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一
、
は
じ
め
に

　

石
川
淳
の
「
新
釈
古
事
記
」
は
、
当
初
「
神
神
─
古
事
記
物
語
」
と
題

さ
れ
、
東
洋
経
済
新
報
社
刊
行
の
総
合
雑
誌
『
総
合（

1
（

』
に
一
九
五
七
年
五

月
創
刊
号
か
ら
六
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。『
総
合
』
が
連
載
六
回

目
が
載
っ
た
号
で
休
刊
に
な
り
一
度
は
中
断
の
憂
き
目
に
遭
う
が
、
そ
の

後
、
筑
摩
書
房
か
ら
一
九
六
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
古
典
日
本
文
学
全

集（
（
（

』
の
第
一
巻
に
、
残
り
の
部
分
が
書
き
下
ろ
さ
れ
、「
新
釈
古
事
記
」

と
し
て
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
新
釈
古
事
記
」
は
、
石
川
淳
研
究
の
中
で
部
分
的
に
言
及
さ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
て
も
、こ
れ
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
は
な
か
っ
た（

3
（

。
し
か
し「
新

釈
古
事
記
」
と
い
う
題
名
が
示
し
て
い
る
と
お
り
、
こ
れ
は
単
な
る
古
典

の
現
代
語
訳
に
留
ま
ら
ず
、
石
川
淳
独
自
の
注
釈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

　

一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
、
石
川
は
〈
歴
史
〉
を
題
材
に
し
な
が
ら
そ

れ
を
改
変
し
て
い
く
、
偽
史
と
呼
ば
れ
る
歴
史
贋
造
の
小
説
を
書
く
よ
う

に
な
る
。
石
川
の
後
期
を
代
表
す
る
長
編
小
説
の
多
く
は
こ
れ
に
該
当
す

る
。

　

中
断
す
る
前
に
あ
た
る
「
新
釈
古
事
記
」
の
前
半
部
分
は
、
こ
れ
ら
の

小
説
が
現
れ
る
前
に
連
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
石
川
淳
の

作
品
史
を
見
直
し
て
み
る
と
、『
古
事
記
』
に
注
釈
を
加
え
る
と
い
う
経

験
が
、
後
に
書
く
歴
史
贋
造
の
小
説
を
創
作
す
る
上
で
大
き
な
示
唆
を
与

え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え「
新
釈
古
事
記
」を
単
な
る
古
典
の〈
現

代
語
訳
〉
と
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
学
的
営
為
の
中
で
、
小
説

創
作
に
比
べ
る
と
比
較
的
低
く
扱
わ
れ
が
ち
な
〈
現
代
語
訳
〉
に
は
、
む

し
ろ
批
評
と
創
作
が
交
差
す
る
場
が
生
み
出
だ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ

石
川
淳
「
新
釈
古
事
記
」
論

─
大
人
の
た
め
の
〈
古
事
記
物
語
〉

帆　

苅　

基　

生
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が
新
た
な
小
説
へ
の
創
作
の
転
換
へ
原
動
力
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
従
来

の
ジ
ャ
ン
ル
の
枠
組
み
を
も
再
考
す
る
こ
と
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
「
新
釈
古
事
記
」
の
同
時
代
状
況
を
見
て
み
る
と
、「
国
民
文
学
論
」
を

背
景
に
〈
古
典
〉
を
〈
国
民
文
学
〉
と
し
て
召
喚
し
よ
う
と
い
う
動
き
が

起
こ
っ
て
い
く
。
そ
の
中
で
『
古
事
記
』
に
光
が
あ
た
る
こ
と
に
な
り
、

鈴
木
三
重
吉
の
『
古
事
記
物
語
』
が
文
庫
化
さ
れ
再
刊
さ
れ
る
な
ど
、
子

供
向
け
の
読
み
物
と
し
て
『
古
事
記
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
一

方
で
『
古
事
記
』
を
無
邪
気
に
日
本
の
〈
古
典
〉
と
し
て
称
揚
す
る
こ
と

は
、
戦
時
中
の
皇
民
化
教
育
の
中
心
に
あ
っ
た
『
古
事
記
』
を
無
反
省
に

〈
国
民
文
学
〉
と
し
て
享
受
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。「
国
民
文
学
論
」
の

論
点
が
保
守
的
収
奪
さ
れ
て
い
く
過
程
の
中
で
、
日
本
古
来
か
ら
の
伝
承

が
ま
と
め
ら
れ
た
『
古
事
記
』
に
は
日
本
あ
る
い
は
日
本
の
文
化
的
風
土

が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
こ
れ

は
戦
時
下
に
お
い
て
〈
上
代
精
神
〉
な
る
も
の
が
提
唱
さ
れ
、
日
本
・
日

本
人
の
精
神
が
『
古
事
記
』
に
は
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
称
揚
さ
れ
た
こ
と

と
根
の
部
分
で
は
繋
が
っ
て
い
る
。

　

本
論
で
は
石
川
の
「
新
釈
古
事
記
」
の
成
立
を
同
時
代
コ
ン
テ
ク
ス
ト

と
比
較
す
る
こ
と
で
、
一
見
『
古
事
記
』
の
現
代
語
訳
の
よ
う
に
見
せ
か

け
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
あ
る
種
の
〈
い
が
が
わ
し
さ
〉
が

意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
〈
い
か
が
わ
し
さ
〉
は

戦
後
『
古
事
記
』
が
〈
古
典
〉
と
し
て
、
か
つ
て
の
歴
史
の
中
で
背
負
わ

さ
れ
き
た
看
板
を
忘
却
す
る
こ
と
で
、
改
め
て
享
受
さ
れ
て
い
く
こ
と
へ

の
巧
み
な
抵
抗
を
示
し
て
い
る
。
数
多
く
の
『
古
事
記
』
を
始
め
と
し
た

古
典
の
現
代
語
訳
が
あ
る
中
で
、
注
釈
を
付
け
る
と
い
う
営
為
が
、
そ
の

発
想
が
小
説
へ
と
転
換
す
る
原
動
力
へ
と
な
っ
た
希
有
な
経
験
で
あ
る
こ

と
も
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

二
、
転
換
点
と
し
て
の
「
新
釈
古
事
記
」

　

ま
ず
「
新
釈
古
事
記
」
を
考
え
る
前
に
、
石
川
淳
の
作
品
史
上
に
お
け

る
「
新
釈
古
事
記
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
『
古
事
記
』
に
解
釈
を
加
え
な
が
ら
現
代
語
訳
を
す
る
と
い
う
経

験
を
し
た
後
、
こ
れ
以
後
に
書
か
れ
る
小
説
に
は
、
以
前
の
も
の
に
は
無

か
っ
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
神
神
─
古
事
記
物
語
」
が
雑

誌
『
総
合
』
に
掲
載
さ
れ
る
以
前
に
発
表
さ
れ
た
「
紫
苑
物
語
」（『
中
央

公
論
』
一
九
五
六
・
二
）
と
「
八
幡
縁
起
」（『
中
央
公
論
』

一
九
五
八
・
二
）「
修
羅
」（『
中
央
公
論
』
一
九
五
八
・
七
）
で
は
見
逃
す

こ
と
が
で
き
な
い
違
い
が
表
れ
て
い
る
。

　

従
来
こ
の
三
作
は
連
関
す
る
も
の
と
し
て
関
連
性
が
論
じ
ら
れ
て
き
た（

4
（

。

し
か
し
「
紫
苑
物
語
」
と
「
八
幡
縁
起
」「
修
羅
」
の
間
に
は
、
関
連
性

を
強
調
す
る
の
に
は
ど
う
し
て
も
疑
問
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い（

5
（

。

　
「
紫
苑
物
語
」
は
主
人
公
が
代
々
勅
撰
集
の
選
者
に
選
ば
れ
る
よ
う
な

歌
道
の
名
家
に
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
を
書
き
入
れ
る
く
ら
い
で
、
具
体

的
な
歴
史
的
出
来
事
や
人
物
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
抽
象
的
な

歴
史
空
間
が
舞
台
に
と
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
一
方
「
八
幡
縁
起
」
は
い

つ
と
は
し
れ
な
い
古
代
か
ら
始
ま
り
、
平
安
中
期
の
碓
氷
貞
光
や
坂
田
金

時
、
南
北
朝
時
代
の
高
師
直
ら
を
登
場
さ
せ
る
。
ま
た
「
修
羅
」
は
応
仁
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の
乱
を
背
景
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
時
代
、
人

物
に
即
し
て
あ
る
い
は
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
歴
史
的
事
実
や
伝

承
が
あ
る
点
で
こ
れ
ら
は「
紫
苑
物
語
」と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の「
紫

苑
物
語
」
と
「
八
幡
縁
起
」
の
間
に
連
載
さ
れ
て
い
た
の
が
「
新
釈
古
事

記
」
の
前
半
に
あ
た
る
「
神
神
─
古
事
記
物
語
」
で
あ
っ
た
。

　
「
八
幡
縁
起
」
と
「
新
釈
古
事
記
」
の
関
連
に
い
ち
早
く
目
を
向
け
て

い
た
の
は
、『
新
潮
』
の
一
九
五
八
年
五
月
号
で
行
わ
れ
た
寺
田
透
・
花

田
清
輝
・
平
野
謙
の
三
名
に
よ
る
「
創
作
合
評（

6
（

」
の
中
で
の
平
野
の
発
言

で
あ
っ
た
。「
石
川
さ
ん
は
「
古
事
記
」
み
た
い
な
も
の
を
書
き
か
け
て

い
た
で
し
よ
う
。
あ
れ
の
余
滴
み
た
い
な
も
の
じ
や
な
い
か
な
」
と
平
野

が
発
言
す
る
と
、
花
田
も
平
野
の
発
言
に
同
意
し
て
「
そ
う
で
し
よ
う
。

作
品
と
し
て
は
「
紫
苑
物
語
」
の
方
が
成
功
し
て
い
る
」
と
、
評
価
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
八
幡
縁
起
」
と
連
載
さ
れ
て
い
る
「
新
釈
古

事
記
」
の
前
半
部
分
の
繋
が
り
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
以
上
の

こ
と
は
言
及
さ
れ
ず
、
ま
た
こ
れ
以
降
も
「
八
幡
縁
起
」
と
「
新
釈
古
事

記
」
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
論
評
は
、
藤
原
耕
作
が
「
八
幡
縁
起
」
の
素

材
に
『
古
事
記
』
が
使
わ
れ
て
お
り
、そ
れ
は
同
時
期
に
「
新
釈
古
事
記
」

の
現
代
語
訳
の
作
業
を
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う（

（
（

論
及
が
さ
れ
て
い
る
他

は
管
見
の
限
り
な
い
。
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
八
幡
縁
起
」

が
『
古
事
記
』
の
現
代
語
訳
の
「
余
滴
」
と
し
て
書
か
れ
た
と
す
れ
ば
、「
古

事
記
」
と
い
う
具
体
的
な
先
行
テ
ク
ス
ト
を
下
敷
に
し
た
こ
と
で
、
古
代

王
権
と
そ
れ
に
ま
つ
ろ
わ
ぬ
者
と
そ
の
後
の
時
代
と
い
う
具
体
性
を
帯
び

る
も
の
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

　

も
う
一
つ
「
新
釈
古
事
記
」
以
後
に
現
れ
た
傾
向
と
し
て
、〈
歴
史
〉

へ
の
疑
い
の
目
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば

「
八
幡
縁
起
」
で
は
以
下
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

こ
の
蘇
我
氏
の
ほ
ろ
び
た
を
り
に
、
い
に
し
へ
よ
り
世
世
の
こ
と
し

る
し
た
る
書
は
み
な
焼
け
失
せ
て
、
正
史
ま
た
ほ
ろ
び
た
と
い
ふ
。

今
の
都
に
、
王
と
よ
ば
れ
権
門
と
よ
ば
れ
る
や
か
ら
は
、
す
べ
て
入

鹿
を
討
つ
た
る
謀
反
の
徒
の
裔
よ
。
そ
の
徒
が
お
の
れ
の
都
合
よ
く
、

そ
ら
ご
と
ま
じ
り
に
作
り
な
し
た
る
史
書
の
ご
と
き
は
、
も
と
よ
り

信
ず
る
に
た
ら
ぬ
。

　
「
八
幡
縁
起
」
で
語
ら
れ
る
こ
の
言
葉
は
、「
新
釈
古
事
記
」
の
引
用
に

「
こ
の
伝
承
が
ま
つ
た
く
ほ
ろ
び
て
ゐ
る
の
は
、
の
ち
の
蘇
我
氏
の
滅
亡

と
係
る
と
こ
ろ
に
あ
る
や
う
に
い
は
れ
る
」
と
全
く
同
じ
こ
と
を
書
か
れ

て
い
る
こ
と
に
重
な
っ
て
い
る（

（
（

。
権
力
が
掌
握
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
か

つ
て
の
伝
承
や
記
録
が
抹
消
さ
れ
て
書
き
換
え
ら
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
「
八
幡
縁
起
」
の
す
ぐ
後
に
発
表
さ
れ
た
「
修
羅
」
で
は
こ

の
〈
歴
史
改
竄
〉
を
憎
悪
に
ま
で
高
め
て
い
る
。

み
な
み
な
、
か
ね
て
申
し
つ
け
た
と
ほ
り
、
こ
の
桃
花
房
の
討
入
に

古
市
も
の
の
血
筋
を
賭
け
よ
。
こ
の
庫
、
よ
の
つ
ね
の
庫
で
は
な
い

ぞ
。
つ
ね
な
ら
ば
、
金
帛
を
こ
そ
ね
ら
は
う
。
金
帛
、
し
ひ
て
こ
こ

に
も
と
め
る
な
。
庫
に
み
ち
た
世
世
の
旧
記
は
、
も
つ
て
こ
の
国
の
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史
を
編
む
に
足
る
と
い
ひ
つ
た
へ
る
。
旧
記
、
な
に
も
の
ぞ
。
代
代

の
公
卿
ど
も
が
書
き
ち
ら
し
た
文
反
故
の
山
よ
。
暗
愚
と
き
に
は
知

ら
ず
し
て
、
老
獪
と
き
に
は
知
り
な
が
ら
、
曲
を
も
つ
て
直
と
し
た

も
の
、
あ
や
ま
り
を
掏
り
か
へ
て
ま
こ
と
と
し
た
も
の
、
さ
だ
め
て

多
き
に
居
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
ほ
し
い
ま
ま
の
筆
の
跡
を
さ
か
の
ぼ

つ
て
、
み
だ
り
に
国
の
み
な
も
と
を
さ
ぐ
り
、
家
の
来
歴
を
き
め
つ

け
て
、
枉
げ
て
正
史
の
杭
を
打
た
う
と
す
る
。
い
つ
は
り
、
こ
こ
に

は
じ
ま
つ
た
ぞ
。
い
つ
は
り
の
毒
の
な
が
れ
る
と
こ
ろ
、
つ
ひ
に
古

市
も
の
の
血
筋
を
犯
し
て
、
こ
れ
を
ば
け
が
し
た
。
京
と
古
市
と
、

へ
だ
た
る
濠
の
深
さ
を
み
よ
。
げ
に
、
文
反
故
の
山
に
こ
そ
悪
鬼
は

棲
む
。
今
こ
の
悪
鬼
を
討
て
。
旧
記
秘
巻
、
み
な
ほ
ろ
ぼ
す
べ
し
。

い
ふ
と
こ
ろ
の
史
書
は
こ
と
ご
と
く
投
げ
捨
て
よ
。
史
を
書
か
ば
、

ま
さ
に
今
よ
り
書
け
。
か
の
庫
、
公
卿
の
手
に
と
ど
め
る
な
。
ま
た

足
軽
の
手
に
も
わ
た
す
な
。
こ
こ
ろ
あ
つ
て
、
こ
れ
を
ほ
ろ
ぼ
す
も

の
は
、
わ
が
一
党
の
ほ
か
に
は
な
い
ぞ
。
今
こ
そ
、
よ
き
を
り
ぢ
や
。

こ
の
を
り
の
が
す
な

こ
の
よ
う
に
正
統
な
〈
歴
史
〉
と
さ
れ
た
も
の
が
偽
り
で
あ
り
、
人
々
の

意
識
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
蝕
ん
で
い
く
「
悪
鬼
」
で
あ
る
と
表
現

し
て（

（
（

、
嫌
悪
感
を
露
わ
に
し
て
い
る
。「
修
羅
」
で
は
本
来
悪
人
で
あ
る

は
ず
の
盗
賊
が
、
金
銀
財
宝
を
狙
う
の
で
は
な
く
、
都
の
権
勢
の
家
に
あ

る
文
庫
を
襲
い
、そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
偽
り
の
〈
歴
史
〉
と
い
う
「
悪

鬼
」
を
焼
き
滅
ぼ
す
と
い
う
ピ
カ
レ
ス
ク
ロ
マ
ン
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。 　

石
川
の
〈
歴
史
〉
に
対
す
る
疑
い
の
目
は
、
萩
原
延
寿
と
の
対
談
に
垣

間
見
ら
れ
る（

（1
（

。
こ
こ
で
「
史
料
一
般
に
つ
い
て
、
野
乗
を
ば
か
に
す
る
な

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か
し
ま
あ
、
正
史
は
む
や
み
に
信
ず
べ
か
ら
ず

と
い
う
の
は
、
こ
の
前
の
戦
争
の
大
本
営
発
表
が
み
ん
な
ウ
ソ
ッ
パ
チ
と

い
う
こ
と
で
も
わ
か
る
ん
で
ね
」
と
権
力
が
編
纂
し
た
〈
歴
史
〉
で
は
な

い
も
の
に
こ
そ
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
で
は
な

ぜ
そ
の
よ
う
な
必
要
が
あ
る
の
か
、
石
川
は
「
政
府
刊
行
物
の
正
史
と
い

う
の
は
結
局
編
集
で
す
か
ら
ね
」
と
、
正
統
な
〈
歴
史
〉
と
さ
れ
て
い
る

も
の
は
偽
造
さ
れ
、
正
統
性
を
僭
称
し
て
い
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
考
え

て
い
る
か
ら
だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
『
古
事
記
』
は
野
乗
で
は
な
い
。
む

し
ろ
本
居
宣
長
の
国
学
を
巧
妙
に
利
用
す
る
こ
と
で
積
極
的
に
明
治
政
府

は
〈
正
史
〉
と
し
て
扱
い
、
以
後
国
民
の
知
る
べ
き
〈
歴
史
〉
で
あ
り
、

国
民
の
道
徳
の
基
盤
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。「
新
釈
古
事
記
」
に
付
け

ら
れ
た
石
川
の
〈
新
釈
〉
や
、「
八
幡
縁
起
」「
修
羅
」
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ

て
い
る
も
の
は
、〈
正
史
〉
と
称
し
て
権
力
者
の
正
統
性
を
保
証
す
る
た

め
の
〈
歴
史
〉
を
嘲
笑
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
。
同
時
に
そ
れ
は

〈
正
史
〉
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
人
々
の
歴
史
・
記
憶
に
対
し
て
眼
差
し
を

向
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

三
、
同
時
代
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
新
釈
古
事
記
」

　
「
新
釈
古
事
記
」
以
前
以
後
で
は
小
説
の
傾
向
が
大
き
く
変
わ
り
、
石

川
自
身
に
と
っ
て
大
き
な
転
換
点
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
『
古
事
記
』
本
文
を
直
接
語
り
手
と
な
る
よ
う
な
形
で
〈
新
釈
〉
を
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い
れ
る
〈
い
か
が
わ
し
い
〉
も
の
を
書
い
た
の
か
。「
新
釈
古
事
記
」
の

成
立
事
情
に
つ
い
て
同
時
代
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
考
察
し
た
い
。

　
「
新
釈
古
事
記
」
の
前
半
部
分
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
『
総
合
』
の
創
刊

号
の
編
集
後
記
を
読
む
と
、
総
合
雑
誌
を
作
る
の
が
難
し
い
こ
の
時
期
に
、

あ
え
て
複
雑
な
同
時
代
の
状
況
を
総
合
的
に
捉
え
る
こ
と
を
企
図
し
て

『
総
合
』
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る（

（（
（

。
従
来
の
文
芸
誌
や
総

合
雑
誌
を
作
っ
て
い
た
出
版
社
で
は
な
く
、
経
済
専
門
誌
の
版
元
が
挑
戦

的
に
創
刊
し
た
雑
誌
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
石
川
淳
の
こ
の
よ
う
な
実
験

的
な
〈
読
み
物
〉
の
掲
載
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う（

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
な
志
を
も
っ
て
発
刊
さ
れ
た
『
総
合
』
で
は
あ
っ
た
が
、
雑

誌
全
体
が
ふ
る
わ
な
い
時
期
で
も
あ
り
、
わ
ず
か
半
年
で
休
刊
す
る
こ
と

に
な
る
。
石
川
は
こ
れ
を
完
成
さ
せ
る
場
所
を
失
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し

幸
い
に
し
て
筑
摩
書
房
刊
行
の
『
古
典
日
本
文
学
全
集
』
の
第
一
巻
と
し

て
こ
れ
を
完
成
さ
せ
て
収
録
さ
せ
る
機
会
を
得
る
。「
新
釈
古
事
記
」
が

収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
全
集
は
古
典
の
現
代
語
訳
を
集
め
た

全
集
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
全
集
が
企
画
さ
れ
た
の
か
。『
古
典
日

本
文
学
全
集
』
刊
行
に
際
し
て
新
聞
広
告
に
そ
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

　

こ
こ
で
は
「
小
社
は
数
年
前
か
ら
『
日
本
の
古
典
を
現
代
人
の
も
の
に

す
る
』
た
め
の
計
画
を
ね
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
文
壇
や
学
界
の
積
極

的
な
協
力
を
得
ま
し
て
、
正
し
く
美
し
い
現
代
語
訳
に
よ
る
古
典
文
学
の

集
大
成
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
広
く
絶
賛
を
博
し
ま

し
た
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
の
古
典
版
を
ひ
ろ
く
御
愛
読
く
だ
い
さ
い

ま
す
よ
う
お
ね
が
い
い
た
し
ま
す
。」
と
、
全
集
と
し
て
は
破
格
の
ヒ
ッ

ト
と
な
っ
た
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
の
古
典
版
と
し
て
の
役
割
を
期
待

し
て
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
訳
者
に
も
古
典
の
学
者

を
は
じ
め
作
家
も
名
を
連
ね
、
そ
こ
に
石
川
が
『
古
事
記
』
の
現
代
語
訳

の
依
頼
を
受
け
、
中
断
し
た
部
分
以
降
を
書
き
加
え
て
「
新
釈
古
事
記
」

を
完
成
さ
せ
る
機
会
を
得
た
。

　

筑
摩
書
房
が
こ
の
よ
う
な
全
集
を
企
画
し
た
理
由
は
、
一
九
六
一
年
版

の
『
朝
日
年
鑑
』
が
前
年
の
六
〇
年
を
振
り
返
っ
て
「
35
年
の
全
集
流
行

は
ま
さ
に
第
3
の
全
集
ブ
ー
ム
と
言
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
文
字
通
り
、

全
集
で
明
け
、
全
集
で
暮
れ
た
年
だ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
通
り
、
全
集

が
多
く
発
刊
さ
れ
て
よ
く
売
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う（

（3
（

。
こ
れ
は

突
如
と
し
て
一
九
六
〇
年
に
現
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
数
年
前
か
ら
新
聞

紙
面
の
広
告
欄
に
は
文
学
に
限
ら
ず
様
々
な
全
集
の
広
告
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
古
典
の
現
代
語
訳
の
全
集
も
河
出
書
房
、
角
川

書
店
、
平
凡
社
と
い
っ
た
他
の
出
版
社
も
筑
摩
書
房
の
全
集
と
同
時
期
か

あ
る
い
は
少
し
早
く
に
刊
行
を
始
め
て
い
る
。
つ
ま
り
古
典
の
現
代
語
訳

と
い
う
全
集
そ
の
も
の
は
、
け
っ
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

一
度
は
雑
誌
の
休
刊
に
見
舞
わ
れ
中
断
す
る
と
い
う
憂
き
目
に
あ
っ
た

が
、折
柄
の
全
集
ブ
ー
ム
と
い
う
機
運
が
「
神
神
─
古
事
記
物
語
」
を
「
新

釈
古
事
記
」
と
し
て
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
「
新
釈
古
事
記
」
が
生
ま
れ
た
背
景
と
な
る
出
版
界
の
状
況

を
考
察
し
た
が
、
こ
こ
で
「
新
釈
古
事
記
」
が
発
表
さ
れ
た
時
が
、
戦
後

の
『
古
事
記
』
研
究
の
転
換
点
に
あ
た
っ
て
い
る
点
と
「
国
民
文
学
論
」
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が
保
守
的
収
奪
さ
れ
て
い
く
中
で
、〈
国
民
文
学
〉
の
原
初
と
し
て
『
古

事
記
』
が
呼
び
出
さ
れ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

　

す
で
に
「
新
釈
古
事
記
」
以
前
以
後
で
〈
歴
史
〉
へ
の
視
線
が
変
わ
っ

て
い
る
こ
と
は
述
べ
た
が
、
そ
れ
で
は
こ
れ
は
石
川
淳
だ
け
で
あ
っ
た
か

言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。

　

例
え
ば
国
文
学
者
・
西
郷
信
綱
は
『
古
代
文
学
史
（
改
稿
版（

（1
（

）』
の
中

で
「
文
学
形
態
は
、
歴
史
の
内
部
で
は
た
ら
き
、
歴
史
と
と
も
に
動
く
と

こ
ろ
の
文
学
活
動
の
形
式
で
あ
る
」
と
述
べ
、『
古
事
記
』
が
あ
る
種
の

意
図
と
目
的
を
持
っ
て
〈
歴
史
〉
と
連
動
し
て
編
纂
さ
れ
て
き
た
面
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
西
郷
は
具
体
的
に
『
古
事
記
』
が
ど
の

よ
う
な
目
的
と
意
図
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。

『
古
事
記
』
は
「
邦
家
の
経
緯
、
王
化
の
鴻
基
」
と
し
て
作
ら
れ
た

こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
古
代
国
家
の
政
治
的
・
精
神
的
規
範
た
る
べ

く
作
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
作
成
は
過
去
の
物
語
伝
承
や
天
皇
系

図
を
皇
室
の
立
場
か
ら
整
理
し
直
す
と
い
う
か
た
ち
で
な
さ
れ
た
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
発
起
者
は
天
武
天
皇
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
さ
い
壬
申
の
乱
を
大
き
く
あ
つ
か
い
、
こ
の
乱
に

勝
利
し
た
こ
の
天
武
天
皇
と
い
う
ふ
う
に
指
摘
し
て
い
る
の
が
注
目

さ
れ
る
。

西
郷
は
こ
の
よ
う
に
『
古
事
記
』
が
当
時
の
〈
政
権
〉
の
正
統
性
を
示
す

た
め
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
後
に
西
郷
は

『
古
事
記
』
の
神
話
を
構
造
的
に
読
み
解
い
た
『
古
事
記
の
世
界
』

（
一
九
六
七
）、『
古
事
記
研
究
』（
一
九
七
三
）
を
著
し
、『
古
事
記
』
研

究
に
革
新
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
石
川
淳
と
西
郷
信
綱
と
の
間
に
は

交
友
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
石
川
淳
が
西
郷
は
じ
め
『
古
事

記
』
研
究
の
動
向
に
気
を
配
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い（

（5
（

。
こ
の

よ
う
な
『
古
事
記
』
の
革
新
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
る
一
方
で
、「
新
釈

古
事
記
」
が
刊
行
さ
れ
る
一
九
五
〇
年
代
前
半
に
起
き
た
「
国
民
文
学
論

争
」
は
、〈
国
民
文
学
〉
と
し
て
古
典
に
注
目
さ
せ
る
き
っ
か
け
を
作
っ

た
と
言
え
、
古
典
の
現
代
語
訳
全
集
が
数
多
く
出
版
さ
れ
る
の
も
、
そ
の

よ
う
な
要
因
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

な
か
で
も
『
古
事
記
』
は
民
族
精
神
が
現
れ
た
太
古
の
書
物
と
し
て
重

宝
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
戦
前
〈
歴
史
〉
と
し
て
、
あ

る
い
は
道
徳
の
基
盤
と
し
て
扱
わ
れ
た
『
古
事
記
』
を
、
極
端
に
言
え
ば

〈
国
民
文
学
〉
と
看
板
を
付
け
替
え
た
だ
け
で
あ
る
と
も
言
え
る
。「
国
民

科
」
が
創
設
さ
れ
た
戦
時
下
の
第
五
期
国
定
教
科
書
で
は
、『
古
事
記
』

の
扱
い
が
非
常
に
大
き
く
な
り
、『
古
事
記
』
を
読
む
こ
と
は
「
国
初
以

来
の
歴
史
」
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
古
代
日
本
人
の
精
神
」
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
と
謳
わ
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

こ
の
第
五
期
国
定
教
科
書
を
編
集
し
た
監
修
官
の
国
文
学
者
・
倉
野
憲

司
は
、
第
五
期
国
定
教
科
書
と
同
時
期
に
『
古
典
と
上
代
精
神
』

（
一
九
四
七（

（1
（

）
を
刊
行
し
「
古
事
記
に
於
け
る
尊
皇
心
」
を
論
じ
、『
古
事

記
』
に
は
民
族
精
神
の
土
台
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
の

倉
野
も
ま
た
一
九
五
五
年
に
河
出
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
現
代
語
訳
日
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本
古
典
文
学
全
集
』
に
お
い
て
『
古
事
記
』
の
現
代
語
訳
を
担
当
し
、「
解

説
」
も
執
筆
し
て
い
る
。
倉
野
は
『
古
事
記
』
が
「
日
本
文
学
の
源
流
」

で
あ
り
「
日
本
文
学
の
出
発
点
で
あ
る
」
と
し
て
、『
古
事
記
』
に
は
「
皇

位
を
重
ん
ず
る
心
」
と
「
人
間
的
な
愛
の
精
神
が
貫
き
流
れ
る
」〈
国
民

文
学
〉
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る（

（1
（

。
戦
前
に
皇
国
主
義
思
想
で
語
ら
れ
た
言

葉
を
、
戦
後
再
び
別
の
文
脈
で
語
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。「
国

民
文
学
論
争
」
が
示
し
た
論
点
は
こ
れ
だ
け
に
矮
小
化
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
が
、
少
な
く
と
も
〈
国
民
文
学
〉
と
い
う
名
が
保
守
的
収
奪
を
さ
れ
、

結
果
的
に
、
無
反
省
に
『
古
事
記
』
を
「
日
本
文
学
の
源
流
」
と
語
っ
て

し
ま
え
る
空
気
を
醸
成
し
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う（

（1
（

。

　
「
新
釈
古
事
記
」
は
こ
の
よ
う
な
同
時
代
状
況
と
呼
応
し
つ
つ
、
一
見

こ
の
機
運
に
載
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
う
見
せ
な
が

ら
実
は
そ
れ
ら
の
流
れ
と
は
〈
ズ
レ
〉
て
い
る
と
こ
ろ
に
独
自
性
と
批
評

性
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る（

11
（

。

五
、�「
古
事
記
物
語
」
か
ら
の
逸
脱�

─
大
人
の
た
め
の
〈
古
事
記
物
語
〉

　
「
新
釈
古
事
記
」
と
同
時
代
に
、
現
代
語
訳
の
全
集
が
相
次
い
で
発
刊

さ
れ
た
こ
と
と
は
別
に
、
も
う
一
つ
こ
の
時
期
『
古
事
記
』
が
広
く
受
け

入
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
顕
著
な
出
来
事
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
「
古
事
記
物
語
」
と
題
さ
れ
た
児
童
向
け
の
読
み
物
が
同
時
期
に
重

な
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

　

本
論
で
は
「
新
釈
古
事
記
」
と
繰
り
返
し
呼
び
論
じ
て
き
た
が
、
当
初

こ
れ
が
「
神
神
─
古
事
記
物
語
」
と
い
う
題
名
で
連
載
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
改
め
て
目
を
向
け
た
い
。
副
題
に
「
古
事
記
物
語
」
と
あ
え
て
付
け
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
図
が
垣
間
見
ら
れ
る
「
新
釈
古
事
記
」
が
「
古
事

記
物
語
」
と
し
て
始
め
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ
以
前
に
刊
行
さ
れ

た
「
古
事
記
物
語
」
と
比
較
す
る
こ
と
で
、「
新
釈
古
事
記
」（
＝
「
神
神

─
古
事
記
物
語
」）
の
異
質
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

鈴
木
三
重
吉
と
福
永
武
彦
は
と
も
に
『
古
事
記
物
語
』
と
題
す
る
読
み

物
を
刊
行
し
て
い
る
。
鈴
木
三
重
吉
の『
古
事
記
物
語
』は
一
九
一
九（
大

正
八
）
年
七
月
か
ら
一
四
回
に
渡
っ
て
『
赤
い
鳥
』
に
連
載
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
福
永
武
彦
の
『
古
事
記
物
語
』
は
「
神
神
─
古
事
記
物
語
」
が

掲
載
さ
れ
た
の
と
同
じ
年
一
九
五
七
年
の
一
二
月
に
岩
波
少
年
文
庫
と
し

て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
福
永
に
比
べ
る
と
、
鈴
木
の
『
古
事
記
物
語
』
は

約
四
十
年
前
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
比
較
対
象
に
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、『
赤
い
鳥
』
に
掲
載
さ
れ

た
当
時
の
『
古
事
記
物
語
』
で
は
な
い
。

　

前
節
で
触
れ
た
全
集
刊
行
が
相
次
い
だ
頃
、
も
う
一
つ
出
版
界
の
目

立
っ
た
傾
向
と
し
て
、様
々
な
出
版
社
か
ら
、か
つ
て
の
〈
名
作
〉
を
競
っ

て
文
庫
版
と
し
て
刊
行
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る（

1（
（

。
鈴
木
三
重
吉
の
『
古

事
記
物
語
』
も
一
九
五
五
年
一
月
に
角
川
文
庫
版
が
刊
行
さ
れ
る
。
こ
う

し
て
み
る
と
石
川
が
『
総
合
』
誌
上
に
「
神
神
─
古
事
記
物
語
」
を
掲
載

し
て
い
る
頃
、
同
じ
く
「
古
事
記
物
語
」
と
題
さ
れ
た
も
の
が
二
つ
世
に

出
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

鈴
木
三
重
吉
の
文
庫
化
再
刊
も
、
福
永
の
少
年
文
庫
用
の
執
筆
・
出
版
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も
折
柄
の
『
古
事
記
』
へ
の
再
注
目
の
時
流
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
三
つ
の
「
古
事
記
物
語
」
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

　

鈴
木
三
重
吉
の
『
古
事
記
物
語
』
は
「
解
説
」
で
窪
田
譲
冶
が
「
こ
の

三
重
吉
の
古
事
記
物
語
の
ほ
か
に
、
児
童
の
た
め
の
古
事
記
は
な
い
よ
う

で
す
。
つ
ま
り
、
古
事
記
の
決
定
版
と
い
う
も
の
が
な
い
の
で
す
。
そ
れ

ほ
ど
尊
敬
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
尊
敬
さ
れ
す
ぎ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

点
、
こ
の
古
事
記
物
語
こ
そ
児
童
用
古
事
記
の
決
定
版
と
も
言
え
る
の
で

あ
り
ま
す
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
鈴
木
三
重
吉
の
『
古
事
記
物
語
』

が
大
正
期
か
ら
戦
時
下
へ
と
、
長
き
に
渡
っ
て
愛
読
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
窪
田
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
神
話
を
〈
歴
史
〉
と
し
て
受
け
取
ら

ね
ば
な
ら
な
い
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
。「
歴
史
童
話
」
と
い
う

題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
始
め
に
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
基
本
的
に
余
計
な
注
釈
は
付
け
ず
、『
古
事
記
』
原
典
に
書
か

れ
て
い
る
〈
出
来
事
〉
を
児
童
に
も
分
か
る
平
易
な
言
葉
で
、
ま
た
叙
情

的
に
記
し
て
い
る
。
ま
た
鈴
木
版
に
特
徴
的
な
の
は
天
皇
に
つ
い
て
書
か

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
終
始
一
貫
敬
語
を
用
い
て
恭
し
く
書
い
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

　

例
え
ば
仁
徳
天
皇
の
治
世
を
褒
め
称
え
た
箇
所
で
は
、

天
皇
は
し
も
じ
も
に
対
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
思
い
や
り
の
深
い

方
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
後
の
世
か
ら
も
永
く
お
慕

い
申
し
上
げ
て
そ
の
ご
一
代
を
聖
帝
の
御
代
と
お
呼
び
申
し
て
お
り

ま
す

と
書
く
。

　

太
平
洋
戦
争
が
激
化
す
る
中
、
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
に
編
纂
さ

れ
た
第
五
期
国
定
教
科
書
の
国
民
科
に
お
い
て
『
古
事
記
』
に
比
重
を
置

き
、「
修
身
」「
歴
史
」「
国
語
」
そ
れ
ぞ
れ
で
『
古
事
記
』
を
〈
歴
史
的

事
実
〉
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
同
時
期
に
鈴
木
三
重
吉
の
『
古
事
記
物
語
』

も
ま
た
「
歴
史
童
話
」
と
称
さ
れ
て
、
一
つ
の
〈
歴
史
的
事
実
〉
と
し
て

児
童
た
ち
に
差
し
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
一
九
五
五
年
に
再
び
角
川
文

庫
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
読
者
の
手
元
に
届
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

戦
前
・
戦
後
を
通
し
て
ま
ず
「
古
事
記
物
語
」
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し

た
も
の
が
鈴
木
版
『
古
事
記
物
語
』
で
あ
っ
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
石
川

が
当
初
「
古
事
記
物
語
」
と
名
付
け
て
い
た
の
は
、
鈴
木
版
『
古
事
記
物

語
』
を
強
く
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
は
福
永
版
の
『
古
事
記
物
語（

11
（

』
に
お
け
る

仁
徳
天
皇
の
治
世
に
関
す
る
記
述
を
踏
ま
え
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
。

こ
う
い
う
情
け
ぶ
か
い
天
皇
で
し
た
か
ら
、
人
民
も
大
そ
う
よ
ろ
こ

び
、
の
ち
に
こ
の
天
皇
の
御
世
を
聖
の
御
世
と
呼
ん
で
た
た
え
て
い

ま
す

鈴
木
版
が
天
皇
に
対
し
て
過
剰
に
敬
語
を
使
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
福

永
版
は
淡
々
と
『
古
事
記
』
原
典
の
記
述
を
児
童
に
も
分
か
る
言
葉
で
現

代
語
訳
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、〈
現
代
語
訳
〉
と
し
て
は
む
し
ろ
鈴

木
版
以
上
に
原
文
の
記
述
に
忠
実
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
箇
所
で
も
分
か
る
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通
り
余
分
な
注
釈
は
一
切
つ
け
て
は
い
な
い
。

　

以
上
二
つ
の
『
古
事
記
』
物
語
と
比
較
す
る
と
、石
川
版
は
単
な
る
〈
現

代
語
訳
〉
で
は
な
く
、
過
剰
な
ま
で
に
〈
注
釈
〉
を
付
け
加
え
て
い
る
。

　

仁
徳
天
皇
の
治
世
の
箇
所
は
以
下
で
あ
る
。

か
く
て
、
人
民
栄
え
て
、
夫
役
に
と
ら
れ
て
も
苦
に
し
な
く
な
つ
た
。

こ
の
世
を
た
た
へ
て
、
ヒ
ジ
リ
（
聖
）
の
世
と
は
い
う
。
こ
こ
に
聖

代
な
ん
ぞ
と
い
う
の
は
、
も
と
よ
り
唐
山
よ
り
の
思
想
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

引
用
し
た
箇
所
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
後
半
が
『
古
事
記
』
本
文
で
の
記

述
か
ら
甚
だ
に
逸
脱
し
て
い
る
。

　

本
居
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
の
中
の
「
直
毘
霊
」
で
、
か
つ
て
の
聖
代

で
は
下
々
の
者
も
天
皇
の
御
心
を
自
ら
の
心
と
し
て
、
畏
敬
の
念
を
も
っ

て
天
皇
の
仰
せ
に
し
た
が
い
安
ら
か
に
暮
ら
し
て
お
り
、そ
れ
が
〈
大
和
〉

の
自
然
状
態
で
あ
っ
た
と
説
い
た
。
宣
長
は
こ
の
よ
う
な
自
然
状
態
は
儒

仏
思
想
で
あ
る
〈
漢
意
〉
が
入
る
以
前
の
〈
大
和
心
〉
の
中
に
あ
り
、〈
大

和
心
〉
を
求
め
る
た
め
、
古
代
を
探
求
す
る
必
要
が
あ
る
と
唱
え
た
。
そ

し
て
〈
大
和
心
〉
を
再
び
取
り
戻
す
た
め
、
古
代
の
文
献
で
あ
る
『
古
事

記
』
を
精
読
し
、
そ
の
中
か
ら
〈
大
和
心
〉
を
見
出
そ
う
、
と
い
う
の
が

宣
長
の
思
想
の
骨
格
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
石
川
が
加
え
た
「
こ
の
聖
代
な
ん
ぞ
と
い
う
も
の
は
、
も
と
よ

り
唐
山
よ
り
の
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
注
釈
は
、
宣
長
が
〈
大

和
心
〉
を
求
め
て
探
求
し
よ
う
と
し
た
『
古
事
記
』
に
さ
え
、
既
に
外
来

思
想
の
影
響
が
見
え
る
と
い
う
痛
烈
な
批
判
に
外
な
ら
な
い（

13
（

。
石
川
の
宣

長
に
対
す
る
斜
に
構
え
た
批
判
は
、
同
時
に
倉
野
憲
司
を
始
め
と
す
る
、

『
古
事
記
』
に
は
「
上
代
精
神
」
が
現
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
日
本
人
の
精

神
の
源
流
が
あ
る
と
高
ら
か
に
謳
う
同
時
代
の
人
々
に
対
し
て
向
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う（

11
（

。

　

鈴
木
・
福
永
と
同
様
に
「
古
事
記
物
語
」
と
題
さ
れ
て
い
た
石
川
版
は
、

他
の
二
つ
が
児
童
の
た
め
に
書
か
れ
た
の
に
対
し
て
、
東
洋
経
済
新
報
社

刊
行
の
総
合
雑
誌
『
総
合
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
児
童

向
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
石
川
版
「
古
事
記
物
語
」
は
誰
に
向
け

て
書
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
国
定
教
科
書
や
鈴
木

版
『
古
事
記
物
語
』
を
読
ん
だ
〈
大
人
〉
の
た
め
に
書
か
れ
た
「
古
事
記

物
語
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
石
川
版
は
一
見
そ
の
ま
ま
読
め
ば
『
古

事
記
』
の
現
代
語
訳
と
し
て
読
め
る
が
、『
古
事
記
』
原
文
や
、
か
つ
て

の
国
定
教
科
書
で
の
記
述
や
、
鈴
木
版
『
古
事
記
物
語
』
と
突
き
合
わ
せ

て
比
較
し
て
み
る
と
、
石
川
の
過
剰
な
注
釈
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
部

分
が
露
わ
に
な
り
、
ま
た
そ
の
注
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
図
が
理
解
で

き
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
石
川
が
あ
え
て
「
神
神

─
古
事
記
物
語
」
と
題
を
つ
け
て
い
た
こ
と
の
企
図
が
見
え
て
く
る
。

六
、
石
川
の
現
代
語
訳

　

次
に
「
新
釈
古
事
記
」
に
見
ら
れ
る
石
川
淳
の
注
釈
を
特
徴
を
見
て
み

た
い
。「
新
釈
古
事
記
」
が
『
古
典
日
本
文
学
全
集
』
の
第
一
巻
と
し
て
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刊
行
さ
れ
た
時
に
、
石
川
は
後
書
き
に
あ
た
る
「
訳
者
の
こ
と
ば（

15
（

」
に
お

い
て
、
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
現
代
語
訳
し
た
か
を
述
べ
て
い
る
。

　

石
川
は
ま
ず
こ
こ
で
、『
古
事
記
』
を
訳
す
上
で
逐
語
的
に
忠
実
で
あ

る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
が
、
正
確
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
た
め

に
は
「
と
き
に
部
分
的
に
は
訳
と
し
て
の
基
本
の
筋
に
拘
泥
し
な
い
こ
と

の
は
う
を
撰
ぶ
と
い
ふ
必
要
が
あ
つ
た
」
と
基
本
姿
勢
を
表
明
し
て
い
る
。

そ
し
て
読
者
の
た
め
に
「
部
分
に
於
て
、
ち
と
の
注
、
ち
と
の
解
説
に
似

た
も
の
を
附
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
や
う
な
と
こ
ろ
に
、
す
く
な
く
て
も
そ

れ
を
附
し
た
は
う
が
理
解
に
便
利
と
お
も
は
れ
る
や
う
な
と
こ
ろ
」
に
は

必
要
に
応
じ
て
積
極
的
に
原
文
に
注
釈
を
加
え
る
こ
と
も
表
明
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
原
文
と
拙
訳
と
を
突
き
あ
は
せ
て
読
ん
で
下
さ
る
と
し
た
ら
ば
、

そ
れ
こ
そ
訳
者
の
望
み
は
た
り
る
。
そ
も
そ
も
訳
者
の
究
極
の
目
的
は
、

こ
の
拙
訳
を
捨
て
て
、
た
だ
ち
に
古
事
記
の
原
文
に
就
く
や
う
に
、
読
者

を
う
な
が
す
こ
と
に
あ
つ
た
。」
と
語
っ
て
い
る
。

　

一
見
こ
の
言
葉
を
鵜
呑
み
に
す
る
と
、
古
典
の
原
典
に
親
し
ん
で
欲
し

い
と
い
う
よ
う
な
一
種
の
社
交
辞
令
の
よ
う
に
と
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し

か
し
前
節
で
他
の
『
古
事
記
物
語
』
と
比
較
し
た
と
お
り
、〈
原
文
〉
と

石
川
の
〈
現
代
語
訳
〉
を
突
き
合
わ
せ
て
読
む
と
、
か
え
っ
て
訳
者
の
石

川
が
付
け
足
し
た
〈
新
釈
〉
の
意
図
が
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
改

め
こ
の
「
訳
者
の
言
葉
」
を
読
み
返
す
と
、
石
川
が
注
釈
や
解
説
を
を
付

け
た
の
は
、
付
け
た
方
が
「
理
解
に
便
利
」
だ
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
だ
と

言
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
石
川
が
『
古
事
記
』
原
典
を
こ
の
よ
う
に

「
理
解
」
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
読
者
に
対
し
て
提
示
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
巧
み
な
言
葉
の
綾
の
中
に
石
川
の
仕
掛
け
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
え
て
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
「
新
釈
古
事
記
」
に
お
け
る
石
川
の
注
釈
・
解
説
の
特
徴
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
三
つ
の
点
に
絞
っ
て
考
察
し
た
い
。「
神
に
つ

い
て
」
と
、「
歴
史
に
つ
い
て
」
の
項
と
、〈
出
雲
〉
に
つ
い
て
の
記
事
で

あ
る
。
こ
れ
ら
三
点
は
「
新
釈
古
事
記
」
全
体
の
性
質
を
如
実
に
体
現
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
「
神
に
つ
い
て
」
の
石
川
の
注
釈
を
見
て
み
た
い
。
上
巻
一
章
の

「
国
生
ま
る
」
で
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

お
も
へ
ば
、
さ
き
だ
つ
神
神
は
い
づ
れ
も
ひ
と
り
も
の
で
あ
り
、
ひ

と
り
も
の
は
男
で
あ
つ
た
と
合
点
さ
れ
た
。
男
と
女
と
の
一
組
。
ど

う
や
ら
、
神
神
も
人
間
く
さ
く
な
つ
て
来
た
。
形
勢
は
そ
ろ
そ
ろ
下

界
の
ほ
う
に
さ
そ
ひ
の
水
を
む
け
て
も
よ
い
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
そ
こ

で
、
ク
ニ
ノ
ト
コ
タ
チ
か
ら
か
ぞ
へ
て
七
代
目
に
、
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ

ザ
ナ
ミ
と
い
ふ
男
女
二
柱
の
神
が
お
く
り
出
さ
れ
る
番
に
な
つ
た
。

　

神
神
の
つ
ど
ふ
と
こ
ろ
は
天
で
あ
る
。
こ
の
天
が
く
せ
も
の
で
あ

る
。
天
は
命
ず
る
こ
と
を
好
む
。
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
、
は
る

か
後
の
世
ま
で
も
、
日
本
の
天
は
む
や
み
に
命
じ
た
が
る
。
神
神
は

す
な
は
ち
若
い
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
に
命
じ
て
い
ふ
こ
と
に
、

･･･
（
略
）

　

こ
の
よ
う
に
「
新
釈
古
事
記
」
で
は
、「
国
生
み
の
神
話
」
も
厳
か
に
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描
き
出
す
こ
と
は
せ
ず
に
、
神
神
の
人
間
臭
さ
、
人
間
ら
し
さ
を
強
調
し

揶
揄
を
加
え
る
。『
古
事
記
』
原
典
に
書
い
て
あ
る
話
の
筋
を
ゆ
が
め
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、原
文
か
ら
大
き
く
か
け
離
れ
る
よ
う
な
〈
新
釈
〉

を
加
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

別
の
箇
所
で
は
神
々
を
祀
る
祭
祀
と
政
治
と
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を

は
っ
き
り
と
示
し
、「
さ
う
い
つ
て
も
、
祭
祀
と
政
治
と
、
つ
な
が
る
善

縁
あ
る
ひ
は
悪
縁
が
な
い
こ
と
も
な
い
」「
祭
祀
の
式
さ
だ
ま
つ
て
、
政

治
の
仕
掛
け
も
ま
た
と
と
の
ふ
。
後
世
は
こ
こ
で
大
む
か
し
の
祭
政
一
致

と
い
ふ
こ
と
の
意
味
を
お
も
ひ
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
注
釈
を
付

け
政
治
と
祭
祀
が
隣
り
合
わ
せ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
別

の
場
所
で
は
「
神
威
す
な
は
ち
武
威
。
大
和
国
原
の
固
め
、こ
こ
に
成
る
」

と
〈
神
威
〉
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
人
間
の
力
で
あ
る
〈
武
威
〉
な
の

だ
と
書
き
込
ん
で
い
る
。
ま
た
「
死
ん
だ
あ
と
か
ら
追
ひ
か
け
て
、
別
の

名
が
つ
く
や
う
に
な
る
と
、
だ
い
ぶ
人
間
く
さ
い
。
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ

ビ
コ
、
そ
の
兄
イ
ツ
セ
と
、
も
う
二
柱
と
も
い
へ
ま
い
、
こ
の
二
人
」
と

〈
柱
〉
と
い
う
神
々
を
数
え
る
単
位
を
〈
人
〉
に
意
図
的
に
言
い
か
え
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
あ
え
て
神
々
の
人
間
ら
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

　

な
ぜ
石
川
が
「
神
に
つ
い
て
」
こ
の
よ
う
な
〈
新
釈
〉
を
加
え
て
い
る

の
か
、
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
も
う
一
つ
石
川
の
特
徴
的
な
〈
解
釈
〉
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
「
歴
史
に
つ
い
て
」
を
見
て
い
き
た
い
。

人
間
が
そ
こ
に
配
置
さ
れ
て
ゐ
な
い
や
う
な
と
こ
ろ
で
は
、
神
神
は

立
瀬
が
無
い
だ
ら
う
。
あ
る
ひ
は
、
立
瀬
を
う
し
な
ふ
や
う
な
危
険

が
な
い
だ
ら
う
。
さ
う
い
つ
て
も
、
永
日
の
ひ
か
げ
が
移
る
や
う
に
、

す
こ
し
づ
つ
、
気
が
つ
か
な
い
う
ち
に
、
神
神
の
歴
史
は
人
間
の
歴

史
の
は
う
に
し
の
び
寄
つ
て
来
る
。
こ
の
す
り
か
へ
の
陰
謀
は
ど
ち

ら
の
側
か
ら
お
こ
つ
た
の
か
知
ら
な
い
。
人
間
が
神
神
の
振
舞
に
於

て
と
く
に
人
間
的
意
味
を
見
つ
け
よ
う
と
し
な
く
て
も
、
神
神
の
は

う
で
は
、
蘆
の
角
と
相
似
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
人
間
と
相
似
で
あ

る
こ
と
の
は
う
を
好
む
や
う
で
あ
る
。
神
神
の
は
な
し
を
人
間
に
う

な
が
す
も
の
は
神
神
で
あ
る
。
や
が
て
、
神
神
の
血
は
、
か
り
に
血

が
あ
る
と
し
て
の
は
な
し
だ
が
、
後
世
の
人
間
の
系
譜
の
中
に
振
り

こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
来
る
だ
ら
う
。
い
や
、
系
譜
は
と
も
か
く
、

そ
の
心
情
に
於
て
、
神
神
は
は
や
く
も
人
間
と
相
似
に
よ
ろ
こ
び
、

ま
た
か
な
し
ん
だ
。

以
上
引
用
し
た
部
分
を
見
て
も
分
か
る
と
お
り
、『
古
事
記
』
で
書
か
れ

て
い
る
神
々
の
歴
史
は
あ
く
ま
で
人
間
の
歴
史
の
中
で
創
出
さ
れ
た
も
の

で
、
だ
か
ら
こ
そ
神
々
に
〈
人
間
ら
し
さ
〉
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。

　

で
は
そ
の
〈
歴
史
〉
は
い
つ
書
か
れ
た
の
か
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば

い
つ
創
り
出
さ
れ
た
の
か
。「
新
釈
古
事
記
」で
は
い
わ
ゆ
る「
欠
史
八
代
」

に
関
す
る
記
述
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

あ
り
え
た
は
ず
の
歴
史
上
の
事
件
も
個
人
の
哀
歓
も
、
す
べ
て
空
に

帰
し
て
、
こ
の
伝
承
が
ま
つ
た
く
ほ
ろ
び
て
ゐ
る
の
は
、
の
ち
の
蘇

我
氏
の
滅
亡
と
係
る
と
こ
ろ
に
あ
る
や
う
に
い
は
れ
る
。
何
に
し
て

も
、
国
は
大
和
、
家
は
天
皇
、
そ
の
裔
お
の
お
の
大
小
の
柱
を
立
て
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て
、
実
在
の
骨
組
み
が
で
き
あ
が
つ
て
し
ま
ふ
と
、
す
で
に
雲
の
中

の
神
神
の
世
界
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
地
上
に
人
皇
と
い
う
思
想
を

生
ず
る
。
こ
の
人
皇
初
代
が
神
武
で
あ
つ
た
。
そ
の
あ
と
八
代
、
伝

承
は
ほ
ろ
び
て
も
、
す
な
は
ち
は
な
し
の
た
ね
は
絶
た
れ
て
も
、
の

ち
の
ち
ま
で
引
継
が
れ
た
権
力
は
実
在
し
た
に
ち
が
ひ
な
い

　
『
古
事
記
』
が
語
る
出
来
事
は
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
が
滅
び
た
後
だ
と
書

き
入
れ
、「
新
釈
古
事
記
」
の
末
段
で
は
『
古
事
記
』
が
伝
え
る
こ
と
は
〈
史

実
〉
か
〈
伝
説
〉
か
と
投
げ
か
け
て
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
所
に

も
石
川
の
〈
新
釈
〉
の
意
図
が
隠
れ
て
い
る（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
「
新
釈
古
事
記
」
は
、
石
川
淳
独
自
の
〈
解
釈
〉
が
明
確

に
打
ち
出
さ
れ
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
改
め
て
先
に
引
い
た
石

川
の「
訳
者
の
こ
と
ば
」で
語
っ
て
い
る
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、「
原

文
と
拙
訳
と
を
突
き
あ
は
せ
て
」
ほ
し
い
と
言
う
願
い
は
単
な
る
社
交
辞

令
で
は
な
く
、
原
典
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
で
よ
り
石
川
の
〈
新
釈
〉
の
意

図
が
か
え
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
比
較
さ
れ
る
こ
と
で
か
え
っ
て
原
典
と

自
分
の
〈
新
釈
〉
の
距
離
が
明
ら
か
に
な
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と

い
う
あ
る
種
の
戦
略
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

七
、〈
出
雲
〉
の
収
奪

　

そ
し
て
も
う
一
つ
こ
の
「
新
釈
古
事
記
」
に
お
い
て
特
徴
的
な
注
が
加

え
ら
れ
て
い
る
の
は
〈
出
雲
〉
に
つ
い
て
の
記
述
の
箇
所
で
あ
る
。

　

大
国
主
と
八
上
比
売
が
恋
歌
を
送
り
合
う
箇
所
で
は
「
こ
う
歌
っ
て
、

す
な
わ
ち
誓
の
さ
か
ず
き
を
と
り
か
わ
し
、
た
が
い
に
手
を
頸
に
か
け
て
、

仲
む
つ
ま
じ
く
、
つ
い
に
倭
の
沙
汰
に
お
よ
ば
ず
、
大
国
主
、
今
に
至
る

ま
で
出
雲
に
は
じ
ず
も
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
石
川
は
こ
こ
で
倭
の
勢

力
に
関
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
〈
出
雲
〉
が
始
ま
っ
た
と
あ
え
て
書
き
込
ん

で
い
る
。

ス
サ
ノ
オ
の
神
の
裔
は
、
ほ
か
に
男
女
い
く
柱
、
穀
物
の
神
あ
り
、

竈
の
神
あ
り
、
家
の
神
あ
り
、
末
ひ
ろ
が
り
に
ひ
ろ
が
る
。
ま
た
そ

の
居
る
と
こ
ろ
の
地
は
、
出
雲
よ
り
お
こ
つ
て
、
韓
土
に
も
、
大
和

に
も
、
山
城
に
も
、
和
泉
に
も
、
近
江
に
も
お
よ
び
、
な
お
紀
伊
に
、

北
陸
に
、
信
濃
に
わ
た
る
。
こ
の
神
神
、
あ
た
か
も
大
国
主
の
威
徳

を
た
す
け
る
か
の
や
う
に
、
羽
翼
を
四
方
に
張
る
に
至
つ
た
。
後
世

に
い
き
お
い
を
伸
ば
し
た
日
枝
の
神
、
松
尾
の
神
の
ご
と
き
も
、
は

や
く
こ
の
中
に
か
ぞ
へ
ら
れ
る
。
政
治
の
は
う
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ

は
出
雲
氏
族
の
勢
力
分
布
図
の
や
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
神
の
は

な
し
で
は
、
こ
れ
を
ス
サ
ノ
ヲ
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
系
の
信
仰
分
布
図
と

し
て
お
く
。
さ
う
い
つ
て
も
、
祭
祀
と
政
治
と
、
つ
な
が
る
善
縁
あ

る
ひ
は
悪
縁
が
な
い
こ
と
も
な
い
。

　

下
線
部
を
引
い
た
通
り
、〈
出
雲
〉
の
く
に
つ
く
り
は
、〈
出
雲
〉
が
勢

力
を
ど
ん
ど
ん
伸
ば
し
て
い
た
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
倭
（
＝
高
天
原
）
勢
力
が
そ
れ
を
収
奪
し

よ
う
と
や
っ
て
く
る
の
だ
。

　

石
川
は
そ
の
様
子
を
以
下
の
よ
う
に
注
を
つ
け
な
が
ら
現
代
語
訳
す
る
。

　

イ
ツ
ノ
オ
ハ
バ
リ
と
は
、
か
の
イ
ザ
ナ
ギ
の
佩
い
た
剣
の
名
で

あ
っ
た
。
宝
剣
の
神
霊
、
火
と
水
と
石
に
縁
あ
っ
て
、
こ
の
河
上
の
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石
屋
に
し
ず
も
る
。
秘
め
た
る
剣
を
今
こ
そ
抜
け
。
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ

の
奥
の
手
、
わ
る
い
癖
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
石
川
は
「
剣
」
つ
ま
り
、〈
暴
力
〉
を
も
っ
て
国
を
譲
る
よ
う

に
〈
出
雲
〉
勢
力
が
に
迫
っ
た
こ
と
を
明
確
に
書
き
、ま
た
そ
れ
が
「
癖
」

で
あ
る
と
、
倭
王
権
に
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
あ
る
と
書
き
込
ん
で
い
る
。

〈
出
雲
〉
が
国
を
譲
る
の
を
最
終
的
に
「
せ
っ
か
く
の
剣
も
血
ぬ
ら
ず
に

終
わ
っ
た
が
」
と
書
く
と
こ
ろ
か
ら
も
〈
出
雲
〉
勢
力
が
〈
暴
力
〉
的
な

力
を
背
景
に
収
奪
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る（

11
（

。

　

以
上
に
よ
れ
ば
、「
新
釈
古
事
記
」
で
は
、『
古
事
記
』
の
中
で
〈
神
〉

と
し
て
あ
が
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、支
配
す
る
権
力
の
座
に
い
る
〈
人
〉

が
都
合
良
く
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
〈
歴
史
〉
も
同
様
に
都
合

良
く
編
纂
し
て
自
分
た
ち
の
正
統
性
（
正
当
性
）
を
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
す
る

も
の
で
あ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る（

11
（

。

八
、
お
わ
り
に

　
「
新
釈
古
事
記
」
の
独
自
性
は
『
古
事
記
』
研
究
や
歴
史
学
の
研
究
の

新
し
い
知
見
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
従
来
文
学
史
上
で
は
ま
っ
た
く
評
価

さ
れ
て
い
な
い
古
典
の
現
代
語
訳
に
新
風
を
吹
き
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
。「
新
釈
古
事
記
」
で
は
石
川
淳
自
身
を
想
定
さ
せ
る
〈
訳

者
〉
と
い
う
語
り
手
が
、
噛
み
砕
き
な
が
ら
読
者
に
『
古
事
記
』
の
〈
物

語
〉
を
語
り
継
ぐ
よ
う
な
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
『
古
事
記
』

原
文
と
注
釈
の
境
界
線
が
分
か
ら
な
い
よ
う
な
〈
い
か
が
わ
し
い
〉
文
体

に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
図
ら
ず
も
単
な
る
〈
現
代
語
訳
〉
で
あ
る
こ
と

を
超
え
て
、
批
評
と
創
作
が
交
差
す
る
場
を
生
み
出
し
て
お
り
、
結
果
的

に
〈
歴
史
〉
や
伝
承
に
異
議
を
唱
え
る
そ
の
後
の
石
川
の
偽
史
の
小
説
へ

と
こ
の
試
み
は
継
承
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
従
来
の
小
説
創

作
中
心
の
文
学
史
の
中
で
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　

山
口
俊
雄
は
「「
白
頭
吟
」
以
降
、
石
川
が
革
命
を
描
く
小
説
は
少
な

く
な
り
、し
か
も
同
時
代
を
描
か
な
く
な
る
。
例
え
ば
、「
八
幡
縁
起
」「
修

羅
」（
一
九
五
八
）
は
古
代
史
や
中
世
史
に
革
命
的
契
機
を
読
み
取
ろ
う

と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
」
と
、「
神
神
─
古
事
記
物
語
」
が
雑
誌
連
載
さ

れ
て
い
る
同
時
期
に
連
載
さ
れ
て
い
た
「
白
頭
吟
」
以
前
以
後
で
石
川
が

書
く
小
説
に
変
化
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
裏
を
返
せ
ば
「
神
神

─
古
事
記
物
語
」（「
新
釈
古
事
記
」）
を
境
に
書
か
れ
て
い
る
小
説
が
著

し
く
変
化
す
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

従
来
伝
え
ら
れ
て
い
る
〈
歴
史
〉
こ
そ
、
改
変
さ
れ
て
ね
じ
曲
げ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
、〈
歴
史
〉
へ
の
疑
い
の
眼
を
向
け
る
。『
古
事
記
』
に
注

釈
を
付
け
る
作
業
は
〈
現
実
〉
を
舞
台
に
活
動
す
る
人
々
を
描
く
の
で
は

な
く
、
言
わ
ば
〈
現
実
〉
が
乗
っ
て
い
る
土
台
に
あ
る
〈
歴
史
〉
に
揺
さ

ぶ
り
を
か
け
る
行
為
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。「
新
釈
古
事
記
」
で
の

経
験
が
象
徴
的
に
〈
歴
史
〉
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
と
い
う
試
み
の
き
っ

か
け
を
与
え
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
無
反
省
の
ま
ま
〈
国
民
文
学
〉
の
源
流
と
し
て
『
古
事
記
』
を

称
揚
し
よ
う
と
す
る
時
代
の
動
き
の
中
で
、
紀
元
や
源
流
を
求
め
て
正
統

な
〈
歴
史
〉
を
拠
り
所
に
し
よ
う
と
す
る
浅
ま
し
い
行
為
に
対
し
て
「
新

釈
古
事
記
」
や
そ
の
後
の
小
説
群
は
嘲
笑
し
、
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
。
知
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的
な
批
評
性
を
持
っ
て
い
た（

31
（

。

　

以
上
の
通
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
同
時
代
の
状
況
が
錯
綜
す
る
中
で
「
新
釈

古
事
記
」
は
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
石
川
の
新
し
い
方
向
性
を
示
し

た
貴
重
な
経
験
と
な
っ
た
。
こ
の
批
評
と
創
作
が
交
差
す
る
点
か
ら
「
至

福
千
年
」「
狂
風
記
」
と
い
っ
た
後
期
の
代
表
的
な
長
編
小
説
が
書
か
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

注（
（
） 『
総
合
』
は
東
洋
経
済
新
報
社
初
の
総
合
雑
誌
と
し
て
、
一
九
五
七
年
五

月
号
で
創
刊
さ
れ
る
が
、
一
九
五
七
年
一
〇
月
号
で
休
刊
に
な
る
。
編
集
後

記
を
見
る
と
当
初
は
誌
面
を
刷
新
し
て
復
刊
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
が
、
そ
の
ま
ま
復
刊
す
る
こ
と
な
く
廃
刊
と
な
っ
て
し
ま
う
。

（
1
） 『
古
典
日
本
文
学
全
集
』
は
全
三
六
巻
で
、
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
六

年
ま
で
刊
行
さ
れ
た
。

（
3
） 「
新
釈
古
事
記
」
に
つ
い
て
は
、
吉
川
宜
時
「
石
川
淳
と
本
居
宣
長
─
宣

長
を
学
ぶ
べ
く
奪
ふ
べ
し
」（
ウ
イ
リ
ア
ム
・
Ｊ
・
タ
イ
ラ
ー
／
鈴
木
貞
美
編

著
『
石
川
淳
と
戦
後
日
本
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
・
四
）
で
、
石

川
の
本
居
宣
長
受
容
の
痕
跡
が
見
え
る
一
例
と
し
て
触
れ
ら
て
い
る
。
し
か

し
本
論
で
は
、
む
し
ろ
「
新
釈
古
事
記
」
で
は
、
宣
長
的
な
『
古
事
記
』
の

読
解
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
大
き
な
狙
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
を
考
察
し
て
い
る
。

（
1
） 

菅
野
昭
正
は
「
石
川
淳
の
方
法
─
そ
の
近
作
を
め
ぐ
っ
て
」（『
批
評
』

一
九
五
九
年
春
号
）
で
、
発
表
当
時
か
ら
「
八
幡
縁
起
」
を
「
紫
苑
物
語
」

と
「
修
羅
」
と
併
せ
て
、
ひ
と
つ
の
「
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
に
つ
ら
ぬ
か
れ
」

た
「
三
部
作
」
で
あ
る
と
評
し
、
そ
の
論
を
未
だ
主
張
し
て
い
る
。

（
5
） 「
紫
苑
物
語
」
と
「
八
幡
縁
起
」
の
変
化
に
つ
い
て
い
は
、
拙
論
「
石
川

淳
「
紫
苑
物
語
」
論
」（『
青
山
語
文
』
二
〇
一
一
・
三
）
で
論
じ
て
い
る
。

（
1
） 『
新
潮
』
一
九
五
八
・
五
で
の
「
創
作
合
評
」
で
寺
田
が
早
く
か
ら
紀
元
節

復
活
論
議
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
寺
田
は
、「
八
幡
縁
起
」
の

ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
お
い
て「
名
な
し
の
大
神
」が
い
つ
の
間
に
か「
武
の
神
」

と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
と
、国
の
始
ま
り
に
「
紀

元
節
」
と
名
前
が
付
け
ら
れ
て
「
今
度
は
そ
れ
に
相
応
す
る
も
の
の
考
え
方

を
し
だ
し
て
、
国
に
は
じ
め
が
あ
る
と
い
う
普
遍
的
な
事
実
と
違
う
こ
と
が

信
じ
ら
れ
は
じ
め
る
」
こ
と
に
共
通
性
を
見
出
し
、「
八
幡
縁
起
」
に
は
そ
う

し
た
動
き
に
対
し
て
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
な
ん
と
な
く
あ
る
気
が
す
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
寺
田
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
点
が
現
れ
て
き
た
の
が
、「
新
釈
古

事
記
」
以
後
で
あ
る
こ
と
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
1
） 

藤
原
耕
作
「
石
川
淳
「
八
幡
縁
起
」
考
」、『
福
岡
女
子
短
大
紀
要
』

一
九
九
四
・
一
二
、
こ
こ
で
藤
原
が
論
じ
て
い
る
の
は
、「
八
幡
縁
起
」
と
『
古

事
記
』
の
関
連
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
「
新
釈
古
事
記
」
の
作
業
は
あ
く
ま
で

も
そ
の
二
つ
を
つ
な
げ
た
と
い
う
点
で
言
及
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
論

で
は
寧
ろ
「
新
釈
古
事
記
」
こ
そ
が
「
八
幡
縁
起
」
以
後
の
小
説
創
作
へ
の

モ
チ
ー
フ
を
与
え
た
と
考
え
て
論
考
を
進
め
て
い
る
。

（
1
） 
蘇
我
氏
滅
亡
に
関
す
る
記
述
は
い
わ
ゆ
る
「
欠
史
八
代
」
と
言
わ
れ
る
、

八
人
の
天
皇
治
世
に
つ
い
て
、『
古
事
記
』
原
典
に
も
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な

い
理
由
に
つ
い
て
解
釈
を
し
て
い
る
。
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（
1
） 

本
来
は
「
盗
賊
」
で
あ
る
も
の
が
、〈
正
史
〉
と
さ
れ
る
も
の
を
「
悪
鬼
」

と
し
て
討
つ
。
こ
の
よ
う
な
逆
説
的
な
発
想
も
ま
た
「
新
釈
古
事
記
」
の
本

文
に
も
現
れ
「
人
」
が
い
る
か
ら
「
神
」
が
い
る
。
と
い
う
な
発
想
の
転
換

も
ま
た
「
新
釈
古
事
記
」
と
そ
れ
以
後
の
小
説
群
に
共
通
し
て
現
れ
る
特
徴

し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。

（
（1
） 

：
石
川
淳
・
萩
原
延
寿
「
歴
史
・
人
間
・
芸
術
」『
間
間
録
』
毎
日
新
聞

社
一
九
七
三
・
七

（
（（
） 『
総
合
』
創
刊
号
の
編
集
後
記
で
は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

Ａ
た
し
か
に
複
雑
な
時
代
だ
。
こ
う
い
う
時
代
に
総
合
雑
誌
を
つ
く
る

の
は
、
や
り
が
い
も
あ
る
が
難
し
い
こ
と
だ
ね
。
／
Ｂ
と
に
か
く
総
合
雑

誌
で
あ
る
以
上
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
と
り
あ
げ
る
と
い

う
使
命
が
あ
る
か
ら
な
。
／
Ａ
ま
あ
使
命
と
い
う
と
大
げ
さ
だ
が
、
総
合

の
意
味
を
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
─
と
い
う
だ
け
に
と
る
の
は
何
か
足
り
な
い

と
思
う
。
わ
か
り
易
く
い
え
ば
ま
と
め
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
な
。
い
ろ
い

ろ
詰
め
込
ん
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
バ
ラ
バ
ラ
で
は
ね
。
／
Ｅ
で
も

ま
と
め
る
っ
た
っ
て
・
・
・
／
Ｆ
そ
う
だ
よ
、
い
ま
の
世
界
の
情
勢
や
、

日
本
の
現
状
を
ま
と
め
て
み
よ
う
と
し
た
っ
て
・
・
・
／
Ｂ
そ
れ
は
そ
う
だ
。

も
っ
と
も
、
ま
と
め
る
と
い
っ
て
も
、
言
い
か
え
れ
ば
問
題
を
正
し
く
つ

か
む
と
言
う
こ
と
だ
ろ
う
ね
。
／
Ａ
う
ん
、
世
界
史
の
新
し
い
書
き
か
え

が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
、
そ
の
書
き
か
え
に
ぼ
く
た
ち
ひ
と
り
ひ

と
り
が
ど
ん
な
役
割
を
持
つ
か
。
と
い
う
こ
の
認
識
、
つ
ま
り
そ
う
い
う

こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。

（
（1
） 

石
川
淳
は
新
し
い
雑
誌
に
対
し
て
は
好
意
的
な
対
応
を
す
る
こ
と
が
多
く
、

集
英
社
が『
す
ば
る
』を
創
刊
し
た
際
に
も
協
力
し
、以
後
小
説
は
す
べ
て『
す

ば
る
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
あ
ん
る
。

（
（3
） 

一
九
六
一
年
版
『
朝
日
年
鑑
』
で
は
、
団
地
版
と
呼
ば
れ
る
Ｂ
1
変
形
型

の
小
型
の
全
集
が
は
や
っ
た
こ
と
、
ま
た
文
学
に
限
ら
ず
、「
世
界
全
集
」「
音

楽
全
集
」
の
よ
う
な
多
種
多
様
な
全
集
が
編
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
な

ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
宣
伝
費
も
か
な
り
の
額
が
つ
ぎ
込
ま
れ
る
よ
う
に

な
り
、
講
談
社
の
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
な
ど
は
宣
伝
に
総
額
一
億
か
け

た
そ
う
だ
。

（
（1
） 

岩
波
書
店
、
一
九
五
一
・
一
〇
（
改
稿
版
）

（
（5
） 

も
う
一
つ
、
当
時
の
歴
史
学
の
動
き
と
し
て
、「
国
民
的
歴
史
学
運
動
」

の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
吉
田
晶
『
現
代
と
古
代
史
学
』、
校

倉
書
房
、
一
九
八
四
・
一
二
月
で
石
母
田
正
ら
が
提
唱
し
た
「
国
民
的
歴
史
学

運
動
」
に
つ
い
て
「
国
民
的
歴
史
学
運
動
の
な
か
で
民
衆
と
い
う
も
の
に
具

体
的
に
接
し
、
民
衆
を
考
え
る
な
か
で
、「
そ
ん
な
こ
と
だ
け
で
は
な
い
、
歴

史
と
は
ま
さ
に
人
間
お
よ
び
人
間
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
営
み
の
中
で
作
ら
れ

て
い
く
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
発
見
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ

と
が
ご
ざ
い
ま
す
」
と
こ
の
運
動
に
つ
い
て
好
意
的
に
述
べ
て
い
る
が
、
注

（
（1
）
の
萩
原
と
の
対
談
の
中
で
「
野
乗
」
と
い
う
、
表
の
〈
歴
史
〉
に
現
れ

な
い
「
民
衆
」
の
歴
史
に
つ
い
て
石
川
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
は
、
こ
れ
ら

の
運
動
と
親
和
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（1
） 
第
五
期
国
定
教
科
書
は
津
田
左
右
吉
が
『
神
代
史
の
研
究
』（
一
九
四
〇
）

等
が
発
禁
処
分
に
な
っ
た
翌
年
に
発
行
さ
れ
て
い
る
。
津
田
は
教
科
書
の
監

修
官
か
ら
排
除
さ
れ
、
第
五
期
国
定
教
科
書
か
ら
監
修
官
に
な
っ
た
の
が
倉
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野
憲
司
で
あ
っ
た
。
戦
時
体
制
の
中
〈
国
史
〉
と
し
て
『
古
事
記
』
が
利
用

さ
れ
て
い
く
中
で
、
倉
野
が
一
翼
を
担
っ
た
こ
と
は
容
易
に
う
か
が
え
る
こ

と
で
あ
る
。

（
（1
） 

至
文
堂
、
一
九
四
二
・
三

（
（1
） 『
現
代
語
訳
日
本
古
典
文
学
全
集　

古
事
記
』
河
出
書
房
、

一
九
五
五
・
一
〇

（
（1
） 

こ
の
時
期
は
い
わ
ゆ
る
〈
逆
コ
ー
ス
〉
の
中
で
保
守
勢
力
が
勢
い
を
増
し

て
い
た
。「
紀
元
節
復
活
運
動
」
の
機
運
は
年
々
強
く
な
り
、「
紀
元
節
が
第

一
位　

総
理
府
に
届
た
国
民
の
声
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
四
八
・
二
・
六
朝
刊
）

「
タ
ク
シ
ー
に
日
の
丸　

復
活
決
議
で
気
勢
を
あ
げ
る
」（『
読
売
新
聞
』

（
一
九
五
七
・
二
・
一
一
日
夕
刊
）、「
ま
か
り
通
る
紀
元
節　

東
京
で
は
昔
通
り

の
式
典　

多
い
旧
軍
人
の
参
加
」（『
朝
日
新
聞
』一
九
五
七
・
二
・
一
一
日
朝
刊
）

な
ど
、
紀
元
節
復
活
を
求
め
る
声
が
年
々
強
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
紀
元
〉

を
求
め
る
声
と
、
紀
元
の
物
語
で
あ
る
『
古
事
記
』
の
〈
国
民
文
学
〉
と
し

て
の
要
請
は
明
ら
か
に
連
動
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

（
11
） 〈
国
民
文
学
〉
と
い
う
名
が
保
守
的
収
奪
さ
れ
る
な
か
で
、
古
典
文
学
に

光
が
あ
た
る
。
な
か
で
も
『
古
事
記
』
は
外
来
思
想
の
影
響
を
強
く
受
け
る

前
の
日
本
古
来
か
ら
の
「
精
神
」
が
読
み
取
れ
る
と
も
の
と
し
て
称
揚
さ
れ

て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
〈
純
化
〉
さ
れ
た
『
古
事
記
』
と
い
う
見
方
を
否
定

し
て
、『
古
事
記
』
も
外
来
思
想
の
強
い
影
響
下
の
も
と
に
成
立
し
た
も
の
だ

と
捉
え
て
い
る
。

（
1（
） 

当
時
「
角
川
文
庫
祭
」
と
題
す
る
広
告
を
数
多
く
新
聞
に
載
せ
、
日
本
の

古
典
や
世
界
文
学
の
有
名
作
品
を
文
庫
化
し
た
こ
と
を
大
々
的
に
宣
伝
し
て

い
る
。

（
11
） 『
古
事
記
物
語
』
岩
波
少
年
文
庫
、
一
九
五
七
・
一
二

（
13
） 

吉
川
宜
時
は
「
石
川
淳
と
本
居
宣
長
」
に
お
い
て
、石
川
が
『
古
事
記
伝
』

を
読
む
中
で
、「
超
国
家
主
義
者
と
は
違
う
顔
を
し
た
宣
長
を
掴
ま
え
て
い
た
」

と
評
価
し
て
い
る
。
吉
川
の
意
見
は
興
味
深
い
が
、
本
論
で
は
、
ど
ち
ら
に

し
ろ
（
超
）
国
家
主
義
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
本
居
宣
長
の
『
古
事
記
』

研
究
に
対
し
て
、
石
川
が
大
き
く
距
離
を
と
り
、
批
判
を
し
て
い
る
点
に
こ

そ
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

（
11
） 

倉
野
憲
司
は
そ
の
後
、
岩
波
文
庫
『
古
事
記
』（
一
九
六
三
・
一
）
で
校
注

と
解
説
を
書
き
、
岩
波
文
庫
版
『
古
事
記
』
は
現
在
ま
で
重
刷
さ
れ
て
い
る
。

極
論
を
言
え
ば
、
無
反
省
の
ま
ま
に
蘇
っ
た
倉
野
の
『
古
事
記
』
の
解
釈
を

現
在
ま
で
も
受
け
入
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
15
） 『
古
典
日
本
文
学
全
集
』
で
は
全
巻
末
尾
に
「
後
書
き
」
の
代
わ
り
と
し
て
、

そ
の
巻
に
現
代
語
訳
を
担
当
し
た
作
家
や
研
究
者
が
「
訳
者
の
こ
と
ば
」
と

し
て
所
感
を
述
べ
て
い
る
。

（
11
） 〈
出
雲
〉
の
収
奪
は
〈
神
話
〉
の
時
代
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
原
武

史
『〈
出
雲
〉
と
い
う
思
想
』
公
人
社
、
一
九
九
六
で
も
詳
し
く
論
じ
れ
て
い

る
通
り
、
明
治
国
家
の
「
国
体
」
が
確
立
す
る
中
で
〈
出
雲
〉
が
排
除
さ
れ

て
い
く
と
い
う
「
祭
神
論
争
」
が
起
こ
る
。
一
方
で
「
国
体
」
を
強
固
に
す

る
思
想
と
し
て
本
居
宣
長
の
『
古
事
記
』
解
釈
が
重
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。「
新
釈
古
事
記
」
に
お
け
る
宣
長
へ
の
揶
揄
は
、
明
治
国
家
あ
る
い
は

「
近
代
天
皇
制
」
そ
の
も
の
へ
も
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
11
） 〈
出
雲
〉
の
収
奪
は
土
地
の
収
奪
で
は
な
く
、〈
歴
史
〉
の
収
奪
で
あ
っ
た
。
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笙
野
頼
子
や
野
田
秀
樹
が
こ
れ
を
モ
チ
ー
フ
に
小
説
・
戯
曲
に
し
て
い
る
が
、

「
紀
元
節
復
活
運
動
」
が
盛
ん
に
な
る
同
時
代
に
あ
っ
て
石
川
が
い
ち
早
く
こ

の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

（
11
） 「
石
川
淳
「
白
頭
吟
」
論
─
左
翼
運
動
・
一
九
二
一
年
と
一
九
五
六
年
と
」

『
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
国
文
科
編
』
二
〇
〇
六
・
三
月

（
11
） 

石
川
は
「
紀
元
節
復
活
運
動
」
を
始
め
、
保
守
勢
力
の
戦
前
回
帰
の
気
勢

に
対
し
て「
狂
気
の
沙
汰
」だ
と「
人
生
ノ
ー
ト　

狂
気
と
正
気
」（『
サ
ン
デ
ー

毎
日
』
一
九
五
六
・
四
・
二
二
）
の
中
で
明
確
に
批
判
し
て
い
る
。

（
31
） 

石
川
の
文
学
活
動
の
後
半
に
書
か
れ
る
長
編
小
説
群
は
概
ね
そ
の
よ
う
な

性
質
を
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
「
至
福
千
年
」（『
世
界
』

一
九
六
五
、一
〜
一
九
六
六
、一
〇
）
は
、
幕
末
の
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
革
命

を
日
本
の
近
代
化
を
問
い
直
す
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
し
、「
狂
風
記
」（『
す

ば
る
』一
九
七
一
、二
〜
一
九
八
〇
、二
）で
は
、古
代
か
ら
現
代
ま
で
つ
な
が
っ

て
い
る
〈
悪
縁
〉
を
絶
ち
切
る
こ
と
が
描
か
れ
、〈
天
皇
制
〉
の
よ
う
な
も
の

が
問
わ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

（
ほ
が
り
・
も
と
お
／
弘
前
大
学
助
教
・
本
学
非
常
勤
講
師
）


