
森
本
茂
氏
が
昭
和
四
十
八
年
に
上
梓
さ
れ
た
『
伊
勢
物
語
全
釈
』
は
今
日

研
究
者
に
と
っ
て
は
も
は
や
必
読
の
書
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の

一
冊
に
収
め
ら
れ
て
い
る
諸
説
批
評
や
諸
論
の
考
察
展
開
は
、
伊
勢
物
語
の

注
釈
史
上
特
筆
す
べ
き
一
書
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
特
に
氏
の
「
歌

物
語
」
の
変
遷
を
追
求
し
な
が
ら
の
考
証
論
は
定
評
が
あ
る
。
そ
の
森
本
氏

が
今
度
『
大
和
物
語
の
考
証
的
研
究
』
を
上
梓
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
伊
勢
物

語
の
研
究
か
ら
大
和
物
語
へ
の
連
続
性
は
、
歌
物
語
の
原
流
が
そ
う
で
あ
る

如
く
、
そ
の
展
開
と
方
法
に
お
い
て
は
か
な
り
の
範
囲
に
気
を
配
る
努
力
が

要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
の
風
土
」
や
『
伊
勢
物
語
論
」
と
と
も
に
「
大
和
物
語
」
の

研
究
が
ま
と
め
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
役
者
が
出
揃
っ
た
感
が
す
る
。

さ
て
、
『
大
和
物
語
の
考
証
的
研
究
」
は
全
体
が
七
章
十
五
節
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
章
は
「
大
和
物
語
の
人
物
考
証
」
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
「
二
条
の
御
息
所
」
「
閑
院
の
御
」
「
閑
院
の
大
君
」
「
と
し
こ
」
「
故
后
の

宮
」
「
武
蔵
」
「
な
ら
の
帝
」
な
ど
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
．
一
条
の
御

息
所
」
に
つ
い
て
の
考
証
は
ま
ず
、
大
和
物
語
諸
伝
本
の
表
現
に
注
目
す
る

〔
書
評
〕森

本
茂
著
『
大
和
物
語
の
考
証
的
研
究
』基

本
論
を
経
て
、
次
第
に
「
二
位
」
と
す
る
諸
伝
本
を
避
け
、
「
二
条
」
を

正
確
と
す
る
に
至
る
。
以
下
は
．
一
条
の
御
息
所
」
と
す
る
伝
本
を
中
心
に

論
を
進
め
る
態
度
で
あ
る
。
こ
の
考
証
は
北
村
季
吟
の
『
大
和
物
語
抄
』
が

「
二
条
の
御
息
所
」
に
は
該
当
者
が
い
な
い
の
で
「
三
条
の
御
息
所
」
（
藤

原
定
方
女
）
が
正
当
と
説
い
て
以
来
、
こ
の
考
え
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ

が
、
こ
の
説
に
正
面
か
ら
批
判
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
論
旨
明
解
で
あ
る
。

近
年
「
二
条
の
御
息
所
」
は
「
二
条
高
子
」
か
と
す
る
雨
海
説
に
も
言
及
し
、

更
に
「
二
条
」
と
称
さ
れ
た
人
物
の
邸
宅
跡
を
『
拾
芥
抄
』
や
『
日
本
紀
略
」

な
ど
の
史
書
に
あ
た
り
考
証
す
る
一
方
、
御
息
所
に
つ
い
て
も
、
和
田
英
松

氏
の
『
修
訂
官
職
要
解
』
の
例
を
引
き
つ
つ
更
に
「
伊
勢
」
が
二
条
東
洞
院

に
住
ん
で
い
た
こ
と
に
着
目
し
、
合
わ
せ
て
「
伊
勢
」
に
関
わ
る
内
部
徴
証

、
、

と
勅
撰
集
歌
や
今
昔
物
語
、
伊
勢
集
な
ど
か
ら
「
伊
勢
は
宇
多
天
皇
の
召
人

、
、
、

的
存
在
の
御
息
所
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
」
と
し
、
大
和
物
語
の
第
一
段
に

は
「
伊
勢
の
御
」
と
あ
り
、
一
四
七
段
に
は
「
伊
勢
の
御
息
所
」
と
あ
る
点
に

着
目
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
論
考
が
終
る
の
で
は
な
い
。
「
伊
勢
の
御

息
所
」
と
一
四
七
段
で
記
し
た
も
の
を
な
ぜ
一
八
段
で
は
「
二
条
の
御
息
所
」

中
田
武
司

五
八



と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
に
移
る
。
そ
し
て
一
八
段
は
「
故
式
部

卿
宮
」
（
敦
慶
親
王
）
と
伊
勢
の
物
語
で
あ
る
こ
と
を
考
証
し
、
「
故
式
部
卿
宮
」

「
二
条
の
御
息
所
」
と
い
え
ば
す
ぐ
に
敦
慶
親
王
と
伊
勢
の
こ
と
と
大
和
物

語
の
聞
き
手
（
読
者
）
に
は
分
か
っ
た
の
だ
と
結
論
す
る
。

伊
勢
は
温
子
（
大
和
物
語
で
は
「
故
后
の
宮
」
）
の
莞
去
後
、
敦
慶
親
王
の

寵
愛
を
受
け
て
中
務
を
出
生
し
て
い
る
女
性
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
関
係
は

「
伊
勢
集
」
で
は
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
点
は
す
で
に
関
根
慶
子
氏
や

岡
崎
知
子
氏
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸

論
を
も
ふ
ま
え
て
大
和
物
語
の
人
物
考
証
と
し
て
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

第
二
節
の
「
閑
院
の
御
」
に
つ
い
て
は
「
閑
院
の
御
」
と
「
閑
院
」
と
称

さ
れ
る
人
物
が
大
和
物
語
で
は
同
一
人
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、
閑
院
の
場

所
や
以
後
の
伝
領
関
係
を
『
日
本
紀
略
』
や
『
左
経
記
』
『
尊
卑
分
脈
』
『
紹

運
録
』
な
ど
か
ら
考
証
し
、
閑
院
は
清
和
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
貞
元
親
王
の

こ
と
で
、
藤
原
基
経
の
娘
を
妃
と
し
た
皇
子
と
論
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
上

古
今
集
歌
（
八
三
七
番
歌
）
に
も
言
及
し
、
そ
の
詞
害
に
「
藤
原
忠
房
が
昔

あ
ひ
知
り
て
侍
り
け
る
人
の
身
ま
か
り
に
け
る
時
に
、
と
ぶ
ら
ひ
に
つ
か
は

す
と
て
よ
め
る
」
と
あ
る
忠
房
に
注
目
し
、
忠
房
の
妻
は
貞
元
親
王
の
皇
女

で
あ
る
こ
と
や
、
「
昔
あ
ひ
知
り
て
侍
り
け
る
人
」
の
昔
と
は
、
忠
房
と
昔
の

愛
人
の
関
係
で
、
こ
の
こ
と
は
閑
院
の
御
が
よ
く
知
っ
て
い
た
筈
だ
と
の
べ
、

「
閑
院
の
御
」
と
は
「
仮
り
の
呼
び
名
」
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
新
見
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。

右
の
論
考
の
中
に
は
「
貞
元
親
王
と
基
経
女
の
没
後
」
に
つ
い
て
は
、
資

料
の
少
な
い
点
で
、
結
局
は
閑
院
跡
が
ど
う
な
っ
‐
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
、

と
さ
れ
る
が
、
氏
の
見
解
か
ら
し
て
、
こ
の
点
の
結
論
を
読
者
と
し
て
は
、

是
非
と
も
欲
し
い
思
い
が
し
て
な
ら
な
い
。
し
か
し
本
書
に
は
そ
の
後
の
研

究
も
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

前
の
論
考
で
今
少
し
欲
し
い
と
思
わ
れ
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
氏
自
ら
が
そ

の
問
題
を
遺
漏
な
く
努
力
さ
れ
る
続
考
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
閑

院
の
御
」
と
「
南
院
の
今
君
」
と
の
問
題
（
同
一
人
か
否
か
の
問
題
）
は
長

い
時
間
を
か
け
て
の
考
証
の
跡
が
顕
著
で
あ
り
、
氏
の
考
え
と
し
て
は
、
か

つ
て
南
波
浩
氏
が
、
日
本
古
典
全
書
で
別
人
説
を
の
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
近
い
考
え
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
閑
院
の
論
は
、
次
の

第
三
節
「
閑
院
の
大
君
」
論
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。

第
三
節
で
は
、
「
源
宗
子
女
」
が
「
閑
院
の
大
君
」
で
あ
る
説
を
批
判
す

る
考
証
論
で
あ
る
。
清
和
天
皇
皇
子
貞
元
親
王
（
閑
院
）
の
長
女
が
正
に
「
閑

院
の
大
君
」
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
従
来
『
勅

撰
作
者
部
類
』
『
尊
卑
分
脈
』
な
ど
を
根
拠
と
し
て
「
源
宗
子
女
」
と
す
る
も

の
が
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
否
定
す
る
点
で
秀
れ
た
論
考
で
あ
る
。
こ
の
論

考
は
か
つ
て
「
国
語
と
国
文
学
」
（
昭
矼
・
２
）
に
公
表
さ
れ
て
論
を
呼
ん
だ

考
証
で
あ
る
。
本
節
に
は
副
題
が
「
源
宗
子
女
説
批
判
」
と
あ
る
如
く
、
今

後
大
和
物
語
の
研
究
者
に
は
必
読
不
可
欠
の
「
閑
院
論
」
の
結
論
で
も
あ
る

と
い
え
よ
シ
フ
Ｏ

第
四
節
は
「
と
し
こ
」
と
本
名
（
？
）
で
登
場
す
る
人
物
の
考
証
で
あ
る
。

こ
の
「
と
し
こ
」
は
大
和
物
語
中
に
は
十
章
段
に
わ
た
っ
て
登
場
す
る
女
性
だ

が
、
こ
れ
ま
で
に
は
比
較
的
論
考
の
少
な
い
女
房
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
物
に

五
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つ
い
て
、
氏
は
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
て
い
る
資
料
で
あ
る
『
拾

遺
集
』
の
「
承
香
殿
の
と
し
こ
」
に
焦
点
を
当
て
直
し
、
再
考
し
、
大
和
物

語
の
内
部
徴
証
へ
と
言
及
す
る
。
角
田
文
衛
氏
が
「
源
和
子
（
女
御
）
に
宮
仕

え
し
、
女
御
が
醍
醐
天
皇
の
崩
御
後
、
承
香
殿
を
引
き
払
う
ま
で
、
女
御
の

許
に
出
仕
し
て
い
た
」
と
説
か
れ
た
考
え
に
半
ば
賛
成
し
て
い
る
が
、
宮
仕

え
の
期
間
に
つ
い
て
は
異
説
と
し
、
「
醍
醐
天
皇
の
崩
御
よ
り
七
、
八
年
前

ま
で
の
こ
と
」
と
し
、
『
吏
部
王
記
』
や
「
河
海
抄
』
以
下
の
資
料
を
用
い
て

論
述
し
、
再
度
大
和
物
語
の
内
部
徴
証
に
も
ど
り
「
承
香
殿
に
宮
仕
え
し
た

女
房
」
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
「
承
香
殿
の
出
仕
は
延
喜
十
八
、
九
年
の
頃
」

と
ま
で
詳
述
す
る
。
論
旨
は
明
解
だ
が
、
資
料
の
軽
重
に
多
少
の
不
安
を
も

つ
。
し
か
し
従
前
の
研
究
者
の
見
落
し
を
鋭
く
指
摘
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。

第
五
節
は
「
故
后
の
宮
」
「
武
蔵
」
の
人
物
論
で
あ
り
、
第
六
節
は
「
な
ら

の
帝
」
の
論
で
あ
る
。
「
な
ら
の
帝
」
は
古
今
集
仮
名
序
で
も
大
き
な
問
題

と
な
る
如
く
、
い
さ
さ
か
厄
介
な
問
題
で
あ
る
。
大
和
物
語
の
場
合
も
「
な

ら
の
帝
」
は
平
城
天
皇
で
あ
り
、
人
麻
呂
と
同
時
代
の
人
物
と
い
う
印
象
や

伝
承
が
強
く
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
な
ら
の
帝
」
が
そ
の
実
、
文
武
、

平
城
な
の
か
、
平
城
、
桓
武
な
の
か
。
ま
た
こ
の
両
帝
の
二
重
像
な
の
か
。

あ
る
い
は
奈
良
以
前
に
居
座
さ
れ
た
帝
な
の
か
、
こ
れ
ら
は
「
伝
承
の
途
中

で
さ
ま
ざ
ま
な
虚
実
が
か
ら
み
あ
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
」
が
真
実
で
は

な
い
の
か
と
の
考
え
が
基
と
な
り
、
「
虚
構
伝
承
」
と
「
歌
物
語
と
歌
語
り
」

と
い
う
二
重
構
造
を
指
摘
し
、
後
者
を
中
心
に
、
勅
撰
集
歌
を
資
料
と
し
て

論
述
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
、
時
と
し
て
表
現
語
彙
の
分
析
な
ど
も
あ
る
。

即
ち
「
な
む
」
「
む
」
の
使
用
頻
度
の
参
考
も
加
え
て
の
視
点
も
含
ま
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
や
は
り
大
和
物
語
の
内
部
徴
証
へ
も
ど
り
、
「
史
実
に
基
づ

く
歌
語
り
の
第
一
部
」
と
、
「
伝
承
説
話
に
基
づ
く
歌
語
り
の
第
二
部
」
と

に
区
分
で
き
る
も
の
と
分
析
し
、
両
者
の
差
異
が
明
確
に
存
在
す
る
と
い

う
。
し
か
し
こ
の
論
旨
は
、
氏
自
身
も
述
べ
る
如
く
、
言
葉
の
多
寡
に
よ
っ

て
創
作
意
識
の
正
確
さ
が
ど
こ
ま
で
根
拠
と
な
り
う
る
か
に
は
問
題
が
あ

る
。
こ
の
問
題
は
そ
れ
だ
け
に
今
後
の
続
編
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
各
方
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
で
「
な
ら
の
帝
」
論
は
着
実

に
進
展
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
「
な
ら

の
帝
」
と
「
人
麻
呂
」
と
が
恰
も
セ
ッ
ト
の
如
く
歌
語
ら
れ
る
の
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
大
和
物
語
に
は
こ
の
感
が
強
い
。
こ
の
点
に
つ
い

て
氏
は
、
次
章
の
「
大
和
物
語
の
生
成
」
の
中
で
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

「
大
和
物
語
」
は
か
な
り
「
歌
枕
意
識
」
を
も
っ
て
い
る
点
の
指
摘
は
氏

に
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
『
歌
枕
大
観
』
の
著
者
で
あ
る
氏
に
し
て
考
え

う
る
問
題
だ
と
思
う
が
、
「
ふ
る
さ
と
」
意
識
が
「
な
ら
の
帝
」
と
「
人
麻

呂
」
を
セ
ッ
ト
に
す
る
根
拠
の
論
は
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
り
、
歌
枕
に
関

す
る
氏
の
文
章
は
生
き
生
き
と
す
る
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。
氏
の
研
究
態
度

が
自
と
そ
の
よ
う
な
筆
致
に
運
ば
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
章
は
「
大
和
物
語
の
人
物
表
記
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
章
と
は
大

い
に
異
な
り
、
同
一
人
物
な
が
ら
も
、
何
故
変
化
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る

の
か
、
そ
の
意
図
を
追
求
し
た
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

の
は
「
故
式
部
卿
の
宮
」
「
先
帝
」
「
な
ら
の
帝
」
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
中
に

は
物
語
を
改
め
る
時
に
「
先
帝
の
御
時
（
二
二
段
と
、
「
同
じ
帝
（
一
三
三
）
」
、

「
先
帝
の
御
時
（
一
三
四
と
の
如
く
連
続
内
容
と
思
わ
れ
る
の
に
、
何
故
同
一

六
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表
現
を
と
ら
な
い
の
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
大
和
物
語
抄
』
以
来
、

改
め
て
表
記
す
る
の
は
人
が
代
る
故
、
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

現
代
の
多
く
の
注
釈
は
そ
れ
ぞ
れ
に
論
点
を
異
に
し
な
が
ら
、
人
物
の
異
な

る
場
合
も
あ
れ
ば
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
森

本
氏
は
各
人
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
本
章
は
単
章
で
は
あ
る

が
第
一
章
と
も
深
く
関
わ
っ
て
考
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
従
来
忌
避

さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
問
題
が
整
理
さ
れ
た
と
い
え
る
大
切
な
一
篇
で
あ
る
。

第
三
章
は
「
大
和
物
語
の
生
成
」
に
関
す
る
も
の
で
、
四
節
か
ら
な
っ
て

い
る
。

大
和
物
語
は
見
方
を
変
え
る
と
、
歌
語
り
、
歌
物
語
の
典
型
で
あ
る
と
同

時
に
「
歌
枕
」
の
宝
庫
で
も
あ
る
と
い
う
。
氏
は
こ
の
「
歌
枕
」
に
つ
い
て

は
す
で
に
述
べ
た
如
く
大
著
を
も
の
さ
れ
て
い
る
学
者
で
あ
る
。
「
歌
枕
」
の

中
で
も
万
葉
集
時
代
の
歌
枕
の
存
在
性
に
疑
問
を
提
し
、
真
の
歌
枕
は
平
安

初
期
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
六
歌
仙
頃
に
そ
の
目
安
を
置
く

べ
き
と
の
論
が
陳
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
大
き
な
問
題
に
関
し
て
、
大

和
物
語
と
万
葉
集
に
関
す
る
「
歌
枕
」
を
具
体
的
に
考
証
す
る
。
そ
の
結
果
、

万
葉
集
に
見
え
る
と
し
て
、
後
世
「
歌
枕
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
が
、

単
に
万
葉
集
で
は
、
一
回
性
の
地
名
で
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
し
か
も
、
こ
の
一
回
性
地
名
（
氏
は
．
回
的
地
名
」
と
い
う
）
が

「
歌
語
」
や
「
歌
枕
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
経
緯
を
の
べ
て

い
る
。
例
え
ば
、
有
間
皇
子
の
「
磐
代
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
」
（
万
葉
、

二
’
一
四
一
）
の
「
結
び
松
」
は
、
持
統
・
文
武
両
帝
の
紀
伊
の
湯
行
幸
の

折
の
歌
に
も
、
「
長
忌
寸
意
吉
麿
『
結
び
松
を
見
て
哀
咽
し
ぶ
る
歌
二
首
」

と
あ
る
他
、
万
葉
集
に
は
四
首
が
存
在
す
る
こ
と
を
詳
述
し
、
こ
れ
が
平
安

時
代
に
な
る
と
、
か
な
り
多
く
の
歌
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
定

着
す
る
と
、
い
う
諭
展
で
あ
る
。
こ
の
「
結
び
松
」
の
他
に
「
忘
れ
貝
」
「
住

吉
」
な
ど
の
名
所
と
歌
枕
と
の
関
係
を
考
証
し
、
万
葉
集
中
に
は
地
名
と
景

物
、
そ
れ
に
歌
語
り
が
結
び
つ
い
て
「
歌
枕
」
の
意
識
を
形
成
し
た
傾
向
に

あ
っ
た
の
だ
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
大
和
物
語
（
一
五
五
段
）
の
「
安

積
山
」
に
関
し
て
は
氏
の
考
え
が
広
く
深
く
の
べ
ら
れ
て
い
て
、
重
厚
な
論

で
あ
る
。
こ
の
第
一
節
「
安
積
山
の
段
の
生
成
」
の
論
は
昭
和
六
一
年
に
日

本
文
学
風
土
学
会
で
講
演
さ
れ
た
内
容
を
更
に
加
筆
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
評

価
の
高
い
内
容
で
あ
る
。
前
述
の
「
歌
枕
」
論
と
も
絡
む
が
、
そ
の
発
生
と

生
成
．
完
成
の
時
期
設
定
は
小
沢
正
夫
氏
が
『
古
今
集
の
世
界
」
で
時
期
的
に

は
森
本
氏
と
同
じ
平
安
初
期
論
を
の
べ
ら
れ
た
が
、
森
本
氏
は
こ
の
論
を
安

積
山
と
い
う
陸
奥
国
を
舞
台
と
し
た
大
和
物
語
の
歌
語
り
を
も
っ
て
論
証
し

た
と
い
え
る
内
容
で
も
あ
る
。
と
り
わ
け
、
な
ぜ
安
積
山
と
い
う
舞
台
が
選

ば
れ
て
大
和
物
語
に
収
め
ら
れ
た
の
か
に
関
し
て
は
興
味
あ
る
論
が
の
べ
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
伝
承
歌
の
伝
播
の
道
程
や
歌
物
語
の
中
に
組
み
込
ま

れ
る
安
積
山
が
ど
の
よ
う
に
し
て
創
作
意
識
を
か
り
た
て
た
の
か
に
つ
い
て

も
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
章
の
諸
論
が
次
章
へ
と
連
携
し
て
一
段

の
発
展
を
見
せ
て
い
る
。
「
安
積
山
」
の
論
に
続
い
て
は
「
嬢
捨
山
」
の
段
（
一

五
六
段
）
の
生
成
」
の
論
で
あ
る
。
「
娯
捨
」
伝
承
を
整
理
す
る
か
た
わ
ら
、

そ
の
伝
承
的
素
材
が
奈
辺
に
あ
る
の
か
を
探
ぐ
る
意
味
で
、
ま
ず
『
俊
頼
髄

脳
』
と
大
和
物
語
と
の
関
係
に
注
目
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
更
に
今
昔
物
語

集
を
加
え
て
そ
の
方
向
性
を
探
ぐ
り
、
第
二
段
階
に
お
い
て
和
歌
を
加
え
、

－1一
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『
新
撰
和
歌
（
巻
四
）
』
『
古
今
和
歌
六
帖
（
一
こ
と
古
今
集
歌
を
添
え
て
古

注
が
考
証
し
論
ず
る
問
題
点
を
整
理
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
注
目
す

べ
き
は
古
今
集
歌
の
中
に
す
で
に
「
嬢
捨
山
伝
説
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
が
あ

る
こ
と
の
指
摘
で
あ
り
、
小
町
集
以
下
の
私
家
集
に
も
こ
れ
が
存
す
る
と
い

う
。
ま
た
「
躬
恒
集
（
西
本
願
寺
本
）
」
の
屏
風
・
障
子
歌
に
も
そ
の
系
累
の

存
在
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
嬢
捨
山
」
の
伝
承
は
古
今
集
に
お
い

て
「
歌
枕
」
の
「
娘
捨
山
」
と
し
て
確
立
し
、
こ
れ
が
も
と
と
な
っ
て
大
和
物

語
へ
収
め
ら
れ
広
が
っ
た
も
の
だ
と
結
論
す
る
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
「
嬢

捨
山
伝
説
」
は
通
り
一
ぺ
ん
の
も
の
で
は
な
く
、
多
様
性
の
存
在
を
指
摘
し
、

「
棄
老
伝
説
」
や
「
親
棄
山
」
と
は
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と

の
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
切
な
指
摘
で
あ
る
。
即
ち
大
和
物
語
の
伝
承
に
は
、

現
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
人
間
的
な
苦
悩
が
テ
ー
マ
と
な
り
、
新
し
い
文
学

的
な
再
生
が
眼
目
と
な
っ
て
い
る
点
の
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
れ
ら
の

指
摘
は
、
大
和
物
語
を
読
む
者
の
基
本
姿
勢
と
言
及
す
る
。

続
い
て
は
「
在
中
将
諸
段
の
構
成
」
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
生
成
」
で
は

な
く
「
構
成
」
と
あ
る
如
く
業
平
関
係
の
七
章
段
（
一
六
○
’
一
六
六
段
）

の
構
成
の
論
で
、
古
い
説
話
と
新
し
い
説
話
と
い
う
単
純
論
を
批
判
す
る
。

そ
し
て
真
に
大
和
物
語
は
あ
え
て
区
分
す
れ
ば
、
第
二
部
と
称
せ
る
の
は
一

四
七
段
以
後
と
一
線
を
区
画
す
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
在
中
将
関
係
の
伝
承

は
一
部
の
後
半
に
集
中
す
る
点
を
軸
に
考
証
が
進
展
す
る
。
と
り
わ
け
類
話

の
末
尾
発
想
「
よ
に
あ
る
ほ
か
の
こ
と
ど
も
な
り
」
と
い
う
類
似
に
注
目
し
、

こ
れ
は
在
中
将
の
「
歌
が
た
り
」
と
み
る
か
「
伊
勢
物
語
」
を
根
幹
と
し
た

も
の
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
業
平
集
の
一
種
か
ら
と
み
る
か
に
つ
い
て
考
証

す
る
。
結
論
と
し
て
は
業
平
の
伝
承
・
伝
承
歌
は
、
あ
る
も
の
は
「
伊
勢
物

語
」
と
な
り
、
あ
る
も
の
は
「
歌
が
た
り
」
と
な
っ
て
流
布
し
、
こ
の
両
者

を
補
い
合
う
形
で
巷
間
に
伝
わ
っ
た
も
の
が
大
和
物
語
に
収
め
ら
れ
た
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
本
著
の
み
を
頼
り
と
す
る
者
に
は
多
少
物
足
り
な
さ
を
感

ず
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
氏
の
こ
れ
ま
で
の
「
伊
勢
物
語
論
」
を
知
る
者
は
、

こ
れ
以
上
の
論
は
望
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
三
つ
（
衣
、
草
花
、

今
日
）
に
素
材
分
け
を
し
た
構
成
論
は
文
献
と
伝
説
と
の
問
題
を
総
合
的
に

歌
物
語
論
の
中
で
考
証
さ
れ
た
新
見
と
み
る
べ
き
一
点
で
も
あ
る
。
こ
の
一

連
性
は
第
四
章
の
「
大
和
物
語
と
後
撰
集
」
の
論
を
設
定
さ
せ
る
。
第
五
章

で
も
「
大
和
物
語
の
作
者
」
と
い
う
難
問
に
対
時
す
る
。
枚
数
の
関
係
で
第

五
章
へ
移
る
と
、
こ
こ
で
は
『
伊
勢
物
語
知
顕
抄
」
（
伝
源
経
信
）
が
「
伊
勢

が
作
り
た
れ
ば
」
と
の
べ
て
い
る
の
は
今
日
動
か
し
難
い
と
す
る
。
そ
し
て

そ
れ
を
補
完
す
る
意
味
で
「
伊
勢
集
」
と
「
大
和
物
語
」
を
内
部
・
外
部
徴

証
と
し
て
の
論
述
で
、
説
得
力
の
あ
る
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
伊
勢

の
御
」
説
を
更
に
補
う
の
が
第
六
章
に
展
開
の
「
解
釈
」
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
と
も
必
ず
内
部
徴
証
に
再
度
徹
す
る
論
は
読
み
応
え
十
分
で
、
今

後
こ
の
一
著
は
大
和
物
語
の
研
究
に
は
不
可
欠
の
重
き
を
な
す
こ
と
必
定
で

あ
ろ
う
。
心
よ
り
森
本
学
の
前
進
を
お
祝
い
し
た
い
。

（
一
九
九
○
・
一
○
・
二
○
発
行
、
和
泉
書
院
、
九
○
六
四
円
）

（
な
か
だ
・
た
け
し
専
修
大
学
教
授
）
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