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万
葉
集

「東
歌
」
の
採
集
に
つ
い
て

万
葉
集
巻
十
四

「東
歌
」
の
採
集
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
従
来
折
に
触
れ
論

ぜ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ま
な
お
決
し
難
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で

あ
る
。
か
つ
て
、
佐
佐
木
博
士
は
虫
麻
呂
を
集
録
者
に
擬
せ
ら
れ

（和
歌
史
の

研
究
）、
新
村
博
士
は
家
持
を
論
ぜ
ら
れ

（東
方
言
語
史
叢
考
）、　
一
方
、
折
ロ

博
士
は
荷
前
貢
進
と
い
う
採
集
の
場
を
考
え
ら
れ
た

（万
葉
集
研
究
）。　
資
料

と
な
り
う
べ
き
も
の
が
き
わ
め
て
漠
然
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
今
な
お
不
明
と

言
う
ほ
か
な
い
と
し
て
、
結
局

「悉
く
或

一
人
の
手
に
よ
っ
て
集
め
得
た
と
は

思
は
れ
な
い
。
何
等
か
の
事
情
形
式
の
も
と
に
、
所
に
よ
り
時
に
よ
り
集
め
ら

れ
た
も
の
が
た
ま
た
ま
東
歌
に
関
心
を
有
す
る
中
央
の
都
人
に
よ
っ
て
採
録
さ

れ
」
た
と
す
る
藤
森
朋
夫
氏
の
見
解

（春
陽
堂
万
葉
集
講
座
第
六
巻
）
は
、
日

本
文
学
大
辞
典

「東
歌
」
の
項
の
森
本
博
士
の
見
解
に
も
通
じ
て
い
る
。
事
実

東
歌
採
集
の
事
情
は
い
ま
な
お
不
明
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
、
あ

る
い
は
空
し
か
る
べ
き
小
稿
の
ご
と
き
努
力
も
、
な
お
試
み
ら
れ
る
余
地
が
あ

る
と
思
う
の
で
あ
る
。

一

一
般
に
、
特
定
の
個
人
に
よ
る
採
集
を
考
え
る
立
場
に
は
、
そ
の
傍
証
と
な

る
べ
き
も
の
の
不
足
と
い
う
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
東
歌
全
二
百
三
十
首

井

村

哲

夫

余
、
東
国
十
数
個
国
よ
り
の
歌
群
と
い
う
も
の
を
、
こ
と
ご
と
く

一
個
の
個
人

が
集
め
る
こ
と
の
困
難
、
と
い
う
不
安
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
前
述
し
た
よ
う

な

「所
に
よ
り
時
に
よ
り
」
集
め
ら
れ
て
お
っ
た
と
す
る
考
え
が

一
つ
の
見
解

と
し
て
提
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
を
と
る
に
せ

よ
、
単
に
特
定
個
人
採
集
説
の
も
つ
不
安
か
ら
の
が
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で

あ
っ
て
は
な
る
ま
い
。
土
屋
文
明
氏
は
、
東
歌
の
全
部
が
東
国
の
現
地
に
お
い

て
集
め
ら
れ
た
と
は
認
め
が
た
い
と
し
て

「国
名
を
上
げ
て
分
類
し
た
作
の
殆

ど
は
、
其
の
国
名
を
含
む
も
の
、
又
は
特
に
著
名
な
其
の
国
の
地
名
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
。
若
し
実
際
に
各
地
方
で
採
録
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
地
名
を
含
ま

な
い
作
が
、
各
国
中
に
若
千
は
存
し
て
よ
い
筈
で
は
あ
る
ま
い
か
」

（私
注
）

と
述
べ
ら
れ
た
が
、
国
別
に
分
類
さ
れ
て
い
る
歌
の
そ
の
よ
う
な
状
態
は
、
東

歌
の
採
集
者
と
分
類
者
と
を
区
別
す
る
考
え
に
従
え
ば
、
す
で
に
採
集
さ
れ
て

ぃ
た、
東、
歌、
を、
い
後、
ぃ
分、
類、
者、
か
―
―
武
田
博
士
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
―
―
そ、
ぃ

地
名
に
縫

っ
て
諸
国
に
分
類
し
た
結
果
と
し
て
の
状
態
、
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
東
歌
の
現
地
採
録
を
考
え
る
妨
げ
と
な
る
も

の
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
私
は
、
東
歌
が
あ
る

一
定
の
期
間
に
、
実

際
に
各
地
で
、
あ
る
京
人
の
旅
行
者
に
よ
っ
て
、
採
集
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
、
と
の
想
定
を
大
胆
に
試
み
て
み
よ
う
と
思
う
。



巻
十
四
全
二
百
三
十
首
余
の
中
、
国
別
に
分
類
し
て
あ
る
歌
が
九
十
首
余

（

或
本
歌

一
本
歌
を
含
む
）
あ
る
。
い
ま
こ
れ
ら
の
国
別
分
類
歌
を

と
り
あ
げ

て
、
そ
こ
に
よ
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
土
地
土
地
の
季
節
の
風
物
と
い
う

も
の
を
数
え
あ
げ
る
と
き
、
非
常
に
少
数
例
と
も
な
る
し
ま
た
若
千
の
例
外
は

み
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、　
一
応
、
東
山
道
は
、
信
濃
、
上
野
、
武
蔵
の
三
国
に
わ

た
っ
て
夏
季
の
風
物
が
集
中
し
、
東
海
道
は
、
下
総
、
上
総
、
相
模
の
三
国
お

よ
び
東
山
道
武
蔵
国
（注

一
）
に
わ
た
っ
て
秋
季
の
風
物
が
集
中
し
て
い
る
こ
と

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
左
に
そ
の
よ
う
す
を
示
す
。

（注
二
）

信
濃
国
　
ほ
と
と
ぎ
す

（三
二
五
二
）

上
野
国
　
う
ゑ
こ
な
ぎ

（三
四

一
五
）、
い
は
ゐ
づ
ら

（三
四

一
六
）、
お

ほ
ゐ
ぐ
さ

（三
四

一
七
）、
２
つ
ら

（三
四
三
四
）

Ａ
こ
れ
ら
は

夏
季
に
著
し
く
伸
長
し
か
つ
開
花
す
る
Ｖ

真
麻
群

（三
四
〇
四
）、
虹

（三
四

一
四
）、
苗
の
む
ら
な
へ

（

三
四

一
八
）
、
雷

公
二
四
二
こ

武
蔵
国
　
い
は
ゐ
づ
ら

（三
三
七
八
）、
市
が
花

（重
後
出
）

下
総
国
　
早
稲
を
饗
す

（三
三
八
六
）

上
総
国
　
つ
ゆ
じ
も

（
三
三
八
二
）

武
蔵
国
　
尤
が
花

（三
三
七
六
、
同
左
或
本
歌
、
三
三
七
九
）、　
Ａ
夏
つ

ぼ
み
、
秋
に
か
け
て
開
花
∨

相
模
国
　
栗
ま
き
て
実
と
は
な
れ
る

（三
二
六
四
）
、　
く
ず

（三
三
六
四

左
或
本
歌
）
Ａ
秋
の
七
草
の
一
Ｖ
、
に
こ
ぐ
さ

（三
三
七
〇
）

〔注
〕

一
、
武
蔵
国
は
宝
亀
二
年
以
前
は
東
山
道
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
続
紀
神
護
景
雲
二
年
三
月
乙
巳
朔
の
条
や
同
宝
亀
二
年
十
月
己
卯

の
条
の
記
事
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

「兼
ね
て
海
道
を
承
け
」
て
も
い

た
国
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
駅
路
も
、
同
国
内
の
乗
瀦
、
豊
島
な
る

二
駅
が

「
山
海
両
路
を
承
け
」
て
い
た
と
い
う
。
元
来
、
東
海
道
を
上

下
す
る
場
合
、
水
路
に
よ
ら
ぬ
か
ぎ
り
は
か
な
ら
ず
同
国
を
通
過
す
る

わ
け
で
あ
る
。　
一
方
東
山
道
を
上
下
す
る
場
合
は
上
野
国
新
田
駅
か
ら

下
野
国
足
利
駅
に
至
る

「便
道
」
が
あ

っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
武
蔵
国

を
通
ら
な
い
場
合
も
あ

っ
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
か
ら

拙
稿
で
は
推
論
の
都
合
上
、
武
蔵
国
を
東
海
道
諸
国
の
間
に
も
置
い
て

考
え
た
。

二
、
右
に
あ
げ
た
植
物
の
例
の
中
、
歌
の
内
容
か
ら
み
て
、
か
な
ら

ず
し
も
季
節
に
か
ヽ
わ
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
大
勢
に
影
響
は
な
い
。
上
野
国
の
場
合
の
「
ま
そ
む
ら
」
は
麻
の
群

生
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
、
そ
の
季
を
夏
と
し
た
。
麻
そ
の
も
の

は
ま
た
夏
季
開
花
の
も
の
で
も
あ
る
。
同
国
の
「
虹
」
は

「
夜
左
可
の
堰

塞
に
立
つ
虹
」
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
を
堰
塞
の
落
ち
水
の
し
ぶ
き
に

か
か
る
小
さ
な
虹
と
解
し
て
も
、
や
は
り
そ
れ
は
夏
の
間
の
輝
か
し
い

陽
光
の
下
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
上
野
国
の

「苗
の
む

ら
な

へ
」
は
、
後
の
語
が

「群
苗
」

「村
の
饗
」

「
う
ら
な
ひ
」
等
と

解
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
示
す
季
節
は
夏
で
あ

ろ
う
。
相
模
国
の
場
合
の

「
に
こ
ぐ
さ
」
は
未
詳
の
も
の
で
あ
る
が
、

巻
二
十
に

「秋
風
に
な
び
く
川
傍
の
に
こ
ぐ
さ
の
云
々
」
（
四
三
〇
九
）

と
の
歌
が
あ

っ
て
秋
の
景
物
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
他

に
同
国
歌
の

「
足
柄
の
彼
面
此
面
に
刺
す
覇
」

（
三
三
六

一
）
な
ど
も

み
の
り
の
秋
の
田
野
の
景
物
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
右
に
は
あ
げ
な
か

っ
た
が
、
常
陸
国
の
場
合
で
は
、
「
を
筑
波
の
繁
き
木
の
間
」
曾
≡
一九

二〇
、
「
筑
波
嶺
の
嶺
ろ
に
霞
居
」
曾
〓
一人
八
）
、
が
あ
り
、
前
者
は
あ

る
い
は
夏
山
秋
山
の
茂
き
を
い
う
も
の
か
。
後
者
の
霞
は
春
又
秋
の
も



の
で
あ
る
が
、
集
中
霞
の
用
例
は
ほ
と
ん
ど
春
の
そ
れ
を
歌
い
、
こ
の

場
合
例
外
と
す
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
秋
の
霞
を
歌
う
場
合
も

集
中
に
な
い
で
は
な
い
。
未
得
勘
知
国
の
歌
群
中
、
国
名
が
推
定
さ
れ

同
時
に
季
節
の
風
物
を
も
つ
歌
は
極
め
て
少
数
で
、
そ
の
国
名
の
推
定

に
も
諸
説
あ
っ
て
定
ま
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
私
の
み
だ
り
な
断
定
は
許

さ
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
二
三
を
と
り
あ
げ
る
な
ら
ば
、
上

野
国
歌
か
と
い
わ
れ
る
歌

（
三
四
九
四
）
に

「若
か
へ
る
で
」
が
あ
っ

て
こ
れ
は
春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
右
に
一
致
し
、

仙
覚
抄
に
よ
れ
ば
常
陸
国
歌
か
と
思
わ
れ
る
歌

（
三
四
四
四
）
に

「く

く
み
ら
」
、
古
義
に
よ
れ
ば
同
じ
く
常
陸
国
歌
か
と
思
わ
れ
る
歌

（
三

五
〇

一
）
に

「
た
は
み
づ
ら
」
等
が
あ
り
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
の
風
物

で
あ
ろ
う
。
駿
河
国
も
右
に
あ
げ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
場
合
、
例
外
と

共
に
、
「
雪
」
Ｔ
〓
一五
八
左

一
本
歌
）
や
、
同
国
歌
と
推
定
さ
れ
て
い

る
歌
に

「鶴
」
貧
一五
二
三
）、
「鳥
狩
只
三
四
三
八
）
な
ど
が
あ
っ
て
秋

か
ら
冬
に
か
け
て
の
季
を
思
わ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

例
外
と
し
て
は
、
上
野
国
の
場
合
に
、
「く
く
た
ち
「
公
二
四
〇
六
、

あ
ぶ
ら
な
の
類
と
す
れ
ば
春
の
も
の
か
）、
「
雪
」
貧
一四
二
三
）、
が
見

ら
れ
る
ほ
か
、
「傍
の
榛
原
」
曾
一四

一
〇
、
三
四
三
五
。
後
者
の

「
わ

が
衣
に
つ
き
よ
ら
し
も
よ
」
と
い
ぅ
状
態
は
、
巻
十
、　
一
九
六
五
番
の

歌
な
ど
か
ら
秋
の
季
で
の
状
態
か
と
思
わ
れ
る
）、
が
あ
る
。
　
同
じ
く

上
野
国
に

「く
ず
は
が
た
」
公
二
四

一
二
、
地
名
？
　
く
ず
葉
ガ
タ
？
）

が
あ
り
、
く
ず
が
秋
の
景
物
と
す
れ
ば
こ
れ
も
例
外
と
す
べ
き
か
。
も

っ
と
も

「夏
く
ず
」
と
い
う
用
例
な
ど
も
あ
る
が
。

（右
に
並
べ
た
諸
国
及
び
注
で
触
れ
た
常
陸
と
駿
河
の
二
国
以
外
の

国
の
歌
群
中
に
は
、
季
節
を
明
示
し
う
る
風
物
を
も
つ
も
の
は
見
ら
れ

な
い
よ
う
で
あ
る
。
）

さ
て
、
右
の
よ
う
な
事
実
は
、
採
集
者
が
、
こ
れ
ら
の
国
々
を
訪
れ
た
時
期

が
、
そ
れ
ぞ
れ
夏
、
秋
の
候
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
い
っ
た
い
、
他
の
地
か
ら
訪
れ
た
旅
行
者
が
、
そ
の
土
地
で
歌
を
採

集
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
彼
が
四
季
を
通
じ
て
そ
の
地
に
居
ぬ
か
ぎ
り
、
採
集

さ
れ
る
歌
に
よ
み
こ
ま
れ
た
風
物
は
、
お
の
ず
か
ら
採
集
時
の
季
節
の
風
物
に

か
た
よ
る
の
が
自
然
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
東
歌
が
、
あ
る

一
定
の
期

間
に
採
集
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
徴
と
し
て
の
右
の
よ
う
な
あ
り

さ
ま
か
ら
、
私
は
、

「春
、
大
和
を
出
立
し
て
先
ず
東
山
道
を
た
ど
り
、
信
濃

国
に
入
っ
て
す
で
に
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
聴
き
、
上
野
、
（武
蔵
）、
下
野
、
陸

奥
を
経
、
東
海
道
常
陸
国
に
入
っ
て
夏
秋
の
交
、
下
総
、
上
総
、
（武
蔵
）、
相

模
そ
の
他
の
諸
国
を
経
て
、
秋
も
末
、
あ
る
い
は
冬
、
の
帰
京
」
と
い
う
採
集

の
旅
を
想
像
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

巻
十
四
東
歌
中
に
、
京
人
の
旅
行
の
作
と
み
ら
れ
る
も
の
が
散
見
す
る
、
と

い
う
こ
と
が
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

信
濃
な
る
須
賀
の
荒
野
に
は
と
と
ぎ
す
鳴
く
声
き
け
ば
時
す
ぎ
に
け
り

こ
の
歌
は
考
が
、

「旅
に
在
て
と
く
帰
ら
ん
こ
と
を
思
ふ
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
の

鳴
ま
で
猶
在
を
う
れ
へ
た
る
す
が
た
も
意
も
京
人
の
任
な
ど
に
て
よ

め
り
け

む
、
又
相
聞
の
方
に
も
取
ば
取
て
む
」
と
述
べ
、
略
解
そ
れ
に
従
い
、
武
田
博

士
ま
た
西
方
人
の
旅
行
の
作
と
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
春

の
大
和
を
出
立
以
来
、
信
濃
国
に
入
っ
て
す
で
に
夏
の
声
を
聴
く
に
至
っ
た
と

の
旅
中
の
感
懐
を
歌

っ
た
、
採
集
者
自
身
の
詠
作
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
採
集
者
に
同
行
し
た
者
の
作
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
わ
け
で
あ
る

。
こ
の
ほ
か
、
今
こ
ゝ
に
一
々
吟
味
は
し
な
い
が
、
私
は
東
歌
の
中
に
は
、
旅

途
に
お
け
る
採
集
者
自
身
に
ま
つ
わ
る
歌
が
な
お
含
ま
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い



る
。
こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
ぶ
り
の
歌
の
中
に
東
ぶ
り
な
ら
ぎ
る
京

人
ぶ
り
の
旅
の
歌
が
ど
う
し
て
混
入
し
た
の
か
、
と
の
疑
い
の
一
斑
も
解
け
る

よ
う
に
思
う
。
逆
に
言
え
ば
、
採
集
者
と
い
う
も
の
が
居
た
か
ら
、
東
国
の
歌

の
中
に
京
人
の
旅
の
作
ら
し
い
歌
が
ま
じ
り
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
、
と
推
論
す

る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
採
集
者
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
り
、
採
集
の
旅
は
ど
の
よ

う
な
旅
で
あ

っ
た
の
か
、
と
想
像
し
て
み
る
に
、
私
は
や
は
り
、
あ
る
種
の
政

治
的
任
務
を
持
っ
た
東
国
巡
回
の
旅
と
、
そ
れ
に
派
遣
さ
れ
た
政
治
的
要
人
、

と
い
う
も
の
を
考
え
た
い
。
第

一
に
、
当
代
に
お
い
て
、
単
な
る
私
人

の
場

合
、
か
よ
う
な
大
旅
行
が
容
易
に
行
わ
れ
た
と
は
思
え
な
い
の
だ
が
、
公
人
と

し
て
の
東
国
巡
回
の
大
旅
行
は
、
巡
察
使
、
節
度
使
な
ど
の
場
合
の
よ
う
に
し

ば
し
ば
容
易
に
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
公
人
と
し
て
の
権
威
の
下
に

お
い
て
、
東
国
十
数
個
国
に
わ
た
る
歌
群
の
採
集
も
容
易
に
行
わ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
、
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
東
歌
集
録
の
理
由
に
関
す
る
真
淵

の
説

「さ
て
十
四
は
東
歌
に
て
、
お
ほ
く
の
国
ぶ
り
也
。
か
ら
国
の
い
に
し
ヘ

の
歌
に
も
く
に
ぶ
り
を
集
め
し
に
も
よ
り
、
も
と
よ
り
も
歌
は
人
の
こ
こ
ろ
を

の
ぶ
る
も
の
に
て
、
そ
れ
に
つ
け
て
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
あ
た
り
に
、
を
す
国

人
の
こ
こ
ろ
を
も
し
ら
す
る
も
の
な
れ
ば
、
な
ぞ
や
大
宮
風
の
み
を
い
は
む
。

か
か
る
か
ら
に
あ
づ
ま
歌
を
も
す
ゑ
に
つ
け
て
撰
つ
べ
し
」

（歌
意
考
）
を
や

は
り
卓
見
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
東
歌
二
百
三
十
首
余
を
子
細
に
見
渡
す
な

ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
東
国
各
地
の
地
名
や
訛
言
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
各
地
独

自
の
自
然
、
天
候
、
産
物
、
風
物
、
習
俗
、
伝
説
、
交
通
路
、
治
水
繕
漑
、
等

々
に
わ
た
る
と
こ
ろ
の
、
他
巻
に
比
べ
て
豊、
力、、
で、
力、、
つ、
異、
色、
も、
あ、
る、
風、
土、
的、
素、

材
を
ば
随
所
に
、
―
―
し
か
も
わ
が
師
犬
養
孝
先
生
が

「万
葉
地
理
全
風
土
圏

中
に
お
け
る
大
い
な
る
特
色
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
含
万
葉
地
理
―
そ
の
風
土

性
」
万
葉
の
風
土
、
所
収
）、　
自
然
的
風
土
的

（人
為
的
及
至
文
芸
意
識
的
に

対
す
る
）
に、
極、
め、
て、
密、
着、
し、
た、
関、
連、
（歌
及
至
作
者
と
風
土
と
の
）
の、
在、
ぃ
方、

の
下
に
―
―
指
摘
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
採
集
者
の
側
に
つ
い
て
言
う

な
ら
ば
、
そ
の
採
集
活
動
に
単
な
る
個
人
的
関
心
や
文
芸
意
識
的
興
味
を
は
み

出
た
政
治
的
関
心
と
い
う
も
の
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
せ
て

い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
東
歌
の
中
に
は
防
人
の
歌
が
か
な
り
多
数
含
ま

れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、
や
は
り
こ
れ
も
あ
る
政
治
的
用
意
の
結
果
と
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
地
方
の
風
土
、
風
俗
、
民
情
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
が
、
中

央
政
庁
に
と
っ
て
重
大
な
政
治
的
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
ま
こ
ゝ
に
史

書
の
記
録
を
引
く
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
東
歌
採
集
者
と
し
て
の
あ
る
公

人
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
政
治
的
任
務
と
い
う
も
の
も
ま
た
お
の
ず
か
ら
、
そ

の
あ
た
り
に
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
私
は
、
万
葉
集
東
歌
は
、
あ
る
政
治
的
意
図
を
も

っ
て
東
国
を
巡
回

し
た
と
こ
ろ
の
、
京
人
に
よ
っ
て
、
あ
る

一
定
の
期
間
に
東
国
各
地
に
お
い
て

採
集
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
推
察
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

二

万
葉
集
巻
十
四
東
歌
全
二
百
三
十
首
余
。
こ
れ
ら
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は

そ
れ
を
推
定
す
べ
き
手
が
か
り
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言

っ
て
よ
い
。
歌
風
や
歌

体
か
ら
考
え
て
み
る
の
も
、
東
歌
そ
の
も
の
が
中
央
歌
壇
か
ら
は
る
か
に
遠
い

東
国
地
方
文
化
圏
で
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
直
ち
に
比
較
推
察
す
べ
き
も
の
も

な
い
。
巻
二
十
の
防
人
歌
の
ご
と
き
は
特
殊
の
場
で
の
個
人
的
実
作
で
あ
る
こ

と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ら
、
不
用
意
に
は
対
照
さ
れ
難
い
。
巻
中
、
人
麻

呂
歌
集
と
の
重
複
を
注
し
た
歌
五
首
が
あ
り
、
ま
た
他
の
巻
々
の
歌
と
類
歌
関

係
に
あ
る
歌
も
散
見
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
で
叉
問
題
が
あ
り
、
い



ま
直
ち
に
東
歌
の
年
代
を
考
え
る
助
け
と
は
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
非
常
に
悲

観
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
従
来
諸
家
の
注
目
し
て
き
た

一
首
の
歌
が
あ
る
。

信
濃
道
は
今
の
墾
道
刈
株
に
足
踏
ま
し
な
む
履
著
け
我
が
夫

（三
二
九
九
）

が
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、続
日
本
紀
大
宝
二
年
十
二
月
壬
寅
の
条

「始
開
ニ

美
濃
国
岐
蘇
山
道
こ
、
同
和
銅
六
年
七
月
戊
辰
の
条

「美
濃
信
濃
二
国
之
堺
径

道
険
阻
往
還
娘
難
働
通
塾
口
蘇
路
こ
、　
の
両
記
事
に
よ
っ
て
右
の
歌
の
お
よ
そ

の
年
代
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
や
ヽ
不
安
も
残
る
け
れ
ど
、
積
極

的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従

っ
て
お
い
て
よ
い
と
思
う
。
さ
て
、
右
の

両
記
事
に
よ
っ
て
、
本
曽
路
開
通
の
次
第
は
、
大
宝
二
年
起
工
、
十
二
年
の
歳

月
を
費
し
て
和
銅
六
年
に
完
成
、
と
解
さ
れ

（全
釈
、
全
註
釈
等
説
）、
あ
る
い

は
、
大
生
二
年
に
い
っ
た
ん
開
通
、
荒
開
き
で
あ

っ
て
い
ま
だ
諸
交
通
に
堪
え

う
る
も
の
で
な
く
、
後
あ
ら
た
め
て
着
工
し
て
和
銅
六
年
、
旧
道
に
代
わ
る
交

通
路
と
し
て
完
成
し
た

（学
友
平
野
日
出
夫
君
等
説
）
と
も
考
え
ら
れ
る
。
和

銅
七
年
間
二
月
に
、
吉
蘇
路
を
通
ぜ
し
を
も

っ
て
美
濃
守
笠
朝
臣
麻
呂
及
び
そ

の
属
官
、
匠
ら
に
賞
賜
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
笠
麻
呂
は
慶
雲
三
年
七
月

に
美
濃
守
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
人
で
あ
り
、
和
銅
七
年
に
ひ
と
り
麻
呂
ら
に
賞

賜
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
後
者
の
説
も
有
力
で
あ
ろ
う
。
私
案

と
し
て
は
、
大
宝
二
年
に
開
か
れ
た

「美
濃
国
岐
蘇
山
道
」
は
、
後
に
美
濃
信

濃
二
国
を
通
じ
た
吉
蘇
路
の
一
部
分
を
指
し
言
う
も
の
で
、
そ
れ
を
も
含
め
た

「吉
蘇
路
」
は
、
笠
麻
呂
が
慶
雲
三
年
赴
任
以
来
の
あ
る
時
期
か
ら
着
手
し
て

和
銅
六
年
に
完
成
し
た
、
と
も
解
し
得
る
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
他
二
三
の
異

見
が
あ
る
が

（注
）
比
較
的
こ
れ
ら
が
穏
当
な
解
釈
か
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
前
に
あ
げ
た
三
三
九
九
番
の
歌
は
、
澤
潟
博
士
が

「琉
球
へ
お
じ
や

る
な
ら
草
軽
は
い
て
お
じ
や
れ
、
琉
球
は
石
原
小
石
原
」
と
い
う
俗
謡
を
例
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
個
人
の
実
作
と
い
う
よ
り
民
謡
僅
謡
の
類
と
み
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
第
五
句
の

「履
著
け
我
が
夫
」
な
ど
に
は
、
今
で
言
え
ば

「
よ

そ
ゆ
き
の
い
っ
ち
ょ
ら
を
は
い
て
…
…
」
と
い
っ
た
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
気
分
も
た

ゞ
よ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
折
口
博
士
が
こ
れ
を
労
働
謡
と
さ
れ
た

の
も
、
や
は
り
す
ぐ
れ
た
鑑
賞
で
あ
ろ
う
。
農
民
た
ち
が
自
分
た
ち
の
手
で
日

前
に
ひ
ら
か
れ
て
ゆ
く

「今
の
墾
道
」
へ
の
愛
着
と
、
仕
事
の
進
捗
の
よ
ろ
こ

び
と
を
、
労
働
謡
に
よ
く
み
ら
れ
る
相
聞
的
構
成
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
ユ
ー
モ

ラ
ス
な
気
分
を
も

っ
て
歌

っ
た
の
が
、
こ
の
歌
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

右
に
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
を
考
え
合
せ
て
、
か
の
三
三
九
九
番
の
歌
の
制
作

年
代
に
は
、　
一
応
、
大
宝
二
年
以
降
和
銅
六
、
七
年
に
か
け
て
の
十
数
年
間
、

と
い
う
期
間
を
考
え
て
お
く
の
が
、
も

っ
と
も
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
歌
の
採
集
年
代
も
ま
た
、
そ
の
あ
た
り
に
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

〔注
〕

古
義
説

「此
は
大
宝
二
年
に
、
新
に
吉
蘇
路
を
開
か
れ
つ
れ
ど
、
な

ほ
こ
し
か
た
の
古
道
を
も
、
往
還
あ
り
し
を
、
其
後
十
年
余
を
経
て
、

和
銅
六
年
に
吉
蘇
路
を
の
み
、
通
は
じ
め
し
、
と
い
ふ
な
る
べ
し
」

上
代
歴
史
地
理
新
考

（東
山
道
）
説

「
さ
き
に
令
を
発
せ
し
が
実
行

せ
ら
れ
ざ
り
し
か
ば
十

一
年
を
経
て
命
を
重
ね
し
な
ら
む
。
十

一
年
前

に
著
手
せ
し
が
今
に
至
り
て
成
り
し
に
は
あ
ら
じ
」

ニ

続
日
本
紀
和
銅
二
年
九
月
己
卯
の
条
に
、

「遣
Ｉ
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
房
前

千
東
海
東
山
二
道
”
検
ヨ察
関
劉
一巡
劇省
風
食

働
賜
二伊
勢
守
正
五
位
下
大
宅

朝
臣
金
弓
。
尾
張
守
従
四
位
下
佐
伯
宿
称
大
麻
呂
。
近
江
守
従
四
位
下
多
治
比

真
人
水
守
。
美
濃
守
従
五
位
上
笠
朝
臣
麻
呂
。
当
国
田
各

一
十
町
。
穀
二
百
斜

衣

一
襲
。́
美
二其
政
績
一也
。」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
ね
て
東
海

東
山
二
道
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
藤
原
房
前
の
報
告
に
よ
っ
て
、
こ
の
日
伊
勢
守



美
濃
守
ら
に
そ
の
政
績
を
よ
み
し
て
賞
賜
が
あ
っ
た
、
と
の
記
事
で
あ
ろ
う
。

（注

一
）

こ
の
房
前
の
任
務
の
一
つ
、

「風
俗
巡
省
」
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の

「風
俗
」
な
る
語
は
、

「国
内
安
楽
風
俗
淳
和
」
「風
俗
雑
伎
」
「風
俗
歌
舞
」

（以
上
続
紀
、
後
紀
な
ど
）
、

「粛
ヨ清
風
俗
こ

（令
）、

「風
俗
諺
■

「阻
二風

俗
一也
」
（以
上
常
陸
風
上
記
）
な
ど
の
よ
う
に
、
民
情
、
く
に
ぶ
り
、
く
に
わ

ざ
、
土
俗
、
な
ど
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
つ
語
で
あ
る
。
従

っ
て
房
前
の

「風

俗
巡
省
」
と
の
任
務
も
ま
た
、
東
国
地
方
の
民
情
、
く
に
ぶ
り
、
土
俗
な
ど
の

巡
回
視
察
と
い
っ
た
任
務
で
あ

っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
そ
こ

で
、
前
節
ま
で
に
述
べ
て
み
た
こ
と
が
ら
と
も
思
い
合
わ
せ
て
、
万
葉
集
東
歌

と
い
う
も
の
が
東
国
の
風
俗
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
こ
の
房
前
の
一
行
が
、
東
国
風
俗
巡
省
と
い
う
政
治

的
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
一
つ
の
具
体
的
な
手
段
、
と
し
て
東
国
く
に
ぶ
り

の
歌
の
採
集
を
行

っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
私
は
想
像
し
て
み
る
の
で

あ
る
。

こ
の
藤
原
房
前
と
い
う
人
は
、
か
の
威
勢
並
び
な
か
っ
た
不
比
等
の
二
男
で

あ
り
、
藤
原
北
家
の
祖
で
あ
り
、
参
議
、
中
務
卿

（民
部
卿

¨
公
卿
補
任
）
な

ど
の
要
職
に
つ
き
、
元
正
天
皇
崩
御
間
際
に
は
ひ
と
り
枕
頭
に
召
し
入
れ
ら
れ

て
後
事
を
託
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
信
任
こ
の
上
も
な
く
あ
つ
く
、
没

後
に
は
正

一
位
左
大
臣
を
贈
ら
れ
た
と
い
う
名
門
の
大
貴
族
で
あ

っ
た
。
ま
た

和
銅
二
年
の
東
海
東
山
二
道
派
遣
の
前
に
は
、
大
宝
三
年
東
海
道
巡
省

（以
上

二
度
の
派
遣
は
太
政
官
被
官
巡
察
使
と
し
て
の
派
遣
で
あ

っ
た
ら
し
い
）
、
後

に
は
、
神
亀
三
年
か
ら
六
年
へ
か
け
て
の
近
江
若
狭
按
察
使

（公
卿
補
任
）
、

天
平
四
年
東
海
東
山
二
道
節
度
使
、
と
な
っ
て
お
り
、
東
国
と
縁
の
深
い
経
歴

を
示
し
て
い
る
人
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
懐
風
藻
に
詩
三
首
、
万
葉
集
に

書
状

一
通
と
短
歌

一
首
、
契
沖
以
来
房
前
の
作
か
と
さ
れ
て
い
る
も
の
七
首

（

巻
七
、　
一
一
九
四
―
五
、　
〓
一
一
八
―
二
二
）
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
大
伴
旅

人
と
も
親
交
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、
当
代
貴
顕
の
文
人
で
あ

っ
た
。
か
っ
て
森

本
博
士
は
、
そ
の
家
集
が
あ

っ
た
か
と
も
想
像
さ
れ
た
。

（注
二
）

こ
の
貴
顕
の
門
の
文
人
政
治
家
、
若
き
藤
原
房
前
が
、
民
情
よ
う
や
く
不
安

な
和
銅
初
年
、
風
俗
を
巡
省
す
べ
き
任
務
を
も

っ
て
東
海
東
山
二
道
に
つ
か
わ

さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
が
、
折
か
ら
美
濃
国
で
は
、
信
濃
国
に
通
ず
る
木
曽
路
が

新
し
く
開
か
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
開
か
れ
つ
ヽ
あ

っ
た
、
と
思
わ
れ
る
わ
け

だ
が

（前
節
参
照
）、
房
前
の
一
行
は
当
然
そ
の
地
に
足
を
運
ん
だ
で
あ
ろ
う
。

彼
の
任
務
の
一
つ
に
は

「関
剣
検
察
」
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
関

劉
の
問
題
は
言
う
ま
で
も
な
く
国
と
国
と
の
間
の
交
通
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
の
際
に
か
の
三
二
九
九
番
の
歌
が
現
地
採
集
さ
れ
た
、
と
考
え
る
可
能
性
が

あ
る
。
か
の
歌
が
折
口
博
士
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
労
働
謡
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば

木
曽
路
の
工
事
の
進
捗
状
況
を
視
察
し
つ
ゝ
房
前
が
、
農
民
た
ち
の
歌
う
労
働

謡
を
採
録
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
想
像
も
、
楽
し
く
私
に
は
浮
か
ん
で
く
る
。

木
曽
路
を
通
じ
た
た
め
に
和
銅
七
年
に
賞
せ
ら
れ
た
笠
麻
呂
は
、
こ
の
房
前
の

巡
察
の
結
果
に
よ
っ
て
も
賞
賜
を
う
け
て
い
る

（前
記
和
銅
二
年
九
月
の
記
事

）
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
み
せ
ら
れ
た
政
績
と
い
う
も
の
の
な
か
に
は
お
そ
ら

く
、
進
捗
中
の
木
曽
路
開
通
工
事
と
い
う
積
極
的
な
行
政
実
績
も
含
ま
れ
て
居

た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
房
前
巡
回
の
当
時
に
は
ま
た
、
上
野
国
守
は
万
葉

歌
人
田
口
益
人
大
夫
で
あ
っ
た
。
東
歌
の
国
別
分
類
歌
の
中
で
は
上
野
国
歌
が

二
十
数
首
を
し
め
て
目
立
っ
て
多
い
の
は
、
あ
る
い
は
こ
の
こ
と
に
も
関
係
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
こ
こ
で
一
つ
の
疑
間
が
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
房
前
の
場
合
、
東

海
東
山
二
道
の
巡
回
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
近
江
や
伊
勢
や
美
濃
、
尾
張
な
ど
の



諸
国
の
歌
が
な
い
の
か
、
と
。
私
は
、
こ
れ
ら
の
国
の
歌
も
も
ち
ろ
ん
採
ら
れ

て
お
っ
て
、
実
は
未
勘
国
歌
百
四
十
首
余
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

と
思
う
。
駿
河
と
相
模
に
は
さ
ま
れ
た
甲
斐
国
な
ど
の
場
合
も
同
様
に
。
地
名

を
も
つ
未
勘
国
歌
中
で
、
従
来
諸
注
が
指
摘
し
て
き
た
も
の
だ
け
を
と
り
あ
げ

て
み
て
も
、
そ
の
中
に
近
江
や
伊
勢
、
尾
張
の
歌
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

か
の
三
二
九
九
番
の
歌
も
、
武
田
博
壬
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
信
濃
国
の
歌

と
し
た
の
は
分
類
者
の
誤
り
で
あ

っ
て
、
当
然
美
濃
国
歌
と
す
べ
き
で
は
な
か

っ
た
か
。
三
代
実
録
元
慶
三
年
九
月
四
日
辛
卯
の
記
事
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

木
曽
の
あ
た
り
は
美
濃
信
濃
二
国
が
長
期
に
わ
た
っ
て
境
界
を
争
い
、
そ
の
所

属
は
中
央
朝
廷
で
さ
え
も
即
決
し
難
い
程
度
に
不
分
明
と
な
っ
て
い
た
ら
し
く

そ
う
し
た
間
に
ふ
と
こ
の
歌
を
信
濃
国
歌
と
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
わ
け
で
あ

る
。
あ
る
い
は
そ
の
第

一
句

「信
濃
道
は
」
に
引
か
れ
て
、
信
濃
国
に
分
類
し

た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
お
よ
そ
、
東
歌
採
集
時
の
原
本
は
、
採
集
時
の
事
情

も
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
頃
に
な
っ
て
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
、
分
類
さ
れ
万

葉
集
に
編
修
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
、
こ
れ
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ

っ
て
、
稿
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
貧
一十
二
、
七
、
三
十

一
）

〔注
〕

一
、
こ
れ
ら
の
国
守
た
ち
は
和
銅
元
年
二
月
の
百
官
異
動
の
際
に
そ

れ
ぞ
れ
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
美
濃
守
笠
朝
臣
麻
呂
は
更
迭
を
免

れ
て
の
重
任
で
あ
る
。

二
、
森
本
博
士

「
万
葉
集
第
七
巻
の
組
織
及
び
編
纂
に
就
い
て
」

万
葉
学
論
纂
。
所
収
。
同
書
十
五
頁
参
照
。

―
―
大
阪
大
学
　
学
生
―
―
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