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は
じ
め
に

─
虚
構
の
「
土
左
」
か
ら
の
旅
立
ち
と
叙
述
の
方
法

﹃
土
左
日
記
﹄
は
国
守
の
任
期
を
終
え
た
紀
貫
之
（
八
七
一
？
～
九
四
六
？
）
が
、
承
平
四
年
（
九
三
五
）
の
十
二
月

二
十
一
日
、
任
国
を
旅
立
ち
、
翌
年
二
月
二
十
六
日
都
の
自
宅
に
帰
り
着
く
ま
で
の
旅
の
記
録
を
基
に
、
帰
京
後
ほ
ど

な
く
執
筆
さ
れ
た
も
の
だ
さ
れ
て
い
る
。
冬
の
天
候
に
悩
ま
さ
れ
つ
つ
、
あ
る
時
は
任
国
で
亡
く
し
た
愛
児
を
偲
び
、

ま
た
あ
る
時
は
海
賊
の
噂
に
脅
え
な
が
ら
船
旅
を
続
け
、
そ
の
五
十
五
日
間
、
一
日
も
欠
か
す
こ
と
な
く
漢
文
日
記
の

日ひ
な
み次
の
形
式
に
則
っ
て
書
き
綴
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
﹁
具ぐ
ち
ゆ
う
れ
き

注
暦
﹂
な
ど
に
書
き
留
め
ら
れ
た
メ
モ
が
基
に
な
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
証
も
な
さ
れ
て
い
る
。
仮
名
を
用
い
て
書
き
、
後
の
女
流
の
日
記
文
学
の
嚆
矢
と
な
る

作
品
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
﹃
土
左
日
記
﹄
は
紀
貫
之
の
生
前
に
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
世
間
に
広
ま
り
、
読
者
を
得
て
い
た
の
か
と

い
う
と
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
。
遺
憾
な
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
存
在
は

知
る
人
ぞ
知
る
と
い
っ
た
類
の
書
物
で
、
歌
人
と
し
て
の
紀
貫
之
の
名
声
に
よ
り
、
そ
の
貫
之
の
著
作
と
し
て
﹃
土
左

日
記
﹄
と
い
う
名
ば
か
り
が
密
か
に
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
そ
の
所
在
も
貫
之
の
死
後
に
は
知
ら
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左
日
記
﹄
の
著
者
は
歴
史
地
理
的
な
実
在
の
地
名
﹁
土
佐0

﹂
と
は
異
な
る
、﹁
土
左0

﹂
と
い
う
表
記
を
用
い
る
こ
と
に

よ
り
、
意
図
的
に
歴
史
地
理
・
歴
史
的
事
実
と
は
一
定
の
距
離
を
と
ろ
う
と
し
た
も
の
と
推
察
す
る
。
そ
う
で
あ
る
の

な
ら
ば
、
こ
れ
は
﹃
土
左
日
記
﹄
の
﹁
虚
構
﹂
と
い
う
も
の
に
対
す
る
一
つ
の
姿
勢
で
あ
り
、
方
法
で
あ
る
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
文
学
作
品
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
書
き
手
が
判
然
と
し
な
い
と
い
う
の
は
、﹃
土
左
日
記
﹄
の
属
す
る
文

学
の
ジ
ャ
ン
ル
、
散
文
文
学
に
共
通
し
て
あ
て
は
ま
る
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
は
﹁
著
作
権
﹂
と
い
う
作
物
そ
の
も
の
の

所
有
に
対
す
る
意
識
の
希
薄
さ
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

よ
り
上
意
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
韻
文
文
学
、
た
と
え
ば
﹁
和
歌
﹂
は
、
た
と
え
誰
が
作
っ
た
和
歌
な
の
か
作
者

不
明
の
場
合
で
は
あ
っ
て
も
、﹁
よ
み
人
し
ら
ず
﹂
と
い
う
具
合
に
不
明
な
り
の
著
作
者
名
が
付
さ
れ
て
お
り
、
個
々

の
歌
が
そ
れ
ぞ
れ
に
著
作
権
を
主
張
し
て
い
る
。
和
歌
は
、﹃
古
今
和
歌
集
﹄
を
始
め
と
し
て
勅
撰
集
が
編
ま
れ
て
い

る
よ
う
に
、﹁
公
お
お
や
け

の
文
学
﹂、﹁
晴は
れ

の
文
学
﹂
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
散
文
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る

﹁
日
記
文
学
﹂
や
﹁
物
語
文
学
﹂
は
﹁
女
子
供
の
慰
み
も
の
﹂
と
し
て
、﹁
私
わ
た
く
し

の
文
学
﹂
で
あ
り
、﹁
褻け

の
文
学
﹂、

否
﹁
文
学
﹂
な
ど
と
す
ら
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
散
文
作
品
の
書
き
手
で
あ
る
な
ど
と

い
う
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
外
聞
の
悪
い
こ
と
で
あ
り
、
名
誉
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

男
を
と
こ
も
す
な
る
﹁
日（
に
き
）記
﹂
と
い
ふ
も
の
を
、︿
女
を
む
な
も
し
て
み
む
﹀
と
て
す
る
な
り
。 

 

　
　
　

（
22
頁
）
（
（

）

れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
文
暦
二
年
（
一
二
三
六
）
に
な
っ
て
蓮
華
王
院
の
宝
蔵
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
の
を
藤
原
定
家
に

よ
っ
て
発
見
さ
れ
書
写
さ
れ
る
ま
で
に
、
実
に
三
百
年
近
く
も
所
在
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

定
家
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
﹃
土
左
日
記
﹄
は
、
現
在
国
宝
と
し
て
前
田
育
徳
会
の
尊
経
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い

て
お
り
そ
の
奥
書
に
は
、

　

有
外
題　
　

土
左
日
記
貫
之
筆　

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
﹁
外
題
﹂
を
、
果
た
し
て
紀
貫
之
自
身
が
書
い
た
も
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
﹁
土
左
﹂
と
い
う
題
名
に
、
紀
貫
之
の
意
図
が
果
た
し
て
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
も
実
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
の

﹁
土
左
﹂
と
い
う
国
名
の
表
記
は
、﹃
古
事
記
﹄
等
に
見
ら
れ
る
一
時
代
古
い
も
の
の
よ
う
で
、
平
安
時
代
に
お
い
て
、

紀
貫
之
が
土
佐
の
守
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
頃
は
す
で
に
﹁
土
佐
﹂
と
表
記
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
て
、﹁
土
左
﹂

と
い
う
表
記
は
、
か
な
り
特
殊
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
﹁
と
さ
に
っ
き
﹂
は
、
ふ
つ
う
﹃
土
佐0

日
記
﹄
と
い
う
題
名
の
表
記
を
用
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
だ

が
、
本
書
は
﹃
土
左0

日
記
﹄
と
い
う
題
名
表
記
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

こ
の
﹃
土
左0

日
記
﹄
と
い
う
﹁
と
さ
﹂
の
﹁
さ
﹂
の
字
に
関
し
て
、
偏
、﹁
に
ん
べ
ん
﹂
の
無
い
﹁
左
﹂
の
字
を
用

い
る
理
由
は
、
現
存
す
る
伝
本
が
す
べ
て
﹃
土
左0

日
記
﹄
と
い
う
表
記
で
あ
り
、﹃
土
佐0

日
記
﹄
と
い
う
表
記
で
は
な

い
と
い
う
学
術
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
立
場
は
、
一
応
外
題
に
書
き
手
で
あ
る
紀
貫
之
の
意
図
が
反
映
し
て
い
る
も
の
と
い
う
仮
説
に
立
ち
、﹃
土
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彼
自
身
に
と
っ
て
、
痛
し
痒
し
的
な
書
物
で
あ
っ
て
、
私
的
に
眺
め
て
楽
し
む
こ
と
は
で
き
た
と
し
て
も
、
自
己
の
著

作
物
と
し
て
世
に
披
露
を
す
る
こ
と
、
誇
ら
か
に
は
公
に
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、

あ
る

0

0

人0
ひ
と

、
県
あ
が
た
の
四よ

年と
せ

五い
つ

年と
せ
果は

て
てゝ
、
例れ
い
の
事
（
こ
と
）どゞ

も
皆み
な
し
終を

へ
て
、⋮
⋮　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
頁
）

と
韜
晦
を
し
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
﹁
あ
る
人
﹂
の
事
績
な
の
で
あ
り
、
書
き
手
の
実
名
で
あ
る
﹁
き
の
つ
ら
ゆ

き
﹂
は
、﹃
土
左
日
記
﹄
の
ど
こ
を
探
し
て
も
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、﹃
土
左
日
記
﹄
の
著
者
紀
貫
之
自
身

は
、
自
己
を
﹁
我
﹂
と
い
う
一
人
称
で
綴
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
叙
述
の
方
法
は
取
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
取
れ
な

か
っ
た
。
作
中
に
虚
構
の
﹁
女
﹂
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
貫
之
を
想
起
さ
せ
る
前
国
守
を
﹁
あ
る
人
﹂
と
し
て
（
場
面

に
よ
り
、﹁
翁
﹂・﹁
船
の
長
し
け
る
翁
﹂・﹁
船
君
﹂
等
呼
称
は
変
化
す
る
）、
三
人
称
の
呼
称
で
叙
述
す
る
こ
と
が
﹃
土
左
日

記
﹄
の
方
法
な
の
で
あ
る
。

紀
貫
之
が
和
歌
と
い
う
韻
文
で
は
な
く
、﹃
土
左
日
記
﹄
と
い
う
虚
構
の
散
文
の
作
品
を
綴
る
意
義
と
い
う
も
の
を

考
え
て
み
た
場
合
、
自
己
を
分
裂
さ
せ
、
い
ろ
い
ろ
の
自
己
を
、
対
極
的
な
自
己
を
生
成
さ
せ
る
と
い
う
楽
し
み
を
、

散
文
の
日
記
を
綴
る
こ
と
で
発
見
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
自
己
を
分
裂
さ
せ
る
楽
し
み
の
発
見
は
、
韻
文
の
和
歌
に
は

無
く
て
、
散
文
に
は
有
っ
た
と
い
う
、
実
験
的
な
意
味
合
い
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
、
強
調
し

て
お
き
た
い
。

と
高
ら
か
に
﹁
女
﹂
の
立
場
の
﹁
日
記
﹂
を
執
筆
す
る
宣
言
を
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

忘わ
す

れ
難が
た

く
、
口く
ち

惜を

し
き
事こ
と

多お
ほ

か
れ
ど
、
え
尽つ

く
さ
ず
。

と
ま
れ
か
う
ま
れ
、
疾と

く
破や

り
て
む
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
61
頁
）

と
自
嘲
的
に
結
ば
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
も
、
こ
れ
が
﹁
漢
詩
﹂
で
は
な
く
、﹁
和
歌
﹂
で
も
な
く
、﹁
日
記
﹂
と
い

う
散
文
の
ジ
ャ
ン
ル
に
帰
属
す
る
作
品
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
に
相
違
な
い
。﹃
土
左
日
記
﹄
の
書
き
手
で
あ
る
こ
と
は

名
誉
な
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
世
間
に
秘
匿
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
け
っ
し
て
高
ら
か
に
誇
れ
る
こ
と
で
は

な
か
っ
た
の
だ
。﹃
土
左
日
記
﹄
の
著
者
と
し
て
の
紀
貫
之
の
心
情
は
、
近
世
文
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
戯
作
者
の
心
境

に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

受
領
と
呼
ば
れ
る
下
級
官
人
の
彼
は
、
日
常
的
に
は
漢
字
漢
文
に
よ
る
公
式
の
文
書
を
綴
る
日
々
を
送
っ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
仮
名
に
よ
る
和
文
の
著
作
物
は
、
そ
う
し
た
日
頃
の
ス
ト
レ
ス
、
溜
ま
っ
た
鬱
憤
の
捌
け
口
と
し

て
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
仮
名
を
用
い
て
﹃
土
左
日
記
﹄
を
綴
る
行
為
は
、
気
楽
な
戯
作
と
し
て
、
彼
に
と
っ
て
は
恰
好
の

気
晴
ら
し
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
気
楽
に
自
身
の
思
い
の
た
け
を
吐
露
し
、
虚
構
の
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
た

と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
書
物
の
存
在
じ
た
い
は
、
古
今
の
歌
人
と
し
て
歌
壇
に
地
位
を
築
き
、
名
声
を
得
た
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（
22
頁
）

と
い
う
叙
述
を
し
て
、
承
平
四
年
と
い
う
歴
史
年
代
（
歴
史
的
事
実
）
を
表
記
す
る
こ
と
を
明
確
に
忌
避
し
て
い
る
。

実
年
を
忌
避
し
、
あ
え
て
﹁
某そ
れ

の
年と
し

﹂
と
韜
晦
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
韜
晦
は
見
え
透
い
て
お
り
、
当
時
は

太
陰
暦
で
あ
る
か
ら
、
読
者
が
ち
ょ
っ
と
調
べ
れ
ば
﹁
十
二
月
﹂
が
廿
九
日
で
終
わ
る
年
は
﹁
承
平
四
年
﹂
だ
と
、
直

ち
に
判
っ
て
し
ま
う
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
こ
の
わ
ざ
と
ら
し
い
隠
蔽
は
、
書
き
手
の
﹁
虚
構
﹂
に
対
す
る
意

思
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
﹃
土
左
日
記
﹄
の
叙
述
の
方
法
な
の
で
あ
る
。

 

注
（
（
） ﹃
土
左
日
記
﹄
本
文
の
引
用
は
、
東
原
伸
明
＋
ロ
ー
レ
ン
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
編
﹃
新
編 

土
左
日
記
﹄
お
う
ふ
う
、
二
〇
一

三
年
に
よ
る
。

さ
て
紀
貫
之
に
と
っ
て
、
和
歌
と
日
記
と
は
ど
の
よ
う
な
住
み
分
け
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の

よ
う
な
思
考
を
し
て
み
た
場
合
に
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

韻
文
の
和
歌
は
同
一
性
の
文
学
で
あ
り
、
読
者
は
和
歌
の
詠
者
と
一
体
化
・
同
一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
享
受
す
る
。

詠
者
と
読
者
は
イ
コ
ー
ル
の
関
係
で
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

対
し
て
散
文
の
日
記
や
物
語
は
、
自
己
と
い
う
主
体
が
分
裂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
複
数
の
﹁
我
﹂
が
生
成
す
る
か
ら
、

書
き
手
と
読
者
は
、
必
ず
し
も
一
体
化
・
同
一
化
す
る
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
﹁
分
身
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は

従
来
、﹁
同
一
性
﹂
の
趣
旨
で
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
日
記
の
主
人
公
（
？！
）
を
﹁
紀
貫
之
﹂
と
い
う
実
名
で
表
記
し

な
い
﹃
土
左
日
記
﹄
に
お
い
て
は
、
い
く
ら
貫
之
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
よ
う
な
歌
の
上
手
な
﹁
童
﹂
が
登
場
し
て
き
て
も

（
例
え
ば
一
月
七
日
の
﹁
童
﹂
な
ど
そ
の
典
型
）、
貫
之
の
﹁
分
身
﹂
な
ど
と
は
、
思
わ
な
い
方
が
良
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
ば
登
場
人
物
と
し
て
自
立0

か
つ
自
律0

で
き
な
い
し
、
第
一
﹃
土
左
日
記
﹄
の
虚
構
性
を
破
壊
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

い
く
ら
貫
之
を
想
起
さ
せ
る
人
物
と
し
て
の
造
形
が
な
さ
れ
て
い
て
も
、
虚
構
世
界
の
内
側
に
立
ち
顕
れ
る
人
物
は
、

≠

貫
之
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
﹃
土
左
日
記
﹄
自
体
が
指
向
し
て
い
る
方
法
な
の
だ
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

紀
貫
之
が
土
佐
守
の
任
期
を
終
え
、
土
佐
か
ら
帰
京
し
た
の
は
承
平
四
年
（
九
三
五
）
の
十
二
月
二
十
一
日
の
こ
と

で
あ
っ
た
が
、﹃
土
左
日
記
﹄
は
、

某0
そ
れ

の0

年0
と
し

の
十し

二は

月す

の
二は

十つ

日か

あ
ま
り
一ひ
と

日ひ

の
日ひ

の
戌い
ぬ

の
刻と
き

に
、
門か
ど

出で

す
。
そ
の
由よ
し

、
些
い
さ
ゝ

か
に
も
の
に
書か

き
つ
く
。




