
四

土
橋

寛
教
授
の
近
著

　
　
　
　
　
　
　
　
）
）

『
万
葉
開
眼
』
仕
「
を
め
ぐ
っ
て

阪
　
　
下

圭
　
　
八

　
本
書
は
、
戦
後
に
お
げ
る
日
本
古
代
歌
謡
研
究
の
開
拓
者
・
第
一
人
者
た
る
土
橋
寛
教
授
が
あ
ら
た
に
も
の
さ
れ
た
万
葉
集
原
論
と
い
う

べ
き
本
で
あ
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
と
い
う
叢
書
の
性
格
か
ら
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
入
門
的
な
啓
蒙
書
が
予
想
さ
れ
が
ち
な
の
だ
が
、

し
か
し
上
下
二
冊
五
〇
〇
べ
ー
ジ
を
超
え
る
本
書
の
ど
こ
に
も
、
読
者
層
へ
の
迎
合
や
妥
協
　
　
手
抜
き
や
程
度
を
落
と
し
た
気
配
が
み
じ

ん
も
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
著
者
は
「
ま
え
が
き
」
に
お
い
て
本
来
の
意
図
に
ふ
れ
、
　
「
い
っ
た
い
『
う
た
』
と
は
何
か
。
万
葉
の
『
う
た
』
の
世
界
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
。
」
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
「
い
っ
た
い
万
葉
の
歌
人
た
ち
は
、
飛
鳥
・
藤
原
朝
か
ら
奈
良
朝
に
至
る
歴
史
的
．
杜
会
的
状
況
の

な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
生
き
た
の
か
。
」
と
い
う
点
に
的
を
し
ぽ
っ
た
旨
述
べ
て
い
る
が
、
本
書
は
そ
う
し
た
根
源
的
た
間
い
の
追
求
と
し

て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
適
当
な
鑑
賞
や
詠
嘆
で
お
茶
を
濁
す
と
い
っ
た
叙
述
と
は
そ
も
そ
も
無
縁
な
わ
げ
だ
が
、
む
し
ろ
こ

の
よ
う
な
著
者
の
基
本
姿
勢
に
よ
っ
て
、
本
書
は
真
の
啓
蒙
の
名
に
あ
た
い
す
る
質
の
高
い
入
門
書
た
り
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
類
書
に
は
ま
ず
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
本
書
の
特
色
の
ひ
と
っ
は
、
や
は
り
民
謡
な
い
し
歌
謡
と
い
う
も
の
を
基
底
に
据
え
て
の

「
う
た
」
の
世
界
に
対
す
る
独
自
の
視
角
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
冒
頭
に
は
「
万
葉
序
説
」
と
題
す
る
か
た
り
く
わ
し
い
（
七
〇
数
べ
－



ジ
あ
る
）
理
論
的
要
約
と
問
題
展
望
に
あ
て
ら
れ
た
章
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
う
た
の
三
分
野
」
と
し
て
、
　
「
純
粋
文
芸
と
し
て
の

創
作
歌
」
「
眼
界
文
芸
と
し
て
の
民
謡
」
「
大
衆
茎
云
と
し
て
の
芸
謡
」
の
区
分
が
た
て
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
分
析
的
な
視
角
が
万
葉

集
の
文
学
的
豊
富
さ
、
複
雑
さ
を
見
き
わ
め
て
ゆ
く
上
で
、
有
効
な
指
標
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
い
わ
で
も
の
こ
と
な
が
ら
万
葉
集
は
日
本
最
初
の
拝
情
詩
集
で
あ
り
、
そ
れ
は
口
謂
文
芸
と
し
て
の
共
同
体
の
諾
歌
謡
の
蓄
積
の
上
に
個

の
感
情
の
個
性
的
表
現
と
し
て
開
花
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
万
葉
歌
の
ひ
と
っ
ひ
と
つ
は
衆
の
歌
謡
か
ら
個
人
の
拝
情
詩
へ
の
進
化
、
展
開

の
過
程
の
ど
こ
か
に
か
位
置
を
占
め
る
わ
げ
で
、
そ
こ
か
ら
古
今
集
以
降
の
「
和
歌
」
の
集
に
は
な
い
万
葉
集
総
体
の
魅
力
と
多
様
さ
が
も

た
ら
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
問
題
は
そ
う
し
た
万
葉
の
世
界
に
ど
の
よ
う
に
し
て
近
づ
い
て
ゆ
く
か
だ
が
、
堂
上
歌
人
の
文
学
と
し
て

の
勅
撰
和
歌
の
観
念
で
は
歯
が
立
た
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
万
葉
歌
を
近
代
杜
会
に
再
生
せ
し
め
た
ア
ラ
ラ
ギ
派
歌
人
の
短
歌
実
作
者
と
し

て
の
見
方
も
、
万
葉
集
の
文
学
的
実
体
よ
り
す
れ
ば
、
は
る
か
に
狭
隆
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
一
端
は
、
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
批
評
の

一
典
型
と
い
え
る
斉
藤
茂
吉
『
万
葉
秀
歌
』
で
は
長
歌
が
す
べ
て
ヵ
ツ
ト
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
・

　
現
在
、
万
葉
歌
の
創
造
的
生
命
に
ふ
れ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
ア
ラ
ラ
ギ
的
拝
情
詩
観
が
の
り
こ
え
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
こ
の
自
覚
の
方
法

化
が
著
者
の
た
て
た
「
う
た
の
三
分
野
」
に
他
な
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
従
来
は
目
に
う
っ
ら
な
か
っ
た
万
葉
集
の
あ
ら
た
な
側
面
に
光
が
あ
て

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
個
々
の
歌
の
位
置
づ
げ
や
評
価
に
か
ん
し
、
著
者
の
発
明
に
１
属
す
る
見
解
は
本
書
の
到
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
は
ず
だ
が
、
た
と
え
ば
額

田
王
の
春
秋
の
優
劣
を
判
定
し
た
歌
（
巻
一
．
ニ
ハ
）
に
っ
い
て
の
論
な
ど
、
著
者
な
ら
で
は
の
鋭
い
着
眼
が
示
さ
れ
た
個
所
と
い
え
よ
う
。

っ
ま
り
春
秋
の
長
所
．
短
所
を
あ
げ
っ
ら
い
な
が
ら
展
開
す
る
こ
の
長
歌
は
、
と
ど
め
の
一
句
「
秋
山
わ
れ
は
」
に
い
た
っ
て
、
人
々
の
意

表
を
衝
い
た
判
断
が
な
さ
れ
る
の
だ
が
、
ま
さ
に
そ
の
意
想
外
の
落
ち
の
っ
げ
方
か
ら
、
著
者
は
こ
の
雅
宴
の
開
か
れ
た
当
座
の
季
節
を
秋

と
推
定
す
る
。
い
ま
秋
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
強
引
き
わ
ま
る
決
着
が
一
座
の
人
々
に
う
げ
入
れ
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
俗
に
コ
ロ
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葉
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ソ
ブ
ス
の
卵
な
ど
と
い
わ
れ
る
、
盲
点
を
っ
い
た
新
見
と
い
う
べ
き
だ
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
新
見
が
も
ち
ろ
ん
思
い
っ
き
的
に
出
さ
れ
る

の
で
た
く
、
こ
の
ほ
あ
い
、
民
謡
の
「
即
境
性
」
と
い
う
土
台
を
ふ
ま
え
て
の
立
言
だ
げ
に
ず
し
り
と
し
た
説
得
カ
を
と
も
な
う
。
さ
ら
に

い
え
ぽ
、
右
の
作
の
機
知
的
な
は
ぐ
ら
か
し
の
技
巧
が
や
は
り
民
謡
的
発
想
に
も
と
づ
く
と
の
指
摘
は
、
額
田
王
の
歌
よ
み
と
し
て
の
位
置

を
は
か
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
額
田
王
と
い
う
と
、
と
か
く
そ
の
才
気
に
注
意
が
む
げ
ら
れ
や
す
い
の
だ
が
、
紛
う
方
た
き
才
気
喚
発
の

右
の
作
に
し
て
や
は
り
「
う
た
」
の
侯
統
的
発
想
を
し
た
た
か
に
ふ
ま
え
て
い
る
と
い
う
事
実
に
改
め
て
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
の
文
学
論
・
歌
謡
研
究
の
ひ
と
つ
の
源
泉
が
柳
田
国
男
の
民
謡
論
を
中
心
と
す
る
民
俗
学
に
あ
る
こ
と
は
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
・
　
「
う
た
」
の
機
能
や
生
態
、
　
「
う
た
」
の
行
わ
れ
る
場
へ
の
照
明
等
々
が
民
俗
学
的
知
見
を
有
力
な
武
器
と
し
て
試
み
ら
れ
て
お

り
・
そ
の
学
問
的
集
大
成
は
著
者
の
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
（
昭
４
０
）
や
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
古
事
記
篇
』
（
昭
４
７
）
『
同
日
本
書
紀

篇
』
（
昭
５
１
）
等
に
結
実
し
て
い
る
。
同
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
本
書
に
お
い
て
も
随
所
に
み
ら
れ
、
右
は
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
た
い
の
だ
が
、

そ
う
し
た
い
わ
ぽ
民
俗
学
的
方
法
の
摂
取
と
な
ら
ん
で
本
書
を
特
色
づ
げ
て
い
る
の
は
、
戦
後
の
日
本
古
代
史
学
の
到
達
を
十
二
分
に
ふ
ま

え
て
の
当
代
杜
会
の
歴
史
的
動
向
、
と
り
わ
げ
政
治
的
人
問
関
係
に
っ
い
て
の
洞
察
の
周
到
さ
で
あ
ろ
う
。

　
た
と
え
ぽ
本
書
第
四
章
「
柿
本
人
麻
呂
」
に
は
こ
の
書
の
中
で
最
も
多
く
の
ス
ペ
ー
ス
が
割
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
は
じ
め
に
「
持
統
女

帝
と
藤
原
不
比
等
」
と
題
す
る
節
が
あ
り
、
人
麻
呂
が
歌
人
と
し
て
奉
仕
し
た
宮
廷
の
い
わ
ぱ
権
力
構
造
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
持
統
天
皇

と
不
比
等
と
の
政
治
的
提
携
は
こ
の
時
期
を
論
ず
る
史
家
た
ら
必
ず
ふ
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
著
者
は
さ
ら
に
深
く
立
入
り
、

「
東
大
寺
献
物
帳
」
に
み
え
る
草
壁
皇
太
子
の
帰
刀
の
伝
承
記
事
、
藤
原
官
の
名
の
由
来
等
に
よ
っ
て
、
女
帝
と
不
比
等
と
の
軽
皇
子
即
位

実
現
の
た
め
の
盟
約
を
想
定
す
る
。
そ
し
て
そ
う
よ
う
な
盟
約
を
背
景
に
し
て
っ
ぎ
の
持
統
御
製
を
よ
む
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
飛
鳥
の
明
日
香
の
里
を
置
き
て
往
な
ぱ
君
が
あ
た
り
は
見
え
ず
か
も
あ
ら
む
（
巻
一
．
七
八
）

　
こ
の
歌
は
題
詞
で
は
ま
ず
奈
良
遷
都
の
際
に
元
明
天
皇
が
よ
ん
だ
も
の
と
し
、
な
お
叶
書
の
伝
え
と
し
て
持
統
天
皇
作
と
も
し
る
さ
れ
て



い
る
。
っ
ま
り
作
者
に
っ
い
て
の
異
伝
が
生
じ
て
い
る
の
だ
が
、
著
者
の
燗
眼
は
こ
の
些
細
で
偶
然
的
と
み
な
さ
れ
や
す
い
異
伝
を
と
ら
え
・

そ
の
必
然
性
を
解
き
あ
か
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
－
－
と
の
歌
を
、
和
銅
三
年
藤
原
京
か
ら
平
城
京
へ
の
遷
都
の
時
の
元
明
天
皇
の
御
製
と
す
る
題
詞
の
説
は
全
く
の
誤
り
か
と
い
う
と
・

　
そ
う
で
は
な
い
。
時
に
当
た
っ
て
自
分
の
心
情
を
表
わ
す
の
に
古
歌
を
借
り
て
諏
詠
す
る
習
わ
し
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
た
め
に
作

　
者
の
異
伝
が
生
ず
る
こ
と
は
、
　
「
万
葉
序
説
」
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
持
統
天
皇
の
御
製
を
、
平
域
遷
都
の
時
に
元
明
天
皇

　
が
自
ら
の
心
情
を
表
わ
す
歌
と
し
て
謂
詠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
間
題
は
む
し
ろ
藤
原
遷
都
の
時
の
持
統
天
皇
の
作

　
歌
が
、
ど
う
し
て
平
城
遷
都
の
時
の
元
明
天
皇
の
心
清
を
代
弁
し
う
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
　
藤
原
遷
都
か
ら
平
城
遷
都
ま
で
十
六
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
が
、
そ
の
問
、
持
統
天
皇
は
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
に
崩
じ
・
文
武
天

　
皇
も
慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
に
崩
じ
た
。
当
時
文
武
天
皇
の
皇
子
首
皇
子
（
後
の
聖
武
天
皇
）
は
ま
だ
七
歳
で
、
こ
の
皇
子
の
即
位
を
実

　
現
す
る
た
め
に
、
再
び
草
壁
皇
太
子
の
妃
で
あ
っ
た
元
明
天
皇
が
即
位
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
三
年
後
に
平
城
遷
都
が
行
わ
れ
た
の

　
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
の
元
明
天
皇
は
、
孫
に
あ
た
る
首
皇
子
を
即
位
さ
せ
る
た
め
の
中
継
ぎ
の
女
帝
と
し
て
、
藤
原
京
遷
都
の
時
の
持
統

　
天
皇
と
全
く
同
じ
状
況
、
同
じ
心
境
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
目
的
実
現
の
た
め
に
頼
る
べ
き
人
物
が
藤
原
不
比
等
で
あ
る
こ
と
も
・
何
ら

変
わ
り
が
な
い
。
不
比
等
は
か
っ
て
草
壁
皇
太
子
か
ら
預
か
っ
た
そ
の
偏
刀
を
、
文
武
天
皇
即
位
の
時
に
献
じ
た
が
、
そ
の
崩
御
に
よ
っ

　
て
再
び
預
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
元
明
天
皇
は
、
持
統
天
皇
の
藤
原
遷
都
の
時
の
飛
鳥
望
郷
の
歌
を
そ
の
ま
ま
調
詠
す
る
こ
と
に
よ
っ

　
て
、
持
統
天
皇
と
不
比
等
と
の
協
力
体
制
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
意
志
を
表
明
し
た
の
で
あ
り
、
　
「
飛
鳥
の
明
日
香
の
里
」
の
句
を
そ
の

　
ま
ま
調
詠
す
る
こ
と
は
、
地
理
的
な
不
適
切
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
情
的
に
は
単
な
る
適
切
さ
以
上
の
積
極
的
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で

　
あ
る
。
（
上
二
二
四
～
五
ぺ
－
ジ
よ
り
）

あ
え
て
長
文
を
引
用
し
た
の
は
、
史
料
に
対
す
る
著
者
の
か
恥
の
深
さ
と
推
論
展
開
の
ぎ
か
こ
ま
か
さ
と
を
う
か
が
い
た
か
っ
た
か
ら
で
・
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葉
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右
の
ぱ
あ
い
、
著
者
は
ま
た
す
ぐ
れ
た
古
代
史
家
と
し
て
史
料
と
想
像
力
と
を
駆
使
し
、
あ
る
作
品
の
生
ま
れ
で
る
具
体
的
な
生
き
た
状
況

を
再
現
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
史
眼
に
よ
っ
て
と
ら
え
だ
さ
れ
た
新
見
・
創
見
の
た
ぐ
い
は
、
本
書
中
枚
挙
に
い
と
ま

な
い
ほ
ど
に
あ
げ
ら
れ
る
が
、
な
お
一
例
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
の
網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
浪
の
行
く
へ
知
ら
ず
も
（
巻
三
．
二
六
四
）

　
こ
れ
は
数
多
い
人
麻
呂
作
の
中
で
も
人
に
よ
く
知
ら
れ
た
歌
だ
ろ
う
が
、
従
来
は
仏
教
的
た
世
間
無
常
の
観
念
を
よ
ん
だ
も
の
と
す
る
見

方
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
著
者
の
批
評
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
「
も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
」
の
川
浪
が
象
徴
す
る
無
常
の
相
は
、
生
老
病
死
な
ど
の
個
人
的
た
無
常
で
は
な
く
、
多
く
の
　
「
も
の
の

　
ふ
」
た
ち
の
無
常
　
　
具
体
的
に
は
壬
申
の
乱
が
も
た
ら
し
た
近
江
朝
の
も
の
の
ふ
た
ち
の
流
離
の
相
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
瀬

　
田
の
敗
戦
後
、
近
江
軍
は
総
崩
れ
と
な
っ
て
大
友
皇
子
は
自
殺
し
、
右
大
臣
中
臣
金
は
斬
首
、
右
大
臣
蘇
我
赤
兄
、
大
納
言
巨
勢
比
等
、

　
お
よ
び
そ
れ
ら
の
子
孫
、
中
臣
金
の
子
、
犬
上
川
の
戦
い
で
内
紛
か
ら
山
部
王
を
殺
し
て
自
殺
し
た
蘇
我
果
安
の
子
ら
は
皆
流
罪
に
処
さ

　
れ
た
。
た
と
え
死
罪
・
流
罪
を
免
れ
て
も
、
そ
の
一
族
の
流
離
は
目
に
見
え
て
い
る
。
人
麻
呂
が
大
津
の
宮
趾
に
立
っ
て
見
た
の
は
、
必

　
ず
し
も
宮
殿
の
幻
影
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
い
ま
字
治
川
の
川
浪
の
「
行
く
へ
知
ら
ぬ
」
相
と
ダ
ブ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
」
と
か
「
も
の
の
ふ
の
字
治
川
」
　
「
も
の
の
ふ
の
八
十
の
心
を
」
な
ど
の
修
辞
は
ほ
か
に
も
あ
る
が
、
一
首

　
全
体
の
意
味
に
は
か
か
わ
り
の
な
い
機
械
的
な
用
法
で
　
（
た
ぶ
ん
人
麻
呂
の
歌
の
模
倣
で
あ
ろ
う
）
、
人
麻
呂
の
歌
を
そ
れ
ら
と
同
一
視

　
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
「
も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
」
と
い
う
句
が
あ
ら
わ
す
も
の
も
の
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
、
網
代
木
に
「
い
さ
よ
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
浪
」
の
無
力
感
に
収
飲
さ
れ
て
ゆ
く
悲
哀
感
は
、
近
江
荒
都
の
反
歌
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
（
仕
一
五
八
～
九
べ
ー
ジ
よ
り
）

　
「
う
た
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
を
い
ま
改
め
て
間
い
直
す
と
い
う
姿
勢
に
立
ち
つ
つ
、
万
葉
の
歌
々
の
表
現
の
様
相
に
か
れ
ら
万

葉
び
と
の
生
の
軌
跡
を
、
さ
ら
に
は
時
代
の
母
斑
を
よ
み
と
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
が
本
書
に
一
貫
す
る
発
想
と
い
え
よ
う
。
以
上
は
そ
こ



か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
成
果
の
ほ
ん
の
一
部
を
の
ぞ
き
み
た
に
す
ぎ
な
い
。
書
評
と
い
う
よ
り
無
雑
な
紹
介
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
が
・
本
書
を

ひ
も
と
く
こ
と
に
よ
っ
て
今
ま
た
あ
ら
た
に
学
び
え
た
万
葉
へ
の
「
開
眼
」
の
一
・
二
を
し
る
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
◎

な
お
本
書
は
昭
和
五
十
三
年
度
毎
日
出
版
文
化
賞
を
受
賞
さ
れ
た
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
）

（
日
本
放
送
出
版
協
会
刊
、
上
下
各
六
五
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
（

『
万
葉
開
眼
』
（
上
）
（
下
）
を
め
ぐ
っ
て

九


	 



