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は
じ
め
に

　
私
が
明
智
光
秀
に
興
味
を
覚
え
た
の
は
た
し
か
高
校
生
の
と
き
、
新
聞
に

載
っ
て
い
た
彼
の
人
物
論
を
偶
々
読
ん
だ
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
れ
ま
で
、
光

秀
と
い
え
ば
主
殺
し
の
大
悪
人
と
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
福
知
山

に
彼
を
祀
っ
た
神
社
の
あ
る
こ
と
や
、
信
長
を
殺
し
た
の
は
い
わ
ば
母
の
仇

討
な
ど
と
い
う
伝
説
を
知
っ
て
、
意
外
な
感
じ
を
抱
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
夕
顔
棚
の
こ
な
た
よ
り
、
あ
ら
わ
れ
い
で
た
る
デ
デ
ン
、
武
智
光
秀
え
ー
」

い
わ
ゆ
る
絵
本
大
功
記
十
段

目
―
。
こ
こ
で
は
光
秀
は
大

変
な
悪
玉
で
あ
る
。
尼
崎
の

閉
居
に
光
秀
の
母
皐
月
と
妻

操
は
謀
叛
人
を
子
に
持
ち
夫

に
持
っ
た
身
の
因
果
を
歎

き
、
一
子
十
次
郎
も
許
婚
の

初
菊
と
つ
き
ぬ
名
残
を
惜
し

む
、
そ
こ
に
旅
僧
に
身
を
や

つ
し
た
久
吉
（
秀
吉
）
は
一

宿
を
求
め
て
様
子
を
窺
う
。

光
秀
は
棚
の
下
か
ら
ふ
す
ま

越
し
に
之
を
刺
す
。
あ
っ
と

玉
ぎ
る
女
の
悲
鳴
は
久
吉
な
ら
ぬ
母
の
声
。

＊　
＊　
＊

　
「
絵
本
大
功
記
」
は
近
松
柳
、
近
松
湖
水
軒
、
近
松
千
葉
軒
ら
の
合
作
に

よ
る
も
の
で
、
十
三
段
か
ら
成
る
浄
瑠
璃
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
読
本
「
絵

本
太
閤
記
」
か
ら
明
智
光
秀
の
物
語
を
脚
色
し
た
も
の
で
、
寛
政
十
一
年
に

豊
竹
座
で
初
演
さ
れ
と
く
に
太
十
と
呼
ば
れ
る
十
段
目
が
有
名
で
あ
る
。
近

松
門
左
衛
門
の
墓
は
、
尼
崎
市
久
々
地
の
広
済
寺
に
あ
り
芸
人
達
の
参
詣
が

絶
え
な
い
。
隣
接
す
る
近
松
公
園
は
か
な
り
広
く
、市
民
の
憩
い
の
場
に
な
っ

て
い
る
。
公
園
内
に
門
左
衛
門
の
銅
像
や
資
料
館
が
あ
る
。

＊　
＊　
＊

　
当
時
、
尼
崎
に
住
ん
で
い

た
私
は
な
ぜ
こ
こ
と
光
秀
と

が
結
び
つ
い
た
の
か
、
主
殺

し
の
ほ
か
に
本
当
に
母
殺
し

の
事
実
が
あ
る
の
か
ど
う
か

を
知
り
た
く
思
っ
て
い
た
。

大
学
に
入
っ
て
私
は
た
ま
た

ま
デ
カ
ン
シ
ョ
節
で
知
ら
れ

る
丹
波
篠
山
に
下
宿
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
下
宿
の
老
婆

近松門左衛門墓 広済寺山門

絵本大功記十段目
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が
ま
ず
案
内
し
て
く
れ
た
の
は
篠
山
城
址
だ
っ
た
が
、
桜
花
爛
漫
の
天
守
閣

跡
で
老
婆
は
東
の
方
の
連
山
を
指
さ
し
て
い
っ
た
。“
あ
の
む
こ
う
に
見
え

る
山
は
高
城
山
と
い
う
て
、
そ
の
昔
、
光
秀
の
お
母
さ
ん
が
殺
さ
れ
な
は
っ

た
と
こ
ろ
”。
老
婆
は
た
だ
何
気
な
く
お
国
自
慢
を
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
ろ

う
が
、
そ
の
と
き
、
私
は
何
の
変
哲
も
な
い
こ
の
山
の
頂
に
、
悄
然
と
立
つ

光
秀
の
幻
を
見
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
こ
の
山
は
浅
芽
山
と
も
い
い
、
光
秀

が
攻
略
し
波
多
野
秀
治
を
亡
ぼ
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。

　
母
殺
し
の
場
が
丹
波
か
ら
は
る
か
彼
方
の
尼
崎
の
地
に
移
っ
た
の
は
、
芝

居
の
作
者
達
が
攝
津
出
身
の
近
松
一
派
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。

こ
の
話
は
創
作
と
し
て
頷
け
る
が
、
光
秀
に
は
随
分
罪
な
筋
書
き
で
あ
る
。

勧
善
懲
悪
の
面
白
さ
が
人
々
に
知
ら
れ
る
反
面
、
英
知
を
も
つ
武
将
の
真
意

は
、
ま
っ
た
く
忘
れ
果
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

＊　
＊　
＊

　
主
殺
し
と
い
え
ば
光
秀
、
母
殺
し
と
い
え
ば
光
秀
で
あ
る
。
大
学
生
活
の

数
年
間
、
私
は
各
地
の
図
書
館
を
訪
れ
、
落
穂
を
拾
い
集
め
る
よ
う
に
光
秀

に
関
す
る
書
物
、
史
料
、
史
蹟
、
伝
説
、
伝
承
な
ど
を
尋
ね
ま
わ
っ
た
。
コ

ピ
ー
機
の
な
か
っ
た
時
代
で
、
文
章
を
手
書
き
で
書
き
写
す
作
業
が
続
い
た
。

要
し
た
年
月
は
資
料
の
収
集
か
ら
草
稿
を
書
き
終
え
る
ま
で
、
昭
和
二
十
八

年
一
月
か
ら
三
十
四
年
七
月
の
六
年
間
余
。
そ
れ
ら
は
数
百
枚
の
板
原
稿
用

紙
に
ま
と
め
ら
れ
、
臙
脂
の
表
紙
と
明
智
光
秀
と
い
う
銀
文
字
と
い
う
当
時

と
し
て
は
洒
落
た
装
丁
で
製
本
さ
れ
た
。

その昔に脱稿した明智光秀私本

　
こ
の
自
作
本
は
あ
る
時
期
、
手
許
を
離
れ
た
。
あ
る
出
版
社
か
ら
「
有
名

な
歴
史
小
説
家
が
見
た
い
と
い
っ
て
い
る
」
と
の
連
絡
が
あ
っ
て
そ
う
な
っ

た
の
だ
が
、
そ
の
後
、
こ
の
作
家
の
連
載
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
こ
こ
に
し

か
記
さ
れ
て
い
な
い
地
方
の
伝
承
が
、
物
語
の
筋
と
な
っ
て
出
て
く
る
。“
返

し
て
欲
し
い
”
と
お
願
い
し
た
が
ま
っ
た
く
反
応
が
な
く
、
立
腹
し
た
友
人

が
彼
の
許
に
出
向
き
、
直
談
判
し
て
持
ち
帰
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
と
き
、

迷
っ
た
愛
犬
が
帰
っ
て
き
た
よ
う
な
気
に
な
り
、
幾
度
も
そ
の
表
紙
を
な
で

た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　
し
か
し
、
払
っ
た
努
力
と
は
裏
腹
に
、
そ
の
後
の
四
十
数
年
の
間
、
そ
れ

は
戸
棚
の
奥
に
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

＊　
＊　
＊

　
そ
の
後
も
私
の
収
集
癖
は
続
い
て
い
た
。
明
智
光
秀
の
四
文
字
が
目
に
入

る
と
、
何
と
は
な
く
関
連
の
あ
る
記
事
や
書
籍
、
資
料
な
ど
を
片
っ
端
か
ら
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集
め
て
、
箱
の
中
に
投
げ
込
む
性
癖
で
あ
る
。
こ
れ
は
貰
っ
た
骨
を
土
の
中

に
埋
め
て
お
く
ワ
ン
公
の
そ
れ
に
似
て
い
る
。

　
そ
の
こ
ろ
、自
分
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
、「
肩
─
そ
の
機
能
と
臨
床
」（
第
三
版
、

医
学
書
院
、
二
〇
〇
一
年
刊
）
の
出
版
が
終
わ
り
、
さ
ら
に
積
年
の
念
願
で

あ
っ
た
英
訳
文
「The Shoulder

」
が
米
国
の
ワ
ー
ル
ド
・
サ
イ
エ
ン
テ
ィ

フ
ィ
ッ
ク
社
か
ら
発
刊
さ
れ
、
思
い
も
か
け
な
い
英
国
医
学
会
の
優
秀
図
書

賞
と
い
う
オ
マ
ケ
ま
で
い
た
だ
い
た
。

　
や
っ
と
寛
い
だ
私
は
、
ふ
と
思
い
立
っ
て
昔
の
原
稿
を
引
っ
ぱ
り
出
し
、

箱
の
な
か
で
乱
雑
に
重
な
り
合
っ
た
資
料
の
整
理
を
始
め
た
。
臙
脂
の
本
は

か
な
り
埃
を
か
ぶ
っ
て
い
た
が
、
布
で
そ
れ
を
拭
き
取
る
と
、
当
時
の
懐
か

し
い
記
憶
が
今
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
甦
っ
て
き
た
。
膨
大
な
資
料
も
年
代
順
、

事
項
別
、
土
地
別
な
ど
に
分
類
し
て
み
る
と
、
以
前
の
記
述
の
空
隙
を
充
分

埋
め
る
に
足
る
も
の
と
な
っ
た
。
折
々
に
撮
影
し
た
、
明
智
ゆ
か
り
の
地
の

風
景
や
由
緒
あ
る
社
寺
・
堂
塔
・
墓
石
の
写
真
も
揃
っ
て
い
る
。

＊　
＊　
＊

　
「
明
智
光
秀
と
旅
」（
平
成
一
七
年
刊
）
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
十
年
近
く
が

経
っ
た
。
第
三
版
の
序
文
で“
も
う
改
訂
は
望
む
べ
く
も
な
い
”と
書
い
た「
肩

─
そ
の
機
能
と
臨
床
」（
第
四
版
）は
、平
成
二
十
四
年
に
さ
ら
に
分
厚
く
な
っ

て
発
刊
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
せ
い
も
あ
っ
て
、
多
く
の

人
に
読
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
。
前
書
の
在
庫
が
少
な
く
な
り
「
書
き
直
し
」

を
思
案
し
て
い
る
と
き
、
上
田
聡
子
氏
の
「
松
花
堂
昭
乗
出
自
孝
」
と
い
う

一
冊
の
本
に
巡
り
会
っ
た
。
─
本
光
国
師
日
記
を
ひ
も
解
く
─
と
い
う
副
題

の
つ
い
た
上
品
な
装
丁
の
書
物
で
あ
る
。
こ
の
書
は
表
題
ど
お
り
昭
乗
の
出

自
を
調
べ
た
も
の
だ
が
、
多
く
の
登
場
人
物
が
交
錯
し
て
や
や
こ
し
く
、
一

度
の
通
読
で
は
な
か
な
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
幾
度
も
読
み
返
し

て
み
る
と
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
数
々
の
驚
き
の
事
実
が
考
証
さ
れ
て
い

た
。
昭
乗
が
将
軍
足
利
義
昭
と
明
智
光
秀
の
娘
と
の
間
に
生
ま
れ
た
と
い
う

こ
と
や
、
津
田
信
澄
に
嫁
し
て
坂
本
落
城
で
亡
く
な
っ
た
は
ず
の
彼
女
が
生

き
延
び
て
、
国
師
と
し
て
輿
安
法
印
や
林
羅
山
ら
と
と
も
に
徳
川
幕
府
の
古

書
印
行
に
貢
献
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
女
の
葬
儀
に

大
御
所
徳
川
家
康
が
参
列
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
読
む
ほ
ど
に
精

魂
を
籠
め
た
筆
者
の
熱
情
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
喝
を
入
れ
ら
れ

た
よ
う
な
気
が
し
て
、
目
覚
め
た
私
は
松
花
堂
昭
乗
が
足
跡
を
残
し
た
石
清

水
八
幡
宮
、
瀧
本
坊
跡
、
松
花
堂
跡
、
里
の
泰
勝
寺
な
ど
を
訪
ね
て
み
た
。

　
人
物
の
相
関
を
よ
り
詳
し
く
知
る
た
め
に
諸
系
図
を
ま
と
め
、
そ
の
流
れ

を
明
確
に
す
る
た
め
の
年
表
を
作
成
す
る
こ
と
で
、
本
書
の
作
業
は
始
ま
っ

た
。

＊　
＊　
＊

　
歴
史
は
面
白
い
。
と
く
に
戦
国
時
代
の
そ
れ
が
興
味
深
い
。
そ
こ
に
は
平

穏
な
世
に
は
み
ら
れ
ぬ
人
間
の
夢
と
激
し
い
野
望
が
渦
巻
い
て
い
る
。
歴
史

を
読
む
面
白
さ
は
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
実
り
、
ま
た
果
さ
れ
る
こ
と
な

く
終
わ
っ
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
権
謀
を
玩
ぶ
公
卿
達
に
も
、
戦
い
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に
明
け
暮
れ
る
武
将
達
に
も
、
無
名
の
雑
兵
ら
に
も
そ
れ
ぞ
れ
人
生
が
あ
っ

た
。
彼
ら
の
喜
怒
哀
楽
は
予
期
せ
ぬ
病
や
あ
る
い
は
謀
略
の
も
と
に
斃
れ
消

滅
す
る
。
そ
し
て
な
お
面
白
い
の
は
、
そ
こ
に
人
が
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
何
か
の
力
が
働
い
た
と
い
う
不
可
思
議
さ
で
あ
ろ
う
。

　
戦
国
の
歴
史
は
面
白
い
が
、
一
方
で
は
空
し
く
悲
し
い
物
語
で
あ
る
。
人

の
生
き
方
を
尋
ね
る
た
め
に
、
私
は
歴
史
上
の
人
物
に
自
分
を
投
影
し
よ
う

と
思
っ
て
明
智
光
秀
を
選
ん
で
み
た
。
な
ぜ
か
と
聞
か
れ
て
も
理
由
は
見
当

た
ら
な
い
。
た
だ
強
い
て
あ
げ
れ
ば
、
義
憤
に
自
分
を
抑
え
ら
れ
な
か
っ
た

人
物
に
、
共
感
を
覚
え
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
な
に
し
ろ
長
い
間
、「
叛

逆
」
を
嫌
う
国
家
体
制
の
な
か
で
格
好
の
標
的
と
な
り
、
世
間
か
ら
三
日
天

下
と
嘲
笑
さ
れ
不
当
な
評
価
を
受
け
て
き
た
人
物
だ
か
ら
、
同
じ
事
柄
に
つ

い
て
も
諸
説
が
あ
り
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
断
じ
難
い
。
な
お
悪
い
こ
と
に
、

私
は
史
書
や
伝
承
の
良
悪
を
峻
別
す
る
知
識
も
能
力
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
本
能
寺
の
変
後
に
正
親
町
天
皇
が
京
の
町
の
安
堵
を
願
っ
て

光
秀
に
勅
命
を
出
し
て
い
た
こ
と
や
、
公
家
や
武
将
だ
け
で
な
く
多
く
の
民

が
圧
政
の
終
焉
に
小
躍
り
し
て
歓
喜
の
声
を
あ
げ
た
と
の
記
述
を
知
り
、
尋

ね
れ
ば
尋
ね
る
ほ
ど
、
光
秀
と
い
う
人
物
自
体
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
最
近
、
本
能
寺
の
変
の
真
相
を
暴
く
と
い
う
書
を
よ
く
み
か
け
る
が
、
足

で
尋
ね
て
目
で
眺
め
、
そ
こ
で
光
秀
に
想
い
を
馳
せ
、
共
感
す
る
も
の
が
な

い
の
が
残
念
で
な
ら
な
い
。
食
堂
前
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
の
、
食
べ
ら
れ

な
い
も
の
を
眺
め
て
唾
が
出
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

＊　
＊　
＊

　
そ
こ
で
、
今
ま
で
大
切
に
使
っ
て
い
た
古
い
カ
バ
ン
に
、
新
し
く
得
た
資

料
を
加
え
、
写
真
・
イ
ラ
ス
ト
を
添
え
て
今
一
度
、
明
智
光
秀
公
を
訪
ね
て

み
た
。
そ
れ
が
こ
の
本
書
で
あ
る
。
前
回
の
も
の
の
表
題
か
ら
「
旅
」
の
文

字
を
と
っ
た
わ
け
は
、
そ
れ
が
終
わ
り
の
な
い
旅
と
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
き
の
為
政
者
に
抹
殺
さ
れ
た
多
く
の
事
柄
が
、
未
公
開
古
文
書
の
解
読
で

周
知
さ
れ
る
日
の
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
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美
　
濃
　

１
．
千
畳
敷
・
柿
本
人
麻
呂
祠
（
恵
那
市
明
智
町
）

　
二
十
数
年
前
、
光
秀
の
出
生
地
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
明
智
町
を
訪
れ
た
。

Ｊ
Ｒ
恵
那
駅
で
乗
り
換
え
て
明
知
鉄
道
に
乗
る
よ
う
案
内
さ
れ
た
が
、
時
間

が
な
い
の
で
Ｊ
Ｒ
瑞
浪
駅
か
ら
タ
ク
シ
ー
で
明
智
に
向
か
っ
た
。
土
地
に
不

案
内
の
運
転
手
さ
ん
は
ま
ず
町
役
場
観
光
課
に
入
り
「
明
智
町
観
光
マ
ッ
プ
」

を
入
手
し
て
く
れ
た
が
、
そ
れ
は
町
お
こ
し
の
「
大
正
村
」
の
宣
伝
に
頁
が

費
や
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
昔
に
入
手
し
た
光
秀
生
誕
の
地
を
誇
る
切
手
３

銭
の
時
代
の
「
明
知
町
名
勝
案
内
」
と
は
ま
っ
た
く
趣
が
違
っ
て
い
た
。
ま

た
、
明
知
の
町
名
も
明
智
に
変
わ
っ
て
い
る
。
本
当
に
光
秀
の
地
だ
ろ
う
か

少
し
不
安
が
よ
ぎ
っ
た
が
、
と
に
か
く
案
内
書
に
従
っ
て
光
秀
ゆ
か
り
の
地

を
廻
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　
ま
ず
千
畳
敷
（
多
羅
砦
と
も
い
う
）
に
向
か
っ
た
。
町
の
南
方
に
あ
る
小

丘
落
合
砦
の
跡
が
千
畳
敷
公
園
で
あ
る
。
明
智
城
が
宝
治
元
年
に
築
城
さ
れ

た
後
、
串
原
経
景
が
城
の
西
南
に
あ
た
る
こ
の
小
山
に
砦
を
構
え
こ
こ
を
支

城
と
し
た
と
い
う
。
た
し
か
に
明
智
町
の
南
方
に
串
原
村
の
地
名
も
あ
る
。

　
案
内
書
に
は
「
山
下
に
屋
敷
あ
り
て
子
孫
永
く
住
す
と
い
う
。
山
上
百
歩

余
の
平
地
あ
り
、
こ
こ
が
明
智
城
の
物
見
櫓
と
し
て
の
陣
屋
趾
で
、
俗
に
千

畳
敷
と
呼
ば
れ
る
」
と
あ
る
。
公
園
内
に
大
き
い
古
井
戸
が
あ
っ
た
。
口
碑

に
「
光
秀
産
湯
の
井
戸
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
井
戸
は
径
五
尺

ほ
ど
の
小
石
で
築
き
上
げ
ら
れ
、
木
枠
で
囲
わ
れ
て
い
る
。
頑
丈
な
鉄
網
で

覆
わ
れ
た
内
部
を
覗
く
と
、
羊
歯
が
生
い
茂
っ
て
い
て
暗
く
深
さ
は
分
か
ら

な
い
。
光
秀
は
こ
の
城
砦
で
生
ま
れ
た
と
の
伝
承
が
あ
る
が
、
文
献
に
あ
る

「
多
羅
」
の
地
名
が
、
光
秀
生
誕
説
の
根
拠
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

＊　
＊　
＊

　
駅
の
近
く
に
八
王
子
神
社
と
い
う
の
が
あ
り
、
本
殿
側
に
口
碑
に
伝
わ
る

光
秀
手
植
え
の
楓
（
松
）
と
、
文
武
を
志
し
て
光
秀
が
建
て
た
柿
本
人
麻
呂

祠
が
あ
る
。
光
秀
自
ら
が
祭
主
と
な
り
、
社
殿
に
は
桔
梗
の
紋
所
を
刻
ん
で

明
知
町
名
勝
案
内

明
知
町
鳥
瞰
図
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千畳敷公園

八王子神社にある柿本人麻呂祠　

光秀産湯の井戸（家族と一緒に）

光秀手植えの楓

祀
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
歌
を
好
ん
だ
光
秀
が
人
麿
の
祠
を
祭
っ
た
と

い
う
の
は
よ
く
で
き
た
話
だ
が
、
手
植
え
の
楓
と
か
産
湯
の
井
戸
と
い
う
の

は
ど
こ
に
で
も
あ
る
代
物
で
い
た
だ
け
な
い
。
こ
の
神
社
は
郷
社
で
平
安
時

代
の
天
歴
三
年
に
勧
進
さ
れ
、
天
之
忍
穂
耳
命
ほ
か
七
神
が
祭
神
と
い
う
由

緒
あ
る
も
の
で
あ
る
。
元
亀
三
年
、
明
智
城
陥
落
の
と
き
焼
失
し
た
が
、
そ

の
後
代
々
の
城
主
が
造
営
修
補
し
、
現
在
の
社
宇
は
延
宝
四
年
城
主
遠
山
景

次
の
造
営
に
係
る
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
柿
本
人
麻
呂
は
天
武
、
持
統
両
天
皇
に
仕
え
た
宮
廷
歌
人
。
万
葉
集
を
代

表
す
る
人
物
で
、
天
武
、
持
統
、
文
武
の
三
代
に
活
躍
し
た
下
級
官
吏
、
天

智
朝
に
出
仕
し
て
い
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
雄
大
荘
重
な
長
歌
の
形
式
を
完

成
す
る
一
方
、
短
歌
に
お
い
て
も
叙
情
詩
人
と
し
て
高
い
成
熟
度
を
示
し
万

葉
歌
人
の
第
一
人
者
と
さ
れ
る
。
そ
の
出
自
経
歴
に
謎
が
多
く
、
難
解
な
和

歌
が
古
代
朝
鮮
語
あ
る
い
は
ハ
ン
グ
ル
で
解
読
で
き
る
こ
と
か
ら
、
朝
鮮
か

ら
の
渡
来
人
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
天
武
朝
に
柿
本
人
麻
呂
歌
集
を
筆
録

し
後
の
歌
風
の
基
礎
を
築
い
た
。
石
見
の
国
で
没
し
た
と
さ
れ
て
い
た
が
大

和
近
辺
と
も
考
え
ら
れ
、
奈
良
遷
都
以
前
に
死
去
し
た
と
の
説
も
あ
る
。
古

今
集
の
序
に
歌
聖
と
称
さ
れ
そ
の
以
後
も
歌
人
達
に
よ
っ
て
崇
め
ら
れ
て
い

る
。

　
巨
木
に
囲
ま
れ
た
静
寂
な
雰
囲
気
の
人
丸
塚
と
い
う
の
が
、明
石
城
址
（
現

兵
庫
県
明
石
公
園
）
の
巽
櫓
と
未
櫓
の
間
に
あ
る
。
は
じ
め
僧
空
海
が
こ
こ

に
楊
柳
寺
を
建
立
、
仁
和
の
こ
ろ
に
住
職
覚
証
が
夢
の
お
告
げ
で
柿
本
人
麻

呂
を
こ
こ
に
祀
っ
た
と
い
う
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
後
に
柿
本
神
社
が
建
て
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ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
明
石
城
築

城
に
際
し
て
明
石
市
人
丸
町
に
遷

さ
れ
、
現
在
の
人
丸
山
柿
本
神
社

と
な
っ
て
社
殿
も
改
築
さ
れ
て
い

る
。
島
根
県
益
田
市
に
も
柿
本
神

社
が
あ
る
。
和
銅
年
間
、
人
麻
呂

が
没
し
た
と
さ
れ
る
鴨
島
に
社
殿

が
建
立
さ
れ
、
延
宝
九
年
に
現
在

地
に
移
転
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。

２
．
明
智
城
址
・
龍
護
寺
・
於
牧
の
墓
所
・
天
神
神
社
（
恵
那
市
明
智
町
）

　
町
の
東
方
八
百
米
の
山
上
に
明
智
城
址
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
鉄
砲
の
な

か
っ
た
足
利
時
代
の
築
城
法
に
よ
る
山
城
で
あ
る
。
近
古
時
代
に
美
濃
の
豪

族
、
加
藤
景
重
（
遠
山
明
智
氏
）
が
元
治
元
年
に
築
い
た
城
で
、
俗
に
白
鷹

城
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
元
亀
三
年
十
二
月
（
天
正
二
年
春
と
も
）
甲
斐
武
田

氏
の
将
秋
山
晴
近
の
来
襲
に
遭
い
、
城
主
遠
山
景
行
は
防
戦
し
た
が
落
城
、

後
に
そ
の
子
利
景
が
こ
れ
を
奪
還
し
た
が
自
立
で
き
ず
退
散
し
て
徳
川
氏
を

頼
っ
た
と
い
う
。
天
険
の
地
形
を
利
用
し
土
盛
砦
、
畝
堀
な
ど
の
あ
る
典
型

的
な
山
城
。
最
近
人
が
通
っ
た
形
跡
が
な
く
あ
ま
り
に
も
急
な
山
道
な
の
で

少
し
怯
ん
だ
が
、
娘
に
「
二
度
と
く
る
機
会
は
な
い
よ
」
と
激
励
さ
れ
一
気

に
登
っ
た
。
靴
は
ド
ロ
ド
ロ
、
ひ
ど
く
息
切
れ
。
山
頂
の
城
跡
に
は
、
草
木

明石公園にある人丸塚

が
生
い
茂
っ
て
周
辺
の
眺
望
を
遮
り
見
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
。
案
内
書

に
あ
る
「
城
址
へ
道
幾
曲
り
草
紅
葉
」
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
光
秀
が
い
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
明
智
町
に
は
他
に
城
趾
が
な

い
こ
と
か
ら
、
光
秀
と
白
鷹
城
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

当
時
の
美
濃
の
実
力
者
は
土
岐
と
遠
山
の
二
氏
、
明
智
の
東
北
、
岩
村
と
明

智
の
真
北
、
岩
村
の
西
に
遠
山
と
い
う
所
が
あ
る
が
、
遠
山
氏
は
こ
の
遠
山

庄
か
ら
の
出
自
で
あ
る
。
白
鷹
城
が
遠
山
氏
の
築
城
に
依
る
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
叔
父
光
安
が
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
話
は
で
た
ら
め
で
あ
る
。
し

か
し
、
光
秀
が
こ
の
遠
山
明
智
氏
の
地
で
父
と
早
く
死
別
し
、
こ
こ
で
良
母

に
育
ま
れ
た
こ
と
は
本
当
か
も
し
れ
な
い
。

＊　
＊　
＊

　
白
鷹
城
か
ら
八
王
子
神
社
に
戻
る
道
中
に
、
大
明
山
龍
護
寺
と
い
う
静
か

な
佇
ま
い
の
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
名
刹
が
あ
っ
た
。
こ
の
寺
は
慶
長
元
年
、

時
の
城
主
遠
山
利
景
が
、
浄
地
を
も
と
め
て
建
立
し
た
遠
山
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
。
寺
の
本
堂
横
に
遠
山
家
累
代
の
墓
所
が
あ
り
、山
門
入
口
右
手
に
「
光

秀
公
出
生
地
」
と
い
う
案
内
の
石
碑
、
そ
の
奥
の
樹
林
の
な
か
一
段
高
い
石

組
み
の
上
に
光
秀
の
供
養
塔
「
光
厳
院
殿
涼
目
秀
天
大
居
士
神
儀
」
が
立
っ

て
い
る
。
こ
の
石
墓
に
つ
い
て
は
通
説
ど
お
り
、
光
秀
の
痛
切
な
思
い
で
斜

め
に
ひ
び
割
れ
が
入
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
寺
に
は
九
条
衣
の
伝
承
が
あ

る
。
そ
れ
は
「
そ
の
昔
、
落
武
者
が
訪
れ
、
無
念
の
光
秀
の
直
垂
を
持
参
し
、

永
代
供
養
を
乞
う
て
去
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
、
九
条
衣
と
称
さ
れ
る
袈
裟
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の
四
隅
に
こ
の
直
垂
の

布
が
縫
い
込
ま
れ
、
寺

宝
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

い
る
と
の
こ
と
。
拝
観

を
お
願
い
し
た
か
っ
た

が
、
あ
い
に
く
ご
住
職

も
ご
家
族
も
不
在
の
様

子
、
光
秀
公
の
供
養
塔

に
お
参
り
し
て
次
に
向

か
っ
た
。

＊　
＊　
＊

　
寛
保
三
年
に
建
て
ら

れ
た
光
秀
の
母
於
牧
の

方
の
墓
所
は
、
町
の
東

南
、
白
鷹
城
と
相
対
す

る
御
山
砦
の
麓
に
あ

り
、
樹
齢
数
百
年
の
高

野
槇
の
巨
樹
（
神
木
）

の
傍
ら
に
祀
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
世
評
を

は
ば
か
っ
て
か
そ
の

龍護寺にある光秀供養塔龍護寺

名
は
伏
せ
ら
れ
、
墓
碑
に
は

た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
だ
け

刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ

の
傍
ら
に
は
あ
た
か
も
於
牧

の
方
を
守
る
か
の
よ
う
。
に

数
基
の
小
さ
な
墓
石
群
が
並

び
、
訪
れ
る
人
の
心
を
癒
し

て
い
る
。
当
地
で
は
於
牧
の

方
の
供
養
の
た
め
、
近
在
の

人
々
の
手
に
よ
る
甘
酒
祭
り

が
閏
年
ご
と
に
行
わ
れ
て
い

る
と
い
う
。

＊　
＊　
＊

　
最
後
に
明
智
町
万
ヶ
洞
に
あ
る
天
神
社
を
訪
れ
た
。
そ
れ
は
山
の
麓
、
谷

間
に
あ
る
狭
い
畑
地
の
畦
道
か
ら
通
じ
る
丘
の
上
に
あ
っ
た
が
、
案
内
標
識

は
畑
の
横
の
小
道
標
だ
け
。
里
人
に
聞
い
て
も
所
在
が
分
か
ら
ず
よ
う
や
く

辿
り
着
い
た
。
そ
の
せ
い
か
タ
ク
シ
ー
を
降
り
て
か
ら
か
な
り
の
道
の
り
が

あ
る
よ
う
に
思
え
た
。
万
ヶ
洞
天
神
神
社
は
京
都
北
野
の
天
満
宮
か
ら
の
分

祀
と
伝
え
ら
れ
る
。
神
社
の
真
横
に
幾
度
か
改
補
修
を
重
ね
た
ら
し
い
茅
葺

屋
根
の
建
物
が
あ
っ
た
。
こ
こ
が
光
秀
幼
少
の
こ
ろ
に
京
都
嵯
峨
天
龍
寺
の

雲
水
勝
恵
と
い
う
学
僧
が
き
て
精
進
し
た
と
い
う
学
問
所
跡
で
あ
る
。
不
思

神木下の於牧の方の墓、傍らに数基の小墓石群
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天
神
神
社

光秀が精進した学問所

議
な
こ
と
に
古
い
明
知

町
名
勝
案
内
に
は
天
神

社
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、
学
問
所
跡
と
於
牧

の
方
の
墓
所
の
案
内
は

記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

郷
土
の
人
達
に
よ
っ
て

後
に
比
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
。

３
．
明
智
城
址
・
天
龍

寺
（
可
児
市
瀬
田
町
）

　
明
智
町
か
ら
土
岐
市

を
経
て
、
西
北
に
道
を

と
る
と
可
児
市
瀬
田
が

あ
る
。
こ
こ
は
古
く
は

土
岐
明
智
の
本
拠
、
明

知
庄
と
呼
ば
れ
光
秀
の

出
生
地
と
い
わ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
地

図
を
頼
り
に
明
智
城
址

の
長お

さ
や
ま山

に
向
け
タ
ク

シ
ー
を
と
ば
す
。
明
知
庄
の
東
西
に
延
る
丘
陵
に
そ
っ
て
新
興
住
宅
地
が
あ

り
、
坂
道
を
迂
回
し
て
上
が
る
と
よ
う
や
く
城
址
の
入
口
に
辿
り
つ
い
た
。

犬
の
散
歩
を
し
て
い
た
女
性
に
出
会
っ
て
挨
拶
す
る
と
、
笑
っ
て
「
何
も
あ

り
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
。
標
高
百
七
十
五
米
の
中
世
の
平
城
と
あ
っ
た
が
、

城
址
を
示
す
石
碑
、
城
址
記
を
記
し
た
案
内
板
、
曲
輪
の
配
置
図
、
本
丸
・

二
の
丸
跡
の
石
柱
な
ど
が
、
あ
ま
り
広
く
な
い
台
地
に
点
在
し
て
い
て
、
城

址
と
い
う
よ
り
住
宅
地
の
公
園
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
城
址
記
に
は「
康

永
元
年
明
智
次
郎
長
山
下
野
守
頼
兼
に
よ
り
開
城
、
弘
治
二
年
九
月
に
斎
藤

義
龍
に
攻
略
さ
れ
落
城
」
と
あ
る
。

明
智
城
址
碑

明
智
城
本
丸
跡




