
古
代
日
本
文
学
に
お
け
る
海
洋
像

お
よ
び
人
体
像
の
変
遷
に
つ
い
て

中
小
路
　
駿
　
逸

　
　
　
　
は
じ
め
に

　
さ
き
に
刊
行
さ
れ
た
拙
著
『
日
本
文
学
の
構
図
－
和
歌
と
海

と
宮
殿
と
Ｉ
Ｉ
』
　
（
桜
楓
社
刊
、
一
九
八
三
年
）
に
述
べ
た
こ
と

の
う
ち
、
本
稿
に
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
関
係
の
あ

る
と
こ
ろ
の
み
、
ま
ず
摘
記
す
る
。

一
　
日
本
の
文
学
、
と
く
に
和
歌
（
『
万
葉
集
』
お
よ
び
歴
代
の

勅
撰
集
な
ら
び
に
私
家
集
等
を
調
査
の
お
も
な
範
囲
と
し
た
。
）

に
は
、
宮
殿
の
外
観
を
描
出
し
て
賛
美
す
る
例
が
、
皆
無
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
欠
け
て
い
る
。
逆
に
卓
越
し
て
い
る
の
は
、
花
鳥
風

月
の
景
の
描
出
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
わ
が
す
み
か
を
、
建
物
と
し
て
で
な
く
、
わ
が
領
す

る
空
間
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
ウ
チ
に
身
を
お
き
、
そ
の
視
座
に

立
っ
て
わ
が
す
み
か
の
四
囲
の
結
界
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

わ
が
す
み
か
の
存
在
と
安
定
と
を
確
認
し
、
か
つ
楽
し
む
べ
き
も

の
と
す
る
、
と
い
う
居
所
観
が
、
こ
の
列
島
の
あ
る
時
期
の
文
化

の
基
底
に
あ
り
、
そ
れ
が
和
歌
に
典
型
的
に
現
れ
た
も
の
と
見
う

る
。
（
歌
謡
お
よ
び
日
本
漢
詩
に
は
、
こ
れ
と
逆
の
視
座
に
立
つ

も
の
が
、
と
き
に
見
ら
れ
る
。
散
文
に
お
い
て
も
、
和
歌
型
を
基

本
と
し
つ
つ
、
と
き
に
そ
の
逆
の
も
の
が
混
在
す
る
。
）
な
お
、

こ
う
い
う
。
視
座
の
限
定
さ
れ
た
”
居
所
観
は
、
中
国
文
学
に
は

見
ら
れ
ず
、
日
本
に
特
有
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
ま
た
、
和
歌
の
み
な
ら
ず
お
よ
そ
日
本
文
学
に
は
、
身
を
海

上
に
お
い
て
陸
を
な
が
め
る
の
を
常
と
す
る
視
座
に
立
つ
作
品
が

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
（
『
万
葉
集
』
に
、
旅
行
者
が
海
上
か

ら
陸
の
景
を
詠
ん
だ
作
例
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ
れ
は
臨
時
に

わ
が
す
み
か
を
離
れ
た
、
特
異
な
場
合
で
あ
る
。
）
要
す
る
に
あ

る
時
期
（
そ
れ
は
お
よ
そ
平
安
朝
を
中
心
に
し
て
前
後
に
ひ
ろ
が

る
時
期
で
あ
っ
て
、
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
と
一
概
に
決
定
す
る
こ

と
は
い
ま
の
と
こ
ろ
不
可
能
で
あ
る
。
）
の
日
本
文
学
、
と
く
に

和
歌
は
、
日
本
の
国
土
－
そ
れ
が
わ
が
す
み
か
の
拡
大
さ
れ
た

極
限
で
あ
る
。
－
の
ウ
チ
に
身
を
置
い
て
わ
が
国
土
を
描
出
す

る
の
が
、
基
本
的
か
つ
典
型
的
な
態
度
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
現
象
が
、
さ
き
に
述
べ
た
居
所
観
を
基
礎
と
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
、
明
ら
か
で
あ
る
。
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三
　
ま
た
、
和
歌
に
お
い
て
と
く
に
、
人
間
の
か
ら
だ
を
ソ
ト
か

ら
描
出
し
た
例
が
、
き
わ
め
て
乏
し
い
。
印
象
的
に
も
、
恋
の
歌

に
お
い
て
と
く
に
そ
う
な
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
に
は
い
く
つ

か
の
例
が
見
ら
れ
る
が
、
平
安
朝
以
後
の
恋
の
歌
に
お
い
て
、
そ

の
種
の
例
は
消
滅
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
描
出
さ
れ
る
も
の
は
、

わ
が
心
と
、
わ
れ
を
め
ぐ
る
四
囲
の
花
鳥
風
月
が
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
中
国
の
詩
に
は
見
ら
れ
ず
、
日

本
に
特
有
の
も
の
と
見
う
る
。

　
こ
れ
は
和
歌
、
と
く
に
平
安
朝
以
後
の
和
歌
が
、
女
の
立
場
、

そ
れ
も
わ
が
す
み
か
の
ウ
チ
で
、
と
く
に
夕
暮
れ
な
い
し
夜
に
、

し
た
が
っ
て
暗
い
場
所
で
、
男
を
待
つ
女
の
立
場
を
、
基
本
と
し

て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
こ
の
現
象
の
基
礎
に
あ
る
も
の
は
、
人
間
の
か
ら
だ
を
そ
の
ソ

ト
が
わ
か
ら
で
な
く
ウ
チ
が
わ
か
ら
観
じ
る
視
座
で
あ
り
、
言
い

か
え
れ
ば
人
間
を
ま
ず
自
我
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
ソ
ト
か
ら

で
な
く
ウ
チ
か
ら
観
じ
る
べ
き
も
の
と
す
る
自
我
観
で
あ
る
。

四
　
そ
し
て
右
の
諸
現
象
は
、
日
本
列
島
の
本
土
文
学
に
明
確
に

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
ま
た
そ
れ
の
み
が
本
来

の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
あ
る
時
期
に
変
化
を
生
じ

て
右
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
お
よ
そ
以
上
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
私
は
、
右
の
二
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
は
逆
の
視
座
が
か

つ
て
存
し
た
こ
と
に
、
『
古
事
記
』
の
歌
謡
を
例
と
し
て
言
及
し
、

ま
た
三
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
よ
う
に
、
『
万
葉
集
』
と
平
安
朝

の
和
歌
と
の
お
い
た
に
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い

た
。

　
い
ま
、
さ
き
に
言
及
な
い
し
指
摘
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
ら
に

一
歩
を
進
め
て
述
べ
る
べ
き
こ
と
の
Ｉ
、
二
を
、
こ
こ
に
言
う
。

-

　
身
を
海
上
に
お
い
て
陸
を
見
る
の
を
常
と
す
る
立
場
の
作
が
『
古

事
記
』
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
前
著
に
お
い
て
言
及
し
た
。

そ
れ
は
『
古
事
記
』
上
巻
に
見
え
る
次
の
例
で
あ
る
。

　
　
八
千
矛
の
　
神
の
命
や
　
吾
が
大
国
主
　
汝
こ
そ
は
　
男
に

　
　
坐
せ
ば
　
打
ち
廻
る
　
島
の
埼
埼
　
か
き
廻
る
　
磯
の
埼
落

　
　
ち
ず
　
若
草
の
　
妻
持
た
せ
ら
め
　
（
後
略
）

　
八
千
矛
の
神
、
す
な
わ
ち
大
国
主
の
神
が
、
高
志
国
の
沼
河
比

売
を
娶
っ
た
の
を
嫡
后
の
須
勢
理
毘
売
が
ひ
ど
く
嫉
妬
す
る
の
で
、

そ
れ
な
ら
と
出
雲
か
ら
倭
国
へ
行
こ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
嫡
后

が
こ
れ
を
ひ
き
と
め
よ
う
と
し
て
歌
っ
た
と
い
う
歌
の
前
半
部
で

あ
る
。

　
あ
な
た
の
ほ
う
は
男
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
め
ぐ
っ
て
い
く
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島
の
岬
ご
と
に
、
ま
た
、
め
ぐ
っ
て
い
く
岩
の
多
い
海
岸
の
突
き

出
た
端
ご
と
に
、
妻
を
お
持
ち
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
―

－
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
島
の
崎
と
い
い
、
磯
の
さ
き
と
い
う
の
は
、
陸
地
の
う
ち
で
、

海
上
に
身
を
置
く
身
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
近
く
に
あ
る
部
分
で
あ

る
。
そ
の
部
分
ご
と
に
あ
な
た
は
お
そ
ら
く
妻
を
持
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
相
手
を
、
海
上
に
身
を
置
く
の
を
常

と
す
る
人
間
、
す
な
わ
ち
船
乗
り
と
見
て
の
表
現
で
あ
る
こ
と
、

明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
歌
の
直
前
に
、
こ
の
八
千
矛
の
神
が
出
て
い
こ
う
と
し
て
。

　
「
片
御
手
は
御
馬
の
鞍
に
繋
げ
、
片
御
足
は
其
の
御
鐙
に
踏
み
入

れ
て
」
　
一
首
の
歌
を
歌
っ
た
と
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
神
は
陸
地
だ
け
を
行
動
範
囲
と
す
る
神
で
は
な
く
、
む
し
ろ
海

を
必
要
か
つ
主
要
な
行
動
範
囲
と
す
る
神
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の

嫡
后
の
歌
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
、
こ
の
神
は
、
海
を
も
陸
を
も
支
配
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
船
乗
り
は
当
然
、
母
港
と
そ
の
後
背
地
を
支
配
す
る
を
要
す

る
。
そ
し
て
陸
上
で
の
有
効
な
乗
り
物
は
、
馬
で
あ
っ
た
ろ
う
。

が
、
広
範
な
領
域
を
支
配
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
神
は
船
乗
り
で

あ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
高
志
（
越
）
の
沼
河
比
売
へ
の

　
。
よ
ば
い
”
も
、
そ
の
経
路
は
ほ
と
ん
ど
海
路
に
よ
っ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
、
明
ら
か
で
あ
る
。
海
上
の
道
を
支
配
し
つ
つ
陸
地
を
も

支
配
し
て
い
く
神
で
、
こ
の
神
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
神
は
、
そ
の
正
妻
が
「
嫡
后
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
見
て
、
当
然
、
そ
の
地
位
は
王
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
行
動
範
囲
、
な
い
し
支
配
圏
は
、
出
雲
を
中
心
と
し
つ

つ
越
か
ら
九
州
北
部
に
お
よ
ぶ
対
馬
海
流
圏
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

こ
の
歌
お
よ
び
そ
れ
を
含
む
説
話
か
ら
は
、
浮
か
び
出
て
こ
ざ
る

を
え
な
い
。

　
こ
の
神
の
行
動
範
囲
が
九
州
北
部
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

右
の
嫡
后
の
歌
の
直
後
に
。

　
　
故
、
此
の
大
国
主
神
、
胸
形
の
奥
津
宮
に
坐
す
神
、
多
紀
理

　
　
毘
売
命
を
娶
し
て
生
め
る
子
は
、
（
後
略
）

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
（
こ
の
神
の
行
動
範
囲
が

大
和
〈
奈
良
県
》
を
含
ま
ず
九
州
北
部
を
含
む
こ
と
、
す
な
わ
ち

こ
の
説
話
中
の
「
倭
国
に
上
り
坐
さ
む
と
し
て
」
の
「
倭
国
」
が
、

本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
以
来
の
通
説
と
は
違
っ
て
、
近
畿
大

和
で
な
く
九
州
（
北
部
）
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
の

　
「
倭
」
は
ヤ
マ
ト
で
な
く
ツ
ク
シ
（
現
地
で
の
、
お
そ
く
と
も
七

世
紀
以
来
の
呼
び
名
は
チ
ク
シ
）
と
訓
ず
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
古
田
武
彦
氏
の
論
証
か
お
る
。
右
の
一
点
も
す
で
に
そ
の

論
拠
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
）
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こ
の
こ
と
と
、
の
ち
に
こ
の
大
国
主
の
神
が
高
天
原
の
神
に
国

を
ゆ
ず
っ
た
と
き
、
ゆ
ず
ら
れ
た
ほ
う
が
。
降
臨
”
し
た
の
が
九

州
の
地
で
あ
っ
た
と
『
記
―
紀
』
に
と
も
に
明
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
神
の
勢
力
圏
の
主
た
る
も
の
が
、

こ
の
列
島
の
対
馬
海
流
圏
沿
い
に
存
し
た
こ
と
、
こ
れ
を
疑
う
こ

と
は
で
き
な
い
。

　
陸
地
－
日
本
列
島
全
土
と
は
な
お
言
い
が
た
い
が
Ｉ
を
支

配
し
つ
つ
、
船
乗
り
で
も
あ
っ
た
王
。
そ
の
王
が
、
身
を
海
上
に

お
い
て
陸
を
見
わ
た
す
立
場
の
人
物
と
し
て
歌
わ
れ
る
こ
と
、
当

然
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
「
船
乗
り
型
視
座
」
に
立
つ
作
品
が
、
後
世
、
『
万
葉
集
』

の
大
和
の
官
人
だ
も
の
臨
時
の
旅
の
歌
（
た
と
え
ば
柿
本
人
麻
呂

の
瀬
戸
内
を
航
海
し
た
と
き
の
作
な
ど
、
周
知
の
も
の
が
い
く
つ

も
存
す
る
。
）
に
の
み
と
ど
ま
り
、
本
職
の
航
海
者
の
歌
－
そ

れ
は
同
時
に
瀬
戸
内
・
日
本
海
岸
を
含
む
西
国
の
地
元
民
の
歌
の

な
か
で
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
－

が
、
皆
無
に
近
い
ほ
ど
に
欠
落
し
、
以
後
、
中
世
後
期
の
能
の
本

に
ふ
た
た
び
現
れ
る
ま
で
、
和
歌
を
は
じ
め
と
し
て
お
よ
そ
日
本

本
土
文
学
の
表
面
か
ら
は
消
え
て
し
ま
う
。
こ
の
現
象
を
さ
し
て
、

私
は
「
変
化
」
と
前
１
　
に
言
っ
た
の
で
あ
言
０
１
）

　
い
ま
、
あ
ら
た
め
で
問
お
う
。
こ
の
出
雲
の
船
乗
り
型
視
座
の

歌
は
、
真
に
日
本
文
学
、
と
く
に
古
代
文
学
に
お
い
て
例
外
的
な
、

唯
一
の
作
品
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
そ
の
理
由
は
、
す
で
に
前
著
の
な
か
に
も
述
べ
、
そ
の
ご
の
諸

論
考
１
　
も
述
べ
た
。
そ
の
要
点
を
摘
記
す
る
。

一
　
お
よ
そ
三
世
紀
か
ら
唐
末
（
九
世
紀
）
に
か
け
て
の
中
国
の

詩
文
に
、
中
国
東
方
海
中
に
、
（
Ａ
）
中
国
よ
り
も
約
六
時
間
早
く

太
陽
の
出
没
す
る
土
地
な
い
し
海
域
か
お
る
こ
と
、
（
Ｂ
）
海
流
と

海
溝
か
お
る
こ
と
、
（
Ｃ
）
海
中
火
山
か
お
る
こ
と
、
（
Ｄ
）
島
な
い

し
海
底
の
沈
降
お
よ
び
隆
起
と
い
う
現
象
か
お
る
こ
と
な
ど
、
地

球
上
、
と
く
に
日
本
列
島
南
面
な
い
し
東
面
を
含
む
太
平
洋
海
域

に
現
実
に
存
在
す
る
事
実
と
対
応
す
る
辞
句
が
見
え
、
と
く
に

　
（
Ａ
）
は
明
ら
か
に
日
本
人
に
贈
ら
れ
た
詩
の
な
か
に
現
れ
て
い

る
こ
と
。

　
そ
し
て
右
の
情
報
の
提
供
者
か
ら
、
日
本
列
島
の
船
乗
り
た
ち

を
除
外
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
。

二
　
右
の
こ
と
に
言
い
そ
え
れ
ば
、
三
世
紀
の
『
三
国
志
』
倭
人

伝
お
よ
び
同
時
期
の
木
華
の
『
海
賦
』
　
（
『
文
選
』
に
入
る
）
に
、

倭
人
に
よ
る
南
米
大
陸
北
西
岸
を
含
む
太
平
洋
海
域
周
回
の
事
実

な
い
し
そ
の
記
憶
が
、
倭
人
か
ら
の
情
報
と
し
て
中
国
に
も
た
ら

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
古
田
武
彦
氏
の
論
２
　
雌
よ
っ
て
認
め
う
る
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こ
Ｌ
に
』
。

三
　
盛
唐
か
ら
晩
唐
に
か
け
て
の
、
中
国
人
か
ら
日
本
人
に
贈
ら

れ
た
詩
の
な
か
に
、
日
本
が
西
か
ら
「
扶
桑
」
・
「
扶
桑
の
東
」
’

　
「
扶
桑
の
東
の
更
に
東
」
と
明
確
に
区
分
さ
れ
た
三
つ
の
地
域
を

も
ち
、
平
城
’
平
安
両
京
の
地
は
「
扶
桑
」
に
で
は
な
く
「
扶
桑

の
東
」
に
位
置
し
、
晩
唐
期
に
は
す
で
に
さ
ら
に
東
へ
領
土
を
拡

大
さ
せ
て
い
る
と
い
う
地
理
〃
歴
史
像
が
見
え
る
こ
と
。
と
く
に

こ
れ
ら
の
例
の
な
か
に
は
、
「
扶
桑
の
東
」
の
都
の
地
の
存
在
を
、

八
世
紀
前
半
期
中
に
、
日
本
人
（
遣
唐
使
）
の
証
言
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
知
っ
た
と
す
る
例
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
右
の
コ
三
の
現
象
は
、
三
世
紀
の
『
三
国
志
』
か
ら
七
世

紀
（
唐
初
）
の
『
隋
書
』
　
（
さ
ら
に
は
五
代
期
（
十
世
紀
）
の
『
旧

唐
書
』
倭
国
伝
）
に
い
た
る
中
国
歴
代
の
正
史
に
は
、
中
国
と
交

渉
の
あ
っ
た
日
本
列
島
内
の
国
の
か
た
ち
が
「
山
島
」
と
し
る
さ

れ
て
い
た
の
に
、
『
旧
唐
書
』
日
本
伝
に
い
た
っ
て
、
突
然
。

　
　
日
本
国
は
、
倭
国
の
別
種
な
り
。

と
、
別
の
国
が
現
れ
、
そ
の
国
土
の
か
た
ち
が
。

　
　
西
界
・
南
界
は
大
海
に
至
り
、
東
界
・
北
界
は
大
山
有
り
て

　
　
限
り
を
為
し
、
山
外
は
則
ち
毛
人
の
国
な
り
。

と
、
西
南
は
九
州
を
含
み
、
東
北
は
大
山
（
日
本
ア
ル
プ
ス
か
）
の

線
で
「
毛
人
の
国
」
と
い
う
別
国
と
あ
い
対
す
る
か
た
ち
に
描
か
れ
、

　
　
長
安
三
年
（
ヒ
○
言
、
そ
の
大
臣
朝
臣
真
人
、
朝
貢
す
。

と
、
そ
の
国
と
の
公
式
の
通
交
が
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
じ
ま

っ
た
よ
う
に
し
る
さ
れ
る
現
象
と
、
対
応
す
る
こ
と
。

五
　
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
わ
が
王
朝
は
九
州
の
昔
の
王
の
傍
流

の
子
孫
を
初
代
王
と
し
て
は
し
ま
っ
た
と
し
か
読
み
え
ぬ
書
き
方

が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
わ
が
朝
の
仏
法
は
敏
達
朝
（
六
世
紀

後
半
期
）
に
播
磨
か
ら
伝
わ
っ
た
の
が
初
め
と
明
記
さ
れ
て
い
て
、

こ
の
大
和
の
王
朝
が
六
世
紀
後
半
期
に
お
い
て
な
お
列
島
内
の
一

地
域
権
力
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
正
直
に
告
げ
て
い
る
こ
と
。

六
　
『
日
本
書
紀
』
は
持
統
天
皇
の
、
孫
な
る
文
武
天
皇
へ
の
「
禅

位
」
を
も
っ
て
掴
筆
さ
れ
、
こ
れ
を
継
ぐ
『
続
日
本
紀
』
の
冒
頭
、

文
武
天
皇
の
即
位
直
後
の
宣
命
に
お
い
て
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ほ
　
ろ
ぎ
　
　
　
み
ょ
み
ょ
　
な
か
い
！

　
　
高
天
原
に
事
始
め
て
、
遠
万
皇
祖
の
御
世
御
世
、
中
今
に
至

　
　
る
ま
で
に
（
後
略
）

と
、
い
わ
ゆ
る
「
天
孫
降
臨
」
以
来
、
た
だ
一
つ
の
王
朝
が
続
い

て
い
ま
に
至
っ
た
か
の
よ
う
な
こ
朋
代
未
聞
の
”
官
一
言
が
Ｉ
こ

の
王
朝
は
天
孫
以
来
の
も
の
で
な
く
神
武
以
来
の
も
の
と
『
日
本

書
紀
』
に
は
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｉ
現
れ
、
即

位
五
年
の
元
旦
の
儀
に
つ
い
て
「
文
物
の
儀
、
こ
こ
に
お
い
て
備

は
れ
り
。
」
と
、
こ
れ
ま
た
前
代
未
聞
の
記
述
が
現
れ
、
そ
の
三
月
、

大
宝
と
「
建
元
」
さ
れ
た
と
し
る
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
一
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右
の
諸
事
象
か
ら
厚
か
び
あ
が
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、

次
の
こ
と
で
あ
る
。

　
お
よ
そ
七
世
紀
ま
で
、
九
州
に
都
す
る
国
が
こ
の
列
島
を
代
表

す
る
権
力
と
し
て
中
国
歴
代
の
王
朝
と
通
交
し
て
お
り
、
そ
の
国

は
海
洋
文
化
と
称
す
べ
き
も
の
を
持
っ
て
い
た
。
当
然
、
そ
の
国

の
勢
力
範
囲
に
は
、
海
洋
文
学
と
称
す
べ
き
、
船
乗
り
の
立
場
に

立
っ
た
歌
や
物
語
が
生
ま
れ
、
か
つ
伝
承
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。

　
八
世
紀
に
な
る
と
、
か
つ
て
こ
の
王
朝
の
傍
流
に
発
し
た
大
和

の
一
王
権
が
こ
れ
に
と
っ
て
か
わ
り
、
－
こ
の
交
替
の
き
っ
か

け
を
な
す
事
件
が
六
六
三
年
の
自
村
江
の
敗
戦
で
あ
る
こ
と
、
す

で
に
古
田
武
彦
氏
の
指
摘
か
お
り
、
こ
れ
を
否
定
す
べ
き
反
証
例

が
な
い
。
－
あ
ら
た
に
こ
の
列
島
の
代
表
的
権
力
と
な
っ
た
。

　
こ
の
交
替
に
と
も
な
っ
て
、
先
在
し
た
王
朝
の
存
在
は
、
そ
の

有
し
た
海
洋
文
学
も
ろ
と
も
、
断
片
的
な
証
跡
の
み
を
残
存
さ
せ

つ
つ
、
史
料
の
表
面
か
ら
消
し
去
ら
れ
た
。

　
こ
こ
に
い
ま
と
り
あ
げ
て
い
る
船
乗
り
型
視
座
の
歌
は
、
す
な

わ
ち
こ
の
消
し
去
ら
れ
た
海
洋
文
学
の
一
断
片
で
あ
る
。

　
－
ま
ず
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

　
が
、
本
稿
で
言
い
た
い
の
は
、
実
は
こ
こ
か
ら
あ
と
な
の
で
あ

る
。

　
第
一
に
、
こ
の
歌
は
、
九
州
に
七
世
紀
ま
で
存
続
し
た
王
朝
の

な
か
で
生
ま
れ
た
も
の
で
な
く
、
そ
れ
に
先
在
し
た
、
出
雲
を
中

心
と
す
る
王
権
の
も
と
で
つ
く
ら
れ
、
伝
承
さ
れ
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

　
そ
う
考
え
ら
れ
る
理
由
を
言
う
。

　
こ
の
歌
の
作
者
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
「
嫡
后
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
当
然
、
そ
の
夫
は
王
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
王
権
は
、
『
記
ｆ
紀
』
に
と
も
に
、
高
天
原
を
本
拠
と

す
る
権
力
に
。
国
を
ゆ
ず
っ
た
”
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
。
ゆ
ず
ら
れ
た
”
側
の
権
力
が
新
た
に
つ
く
っ
た
権
力

の
中
心
は
、
九
州
内
に
あ
っ
た
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
権

力
が
、
の
ち
に
大
和
に
樹
立
さ
れ
た
神
武
以
後
の
王
権
に
と
っ
て

本
流
に
あ
た
る
も
の
と
し
か
読
み
え
な
い
こ
と
、
す
で
に
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
九
州
の
王
権
こ
そ
、
中
国
歴
代
の
正
史
に
「
山
島
」

に
あ
り
と
し
る
さ
れ
、
海
洋
文
化
を
有
し
、
大
航
海
の
知
識
な
い

し
記
憶
を
『
三
国
志
』
倭
人
伝
や
『
文
選
』
の
『
海
賦
』
に
残
す

と
こ
ろ
の
王
権
な
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で

あ
る
。

　
ゆ
え
に
問
題
の
歌
は
、
こ
の
九
州
の
王
権
に
と
っ
て
ご
剛
朝
”

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
。
出
雲
王
権
”
時
代
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
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た
と
考
え
る
は
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
こ
の
列
島
上
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
海
洋
文
化
を
も

つ
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
権
力
が
あ
っ
て
、
消
長
ｆ
交
替
し
た
こ

と
に
な
る
。

　
第
二
に
、
海
洋
文
化
を
有
す
る
権
力
は
、
こ
の
列
島
土
に
お
い

て
、
右
の
二
つ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ

で
あ
る
。

　
そ
う
考
え
ら
れ
る
理
由
を
言
う
。

　
右
の
二
つ
の
勢
力
の
範
囲
、
言
い
か
え
る
と
そ
の
勢
力
に
属
す

る
航
海
者
の
母
港
の
位
置
は
、
前
者
に
お
い
て
は
お
そ
ら
く
出
雲

に
あ
り
、
後
者
に
お
い
て
は
九
州
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
の
行
動
範

囲
は
、
二
者
と
も
に
、
近
海
に
お
い
て
は
主
と
し
て
黒
潮
の
分
流

た
る
対
馬
海
流
の
圏
内
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
い
わ
ゆ
る
『
記
ｆ
紀
』
の
神
話
の
な
か
で
、
神
々
の
最
初
の
行

動
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
イ
ザ
ナ
牛
〃
イ
ザ
ナ
ミ
ニ
神

に
よ
る
。
島
探
し
”
と
、
島
で
の
婚
姻
、
お
よ
び
。
国
生
み
”
で

あ
り
、
こ
の
と
き
生
ま
れ
た
国
（
島
を
含
む
）
、
す
な
わ
ち
大
八

洲
（
『
紀
』
に
よ
る
。
『
記
』
に
は
「
大
八
島
」
）
の
範
囲
は
、
本
州
全

土
は
含
ま
ず
、
主
と
し
て
対
馬
海
流
圏
内
の
島
、
お
よ
び
陸
地
の

一
角
で
あ
っ
て
、
瀬
戸
内
側
で
の
東
限
は
淡
路
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
、
す
で
に
別
に
考
証
し
七
ぴ
お
り
で
あ
る
。

　
　
『
記
』
が
そ
の
序
文
（
上
表
文
）
に
よ
り
、
『
紀
』
が
『
続
紀
』
に

よ
っ
て
、
成
っ
た
と
さ
れ
る
八
世
紀
の
、
ま
さ
に
同
時
期
に
作
ら

れ
た
と
推
定
さ
れ
る
歌
（
『
万
葉
集
』
巻
第
六
、
旧
一
〇
六
五
～
一

〇
六
七
。
新
一
〇
六
九
～
一
〇
七
一
）
に
、
敏
馬
、
大
和
太
の
地
、

す
な
わ
ち
現
在
の
神
戸
港
の
地
が
、
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
　
八
千
梓
の
　
神
の
御
代
よ
り
　
百
舟
の
　
泊
つ
る
泊
り
と

　
　
八
島
国
　
百
舟
人
の
　
定
め
て
し
　
敏
馬
の
浦
　
（
後
略
）

　
　
　
二
〇
六
五
八
新
一
〇
六
九
》
）

　
　
　
　
　
　
か
み
ょ
　
　
　
ち
ふ
ね
　
は
　
　
　
お
ほ
わ
だ

　
　
　
（
初
略
）
神
代
よ
り
千
舟
の
泊
つ
る
大
和
太
の
浜
（
一
〇
六

　
　
七
八
新
一
〇
七
一
）
）

　
右
の
歌
に
い
う
「
八
島
国
」
の
範
囲
か
、
『
記
―
紀
』
に
い
う

　
「
大
八
島
（
洲
）
」
の
そ
れ
と
対
応
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
敏
馬
ｆ
大
和
太
の
地
は
そ
の
ヤ
シ
マ
の
ウ
チ
の
舟
人

た
ち
に
、
ヤ
チ
ホ
コ
の
神
の
代
、
す
な
わ
ち
。
国
ゆ
ず
り
”
以
前

か
ら
、
ヤ
シ
マ
の
ソ
ト
な
る
良
港
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
に

な
る
゜
こ
の
理
も
｀
す
で
に
述
べ
七
咆

　
ヤ
チ
ホ
コ
の
神
の
代
と
は
、
そ
の
神
の
名
か
ら
し
て
、
弥
生
期

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
期
の
も
の
と
し
て
対
馬
海
流
圏
お

よ
び
瀬
戸
内
か
ら
出
土
す
る
も
の
は
矛
〃
剣
の
類
で
あ
り
、
こ
れ

に
対
し
て
現
在
の
神
戸
港
の
後
背
地
を
含
む
大
阪
湾
岸
地
域
か
ら

出
土
す
る
も
の
の
代
表
は
、
銅
鐸
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ヤ
シ
マ
の
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ウ
チ
と
ソ
ト
と
は
、
別
の
文
化
圏
（
当
然
、
別
の
勢
力
圏
）
に
、

そ
れ
ぞ
れ
属
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
敏
馬
・
大
和
太
の
地
は
、
す

な
わ
ち
こ
の
銅
鐸
圏
の
主
要
な
港
で
あ
り
、
こ
こ
を
根
拠
地
と
す

る
航
海
民
が
い
た
に
ち
が
い
な
く
、
し
た
が
っ
て
か
れ
ら
が
独
自

に
体
験
し
伝
承
し
た
海
洋
文
学
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
゜
こ
の
理
も
｀
す
で
に
述
べ
」
０
６
）

　
　
『
漢
書
』
地
理
志
に
、
日
本
列
島
地
域
か
ら
、
二
種
の
ル
ー
ト

で
そ
れ
ぞ
れ
中
国
に
朝
貢
し
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
と
し
る
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
次
の
二
つ
で
あ
る
。

　
　
～
～

　
　
楽
浪
海
中
に
倭
人
有
り
。
分
か
れ
て
百
余
国
と
為
る
。
歳
時

　
　
を
以
て
来
た
り
献
見
す
と
云
ふ
。

　
　
会
稽
海
外
に
東
鯉
人
有
り
。
分
か
れ
て
二
十
余
国
と
為
る
。

　
　
歳
時
を
以
て
来
た
り
献
見
寸
と
云
ふ
。

　
右
の
倭
人
の
地
が
対
１
　
海
流
圏
に
、
東
貴
人
の
そ
れ
が
銅
鐸

圏
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
こ
と
、
そ
の
中
国
へ
の
通
交
の
時
期
が
、

満
代
で
な
く
周
代
す
な
わ
ち
わ
が
縄
文
期
に
属
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
古
田
武
彦
氏
の
論
証
か
お
る
。
「
云
ふ
」
と
、
伝

承
さ
れ
た
知
識
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
根
拠
の
一

つ
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
対
す
る
反
証
例
を
、
私
は
知
ら
な
い
。

ゆ
え
に
こ
れ
は
従
う
べ
告
見
解
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
言
い
そ
え
る
な
ら
ば
、
さ
き
に
述
べ
た
、
中
国
文
献
中

に
残
さ
れ
た
東
海
中
事
象
の
な
か
に
は
、
揚
子
江
下
流
地
域
に
も

た
ら
さ
れ
た
こ
の
東
混
人
の
見
聞
を
伝
え
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
こ
の
列
島
上
に
存
し
た
少
な
く
と
も
二
系

統
（
言
い
か
え
れ
ば
少
な
く
と
も
三
種
）
の
海
洋
文
化
が
、
そ
れ

ぞ
れ
に
有
し
た
で
あ
ろ
う
海
洋
文
学
が
、
と
も
に
そ
の
お
お
む
ね

を
消
し
去
ら
れ
、
わ
ず
か
に
出
雲
の
一
片
の
み
が
、
『
日
本
書
紀
』

に
て
な
く
『
古
事
記
』
の
ほ
う
に
、
ご
剛
朝
（
あ
る
い
は
前
々
朝
）

の
古
事
”
と
し
て
、
一
連
の
物
語
の
一
部
に
残
さ
れ
、
そ
の
ま
ま

伝
わ
っ
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
大
幅
な
欠
落
現
象
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
は
、
。
国
ゆ
ず
昨
ご

や
、
九
州
系
の
一
勢
力
に
よ
る
鋼
鐸
圏
の
制
圧
、
最
終
的
に
は
自

村
江
の
敗
戦
後
、
ヒ
世
紀
後
半
期
か
ら
八
世
紀
初
に
か
け
て
九
州

の
王
朝
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
大
和
の
王
権
が
そ
れ
ま
で
に
な
が
ら

く
基
盤
と
し
て
い
た
内
陸
型
な
い
し
盆
地
型
文
化
が
主
流
と
な
っ

た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
な
七
言
う
な
ら
、
こ
の
王
朝
交
替
を

伴
う
大
敗
戦
後
、
文
化
も
文
学
も
、
そ
の
主
流
が
い
わ
ば
。
陸
封

型
”
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
だ
と
も
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
二

前
章
で
と
り
あ
げ
た
歌
が
、
ヤ
チ
ホ
コ
の
神
（
大
国
主
の
神
）
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に
か
か
わ
る
一
連
の
説
話
の
な
か
に
あ
る
四
首
の
歌
群
の
な
か
の

一
首
で
あ
る
の
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
群
の
な
か
に
は
、
こ
れ
ま
た
の
ち
に
日
本

文
学
の
主
流
か
ら
消
え
て
し
ま
う
、
い
ま
一
つ
の
視
座
が
、
明
瞭

に
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
人
間
の
か
ら
だ
を
、
そ
の
ソ
ト
が
わ

か
ら
描
き
出
す
視
座
、
こ
れ
で
あ
る
。

　
問
題
の
歌
群
は
、
（
一
）
八
千
矛
の
神
が
高
志
（
越
）
の
沼
河

比
売
の
家
の
門
口
で
歌
っ
た
歌
、
（
二
）
沼
河
比
売
が
こ
れ
に
答

え
て
歌
っ
た
歌
、
（
三
）
嫡
后
須
勢
理
毘
売
の
嫉
妬
に
た
え
か
ね

て
倭
国
へ
行
こ
う
と
し
て
八
千
矛
の
神
が
歌
っ
た
歌
、
（
四
）
こ

れ
を
ひ
き
と
め
よ
う
と
す
る
嫡
后
の
歌
、
こ
の
四
首
か
ら
な
る
。

そ
の
（
二
）
と
（
四
）
、
す
な
わ
ち
い
ず
れ
も
女
性
の
歌
っ
た
か

た
ち
の
歌
、
そ
の
な
か
に
、
当
面
問
題
と
す
べ
き
辞
句
が
、
ほ
ぼ

同
じ
か
た
ち
で
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
初
略
）
青
山
に
　
日
が
隠
ら
ば
　
ぬ
ば
た
ま
の
　
夜
は
出

　
　
で
な
む
　
朝
日
の
　
笑
み
栄
え
来
て
　
拷
綱
の
　
白
き
腕

　
　
沫
雪
の
　
若
や
る
胸
を
　
そ
だ
た
き
　
た
た
き
ま
な
が
り

　
　
　
ま
た
ま
で
　
た
ま
で
　
　
　
ま
　
　
も
も
な
が
　
　
　
い
　
　
な

　
　
真
玉
手
　
玉
手
さ
し
枕
き
　
百
長
に
、
寝
は
寝
さ
む
を
　
あ

　
　
や
に
　
な
恋
ひ
聞
こ
し
　
（
後
略
）
－
（
二
）

　
　
　
（
初
略
）
綾
垣
の
　
ふ
は
や
が
下
に
　
苧
合
　
柔
や
が
下
に

　
　
持
嚢
　
さ
や
ぐ
が
下
に
　
沫
雪
の
　
若
や
る
胸
を
　
持
綱
の

　
　
白
き
腕
　
そ
だ
た
き
　
た
た
き
ま
な
が
り
　
真
玉
手
　
玉
手

　
　
　
　
ま
　
　
　
ｔ
な
が
　
　
　
い
　
　
　
な
　
　
と
よ
み
き
　
た
て
ま
っ

　
　
さ
し
枕
き
　
百
長
に
　
寝
を
し
寝
せ
　
豊
御
酒
　
奉
ら
せ

　
　
Ｉ
　
（
四
）

　
語
義
の
こ
ま
か
な
詮
索
は
し
ば
ら
く
お
い
て
、
と
も
か
く
こ
れ

ら
の
歌
句
が
、
女
の
か
ら
だ
を
、
男
が
ソ
ト
か
ら
視
覚
と
触
覚
で

知
覚
し
う
る
か
た
ち
で
、
そ
し
て
い
ず
れ
も
男
を
し
て
そ
れ
ら
の

感
覚
を
期
待
せ
し
め
る
か
た
ち
で
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
た
し

か
で
あ
ろ
う
。

　
男
が
女
の
か
ら
だ
の
外
観
を
、
当
然
ソ
ト
か
ら
見
て
、
こ
れ
を

具
体
的
に
描
出
し
賛
美
す
る
形
態
の
作
品
の
例
は
、
古
今
東
西
を

問
わ
す
お
り
う
る
し
、
現
に
外
国
の
古
代
文
学
か
ら
、
そ
の
例
を

あ
げ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
例
か
お
る
。

　
　
　
　
（
初
略
）

　
　
手
如
柔
英
　
手
は
柔
英
の
ご
と
く

　
　
膚
如
凝
脂
　
膚
は
凝
脂
の
ご
と
し

　
　
領
如
贈
妓
　
領
は
娼
臍
の
ご
と
く

　
　
歯
如
飢
犀
　
歯
は
飢
犀
の
ご
と
し

　
　
蝶
首
蛾
眉
　
蜂
首
　
蛾
眉

　
　
巧
笑
侍
曹
　
巧
笑
　
情
た
り

　
　
美
目
吟
曹
　
美
目
　
吟
た
り

　
　
　
　
（
後
略
）
　
　
　
　
　
（
『
詩
経
』
国
風
　
衛
風
　
碩
人
）
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わ
が
愛
す
る
者
よ
、

　
　
見
よ
、
あ
な
た
は
美
し
い
、
見
よ
、
あ
な
た
は
美
し
い
。

　
　
あ
な
た
の
目
は
、
顔
お
お
い
の
う
し
ろ
に
あ
っ
て
、

　
　
は
と
の
よ
う
だ
。

　
　
あ
な
た
の
髪
は
ギ
レ
ア
デ
の
山
を
下
る

　
　
や
ぎ
の
群
れ
の
よ
う
だ
。
　
　
（
『
旧
約
聖
書
』
雅
歌
四
こ
）

　
　
あ
な
た
の
両
乳
ぶ
さ
は
、

　
　
か
も
し
か
の
二
子
で
あ
る
二
匹
の
子
じ
か
が
、

　
　
ゆ
り
の
花
の
中
に
草
を
食
べ
て
い
る
よ
う
だ
。
（
同
四
―
五
）

　
　
女
王
の
よ
う
な
娘
よ
、

　
　
あ
な
た
の
足
は
、
く
つ
の
中
に
あ
っ
て
、

　
　
な
ん
と
麗
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
あ
な
た
の
も
も
は
、
ま
ろ
や
か
で
、
玉
の
ご
と
く
、

　
　
名
人
の
手
の
わ
ざ
の
よ
う
だ
。

　
　
あ
な
た
の
ほ
ぞ
は
、

　
　
混
ぜ
た
ぶ
ど
う
酒
を
欠
く
こ
と
の
な
い
丸
い
杯
の
ご
と
く
、

　
　
あ
な
た
の
腹
は
、

　
　
ゆ
り
の
花
で
囲
ま
れ
た
山
盛
り
の
麦
の
よ
う
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
七
こ
、
二
）

　
が
、
こ
れ
ら
外
国
の
古
代
文
学
に
見
ら
れ
る
例
と
な
ら
べ
て
み

る
と
、
問
題
の
歌
群
中
の
辞
句
に
は
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
相
違

点
、
な
い
し
特
色
が
見
ら
れ
る
。

　
右
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
二
文
化
の
生
み
出
し
た
表
現
は
、
男
の

立
場
に
立
ち
、
男
が
女
の
美
を
そ
の
ソ
ト
か
ら
歌
い
あ
げ
る
か
た

ち
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
こ
の
列
島
の
問
題
の
辞
句
は
、

女
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
－
実
際
の
作
者
が
女
で
あ
っ
た
か
男

で
あ
っ
た
か
は
、
ま
っ
た
く
別
の
問
題
で
あ
る
。
－
女
の
か
ら

だ
を
、
ソ
ト
が
わ
か
ら
、
す
な
わ
ち
男
の
立
場
か
ら
感
得
し
う
る

か
た
ち
で
、
誇
ら
か
に
描
き
出
し
て
男
に
示
す
と
い
う
、
屈
折
し

た
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
界
の
古
代
文

学
の
な
か
に
お
い
て
の
、
一
特
色
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
女
が
み
す
が
ら
の
か
ら
だ
を
、
誇
り
を
も
っ
て
描
き
出
し
て
男

に
示
す
。
こ
の
描
出
法
は
、
そ
の
ご
、
こ
の
列
島
の
文
学
か
ら
は

長
く
影
を
ひ
そ
め
、
そ
れ
が
ふ
た
た
び
現
れ
る
に
は
、
近
代
の
与

謝
野
晶
子
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
や
は
肌
の
熱
き
血
潮
に
触
れ
も
見
で
さ
び
し
か
ら
ず
や
道
を

　
　
説
く
君
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
み
だ
れ
髪
』
）

　
　
春
み
じ
か
し
何
に
不
滅
の
命
ぞ
と
力
あ
る
乳
を
手
に
さ
ぐ
ら

　
　
せ
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

　
か
く
し
て
、
問
題
の
出
雲
の
説
話
中
の
歌
群
の
な
か
に
は
、
陸

を
も
、
人
体
を
も
、
そ
の
ソ
ト
が
わ
か
ら
見
る
視
座
が
存
し
た
こ

と
、
そ
し
て
そ
れ
は
後
世
な
が
く
こ
の
列
島
の
文
学
の
主
流
か
ら
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消
え
、
た
だ
こ
こ
に
古
き
残
片
の
み
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
た
と
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
む
す
び

　
古
代
日
本
文
学
に
見
ら
れ
る
海
洋
像
と
人
体
像
と
の
「
変
化
」

に
つ
い
て
、
前
著
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
を
補
い
つ
つ
、
私
は
、
大

和
の
王
権
に
も
九
州
の
王
権
に
も
先
在
し
た
出
雲
の
王
権
の
存
在

に
た
ど
り
つ
き
Ｉ
も
っ
と
も
、
こ
の
存
在
自
体
は
、
す
で
に
古

田
武
彦
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
な
江
と
て
あ
る
。
－
そ
こ
に
船
乗
り

型
の
視
座
と
と
も
に
、
女
性
が
自
身
の
体
を
ソ
ト
か
ら
誇
ら
し
く

描
出
す
る
視
座
を
も
有
す
る
文
学
の
存
在
し
た
証
跡
を
提
示
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
古
き
王
権
と
も
ま
た
別
に
、
大
坂
湾
岸
に
港
を
持
つ
王
権

の
存
在
に
も
Ｉ
こ
の
こ
と
も
す
で
に
古
田
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ

≒
―
た
ど
り
つ
き
、
そ
こ
に
も
同
様
に
海
洋
文
学
が
あ
っ
た
証

跡
と
見
う
る
も
の
か
お
る
こ
と
も
、
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
列
島

の
海
洋
文
学
も
。
多
元
的
へ
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る

　
残
さ
れ
た
問
題
は
、
な
お
い
く
つ
も
あ
る
。
こ
の
列
島
の
文
学

に
、
男
の
か
ら
だ
を
ソ
ト
か
ら
見
て
具
体
的
に
描
出
し
た
例
が
ど

れ
ほ
ど
あ
り
、
そ
れ
に
は
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
「
変
化
」
が
認

め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
も
、
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
大
阪

湾
岸
に
母
港
を
持
つ
古
代
の
船
乗
り
た
ち
の
作
り
伝
え
た
で
あ
ろ

う
海
洋
文
学
の
残
片
が
な
お
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
の
も
、
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
『
丹
後
国
風
土
記
』
の
逸
文
と

　
『
万
葉
集
』
に
見
え
る
浦
島
子
の
話
の
持
つ
意
味
に
も
、
考
究
す

べ
き
点
は
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
出
雲
の
歌
お
よ
び
そ
れ
を
含
む
説

話
は
、
出
雲
の
王
の
婚
姻
に
よ
っ
て
出
雲
と
越
と
が
結
ば
れ
た
こ

と
を
示
し
、
ま
た
嫡
后
の
歌
を
含
む
な
ど
、
そ
の
王
権
に
と
っ
て
は

重
ん
ず
べ
き
文
学
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
Ｉ
『
古
事

記
』
の
本
文
に
は
「
神
語
」
と
称
さ
れ
て
い
る
Ｉ
　
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
嫡
后
の
歌
の
な
か
に
、
船
乗
り
型
の
視
座
と
、
女
が
自
身
の

か
ら
だ
を
ソ
ト
が
わ
か
ら
誇
ら
か
に
歌
い
あ
げ
る
視
座
と
が
、
な

ら
び
存
す
る
。
こ
う
い
う
視
座
に
立
つ
こ
と
を
、
当
然
と
し
、
か

つ
重
ん
じ
る
文
化
が
、
そ
こ
に
は
存
し
た
こ
と
と
な
る
。
こ
の
う

ち
後
者
は
あ
る
意
味
で
女
性
の
力
を
尊
重
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
と
、
平
安
朝
以
後
の
、
女
の
立
場
を
主
と
し
つ
つ
、
人
体
を

ソ
ト
か
ら
見
ず
ウ
チ
か
ら
の
み
、
心
を
主
と
し
て
表
現
し
て
い
く

態
度
と
が
、
ど
う
つ
な
が
り
、
ど
う
切
れ
て
い
る
の
か
も
、
考
究

す
べ
き
問
題
の
一
つ
と
考
え
る
。
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注

（
１
）
　
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
耶
馬
壹
国
か
ら
九
州
王
朝
へ
』
　
（
新

泉
社
刊
、
一
九
八
七
年
）
に
も
、
少
し
補
い
つ
つ
述
べ
、
「
謡

曲
と
海
」
金
剛
三
六
巻
一
三
号
（
一
九
八
一
年
九
月
）
に
も
述

べ
た
。

（
２
）
　
『
神
武
東
征
の
意
味
』
愛
媛
大
学
教
養
部
紀
要
二
八
号
二

　
九
八
三
年
）
、
「
宣
命
の
文
辞
と
そ
の
周
辺
」
大
阪
大
学
医
療

　
技
術
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
人
文
科
学
篇
一
六
輯
（
一
九
八
四

　
年
）
お
よ
び
（
４
）
。

（
３
）
　
『
「
邪
馬
台
国
」
は
な
か
っ
た
』
　
（
朝
日
新
聞
社
刊
、
一

　
九
七
一
年
）
、
『
耶
馬
壹
国
の
論
理
』
（
同
前
刊
、
一
九
七
五
年
）
。

（
４
）
　
「
中
国
東
海
中
事
象
と
万
葉
歌
」
大
阪
大
学
医
療
技
術
短

　
期
大
学
部
研
究
紀
要
人
文
科
学
篇
一
八
輯
（
一
九
八
六
年
）
。

（
５
）
同
前
。

（
６
）
同
前
。

（
７
）
　
『
盗
ま
れ
た
神
話
』
　
（
朝
日
新
聞
社
刊
、
一
九
七
五
年
）
、

　
『
古
代
は
輝
い
て
い
た
』
　
（
同
前
刊
、
一
九
八
四
年
）
。

（
８
）
同
前
。

　
引
用
は
、
『
古
事
記
』
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
訓
読
文
、

『
詩
経
』
は
『
漢
詩
大
系
』
、
『
旧
約
型
書
』
は
日
本
聖
書
協
会

の
一
九
五
五
年
改
訳
の
本
文
、
『
み
だ
れ
髪
』
は
『
現
代
日
本
文

学
全
集
』
に
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
、
『
漢
書
』
‘
『
旧
唐
書
』
は
『
百

納
本
二
十
四
史
』
、
『
続
日
本
記
』
は
『
国
史
大
系
』
に
よ
っ
て

読
み
く
だ
し
た
。

　
（
本
稿
は
昭
和
六
二
、
六
三
年
度
の
金
谷
治
教
授
を
研
究
代
表
者

と
す
る
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
筆
者
分
担
研
究
の
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
）

－63－
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