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明
道
書
』
論
争
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渦
中
か
ら

中

村

一

基

（
岩
手
大
学
教
育
学
部
）

は
じ
め
に

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
は
、
籍
胤
が
偶
然
に
も
宣
長
の
著
述
に
出
会
い
、

（1）

宣
長
学
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
年
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
年
は
鈴
門
和
泉
異
国
が

（2）

江
戸
歌
文
沢
村
田
春
海
と
論
争
（
『
明
通
書
』
論
争
）
を
行
っ
た
年
で
も
あ
っ

た
。
こ
の
論
争
は
、
宣
長
没
後
の
鈴
門
に
と
っ
て
最
初
の
事
件
で
あ
っ
た
。
論

争
の
内
容
は
大
き
く
二
点
に
分
か
れ
る
。
一
点
は
『
令
義
解
』
の
詔
・
表
・
序

の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
二
点
目
は
日
本
の
「
道
」
の
存
否
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。

と
り
わ
け
後
者
を
め
ぐ
っ
て
は
、
春
海
の
「
宣
長
と
い
ふ
狐
に
は
か
ら
れ
て
」

（
「
答
和
泉
和
麻
呂
書
」
）
と
か
「
宣
長
が
輩
、
不
学
無
知
に
し
て
、
道
と
い

ふ
物
い
か
な
る
物
と
も
う
か
が
ひ
し
ら
ず
」
（
同
上
）
と
い
っ
た
宣
長
及
び
鈴

門
に
対
す
る
批
判
が
あ
か
ら
さ
ま
に
う
か
が
え
る
こ
と
で
注
目
を
ひ
く
。

か
っ
て
春
海
は
、
稲
掛
大
平
と
歌
論
に
関
す
る
論
争
（
「
贈
稲
掛
大
平
書
」

「
答
村
田
春
海
書
」
「
再
贈
稲
掛
大
平
書
」
、
寛
政
十
二
年
成
）
を
行
っ
て
い

る
が
、
そ
の
時
に
は
宣
長
、
に
不
快
の
念
を
与
え
な
い
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
書
簡

（
＝
）

（
「
享
和
元
年
十
月
三
日
付
宣
長
宛
書
筒
」
）
を
し
た
た
め
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
春
海
は
享
和
三
年
に
豹
変
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え

ば
、
春
海
の
宣
長
に
対
す
る
気
持
ち
に
変
化
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
論

争
の
形
を
と
っ
た
た
め
に
、
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
宣
長
の
「
古
道
」
説
に
対
す

る
疑
問
・
不
満
が
噴
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
問
題
は
、
こ
の
論
争
を
鈴
門
及
び
本
居
派
国
学
者
が
ど
の
よ
う
に
受
け

止
め
た
か
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
、
論
争
を
無
意
味

な
も
の
と
し
て
、
異
国
に
異
見
し
受
け
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
絶
交
を
言
い

渡
し
た
平
田
篤
胤
を
中
心
に
論
じ
て
み
た
い
。

一
鈴
屋
学
入
門
か
ら
夢
中
入
門
へ

篤
胤
が
、
享
和
三
年
に
江
戸
で
鈴
門
を
捜
し
出
会
っ
た
の
が
和
泉
某
国
、
平

（4）

野
方
殻
ら
で
あ
る
（
「
文
化
二
年
三
月
五
日
付
春
庭
宛
篤
胤
書
簡
」
）
。
方
殻

は
堤
朝
風
筆
本
『
鈴
屋
門
人
録
）
』
（
静
茅
堂
文
庫
蔵
）
奥
書
に
「
こ
は
享
和
三

年
二
月
五
日
尾
張
の
平
野
氏
の
蔵
本
を
借
て
写
し
ぬ
。
堤
朝
風
」
と
あ
る
ご
と

く
、
同
年
春
に
は
大
平
門
朝
風
と
親
密
な
関
係
に
あ
り
、
そ
の
朝
風
が
真
国
、

大
平
門
斎
藤
彦
麿
と
親
し
か
っ
た
こ
と
は
、
某
国
の
「
古
事
記
寛
宴
二
題
之
愚



詠
、
朝
風
、
和
暦
外
に
彦
暦
が
詠
出
、
則
別
席
に
認
め
差
上
侯
」
 
（
「
享
和
三
 
 

1
 
 

（
5
）
 
 

5
 
年
三
月
七
日
付
大
平
宛
書
簡
」
）
と
い
う
文
面
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
と
り
わ
 
 

け
注
目
す
べ
き
事
は
、
『
鈴
屋
門
人
録
』
が
江
戸
に
も
た
ら
さ
れ
た
事
で
あ
ろ
 
 

う
。
こ
の
事
に
よ
っ
て
、
某
国
は
入
門
年
次
ほ
享
和
元
年
と
遅
い
が
、
江
戸
の
 
 

鈴
門
の
古
参
で
あ
る
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
 
 

篤
胤
は
右
の
様
な
本
居
沢
交
遊
圏
の
中
に
入
っ
て
行
っ
た
。
彼
ほ
前
掲
春
庭
 
 

宛
書
簡
で
、
異
国
・
方
殻
と
「
倶
に
日
々
相
励
み
動
学
仕
侯
」
と
述
べ
て
い
る
。
 
 

だ
と
す
れ
ば
、
某
国
か
ら
 
 

中 村 一 基  

故
翁
の
学
問
の
正
大
な
る
事
ほ
、
と
か
く
論
ず
る
に
及
ば
ず
、
真
の
道
を
 
 

お
し
極
め
、
舌
言
を
深
く
さ
と
り
古
書
ど
も
を
普
く
よ
く
明
ら
め
て
、
数
 
 

千
歳
の
迷
を
さ
ま
し
給
ひ
、
後
の
世
の
歌
書
物
語
ど
も
進
も
、
人
の
ゆ
め
 
 
 

に
も
見
知
ら
ぬ
事
ど
も
を
よ
く
弁
へ
ら
れ
た
る
な
ど
、
其
学
び
の
淳
厚
な
 
 

る
事
は
、
白
樺
原
官
よ
り
こ
な
た
の
一
人
也
。
此
後
数
千
歳
経
る
と
も
、
 
 

か
か
る
人
又
出
づ
べ
き
と
も
お
ば
え
ず
。
（
「
享
和
三
年
三
月
七
日
付
大
 
 

平
宛
書
簡
」
）
 
 

と
い
っ
た
発
言
を
、
よ
く
聞
か
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宣
長
の
正
式
 
 

の
門
人
で
、
自
分
よ
り
も
十
歳
以
上
も
年
長
（
享
和
三
年
、
某
国
四
十
歳
前
後
、
 
 

篤
胤
二
十
八
歳
）
 
の
異
国
の
「
鈴
屋
の
学
風
を
東
の
方
に
お
し
ひ
ろ
め
ん
と
瞭
 
 

ひ
侯
」
 
（
同
書
簡
）
と
い
う
発
言
を
開
く
篤
胤
の
心
中
ほ
複
雑
で
は
な
か
っ
た
 
 

か
。
そ
し
て
、
そ
の
心
中
の
複
雑
さ
を
表
現
し
た
の
が
享
和
元
年
鈴
屋
学
入
門
 
 

説
（
「
玉
か
つ
ま
道
の
し
る
べ
の
扱
」
、
『
読
本
気
吹
継
』
、
「
古
史
成
文
撰
録
 
 

の
由
緒
」
自
筆
稿
本
）
で
は
な
か
っ
た
か
。
 
 
 

現
在
、
篤
胤
が
宣
長
の
著
述
に
接
し
た
の
が
孝
和
三
年
で
あ
る
事
は
実
証
さ
 
 

れ
て
い
る
（
前
掲
春
庭
宛
書
簡
、
「
文
化
四
年
三
月
十
六
日
付
大
友
直
枚
宛
篤
 
 

（
6
）
 
 

胤
書
簡
」
）
。
し
か
し
、
当
時
彼
は
享
和
元
年
鈴
屋
学
入
門
を
主
張
、
そ
れ
ゆ
 
 

え
、
敬
慕
の
念
か
ら
だ
け
で
な
く
「
古
翁
之
御
著
書
共
相
尋
、
大
略
は
蔵
書
に
 
 

仕
儀
而
、
昼
夜
に
拝
見
仕
侯
」
 
（
前
掲
春
庭
宛
書
簡
）
と
い
う
勉
学
の
様
相
を
 
 

呈
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 
 
 

た
だ
不
思
議
な
こ
と
に
、
篤
胤
は
宣
長
学
に
没
頭
し
な
が
ら
、
享
和
三
年
に
 
 

は
大
平
に
も
春
庭
に
も
入
門
し
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
不
審
に
思
っ
た
の
は
、
 
 

本
居
派
の
人
々
で
ほ
な
か
っ
た
か
。
 
 
 

篤
胤
の
そ
れ
に
対
す
る
答
え
が
、
文
化
元
年
春
の
夢
中
入
門
の
告
白
で
あ
ろ
 
 

う
。
そ
の
こ
と
は
、
前
掲
春
庭
宛
書
簡
で
、
宣
長
生
存
中
に
門
人
に
な
れ
な
か
 
 

っ
た
事
を
悔
や
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
 
 

去
春
不
思
議
に
も
笥
に
見
え
奉
り
侯
而
、
乍
夢
師
弟
之
御
契
約
中
上
供
、
 
 

是
偏
に
私
義
斯
計
り
慕
へ
奉
り
侯
心
庭
を
、
御
霊
之
見
そ
な
は
し
賜
侯
而
 
 

之
御
事
と
、
如
何
計
如
何
計
難
有
奉
存
侯
、
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
文
化
二
年
春
、
伊
勢
に
も
伝
え
ら
れ
る
。
篤
胤
の
鈴
屋
夢
 
 

中
入
門
が
、
江
戸
の
本
居
派
に
ど
の
よ
う
な
反
響
を
引
き
起
こ
し
た
か
明
確
で
 
 

は
な
い
。
た
だ
、
同
書
簡
に
は
前
節
に
続
け
て
 
 

右
夢
中
之
事
共
、
松
平
周
防
守
様
御
家
中
斎
藤
彦
暦
と
申
仁
、
是
は
大
平
 
 

大
人
之
御
門
人
に
而
、
古
希
之
御
像
を
絵
書
れ
倹
事
を
よ
く
得
ら
れ
侯
故
、
 
 
 

相
療
侯
而
掛
も
の
に
仕
侯
而
、
朝
暮
仕
奉
侯
事
に
御
座
候
、
 
 

と
あ
る
。
少
な
く
と
も
彦
暦
は
篤
胤
の
夢
中
入
門
に
対
し
て
反
撥
は
抱
い
て
 
 

い
な
い
。
ま
た
、
春
庭
も
「
当
地
社
中
も
承
り
、
皆
々
御
志
深
き
御
義
と
申
侯
 
 

（
7
）
 
 

事
に
御
藍
侯
」
 
（
「
文
化
二
年
六
月
三
日
付
篤
胤
宛
書
簡
」
）
と
松
坂
の
好
意
 
 

的
な
様
子
を
伝
え
る
。
そ
の
結
果
、
篤
胤
は
快
く
春
庭
の
門
人
と
な
っ
た
。
 
 
 

で
は
篤
胤
に
と
っ
て
夢
中
入
門
は
単
に
願
望
の
実
現
と
し
て
の
夢
だ
っ
た
の
 
 

か
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
ほ
、
「
五
徳
説
」
の
後
書
き
に
「
右
徳
行
五
類
図
与
 
 

同
門
鈴
木
朗
相
折
衷
而
誌
焉
。
文
化
元
年
歳
次
甲
子
三
月
」
 
（
『
気
吹
全
文
 
（
 

さ
）
 
 

集
』
巻
二
）
と
あ
る
こ
と
だ
。
文
化
二
年
の
春
庭
へ
の
入
門
以
前
に
、
篤
胤
が
 
 

鈴
木
朗
を
「
同
門
」
と
よ
ん
だ
事
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
三
木
正
太
郎
氏
が
、
 
 

2   
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『
平
田
篤
胤
の
研
究
』
 
（
四
十
京
～
四
十
一
貫
）
に
お
い
て
、
孝
和
三
年
か
ら
 
 

文
化
元
年
に
か
け
て
の
篤
胤
は
、
宣
長
学
に
没
頭
し
て
い
た
の
で
、
た
と
え
正
 
 

式
′
に
入
門
し
て
い
な
く
て
も
、
宣
長
の
門
人
と
称
す
る
事
は
、
そ
の
切
な
る
心
 
 

情
と
性
格
を
考
え
る
な
ら
ば
あ
り
得
べ
き
事
、
夢
中
入
門
の
体
験
が
門
人
と
称
 
 

す
る
事
の
抵
抗
を
完
全
に
無
く
さ
せ
た
事
な
ど
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
 
 

摘
に
異
論
は
な
い
。
本
居
家
の
『
金
銀
入
帳
』
の
文
化
元
年
春
の
欄
に
「
八
匁
、
 
 

（
9
）
 
 

平
田
半
兵
衛
」
と
あ
る
事
実
こ
そ
、
篤
胤
の
意
識
を
如
実
に
現
し
て
い
よ
う
。
 
 

〓
 
真
国
と
の
絶
交
 
 

某
国
・
春
海
論
争
は
、
斎
藤
彦
暦
が
「
お
の
れ
そ
の
は
じ
め
よ
り
の
事
ど
も
、
 
 

便
の
行
か
ひ
を
さ
へ
よ
く
し
れ
は
と
み
に
う
つ
し
置
」
 
（
『
明
道
書
』
序
文
）
 
 

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
の
本
居
派
内
部
で
は
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
。
 
 

享
和
三
年
、
篤
胤
が
宣
長
の
門
人
と
称
し
て
春
海
を
訪
ね
た
（
『
古
史
本
辞
 
 

（
1
0
）
 
 

経
』
巻
四
）
 
の
も
、
お
そ
ら
く
真
国
か
ら
春
海
が
『
令
義
解
』
会
読
の
席
で
 
 

日
本
に
ほ
も
と
よ
り
道
と
い
ふ
物
な
し
。
本
居
が
道
々
と
い
ふ
ほ
、
こ
と
 
 

ご
と
く
杜
撰
に
し
て
、
直
毘
霊
な
ど
い
ふ
書
ほ
、
殊
に
妄
説
の
甚
だ
し
き
 
 

物
也
。
吾
は
孔
子
と
釈
迦
の
道
を
の
み
こ
そ
た
ふ
と
め
、
日
本
の
道
な
ど
 
 

は
甚
き
ら
ひ
也
。
（
「
贈
春
海
書
」
）
 
 

と
言
っ
て
宣
長
を
嘲
笑
し
た
と
聞
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
春
海
は
篤
胤
に
対
 
 

し
て
「
宣
長
は
皇
国
の
道
と
い
う
事
を
説
く
を
始
め
、
世
人
を
菰
惑
す
る
偽
学
 
 

の
徒
な
り
」
 
（
『
古
史
本
辞
経
』
巻
四
）
と
述
べ
某
国
の
言
を
裏
付
け
、
篤
胤
 
 

は
そ
れ
に
対
し
て
「
師
弟
の
間
は
、
父
子
の
義
あ
る
を
、
子
に
其
の
父
を
誘
り
 
 

閲
す
る
人
や
は
有
る
、
礼
を
知
ざ
る
人
に
こ
そ
」
 
（
同
上
）
と
述
べ
「
其
の
後
 
 

は
訪
は
ず
成
に
き
」
 
（
同
上
）
と
い
う
。
い
わ
ば
、
篤
胤
と
春
海
と
の
対
面
は
、
 
 

一
度
切
り
で
あ
っ
た
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
篤
胤
の
論
争
の
絡
み
で
は
「
其
頃
己
れ
は
春
海
に
も
異
国
に
も
 
 

（
1
1
）
 
 

親
し
か
り
し
」
 
（
『
玉
樺
』
九
巻
）
と
述
べ
る
。
こ
の
記
述
の
相
違
は
何
に
由
 
 

来
す
る
の
か
。
結
論
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
異
国
に
対
す
る
不
満
・
憤
り
の
反
映
 
 

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
論
争
の
原
田
に
つ
い
て
 
 

其
論
に
お
き
て
は
、
春
海
が
愚
論
は
云
ふ
も
更
な
れ
ど
、
然
る
辞
ひ
を
し
 
 

も
起
せ
る
事
の
も
と
は
、
英
国
が
お
と
な
し
か
ら
ぬ
所
為
よ
り
起
れ
り
。
 
 

（
『
玉
棒
』
九
巻
）
 
 

と
批
判
し
て
い
る
事
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
篤
胤
の
目
に
は
、
異
国
が
好
ん
 
 

で
論
争
を
仕
掛
け
た
よ
う
に
映
っ
た
の
で
あ
る
。
篤
胤
は
「
某
国
に
意
見
せ
る
 
 

事
も
あ
り
し
を
、
用
ひ
ざ
り
し
か
ば
、
其
事
に
よ
り
て
、
交
り
を
絶
ち
た
る
事
 
 

な
り
」
 
（
同
上
）
と
有
る
よ
う
に
、
遂
に
異
国
と
絶
交
を
す
る
。
篤
胤
は
「
意
 
 

見
」
の
中
味
に
つ
い
て
「
別
に
記
せ
る
物
あ
り
」
 
（
同
上
）
と
述
べ
て
い
る
。
 
 

三
 
絶
交
理
由
と
真
国
の
対
応
 
 
 

（
1
2
）
 
 
 

「
別
に
記
せ
る
物
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
『
気
吹
舎
筆
叢
』
で
は
な
い
か
。
 
 

な
ぜ
な
ら
、
同
下
巻
に
「
鈴
の
屋
の
老
翁
を
そ
し
る
人
々
の
論
」
 
「
県
層
翁
は
 
 

道
を
教
へ
た
る
人
に
て
な
し
と
い
ふ
人
々
の
論
」
 
「
ま
た
」
 
「
我
か
弱
を
誹
る
 
 

人
あ
り
と
も
拾
お
く
べ
き
こ
と
」
 
「
我
が
翁
の
歌
の
を
し
へ
方
を
そ
し
る
論
 
 

ひ
」
と
云
っ
た
一
連
の
江
戸
歌
文
派
批
判
の
項
目
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
絶
交
理
 
 

由
と
共
通
す
る
内
容
を
持
つ
か
ら
だ
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
項
目
の
書
か
れ
た
時
期
に
つ
い
て
だ
が
、
一
連
の
項
目
の
直
前
に
 
 

「
万
葉
集
略
解
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
其
の
中
に
 
 

こ
と
し
此
の
略
解
を
公
儀
に
捧
げ
し
時
、
そ
の
賜
物
を
千
蔭
よ
り
春
庭
君
 
 

と
、
大
平
ぬ
し
の
許
に
、
分
お
く
り
し
は
、
実
に
し
ぼ
ら
し
く
う
べ
な
る
 
 

事
な
り
。
 
 
 



と
言
う
一
節
が
あ
る
事
か
ら
、
文
化
二
年
十
月
を
さ
は
ど
下
ら
な
い
時
期
と
 
 

亜
 
思
わ
れ
る
。
因
み
に
、
篤
胤
は
既
に
春
庭
門
で
あ
る
。
 
 

さ
て
、
一
連
の
項
目
の
中
で
絶
交
理
由
に
最
も
関
連
す
る
の
は
「
我
が
翁
を
 
 

誹
る
人
あ
り
と
も
拾
お
く
べ
き
こ
と
」
で
あ
る
。
篤
胤
は
「
拾
お
く
べ
き
」
理
 
 

由
を
、
三
つ
上
げ
る
。
 
 

第
一
の
理
由
と
し
て
は
、
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我
が
爵
の
尊
く
勝
れ
ま
し
し
事
は
、
天
下
に
隠
れ
な
く
、
心
さ
と
く
公
平
 
 

に
も
の
学
ぶ
人
は
、
誰
も
知
れ
る
事
な
れ
ば
、
彼
の
輩
よ
し
い
か
に
云
ふ
 
 

と
も
、
其
は
響
へ
ば
牛
の
角
を
蠍
蚊
な
ど
の
さ
す
が
如
し
何
の
庇
と
な
る
 
 

ば
か
り
の
事
か
有
ら
む
。
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
宣
長
学
の
偉
大
さ
を
も
っ
て
す
れ
ば
相
手
に
す
る
に
足
ら
 
 

ず
と
い
う
事
で
あ
る
。
篤
胤
は
宣
長
学
に
対
す
る
絶
対
的
信
頼
に
立
ち
、
春
海
 
 

の
宣
長
批
判
に
よ
っ
て
宣
長
学
が
知
れ
渡
る
事
を
「
己
ほ
か
へ
り
て
嬉
と
こ
そ
 
 

思
ふ
な
れ
」
と
ま
で
云
い
き
る
。
 
 
 

第
二
の
理
由
と
し
て
ほ
、
春
海
ら
の
宣
長
批
判
は
彼
ら
の
「
心
安
く
世
を
渡
 
 

ら
る
ゝ
故
の
所
為
」
な
の
だ
か
ら
相
手
に
す
る
に
足
ら
ず
と
い
う
事
で
あ
る
。
 
 

篤
胤
に
と
っ
て
は
宣
長
批
判
が
処
世
術
と
し
て
成
り
立
つ
と
こ
ろ
に
「
我
が
翁
 
 

の
高
く
大
き
な
る
所
」
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
当
然
彼
ら
を
「
抜
参
宮
と
か
偽
り
 
 

て
物
も
ら
ふ
類
」
と
し
て
無
視
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
。
 
 
 

第
三
の
理
由
と
し
て
は
、
無
視
す
る
事
が
「
何
事
も
古
へ
道
の
大
ら
か
な
る
 
 

に
な
ら
ひ
、
見
直
し
聞
直
し
思
ひ
宥
め
む
事
を
好
」
ん
だ
宣
長
の
気
持
ち
に
添
 
 

う
と
い
う
事
で
あ
る
。
 
 
 

篤
胤
は
右
の
様
な
無
視
す
べ
き
理
由
を
、
「
文
化
四
年
三
月
十
六
日
付
大
友
 
 

直
枝
宛
書
簡
」
で
も
繰
り
返
し
た
後
で
 
 

小
生
事
は
某
国
と
は
四
、
五
度
は
会
ひ
侯
事
も
在
之
、
此
趣
を
申
侯
て
、
強
 
 
 

く
異
見
い
た
し
侯
へ
共
聞
入
ず
侯
故
、
其
後
は
絶
交
の
様
に
相
成
侯
へ
き
、
 
 
 と

述
べ
、
無
視
す
べ
き
理
由
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
事
が
絶
交
理
由
で
あ
る
 
 

事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
異
見
を
さ
れ
た
某
国
の
気
持
ち
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
 
 

ろ
う
か
。
彼
は
「
享
和
三
年
三
月
七
日
付
大
平
宛
書
簡
」
で
、
春
海
に
つ
い
て
 
 

「
春
海
は
歌
文
な
ど
の
み
世
に
た
け
き
事
と
し
て
、
元
来
実
地
を
不
踏
学
者
な
 
 

る
事
、
と
か
く
論
ず
る
に
も
及
ば
ず
侯
」
と
述
べ
て
い
る
。
言
わ
ば
、
論
ず
る
 
 

が
道
々
と
い
ふ
は
悉
妄
説
也
な
ど
申
侯
ま
ま
や
み
が
た
く
て
、
一
わ
た
り
 
 

に
足
ら
ず
と
す
る
点
に
お
い
て
篤
胤
に
共
通
す
る
。
た
だ
、
某
国
は
宣
長
説
を
 
 

「
か
く
し
用
ひ
な
が
ら
、
外
に
は
誘
れ
る
」
 
（
同
書
簡
）
春
海
の
態
度
を
ど
う
 
 

し
て
も
許
す
訳
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
ま
し
て
、
彼
の
願
い
は
「
鈴
屋
の
学
風
 
 

を
東
の
方
に
お
し
ひ
ろ
め
む
」
 
（
同
上
」
と
言
う
こ
と
だ
。
某
国
に
と
っ
て
春
 
 

海
を
攻
撃
す
る
事
は
、
鈴
門
と
し
て
の
常
識
で
あ
っ
た
。
 
 
 

そ
れ
ゆ
え
、
篤
胤
の
論
争
停
止
の
異
見
に
彼
は
困
惑
し
た
。
其
の
事
は
、
真
 
 

（
1
3
）
 
 

国
の
「
年
次
不
詳
十
八
目
付
大
平
宛
書
簡
」
の
 
 

春
海
と
の
論
も
、
今
の
事
の
み
な
ら
ば
捨
置
可
申
と
存
侯
へ
ど
も
、
本
居
 
 

論
弁
い
た
し
供
奉
に
御
ざ
侯
。
（
中
略
）
春
海
が
輩
、
通
さ
ま
た
げ
な
る
 
 

た
ぶ
れ
言
の
み
申
侯
ま
ま
も
だ
し
が
た
く
て
、
い
さ
さ
か
弁
じ
申
侯
。
全
 
 

く
此
方
よ
り
事
を
好
み
、
他
を
誹
誘
い
た
し
侯
に
は
あ
ら
ず
侯
。
 
 

と
云
う
文
面
に
如
実
に
現
れ
て
い
よ
う
。
彼
ほ
春
海
の
態
度
を
処
世
術
と
し
 
 

て
達
観
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
同
書
簡
の
 
 

さ
れ
ば
当
地
に
て
、
鈴
屋
の
学
風
を
ひ
ろ
め
侯
は
ん
に
ほ
、
先
鈴
屋
の
説
 
 

を
難
じ
侯
説
共
を
、
片
は
し
よ
り
う
ち
や
ぶ
り
侯
が
第
一
義
に
て
、
無
拠
 
 

勢
ひ
に
御
ざ
侯
。
 
 

と
い
う
文
面
は
、
明
ら
か
に
大
平
に
同
意
を
求
め
て
い
る
。
か
く
て
、
篤
胤
 
 

と
某
国
は
宣
長
を
慕
う
こ
と
は
共
通
し
な
が
ら
、
真
向
か
ら
対
立
す
る
こ
と
に
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な
っ
た
。
 
 

四
 
信
友
・
彦
麿
・
大
平
の
真
国
評
 
 

英
国
に
対
す
る
他
の
本
居
派
の
反
応
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
こ
こ
で
、
伴
信
友
 
 

・
斉
藤
蓼
暦
・
本
居
大
平
の
英
国
評
を
見
て
み
た
い
。
 
 
 

信
玄
が
異
国
に
対
し
て
好
感
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
篤
胤
の
前
掲
 
 

直
枚
宛
書
簡
に
少
し
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
某
国
の
『
橘
平
歌
評
』
 
（
京
都
府
 
 

立
総
合
資
料
館
蔵
）
末
尾
の
信
友
香
き
入
れ
に
も
「
異
国
は
い
た
く
心
の
す
と
 
 

き
を
の
こ
に
て
甚
し
く
論
を
こ
の
め
り
」
 
（
文
化
元
年
七
月
五
日
記
）
と
あ
り
、
 
 

篤
胤
に
同
調
し
た
信
友
の
面
影
を
見
出
す
。
 
 

一
方
、
彦
暦
は
『
明
通
書
』
序
文
（
文
化
二
年
記
）
で
「
吾
友
和
泉
異
国
ほ
 
 

い
と
を
を
し
き
す
ぐ
れ
人
也
」
と
讃
美
し
た
は
か
、
周
知
の
よ
う
に
春
海
の
宣
 
 

長
批
判
の
戯
文
『
玉
の
ゆ
く
へ
』
に
対
し
て
『
う
つ
し
身
の
な
や
み
』
を
著
し
、
 
 

そ
の
頭
書
に
お
い
て
「
和
泉
英
国
ハ
吾
同
門
ニ
テ
和
漢
ノ
書
二
通
達
セ
リ
」
と
 
 

わ
ざ
わ
ざ
述
べ
、
異
国
へ
の
共
感
を
示
し
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
の
本
居
派
内
部
で
賛
否
が
分
か
れ
た
某
国
評
で
あ
っ
た
 
 

が
、
伊
勢
の
反
応
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
や
よ
り
注
目
す
べ
き
ほ
大
平
の
態
度
 
 

で
あ
る
。
某
国
が
そ
の
昔
表
を
 
 

此
け
じ
め
よ
く
よ
く
御
賢
察
可
被
下
僕
。
あ
は
れ
あ
は
れ
御
ま
の
あ
た
り
 
 

つ
も
る
事
ど
も
御
物
語
い
た
し
、
愚
な
る
心
を
は
る
け
た
く
奉
存
供
。
 
 

（
「
年
次
不
詳
十
八
日
付
書
簡
」
）
 
 

と
切
々
と
訴
え
た
の
も
大
平
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
英
国
が
論
争
に
関
し
て
 
 

大
平
の
気
持
ち
を
重
視
し
た
事
は
、
「
享
年
三
月
三
月
七
日
付
大
平
宛
書
簡
」
 
 

に
付
し
て
 
 

春
海
方
へ
送
り
焼
香
、
別
冊
に
認
め
懸
御
目
侯
。
甚
倉
卒
に
し
る
し
俵
へ
 
 

ば
、
文
辞
の
詞
は
ぬ
所
、
又
わ
が
誤
れ
る
す
ぢ
な
ど
御
座
あ
る
べ
く
奉
存
 
 

侯
。
さ
る
所
は
無
御
遠
慮
早
々
被
仰
越
可
被
下
供
。
且
高
評
も
承
り
た
く
 
 

奉
存
侯
。
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
「
贈
春
海
書
」
の
写
し
を
大
平
に
送
り
批
評
を
求
め
て
い
 
 

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
同
書
の
内
容
ほ
大
平
に
と
っ
て
も
焼
り
を
抱
 
 

か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
彼
は
迂
闊
な
態
度
を
取
り
え
な
い
立
場
に
 
 

い
た
。
そ
の
事
を
察
す
る
か
の
よ
う
に
、
真
国
は
同
書
簡
で
 
 

春
海
事
、
故
翁
古
学
の
趣
に
伏
従
の
由
、
勿
論
の
事
と
奉
存
侯
。
か
の
翁
 
 

へ
奉
り
侯
書
の
御
写
、
口
中
に
御
座
候
と
の
義
、
何
と
ぞ
は
や
く
見
た
く
 
 

奉
存
侯
。
（
中
略
）
春
海
が
人
が
ら
は
、
此
た
び
彼
へ
達
し
侯
書
の
趣
に
 
 

て
、
大
憶
御
高
察
可
被
成
侯
。
且
此
書
の
答
御
座
侯
は
ば
、
弥
た
し
か
な
 
 

る
所
知
ら
れ
可
申
供
。
 
 

と
述
べ
る
。
春
海
か
ら
の
返
書
に
よ
っ
て
、
大
平
に
も
事
実
が
明
確
化
す
る
 
 

は
ず
で
あ
る
が
、
此
の
時
点
で
大
平
の
取
れ
る
行
動
は
、
英
国
の
求
め
に
応
じ
 
 

て
春
海
書
簡
の
写
し
を
送
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
「
再
難
村
田
春
海
之
答
書
」
に
、
 
 

「
享
和
元
年
十
月
三
日
付
宣
長
宛
春
海
書
簡
」
の
一
節
が
載
る
）
。
 
 
 

春
海
の
返
書
は
中
々
釆
な
か
っ
た
。
や
っ
と
届
い
た
の
は
「
贈
春
海
書
」
を
 
 

送
っ
て
か
ら
は
ば
一
年
が
経
過
し
た
享
和
三
年
十
二
月
の
末
で
あ
っ
た
。
某
国
 
 

は
そ
の
間
手
を
洪
い
て
居
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
前
掲
大
平
宛
書
簡
で
 
 

歌
人
春
海
に
つ
い
て
「
歌
も
よ
く
詠
み
侯
へ
ど
も
、
を
を
し
く
真
心
な
る
様
は
 
 

な
く
て
、
た
だ
人
ぎ
き
よ
く
か
ざ
ら
ひ
た
る
の
み
多
く
相
見
え
申
侯
」
と
評
し
 
 

た
後
「
此
論
ほ
過
て
く
は
し
く
可
中
上
侯
」
と
予
告
し
て
い
た
が
、
享
和
三
年
 
 

中
に
『
柿
平
歌
評
』
と
し
て
纏
め
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
大
平
に
送
っ
た
事
が
、
 
 

同
歌
評
末
尾
に
附
載
さ
れ
た
「
享
和
三
年
十
二
月
十
四
日
付
信
友
宛
大
平
書
 
 

簡
」
の
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江
戸
和
泉
真
国
追
々
文
通
、
此
頃
千
蔭
春
海
二
家
之
歌
を
難
論
い
た
し
見
 
 

せ
に
来
り
侯
、
論
評
甚
だ
よ
ろ
し
く
、
春
海
の
歌
さ
ん
ざ
ん
被
せ
ら
れ
侯
 
 

事
適
当
に
て
御
座
侯
、
 
 

と
い
う
一
節
か
ら
窺
え
る
。
大
平
は
異
国
の
評
を
「
甚
だ
よ
ろ
し
く
」
と
し
 
 

な
が
ら
も
、
春
海
の
返
書
を
見
て
居
な
い
以
上
、
「
彼
両
家
は
故
翁
〔
信
友
云
 
 

鈴
屋
翁
の
事
也
〕
在
世
に
甚
し
く
文
通
之
人
々
に
て
大
平
も
又
今
以
む
つ
ま
し
 
 

く
致
侯
」
 
（
同
書
簡
）
と
述
べ
ざ
る
を
得
な
い
。
 
 

五
 
論
争
の
波
紋
 
 

春
海
の
返
書
「
答
和
泉
和
麻
呂
書
」
が
善
か
れ
た
の
が
享
和
三
年
十
月
二
十
 
 

八
目
、
そ
れ
が
千
蔭
の
「
和
麻
呂
、
愚
物
と
相
見
え
申
侯
、
云
々
」
と
い
う
感
 
 

想
を
記
し
た
書
簡
（
十
二
月
二
十
五
日
記
）
を
附
し
て
某
国
に
届
い
た
の
が
、
 
 

前
述
し
た
ご
と
く
十
二
月
末
で
あ
っ
た
。
異
国
は
そ
れ
に
対
し
大
部
の
反
駁
書
 
 

「
再
難
村
田
春
海
答
書
」
を
年
度
内
に
書
き
上
げ
る
（
末
尾
に
「
亥
十
二
月
」
 
 

と
あ
る
）
。
以
後
、
春
海
か
ら
の
論
争
打
ち
切
り
の
申
し
出
も
あ
っ
て
、
最
終
 
 

的
に
は
論
争
は
異
国
に
よ
っ
て
文
化
元
年
五
月
『
明
道
書
』
と
い
う
形
に
纏
め
 
 

ら
れ
た
。
以
上
が
論
争
の
大
体
の
経
過
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
章
で
ほ
、
論
争
の
汲
紋
と
し
て
、
大
平
の
動
向
に
注
目
し
た
い
。
大
平
 
 

（
1
4
）
 
 

が
『
明
道
書
』
の
全
容
を
知
っ
た
時
期
は
、
植
松
有
信
『
長
閑
日
記
』
の
文
化
 
 

四
年
正
月
三
日
の
記
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
其
の
中
で
、
有
信
は
 
 

「
文
化
三
年
十
二
月
二
十
三
日
付
有
借
宛
大
平
書
簡
」
の
紹
介
と
い
う
形
で
 
 

さ
て
大
平
よ
り
云
お
こ
せ
る
ふ
み
に
、
伊
勢
人
川
村
珍
ま
ろ
と
い
ふ
人
、
 
 

八
月
頃
よ
り
江
戸
に
あ
り
て
、
か
の
和
泉
藤
吉
が
宅
へ
た
ず
ね
傲
て
、
故
 
 

人
の
咄
な
ど
い
た
し
侯
内
、
春
海
と
論
之
事
も
聞
及
釆
侯
。
 
 

と
記
し
て
い
る
。
「
八
月
頃
」
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
文
化
三
年
中
秋
を
 
 

（
娼
）
 
 

い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
「
文
化
三
年
十
二
月
十
八
日
付
篤
胤
宛
大
平
書
簡
」
の
 
 

「
和
泉
和
暦
・
村
田
春
海
と
の
論
の
消
息
往
及
又
再
答
な
ど
も
此
ご
ろ
手
に
入
 
 

二
見
い
た
し
侯
。
聞
き
ぐ
る
し
き
事
共
に
御
座
険
」
と
い
う
一
節
と
符
合
し
よ
 
 

え
ノ
○
 
 
 

享
和
三
年
三
月
に
は
早
々
と
「
贈
春
海
書
」
を
大
平
に
送
り
な
が
ら
、
某
国
 
 

は
結
局
『
明
道
書
』
を
大
平
に
送
ら
な
か
っ
た
寒
が
知
ら
れ
る
。
 
 
 

此
の
疑
問
を
解
く
鍵
は
篤
胤
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
 
 

篤
胤
は
文
化
三
年
三
月
末
、
夢
中
入
門
を
果
た
し
た
。
某
国
は
そ
の
時
期
、
論
 
 

争
を
『
明
通
書
』
と
し
て
纏
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
篤
胤
の
論
争
批
判
は
夢
中
 
 

入
門
を
背
景
に
激
し
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彦
暦
の
よ
う
に
異
国
に
好
意
を
 
 

持
っ
て
い
る
老
も
い
た
が
、
尾
張
鈴
門
の
古
参
鈴
木
脹
や
有
力
な
大
平
門
堤
朝
 
 

風
を
味
方
に
し
た
篤
胤
の
前
に
、
彼
は
孤
立
無
援
で
は
な
か
っ
た
か
。
前
掲
年
 
 

次
未
詳
十
八
日
付
大
平
宛
書
簡
の
切
々
た
る
文
面
が
そ
の
事
を
証
明
し
よ
う
。
 
 

大
平
は
そ
の
書
簡
を
受
け
取
り
な
が
ら
、
異
国
の
苦
衷
の
原
因
を
知
り
え
な
か
 
 

っ
た
。
ま
た
哀
れ
に
も
、
論
争
の
全
容
が
大
平
に
知
ら
れ
た
の
は
異
国
の
没
後
 
 

で
あ
っ
た
。
 
 
 

大
平
は
「
文
化
三
年
十
二
月
十
八
日
付
篤
胤
宛
書
簡
」
で
、
 
 

す
べ
て
歌
文
章
の
み
の
風
流
人
は
道
に
心
を
入
侯
は
ね
ば
、
故
翁
の
道
の
 
 

事
い
ほ
れ
た
る
を
心
よ
か
ら
ず
思
ふ
よ
り
い
ろ
い
ろ
ひ
が
ひ
が
し
き
事
は
 
 

い
は
る
る
な
る
べ
し
。
和
暦
は
あ
は
れ
を
を
し
き
人
物
に
て
御
座
侯
 
 

と
某
国
の
健
闘
を
讃
え
た
。
此
の
言
葉
こ
そ
英
国
の
待
ち
望
ん
だ
も
の
で
あ
 
 

っ
た
。
大
平
の
言
落
は
宣
長
の
言
葉
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。
英
国
没
後
、
此
の
 
 

言
葉
を
素
直
に
喜
ん
だ
の
は
斉
藤
彦
麿
で
あ
っ
た
。
彼
は
文
化
四
年
三
月
再
度
 
 

『
明
道
書
』
序
文
を
記
し
（
上
田
市
立
図
書
館
藤
慮
文
庫
蔵
）
、
其
の
中
で
文
 
 

化
三
年
火
事
に
よ
っ
て
『
明
道
書
』
写
本
を
消
失
し
た
の
で
再
度
弟
子
を
し
て
 
 

写
さ
せ
た
事
、
廻
り
の
者
達
が
『
明
道
書
』
出
版
を
勧
め
其
の
序
文
を
自
分
に
 
 

求
め
て
い
る
事
な
ど
を
述
べ
た
後
、
「
か
く
し
た
た
か
な
る
す
ぐ
れ
人
の
う
ず
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も
れ
わ
た
る
が
う
れ
た
き
を
、
今
か
く
某
国
が
名
の
世
に
あ
ら
は
れ
ぬ
へ
き
時
 
 

い
た
れ
る
」
と
記
し
た
。
彦
暦
は
大
平
の
英
国
評
を
意
識
し
て
明
ら
か
に
出
版
 
 

に
乗
り
気
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
比
の
計
画
も
遂
に
実
現
を
見
な
か
っ
た
。
 
 

其
の
背
景
と
し
て
篤
胤
の
存
在
が
や
は
り
浮
か
び
上
が
る
。
 
 
 

彦
麿
が
再
度
『
明
通
書
』
序
文
を
書
い
た
文
化
四
年
三
月
の
十
六
日
に
、
篤
 
 

胤
は
大
平
へ
の
返
書
と
し
て
「
和
暦
・
春
海
贈
答
書
、
此
節
御
覧
被
成
侯
由
、
 
 

マ
マ
 
 

知
命
き
き
ぐ
る
し
き
事
に
て
扱
々
な
げ
か
は
し
き
こ
と
」
と
大
平
に
一
見
同
調
 
 

し
た
か
の
よ
う
に
書
き
だ
し
な
が
ら
「
和
暦
が
我
よ
り
争
を
求
め
ず
ば
、
あ
の
 
 

や
う
な
る
狂
言
の
書
は
、
世
に
の
こ
る
ま
じ
き
も
の
を
と
、
小
生
儀
は
常
に
嘆
 
 

（
1
6
）
 
 

息
仕
居
候
事
に
御
座
候
」
と
い
っ
た
全
く
対
立
的
な
意
見
を
書
き
送
っ
て
い
る
 
 

篤
胤
に
は
恐
ら
く
大
平
に
反
論
す
る
気
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
結
果
と
 
 

し
て
不
躾
な
反
論
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
大
平
は
此
処
に
到
り
、
某
国
を
本
 
 

当
に
苦
し
め
た
相
手
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
大
平
の
篤
胤
に
対
す
る
反
感
が
此
 
 

処
に
胚
胎
し
た
。
 
 

六
 
『
呵
妄
書
』
の
意
味
 
 

篤
胤
が
論
争
に
批
判
的
だ
っ
た
の
は
「
我
が
翁
を
誹
る
人
あ
り
と
も
拾
お
く
 
 

べ
き
こ
と
」
 
（
『
気
吹
合
筆
叢
』
）
に
載
る
理
由
か
ら
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
 
 

う
か
。
此
処
で
篤
胤
が
享
和
三
年
十
月
に
脱
稿
し
た
『
呵
妄
書
』
に
注
目
し
た
 
 

い
。
周
知
の
よ
う
に
、
此
の
書
は
太
宰
春
台
の
『
弁
道
書
』
に
対
す
る
批
判
と
 
 

し
て
書
か
れ
た
。
此
の
時
期
、
『
弁
道
書
』
批
判
が
書
か
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
 
 

其
の
背
景
の
一
つ
と
し
て
真
国
の
春
海
批
判
に
対
す
る
疑
問
が
働
い
て
い
な
か
 
 

っ
た
か
。
 
 
 

某
国
の
春
海
批
判
が
『
弁
道
書
』
と
軌
を
一
に
し
た
事
は
「
わ
ぬ
し
の
論
じ
 
 

玉
ふ
所
を
見
侍
る
に
、
其
言
、
お
は
よ
そ
、
太
宰
の
弁
道
書
の
外
に
出
ず
」
 
 

（
「
再
難
村
田
春
海
之
答
書
」
）
と
述
べ
て
い
る
事
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
 
 

し
て
、
其
の
事
を
享
和
三
年
当
時
英
国
が
席
胤
に
語
っ
て
居
た
こ
と
は
充
分
に
 
 

考
え
ら
れ
よ
う
。
某
国
が
論
争
以
前
『
弁
道
書
』
批
判
の
書
『
裏
道
考
』
を
脱
 
 

稿
し
て
い
て
其
の
書
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
事
は
、
彼
自
身
「
太
宰
が
弁
道
書
 
 

の
甚
し
き
非
な
る
こ
と
な
ど
は
、
和
漢
の
明
証
ど
も
を
引
出
つ
つ
、
其
道
考
に
 
 

く
は
し
く
し
る
す
」
 
（
「
贈
春
海
書
」
）
と
態
々
其
の
書
名
を
上
げ
て
い
る
事
 
 

か
ら
窺
え
よ
う
。
 
 
 

た
だ
、
問
題
は
其
の
批
判
の
中
味
で
あ
る
。
堤
朝
風
が
『
呵
妄
書
』
序
文
で
、
 
 

は
や
く
よ
り
論
ら
へ
る
書
ど
も
も
こ
れ
か
れ
宥
め
れ
ど
、
皆
い
ま
だ
し
き
 
 

ま
な
び
の
と
も
の
、
な
ま
さ
か
し
ら
に
お
は
ほ
し
く
、
あ
げ
つ
ら
へ
る
の
 
 

み
に
し
て
、
中
々
に
め
と
と
む
べ
う
も
あ
ら
ざ
り
け
る
、
 
 

と
記
し
た
の
は
、
垂
加
神
道
家
を
始
め
と
す
る
一
連
の
『
弁
道
書
』
批
判
を
 
 

踏
ま
え
て
い
る
事
ほ
明
ら
か
だ
が
、
直
接
的
に
ほ
異
国
の
春
海
批
判
を
意
識
し
 
 

た
も
の
で
ほ
な
か
っ
た
か
。
 
 
 

某
国
は
「
再
難
村
田
春
海
答
書
」
で
春
海
の
「
道
と
い
ふ
物
ほ
、
天
地
自
然
 
 

に
侍
り
て
云
々
、
天
の
お
ぼ
ふ
所
、
地
の
載
す
る
所
、
物
あ
れ
ば
、
必
、
其
道
 
 

有
」
と
い
う
古
道
説
に
対
し
て
「
こ
こ
は
、
ま
こ
と
に
然
也
」
と
肯
定
す
る
。
 
（
丹
）
 
 

こ
れ
で
は
、
弥
富
破
摩
雄
氏
が
「
村
田
春
海
対
和
泉
異
国
」
下
で
、
 
 

真
国
が
所
謂
道
は
即
ち
天
地
の
萩
自
然
の
道
に
し
て
春
海
が
天
の
覆
ふ
所
 
 
 

地
の
載
す
る
所
に
有
り
と
い
へ
る
道
と
全
く
同
一
な
り
、
即
ち
道
と
は
何
 
 

ぞ
と
い
ふ
根
本
思
想
は
両
者
異
な
ら
ず
。
 
 

と
喝
破
さ
れ
た
よ
う
に
、
両
者
が
、
道
は
「
天
地
自
然
の
道
」
と
い
う
共
通
 
 

認
識
に
立
っ
て
い
た
事
は
明
ら
か
だ
。
篤
胤
の
根
本
的
な
疑
問
も
そ
こ
に
あ
っ
 
 

た
。
し
か
し
、
某
国
に
す
れ
ば
「
日
本
に
は
元
来
道
な
し
」
と
主
張
す
る
春
海
 
 

に
対
し
て
「
天
地
自
然
の
道
」
と
い
う
共
通
認
識
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
 
 

さ
ら
ば
日
本
も
、
其
天
の
お
ぼ
う
所
、
地
の
載
す
る
所
に
て
あ
れ
ば
、
必
、
 
 

其
道
有
べ
き
事
、
ま
た
明
ら
か
な
ら
ず
や
。
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と
反
論
す
る
事
が
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
此
の
反
論
の
方
法
は
春
 
 

蚕
 
台
批
判
に
至
り
つ
か
な
い
。
其
の
事
は
『
弁
道
書
』
の
、
 
 

聖
人
の
道
は
聖
人
の
開
き
た
ま
へ
る
道
に
て
侯
得
共
、
天
地
自
然
の
道
か
 
 
 

く
あ
ら
で
叶
は
ぬ
こ
と
を
知
し
め
し
て
か
く
定
置
た
ま
ひ
し
故
に
、
是
即
 
 

天
地
の
道
に
て
、
聖
人
少
も
私
意
を
加
へ
た
ま
ふ
こ
と
は
無
く
侯
 
 

に
対
し
て
『
裏
道
考
』
（
筑
波
大
学
図
書
館
蔵
）
 
の
中
で
「
甚
よ
し
」
（
中
、
 
 

十
七
り
）
と
首
足
し
て
い
る
事
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
よ
う
。
篤
胤
は
春
台
の
 
 

「
天
地
自
然
の
道
」
説
に
対
し
、
 
 

聖
人
の
道
は
聖
人
開
き
た
れ
ど
も
天
地
自
然
の
道
と
は
如
何
に
ぞ
や
。
天
 
 

地
自
然
に
行
る
る
道
な
ら
ん
に
は
聖
人
開
く
べ
き
よ
し
な
く
、
果
し
て
聖
 
 

人
ひ
ら
き
た
ら
ん
に
は
自
然
の
道
と
云
ふ
べ
き
よ
し
な
し
。
（
『
呵
責
 
 

書
』
）
 
 

と
其
の
矛
盾
を
衝
く
。
其
は
と
り
も
な
お
さ
ず
某
国
批
判
と
な
っ
た
。
某
国
 
 

に
対
す
る
篤
胤
の
不
信
感
は
 
 

皇
国
の
道
も
自
然
に
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
ま
た
人
為
に
も
あ
ら
ず
。
前
に
 
 

も
い
へ
る
ご
と
く
、
天
地
の
神
の
謝
り
賜
へ
る
道
な
り
。
此
道
を
委
曲
に
 
 

よ
く
知
ら
ん
と
な
ら
ば
、
ま
づ
神
を
知
る
べ
し
。
其
神
を
し
ら
ん
こ
と
を
 
 

思
は
ば
我
翁
の
書
と
も
を
繰
返
し
よ
く
味
ひ
て
見
よ
か
し
。
（
同
上
）
 
 

と
い
っ
た
口
振
り
に
如
実
に
現
れ
て
い
な
い
か
。
篤
胤
が
某
国
に
最
も
欠
落
 
 

し
て
い
る
と
感
じ
た
物
は
、
神
の
実
在
に
対
す
る
信
念
で
あ
っ
た
。
篤
胤
か
ら
 
 

見
れ
ば
春
海
も
某
国
も
「
漠
意
」
に
揺
ら
わ
れ
た
着
た
ち
で
あ
っ
た
。
 
 

さ
い
ご
に
 
 
 

篤
胤
の
本
居
派
国
学
者
と
し
て
の
出
発
が
『
明
道
書
』
論
争
の
渦
中
か
ら
で
 
 

あ
っ
た
事
を
述
べ
き
た
っ
た
。
彼
は
享
和
三
年
九
月
二
十
八
日
（
宣
長
の
命
日
 
 

の
前
日
）
、
宣
長
を
慕
っ
て
 
 

か
く
ば
か
り
し
の
ぶ
る
人
は
世
の
中
に
我
を
お
き
て
は
ま
た
あ
ら
じ
と
ぞ
 
 

思
ふ
 
 

と
詠
ん
だ
。
見
様
に
拠
っ
て
は
全
く
不
遜
な
歌
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
 
 

の
よ
う
な
篤
胤
と
出
会
っ
た
真
国
は
或
る
意
味
で
は
不
幸
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
 
 

宣
長
学
の
受
容
史
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
興
味
あ
る
場
面
で
あ
っ
た
。
篤
 
 

胤
は
大
平
の
感
情
に
齢
齢
し
た
事
を
無
自
覚
の
ま
ま
本
居
派
国
学
者
と
し
て
前
 
 

途
多
難
の
道
を
歩
み
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
前
途
多
難
さ
を
一
層
招
 
 

い
て
い
っ
た
の
が
、
皮
肉
に
も
彼
が
「
狂
言
の
書
」
と
呼
ん
だ
『
明
遺
書
』
の
 
 

流
布
で
あ
っ
た
事
は
、
「
文
化
五
年
六
月
十
八
日
付
小
国
重
年
宛
高
林
方
朗
書
 
 

（
1
8
）
 
 

簡
」
 
の
 
 

其
邦
春
海
論
写
本
、
此
度
正
彦
方
迄
連
中
侯
、
御
覧
可
被
遊
供
。
貴
翁
御
 
 
 

社
中
二
而
早
々
写
取
、
岡
之
屋
老
翁
へ
も
被
為
入
御
覧
可
被
下
僕
。
は
じ
 
 

め
の
程
の
論
書
は
老
翁
も
御
所
持
二
而
供
へ
共
、
再
難
は
い
ま
だ
御
覧
被
 
 

成
ま
じ
く
侯
。
此
書
は
お
し
な
べ
て
御
披
露
申
度
侯
。
 
 

と
い
っ
た
遠
江
鈴
門
へ
の
流
布
状
況
か
ら
も
推
測
し
う
る
の
で
あ
る
、
（
昭
 
 

和
六
十
年
四
月
二
十
九
日
脱
稿
）
。
 
 

注
 
（
1
）
村
岡
典
嗣
『
宣
長
と
篤
胤
－
日
本
思
想
史
研
究
Ⅲ
－
』
、
三
木
正
太
郎
『
平
 
 

田
篤
胤
の
研
究
』
参
照
。
 
 

（
2
）
本
稿
で
は
『
国
学
運
動
の
思
想
』
 
（
日
本
思
想
大
系
、
岩
改
善
店
）
所
収
の
 
 

東
京
教
育
大
図
書
館
所
蔵
本
を
底
本
と
し
て
用
い
た
。
 
 

（
3
）
 
『
本
居
宣
長
稿
本
全
集
』
第
二
輯
、
一
三
三
頁
。
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（
4
）
 
『
本
居
宣
長
記
念
館
蔵
書
目
録
』
 
〔
五
〕
、
六
七
頁
。
 
 

（
5
）
佐
々
木
借
綱
『
増
訂
賀
茂
真
淵
と
本
居
宣
長
』
二
五
三
頁
～
二
五
七
貢
。
佐
 
 
 

々
木
信
綱
ほ
此
の
書
簡
の
年
次
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
春
海
と
の
論
争
 
 
 

を
開
始
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
事
か
ら
享
和
三
年
に
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
 
 

る
。
 
 

（
6
）
渡
辺
金
造
『
平
田
篤
胤
研
究
』
八
〇
七
頁
～
八
〇
八
頁
。
 
 

（
7
）
弥
富
破
摩
雄
『
近
世
国
文
学
之
研
究
』
所
収
。
 
 

（
8
）
 
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
第
十
五
巻
、
三
九
八
頁
。
 
 

（
9
）
 
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
九
巻
、
七
七
七
貢
。
 
 

（
1
0
）
 
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
第
七
巻
、
二
三
貢
。
 
 

（
1
1
）
同
、
第
六
巻
、
五
〇
七
京
。
 
 

（
1
2
）
同
、
第
十
五
巻
所
収
。
 
 

（
ほ
）
 
『
本
居
宣
長
稿
本
全
集
』
琴
一
輪
、
三
一
九
頁
～
三
二
〇
頁
。
 
 

（
1
4
）
植
松
茂
彦
・
植
松
茂
共
編
『
植
松
有
倍
達
文
集
』
一
二
〇
貢
。
 
 

（
ほ
）
 
「
毀
誉
相
半
書
余
論
」
 
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
補
遺
第
五
巻
、
五
三
八
頁
。
 
 

（
1
6
）
渡
辺
金
造
、
前
揚
書
、
八
一
四
頁
～
八
一
五
頁
。
 
 

（
け
）
 
『
国
学
院
雑
誌
』
十
六
－
十
二
、
一
四
頁
。
 
 

（
1
8
）
小
山
正
『
水
野
忠
邦
国
学
の
師
高
林
方
朗
の
研
究
』
五
四
九
頁
。
 
 

（
一
九
八
五
年
六
月
二
十
六
日
受
理
）
 
 




