見
て
、
そ
れ
を
忠
実
に
写
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
洋
画
家
の
中
村
不
折

と
の
出
会
い
を
通
じ
て
、
ス
ケ
ッ
チ
（dessin,	croquis

）
と
い
う
方
法
を
習
い
、
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そ
れ
を
作
画
や
作
歌
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
末
期
に
、
子
規

の
弟
子
で
あ
る
伊
藤
左
千
夫
や
島
木
赤
彦
を
中
心
に
集
ま
っ
た
ア
ラ
ラ
ギ
は
そ
れ

を
発
展
さ
せ
た
わ
け
だ
が
、
同
人
の
入
れ
替
わ
り
に
よ
っ
て
「
写
生
」
そ
の
も
の

の
定
義
が
揺
ら
い
で
い
る
。
折
口
が
参
考
に
し
た
の
は
、
次
の
子
規
の
考
え
だ
と

思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

人
に
見
せ
る
た
め
に
書
く
文
章
な
ら
ば
、
ど
こ
ま
で
も
人
に
わ
か
る
や
う
に

書
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
事
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。（
…
）、
肝
腎
な
目
的
物
を

写
す
処
は
何
処
ま
で
も
精
密
に
か
か
ね
ば
面
白
く
な
い
。
さ
う
し
て
ま
た
そ

の
目
的
物
を
写
す
の
に
は
、
自
分
の
経
験
を
そ
の
ま
ま
客
観
的
に
写
さ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
も
前
に
し
ば
し
ば
論
じ
た
事
が
あ
る★1

★

。

折
口
は
、「
瓶
に
さ
す
」
お
よ
び
「
若
松
の
」
と
い
う
子
規
の
歌
に
つ
い
て
、

「
観
照
的
な
写
実
」
と
「
啓
蒙
的
な
写
実
」
と
い
う
両
面
性
の
あ
る
態
度
を
見
出

し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
子
規
は
「
主
客
観
融
合
境
地
を
も
『
写
生
』
と
し
た
ろ

う
」
と
述
べ
る★1

★

。

実
際
、
釈
迢
空
の
短
歌
は
一
見
す
る
と
写
実
的
に
思
え
て
も
、
そ
う
で
は
な
い

歌
も
少
な
く
な
い
。
あ
る
風
景
が
歌
の
題
材
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
風
景
が

歌
の
な
か
で
変
形
し
、
成
長
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る★1

★

。
折
口
に
と
っ
て
「
写
生
」

の
眼
目
は
、
現
実
に
沿
っ
て
そ
れ
を
忠
実
に
歌
う
よ
り
も
、
そ
れ
を
主
観
と
客
観

と
を
組
み
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
で
い
か
に
表
現
し
、
拡
張
す
る
の
か
と
い
う
態
度
に

あ
る
。
そ
れ
は
、
写
実
と
虚
構
と
の
区
別
を
問
わ
な
い
と
こ
ろ
で
、「
現
実
を
土

台
に
し
て
、
そ
れ
を
延
長
し
た
ま
で
の
事
」
を
表
現
す
る
た
め
の
方
法
だ
と
い
え

る★1
★

。
そ
の
た
め
、
歌
い
手
＝
語
り
手
を
、
俯
瞰
す
る
立
場
か
ら
設
定
す
る
こ
と
も

あ
れ
ば
、
逆
に
仰
望
す
る
立
場
か
ら
感
覚
・
感
傷
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

池
田
弥
三
郎
は
「
幾
つ
も
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
畳
し
て
い
る
」
と
い
う
加
藤
守
雄

の
言
葉
を
紹
介
し
、
こ
の
作
風
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。「
折
口
の
場
合

は
、
加
藤
氏
の
言
う
と
お
り
、
目
前
の
事
象
の
単
純
、
忠
実
な
ス
ケ
ッ
チ
で
は
な

く
、
目
前
の
事
象
に
よ
っ
て
、
心
象
の
風
景
が
触
発
さ
れ
て
、
具
象
化
し
た
も
の

が
多
い
。
そ
し
て
そ
の
心
象
風
景
は
、
い
く
え
に
も
重
ね
ら
れ
た
経
験
で
あ
り
、

か
さ
ね
写
真
の
ご
と
く
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る★1

★

」。

加
藤
や
池
田
の
い
う
「
か
さ
ね
写
真
」
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
風
景
だ
か
ら
こ
そ
、

客
観
と
主
観
を
あ
わ
せ
ら
れ
、
実
感
を
も
た
せ
る
と
と
も
に
写
実
的
な
次
元
を
超

え
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
折
口
が
連

作
と
い
う
形
式
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
よ
う
。

●
・
●　

連
作
と
い
う
方
法

連
作
と
は
何
か
。
そ
の
定
義
は
未
だ
曖
昧
で
あ
り
、
理
論
化
も
そ
れ
ほ
ど
さ
れ

て
い
な
い
が11

★

、
折
口
の
時
代
に
は
、
流
行
し
て
い
た
文
芸
形
式
の
一
つ
で
あ
っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
辞
書
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
「
文
芸
・
美
術
・
音
楽
な
ど
で
、

内
容
上
関
連
の
あ
る
作
品
を
次
々
と
つ
く
る
こ
と
。
ま
た
、
短
歌
・
俳
句
な
ど
で
、

一
人
の
作
者
が
同
一
の
題
材
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
作
品
を
つ
く
り
、
全
体
と
し

て
も
一
編
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
よ
う
に
構
成
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
一
連
の
作

品
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る1★

★

。
そ
の
意
味
の
発
祥
は
伊
藤
左
千
夫
に
よ
る
『
続
新
歌

論
』（
一
九
〇
一
─

〇
二
）
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
文
章
に
は
「
歌
の
連
作
な
る
物

は
、
始
め
一
題
十
首
の
歌
よ
り
起
れ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
初
め
は
十
首
と
決

ま
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
の
ち
に
そ
の
幅
は
変
わ
っ
て
ゆ
き
、
五
六
首
で
も
十
首

以
上
で
も
連
作
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
が
通
説
で
あ
る11

★

。

二
〇
世
紀
の
始
ま
り
に
近
代
短
歌
に
お
い
て
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
こ
の
文
芸
形

式
は
、
徐
々
に
普
及
し
た
も
の
の
、
著
者
晩
年
の
『
自
歌
自
註
』
に
よ
れ
ば
、
釈

迢
空
の
時
代
に
は

─
そ
し
て
今
に
至
っ
て
も

─
そ
の
定
義
な
い
し
理
論
は
あ

い
ま
い
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
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子
規
以
来
、
根
岸
派
で
は
、
稀
に
連
作
に
依
ら
な
い
人
の
他
は
、
大
抵
こ
の

方
法
を
試
み
て
い
た
の
だ
が
、
実
は
連
作
理
論
は
未
だ
確
立
し
な
い
ま
ま
で
、

理
論
を
要
し
な
い
程
広
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
我
々
、
ど
う
も
連
作
で

は
或
無
知
が
伴
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る11

★

。

そ
し
て
、
連
作
の
利
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
続
く
。

例
え
ば
「
高
く
来
て
…
…
」
の
一
首
な
ど
は
、
連
作
の
興
味
を
深
め
る
た
め

の
手
順
と
し
て
は
あ
っ
て
も
い
い
が
、
思
い
切
っ
た
方
が
本
道
な
ん
だ
ろ
う
。

そ
う
い
う
空
虚
が
、
地
盤
と
な
っ
て
い
る
、
歌
を
踏
み
越
え
た
処
に
出
来
て

い
る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
連
作
の
よ
さ
で
な
い
か
知
ら
ん
。
も
と
よ
り
、
表

に
現
れ
な
い
も
の
は
、
想
像
す
る
と
言
っ
た
っ
て
、
出
来
な
い
事
だ
け
れ
ど
、

こ
う
し
て
存
在
す
る
も
の
を
続
け
て
見
る
と
、
無
か
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
と

い
う
風
に
感
じ
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。
謂
わ
ば
非
常
に
高
い
値
段
を
払
っ
た

空
虚
で
あ
る
。
少
く
と
も
そ
う
い
う
意
味
の
空
虚
が
、
我
々
の
文
学
を
取
り

囲
ん
で
、
基
礎
の
う
ち
に
沈
ん
で
い
る
の
で
あ
る11

★

。

折
口
に
と
っ
て
連
作
の
良
さ
と
は
、
先
述
の
「
か
さ
ね
写
真
」
と
い
う
表
現
を

借
り
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
シ
ー
ン
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
も
、
そ
の
土
台
に
あ
る

の
は
必
然
的
な
「
空
虚
」
で
あ
る

─
そ
れ
は
、
虚フ

ィ
ク
シ
ョ
ン構

の
現
れ
で
あ
る
と
読
み

取
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
重
ね
ら
れ
た
シ
ー
ン
は
、
一
首
一
首
の
時
空
間
を
乗
り
越

え
た
と
こ
ろ
で
完
成
す
る
。

連
作
に
特
化
し
た
と
い
え
る
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
に
お
い
て
は
、
次
の
共
通

点
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
題
名
は
、
テ
ー
マ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
小
説
の
そ
れ
と
同
様

の
機
能
を
も
っ
て
お
り
、
歌
の
世
界
認
識
を
把
握
す
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
。
そ

れ
か
ら
、
歌
は
意
図
的
に

─
少
な
く
と
も
効
果
的
に
配
列
さ
れ
て
い
る
と
い
う

印
象
を
与
え
る
。
例
え
ば
歌
は
、
茂
吉
の
『
赤
光
』「
死
に
た
ま
ふ
母
」
ほ
ど
時

系
列
に
並
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
各
場
面
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
推
移
・
進
展

を
確
認
で
き
る
作
品
が
大
半
を
占
め
る
と
見
て
い
い
。
実
際
、
モ
チ
ー
フ
の
展
開

か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
性
ま
で
、
迢
空
の
連
作
は
様
々
な
顔
を
も
っ
て
い
る
。

連
作
は
配
列
か
ら
な
る
文
脈
に
よ
り
、
歌
そ
の
も
の
の
意
味
が
変
わ
っ
て
い
く
。

そ
の
た
め
、
連
作
の
効
果
は
文
脈
的
装
置
と
み
な
せ
る
。
次
章
で
は
、「
奥
熊
野
」

に
お
け
る
文
脈
的
装
置
と
し
て
の
連
作
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
一
連
の

構
成
に
注
目
し
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
な
る
も
の
を
見
出
す
。「
奥
熊
野
」
と
い
う
場

所
が
幻
想
的
な
場
と
し
て
働
い
て
い
る
な
か
、
そ
こ
で
演
出
さ
れ
て
い
く
の
は

「
古
き
夢
」
と
関
連
す
る
何
か
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
首
一
首
が
作
る
イ

メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
そ
の
モ
チ
ー
フ
が
立
体
的
に
あ
ら
わ
れ
、
進
展
し
て
い
く
の
で

あ
る
。

●　
「
奥
熊
野
」
の
モ
チ
ー
フ
を
読
み
解
く

旅
の
歌
か
ら
な
る
「
奥
熊
野
」
に
は
、
地
理
的
推
移
と
い
う
設
定
が
確
認
さ
れ

る
。
そ
の
設
定
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
こ
の
一
連
を
通
し
て
読
み
取
れ

る
モ
チ
ー
フ
と
そ
の
展
開
に
な
る
。
そ
れ
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
ひ
と
ま
ず
構

成
を
分
析
し
、
そ
れ
か
ら
歌
の
調
べ
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。

ま
ず
、
一
連
の
構
造
に
着
眼
し
、
歌
の
語
り
手
の
視
点
を
追
う
と
次
の
傾
向
が

見
ら
れ
る
。
大
き
く
分
け
る
と
、
二
十
三
首
に
お
い
て
は
、
一
方
で
は
海
と
海
に

ま
つ
わ
る
も
の
が
焦
点
化
さ
れ
、
他
方
で
は
陸
を
ふ
く
む
山
が
焦
点
化
さ
れ
て
い

る
。
本
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
歌
の
配
列
に
注
目
し
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
続
い
て
、
確
認
し
た
分
類
に
加
え
、
歌
の
文
体
に
注
目
し
、
写
実
的
な
歌
と

そ
う
で
は
な
い
歌
に
つ
い
て
論
じ
る
。
幻
想
的
と
も
い
え
る
歌
が
、
こ
の
一
連
の

半
分
ほ
ど
を
占
め
、
そ
れ
は
写
実
的
（
ア
ラ
ラ
ギ
派
）
な
歌
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
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写
実
的
で
は
な
い
歌
は
、
と
り
わ
け
万
葉
調
（
万
葉
語
、
万
葉
集
ら
し
い
文
法
な
ど
）

の
特
徴
を
も
つ
こ
と
に
も
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
歌
風
（
文
体
）
は
、
歌
に

お
け
る
焦
点
化
の
差
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
た
歌
の
特
徴
の
も
と
で
、「
奥
熊
野
」
に
お
け
る
地
域

名
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
そ
こ
で
、〈
山
の
歌
〉
が
象
徴
す
る
「
奥
熊
野
」
に
対

し
、〈
海
の
歌
〉
が
象
徴
し
う
る
場
所
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
こ
で
提
示
さ
れ
る

の
は
、
想
定
さ
れ
た
語
り
手
の
次
元
を
超
越
す
る
時
空
に
於
い
て
、
古
代
に
あ
っ

た
場
所
で
あ
る
。
こ
う
し
た
非
現
実
的
な
場
所
は
、
幻
想
的
な
文
体
に
よ
り
表
現

さ
れ
、
さ
ら
に
は
写
実
的
な
歌
に
挟
ま
っ
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

手
法
は
、
歌
の
表
現
に
実
感
を
与
え
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
空
間
的
な
連
続
性
も

表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
の
記
憶
が
空
間
的
な
記
憶
に
置
き
換
え
ら
れ
、

や
が
て
集
合
的
な
記
憶
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
本
作
を
連
作
と
し
て
、
そ
し
て
学

問
の
一
つ
の
表
現
方
法
と
し
え
読
む
限
り
、
そ
の
設
定
は
必
然
的
と
ま
で
い
え
る

の
で
は
な
い
か
。

●
・
●　
〈
海
の
歌
〉
と
〈
山
の
歌
〉

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
連
作
を
読
む
こ
と
は
、
一
首
を
単
独
で
読
む
の
で
は
な

く
、
そ
の
全
体
像
を
、
ま
と
ま
り
と
し
て
掴
む
こ
と
に
等
し
い
。
そ
う
す
る
こ
と

で
、
一
首
一
首
の
連
な
る
文
脈
を
読
み
取
り
、
よ
り
深
く
読
解
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
連
作
と
し
て
の
物
語
と
、
一
首
ず
つ
の
物
語
と
が
混
在
し

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、「
奥
熊
野
」
が
い
か
な
る
ス
ト
ー
リ
ー

性
を
持
ち
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

「
奥
熊
野
」
は
作
者
が
大
正
元
年
の
夏
に
伊
勢
志
摩
・
熊
野
を
巡
っ
た
旅
を
再

現
す
る
か
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
こ
の
連
作
は
海
を
詠
う
歌
と
、

山
・
陸
を
題
材
に
し
た
歌
で
で
き
て
い
る
。
こ
の
二
十
三
首
は
次
の
よ
う
に
概
ね

以
下
の
二
つ
に
分
類
で
き
る11

★

。〈
海
の
歌
〉
は
1
、
2
、（
3
）、
4
、
5
、
7
、

12
、
17
、
18
、
19
、
21
、
22
で
あ
り
、〈
山
の
歌
〉
は
（
3
）、
6
、
8
、
9
、
10
、

11
、
13
、
14
、
15
、
16
、（
23
）
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
連
作
の
構
成
と
し
て

は
は
っ
き
り
と
し
た
法
則
が
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、〈
海
〉
か
ら
始
ま
り
、〈
海
〉

と
〈
山
〉
と
が
交
互
に
配
置
さ
れ
、
や
が
て
〈
海
〉
に
帰
る
と
い
う
傾
向
が
読
み

取
れ
る
。
構
成
か
ら
見
て
も
ま
さ
に
海
と
山
の
間
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
山
と
海
の
あ
い
だ
に
挟
ま
れ
て
い
る
志
摩
と
熊
野
と

い
う
地
貌

─
海
峡
も
し
く
は
地
峡
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、〈
海
〉・〈
山
〉
の
歌
の
表
現
を
実
際
に
見
て
み
た
い
。〈
山
の
歌
〉

は
、
旅
人
と
思
わ
れ
る
人
物
の
視
点
に
立
っ
て
詠
わ
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
次
の
例
に
あ
る
よ
う
に
歌
は
道
端
の
花
や
植
物
、
あ
る
い
は
町
中
の
人
々
を

題
材
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
を
見
て
感
動
す
る
旅
人
の
像
が
浮
か
び
上
が
る
。

次
の
一
首
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

藪	

原
に
、
む
く
げ
の
花
の
咲
き
た
る
が
、
よ
そ
目
さ
び
し
き　

	

夕
ぐ
れ
を
行
く　
（
11
）

藪
の
中
に
む
く
げ
の
花
が
咲
い
て
い
る
の
を
み
る
と
、
夕
暮
れ
を
歩
く
旅
人
は

そ
の
切
な
さ
に
心
を
打
た
れ
る
。
上
の
句
は
、
野
道
に
咲
く
花
と
い
う
情
景
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
写
実
的
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
下
の
句
は
そ
れ
を
受
け

た
感
傷
的
な
趣
を
示
し
て
い
る
。

旅	
ご
ゝ
ろ　

も
の
な
つ
か
し
も
。
夜
ま
つ
り
を
つ
か
ふ
る
浦
の　

	
人
出
に
ま
じ
る　
（
14
）

こ
の
一
首
は
、
旅
中
の
心
に
そ
れ
と
な
く
懐
か
し
く
思
わ
れ
る
こ
と
よ
。
夏
の
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夜
祭
り
を
や
っ
て
い
る
浦
の
、
に
ぎ
わ
う
人
混
み
の
中
に
紛
れ
込
む
こ
と
だ
、
と

読
み
取
れ
る
。
上
の
句
と
下
の
句
の
温
度
差
・
視
点
の
違
い
は
第
11
首
に
似
て
い

る
が
、
順
序
が
入
れ
替
え
ら
れ
て
い
る
。
上
の
句
は
内
向
的
で
感
傷
的
で
あ
る
の

に
対
し
、
下
の
句
は
客
観
性
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
歌
い
手
の
立
場
を
俯ふ

瞰か
ん

的
に
描

い
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、〈
海
の
歌
〉
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
歌
風
か

ら
い
え
ば
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
〈
山
の
歌
〉
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

わ	

た
つ
み
の
豊
は
た
雲
と	　

あ
は
れ
な
る
浮
き
寝
の
昼
の
夢
と　

	

た
ゆ
た
ふ　
（
2
）

海
の
彼
方
に
か
か
る
雲
が
ゆ
ら
ぎ
、
真
昼
に
船
中
に
お
け
る
旅
寝
の
夢
に
感
傷

的
な
心
が
不
安
定
に
ゆ
ら
い
で
い
る
こ
と
だ
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
長
谷

川
が
注
目
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
語
り
手
は
心
の
揺
ら
ぎ
を
、
そ
の
不
安
定
な
様

を
歌
っ
て
い
る11

★

。
揺
ら
ぎ
が
描
写
さ
れ
る
こ
の
一
首
に
あ
る
よ
う
な
調
べ
は
、
第

18
首
と
第
22
首
に
も
見
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
感
覚
の
他
に
は
独
特
の
比
喩
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

名	

を
し
ら
ぬ
古
き
港
へ　

は
し
け
し
て
い
に
け
む
人
の　

	

思
ほ
ゆ
る
か
も　
（
5
）

こ
の
一
首
は
、
名
も
知
ら
な
い
古
い
港
へ
小
舟
を
操
っ
て
去
っ
て
い
っ
た
で
あ

ろ
う
人
が
い
た
が
、
そ
れ
を
思
い
出
さ
せ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
旅
人
が
経
験
し

た
か
ど
う
か
は
明
確
で
は
な
い
記
憶
を
、
海
を
前
に
し
て
思
い
出
す
と
こ
ろ
が
歌

わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
結
句
は
い
く
ど
も
改
作
さ
れ
て
い
る
。「
い
つ
か
忘
れ
む
」

（「
安
乗
帖
」）、「
忘
ら
れ
ぬ
か
も
」（「
ひ
と
り
し
て
」）、「
忘
れ
ら
れ
ぬ
か
な
」（「
国
学

院
雑
誌
」
大
正
四
・
七
）、
と
あ
る
よ
う
に
、『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
で
本
作
が
改
作

さ
れ
た
段
階
で
、
折
口
は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
む
し
ろ
そ
れ
を
い
か
に
思

い
出
さ
れ
る
か
に
こ
の
一
首
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
憶
に
対
す
る
認

識
が
変
わ
っ
た
と
い
え
る
。

わ	

が
乗
る
や
天
の
鳥
船　

海
ざ
か
の
空
拍
つ
浪
に
、
高
く
あ
が
れ
り　
（
19
）

船
か
ら
波
へ
と
い
う
視
点
の
超
越
的
な
移
動
と
、「
天
の
鳥
船
」
や
空
を
打
つ

波
と
い
う
比
喩
が
幻
想
的
な
空
間
を
作
り
出
し
て
い
る
。「
私
が
乗
る
船
は
古
い

伝
え
（『
万
葉
集
』）
の
天
の
鳥
船
で
あ
る
か
の
よ
う
で
、
は
る
か
な
水
平
線
の
空

を
打
ち
よ
せ
る
波
の
た
め
に
、
高
く
も
ち
上
げ
ら
れ
た
こ
と
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、

山
や
町
並
み
を
歌
っ
て
い
る
歌
と
は
徹
底
的
に
異
な
る
抽
象
的
な
世
界
が
演
出
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
れ
ば
、
拡

p
s

e
u

d
o

-
r

é
a

l
i

t
é

張
さ
れ
た
現
実
を
も
と
に
作
ら
れ
た

〈
山
の
歌
〉
に
対
し
て
、〈
海
の
歌
〉
は
現
実
か
ら
離
れ
る
場
面
が
多
く
、
そ
の
代

わ
り
に
幻
想
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
る
よ
う
な
比
喩
が
頻
出
し
て
い
る
。
そ
れ
で

は
、
一
連
の
モ
チ
ー
フ
は
一
体
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

上
に
み
た
「
あ
は
れ
な
る
浮
き
寝
の
昼
の
夢
」（
2
）
は
次
の
場
面
を
予
告
し

て
い
る
。

那	

智
に
来
ぬ
。
竹
柏　

樟
の
古
き
夢　

そ
よ　

ひ
る
が
へ
し
、	

風
と
よ
み
吹
く　
（
16
）

那
智
に
来
た
。
竹
柏
や
樟
は
、
昔
の
伝
説
を
思
わ
せ
る
よ
う
で
、
木
々
の
葉
っ

ぱ
を
翻
し
、
音
を
響
か
せ
て
吹
い
て
い
る
そ
よ
風
よ
、
と
し
て
読
み
解
け
る
が
、

前
述
の
「
哀
れ
な
夢
」
と
、「
古
き
夢
」
と
い
う
表
現
の
繋
が
り
に
注
目
し
た
い
。
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異
な
る
性
質
の
歌
と
は
い
え
、
い
ず
れ
も
旅
中
の
夢
を
題
材
に
し
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
那
智
に
来
た
旅
人
は
そ
の
夢
の
こ
と
を
、
木
々
の
生
命
力
あ
ふ
れ
る

由
緒
の
あ
る
場
所
と
関
連
づ
け
て
い
る
。
現
在
の
那
智
駅
か
ら
那
智
の
滝
に
向
か

う
と
こ
ろ
で
熊
野
本
宮
大
社
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
「
古
き
夢
」

が
、
こ
の
聖
地
の
歴
史
を
想
像
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
古
き
夢
」
と
い
う

言
葉
を
書
き
込
む
こ
と
で
、
一
首
の
可
能
性
が
広
が
る
。
記
憶
と
幻
が
つ
な
が
る

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
連
の
深
層
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
一
連
に
お
い
て
、「
古

き
」
と
「
夢
」
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
二
回
も
出
て
く
る
こ
と
は
、
偶
然
と
は
思
え
な

い
。こ

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
拡
張
さ
れ
た
現
実
を
表
す
〈
山
の
歌
〉
と
、
幻
想
的
要

素
を
取
り
入
れ
た
〈
海
の
歌
〉
が
交
互
に
配
置
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
も
、
全
体
と

し
て
読
み
返
す
と
あ
る
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。
そ
の
効
果
と
は
、
一
首
一
首
の

イ
メ
ー
ジ
を
強
調
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
や
は
り
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
読

む
と
、
直
接
的
に
表
現
し
え
な
い
感
情
お
よ
び
場
面
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
集
合
的
記
憶
の
こ
と
で
あ
る
。「
古
」
と
い
う
字
か

ら
浮
か
び
上
が
る
古
代
、
そ
れ
は
『
古
事
記
』
や
『
万
葉
集
』
は
、
頻
出
す
る
万

葉
語
に
よ
っ
て
も
強
調
さ
れ
る
。「
思
ほ
ゆ
る
か
も
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の

〈
記
憶
〉
を
、
個
人
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
で
、
い
か
に
し
て
忘
却
さ
れ
な
い
よ
う

に
想
起
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
本
作
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
記
憶

と
関
連
付
け
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

旅
人
は
伊
勢
か
ら
熊
野
ま
で
と
い
う
熊
野
古
道
を
想
起
さ
れ
る
ル
ー
ト
を
歩
き
、

時
に
は
船
に
乗
り
大
海
と
接
す
る
と
い
う
経
験
は
、
そ
の
聖
地
の
彼
方
に
あ
る
伝

説
上
の
地
へ
の
旅
と
重
な
る
。
実
際
の
旅
と
い
う
現
実
に
よ
っ
て
、
折
口
が
夢
見

る
古
代
像
が
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
実
在
す
る
場
所
と
、
神
話
的

な
場
所
の
混
在
こ
そ
集
合
的
記
憶
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る11

★

。
あ
る
古

代
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
神
話
的
な
場
所
と
い
え
ば
、
次
の
一
首
で
あ
る
。

青	

う
み
に
ま
か
ゞ
や
く
日
や
。
と
ほ
く
し　

妣
が
国
べ
ゆ　

	

船
か
へ
る
ら
し　
（
17
）

長
谷
川
政
春
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
青
い
海
に
輝
く
太
陽
、
そ
の
彼
方
に
見
え

る
船
の
影
は
、
古
い
伝
え
の
い
う
母
の
国
か
ら
帰
る
と
こ
ろ
で
あ
る
に
違
い
な
い

よ
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
南
海
の
は
て
に
日
本
人
の
原
郷
を
夢
み

る
大
ら
か
な
調
べ
に
は
、
民
俗
学
者
折
口
信
夫
の
深
い
息
づ
か
い
が
あ
り
ま
す
」

と
い
う
解
釈
の
通
り
、
折
口
の
学
問
と
無
関
係
で
は
な
い
一
首
と
な
っ
て
い
る11

★

。

以
下
、
折
口
の
学
問
と
結
び
つ
け
な
が
ら
、
こ
の
連
作
を
解
釈
し
て
み
よ
う
。

●
・
●　

学
問
と
の
関
係

「
妣
が
国
」
と
は
、『
古
事
記
』
で
は
、
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
が
行
き
た
い
と
泣

き
叫
ん
だ
場
所
で
あ
り
、
ま
た
イ
ナ
イ
ノ
ミ
コ
ト
が
渡
っ
た
所
で
あ
る
。
折
口
は
、

一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）、「
異
郷
意
識
の
進
展
」
を
、
そ
し
て
そ
れ
を
書
き
直

し
た
形
で
「
妣
が
国
へ
・
常
世
へ

─
異
郷
意
識
の
起
伏
」
と
い
う
論
文
を
一
九

二
〇
年
（
大
正
九
年
）
に
発
表
す
る
。
そ
こ
で
、
先
祖
の
「
ふ
る
郷
」
あ
る
い
は

「
異
郷
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
目
し
、『
古
事
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
妣
が
国
」

を
、
日
本
列
島
の
住
民
（「
民
族
」）
の
故
郷
と
し
て
概
念
化
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

彼
は
そ
の
発
想
を
得
た
の
は
、「
奥
熊
野
」
と
な
っ
た
歌
を
作
っ
た
時
で
あ
る
。

十
年
前
、
熊
野
に
旅
し
て
、
光
り
は
な
つ
真
昼
の
海
に
、
つ
き
で
た
大
王
个

崎
（
だ
い
お
う
ざ
き
）
の
尽
端
（
は
て
）
に
立
つ
た
時
、
は
る
か
な
な
み
じ
の

は
て
に
、
わ
が
魂
の
ふ
る
さ
と
の
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
つ
た11

★

。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
発
想
は
一
九
一
二
年
の
志
摩
・
熊
野
の
旅
で
得
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
発
想
は
研
究
に
先
立
っ
て
、
短
歌
と
し
て
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（
後
に
「
奥
熊
野
」
と
発
表
さ
れ
る
短
歌
群
）
言
語
化
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
発
想
は
一
九
一
六
年
か
ら
一
九
二
〇
年
の
間
に
論
文
に
お
い
て
追
求
さ
れ
、

や
が
て
一
九
二
五
年
に
短
歌
の
連
作
と
し
て
構
成
さ
れ
た
、
ま
さ
に
学
者
と
歌
人

の
共
同
作
業
の
産
物
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
妣
が
国
へ
・
常
世
へ
」
と
い
う
論
文
の
冒
頭
か
ら
も
、
そ
の
特
質
が
伺
え
る
。

わ
れ
〳
〵
の
祖オ

ヤ

た
ち
が
、
ま
だ
、
青
雲
の
ふ
る
郷
を
夢
み
て
居
た
昔
か
ら
、

此
話
は
は
じ
ま
る
。
而
も
、
と
ん
ぼ
う
髷
を
頂
に
据
ゑ
た
祖ヂ

父ヾ
・
曾ヒ

祖ヂ

父ヾ
の

代
ま
で
、
萌
え
て
は
朽
ち
、
絶
え
て
は
蘖

ひ
こ
ば
え

し
て
、
思
へ
ば
、
長
い
年
月
を
、

民
族
の
心
の
波
の
畦ウ

ネ

り
に
連
れ
て
、
起
伏
し
て
来
た
感
情
で
は
あ
る
。
開
化

の
光
り
は
、
わ
た
つ
み
の
胸
を
、
一
挙
に
あ
さ
ま
し
い
干
潟
と
し
た
。
併
し

見
よ
。
そ
こ
り
に
揺
る
ゝ
な
ご
り
に
は
、
既
に
業ス

デ

に
、
波
の
穂
う
つ
明ア

日ス

の

兆
し
を
浮
べ
て
居
る
で
は
な
い
か
。
わ
れ
〳
〵
の
考
へ
は
、
竟ツ

ヒ

に
我
々
の
考

へ
で
あ
る
。
誠
に
、
人
や
り
な
ら
ぬ
我
が
心
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
見
ぬ
世

の
祖
々
の
考
へ
を
、
今
の
見
方
に
引
き
入
れ
て
調
節
す
る
と
言
ふ
こ
と
は
、

其
が
譬
ひ
、
よ
い
事
で
あ
る
に
し
て
も
、
尠
く
と
も
真
実
で
は
な
い
。
幾
多

の
祖
先
精シ

ヤ
ウ
リ
ヤ
ウ霊

を
と
ま
ど
ひ
さ
せ
た
明
治
の
御
代
の
伴バ

ン

大
納
言
殿
は
、
見
飽

き
る
程
見
て
来
た
。
せ
め
て
、
心
の
世
界
だ
け
で
な
り
と
、
知
ら
ぬ
間
の
と

て
つ
も
な
い
出
世
に
、
苔
の
下
の
長チ

ヤ

夜ウ
ヤ

の
熟ウ

マ
イ睡

を
驚
し
た
く
な
い
も
の
で
あ

る
。

そ
こ
で
折
口
は
、「
青
雲
の
ふ
る
郷
を
夢
み
て
居
た
昔
か
ら
」
と
い
う
非
歴
史

性
を
提
示
し
な
が
ら
、
祖
先
の
感
情
・
精
神
が
、
文
明
開
化
に
よ
り
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
昔
の
考
え
と
、
近
代
以
降
の
考
え
と
の
す
れ
違
い
に
注
目

し
、
先
祖
の
「
真
実
」
に
た
ど
り
着
き
た
い
と
い
う
志
を
こ
こ
で
開
示
し
て
い
る
。

そ
の
真
実
の
こ
と
を
、「
奥
熊
野
」
の
語
り
手
も
探
求
し
て
い
る
。
そ
の
探
求
は

「
安
乗
の
崎
に
、
灯
の
明
か
り
（
1
）」
か
ら
始
ま
り
、「
う
す
闇
に
い
ま
す
仏
の

目
の
光
（
23
）」
で
終
わ
る
と
い
う
、
文
明
「
開
化
の
光
り
」
と
は
対
照
的
で
あ

ろ
う
。

本
題
に
関
わ
る
「
妣
が
国
へ
・
常
世
へ
」
の
要
点
を
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う

に
な
る
。
折
口
は
、
日
本
が
「
日
本
」
に
な
る
前
の
大
昔
に
、
日
本
列
島
に
や
っ

て
き
た
民
族
を
祖
先
と
論
じ
る
が
、
そ
の
祖
先
は
原
住
民
で
は
な
く
、「
海
の
彼

方
」
か
ら
や
っ
て
き
た
、
と
い
う
学
説
を
立
て
る
。
海
の
彼
方
に
あ
る
土
地
が
、

妣
が
国
で
あ
り
、
本
来
の
故
郷
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
折
口
は
そ
の
こ

と
を
「
間
歇
遺
伝
（
あ
た
ゐ
ず
む
）」
と
合
わ
せ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
続
け

る
。
間
歇
遺
伝
と
は
、
も
と
は
生
物
学
の
専
門
用
語
で
あ
る
、
前
世
代
以
前
の
遺

伝
（
折
口
の
い
う
記
憶
、
感
覚
な
ど
）
が
、
時
間
や
世
代
を
ま
た
い
で
現
れ
る
、
長
年

眠
っ
て
い
た
特
性
の
再
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
と
い
う
時
空
と
、
大
昔
と
の
間

に
あ
る
時
空
間
を
間
歇
遺
伝
に
よ
っ
て
短
絡
さ
せ
、
今
と
昔
を
結
び
つ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。「
奥
熊
野
」
に
戻
る
と
、
旅
人
は
旅
先
の
異
人
で
あ
り
、
海
の
彼
方

を
眺
め
る
こ
と
で
大
昔
の
〈
故
郷
〉
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
詩
人
学
者
は
、
古
代
日
本
の
故
郷

─
異
郷
と
さ
え
な
っ
た
場
所

を
紀
伊
半
島
の
彼
方
に
求
め
る
。
そ
の
情
景
は
薄
暗
く
、
歌
を
通
し
て
覚
醒
と
幻

覚
の
あ
い
だ
を
彷
徨
う
精
神
を
育
つ
こ
と
が
大
事
だ
と
仄
め
か
し
て
い
る
。
そ
れ

は
連
作
「
奥
熊
野
」
に
お
い
て
個
人
の
記
憶
と
し
て
で
は
な
く
、
集
団
的
記
憶
と

し
て
現
れ
て
お
り
、
ま
た
歌
を
通
し
て
実
感
的
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
旅
と
い
う
具

体
的
な
行
動
を
土
台
に
す
る
こ
と
で
、
憧
れ
た
故
郷
は
単
な
る
夢
で
は
な
く
な
り
、

実
感
を
伴
う
経
験
と
な
る
の
だ
。

●
・
●　

重
な
り
合
う
二
つ
の
旅

こ
の
二
十
三
首
一
連
は
旅
の
歌
で
あ
る
以
上
、
再
構
成
さ
れ
た
と
は
い
え
、
あ
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る
種
の
地
理
的
推
移
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
推
移
が

見
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
や
が
て
読
者
を
ど
こ
へ
と
導
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

地
名
を
抽
出
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
旅
程
に
な
る
。
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
本
作

の
歌
は
場
所
の
推
移
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

歌
ご
と
に
現
れ
る
地
域
名
は
、
①
安
乗
の
崎
（
鳥
羽
市
、
三
重
県
）、
③
志
摩
の
海
、

相
差
の
迫
門
（
相
差
町
、
鳥
羽
市
、
三
重
県
）、
⑤
名
を
し
ら
ぬ
古
き
港
、
⑦
二
木
の

海
、
⑨
志
摩
の
横
野
、
⑩
奥
牟
婁
（
牟
婁
郡
、
三
重
県
・
和
歌
山
県
、）、
⑫
大
王
町
波

切
（
志
摩
市
、
三
重
県
）、
⑯
那
智
（
和
歌
山
県
）
熊
野
三
社
を
想
起
さ
れ
る
（
那
智
勝

浦
に
あ
る
熊
野
那
智
大
社
）、
⑰
妣
が
国
、
⑱
牟
婁
（
牟
婁
郡
、
三
重
県
）、
㉑
田
曾
の
迫

門
（
田
曽
浦
、
三
重
県
・
和
歌
山
県
）、
㉒
熊
野
の
山
（
三
重
県
）
と
な
る
。
そ
れ
ら
の

地
域
は
、
鳥
羽
・
志
摩
の
他
に
、
紀
伊
半
島
の
旧
牟
婁
郡
域
に
属
し
て
い
る
。

で
は
、
本
作
の
題
名
で
あ
る
「
奥
熊
野
」
は
一
体
ど
の
よ
う
な
場
所
を
指
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
熊
野
は
、
三
重
県
南
部
に
あ
る
地
名
で
熊
野
灘
に
面
す
る
地

域
で
三
重
・
和
歌
山
両
県
に
ま
た
が
り
、
旧
牟
婁
郡
域
に
相
当
し
て
い
る
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
奥
熊
野
は
そ
の
奥
に
位
置
し
て
い
る
。
古
代
か
ら
の
霊
験
の
地
で

熊
野
三
社
や
那
智
滝
な
ど
名
勝
が
多
い
地
域
で
、
古
代
日
本
で
は
、
平
城
京
（
奈

良
）
か
ら
み
れ
ば
非
常
に
離
れ
た
場
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
熊
野
の
奥
に
は
山
地

が
あ
り
、
そ
の
さ
ら
に
奥
に
は
吉
野
山
が
あ
る
。
ま
た
、
那
智
か
ら
山
に
向
か
う

と
こ
ろ
で
熊
野
本
宮
大
社
が
位
置
し
て
い
る
。
推
測
に
と
ど
ま
る
が
、
奥
熊
野
と

い
う
地
域
名
は
、
そ
う
し
た
山
地
＝
聖
地
を
指
す
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
見
て

き
た
よ
う
に
、
こ
の
一
連
は
海
と
山
の
間
に
挟
ま
り
な
が
ら
、
ど
ち
ら
に
も
属
せ

ず
、
そ
の
両
方
の
側
面
も
扱
っ
て
い
る
。
奥
熊
野
と
い
う
地
域
名
が
〈
山
〉
の
奥

を
象
徴
す
る
な
ら
ば
、〈
海
〉
の
奥
が
別
の
名
称
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

り
、
そ
の
も
う
一
つ
の
極
地
は
「
妣
が
国
」
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。

こ
の
よ
う
に
「
奥
熊
野
」
は
実
際
に
、
熊
野
に
至
る
ま
で
の
旅
を
語
っ
て
い
る

一
方
で
、
他
方
で
は
、
紀
伊
半
島
南
部
の
海
の
彼
方
に
あ
る
「
国
」
を
想
定
し
て

い
る
。
そ
う
し
た
想
い
が
、
語
り
手
に
よ
っ
て
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
熊

野
へ
の
道
を
歩
く
旅
人
と
、
海
の
彼
方
に
あ
る
国
を
慕
う
人
と
は
、
同
一
人
物
な

の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
作
者
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
思
わ
れ
る
旅
人
と
い

う
語
り
手
は
、「
妣
が
国
」
に
向
か
う
海

─
海
路
を
偲
ぶ
歌
の
語
り
手
に
な
っ

て
い
る
の
か
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
一
連
は
概
ね
二
種
類
の
歌
か
ら
成
る
と
い
う

こ
と
を
確
認
し
て
き
た
が
、
山
・
海
と
い
う
、
便
宜
上
に
仮
称
し
た
そ
の
二
種
が

分
類
で
き
る
の
は
、
焦
点
の
差
異
が
見
ら
れ
る
か
ら
だ

─
語
り
手
の
視
点
が
異

な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。〈
山
の
歌
〉
で
は
、
旅
人
の
視
点
が
確
認
で
き
る
の

に
対
し
て
〈
海
の
歌
〉
で
は
そ
れ
が
不
確
定
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
〈
私
〉
と
い

う
一
人
称
を
超
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

次
の
二
首
を
読
ん
で
み
よ
う
。

山	

め
ぐ
り　

二
日
人
見
ず　

あ
る
く
ま
の
蟻
の
孔
に
、
ひ
た
見
入
り
つ
　ゝ

（
6
）

二
日
間
も
人
を
み
な
い
で
ひ
た
す
ら
山
を
歩
く
旅
人
は
、
た
く
さ
ん
の
蟻
を
見

か
け
た
ら
、
彼
は
我
を
失
う
ほ
ど
活
気
あ
ふ
れ
る
生
き
物
を
見
つ
め
る
、
と
読
め

る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
折
口
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

奥
山
の
あ
る
場
処
、
偶
然
に
し
ゃ
が
ん
で
い
た
周
り
を
見
る
と
、
蟻
が
出
た

り
入
っ
た
り
、
頻
り
に
動
い
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
う
い
う
世
界
の
発
見
を
し

た
気
が
し
た
。
併
し
歌
に
は
そ
う
は
出
て
い
な
い
。
ご
く
繊
細
な
、
人
の
注

意
か
ら
そ
れ
て
い
る
よ
う
な
事
を
、
或
時
の
心
の
状
態
が
、
偶
然
そ
れ
に
ゆ

き
あ
っ
て
、
こ
こ
に
も
思
わ
ぬ
生
活
が
あ
る
、
そ
う
い
う
風
に
見
た
と
し
か

現
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
私
が
感
謝
し
て
よ
い
の
は
、
勿
論
あ
ら
ら

ぎ
の
同
人
達
の
そ
う
し
た
態
度
、
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
の
反
射
し
た
伊
藤
先
生



14

The Gakushuin Journal of International Studies    Forum Special Issue: The Forefront of Japanese Studies in Europe

の
こ
う
い
う
傾
向
の
歌
々
、
そ
こ
に
起
源
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
此
歌
の
蔭

に
、
関
西
根
岸
短
歌
会
同
人
の
、
静
か
な
淡
白
な
、
物
を
見
る
目
が
光
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

引
用
文
に
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
の
名
前
が
上
が
っ
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
一

般
人
の
目
か
ら
逃
れ
る
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
も
と
で
、
そ
の
「
静
か
な

淡
白
な
、
物
を
見
る
目
」
が
見
事
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

次
の
歌
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
視
点
を
表
し
て
い
る
。

波	

ゆ
た
に
あ
そ
べ
り
。
牟
婁
の
磯
に
ゐ
て
、
た
ゆ
た
ふ
命　

し
ば
し
息
づ
く　

（
18
）

波
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
て
い
る
。
牟
婁
の
磯
に
い
て
、
定
ま
り
な
く
漂
っ
て
い

る
よ
う
な
命
を
思
い
な
が
ら
、
し
ば
ら
く
の
間
に
息
を
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
、

と
い
う
。
波
は
「
ゆ
た
に
」、
命
は
「
た
ゆ
た
う
」。
い
ず
れ
も
、
揺
れ
動
い
て
い

る
。
命
と
は
一
体
、
何
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。（
6
）
の
歌
と
比
較
す
れ
ば
、
謎

め
い
た
一
首
と
い
え
よ
う
。
一
見
、
波
を
命
と
見
立
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
儚
い

リ
ズ
ム
の
こ
と
だ
と
思
い
浮
か
ぶ
が
、
実
は
そ
の
風
景
を
見
て
思
う
人
自
身
の
こ

と
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
牟
婁
」
と
い
う
地
名
以
外
こ
の
情
景
は
具
体
性
が
与

え
ら
れ
て
い
な
い
と
も
い
え
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
地
名
さ
え
置
き
換
え
て
い
れ

ば
、
誰
し
も
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
だ
。

終
わ
り
に

「
奥
熊
野
」
は
、
旅
で
見
た
風
景
・
人
々
の
様
子
の
よ
う
な
写
実
的
な
も
の
で

な
け
れ
ば
、
神
話
の
語
り
直
し
や
空
想
と
い
っ
た
幻
想
的
な
も
の
で
も
な
い
。
と

い
う
よ
り
も
、
写
実
的
な
歌
と
、
幻
想
的
な
要
素
を
混
在
さ
せ
な
が
ら
、
視
点
の

切
り
替
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
異
な
る
時
空
間
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
が
目
指
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
連
作
全
体
と
し
て
読
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
果

が
現
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
連
作
の
つ
ら
な
り
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
短
歌
が
補
い

合
っ
て
い
る
の
だ
。「
今
」
を
み
た
「
写
生
」
の
態
度
と
、「
古
代
」
を
夢
見
る
態

度
と
の
混
在
こ
そ
、
本
作
の
特
徴
だ
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
十
三
首
一
連
「
奥
熊
野
」
は
二
つ
の
旅
が
重
な
り
合
う
と
こ

ろ
で
完
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
旅
の
間
に
は
何
か
が
生
ま
れ

て
く
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
今
と
昔
を
さ
ま
よ
う
折
口
の
意
識
の
よ
う
に
、

海
と
山
、
現
実
と
虚
構
、
個
人
と
民
族
を
往
復
す
る
と
い
う
、
揺
ら
い
で
い
る
精

神
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
海
を
眺
め
る
時
に
、
幻
想
を
呼
び
お
こ
し
、
空
想

を
広
げ
て
い
く
が
、
今
こ
こ
に
い
る
と
気
が
つ
く
と
、
ま
た
現
実
に
立
ち
戻
る
と

い
う
よ
う
に
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
や
が
て
個
人
を
超
越
し
た
場
所
に
集
約
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
揺
れ
動
く
本
作
は
、
子
規
ら
が
提
唱
し
た
「
写
生
」
を
超
え
る
新
た

な
表
現
領
域
の
開
拓
を
試
み
た
と
さ
え
い
え
る
だ
ろ
う
。

謝　
　
　

辞

二
〇
二
二
年
六
月
一
五
日
、
学
習
院
女
子
大
学
で
開
催
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
日
本
研
究
の
最
前
線
」
で
発
表
の
機
会
を
与
え
て
く
だ

さ
っ
た
学
習
院
女
子
大
学
国
際
文
化
交
流
学
部
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
、

中
島
崇
文
教
授
に
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
言
語
情
報
科
学

専
攻
、
品
田
悦
一
教
授
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
大
学
文
学
部
東
ア
ジ
ア
研
究
学
科
日
本
学

専
攻
、
小
幡
谷
友
二
先
生
に
は
発
表
か
ら
原
稿
作
成
ま
で
助
言
を
頂
き
ま
し
た
。

感
謝
致
し
ま
す
。
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★ 
註　

釈

●	
池
田
弥
三
郎
「
解
説
」
折
口
信
夫
、
池
田
彌
三
郎
〔
ほ
か
〕
注
釈
『
折
口
信
夫
集
』『
日
本

近
代
文
学
大
系
（
46
）』（
角
川
書
店
、
一
九
七
二
）、
三
一
頁
。

●	

藤
井
貞
和
「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ

─
ひ
そ
け
き
短
歌
の
世
界
」、
井
口
樹
生
〔
ほ
か
〕『
折

口
信
夫
：
孤
高
の
詩
人
学
者　

そ
の
作
品
と
思
想
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
）、
一
五
五
頁
。

●	

折
口
信
夫
、
会
津
八
一
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
・
鹿
鳴
集
』、
長
谷
川
政
春
〔
校
注
〕、
和
泉

久
子
〔
校
注
〕、『
和
歌
文
学
大
系
（
30
）』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
五
）。

●	

阿
木
津
英
『
ア
ラ
ラ
ギ
の
釋
迢
空
』（
砂
子
屋
書
房
、
二
〇
二
一
）；

長
谷
川
政
春
「『
海
や

ま
の
あ
ひ
だ
』
論
」『
國
文
學
：
解
釈
と
教
材
の
研
究
（
22
─

7
）』、
一
三
〇
─

一
三
三
頁
。

●	

長
谷
川
政
春
（
前
掲
）
に
よ
る
校
注
と
解
説
は
そ
の
試
み
で
あ
る
。

●	

『
折
口
信
夫
全
集
（
25
）』（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
五
─

一
九
九
九
）
に
お
い
て
「
安
乗

帖
」「
ひ
と
り
し
て
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

●	

と
こ
ろ
が
、『
迢
空
歌
選
』（
一
九
四
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
著
者
に
よ
る
最
後
の
選
集
に
も

「
奥
熊
野
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
の
と
は
異
な
り
、
そ
れ
以
後
に

発
表
さ
れ
た
歌
集
の
形
を
取
っ
て
お
り
、
四
行
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
内
容
と
し
て
は
、

第
六
首
と
二
三
首
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。

●	

持
田
叙
子
、
伊
藤
好
英
「
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
」、
西
村
亨
〔
編
〕『
折
口
信
夫
事
典
（
増
補

版
）』（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
八
）。

★	

前
掲
書
、
四
三
二
頁
。

●0	

「
ひ
と
り
し
て
」『
折
口
信
夫
全
集
（
25
）』、
二
八
八
頁
。

●●	

「
年
譜
」『
折
口
信
夫
全
集
（
36
）』、
四
四
頁
。

●●	

「
自
選
年
譜
」『
折
口
信
夫
全
集
（
36
）』、
一
四
頁
。

●●	

「
年
譜
」『
折
口
信
夫
全
集
（
36
）』、
四
〇
頁
。

●●	

こ
こ
で
は
詳
細
は
省
く
が
、『
ア
ラ
ラ
ギ
』
に
お
け
る
斎
藤
茂
吉
と
の
や
り
と
り
、
そ
し
て

「
自
歌
自
註
」
に
お
い
て
も
著
者
は
そ
の
こ
と
を
仄
め
か
し
て
い
る
。
ま
た
、「
島
木
赤
彦

の
万
葉
観
と
迢
空
の
学
問
」
に
つ
い
て
は
阿
木
津
英
『
ア
ラ
ラ
ギ
の
釋
迢
空
』
が
参
考
に

な
る
。
大
正
七
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
、「
迢
空
の
学
問
が
成
熟
す
る
に
つ
れ
て
、
ア
ラ
ラ

ギ
の
万
葉
観
と
の
ズ
レ
も
し
だ
い
に
亀
裂
を
ひ
ら
い
て
き
た
」、
と
い
う
（
二
〇
九
頁
）。

●●	

正
岡
子
規
「
四
十
七
」『
病
牀
六
尺
』、
初
出
：
一
九
〇
二
。

●●	

「
追
い
書
き
に
か
へ
て
」『
世
々
の
歌
び
と
』（
角
川
文
庫
、
一
九
七
四
）、
一
七
八
頁
。

●●	

例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
釈
迢
空
に
よ
る
「
霜
夜
」（『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』）。
藤
井
貞

和
の
指
摘
、
前
掲
書
、
一
七
〇
頁
。

●●	

「
現
実
を
土
台
に
し
て
、
そ
れ
を
延
長
し
た
ま
で
の
事
で
あ
る
。
こ
う
し
た
空
想
は
、
こ
の

歌
（
馬
お
ひ
て
…
…
）
の
表
現
か
ら
し
て
、
事
実
で
な
い
こ
と
が
す
ぐ
察
せ
ら
れ
る
。
私

は
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
空
想
は
許
さ
れ
る
筈
だ
と
思
う
。
空
想
を
現
実
ま
で
も
つ

て
来
る
事
、
空
想
を
空
想
だ
と
感
じ
な
が
ら
受
け
取
ら
せ
る
こ
と
、
こ
の
行
き
方
は
両
立

す
る
。
今
で
も
此
歌
を
嘘
だ
と
思
つ
て
い
な
い
。」「
自
歌
自
註
」『
折
口
信
夫
全
集
（
31
）』、

五
九
─

六
〇
頁
。
以
上
の
こ
と
か
ら
は
、
歌
人
釈
迢
空
は
厳
密
な
写
実
性
を
目
指
す
よ
り
も
、

空
想
・
虚
構
の
余
地
を
確
保
す
る
態
度
を
取
っ
た
と
い
え
る
。

●★	

池
田
弥
三
郎
「
解
説
」、『
折
口
信
夫
集
』『
日
本
近
代
文
学
大
系
（
46
）』（
角
川
書
店
、
一

九
七
二
）、
二
九
頁
。

●0	

塔
短
歌
会
、『
塔

─
特
集　

連
作
を
考
え
る
』（
11
月
号
、
二
〇
二
二
）、
六
九
─

八
三
頁
。

●●	

『
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
六
）。

●●	

連
作
の
中
で
も
と
く
に
名
作
な
の
は
、
斎
藤
茂
吉
の
「
死
に
た
ま
ふ
母
」（『
赤
光
』、
一
九

一
三
）
で
あ
ろ
う
。

●●	

「
自
歌
自
註
」『
折
口
信
夫
全
集
（
31
）』、
二
一
三
─

二
一
四
頁
。

●●	

同
前
。

●●	

な
お
、
歌
を
分
類
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
条
件
も
仮
定
す
る
。〈
海
の
歌
〉
は
海
・
灯
台
・

波
・
船
な
ど
を
主
題
に
し
た
歌
と
定
義
す
る
。
海
に
ま
つ
わ
る
も
の
に
焦
点
化
し
て
い
る

が
、
語
り
手
の
視
点
は
必
ず
し
も
「
海
」
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
で
は
、

〈
山
の
歌
〉
は
山
・
陸
地
に
焦
点
を
当
て
、
蟻
・
人
・
山
草
・
花
な
ど
を
主
題
に
し
た
と
み

な
す
。
な
お
、
条
件
に
収
ま
ら
な
い
歌
は
二
首
（
第
三
首
、
第
二
三
首
）
ほ
ど
あ
る
。

●●	

長
谷
川
政
春
、
前
掲
書
、
一
三
六
頁
。

●●	

補
足
す
れ
ば
、
一
連
の
視
点
は
〈
海
の
歌
〉
に
お
い
て
は
単
一
的
で
な
く
、
複
数
形
と
し

て
も
読
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
の
人
称
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、D

uthie	T
uthie,	

M
an’yōshū and the Im

perial im
agination in early Japan,	Brill,	2014.

ト
ー
ク
ィ

ル
・
ダ
シ
ー
『
万
葉
集
と
上
代
日
本
に
お
け
る
帝
国
的
想
像
』
品
田
悦
一
〔
訳
〕（
印
刷
中
）

の
第
二
章
、
第
六
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

●●	
大
岡
信
、
谷
川
俊
太
郎
編
『
声
で
楽
し
む　

美
し
い
日
本
の
詩
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
）、

一
〇
〇
頁
。

●★	

折
口
信
夫
「
妣
が
国
へ
・
常
世
へ
（
異
郷
意
識
の
起
伏
）」『
折
口
信
夫
全
集
（
２
）』、
五
頁
。


