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風

土

文

芸

学

の

構

想

―
―
萬
葉
学

の

一
分
野
と
し
て
―
―

八

木

毅

本
稿
に
お
い
て
用
ひ
て
ゐ
る

「
風
土
文
芸
学
」
な
る
用
語
は
、
か
ね
て
高
木
市
之
助
博
士
が
使
ひ
な
ら
し

て
こ
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
般
に
、
文
芸
作
品
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
読
者
か
ら
独
立
に
、
言
は
ば
客

観
的
に
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
女
芸
が
、
文
芸
の
学
に
お
け
る
主
体
的
な
意
味
に
お
い
て
、

成
立
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
が
客
観
的
に
存
在
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
と

は
、
ま
た
別
な
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
文
芸
が
成
立
す
る
の
は
、
そ
の
表
現
に

あ
ひ
対
す
る
享
受
者
の
、
受
容
過
程
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と
い
ふ

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
言
ひ
か
へ
れ
ば
、
文
芸
は
、
享
受
者
の
追
体
験
の

場
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
り
た
ち
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
た
と
へ
ば
万
葉
集
の
場
合
で
い
へ
ば
、客
体
的
ｏ文
献
学
的
な
意
味
に
お

い
て
は
す
で
に
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
頃
に
万
葉
集
そ
の
も
の
は
成

ヽ
　
　
　
　
　
　
　
（註
１
）

立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

一
方
、
文
芸
学
的
な
意
味
に
お
い
て

万
葉
集
の
成
立
と
い
ふ
こ
と
が
い
へ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
何
ら
か
の
か
た

ち
で
万
葉
集
の
造
型
を
理
解
し
、
さ
う
し
た
理
解
と
い
ふ
段
階
を
通
し
て
再
び

万
葉
集
誕
生
の
過
去
に
お
し
も
ど
し
客
観
化
し
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
万
葉
集

は
成
立
し
た
と
い
へ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

文
芸
研
究
は
、
研
究
対
象
と
し
て
の
文
芸
の
、
追
体
験
を
可
能
な
ら
し
め
る
作

業
が
基
礎
的
に
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

文
芸
は
広
い
意
味
に
お
け
る
人
間
生
活
の
反
映
で
あ
り
、
そ
し
て
あ
る
時
限

の
、
い
ま

ｏ
こ
こ
に
在
る
人
間
を
根
本
的
に
限
定
す
る
も
の
が
時
間

・
空
間
と

（註
２
）

い
ふ
二
形
式
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
文
芸
の
周
辺
環
境
と
呼
び
う
る
も
の
が
、

一
つ
は
縦
に
歴
史
的
な
所
謂
時
間
的
契
機
と
、
も
う

一
つ
は
横
に
天
候
地
理
社

会
的
な
所
謂
方
処
的
契
機
の
二
つ
の
範
疇
に
わ
け
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に
も
な

る
の
で
あ
る
。

万
葉
文
学
を
と
り
ま
い
て
ゐ
る
環
境
と
し
て
の
地
理
的
な
も
の
に
は
、
雨
雲

雪
霧
霞
日
月
な
ど
が
附
随
し
て
多
彩
な
様
相
を
示
す
川
や
野
、
道
や
海
、
山
な

ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
は
、
万
葉
文
学
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
も
ろ
も
ろ
の
風
土
的
な
も
の
を

研
究
の
便
宜
上
二
つ
の
段
階
に
わ
け
、
そ
の
第

一
次
段
階
を
文
芸
地
理
学
と
し



て
風
土
文
芸
学
の
基
礎
的
段
階
と
し
、
そ
の
第
二
次
段
階
を
風
土
文
芸
学
と
し

文
芸
の
↑
）
」
で
は
万
葉
集
の
）本
質
研
究
の
段
階
と
し
て
構
想
し
た
。

註
”
導
舞
劃
一
“
鋼
輝
¨
約
一
章
ｒ
動
薪
¨
剛
燎
稀
』
（
¨
ｍ
謝
調

と ．
潮

れ 。
嗜

ゐ
る
。
文
芸
地
理
学
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
ま
づ
最
初
に
そ
れ
ら
す
べ
て
が

一

応
、
考
察
の
対
象
と
な
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
を
整
理
し
、
諸
資
料
を
参
考

し
て
万
葉
文
学
の
地
理
的
環
境
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
風
土
文
芸
学
の

第

一
次
的
段
階
に
属
す
べ
き
操
作
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
段
階
に
お
い

て
は
個
々
の
作
品
の
表
現
す
る
自
然
形
象
を
、
詩
的
形
象
と
し
て
理
解
す
る
に

先
立
っ
て
、
ま
づ
客
観
地
理
と
し
て
表
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
山
野
河
川
湖
海
に
往
還
港
津
都
城
な
ど
の
人
文
地
理
的
な
も
の
を
も

含
め
て
の
万
葉
集
に
お
け
る
文
芸
地
理
の
復
元
と
い
ふ
こ
と
が
実
証
的
に
進
め

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

例
へ
ば
、
巻
十
七
に
出
て
ゐ
る

「遊
覧
布
勢
水
海
賦

一
首
」
元
空
な
ど
の
布

勢
水
海
は
室
町
時
代
の
中
頃
ま
で
は
殆
ん
ど
原
形
を
存
し
て
ゐ
た
こ
と
が
鰤
弾

れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
を
ど
の
範
囲
に
限
定
す
る
か
は
容
易
な
事
柄
で
は
な
い
。

万
葉
集
に
所
出
歌
が
多
い
の
に
そ
の
地
理
的
相
貌
の
明
ら
か
に
し
が
た
い
も

の
は
摂
津

・
河
内
の
両
国
、
と
く
に
難
波
で
あ
る
。
従
来
は
北

・
中
河
内
の
万

葉
時
代
に
お
け
る
沼
沢
地
帯
を
過
大
に
見
、
し
か
も
そ
れ
を

「難
波
江
で
あ

っ

た
の
で
あ
ら
う
」
と
し
、
そ
の
大
き
さ
を
示
す
根
檬
に
明
治
十
八
年
の

「大
阪

府
下
洪
水
澱
川
沿
岸
被
害
細
図
」
を
あ
げ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
図
に
水
没
し
て
ゐ

銘
郵
つ
の
す
べ
て
を
万
葉
時
代
の
沼
沢
地
と
す
る
の
は
早
計
で
、
河
内
の
低
地

遺
跡
と
し
て
は
森
小
路
の
弥
生
式
遺
跡
、
高
瀬
寺
址

（奈
良
朝
寺
院
址
、
出
土

瓦
は
白
鳳
様
式
）
、
寝
屋
川
市
高
柳
の
高
柳
廃
寺
、
河
内
市
の
西
郡
廃
寺

（出

土
瓦
は
自
鳳
様
式
）
な
ど
が
点
在
し
、

（延
喜
式
や
和
名
抄
の
神
社
名
や
讃
良

日
の 。
は
同
嘲

低 ．
畔
「
回
家
酬
な
』

力ヽ る
剛
に
は
暉
撃
聯
『
律
』
』
網
家
に
は
制
一

器
、
埴
輪
の
破
片
な
ど
を
発
堀
し
て
ゐ
て
、
こ
れ
ら
か
ら
推
し
て
も
上
町
台
地

嚇̈飢″̈
悧赫̈
唯卿雌け離嘲”」“いは料『卸い赫尊噺ほ〓腱い

出にい（は行”「森蜻」赫い【討壕〔峰いは議はＦつまはは四̈
動中

純商かれ一潮難」̈
“あ移̈
凱ｒ騨け班力ヽ史剃岬つの一も力、「爾こヵ、「け襲ベ

こばしいことである。

万
葉
地
理
復
元
の
作
業
は
文
芸
地
理
学
の
最
初
に
立
て
ら
れ
る
べ
き
課
題
で

あ
り
、
そ
れ
は
残
存
地
名
や
古
文
書
な
ど
の
検
討
と
共
に
、
考
苦
学

・
一
般
史

学
さ
ら
に
人
文
地
理
学
の
援
用
を
え
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

万
葉
集
の
戸
外
的
性
格
に
対
し
て
、
平
安
時
代
以
降
の
和
歌
は
周
知
の
如
く

思
弁
的
構
成
的
性
格
を
も
ち
、
時
代
の
降
下
に
伴

っ
て
伝
授
に
よ
る
歌
境
の
回

定
化
が
み
ら
れ
、
多
く
の
場
合
歌
人
は
そ
の
土
地
を
踏
ま
ず
し
て
地
名
を
よ
む

所
謂
歌
枕
に
よ
る
と
い
ふ
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
生
じ
た
。
能
因
歌
枕
に
は
じ
ま
り
八

雲
御
抄
の
名
所
部
や
宗
祇
の
名
所
方
角
抄
な
ど
が
次
々
に
尊
重
さ
れ
た
り
し
て

江
戸
時
代
に
は
す
で
に
万
葉
集
に
所
出
す
る
地
名
が
明
確
で
な
く
な
っ
た
も
の

が
多
く
な
っ
た
。
契
沖
の
勝
地
吐
懐
篇
以
下
の
歌
枕
に
つ
い
て
の
著
述
が
、
中

世
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
揆
を

一
に
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
ら
う
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
た
く
し
は
、
万
葉
地
理
中
、
従
来
諸
説
の
対
立
し
て

き
た
も
の
を
如
何
に
処
理
す
べ
き
か
と
い
ふ
問
題
に
つ
い
て
、　
〓

一の
例
を
挙



げ
て
考
へ
て
ゆ
き
た
い
。

万
葉
集
巻

一
の

「幸
讃
岐
国
安
益
郡
之
時
軍
王
見
山
作
歌
」
三
に
で

〈
て
ま
％

網
の
浦
が
綱
の
浦
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
自
井
繁
太
郎
氏
以
来
、
現
在
定
説

と
な
っ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
自
井
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
つ
い
て
真
淵
が

「

神
祇
式
に
讃
岐
国
綱
丁
、
和
名
抄
に
同
国
鵜
足
都
に
津
乃
郷
と
あ
り
、
そ
こ
の

浦
な
る
べ
し
、
綱
を
つ
の
と
云
は
古
言
な
り
、
今
本
に
網
浦
と
な
り
て
あ
み
の

浦
と
訓
し
か
ど
、
ょ
り
所
も
見
え
ず
」
と
い
っ
て
ゐ
‐る
の
は
、
実
地
調
査
が
彼

に
欠
け
て
ゐ
た
か
ら
に
よ
る
謬
説
で
あ

っ
た
。
江
戸
時
代
中
期
ま
で
坂
出
の
海

岸
を
網
の
浦
と
称
し
て
ゐ
た
こ
と
が

「自
水
郎
の
す
さ
び
」
に
記
さ
れ
て
を
り

こ
の
こ
と
を
傍
証
す
る
二
三
の
資
料
を
も
あ
げ
て
を
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
江
戸
時
代
ま
で
万
葉
の
地
名
が

一
応
残
存
し
て
ゐ
た
と
み
ら
れ
る
場
合
で
あ

る
。
残
存
地
名
と
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
あ
る
期
間
廃
絶
し
て
ゐ
た

も
の
が
再
び
用
ひ
ら
れ
る
に
至
る
場
合
が
あ
る
。
高
橋
虫
麿
の
浦
嶋
子
を
詠
ん

だ
長
歌
に
所
出
の
住
の
江
な
ど
は
こ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
故
残
存
地
名
で
も
都
邑

に
あ

っ
た
り
、
愴
桑
の
変
を
記
録
し
て
ゐ
る
や
う
な
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
が
変
遷
の
有
無
に
関
す
る
検
討
を
も
必
要
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

次
に
残
存
し
な
い
と
さ
れ
て
ゐ
る
地
名
で
、
現
在
ほ
ぼ
そ
の
所
在
の
輸
廓
が

判
明
し
て
を
り
な
が
ら
、
諸
説
並
立
し
て
ゐ
て
わ
た
く
し
が
そ
の
い
づ
れ
に
も

確
定
で
き
な
い
で
ゐ
る
場
合
の
例
と
し
て
、
野
坂
の
浦
を
あ
げ
た
い
。
野
坂
の

浦
を
熊
本
県
芦
北
郡
田
浦
村
の
湾
入
と
す
る
も
の
、
同
郡
佐
敷
町
と
す
る
も
の

同
郡
水
俣
市
と
す
る
も
の
の
三
説
が
あ
る
。
問
題
の
歌
は
万
葉
集
巻
三
の

螢

茅

騨

卿
酬
斃

謡

舞

肇

騨

律

見み
驚

員

以
上
の
四
首
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
聯
の
歌
が
自
律
す
る
野
坂
の
浦
は
同
芦
北
郡

に
あ

っ
て
、
水
島
ま
で
は

一
航
程
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
同
薩
摩
の
迫
門

（黒
の

瀬
戸
）
が
雲
居
は
る
か
に
で
は
あ
る
が
遠
望
の
き
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
野
坂
の

浦
と
い
ふ
地
名
は
文
芸
に
も
文
書
に
も
江
戸
時
代
以
前
の
も
の
は
右
の
②
以
外

に
は
一舜
“

て
ゐ
な
い
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
０
＜口＞
の
二
條
件
の
範
囲
で
考

へ
れ
ば
、
前
記
田
浦

・
佐
敷

・
水
俣
の
三
湾
い
づ
れ
を
野
坂
の
浦
に
比
定
し
て

も
差
支
へ
は
な
い
の
だ
が
、
日
浦
で
は
薩
摩
の
迫
門
が
梢
遠
く
な
り
す
ぎ
る
の

な〔れ】″】期の。Ｍ群にはりがほか』］降に（ぃ時口導凱鰤罐』げい

は
な
い
と
い
ふ
外
な
い
の
で
あ
る
。

地
理
的
環
境
が
用
字
を
規
制
し
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は

普
通
名
詞
だ
が
、
み
な
と

（水
門

・
湊
）
を
あ
ら
は
す

「湖
」
字
で
あ
る
。

「

水
門
」
の
用
字
の
本
義
が
自
然
地
理
的
で
あ
る
の
に
対
し
て

「湊
」
は
人
文
地

理
的
で
あ
る
と
言

へ
る
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
で

「湖
」
は
そ
の
両
者
を

一
つ
に

し
た
や
う
な
意
味
内
容
を
も

っ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

「湖
」
は

「潮
」
と

の
間
に
進
騰
ゞ
し
く
は
混
同
を
み
る
が
、
本
来
は

「湖
」
で
あ
り
、
万
葉
集
で

は
大
体
藤
原
宮
以
降
に
使
用
さ
れ
、
風
土
記

・
霊
異
記
な
ど
に
も
比
較
的
広
く

及
ん
で
ゐ
る
。
こ
の
用
字
現
象
が
人
文
地
理
的
な
も
の
と
関
聯
す
る
と
い
ふ
の

は
、

「湖
」
字
の
原
義

『瀦
水
之
大
跛
』
か
ら
来
て
を
り
、
現
に
、
万
葉
集
で

触」］』螂制
の二年ｒ麟薪裁脚郡一す九」刹̈
隷脚
（珂一峰辱梅一Ⅷ蜘」」ぼ

土
記
の
林
潮

（明
石
郡
）、
継
潮

（飾
磨
郡
）、
霊
異
記
の
日
高
郡
之
潮
…
…
過

潮
入
海

（巻
下
第
二
五
話
）
な
ど
が
示
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
こ
れ
ら
の

「み
な



と
」
は
す
べ
て
河
口
港
で
あ
り
、
水
門
に
因
っ
て

「湖
」
字
を
あ
て
る
に
至
っ

た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

湮
減
地
理
復
元
へ
の
努
力
は
既
述
の
如
く
万
葉
研
究
の
最
初
に
必
要
な
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
と
関
聯
し
て
考
察
せ
ら
れ
る
べ
き
水
陸
交
通
や
、
そ
の
他
の
人

文
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
、
や
は
り
第

一
次
の
、
ご
の
段
階
に
お
い
て
扱
は

れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
分
明
な
も
の
、
復
元
さ
れ
た
も
の
、
推
定
さ
れ
る
も
の
な
ど
に
よ

っ
て
万
葉
に
お
け
る
文
芸
地
理
学
の
第

一
次
的
な
作
業
は

一
応
で
き
あ
が
る
。

こ
の
過
程
に
お
い
て
歌
か
ら
切
断
さ
れ
、　
一
種
無
機
物
的
な
性
格
を
帯
び
さ
せ

ら
れ
て
ゐ
た
地
名

・
地
形
な
ど
も
ろ
も
ろ
の
地
理
は
、
再
び
も
と
の
全
き
文
芸

と
し
て
の
姿
に
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
風
土
文
芸

学
の
究
極
の
目
標
と
す
べ
き
第
二
次
的
な
課
題
が
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
わ
た
く
し
は
、
第

一
次
作
業
の
要
求
す
る
実
証
的
な
、
そ
し

て
万
葉
の
地
理
が
現
在
の
市
町
村
の
何
処
に
あ
た
る
か
と
い
ふ
や
う
な
、
言
は

ば
機
械
的
な
、
そ
し
て
ま
た
餘
り
に
も
非
文
芸
的
な
操
作
に
対
す
る
反
省
の
も

と
に
万
葉
歌
の
風
土
的
関
聯
を
考

へ
ね
ば
な
ら
な
い
段
階
に
き
た
と
思
ふ
の
で

あ
る
。

風
土
文
芸
学
の
第
一
次
的
な
段
階
は
以
上
に
述
ゃヽ
で
き
た
や
う
に
概
ね

形
而
下
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
段
階
は
、
風
土
文
芸
学
の
内
の
交
芸
地
理
学
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ

ち
た
。
そ
れ
は
操
作
自
体
に
お
い
て
は
、
歴
史
地
理
学
と
同
様
同
列
な
も

の
で
あ
り
な
が
ら
、
主
体
的
な
意
味
で
は
明
白
な
目
的
意
識
が
存
す
る
べ

き
で
あ
っ
て
、
論
理

―

乃
至
は
説
明
の
都
合
上
、
本
稿
で
第

一
次
段
階

・
第
二
次
段
階
と
し
て
分
け
た
と
こ
ろ
も
、
実
践
的
に
は
、
決
し
て
こ
の

や
う
に
分
明
に
区
分
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
渾
融
の
如
く
に
見
ら

れ
る
考
察
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
と
い
ふ
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は

も
と
も
と
、
つ
ね
に
風
土
文
芸
学
の
立
場
に
立
っ
て
の
認
識
、
い
い
か
ヘ

れ
ば
、
文
芸
研
究
へ
の
志
向
が
必
須
不
可
欠
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
し
て
、
第

一
次
段
階
に
も
の
ぞ
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
地
理
的

復
元

一
つ
に
し
て
も
、
歴
史
地
理
学
に
お
け
る
結
論
が
そ
の
ま
ま
利
用
で

き
る
と
は
限
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
結
局
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
に
た
っ
て
資

料
の
採
集

・
整
理

・
判
断
を
独
自
に
行
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
、
史
家

と
は
別
個
に
、
或
は
史
家
の
助
け
を
得
て
行
は
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
多
い

と
い
ふ
の
が
実
状
な
の
で
あ
る
。

風
土
文
芸
学
の
第
二
次
的
な
研
究
段
階
は
、
こ
の
学
の
固
有
に
し
て
不
可
欠

の
領
域
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
ふ
風
土
は
既
述
の
如
く
文
芸
に
お
け
る
空
間
的
方

処
的
な
も
の
を
さ
す
の
に
は
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
和
辻

雌
±・４
が
考
察
の
主
題
に
な
っ
て
ゐ
る
如
き
人
間

（文
芸
）
の
外
に
お
い
て
客
観

的
に
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
文
芸
の
内
部
構
造
の
部
分
と
な
り
、
構

成
の
要
素
と
な
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
、
さ
う
い
ふ
意
味
に
お
け
る
環
境
を
さ
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
稿
に
い
ふ
風
土
と
は
、
万
葉
集
の
作
品
の
内
部
に

影
を
お
と
し
て
ゐ
る
自
然
の
景
や
、
微
細
に
万
葉
人
の
生
活
と
か
か
は

（
り
始
』

て
ゐ
る
花
鳥
風
雲
物
産
な
ど
を
も
含
む
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
寄
物
的
、

詠
物
的
、
叙
景
的
お
よ
び
正
述
心
緒
的
関
聯
に
お
い
て
個
々
の
作
品
を
規
定
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

常
陸
国
風
上
記
に
は
風
俗
幅
認
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
出
雲
国
風
土

嘲一け黎腕辞弓』つ「』鍵」わ利罐けはい』̈
浸印中嘘海れ̈
一効『

集
中
の

「
し、
ら、
か
ひ、
つ
く
し
の
国
」

「
み、
す、
ず、
壮
ひ
信
濃
」

「な
か
い
な
甲
斐



の
国
」
な
ど
も
単
な
る
修
辞
と
し
て
の
枕
詞
た
る
に
止
ま
ら
ぬ
意
味
内
容
を
本

来
ハ
一
Ч
』
陣
藤
設
け
回

土
（
ら

い
は
ち
』
ず

藤
森
氏
は
武
蔵
の
国
を
と
り
あ
げ
ら

れ
て
、
そ
の
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
後
、

「
ひ
と
び
と
は
武
蔵

の
風
土
を
み
づ
か
ら
の
風
土
と
し
て
親
し
み
愛
し
、
そ
の
上
に
き
わ
め
て
素
朴

の
か
た
ち
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
相
間
を
形
成
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
、
序
詞

は
主
情
表
現
の
部
分
と
緊
密
な
連
繋
を
た
も
ち
、
自
然
な
聯
想
作
用
に
よ
っ
て

下
部
を
よ
び
起
す
効
果
を
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
。
彼
等
は
自
然
と
の
関
聯
に
お
い

て
つ
ね
に
存
し
、
自
然
に
お
い
て
自
己
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
が
行
は
れ
る
や
う

に
思
わ
れ
る
」
と
言

っ
て
を
ら
れ
る
。
東
歌
の
如
く
等
質
的
な
性
格
が
強
い
と

さ
れ
る
も
の
に
あ

っ
て
は
主
情
を
直
裁
に
吐
露
表
出
し
た
も
の
が
多
い
。
中
で

も
恋
愛
感
情
の
や
う
な
も
の
は
個
人
的
な
、
経
験
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
へ

人
間
普
遍
の
生
命
の
発
現
で
あ
る
。
さ
う
し
た
個
人
感
情
を
普
遍
化
し
、
民
衆

化
し
た
表
現
に
到
達
せ
し
め
て
ゐ
る
も
の
が
、
こ
の
場
合
に
は
彼
ら
を
と
り
ま

い
て
ゐ
た
武
蔵
の
国
の
風
土
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
ら
の
生
活
の
基
底
で

あ
り
、
感
情
の
底
流
を
培
ふ
も
の
で
誌
い
た
。

遣
新
羅
使
人
等
の
歌
に
つ
い
て
も
す
で
に
風
土
と
の
関
聯
が
説
か
れ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
が
、
次
の
場
合
に
つ
い
て
考

へ
て
み
よ
う
。

風
速
浦
舶
泊
之
夜
作
歌
二
首

０
わ
が
ゆ
ゑ
に
、
妹
な
げ
く
ら
し
。
風
速
の
う
ら
の
お
き
べ
に
き
り
た
な
び
け

り
　
一兵
三

０
お
き
つ
か
ぜ
い
た
く
ふ
き
せ
ば
、
わ
ぎ
も
こ
が
な
げ
き
の
き
り
に
あ
か
ま
し

も
の
を

一墨

六

の
二
首
に
例
を
と
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る

０
君
が
ゆ
く
海
邊
の
や
ど
に
き
り
た
た
ば
、
あ
が
た
ち
な
げ
く
、
い
き
と
し
り

ま
せ
　
一一一天
〇

四
秋
さ
ら
ば
、
あ
ひ
み
む
も
の
を
。
な
に
し
か
も
、
き
り
に
た
つ
べ
く
な
げ
き

し
ま
さ
む
　
一一一夭
一

の
贈
答
歌
と
の
間
に
時
間
的
な
対
応
の
関
係
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

田
②
の
二
首
は
、
さ
う
し
た
制
約
の
下
に
あ
る
と
同
時
に
、
空
間
的
に
は
風
速

の
浦
の
風
土
に
直
接
規
定
さ
れ
て
成
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
国
四
の
二
首
は

田
図
の
歌
の
風
土
性
を
予
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
田
図
は
ま
た
そ
の
予
測
を

前
提
と
し
て
造
型
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

ま
た
所
謂
太
宰
府
圏
の
歌
が
詠
出
し
た
と
こ
ろ
の
風
土
性
は
、

「み
や
こ
」

へ
志
向
す
る
精
神
乃
至
主
情
の
抒
情
に
か
か
は
る
も
の
で
あ
っ
た
。　
太
宰

府

圏
の
文
芸
は
、
そ
の
意
識
の
中
に
大
和
が
常
に
底
流
し
て
ゐ
た
官
人

・
貴
族
等

を
、
現
実
に
と
り
か
こ
ん
で
ゐ
た
風
土
に
よ
っ
て
形
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
太
宰
府
圏
の
文
芸
が
も
つ
か
う
し
た
性
格
に
対
し
て
、
さ
き
に
あ
げ
た
東

国
の
歌
は
全
く
対
際
的
な
関
係
に
立
ち
、
し
か
も
さ
う
し
た
相
反
撥
す
る
二
つ

の
風
土
性
の
綜
合

（
と
訃
％
か
た
ち
に
お
い
て
万
葉
集
が
成
立
し
て
ゐ
る
と
い
ふ

こ
と
を
高
木
博
士
が
指
摘
せ
ら
れ
た
。

風
土
文
芸
学
の
第
二
次
的
な
段
階
で
は
万
葉
集
の
風
土
的
構
造
を
解
析
し
て

万
葉
集
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
た
。
そ
し
て
こ
の
風
土
文
芸
学
に
お
け
る
第
二
次
段
階
は
、
第

一
次
段

階
の
文
芸
地
理
学
を
前
提
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
の

文
芸
地
理
学
は
、
第
二
次
段
階
を
志
向
し
、
日
標
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
、
第

一
次
の
段
階
に
お
い
て
万
葉
時
代

一
般
と
し
て
復
元
さ
れ
た
或
る

地
域
の
文
芸
地
理
が
、
そ
の
姿
の
ま
ま
で
集
中
の
実
作
に
形
象
さ
れ
て
ゐ
る
と

は
限
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に

「詩
的
現
実
」
へ
の
造
型
、
創
造
の



過
程
を
究
明
す
る
必
要
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
本
稿
に
い
ふ
第
二
次
の
段
階
こ

そ
は
、
さ
う
し
た
必
要
乃
至
要
求
に
応
ふ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
研
究
の

目
標
と
も
す
べ
き
段
階
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
段
階
で
は
も
は
や
対
象
の

共
時
論
的
な
処
理
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
当
然
こ
こ
に
風
土
文
芸
学
と

文
学
史
と
の
交
渉
の
問
題
が
課
題
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

註
１
　
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）春
正
月

一
日
に
作
っ
た
家
持
の
賀
歌
が
萬

葉
終
焉
歌
だ
と
言
は
れ
て
ゐ
る
の
に
、
古
今
集
雑
下
、
文
室
有
季
の

「神
な

月
し
く
れ
ふ
り
お
け
る
奈
良
の
葉
の
な
に
お
ふ
宮
の
ふ
る
こ
と
そ
こ
れ
」

と
あ
る
の
や
、
真
字
序
に

「昔
平
城
天
子
詔
侍
令
撰
萬
葉
集
」
と
あ
る
の

な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
山
口
孝
雄
博
士
は
、
萬
葉
集
が
朝
廷
に
よ
っ
て

認
め
ら
れ
、
そ
れ
を
公
に
し
得
た
の
は
平
城
天
皇
の
大
同
年
間

（
八
〇
六

―
九
）、
　
つ
ま
り
家
持
段
後
二
十
余
年
後
の
頃
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

註
２
　
一局
木
市
之
助
博
士

「
二
つ
の
風
土
」
中
に
、
縦
に
歴
史
社
会
的
な
所

謂
時
間
的
契
機
と
、
横
に
天
候
地
理
的
な
所
謂
方
処
的
契
機
と
言
は
れ
た

が
、
わ
た
く
し
は
風
土
の
概
念
に
は
人
文
的
な
も
の
を
含
め
て
の
空
間
的

方
処
的
な
も
の
と
し
た
い
の
で
、
社
会
的
な
も
の
を
横
坐
標
に
移
し
た
。

註
３
　
犬
養
孝
氏

「萬
葉
地
理
」
（萬
葉
集
大
成
）

註
４
　
鴻
巣
盛
広
氏

「北
陸
萬
葉
集
古
蹟
研
究
」

註
５
　
奥
野
健
治
氏

「萬
葉
集
に
於
け
る
近
畿
地
方
」
（
萬
葉
集
大
成
Ｙ
〓
」

に
い
ふ
難
波
の
入
江

・
難
波
の
堀
江

・
難
波
の
津

・
難
波
津
宮
な
ど
の
位

置
の
比
定
の
す
べ
て
に
異
議
が
あ
り
、
　
か
つ
、
　
西
国
街
道
が
伊
丹
市
か

ら
西
官
市
の
北
辺
を
通
っ
て
ゐ
る
の
は
そ
れ
よ
り
も
南
側
が
大
き
な
入
海

だ
っ
た
か
ら
だ
と
し
て
を
ら
れ
る
が
、
西
国
街
道
は
現
在
の
京
都
―
神
戸

の
間
で
最
短
距
離
に
お
い
て
設
け
ら
れ
た
為
に
北
に
偏
し
て
ゐ
る
の
で
あ

り
、
入
海
を
考
へ
ら
れ
た
の
は

「居
名
之
湖
」
か
ら
思
ひ
つ
か
れ
た
の
で

あ
ら
う
け
れ
ど
、
こ
の
湖
字
を
萬
葉
集
で
は
淡
水
湖
の
意
に
用
い
た
例
は

一
例
も
な
く
、
す
べ
て
本
稿
に
ふ
れ
て
お
い
た
通
り
に

「
み
な
と
」
と
訓

』藤腱はｒ嘲』ゆ」蠍設誡嘲格制胸中［酬力ヽ近囃畔生へれ議」だ薇

堀
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
藤
沢

一
夫
氏
は
報
告
し
て
を
ら
れ
る
。

註
６
　
島
日
貞
彦
、
有
光
教

一
「
大
阪
市
森
小
路
発
見
の
弥
生
式
遺
跡
に
就

い
て
」
考
古
学
雑
誌
昭
和
六
年

一
〇
月
号
、
参
照
。
こ
れ
ら
は
藤
沢

一
夫

氏

（
大
阪
府
技
師
）
の
御
教
示
に
よ
る
。

註
７
　
船
場

・
島
の
内
の
出
土
品
は
、
地
下
鉄
心
斎
橋
駅
構
内
に
陳
列
さ
れ

て
ゐ
る
。

註
８
　
風
巻
景
次
郎
博
士

「蔵
が
散
る
難
波
」
（
萬
葉
第
１３
号
）
「
大
伴
乃
御

津
」
（
同
第
１８
号
）

註
９
　
瀧
川
政
次
郎
博
士

「難
波
の
新
羅
江
」
（
日
本
上
古
史
研
究

一
の
二
）

田
中
卓
氏

「
難
波
の
堀
江
」
（
同
誌

一
の
四
）

註
１０
　
白
井
繁
太
郎
氏
（
国
語
国
文
の
研
究
第
八
号
）

書
Ｈ
　
和
名
砂
に
は
肥
後
国
に
野
行
と
い
ふ
現
存
し
な
い
地
名
が
記
載
さ
れ

て
ゐ
る
が
、
こ
れ
が
野
坂
の
誤
字
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

註
１２
　
森
本
治
吉
博
士

「萬
葉
肥
後
の
国
歌
講
話
」
中
に

「
野
坂
の
浦
考
」

が
あ

っ
て
、
そ
こ
に
野
坂
の
浦
佐
敷
説
を
力
説
し
て
を
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
わ
た
く
し
に
は
異
論
が
あ
る
の
で
、
い
づ
れ
稿
を
政
め
て
詳
説
し
た

い
。

註
・３
　
山
田
孝
雄
博
士

「
萬
葉
集
講
義
」
に
湖

・
潮
の
通
用
に
つ
い
て
の
考

証
を
し
て
を
ら
れ
る
。

註
・４
　
和
辻
哲
郎
博
士

「
風
土
人
間
学
的
考
案
」



註
・５
　
高
木
博
士

「
日
本
文
学
の
環
境
」
に
お
い
て
前
三
者
と
正
述
心
緒
的

註］聯降は離剛しギ巌舞陣之一］飾撫檄拠「降降諄」ら脚雌ｒ波

亦
訃
一讀
荼
饒
趙
颯

蔵
振
グ
珂
之
国
（
多
珂
郡
）
な
ど
が
あ
る
中
に
信
太
郡
の
も
の
以
外
は
枕
詞

の
如
き
も
の
で
あ
る
。

註
・７
　
折
口
信
夫
博
士

「
日
本
文
学
発
生
序
説
」
に
前
項
の
如
き
も
の
は
後

の
枕
詞
ら
し
く
見
え
な
が
ら
本
来
、
国
魂
の
寓
る
所
だ

っ
た
と
さ
れ
、
そ

れ
ら
は
背
後
に
本
縁
講
を
も

っ
て
を
り
、　
国
は
め
に
お
い
て

こ
れ
ら

の

こ
と
わ
ざ
を
以
て
風
土
の
神
の
威
力
あ
る
霊
魂
を
繁
ぎ
と
め
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
を
ら
れ
る
。

註
１８
　
藤
森
朋
夫
氏

「東
歌
序
詞
の
風
土
性
」

（東
京
女
子
大
学
日
本
文
学

第
八
号
）

註
・９
　
高
木
博
士

「
新
羅

へ
」
（
国
語
と
国
文
学
昭
和
２９
年
３
月
号
）

註
”
　
同

「
二
つ
の
風
土
」

―
―
大
阪
大
学
　
助
手
―
―




