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『
倭
詩
』
の 

精
神
史                

ま
ほ
ろ
ば
酔
客　

三
輪  

高
士    

 　

第
２
部　

錯
視
と
タ
オ
進
化
論

 

中
国
か
ら
き
た
古
い
言
葉
、
道タ
オ

。

私
は
、
こ
の
魅
惑
的
な
、
尺
り
知
れ
な
い
言
葉

の
ま
え
で
、
私
の
道
は
何
処
に
あ
る
だ
ろ
う
か

と
思
う
の
だ
。

武
満　

徹

  　

　
　

１
．『
倭
詩
』
出
版
記
念
会　

　
　
　

２
０
１
２
年
12
月
19
日 

午
後
６
時   

雪

 　

平
成
24
年
、
師
走
の
北
海
道
は
、
例
年
に
な
い
大
雪

で
あ
っ
た
。
こ
の
年
の
盛
夏
に
発
売
さ
れ
た
『
倭
詩
』
の
、

さ
さ
や
か
な
出
版
記
念
会
が
、
ち
ょ
う
ど
４
カ
月
後
、

推
薦
文
を
書
い
て
戴
い
た
小
泉
武
夫
先
生
を
囲
ん
で
開

催
さ
れ
た
。
そ
の
晩
も
雪
の
予
報
が
出
て
い
た
。

　

 

夕
刻
、
私
た
ち
は
、
和
食
の
鉄
人
が
腕
を
奮
う
懐
石
料

理
の
店
で
、
ま
ほ
ろ
ば
主
人
の
到
着
を
待
っ
て
い
た
。
隣

席
の
小
泉
先
生
が
こ
う
問
い
か
け
る
。「
と
こ
ろ
で
、
宮

下
さ
ん
は
何
で
あ
ん
な
に
物
知
り
な
の
？　

仏
典
で
ご
ざ

れ
、
漢
籍
で
ご
ざ
れ
、
日
本
の
古
典
文
学
は
も
ち
ろ
ん
、

和
歌
か
ら
医
学
に
至
る
ま
で
知
ら
な
い
こ
と
が
な
い
ね
」。

　

タ
ク
シ
ー
が
雪
で
渋
滞
、
少
し
遅
れ
ま
す
と
今
夜
の
主

人
公
か
ら
連
絡
が
来
た
。
私
は
小
泉
先
生
に
宮
下
さ
ん
が

高
校
を
出
て
か
ら
の
長
い
求
道
遍
歴
に
つ
い
て
、
短
く
説

明
し
た
。「
な
あ
る
ほ
ど
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
」、
先
生
は

納
得
さ
れ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
す
こ
し
首
を
ひ
ね
っ
て

お
ら
れ
る
。
説
明
不
足
の
よ
う
な
の
で
、
そ
れ
で
は
少
し

詳
し
く
図
解
な
ど
、
と
私
は
、 

メ
モ
用
紙
を
取
り
出
し
、

 　
「
難
易
度
の
不
可
逆
性
」
／
　（
な
ん
い
ど
　
の
　
ふ
か
ぎ
ゃ
く
せ
い
）

 　

そ
う
走
り
書
き
し
よ
う
と
し
た

時
、
引
き
戸
が
音
を
た
て
、
髪
に

小
雪
を
乗
せ
た
ま
ほ
ろ
ば
主
人
が

登
場
し
た
。
44
度
の
泡
盛
と
35
度

の
芋
焼
酎
を
抱
え
て
。

 　
「
難
易
度
の
不
可
逆
性
」
と
は
、

『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』
と
い

う
衝
撃
的
な
タ
イ
ト
ル
の
書
を
世

に
問
う
た
、
作
家
・
水
村
美
苗
さ

ん
の
言
葉
で
あ
る
。
現
代
の
若
い

人
が
、
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
明
治

時
代
の
文
章
が
読
め
な
い
、

ま
た
教
科
書
に
も
載
ら
な

い
。
そ
れ
を
憂
え
て
、

「
文
語
体
」
を
過
去

へ
と
追
い
や
る
う
ち
に
、

若
い
世
代
の
日
本
人
は
、

「
文
語
体
」
で
書
か
れ
た
詩

歌
を
読
む
習
慣
さ
え
失
っ

て
い
っ
た
。

 　

 

執
筆
後
、
水
村
さ
ん
は
日
本
記
者
ク
ラ
ブ
で
の
講
演
で
、

こ
う
語
る
。「
教
育
の
場
で
近
代
文
学
を
も
っ
と
読
ま
せ

る
と
い
う
の
に
は
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
重
要
な
点
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を 

私
は
難
易
度
の
不
可
逆
性
と
呼
ん
で
い
る

の
で
す
が
、
一
度
近
代
日
本
文
学
を
読
ん
だ
人
に
と
っ
て
、

い
ま
の
も
の
を
読
む
と
い
う
の
は
実
に
簡
単

な
ん
で
す
。
ス
カ
ス
カ
だ
か
ら
、
パ
ッ
パ
ッ

と
読
ん
で
い
け
る
」。

 　

 

つ
づ
け
て
「
と
こ
ろ
が
、
い
ま
の
も
の
し

か
読
ん
で
い
な
い
人
に
と
っ
て
、
逆
は
無
理

な
ん
で
す
。
読
書
力
と
い
う
の
は
運
動
と
同

じ
で
す
。
若
い
う
ち
に
密
度
の
濃
い
文
章
を

読
む
訓
練
を
受
け
な
い
と
、
若
い
う
ち
に
歩

か
な
か
っ
た
人
と
同
じ
で
、
脳
が
読
書
力
を

き
ち
ん
と
育
て
ら
れ
な
い
。
で
す
か
ら
、
大

学
を
出
る
ぐ
ら
い
ま
で
に
、
こ
れ
だ
け
の
近

代
文
学
を
読
ん
で
お
く
と
い
う
の
が
当
た
り
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前
だ
と
い
う
よ
う
な
教
育
を
与
え
て
ほ
し
い
」。

 　

つ
ま
り
、
若
い
う
ち
に
難
易
度
の
高
い
文
章
に
接
し
て

い
れ
ば
、
あ
と
の
人
生
、
ど
ん
な
に
難
解
な
文
章
に
出
会

っ
て
も
楽
勝
な
の
だ
。
幼
児
に
四
書
五
経
の
素
読
を
さ
せ

る
効
用
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

 

ま
ほ
ろ
ば
主
人
は
、
多
感
な
青
年
期
に
仏
典
・
漢
籍
は

お
ろ
か
漢
字
で
書
か
れ
た
文
章
は
、
ほ
ぼ
読
み
尽
く
し
た

の
で
は
な
い
か
、
と
も
い
え
る
ほ
ど
苛
酷
な
修
行
を
経
験

し
て
い
る
。
従
っ
て
、「
若
い
う
ち
に
密
度
の
濃
い
文
章
を

読
む
訓
練
を
受
け
た
」
本
人
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
古
典

文
学
や
近
代
文
学
な
ど
読
ん
で
理
解
す
る
の
は
、「
実
に
簡

単
」
な
こ
と
な
の
だ
。

 　
『
倭
詩
』
出
版
を
記
念
し
て
、
ま
ず
ビ
ー
ル
で
乾
杯
。
鉄

人
の
懐
石
料
理
は
、
突
き
出
し

の
あ
と
、
幻
の
鮭
「
鮭け
い
じ児
」
を

最
高
級
の
グ
ジ
（
イ
シ
モ
チ
）

で
包
ん
だ
蒲
鉾
か
ら
始
ま
っ

た
。
鮭
児
の
赤
と
グ
ジ
の
白
、

こ
の
紅
白
の
彩
り
は
、
記
念
日

の
趣
向
に
ふ
さ
わ
し
い
。
味
覚

人
飛
行
物
体
の
小
泉
先
生
も
満

足
の
ご
様
子
、
絶
賛
ま
た
絶
賛
。

私
は
泡
盛
の
酒
盃
を
傾
け
、
昨

秋
、
や
は
り
泡
盛
を
ふ
く
み
な

が
ら
『
倭
詩
』
を
読
み
直
し
た

と
き
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

 　
　

２
．
開
鍵
と
諭
吉

 　
『
倭
詩
』
を
再
読
し
た
と
き
、
あ

た
ら
し
く
２
つ
の
感
慨
を
得
た
。

　

ひ
と
つ
は
「
開
鍵
」
と
い
う
言
葉
、も
う
ひ
と
つ
は
、『
福

澤
諭
吉
全
集
』
の
記
憶
。

 　

 

ま
ほ
ろ
ば
主
人
の
机
上
に
は
、
白
川
静
『
常
用
字
解
』

が
置
か
れ
て
お
り
、
漢
字
学
の
権
威
の
著
作
を
愛
読
し
て

い
る
、
と
聞
く
。
そ
の
白
川
さ
ん
が
若
き
日
、
２
番
目

に
書
い
た
論
文
が 

『
訓
詁
に
於
け
る
思
惟
の
形
式
に
つ
い

て
』、
こ
の
な
か
に
「
開
鍵
」
が
出
て
く
る
。
さ
す
が
に
漢

字
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
違
い
、
表
語
文
字
の
素
晴
ら
し

さ
、
未
知
の
熟
語
で
も
読
ん
だ
瞬
間
に
意
味
が
理
解
で
き

る
。

　
『
倭
詩
』
と
い
う
著
作
は
、「
ま
え
が
き
」
に

も
あ
る
通
り
、
た
し
か
に
「
日
本
」
と
い
う
不

可
解
な
存
在
を
、
驚
く
べ
き
端
正
な
言
葉
と
柔

軟
な
感
性
と
い
う
鍵
で
、「
分
か
り
や
す
く
初
学

者
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
」、
的
確
に
開
い
て

み
せ
て
い
る
。

 　

立
命
館
大
学
の
碩
学
に
は
、
有
名
な
逸
話
が

あ
る
。
１
９
６
８
年
、
全
国
に
学
生
運
動
の
嵐

が
吹
き
荒
れ
、
授
業
は
中
止
、
校
舎
は
完
全
に

封
鎖
さ
れ
た
な
か
、
白
川
教
授
は
全
共
闘
が
築

き
上
げ
た
バ
リ
ケ
ー
ド
を
平
然
と
乗
り
越
え
て

自
ら
の
研
究
室
に
赴
き
、
漢
字
研
究
を
続
け
た

と
い
う
。

 　

そ
の
ち
ょ
う
ど
１
０
０
年
前

の
１
８
６
８
年
、
つ
ま
り
明
治

元
年
に
刊
行
さ
れ
た
書
籍
が
福

澤
諭
吉
『
窮き
ゆ
う
り
ず
か
い

理
図
解
』
で
あ
る

が
、バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
の
な
か
、

『
福
澤
諭
吉
全
集
』
の
再
版
発

売
が
発
表
さ
れ
、
翌
年
刊
行
、
３
年
後
に
全
22
巻
が
完
結

し
た
。

 　

そ
の
全
集
第
２
巻
に
『
訓く
ん
も
う
き
ゆ
う
り
ず
か
い

蒙
窮
理
圖
解
』
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
通
称
『
窮
理
図
解
』、
こ
れ
は
日
本
で
最
初
の

科
学
入
門
書
。「
訓
蒙
」
と
は
初
心
者
に
教
え
諭さ
と

す
こ
と
、

「
窮き
ゆ
う
り
が
く

理
学
」
と
は
現
在
の
物
理
学
に
あ
た
る
。
福
澤
は
、
文

字
通
り
図
解
入
り
で
、 

ま
ほ
ろ
ば
主
人
の
よ
う
に
「
分
か

り
や
す
く
初
学
者
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
」、
平
易
な
文

章
で
物
理
学
を
解
説
し
た
。
そ
の
図
は
『
北
斎
漫
画
』
を

へ
た
う
ま
に
崩
し
た
よ
う
な
も
の
で
、
親
し
み
や
す
い
。

　

本
書
が
嚆
矢
と
な
り
、

明
治
初
年
、「
窮
理
熱
」

と
い
わ
れ
る
科
学
入
門

書
の
一
大
ブ
ー
ム
が
日
本

を
席
巻
し
た
。
明
治
維

新
直
後
の
人
心
を
察
す
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。『
窮
理

図
解
』
は
ベ
ス
ト
セ
ラ

ー
の
先
頭
を
走
り
、
当

然
、
類
似
本
が
出
る
。
そ
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れ
が
、
１
８
７
２
年
、「
き

ゅ
う
り
ず
か
い
」
を
も
じ

っ
た
「
き
ゅ
う
り
づ
か
い
」

『
河か

っ
ぱ
そ
う
で
ん
き
ゆ
う
り
づ
か
い

童
相
伝
胡
瓜
遣
』
と
い

う
滑
稽
本
、
作
者
は
前
年

『
安
愚
楽
鍋
』
を
上
梓
し
た

ば
か
り
の
仮
名
垣
魯
文
。
こ
の
洒
落
と
セ
ン
ス
は
、『
東

海
道
中
膝
栗
毛
』
か
ら
想
を
得
た
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』

１
８
７
０
年
と
同
じ
く
、
江
戸
の
地
口
・
洒
落
の
伝
統
を

継
承
し
て
い
る
。

 　
『
倭
詩
』
を
再
読
し
て
『
窮
理
図
解
』
を
想
起
し
、
あ
ら

た
め
て
福
澤
同
様
、
ま
ほ
ろ
ば
主
人
は
偉
大
な
る
教
育
者

で
も
あ
っ
た
と
い
う
思
い
を
深
く
し
た
。
し
か
し
、『
倭
詩
』

が
図
解
入
り
日
本
解
読
本
の
魁
さ
き
が
けと
な
り
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

を
ひ
た
走
り
、
宮
上
周
平

0

0

0

0

著
『
山
と
歌
』
な
ど
と
い
う
偽

者
・
類
似
本
が
次
々
と
現
れ
る
―
と
い
う
事
態
に
、
未
だ

至
っ
て
い
な
い
の
は
、
多
分
、
日
本
と
い
う
国
の
民
度
が

明
治
に
比
し
て
低
下
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
―
か
も
し
れ
な

い
？
。

 　

さ
て
、福
澤
は
『
西
洋
事
情
』『
窮

理
図
解
』
の
あ
と
も
、『
学
問
の
す
ゝ

め
』
を
著
わ
し
て
、
洛
陽
の
紙
価

を
高
め
、
明
治
の
東
京
府
民
か
ら
喝
采
を
浴
び
た
。
そ
う

し
て
30
年
後
、「
時
事
新
報
」
に
『
福
翁
自
伝
』
を
連
載
、「
門

閥
制
度
は
親
の
敵
で
御
座
る
」
と
口
述
す
る
。

 　

―
門
閥
制
度
は
親
の
敵
か
た
き
で
御
座
る
―

 　

 

こ
の
時
代
が
か
っ
た
フ
レ
ー
ズ
は
、
ひ
と
り
歩
き
し
た

よ
う
な
観
が
あ
り
、
福
澤
諭
吉
を
語
る
と
き
に
は
欠
か
せ

な
い
。
そ
の
福
澤
、
１
８
６
２
年
、
文
久
遣
欧
使
節
の
一

員
と
し
て
欧
州
各 

国
を
訪
れ
た
と
き
、
日
本
の
鎧
兜
と
は

異
な
る
、
西
洋
甲
冑
を
見
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
私
の
耳

に
は
、
そ
の
西
洋
甲
冑
が
鳴
ら
す
音
と
と
も
に
、
別
の
言

葉
が
響
い
て
く
る
。
曰
く
、

 

　
―
　
事
実
は
真
実
の
敵
な
り
　
―

 　

 

こ
の
、
些
か
逆
説
め
い
た
セ
リ
フ
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

『
ラ
・
マ
ン
チ
ャ
の
男
』
で
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
が
放
つ
箴

言
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
キ
ホ
ー
テ
の
顔
、
私

に
は
九
代
目
・ 

松
本
幸
四
郎
よ
り
も
、
１
９
７
２
年
に
映

画
化
さ
れ
て
ヒ
ッ
ト
し
た
、

ピ
ー
タ
ー
・
オ
ト
ゥ
ー
ル
の

ほ
う
が
懐
か
し
い
も
の
の
、

最
近
で
は
、
前
稿
で
も
引
い

た
錯
視
画
家
、
オ
ク
タ
ビ
オ
・ 

オ
カ
ン
ポ
の
描
い
た
老
人
が

脳
裏
に
浮
か
び
、
錯
視
画
だ

け
に
、
記
憶
の
中
で
何
回
も

反
転
を
繰
り
返
す
。

 　
　

３
．
触
媒
と
片
手
の
音

 　
『
倭
詩
』
の
読
者
は
、ま
ほ
ろ
ば
主
人
が
「
事
実
」
と
「
真

実
」
を
截
然
と
分
け
、
断
片
的
な
事
実
の
な
か
に
真
実
は

存
在
せ
ず
、
事
実
の
背
後
に
あ
る
も
の
こ
そ
絶
対
普
遍
の

真
実
で
あ
る
と
、
達
意
の
文
章
で
記
し
た
こ
と
に
気
づ
く

だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、『
倭
詩
』
の
要
点
の
ひ
と
つ
か
も

し
れ
な
い
。

　

た
と
え
ば
「
終
わ
り
の
滴
、
始
ま
り
の
滴
」
の
章
、

 

（
ア
イ
ヌ
は
）
地
を
耕
し
自
ら
食
を
作
る
人
為
は
、

神
と
自
然
か
ら
の
乖
離
で
あ
る
と
し
た
。
与
え
ら

れ
た
鮭
と
鹿
肉
、
野
山
の
幸
を
、
分
を
弁
え
る
慎

み
と
畏
敬
を
以
っ
て
戴
き
、
耕
作
し
て
貯
蔵
す
る

こ
と
の
行
く
末
の
弊
害
を
畏
れ
た
。
農
業
発
祥
と

供
に
所
有
欲
・
権
勢
欲
を
憶
え
た
文
明
人
は
、
今

や
当あ

て

ど所
無
き
物
質
文
明
の
末
路
に
彷
徨
っ
て
い
る
。

 　

埋
没
し
た
事
実
の
な
か
か
ら
、
真
実
を
見
抜
く
透
徹
し

た
視
線
が
読
み
取
れ
よ
う
。

 　

 

さ
て
、『
ラ
・
マ
ン
チ
ャ
の
男
』
の
セ
リ
フ
か
ら
と
っ

た
書
名
に
『
事
実
は
真
実
の
敵て
き

な
り
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

２
０
０
１
年
の
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞
さ
れ
た
野
依
良

治
博
士
の
著
書
の
題
名
と
し
て
名
高
い
。
２
０
０
８
年
８

月
、
日
本
経
済
新
聞
に
連
載
し
た
「
私
の
履
歴
書
」
に
加

筆
し
、
２
０
１
１
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
。

　

私
は
、
こ
の
本

の
表
紙
絵
に
魅
せ

ら
れ
る
。
装
丁
画

は
博
士
の
次
男
で

東
京
藝
術
大
学
美

術
学
部
絵
画
科
油

画
を
卒
業
し
た
野
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依
幸
治
氏
に
よ
る
も
の
で
、
ふ
た
つ
の
サ
イ

コ
ロ
を
模
し
て
い
る
。
そ
の
賽さ
い
こ
ろ子
と
は
、
権

勢
を
誇
っ
た
白
河
上
皇
の
意
に
従
わ
ざ
る

「
天
下
三
不
如
意
」（
鴨
河
の
水
、
双
六
の
賽
、

山
法
師
）
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ア
イ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
「
神
は
サ
イ
コ
ロ
を
振
ら
な
い
」

に
よ
る
と
い
う
。

　

野
依
博
士
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
理
由
は

「
キ
ラ
ル
触
媒
に
よ
る
不
斉
反
応
の
研
究
」

で
あ
る
が
、
受
賞
後
の
２
０
０
１
年
11
月
、

に
新
聞
雑
誌
に
は
、
そ
の
図
解
が
あ
ふ
れ
、

翌
年
の
『
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
に
生
き
る
』『
人

生
は
意
図
を
超
え
て
』
な
ど
を
流
し
読
ん
だ
と
き
、
私
の

目
か
ら
ウ
ロ
コ
が
１
枚
、
ハ
ラ
リ
と
落
ち
た
。

 　

野
依
博
士
の
図
解
に
は
、
必
ず
両
手
の
絵
、
右
手
と
左

手
が
示
さ
れ
る
。

　

 

有
機
化
合
物
の
中
に
は
、
同
じ
組
成
で
も
立
体
構
造
が

人
間
の
右
手
、
左
手
と
同
様
、
鏡
に
映
し
た
よ
う
に
対
称

的
な
２
つ
の
形
（
鏡
像
体
）
を
持
つ
化
合
物
（
キ
ラ
ル
）

が
あ
る
。
そ
の
作
り
分
け
は
、
１
５
０
年
前
フ
ラ
ン
ス
の

化
学
者
パ
ス
ツ
ー
ル
が
「
生
物
で
し
か
な
し
え
な
い
」
と

唱
え
て
以
来
、
人
工
で
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

 　

 

多
く
の
分
子
は
左
手
と

右
手
の
よ
う
に
、
実
像
と

鏡
像
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら

の
分
子
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の

「
手cheir

」
を
語
源
と
し
、
キ

ラ
ル 

（chiral

、
光
学
異
性
）

で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
片
方
の

分
子
を
選
択
的
に
合
成
す
る
方

法
が
、
博
士
が
実
現
し
た
「
不

斉
合
成
」。
両
手
の
鏡
像
は
重

ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か

し
、合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
。

 　

さ
て
、
私
の
目
か
ら
ウ
ロ
コ

に
つ
い
て
、
説
明
し
よ
う
。

 　

江
戸
中
期
の
禅
僧
、
臨
済
の
白は
く
い
ん
え
か
く

隠
慧
鶴
が
創
唱
し
た
公

案
に
、「
隻せ
き
し
ゆ
お
ん
じ
よ
う

手
音
声
」
が
あ
る
。
一
般
に
は
、
片
手
の
音
、

と
し
て
流
布
し
て
い

る
。

　

こ
の
公
案
、
さ
ま

ざ
ま
な
解
釈
が
さ
れ
、

玄
侑
宗
久
さ
ん
な
ど

は
、
老
師
の
頬
を
片

手
で
ひ
っ
ぱ
た
く
の
も
一
解
と
微
苦
笑
し
て
い
る
。
私
は

「
不
斉
合
成
」
の
「
キ
ラ
ル
」
と
い
う
言
葉
に
接
し
、
片
手

で
も
音
が
出
る
と
思
っ
た
。
鏡
像
を
求
め
れ
ば
よ
い
の
で

あ
る
。
そ
の
鏡
像
、
鏡
な
ら
よ
ろ
し
い
の
だ
が
、
ガ
ラ
ス

が
割
れ
る
恐
れ
が
あ
る
、
そ
れ
な
ら
磨
き
上
げ
て
鏡
面
の

よ 

う
に
輝
く
金
属
な
ら
問
題
無
し
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば

「
釣
鐘
」。

　　

釣
鐘
の
輝
く
鏡
面
に
右
手
を
か
ざ
す
と
、
左
手
の
鏡
像

が
浮
か
ぶ
。
そ
こ
に
思
い
き
り
右
手
を
叩
き
つ
け
る
。
そ

の
瞬
間
、「
隻
せ
き
し
ゆ
お
ん
じ
よ
う

手
音
声
」
の
響
き
や
い
か
に
。
そ
の
音
、
そ

の
衝
撃
は
一
匹
の
蝶
の
眠
り
を
覚
ま
し
た
だ
ろ
う
か
？

　　
　

釣
鐘
に
と
ま
り
て
眠
る
胡
て
ふ
哉　
　

蕪
村　
　
　
　

 　

こ
の
胡
蝶
、
ど
う
や
ら
泥
酔
し
て
眠
っ
て
い
る
様
子
、

し
ば
ら
く
釣
鐘
に
と
ま
ら
せ
て
お
き
、
そ
の
あ
い
だ
に
、

急
い
で
『
倭
詩
』
の
構
成
に
つ
い
て
記
し
た
い
。
校
正
者

の
立
場
か
ら
、
結
論
を
先
に
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
、『
倭
詩
』

各
編
の
構
成
は
見
事
な
「
一
品
0

0

」
な
の
で
あ
る
。

 　
　

４
．「
む
す
ひ
」
と
三
角
形

 　

 

我
が
国
に
古
来
か
ら
あ
る
米
の
保
存
食
の
う
ち
、「
お

握
り
」「
お
む
す
び
」
の
語
源
・
形
状
に
は
諸
説
あ
り
、
結

論
が
出
て
い
な
い
。
形
も
丸
や
三
角
、
中
に
入
れ
る
具
も

様
々
で
あ
る
。 

前
稿
で
は
三
角
形
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
が
、

こ
こ
で
も
三
角
形
が
理
解
の
度
を
深
め
る
。
本
章
で
は
、

日
本
最
高
の
知
性
ふ
た
り
が
指
摘
し
て
い
る
図
式
を
以
下

に
記
す
。

 　
『
倭
詩
』
１
７
２
頁
の
写
真
を
見

る
と
、
ま
ほ
ろ
ば
主
人
と
寺
田
啓
佐

氏
が
日
本
酒
で
乾
盃
を
し
て
い
る
。

場
所
は
千
葉
県
香
取
郡
の
寺
田
本

家
、盃
に
満
た
し
た
酒
は
「
む
す
ひ
」。

日
本
一
不
味
い
と
評
判
、
し
か
し
日

本
一
効
能
が
あ
る
と
の
評
価
。
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こ
の
発
芽
玄
米
酒
「
む
す
ひ
」
の
誕
生
に
は
、
無
論
エ

リ
ク
サ
ー
の
大
い
な
る
力
が
寄
与
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ

の
命
名
は
「
宇
宙
の
根
元
的
な
生
成
化
育
（
生
み
育
て
）

の
力
を
有
す
る
「
産
霊
（
う
ぶ
す
な
）」
に
由
来
す
る
と
い

う
。

　

三
角
の
握
り
飯
を
「
お
む
す
び
」
と
い
う
の
は
造
化
の

三
神
に
由
来
す
る
と
の
説
が
あ
る
。

『
古
事
記
』
の
造
化
三
神
と
は
、

 

ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
（
天
之
御
中
主
神
）、

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

0

0

0

ノ
カ
ミ
（
高
御
産
巣
日
神
）、

カ
ミ
ム
ス
ヒ

0

0

0

ノ
カ
ミ
（
神
産
巣
日
神
）

の
三
柱
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
二
柱
が
「
む
す
ひ

0

0

0

」
と
い
う

御
名
を
持
つ
。
し
か

し
、「
む
す
ひ
」
の

名
を
持
た
ぬ
ア
メ
ノ

ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ
カ

ミ
（
天
之
御
中
主
神
）

は
、
神
話
の
中
心
的

存
在
の
よ
う
な
名
を

持
ち
な
が
ら
、『
古

事
記
』
の
な
か
で
は

無
為
の
神
、
何
も
し

な
い
神
な
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
ユ
ン

グ
派
の
心
理
学
者
が

注
目
し
た
。

  

も
う
一
度
、『
倭
詩
』
を
開
き
１
７
２
頁
の
写
真
を
見

て
い
た
だ
き
た
い
。
並
ん
だ
お
ふ
た
り
の
す
ぐ
上
に
、
も

う
ひ
と
り
別
の
人
物
が
見
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
心
霊

写
真
で
は
な
い
。
ま
ほ
ろ
ば
主
人
と
寺
田
啓
佐
氏
を
「
結

び
」、
そ
の
直
線
を

底
辺
と
す
る
三
角
形

を
つ
く
る
、
そ
の
頂

点
に
く
る
の
が
心
理

学
者
の
河
合
隼
雄
さ

ん
、
そ
れ
を
理
論
化

し
た
著
書
が
『
中
空

構
造
日
本
の
深
層
』

１
９
８
２
年
で
あ
る
。

　
 

同
書
に
よ
れ
ば
、

日
本
神
話
に
は
造
化

三
神
の
ほ
か
に
も
、

登
場
し
た
も
の
の
、

そ
の
後
何
の
働
き
も

し
な
い
神
が
存
在
す
る
。
造
化
三
神
の
ほ
か
、
イ
ザ
ナ
ギ

と
イ
ザ
ナ
ミ
が
生
ん
だ
三
貴 

神
、
す
な
わ
ち
ア
マ
テ
ラ
ス
・

ツ
ク
ヨ
ミ
・
ス
サ
ノ
オ
、
こ
の
な
か
の
ツ
ク
ヨ
ミ
に
関
す

る
物
語
が
『
古
事
記
』
に
は
殆
ど
あ
ら
わ
れ
な
い
。
ま
た
、

天
孫
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
の
間
に

生
ま
れ
た
三
神
は
、
海
幸
彦
こ
と
ホ
デ
リ
ノ
ミ
コ
ト
（
火

照
命
）、
ホ
ス
セ
リ
ノ
ミ
コ
ト
（
火
須
勢
理
命
）、
山
幸
彦

こ
と
ホ
オ
リ
ノ
ミ
コ
ト
（
火
遠
命
）
な
の
だ
が
、
兄
と
弟

の
海
幸
・
山
幸
の
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
に
、
真

ん
中
の
ホ
ス
セ
リ
は
神
話
に
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。

 　

河
合
隼
雄
は
こ
こ
か
ら
日
本
の
深
層
構
造
は
中
空
で
あ

る
と
論
ず
る
。
最
高
の
権
威
を
持
ち
な
が
ら
一
切
の
権
力

を
持
た
な
い
日
本
の
天
皇
制
は
、
河
合
の
中
空
構
造
論
で

解
読
の
手
掛
か
り
が
与
え
ら
れ
る
は
ず
だ
が
、
ひ
と
ま
ず

措
く
。

 

 

　  〈中　空〉       

タカミムスヒノカミ 　   アメノミナカヌシノカミ　      カミムスヒノカミ

　

 アマテラス     　　 　  　　ツクヨミ           　　　　　スサノオ       

　ホデリノミコト    　　　ホスセリノミコト    　　　　ホオリノミコト 

　　　　　アメノミナカヌシノカミ

 

 

 

 

 

タカミムスヒ
0 0 0

ノカミ                    カミムスヒ
0 0 0

ノカミ

　　　　　　河合隼雄（中空構造論）

 

 

 

 

宮下周平 （エリクサー） 　　　  寺田啓佐（むすひ）



7 ―　その 1　細部の神と情緒　―

　

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、

天
地
開
闢
か
ら
三
貴
神
誕
生
に
至
る
一
連
の
神
話

に
、
た
ん
に
上
古
の
歴
史
意
識
の
素
材
を
も
と
め
る

に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
で
の
発
想
と
記
述
様
式
の
な

か
に
、
近
代
に
い
た
る
歴
史
意
識
の
展
開
の
諸
様
相

の
基
底
に
執
拗
に
流
れ
つ
づ
け
た
、
思
考
の
枠
組

を
探
っ
た
の
が
丸
山
眞
男
で
あ
り
、
そ
の
結
実
が
『
歴
史

意
識
の
「
古
層
」』
１
９
７
２
年
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る

の
に
、
そ
う
時
間

は
か
か
ら
な
い
だ

ろ
う
。

 　

岩
波
書
店
の
古

い
書
籍
に
は
復
刻

を
希
望
し
た
い
絶

版
本
が
多
い
が
、
音
声
も
ま
た
切
望
す
る
こ
と
大
で
あ
る
。

「
カ
セ
ッ
ト
で
き
く
学
芸
諸
家
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
ソ
ニ
ー
の

ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
で
繰
り
返
し
聞
い
た
こ
と
を
懐
か
し
く
思

い
出
す
。
た
と
え
ば
吉
川
幸
次
郎『
江
戸
儒
学
私
見
』な
ど
、

Ｃ
Ｄ
化
し
て
広
く
聞
い
て
も
ら
い
た
い
。
再
販
し
て
一
見

な
ら
ぬ
一
聴
の
価
値
が
あ
る
。
中
国
文
学
の
泰
斗
に
よ
る
、

こ
の
講
演
は
全
集
の
文
字
を
眼
で
追
う
の
と
は
異
な
り
、

大
い
に
理
解
が
深
ま
る
。

 　

 

日
本
の
古
代
史
・
中
世
史
の
歴
史
学
者
、
石い
し
も
だ

母
田
正
し
ょ
う

の
１
９
７
３
年
、
長
野
で
の
講
演
も
ま
た
岩
波
の
カ
セ
ッ

ト
で
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
音
声
、『
歴
史
学 

と
「
日

本
人
論
」』
は
、
前
年

に
発
表
さ
れ
た
丸
山
眞

男
の『
歴
史
意
識
の「
古

層
」』
に
触
発
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
こ
の
な

か
で
、
石
母
田
は
数
あ
る
日
本
人
論
の
な
か
で
『
歴
史
意

識 

の
「
古
層
」』
は
最
高
の
も
の
で
あ
る
、と
断
じ
た
。『
石

母
田
正
著
作
集
第
８
巻
』
１
９
８
９
年
で
は
、
同
じ
内
容

を
話
し
た
金
沢
で
の
講
演
録
を
読
む
こ
と
が
で
き
、
講
演

の
た
め
の
覚
書
が
ま
た
楽
し
い
。

 　

単
な
る
政
治
学
者
、
思
想
史
家
の
枠
を
越
え
て
、
丸
山

眞
男
の
発
言
は
死
後
17
年
を
経
た
い
ま
で
も
、
引
用
さ
れ
、

回
顧
さ
れ
、
関
連
書
籍
が
発
刊
さ
れ
て
い
る
大
き
な
存
在

で
あ
る
。
書
簡
集
、
回
顧
談
、
話
文
集
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

が
没
後
も
陸
続
と
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

 　

丸
山
は
『
歴
史
意
識
の
「
古
層
」』
の
な
か
で
、
こ
う
指

摘
す
る

 　
　

―
世
界
の
諸
神
話
の
宇
宙
創
成
論
に
は
、「
つ
く
る
」

　
　「
う
む
」「
な
る
」
の
三
つ
の
基
本
動
詞
が
存
在
す
る
。

 　

そ
し
て
、
日
本
の
神
話
か
ら
、
歴
史
意
識
の
古
層

を
な
し
、
し
か
も
そ
の
後
の
歴
史
の
展
開
を
通
じ

執バ
ッ
ソ
・
オ
ス
テ
ィ
ナ
ー
ト

拗
な
持
続
低
音
と
し
て
響
き
つ
づ
け
て
き
た
思
惟
様
式

と
し
て
、三
つ
の
基
本
動
詞
、「
な
る
」「
つ
ぎ
」「
い
き
ほ
ひ
」

を
取
り
出
す
。
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
フ
レ
ー
ズ
に
ま
と
め
る

な
ら
ば
、「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
と
な
る
。

 　
　

―
「
次
々
に
成
り
行
く
勢
い
」
―

 　
「
持
続
低
音
」
と
は
音
楽
用
語
で
、
シ
ャ
コ
ン
ヌ
や
パ
ッ

サ
カ
リ
ア
の
よ
う
に
、
主
題
楽
句
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ

る
も
の
。
ラ
ヴ
ェ
ル
の
「
ボ
レ
ロ
」、
ホ
ル
ス
ト
の
組
曲

「
惑
星
」
の
第
１
曲
「
火
星
」
な
ど
も
好
例
で
あ
る
。
ク

ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
造
詣
の
深
い
丸
山
眞
男
が
、「
バ
ッ
ソ
・

オ
ス
テ
ィ
ナ
ー
ト
」
と
い
う
聞
き
な
れ
ぬ
音
楽
用
語
を
つ

か
っ
た
こ
と
で
、『
歴
史
意
識
の
「
古
層
」』
は
一
躍
脚
光

を
浴
び
、
し
か
も
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
な
っ
た
。　

執バ
ッ
ソ
・
オ
ス
テ
ィ
ナ
ー
ト

拗
な
持
続
低
音
と
い
う
概
念
自
体
が
、
知
識
人
の
「
日

本
人
論
」
基
底
を
流
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

 　

さ
て
、
丸
山
眞
男
は
そ
の
後
の
講
演
、『
日
本
思
想
史

に
お
け
る
「
古
層
」
の
問
題
』
１
９
７
９
年
の
な
か
で
も
、

例
の
「
む
す
ひ
」
に
言
及
し
、（『
丸
山
眞
男
集
第
11
巻
』

で
は
ム
ス
ヒ
と
表
記
）

 

ム
ス
ヒ
は
世
界
像
の
「
原
型
」
と
し
て
重
要
な
観
念

で
す
。（
中
略
）

ム
ス
は
苔
ム
ス
の
「
ム
ス
」、
生
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
一
方
的
成
長
、
ヒ
と
い
う
は
霊
力
で
す
。

 　
「
む
す
ひ
」
は
エ
リ
ク
サ
ー
と
同
じ
く
、こ
の
よ
う
な
「
生

物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一
方
的
成
長
」
と
「
霊
力
」
を
意
味

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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蛇
足
だ
が
、
音
楽
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
ケ
ン
ウ
ッ
ド
の

社
長
を
つ
と
め
た
、
中
野
雄
氏
の
『
丸
山
眞
男　

音
楽
の

対
話
』
１
９
９
９
年
に
よ
れ
ば
、
丸
山
が
逝
去
し
た
あ
と

の
「
偲
ぶ
会
」 

で
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
天
満
敦
子
さ
ん

の
ス
ト
ラ
デ
ィ
バ
リ
ウ
ス
が
、
バ
ッ
ハ
の
「
無
伴
奏
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
・
パ
ル
テ
ィ
ー
タ
第
２
番
ニ
短
調
」
シ
ャ
コ
ン

ヌ
を
演
奏
、
そ
の
「
バ
ッ
ソ
・ 

オ
ス
テ
ィ
ナ
ー
ト
」
執
拗

低
音
が
参
列
者
の
涙
を
誘
っ
た
と
い
う
。

 　
　

５
．
一
品
と
序
破
急　

　
　
　

―
『
倭
詩
』
の
構
成
に
つ
い
て

 　

歴
史
学
者
・
石い
し
も
だ

母
田 

正し
ょ
うの
専
門
は
日
本
の
古
代
史
・
中

世
史
、
代
表
作
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
は
じ
つ
に
ス
リ

リ
ン
グ
な
著
作
で
あ
る
が
、
帝
塚
山
学
院
大
学
の
安
田
政

彦
准
教
授
に
『
平
安
時
代
皇
親
の
研
究
』
と
い
う
労
作
が

あ
る
。
こ
の
な
か
で
安
田
氏
は
余
り
陽
の
当
た
ら
な
い
平

安
期
の
「
一い
っ
ぽ
ん
し
ん
の
う

品
親
王
」
の
詳
細
を
記
し
て
い
る
。「
一
品
親

王
」
と
は
、
律
令
制
に
お
い
て
皇
親
に
与
え
ら
れ
た
最
も

高
い
品
位
・
一
品
を
得
た
親
王
の
こ
と
を
い
う
。

　

品
位
を
「
ひ
ん
い
」
と
よ
む
と
、
人
間
の
品
格
・
気
品

な
ど
を
い
う
が
、「
ほ
ん
い
」
と
よ
め
ば
、
奈
良
時
代
か
ら

江
戸
時
代
に
か
け
て
日
本
の
律
令
制
に
お
い
て
定
め
ら
れ

て
い
た
親
王
の
位
階
を
指
す
。「
位
人
臣
を
極
め
る
」
と
は

臣
下
の
最
高
位
階
を
い

う
が
、
親
王
や
内
親
王
の

場
合
、
品ほ

ん
い位
は
一い
っ
ぽ
ん品
か
ら

四
品
ま
で
あ
り
、
一
品
は

臣
下
の
正
一
位
に
相
当
す
る
最
高
の
位
階
で
あ
る
。

 　

平
城
天
皇
の
第
一
皇
子
で
あ
っ
た
阿あ

ぼ保
親
王
も
ま
た
一

品
親
王
で
、
こ
の
親
王
を
祖
と
す
る
大
江
氏
、
ま
た
毛
利

氏
の
家
紋
は
、
一
品
を
図
案
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
品
と
い
う
字
の
口
が
〇
に
変
じ
て
、
毛
利
氏
の

家
紋
は
「
一
文
字
三
つ
星
」
と
な
っ
た
。 

       　

 
　

唐
突
で
は
あ
る
が
、
私
は
『
倭
詩
』
各
編
の
構
成
は
、

こ
の
「
一
品
」
で
あ
る
と
み
て
い
る
。

　

だ
が
、
そ
の
前
段
と
し
て
、
品
と
い
う
字
が
「
序
破
急
」

で
あ
る
と
い
う
説
明
を
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

 　

観
阿
弥
口
述
、
世
阿
弥
編
著
『
花
伝
書
（
風
姿
花
伝
）』

　

に
こ
う
あ
る
。

 

問
ふ
。
能
に
序
・
破
・
急
を
ば
、
な
に
と
か
定
む
べ

き
や
。 

答
ふ
。こ
れ
や
す
き
定
め
な
り
。一
切
の
こ
と
に

0

0

0

0

0

0

、序0

・

破0

・
急0

あ
れ
ば
、
申
楽
も
こ
れ
に
同
じ
。
能
の
風
情

を
も
て
定
む
べ
し
。
　
　

　
　
　
「
第
三　

問
答
条
々
（
二
）」　
（
傍
点
引
用
者
）

 　

即
ち
、
す
べ
て
の
こ
と
に
序
破
急
が
あ
る
の
だ
。

 　

さ
て
、
丹
波
明
氏
は
東
京
芸
大
作
曲
科
を
卒
業
後
渡
仏
、

パ
リ
国
立
高
等
音
楽
・
舞
踊
学
校
に
学
ん
で
、
オ
リ
ヴ
ィ

エ
・
メ
シ
ア
ン
に
師
事
し
た
現
代
音
楽
の
作
曲
家
。
フ
ラ

ン
ス
国
立
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
で
主
任
研
究
員
、
パ
リ
大

学
で
も
教
鞭
を
と
っ
た
。
現
在
81
歳
、
帰
国
せ
ず
今
も
フ

ラ
ン
ス
に
在
住
し
て
い
る
。
氏
は
音
楽
理
論
だ
け
で
な
く
、

能
楽
の
理
論
に
も
精
通
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
『
能
音
楽
の

構
造
』『
日
本
音
楽
理
論
の
と
そ
の
美
学
』
を
パ
リ
で
出
版

し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

 

そ
の
丹
波
氏
に
、「
現
代
に
よ
み
が
え
る
日
本
音
楽
の

思
考
型
」
と
副
題
の
あ
る
『「
序
破
急
」
と
い
う
美
学
―
』

２
０
０
４
年
と
い
う
日
本
語
に
よ
る
一
書
が
あ
り
、
音
楽

家
か
ら
見
た
世
阿
弥
の
能
楽
、
と
く
に
「
序
破
急
」
を
綿

密
に
考
察
し
て
い
る
。
前
章
の「
む
す
ひ
」や
本
居
宣
長『
古

事
記
伝
』
な
ら
び
に
丸
山
眞
男
の

『
歴
史
意
識
の
「
古
層
」』
を
俎
上

に
乗
せ
、
持
論
を
展
開
す
る
。

 　

丹
波
氏
は
音
楽
家
な
だ
け
に
、

丸
山
眞
男
の
執バ
ッ
ソ
・
オ
ス
テ
ィ
ナ
ー
ト

拗
な
持
続
低
音
に

　一              一
　品　 →      〇
                       〇  〇
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は
強
く
反
応
し
、「
な
る
」「
つ
ぎ
」「
い
き
ほ
ひ
」
が
ま
と

ま
っ
た
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
に
序
破
急

が
あ
る
と
論
を
す
す
め
る
。
そ
れ
か
ら
、
嘆
息
し
て
、
こ

う
結
論
、

こ
こ
で
惜
し
ま
れ
る
の
は
、
丸
山
眞
男
が
「
序
破
急
」

原
則
を
知
っ
て
い
た
ら
、
彼
の
い
う
「
次
々
に
成
り

行
く
勢
い
」
と
「
序
破
急
」
と
を
結
び
付
け
、
多
く

の
新
し
い
進
展
を
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
逆
に
、
野
上
豊
一
郎
が
日
本
書
紀
、
古
事
記

に
現
れ
た
基
底
観
念
「
次
々
に
成
り
行
く
勢
い
」
を

感
知
し
て
い
た
ら
、
お
そ
ら
く
世
阿
弥
の
「
序
破
急
」

に
別
の
次
元
を
付
け
加
え
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

 　

こ
う
し
て
私
は
、『
丸
山
眞
男
集
』
に
目
を
通
し
て
、
日

本
文
化
の
古
層
に
流
れ
る
三
つ
の
動
詞
、「
な
る
」「
つ
ぎ
」

「
い
き
ほ
ひ
」
を
知
り
、

丹
波
明
氏
の
指
摘
に
よ

り
、
こ
の
こ
と
が
「
序

破
急
」
に
直
結
す
る
こ

と
を
学
ん
だ
。

　

序
破
急
を
簡
略
化
す

れ
ば
、「
品
」
と
い
う

字
に
な
る
の
だ
が
、
ど

う
で
あ
ろ
う
。 

　

 

　

 

よ
う
や
く
、『
倭
詩
』
の
構
成
に
た
ど
り
つ
い
た
。
ど

の
章
で
も
よ
ろ
し
い
、
そ
の
構
成
を
見
て
み
よ
う
。
た
と

え
ば
、「
哀
し
み
の
袂
、
懐
か
し
き
茲
」、
こ
の
章
で
は
冒

頭
に
額
田
王
の
一
首
が
太
字
で
引
用
さ
れ
る
。「
巴
馬
と
日

本
」
で
は
、『
十
八
史
略
』、「
去
私
と
忘
我
」
で
は
清
元
節

『
隅
田
川
』
の
一
説
と
い
う
よ
う
に
、
ま
ず
本
文
内
容
を
読

者
に
提
供
す
る
に
相
応
し
い
句
歌
詩
な
ど
が
置
か
れ
て
イ

ン
ト
ロ
と
な
る
。
つ
ぎ
に
、
ま
ほ
ろ
ば
主
人
が
本
当
に
述

べ
た
い
こ
と
か
ら
、
や
や
離
れ
た
身
近
な
話
題
が
語
ら
れ
、

ゆ
る
や
か
に
展
開
、
次
に
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
置
き
、
次

第
に
論
調
は
切
迫
し
て
ゆ
く
、
す
な
わ
ち
序
破
急
。

　

一
品
の
「
一
」
が
冒
頭
の
引
用
句
、「
品
」
が
序
破
急
で

あ
る
と
の
こ
と
、
お
わ

か
り
い
た
だ
け
た
だ
ろ

う
か
。

　

も
っ
と
も
、
世
阿
弥

が
能
楽
を
単
純
な
「
序

破
急
」
三
段
に
切
っ
た

の
で
は
な
い
よ
う
に
、

『
倭
詩
』
も
安
易
に
流
れ
た
序
破
急
・
三
段
に
切
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
歌
人
・
塚
本
邦
雄 

に
『
序
破
急
急
』
が

あ
る
が
、
章
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
逼
迫
し

た
四
段
切
れ
も
あ
り
、
五
段
も
あ
り
、「
六
段
あ
る
事
も
あ

る
べ
し
」。

 

序
破
急
に
五
段
あ
り
。
序
一
段
、
破
三
段
、
急
一
段

な
り
。

本
説
の
体
分
に
よ
り
て
、
六
段
あ
る
事
も
あ
る
べ
し
。

ま
た
は
、
品
に
よ
り
て
、
一
段
足
ら
で
、
四
段
な
ど

あ
る
能
も
あ
る
べ
し
。

                                                       

世
阿
弥
『
三
道
』

 　

さ
て
『
倭
詩
』「
断
捨
離
と
守
破
離
」
の
章
で
、
ま
ほ
ろ

ば
主
人
は
守
破
離
を
こ
う
喝
破
す
る
。

 

 「
断
捨
離
」
も
「
守
破
離
」
も
最
後
は
「
離
」
に
あ
る
。

 　

 

近
世
日
本
思
想
史
の
源
了

圓
氏
は
編
著『
型
と
日
本
文
化
』

１
９
９
２
年
の
冒
頭
論
文
に
お

い
て
、
広
義
の
日
本
文
化
の
型

は
世
阿
弥
の
「
序
破
急
」
あ
る

い
は
、
江
戸
時
代
の
茶
人
・
川
上
不
白
の
提
起
し
た
「
守

破
離
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
に
先
立
ち
、
評
論

家
・
安
田
武
も
『
型
の
日
本
文
化
』
１
９
８
４
年
の
な
か
で
、

不
白
の
「
守
破
離
」
に
筆
を
費
や
し
た
。

 　

風
が
流
れ
た
。
釣
鐘
に
と
ま
っ
て
眠
っ
て
い
た
胡
蝶
も
、

よ
う
や
く
目
が
覚
め
た
ら
し
い
。
寄
り
道
が
長
す
ぎ
た
よ

う
だ
、
こ
れ
か
ら
「
守
ハ
マ
モ
ル
、
破
ハ
ヤ
ブ
ル
、
離
ハ

は
な
る
」
不
白
の
茶
、
あ
る
い
は
『
不
白
翁
句
集
』
に
立

ち
入
る
時
間
が
な
い
。

　

本
題
に
戻
る
と
し
よ
う
。

 　
　

６
．
品
字
様
と
蕪
蟲
進
化
論

 　
『
倭
詩
』
の
『
老
子
』
第
45
章
の
引
用
は
、

　　　  序破急　⇒　品

          　序   　   ⇒　　口
                  
   破　→　急       口  →　口 

→ → → →
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大た
い
え
い盈
は
沖む
な

し
き
が
若ご
と

く
な
れ
ど
も
、
そ
の
用
は
窮き
わ

ま

ら
ず

 
大
盈
若
沖
、
其
用
不
窮
　

 　

ま
ほ
ろ
ば
主
人
が
、
こ
こ
で

止と
ど

め
て
い
る
の
は
流
石
で
あ
る
。

こ
の
『
老
子
』、
も
う
少
し
引
用

す
る
と
、
若
冲
だ
け
で
な
く
、

も
う
ひ
と
り
の
巨
人
が
登
場
し

て
、
す
こ
ぶ
る
煩
瑣
に
な
る
。

 

大
成
若
缺
。
其
用
不
弊
。
大
盈
若
冲
。

其
用
不
窮
。
大
直
若
屈
。
大
巧
若
拙
。

 　

最
後
の
「
大
巧
若
拙
」、
大
巧
は
拙
な
る
が
若
し
、
こ
こ

か
ら
誕
生
し
た
の
が
大
拙
、
す
な
わ
ち
貞
太
郎
・
鈴
木
大

拙
で
あ
る
。

 　

大
拙
が
英
語
で
書
い

た
『
禅
と
日
本
文
化
』

は
、
日
本
の
禅
文
化
を

広
く
海
外
に
知
ら
し
め

た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ

り
、そ
の
最
終
章
が
「
禅

と
俳
句
」。こ
の
な
か
で
、

芭
蕉
「
古
池
」
の
蛙
に

触
れ
、
蕪
村
の
「
釣
鐘

と
胡
蝶
」
を
解
説
す
る
。

　

蕪
村
贔
屓
の
ひ
と
り
と
し
て
、
私
に
は
禅
を
前
提
と
す

る
大
拙
の
解
釈
が
い
ま
い
ち
得
心
が
ゆ
か
ぬ
部
分
も
あ
る

の
だ
が
、
こ
れ
は
素
人
考
え
、
禅
匠
が
沈
思
黙
考
す
る
と
、

そ
う
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

 　

冬
の
京
都
、
味
覚
と
い
え
ば
蕪
蒸
し
が
美
味
く
な
る
。

「
蕪か
ぶ
ら
む蒸
し
」
と
は
、
す
り
お
ろ
し
た
蕪
を
鯛
な
ど
の
白
身
魚

の
切
り
身
の
上
に
の
せ
て
蒸
し
た
料
理
で
、
天
王
寺
蕪
な

ど
欠
か
せ
な
い
。

 　

そ
れ
で
は
、「
蕪
蟲
」
は
、
何
と
よ
む
か
。
上
記
の
よ
う

に
「
か
ぶ
ら
む
し
」
と
は
訓
ま
な
い
、「
ぶ
ち
ゅ
う
」
と

音
読
す
る
。
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
辞
書
に
な
い
単
語
で
、

私
の
造
語
。

 　

す
こ
し
、「
蕪ぶ
ち
ゅ
う蟲
進
化
論
」
な
ど
論
じ
た
い
。

 　

字
源
会
意
で
「
虫
」
一
文
字
は
、
ま
む
し
の
形
を
象
か
た
ど

っ

た
も
の
。
さ
ら
に
一
般
に
、爬
虫
類
の
意
味
も
表
す
。「
蟲
」

は
、
生
物
全
般
を
意
味
す
る
も
の
を
示
し
、
別
字
を
構
成

し
て
い
た
が
、
古
く
か
ら
、「
虫
」
は
「
蟲
」
の
略
字
と
し

て
混
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

私
は
蕪
村
贔
屓
、
と
前
記
し
た
が
、
こ
の
「
贔
」
と
い

う
字
、あ
る
い
は
磊
落
の
「
磊
」、「
轟
」、「
森
」「
晶
」「
林
」

「
弱
」
な
ど
、
同
じ
漢
字
を
２
個
あ
る
い
は
３
個
組
み
合
わ

せ
て
構
成
さ
れ
る
漢
字
を
「
理り

ぎ

じ
義
字
」
と
い
う
。
あ
る
い

は
「
品
」
が
代
表
的
な
文
字
な
の
で
、
品ひ
ん
じ
よ
う

字
様
と
も
言
う
。

「
蟲
」
も
ま
た
同
じ
。

 　

さ
て
、「
森
」
の
な
か
の
３
本
の
木
、
そ
の
種
類
は
何
か
。

こ
れ
は
解
の
無
い
愚
問
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
蕪
村
に

お
け
る
「
蟲
」
３
匹
、
三
角
形
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に

も
見
え
る
文
字
、
そ
れ
な
ら
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

島
田
編
集
長
、
こ
の
蟲
は
、
蚊
・
毛
虫
・
蝶
で
す
よ
。

 

昼
を
蚊
の
こ
が
れ
て
と
ま
る
徳
利
か
な
　
蕪
村　

明
和
五
年

み
じ
か
夜
や
毛
む
し
の
上
に
露
の
玉    

　
同       

明
和
六
年

釣
鐘
に
と
ま
り
て
眠
る
胡
て
ふ
哉
　
　
　
同       

年
時
不
詳

 

　

さ
て
さ
て
、
日
本
の
伝
統
文
化
を
理
解
す
る
上
で
、「
見

立
て
」
を
知
る
こ
と
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
が
、
蕪
村
を

解
釈
す
る
に
は
、
さ
ら
に
「
反
転
」
に
つ
い
て
も
呑
み
込

む
必
要
が
あ
る
。
蟲
の
３
句
も
ま
た
お
な
じ
。
ま
ず
、
画

家
の
発
想
か
ら
見
て
い
こ
う
。

 　

 

高
橋
誠
一
郎
さ
ん
は
、
福
澤
諭
吉
の
門
下
で
慶
應
義
塾

の
塾
長
代
理
を
務
め
、
経
済
学
者
と
し
て
は
重
商
主
義
経

済
学
説
の
研
究
で
知
ら
れ
る
。
戦
後
は
文
部
大
臣
、
東
京

国
立
博
物
館
官
庁
を
歴
任
、
と
く
に
四
半
世
紀
に
わ
た
っ

て
日
本
芸
術
院
の
院
長
の
座
に
あ
っ
た
。
白
川
静
さ
ん
の

よ
う
に
長
命
を
保
ち
、
白
寿
を
前
に
卒
し
た
が
、
浮
世
絵

の
権
威
で
あ
り
、
コ
レ
ク
タ
ー
と 

し
て
著
名
、
そ
の
「
高

橋
誠
一
郎
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
膨
大
な
量
だ
っ
た

と
い
う
が
、
死
後
、
大
学
に
寄
贈
さ
れ
、
ウ
ェ
ブ
で
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
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『
高
橋
誠
一
郎
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
・
浮
世
絵
』
全

７
巻
１
９
７
５
～
77
年

の
ゆ
き
と
ど
い
た
解
説

も
素
晴
ら
し
い
。
私
は
、

磯い
そ
だ
　
こ
り
ゅ
う
さ
い

田
湖
龍
斎
と
い
う
浮
世

絵
師
を
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
で
知
っ
た
。
湖
龍
斎
は

「
柱
絵
」
に
才
を
発
揮
し

た
。
柱
絵
と
は
、
柱
隠
し

と
も
呼
ば
れ
、
庶
民
の
家

の
柱
の
節
や
傷
な
ど
を
隠
す
た
め
に
貼
っ
た
、
お
そ
ろ
し

く
細
長
い
浮
世
絵
で
あ
る
。
同
時
代
の
鈴
木
春
信
も
描
き
、

鳥
居
清
長
の
時
代
に
最
盛
期
と
な
っ
た
。
特
殊
な
形
状
の

た
め
、
構
図
が
勝
負
で
あ
る
が
、
磯
田
湖
龍
斎
の
柱
絵
は

見
事
で
あ
る
。

 　

柱
絵
の
よ
う
な
絵
は
極
端
で
あ
る
が
、
掛
け
軸
の
よ
う

な
縦
長
の
画
面
の
な
か
、
い
か
に
テ
ー
マ
を
絞
り
込
む
か
、

が
絵
師
に
問
わ
れ
る
。
縦
長
構
図
の
ひ
と
つ
の
解
答
が「
寒

鴉
枯
木
図
」
あ
る
い
は
宮
本
武
蔵
描
く
「
枯こ
ぼ
く
め
い
げ
き
ず

木
鳴
鵙
図
」。

イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
、
江
戸
の
漢
詩
人
・
菅か
ん
ち
ゃ
ざ
ん

茶
山
の
縦
長

構
図
は
、
こ
う
詠
ず
る
、

 

　
山
長
水
遠
迥
晴
空
　
山
長
く
水
遠
く  

晴
空
は
る
か
な
り

　
一
掬
愁
心
四
夜
風
　
一
掬
の
愁
心　

四
夜
の
風

　
古
道
無
人
秋
又
過
　
古
道　

人
な
く　

秋
又
過
ぐ

　
寒
鴉
枯
木
夕
陽
中
　
寒
鴉
枯
木　

夕
陽
の
中

                                   『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
・
題
寒
鴉
枯
木
図
』

 　

す
っ
と
垂
直
に
伸
び
た
一
本
の
枯
木
に
カ
ラ
ス
を
と
ま

ら
せ
、
あ
る
い
は
モ
ズ
を
配
す
。
縦
に
長
い
画
幅
に
う
ま

く
調
和
す
る
。
芭
蕉
は
俳
人
と
し
て
直
截
に
反
応
し
、「
枯

朶
に
烏
の
と
ま
り
け
り
秋
の
暮
」
と
吟
じ
た
が
、
画
家
と

し
て
蕪
村
の
把
握
は
こ
れ
ら
を
反
転
さ
せ
、「
枯
枝
に
と
ま
0

0

っ
た
0

0

烏
」
図
を
「
徳
利
に
と
ま
っ
た

0

0

0

0

昼
蚊
」
に
変
え
て
み

せ
た
の
だ
が
、
長
く
な
る
の
で
、
陰
陽
五
行
を
も
取
り
込

ん
で
、
西
行
を
見
事
に
反
転
さ
せ
た
芭
蕉
の
手
法
に
つ
い

て
は
別
稿
に
委
ね
た
い
。

 　

 

さ
て
、
蕪
村
は
徳
利

に
と
ま
っ
た
昼
蚊
に
注

目
し
、
こ
れ
に
俳
を
感

じ
て
作
句
す
る
。
こ
こ

ま
で
は
平
凡
だ
が
、
こ

こ
か
ら
蕪
村
は
見
立
て

と
反
転
を
重
ね
る
。
す
な
わ
ち
、
直
立
し
た
徳
利
を
、
次

ぎ
に
は
横
に
倒
し
、
こ
れ
を
何
と
毛
蟲
に
見
立
て
た
の
だ
。

そ
れ
か
ら
、
昼
の
蚊
は
数
を
増
や
し
、
毛
蟲
の
背
中
に
た

く
さ
ん
の
露
玉
に
な
っ
て
散
じ
る
。
こ
の
見
立
て
・
反
転

に
も
俳
諧
を
感
じ
る
が
、
蕪
村
の
非
凡
な
と
こ
ろ
は
、
さ

ら
に
反
転
を
重
ね
た
こ
と
だ
。

　
「
俳
句
を
ひ
ね
る
」
と
い
う
が
、
こ
の
反
転
こ
そ
、
ま
さ

に
「
ひ
ね
り
」
の
技
法
と
い
え
よ
う
。
蕪
村
は
横
に
倒
し

た
毛
虫
を
も
う
一
度
直
立
さ
せ
、
軽
量
の
徳
利
か
ら
重
厚

そ
の
も
の
、
釣
鐘
へ
と
反
転
、
昼
蚊
の
と
ま
っ
た
位
置
に
、

今
度
は
一
匹
の
胡
蝶
を
配
し
て
眠
ら
せ
る
。

 　

ま
あ
、
こ
の
着
想
だ
け
な
ら
、
並
の
俳
人
に
終
わ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
蕪
村
の
凄
さ
は
、
読
み
手
の
記
憶
に
残

る
よ
う
な
音
韻
で
一
句
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

 

与
謝
蕪
村
は
卓
越
し
た
俳
人
で
あ
り
、
超
一
流
の
画
家

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
視
覚
の
蕪
村
、
聴
覚
の
芭
蕉
な
ど

と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
正
鵠
を
射
て
い

な
い
。
本
稿
の
主
題
は
句
解
で
は
な
い
の
で
詳
細
は
避
け
、

句
に
お
け
る
蕪
村
の
比
類
無
き
聴
覚
に
つ
い
て
は
省
筆
す
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る
が
、
こ
こ
で
簡
単
に
「
中
七
の
音
韻
技
法
」
だ
け
語
っ

て
お
け
ば
、

 
行
く
春
や
む
ら
さ
き
さ
む
る 

筑
波
山　
　

蕪
村　　

 　

中
七
の
「
む
ら
さ
き
さ
む
る
」
が
こ
の
句
の
眼
目
、
こ

の
声
調
、
こ
の
句
法
で
あ
る
。

 　

先
行
句
と
し
て
芭
蕉
が

中
七
を
本
歌
取
り
し
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
、

 　
　
　

世
に
ふ
る
も
更
に
時
雨
の
や
ど
り
か
な　
　

宗
祇

  　

あ
る
い
は
『
冬
の
日
』
の
歌
仙
か
ら
、

 　
　
　

笠
ぬ
ぎ
て
無
理
に
も
ぬ
る
ゝ
北
時
雨　
　

荷
兮

 　

さ
ら
に
芥
川
龍
之
介
が
絶
賛
し
た
『
猿
蓑
』
の
、

 　
　
　

灰
捨
て
白
梅
う
る
む
垣
ね
か
な 　
　

凡
兆

 　

な
ど
の
傑
作
を
掲
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
昼
蚊
、
胡
て

ふ
の
句
、
ま
た
し
か
り
。

 

化
は
三
角
形
と
な
る
。
前

章
の
よ
う
に
、
３
匹
の

「
蟲
」
を
図
解
す
れ
ば
、

こ
う
な
る
。 

               　
　
　
　
　

　

 

　

戦
時
下
、
昆
虫
採
集
に

熱
中
し
た
少
年
・
手
塚

治
は
、
漫
画
家
と
し
て
の

ペ
ン
ネ
ー
ム
を
好
き
な

オ
サ
ム
シ
に
ち
な
ん
で
、

手て
づ
か
お
さ
む

塚
治
蟲
と
し
た
。
初
期

の
筆
名
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
蟲
か
ら
虫
に
か
わ
っ
た
手
塚
治
虫
と
い
う
名
前
、

こ
れ
は
「
て
づ
か
・
お
さ
む
し
」
と
訓
ま
せ
る
こ
と
が
叶

わ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
わ
せ
、「
退
化
論
」
と
言
え
な
く
も

な
い
。
し
か
し
、
漫
画
家
の
戒
名
は

　「
伯
藝
院
殿
覚
圓
蟲
聖
大
居
士
」
―　

き
ち
ん
と
蟲
の

字
が
使
わ
れ
て
い
る
。 

                                                    

つ
づ
く

 

　

か
く
て
、

 　
　
　

昼
蚊
　
→
　
毛
蟲
　
→
　
胡
蝶

 　

と
い
う
具
合
に
「
句
が
進
化
」
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
が
「
蕪ぶ
ち
ゅ
う蟲
進
化
論
」
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
ひ
と
つ
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
進
化
は
一
方
的

な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
昼
蚊
も
ま
た
胡
蝶
の

進
化
に
大
い
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、「
去
り
嫌
い
」
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

連
歌
・
連
句
の
「
去
り
嫌
い
」
と
は
、「
差
し
合
い
」
と

も
い
い
、
一
巻
の
中
に
類
似
の
言
葉
や
事
物
が
規
定
以
上

に
近
づ
く
の
を
嫌
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
禁
ず
る
規
定
を

指
す
。「
打
ち
越
し
」
に
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
だ
。

 　
「
去
り
嫌
い
差
合
」
に
つ
い
て
寺
田
寅
彦
は
『
俳
諧
の
本

質
的
概
論
』
１
９
３
５
年
の
な
か
で
、
こ
う
指
摘
す
る
。

 
連
歌
に
始
ま
り
俳
諧
に
定
ま
っ
た
式
目
の
い
ろ
い
ろ

の
規
則
は
和
声
学
上
の
規
則
と
類
似
し
た
も
の
で
、

陪
音
の
調
和
問
題
か
ら
付
け
心
の
不
即
不
離
の
要
求

が
生
じ
、
楽
章
と
し
て
の
運
動
の
変
化
を
求
め
る
た

め
に
打
ち
越
し
が
顧
慮
さ
れ
去
り
嫌
い
差
合

0

0

0

0

0

0

の
法
式

が
定
め
ら
れ
、
人
情
の
句
の
継
続
が
戒
め
ら
れ
る

  　

も
ち
ろ
ん
、
蕪
村
は
実
際
に
毛
蟲
が
蛹
化
し
て
蛹
と
な

り
、
蛹
が
羽
化
し
て
胡
蝶
に
と
い
う
一
方
的
な
変
態
を
、

現
実
に
そ
の
目
で
見
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
蕪
蟲
の
進

　　　　　　昼蚊
 

 

                                                     

毛蟲　　　→          胡蝶

→
 

→
 


