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國
見
は
古
代
史
の
そ
こ
と
上
に
散
見
す
る
特
通
語
で
、
決
し
て
文
學
上
の
専
用
語
で
は
な
い
が
、
本
稿
に
限
り
、
卿
か
術
語
扱
ひ
に
し

て
、
こ
の
言
葉
の
特
に
文
學
史
的
な
意
味
を
討
ね
て
行
く
事
に
よ
り
、
我
が
上
代
文
學
の
多
少
の
性
橘
を
明
か
に
し
て
見
た
い
と
恩
ふ
の

で
あ
る
が
ｌ

尤
も
上
代
に
於
て
、
文
學
の
世
界
は
現
斑
生
活
の
そ
れ
か
ら
遊
離
抽
象
さ
れ
た
特
殊
の
美
的
或
は
蕊
術
的
椎
造
を
有
っ
て
ゐ
る
の
で
は

な
く
、
雨
者
は
表
裏
相
即
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
文
畢
的
な
意
味
と
い
っ
て
も
、
畢
宛
は
日
常
生
活
に
於
け
る
或
悩
行
の

表
現
關
係
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
こ
で
ま
づ
か
う
し
た
上
代
生
活
に
於
け
る
ゞ
一
つ
の
禰
悩
乃
至
行
事
と
し
て
の
図
兄
と
は
凡
そ
ど
の

や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
一
慨
人
間
が
商
礎
に
登
臨
し
て
山
川
郷
土
を
展
紫
す
る
と
い
ふ
事
は
、
酷
寒
と
か
苦
熱
と
か
、
叉
は
沙
漠
と

が
山
岳
地
帯
と
か
、
季
節
や
地
勢
の
條
件
を
負
は
な
い
限
り
、
時
虚
莚
超
え
て
杵
通
的
な
行
樂
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

唯
近
代
の
生
活
に
於
て
は
文
化
の
向
上
に
つ
れ
て
か
う
し
た
比
較
的
素
撲
な
行
梁
間
が
益
は
れ
て
ゐ
る
い
ふ
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
例

へ
ぱ
支
那
古
代
の
文
學
を
漁
っ
て
み
て
も
、
之
に
類
し
た
俄
行
は
随
所
に
認
め
ら
れ
る
や
う
で
、
例
へ
ば
楚
瀞
に
「
壷
大
域
以
遠
望
今
、
柳

以
鋳
吾
憂
心
」
な
ど
と
あ
る
の
を
始
め
、
文
選
に
於
て
も
謝
脚
運
、
顔
延
之
、
沈
約
等
代
表
的
作
家
の
詩
な
ど
に
は
腱
ご
唯
眺
の
感
慨
が

園
．
、
見
孜
一
五
ｇ
一
五
八
七
〕
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丈
畢
研
究
節
三
十
艸
一
六
（
三
五
八
八
〕

杼
ぺ
ら
れ
て
ゐ
る
。
我
が
図
に
於
け
る
図
見
と
い
ふ
事
も
所
詮
は
か
う
し
た
人
類
に
杵
通
な
行
筋
に
通
ず
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
叉
傳

播
と
か
模
倣
と
か
い
ふ
直
接
の
關
係
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
こ
に
は
脚
ら
歴
史
や
風
土
を
反
映
す
る
特
殊
の
性
格
を
有
っ
事
に
な
っ

た
で
も
あ
ら
う
と
恩
は
れ
る
。
こ
れ
は
國
兄
と
い
ふ
言
葉
自
縄
に
一
向
大
陸
の
に
ほ
ひ
が
な
く
、
い
か
に
も
日
本
人
が
ｎ
分
自
身
で
慥
へ

た
と
い
っ
た
か
た
ち
で
あ
る
事
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
が
、
更
に
園
児
と
い
ふ
行
爲
が
ど
ん
な
に
我
が
上
代
人
の
生
添
に
喰
込
ん
で
、

我
が
闘
澗
白
の
性
格
を
有
つ
に
至
っ
た
か
と
い
ふ
事
は
、
そ
れ
が
國
兄
丘
と
か
図
見
山
と
か
、
乃
至
は
図
見
と
か
い
ふ
山
名
或
は
人
名
に

な
っ
て
諸
固
又
は
諸
文
献
に
蓮
っ
て
ゐ
る
事
に
よ
っ
て
も
略
ご
想
兄
出
来
、
随
っ
て
「
商
き
と
こ
ろ
よ
り
國
内
を
兄
波
す
を
舌
へ
に
剛
兄

と
い
ふ
」
と
い
ふ
記
傳
の
説
明
も
か
う
し
た
猫
自
の
性
格
を
指
摘
し
得
な
い
と
い
ふ
鮎
で
、
必
ず
し
も
十
分
と
は
言
へ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
許
迩
的
一
般
的
な
登
臨
の
風
習
か
ら
、
特
に
日
本
的
な
剛
兄
を
別
つ
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
吾
灸
は
上
述

記
博
式
の
説
明
を
ど
の
や
う
に
補
足
す
べ
き
で
あ
る
か
泣
本
猫
箭
面
の
問
題
、
即
ち
上
代
文
學
に
於
け
る
阿
見
の
意
味
と
い
ふ
事
も
畢
党

か
う
し
た
課
題
に
對
す
る
比
較
的
立
入
っ
た
一
つ
の
解
樺
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

一
一

〃
さ
て
上
代
文
畢
に
於
て
図
見
は
ど
の
や
う
な
意
味
を
有
っ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
、
今
假
り
に
図
見
を
主
題
と
す
る
歌
や
歌
謡
を
図
見
歌

と
で
も
名
づ
け
る
な
ら
、
吾
盈
は
次
の
諸
歌
に
か
う
し
た
阿
見
歌
の
不
完
全
且
素
撲
な
盃
例
を
窺
ふ
事
が
出
來
よ
う
。

。
〔
例
一
〕
汲
志
亘
流
夜
那
迩
波
能
佐
岐
《
川

お
し
て
る
や
難
波
・
の
埼
よ
‐

伊
傳
多
知
呈
和
賀
久
邇
美
魁
婆
‐

出
で
立
ち
て
我
が
凹
見
れ
ぱ

ｈ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ぬ

ザ

、
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伯
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〔
例
二
〕
野
師
登
陛
簡

倭
邊
に

〔
例
三
〕
畢
暮
利
矩

睡
り
図

國
見
孜

蝋燭蝿
:塗蝿腰
ゅ山 の能

阿
婆
．
志
麻

淡
島
。

於
沢
農
翻

忍
海

出伊阿
野
彌
子
羅
虞
波
斯

あ
や
に
う
ら
ぐ
は
し

雁擦

り暮
利

國矩

和
斯
里
底
能

走
り
出
の

底
推
智
能

で
立
ち
の の能 の能の能

島志禰
我
保
指
母
能
婆

見
が
欲
し
も
の
は

営
能
陀
努
紀
慨
歴

此
の
商
城
な
る

お識播
都
制

泊
瀬

播
都
制
能
夜
赫
播

泊
瀬
の
山
は

立與堂與 （
古
班
記
、
仁
徳
天
皇
御
製
）

嘘
斯
企
夜
磨
能

し
き
山
の

I好
,』し､ の能卿

も母
し斯 ご非

の能

呂
志
摩

ろ
じ
ま

を企

11T孑

山判・

磨

山野
勝

見美

陰’は播 ゆ由

都
奴
娑
之
能
禰
野

角
刺
の
宮

（
日
本
書
紀
、
愉
世
詞
人
）
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文
・
學
研
究
錐
三
十
桝
一
八
全
孟
九
○
〕

阿
野
佃
予
雑
虞
波
斯
（
日
本
諜
紀
、
雄
黒
天
皇
〕

あ
や
に
う
ら
ぐ
は
し

今
是
等
の
諸
歌
を
、
一
應
所
徳
か
ら
解
放
し
て
み
る
に
、
〔
例
一
〕
は
商
所
か
ら
の
眺
望
で
は
な
く
、
海
上
或
は
海
路
の
風
最
で
あ
る
が
、

し
か
も
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
作
者
の
単
な
る
自
然
へ
の
感
懐
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
我
が
閏
見
れ
ば
」
と
い
ふ
言
葉
は
棚
耶
な
が
ら
既

に
所
洲
図
兄
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
随
っ
て
次
に
來
る
貼
々
へ
の
捕
感
も
亦
、
淡
々
た
る
な
が
ら
に
、
「
わ
が
」

の
薫
染
を
受
け
て
自
己
の
郷
土
愛
へ
の
断
ち
が
た
い
瀧
絆
に
結
ば
れ
て
ゐ
る
「
我
が
閏
」
と
し
て
見
渡
さ
れ
た
勘
麦
だ
か
ら
で
あ
る
。

〔
例
二
〕
に
於
け
る
對
象
は
図
で
は
な
く
て
嵩
で
あ
る
が
、
「
と
の
高
城
」
の
こ
の
に
は
〔
例
口
の
「
わ
が
」
に
通
す
る
郷
土
愛
の
感
怖
が
ほ

、
、
、

の
見
え
、
さ
う
し
て
（
忍
海
の
Ｉ
（
高
城
の
Ｉ
（
角
刺
の
ｌ
と
段
々
小
さ
く
し
ぼ
っ
て
行
っ
た
焦
蛾
な
る
宮
が
倭
逃
と
い
ふ
大
き
な
地
域

の
誇
り
と
し
て
讃
美
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
、
垂
見
は
や
は
り
或
郷
土
意
識
を
し
み
人
１
と
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。
〔
例
三
〕
は

泊
瀬
の
山
の
う
ら
ぐ
は
し
き
に
経
始
す
る
歌
で
あ
る
が
、
さ
う
し
て
作
者
の
位
置
が
漠
然
と
し
て
ゐ
て
、
必
ず
し
も
商
所
か
ら
自
分
の
郷

土
を
見
渡
し
た
と
い
ふ
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
も
こ
の
山
に
「
賑
り
園
の
」
と
序
し
、
「
走
り
出
の
よ
ろ
し
き
山
」
と
修
飾

し
て
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
、
郷
土
愛
と
全
然
無
開
係
な
自
然
で
は
な
く
、
そ
こ
に
作
者
が
見
て
ゐ
る
背
は
畢
寛
「
阿
見
」
に
係
る
何
も
の
か

乱

Ｊ
ｒ
ｊ
４
Ｆ

で
あ
ら
う
。
今
走
り
出
の
よ
ろ
し
き
山
」
と
い
ふ
句
を
私
は
入
職
の
挽
歌
の
「
走
り
出
の
堤
に
立
て
る
」
な
ど
か
ら
推
し
て
、
門
口
に
走

り
出
た
場
合
な
ど
に
美
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
山
と
い
ふ
風
に
解
し
た
い
）
要
す
る
に
是
等
の
歌
は
眞
の
園
児
歌
に
は
ま
だ
な
り
き
っ
て
ゐ
な

い
が
、
稲
は
ぱ
悶
見
を
胚
胎
し
て
ゐ
る
蛾
に
於
て
相
迩
ず
る
一
類
を
成
し
て
居
り
、
随
っ
て
吾
共
が
上
代
文
學
の
世
界
に
図
兄
を
索
め
ょ

Ｃ

う
と
す
る
場
合
に
は
不
可
欠
の
安
料
な
の
で
あ
る
。

色

’
‐
１
－
１
‐
、
、
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凧
ｌ
‐
‐
↓
‐
ｌ
‐
‐
‐
１
１
，
里
１
節

l

L

D

凸

1

暮

１
１

1

－



｜

’

〆

＃

本
歌
は
後
述
の
や
う
に
、
本
來
図
見
の
意
味
を
有
つ
歌
で
あ
る
が
、
．
更
に
も
し
記
紀
の
所
傳
に
随
っ
て
老
へ
る
な
ら
ば
、
〔
例
五
〕
と
同

じ
く
略
ご
剛
見
せ
す
大
君
の
御
製
た
る
に
叶
ふ
一
例
に
な
り
さ
う
で
あ
る
。
所
傳
に
随
へ
ぱ
と
れ
は
應
祁
天
皇
が
大
和
か
ら
近
江
に
幸
し

給
ふ
剛
、
宇
遅
（
紀
は
莵
道
）
野
の
上
に
（
紀
は
「
ほ
と
り
」
と
洲
み
な
ら
は
し
て
ゐ
る
）
立
た
し
て
（
紀
は
至
り
て
）
詠
み
た
ま
う
た

御
製
と
い
ふ
事
に
な
っ
て
ゐ
る
。
紀
の
か
う
し
た
諭
明
に
對
し
て
敷
川
年
治
の
標
注
は
山
城
志
に
擁
っ
て
宇
治
野
か
ら
葛
野
を
「
兄
ゆ
ぺ

く
も
あ
ら
ず
」
と
雌
じ
て
ゐ
る
が
０
記
紀
の
細
著
者
の
住
地
か
ら
ほ
ど
遠
く
も
な
い
こ
の
あ
た
り
の
地
理
の
事
で
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も

記
紀
成
立
の
時
代
と
し
て
は
、
字
遅
（
莵
道
）
野
か
ら
加
（
伽
）
豆
怒
を
見
る
こ
と
は
「
見
ゆ
く
く
も
あ
ら
」
ぬ
事
で
は
な
か
っ
た
で
あ

ら
う
。
尤
も
記
に
よ
れ
ば
「
越
幸
近
淡
海
間
之
時
」
と
越
の
字
が
あ
り
、
こ
の
場
面
は
恰
も
雄
器
記
に
天
皇
が
ｎ
下
に
坐
す
大
后
を
、
訪

れ
さ
せ
給
ふ
時
の
「
自
日
下
之
直
越
逝
、
幸
行
河
内
、
爾
壷
山
上
望
國
内
考
、
」
と
あ
る
の
を
想
は
し
め
、
こ
の
御
立
た
し
た
ま
う
た
「
宇

暹
野
上
」
が
何
と
な
く
山
が
上
っ
た
商
原
ら
し
く
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
う
な
る
と
天
皇
が
こ
の
高
地
か
ら
平
蕪
を
見
遥
し
た
ま

ふ
大
御
姿
に
は
一
層
「
國
見
せ
す
大
電
」
を
妨
佛
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
即
ち
本
歌
は
少
く
と
も
所
仲
に
随
ふ
限
り
、
略
ご
明
か
に
天
皇

園
見
・
孜
一
九
（
三
五
九
ご

4，さ
て
併
し
ｂ
も
つ
と
純
粋
に
、
或
は
完
全
に
図
見
を
主
題
と
す
る
眞
の
所
謂
國
見
歌
に
値
す
る
歌
を
探
す
事
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

〔
例
四
〕
知
婆
能
加
豆
怒
衷
美
鯉
婆

〃
千
莱
の

蒋
野
を
見
れ
ば

毛
々
知
陀
流
〆
夜
迩
波
母
美
由

百
千
足
る
家
庭
一
も
見
ゆ

久
邇
能
富
母
美
山

園
の
秀
も
見
ゆ

〔
古
邪
記
、
晒
測
天
皇
御
製
〕

41
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’

妖
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本
歌
が
好
明
天
皇
の
図
兇
し
給
ふ
御
製
で
あ
る
事
は
題
詞
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
っ
て
（
題
詞
に
望
図
を
ク
ー
『
ミ
と
訓
む
の
は
勿
論
歌
訓

に
「
図
兄
乎
爲
者
」
と
あ
る
に
よ
る
も
の
で
疑
ふ
餘
地
は
な
い
）
し
か
も
歌
の
内
容
は
閲
兄
そ
の
も
の
に
係
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
御

製
こ
そ
肢
も
厳
密
な
意
味
に
於
て
飼
見
を
主
題
と
す
る
典
型
的
な
國
見
歌
で
あ
ら
う
。

尤
も
禽
葉
の
歌
の
中
に
は
、
諸
所
に
「
く
に
み
」
と
い
ふ
言
葉
が
見
え
．
そ
の
都
度
垂
昆
は
蕗
葉
人
の
図
見
に
寄
せ
る
感
慨
乃
至
關
心

を
、
多
少
と
も
受
容
す
る
事
が
出
来
る
が
、
唯
多
く
の
場
合
、
國
見
は
歌
の
主
題
で
は
な
い
か
ら
、
さ
う
し
た
場
合
の
こ
の
言
葉
の
意
味

は
文
製
的
に
ま
と
ま
っ
た
．
或
は
猫
立
し
た
一
つ
の
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
袖
足
的
或
は
副
次
的
に
他
の
も
つ
と
大
き
な
意
味
に
参
加

し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
例
へ
ぱ
〔
例
六
〕
巻
三
（
三
八
二
）
壷
筑
波
岳
丹
比
眞
人
國
人
作
歌
に
於
て

一
一
一

ふ
た
ぶ
表
の
た
ふ
と
き
や
史
の

（
上
略
）
朋
（
明
）
祁
之
貴
山
乃

４
‐
‐
ト
ー
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
胆
１
１
１
１
‐

丈
畢
研
究
姉
三
十
艸

の
御
四
見
歌
と
解
す
る
事
が
出
來
よ
う
。

ク
ニ
ミ
シ
タ
マ
フ
ト
キ

〔
例
五
〕
天
皇
春
蕃
具
山
雛
國
之
時
御
製
歌

一
一
一

雌
辮
畦
椛
雌
犠
李
狸
鋤
跨
抵
蕊
か
浄
坪
雌
輝
建
畔
蝉
乗
厩
認

く
に
嘘
ら
に
け
ぶ
り
た
ち
た
つ
，

國
原
波
煙
立
髄
（
龍
）

う
な
ば
ら
は
か
農
め
た
ち
た
つ

海
原
波
加
醐
目
立
多
都

う
展
し
く
に
ぞ
あ
き
つ
し
食
や
蚤
と
の
く
に
は

怜
舸
國
曾
蜻
島
八
間
跡
能
國
者
（
漉
葉
集
稚
一
、
訓
は
山
田
孝
雄
氏
に
從
さ

二
○
（
三
五
九
二
）

－ －



一

伊

と
あ
る
風
見
に
し
て
も
、
こ
の
作
考
が
雪
消
す
る
山
道
を
な
づ
み
つ
１
登
山
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
東
國
に
高
山
が
さ
は
に
あ
ろ
に
も
係

ら
ず
特
に
こ
の
山
が
人
糞
の
國
見
す
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
こ
そ
で
あ
っ
て
、
と
の
意
味
に
於
て
園
見
と
い
ふ
言
葉
が
単
に
説
明
語
と
し
て
無

表
現
に
扱
は
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
・
併
し
な
が
ら
又
吾
凌
は
こ
の
歌
の
剛
兇
に
よ
っ
て
作
者
剛
人
の
國
見
に
寄
せ
る
鋼
は
ぱ
全
き
意
味

（
勿
論
文
學
と
し
て
の
）
を
酌
み
と
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
歌
の
主
題
は
要
す
る
に
人
糞
の
図
兄
し
さ
う
に
も
な
い
こ

の
塞
筌
に
雪
消
の
道
を
冒
し
て
狸
行
す
る
作
者
の
筑
波
山
に
對
す
る
謂
は
ば
阿
見
な
ら
ざ
る
他
の
鵲
験
に
係
り
、
國
見
は
単
に
こ
の
主
題

を
扶
け
る
爲
の
一
役
を
買
っ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
と
上
に
は
國
兇
の
全
含
意
味
は
な
い
。

同
様
の
こ
と
は
か
う
し
た
歌
に
も
言
へ
る
事
で
、
そ
こ
に
吾
々
は
花
橘
と
鮎
綴
し
た
故
郷
の
展
望
を
一
応
國
見
の
内
容
と
し
て
変
容
出
来

る
に
も
係
ら
す
、
そ
れ
は
畢
党
は
こ
の
歌
の
裏
に
あ
る
一
つ
の
意
味
に
過
ぎ
ず
、
作
者
に
と
っ
て
失
は
れ
た
樂
閏
、
逃
げ
去
っ
た
ま
ぽ
ろ

し
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
だ
け
に
作
者
の
現
鵠
験
と
し
て
の
國
見
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
萬
葉
所
牧
歌
の
と
こ
ろ

ノ
、
に
出
て
來
ろ
國
見
と
い
ふ
言
葉
は
、
詔
は
ば
こ
と
の
序
に
感
じ
及
ん
だ
ま
で
で
あ
っ
て
、
輿
正
面
か
ら
図
兄
を
開
験
し
、
之
を
主
題

と
す
る
私
の
所
謂
図
見
歌
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の
意
味
は
間
接
乃
至
不
完
全
で
あ
る
事
を
免
が
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
尤
も
國
見
の
文
學
史
的

意
味
を
考
へ
る
場
合
、
こ
上
に
も
色
盈
の
示
唆
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
事
は
、
〔
例
己
乃
至
〔
例
三
〕
の
場
合
と
同
様
で
あ
ら
う
。
以
上
は

､
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グ

あ
灸
生
あ
け
て
く
に
み
も
ぜ
む
を

〔
例
七
〕
雨
間
開
而
國
見
毛
將
無
乎

岡

觜

た
み
た
ち
の

偶
立
乃

而帷
代謨
從；見

孜
蓮
が
ほ
し
や
生
と

見
呆
石
山
跡

ひ
と
の
い
ひ
つ
ぎ
く
に
み
す
ろ

人
之
青
桐
閥
見
爲 I

Fふ
る
さ
と
の

故
郷
之

つ
く
ば
の
や
表
を

筑
綱
乃
山
臭
（
下
略
）
、

は
な
た
ち
ぼ
な
は
ち
り
に
げ
む
か
も

花
橘
者
散
家
牟
可
剛
（
巻
十
’
一
九
七
一
）

陰’

二
一
〔
三
五
九
三
） 臥

、

－



％

丈
畢
研
究
錐
三
十
卿
二
二
皇
孟
九
四
〕

本
稿
が
國
兄
の
文
蕊
史
的
意
味
を
考
へ
る
鰯
に
使
用
し
得
た
乏
し
い
材
料
と
そ
の
性
質
に
就
て
で
あ
る
。

一
一
一

、
、

さ
て
國
見
と
は
凡
そ
ど
の
や
う
な
意
味
を
打
つ
言
葉
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
剛
と
見
と
に
分
解
し
、
二
つ
の
語
莱
の
川
例
と
検
討
し
、

更
に
各
竺
の
語
脈
に
測
っ
て
川
来
る
か
ぎ
り
脈
初
的
意
味
を
究
明
す
る
と
い
っ
た
や
う
な
方
法
で
は
達
成
さ
れ
さ
う
に
も
な
い
．
つ
ま
り

そ
れ
自
身
一
つ
の
究
極
的
箪
位
を
な
す
文
學
的
意
味
な
の
で
あ
る
。
典
冊
的
に
は
、
〔
例
五
〕
に
あ
っ
て
閲
見
の
意
味
を
形
成
す
る
も
の
は

「
國
原
波
煙
立
龍
海
原
波
加
醐
目
立
多
都
」
と
い
ふ
一
聯
の
對
句
を
核
心
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
天
皇
は
こ
の
御
製
に
於
て
天
皇

Ｑ

の
商
知
ら
す
あ
き
つ
島
大
和
の
閏
を
う
ま
し
岡
と
し
て
、
即
ち
美
の
一
存
在
と
し
て
僻
験
し
表
現
し
給
ふ
の
で
あ
る
が
、
か
う
し
た
美
の

内
容
と
そ
は
そ
の
ま
型
國
見
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
具
慨
的
に
は
上
の
國
原
は
云
盈
の
一
卿
に
係
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
序
な
が
ら
前
掲
図
の
語
原
へ
測
っ
て
行
く
や
う
な
方
法
が
か
う
し
た
國
見
そ
の
も
の
の
理
禽
に
い
か
に
無
力
で
あ
る
か
と
い
ふ
事
は

と
Ｌ
で
は
具
慨
的
に
指
摘
し
得
る
の
で
、
即
ち
こ
の
御
製
で
は
同
じ
画
で
あ
っ
て
も
、
閥
見
の
閏
と
、
國
原
の
図
と
は
そ
の
意
味
を
異
に

し
て
居
り
、
換
言
す
れ
ば
國
見
の
國
は
國
原
云
交
と
海
原
云
凌
と
を
撒
取
し
た
新
し
い
別
も
の
で
あ
っ
て
、
随
っ
て
も
し
か
う
し
た
關
係

、
、
、

か
ら
抽
象
遊
離
し
た
図
そ
の
も
の
の
概
念
的
意
味
に
迷
ひ
こ
む
な
ら
ば
、
そ
の
方
法
は
図
兇
と
い
ふ
新
し
い
－
つ
の
言
葉
の
右
つ
創
逝
的

意
味
を
無
帆
す
る
事
に
於
て
重
大
な
過
誤
を
犯
す
事
に
な
る
で
あ
ら
う
。

、
そ
れ
で
は
國
兄
の
ま
た
の
名
で
あ
る
己
の
一
聯
の
對
句
が
表
す
も
の
は
凡
そ
ど
の
や
う
な
文
學
的
な
慨
験
で
あ
ら
う
か
。
勿
論
そ
れ
は

或
自
然
毅
境
と
の
關
聯
に
於
て
成
立
つ
事
に
ま
ち
が
ひ
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
れ
が
凡
そ
ど
の
や
う
な
自
然
（
こ
の
用
語
に
は

疑
義
が
多
い
事
は
周
知
の
事
に
脇
し
、
私
と
し
て
は
別
の
川
語
に
代
へ
た
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
説
明
す
る
願
し
さ
に
畔
易
し
て
姑
く
本

4
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稲
で
は
こ
の
膿
昧
な
用
語
を
横
用
す
る
事
に
し
よ
う
）
と
の
、
ど
の
や
う
な
關
聯
に
係
る
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。
海
原
は
云
袋
の
句
で
海

原
が
埴
安
の
池
を
指
し
、
香
具
山
の
漣
に
蓮
な
る
と
の
池
に
鴎
ど
も
が
と
び
立
つ
さ
ま
を
か
く
表
現
し
た
ま
う
た
事
に
は
疑
義
は
な
さ
凡

う
で
あ
る
。
一
方
國
原
は
云
堂
の
句
は
龍
の
字
を
流
布
の
花
画
本
に
総
と
し
て
ゐ
た
爲
に
「
た
ち
こ
め
」
と
い
ふ
訓
み
が
生
れ
、
随
っ
て
上

の
煙
も
煙
陛
の
意
と
す
る
解
も
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、
煙
を
そ
の
や
う
に
解
す
る
事
向
身
は
決
し
て
談
で
は
な
く
、
支
那
の
古
文
學
に
も

例
へ
ぱ
文
選
謝
玄
脈
作
遊
東
田
に
於
て

（
上
略
）
毒
雲
捗
累
棚
随
山
望
繭
閣

遠
欄
暖
肝
肝
生
煙
紛
漠
漠

と
い
ふ
登
油
の
好
風
景
は
、
い
か
に
も
「
か
す
み
た
ち
こ
め
」
に
常
る
や
う
で
あ
る
が
、
と
瓦
の
煙
は
「
た
ち
た
つ
」
か
ら
老
へ
て
も
分

る
や
う
に
、
や
は
り
國
原
の
そ
こ
と
山
か
ら
立
ち
上
る
民
の
煙
で
あ
っ
て
、
仁
徳
記
に
「
天
皇
蕊
”
、
山
見
四
方
之
幽
詔
之
於
凹
中
畑
不
發

國
皆
貧
窮
」
と
あ
る
璽
坐
の
景
象
を
想
見
し
よ
う
と
す
る
諸
説
に
随
ふ
ぺ
き
で
あ
ら
う
。
も
し
さ
う
な
ら
ば
、
と
の
句
の
右
つ
意
味
は
（

煙
の
立
ち
の
ぼ
る
景
槻
の
自
然
環
境
的
美
と
い
ふ
よ
り
も
む
し
ろ
こ
の
炊
煙
を
通
し
て
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
民
の
生
芯
即
ち
人
Ⅲ
的
献
命
岬

的
な
美
に
係
る
も
の
な
の
で
あ
ら
う
。
か
う
い
ふ
風
に
考
へ
て
來
る
と
こ
の
一
聯
が
具
現
し
て
ゐ
る
對
句
的
意
味
は
、
一
方
に
人
間
と
生

活
と
が
あ
り
、
他
方
に
自
然
と
景
観
が
あ
り
、
雨
者
が
對
立
と
い
ふ
よ
り
も
む
し
ろ
輝
融
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

が
や
が
て
本
歌
に
於
け
る
國
見
の
意
味
と
も
な
り
、
更
に
言
へ
ぱ
國
見
が
一
般
に
有
つ
文
學
的
な
意
味
の
核
心
を
も
な
す
の
で
は
な
い
か

と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

略
ご
同
様
の
事
は
例
四
に
於
て
も
宏
取
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
上
で
對
句
を
椛
成
す
る
も
の
は
「
百
千
足
る
家
庭
も
見
ゆ
」
と
「
園
の

閏

見
孜

I「

’6卜

1

1
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一
二
一
（
三
五
九
五
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丈
學
研
究
錐
三
十
卿
二
四
（
一
二
五
九
一
○

秀
も
見
ゆ
」
と
で
あ
る
が
、
「
千
葉
の
葛
野
を
見
れ
ば
」
が
〔
例
五
〕
の
場
合
の
「
天
の
香
具
山
盗
り
た
ち
図
見
を
す
れ
ば
」
に
照
脳
す
る
以

上
〔
例
四
〕
に
於
け
る
國
見
の
意
味
は
當
然
右
の
一
聯
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
百
千
足
る
家
庭
も
見
ゆ
」

の
意
味
を
考
へ
て
み
る
に
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
發
想
こ
そ
ち
が
へ
、
民
の
股
賑
多
幸
な
生
派
に
對
す
る
天
皇
の
御
漁
悦
感
で
あ
る
事
は

「
岡
原
は
煙
た
ち
た
つ
」
に
齊
し
い
で
あ
ら
う
。
次
に
「
國
の
秀
も
見
ゆ
」
は
從
來
の
解
で
は
図
の
秀
で
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
と
い
ふ
意
味

に
於
て
略
ご
一
致
し
、
ど
の
や
う
に
秀
で
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
鮎
に
は
諸
説
に
捌
蹄
も
あ
り
暖
昧
で
も
あ
る
が
、
も
し
「
海
腺
は
鴎

立
ち
た
つ
」
と
照
應
さ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
印
象
的
で
は
な
く
と
も
と
に
か
く
紫
観
的
な
或
俊
秀
性
を
指

す
事
に
ま
ち
が
ひ
は
な
さ
さ
う
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
こ
上
に
も
〔
例
五
〕
と
和
通
ず
る
も
の
が
あ
り
，
そ
ご
に
あ
る
閥
兄
の
意
味
も
亦
素

撲
な
が
ら
も
一
方
に
民
の
祇
称
が
あ
り
他
方
に
自
然
の
最
観
が
あ
り
、
雨
者
は
揮
融
し
て
ゐ
な
い
ま
で
も
、
頗
る
調
和
的
に
祁
開
映
發
し

、

て
ゐ
ろ
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

以
上
は
本
稲
の
中
心
材
料
た
る
〔
例
五
〕
と
〔
例
四
〕
と
に
よ
っ
て
國
見
と
い
ふ
言
葉
の
負
ふ
文
學
的
意
味
を
考
へ
た
の
で
あ
る
が
、
か
う

し
た
意
味
は
二
首
以
外
の
も
つ
と
不
完
全
な
前
拙
諸
材
料
の
中
に
も
求
め
ら
れ
な
く
は
な
い
。
例
へ
ぱ
、
〔
例
口
に
於
て
幽
見
の
内
容
を

な
す
も
の
は
無
雑
作
な
島
々
の
列
畢
に
過
ぎ
な
い
が
、
さ
う
し
た
列
學
の
中
に
も
率
見
は
稀
薄
な
が
ら
も
國
兄
の
意
味
を
受
容
す
る
手
が

上
り
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
即
ち
、
四
つ
の
島
凌
は
陽
の
名
そ
れ
向
慨
に
よ
っ
て
何
も
の
か
を
表
現
し
て
ゐ
る
事
は
略
ご
想
像
さ
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
例
へ
ぱ
汲
能
非
呂
島
と
い
ふ
島
名
は
そ
の
ま
Ｌ
岐
美
二
祁
の
祁
話
を
聯
想
さ
せ
た
で
あ
ら
う
し
、
横
郷
の
烏
と
い
へ
ぱ
楼
榔

生
ひ
茂
る
景
槻
を
衝
佛
さ
せ
た
上
代
人
で
は
な
か
つ
・
た
か
。
・
一
蝿
と
の
歌
の
有
つ
美
し
さ
は
四
つ
の
島
盈
が
大
小
長
短
と
り
人
、
に
並

べ
ら
れ
Ｉ
と
い
ふ
よ
り
も
名
乘
ら
れ
て
行
く
一
種
の
表
現
力
に
あ
る
。
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（
あ
は
し
ま
）
四
言
Ｉ
（
お
の
ご
ろ
じ
ま
）
六
言
ｌ

（
あ
ぢ
ま
さ
の
し
ま
）
七
言
Ｉ
（
も
み
ゆ
）
三
言
・

（
さ
け
つ
し
ま
）
五
言
Ｉ
（
見
ゆ
）
二
言

四
島
が
四
脇
と
も
そ
の
長
さ
を
異
に
す
る
上
に
、
中
間
に
「
の
」
の
テ
ー
ス
が
た
時
一
つ
加
つ
た
り
、
「
も
見
ゆ
」
「
見
ゆ
」
と
こ
と
さ
ら
に

断
綾
し
た
り
し
て
ゐ
る
姿
は
瀬
戸
内
海
に
於
け
る
遠
近
大
小
の
鮎
の
姿
に
も
似
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
お
の
ご
ろ
じ
ま
」
と
「
あ
ぢ
ま
さ

の
し
ま
」
の
開
係
も
詔
は
ば
か
う
し
た
島
糞
の
對
比
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
劉
比
に
上
述
〔
例
四
〕
や
〔
例
五
〕
に
於
け
る

と
同
様
の
迩
味
を
求
め
て
は
い
け
な
い
で
あ
ら
う
か
。
お
の
ご
ろ
じ
ま
の
有
つ
美
し
さ
は
祁
話
的
即
ち
榊
や
人
に
蓮
な
り
、
あ
ぢ
ま
さ
の

鮎
の
そ
れ
が
自
然
環
境
を
豫
想
せ
し
め
て
ゐ
る
と
ご
ろ
に
、
〔
例
四
〕
と
〔
例
五
〕
に
於
け
る
、
人
間
と
自
然
、
生
活
と
最
概
の
對
比
揮
融
關
係

ふ
た
が
参
な
み
た
ち

に
お
ぼ
ろ
げ
に
應
ず
る
何
も
の
か
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。
叉
〔
例
六
〕
に
於
て
筑
波
山
を
「
朋
榊
の
置
き
山
の
ｌ
侠
立
の
見
が
ほ
し
山
」

と
叙
し
た
對
句
を
見
て
も
、
こ
の
山
の
同
じ
姿
を
、
前
薪
は
祁
話
的
側
面
か
ら
拝
鮠
し
て
ゐ
る
に
對
し
て
、
後
背
は
鍛
槻
的
角
度
か
ら
讃

美
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
上
に
も
〔
例
四
〕
〔
例
五
〕
に
於
け
る
國
見
の
意
味
に
通
す
る
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
は
し
な
い
か
。

妓
後
に
こ
れ
ま
で
考
へ
て
來
た
と
こ
ろ
を
も
う
一
歩
進
め
る
事
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
吾
交
は
も
つ
と
大
き
な
、
上
代
日
本
文

単
に
於
け
る
人
間
と
自
然
の
關
聯
か
ら
來
る
、
根
本
的
な
そ
れ
人
、
の
性
格
に
鯛
れ
て
行
く
事
に
な
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
勿
論
こ
の
や

う
な
短
文
の
よ
く
解
決
し
得
る
と
ａ
ろ
で
は
な
い
が
、
唯
本
稲
か
ら
導
き
得
る
さ
う
し
た
性
格
の
一
つ
と
し
て
こ
Ｌ
に
再
び
と
り
あ
げ
て

見
た
い
事
は
〔
例
五
〕
に
於
け
る
煙
と
鴎
の
特
に
相
關
緊
密
な
親
和
の
關
係
で
あ
る
。
「
煙
た
ち
た
つ
」
と
「
鴎
た
ち
た
つ
」
と
こ
の
あ
ま
り

閏
見
孜
二
五
（
三
五
九
七
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に
も
稚
拙
な
對
句
的
表
現
は
ｖ
槻
方
に
よ
っ
て
は
そ
の
故
に
こ
そ
民
の
け
ぶ
り
と
自
然
の
鴎
と
の
相
融
け
相
親
し
む
一
つ
の
美
し
さ
に
重

な
り
あ
っ
て
は
ゐ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
換
言
す
れ
ば
か
う
し
た
國
見
の
意
味
の
世
界
に
於
て
、
人
間
が
美
し
く
生
き
る
爲
の
根
本
條
件
と

し
て
、
そ
の
自
然
へ
の
同
化
が
要
諦
さ
れ
る
と
同
時
に
、
自
然
が
美
し
く
榮
え
る
爲
の
根
本
條
件
と
し
て
逆
に
そ
の
人
間
へ
の
親
和
が
要
諦

さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
勿
論
か
う
し
た
關
聯
は
國
見
歌
乃
至
之
に
準
ず
る
諦
作
に
岡
有
な
事
で
は
な
く
、
記
紀
醐
葉
の
世
界

に
於
て
随
所
に
感
ぜ
ら
れ
る
事
で
あ
る
。
例
へ
ぱ
「
赤
す
ぎ
て
夏
來
ゐ
ら
し
白
た
へ
の
衣
ほ
し
た
り
天
の
香
具
山
」
（
闘
葉
莱
巻
一
、
持
統

天
皇
御
製
）
に
於
て
衣
ほ
し
た
り
と
眺
め
や
る
自
然
は
人
間
に
よ
っ
て
飽
和
さ
れ
た
自
然
で
あ
り
、
「
我
妹
子
に
識
ひ
つ
Ｎ
あ
ら
す
は
秋
萩

の
暁
き
て
散
り
ぬ
る
花
な
ら
ま
し
を
」
（
闘
葉
集
巻
二
、
弓
削
皇
子
）
に
於
て
花
な
ら
ま
し
を
と
嘆
く
人
間
は
自
然
に
渡
り
き
っ
た
人
間
で

あ
る
や
う
な
も
の
で
あ
仇
、
そ
の
故
に
こ
そ
五
貝
は
上
代
文
學
に
杵
通
す
る
根
本
的
な
性
格
と
し
て
か
う
し
た
關
聯
を
確
認
し
て
行
く
班

が
出
來
る
の
で
あ
る
が
、
唯
特
に
本
稲
の
結
諦
と
し
て
こ
ｉ
に
言
ひ
得
る
事
は
、
か
う
し
た
上
代
日
本
文
學
に
於
け
る
、
人
川
の
自
然
ら

し
さ
と
自
然
の
人
間
ら
し
さ
の
相
互
關
聯
に
よ
っ
て
奏
で
ら
れ
る
或
日
本
的
な
美
の
様
祁
、
そ
れ
こ
そ
そ
の
ま
上
に
、
或
は
他
の
ど
の
や

う
な
も
の
よ
り
も
一
勝
は
っ
き
り
と
理
禽
し
得
る
、
國
見
の
意
味
に
外
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
“

4

因
に
本
稿
に
は
、
か
う
し
た
図
見
の
意
味
を
も
う
一
歩
進
め
て
老
へ
る
だ
け
の
用
意
が
あ
っ
た
が
俗
務
に
逐
は
れ
て
そ
の
時
間
を
失

っ
た
事
は
迩
憾
で
あ
る
。
（
十
六
、
十
一
、
四
〕
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