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時
空
に
身
を
浸
し
て

　
　
　
村
尾
誠
一
著

『
会
津
八
一
― 

奈
良
大
和
を
愛
し
、
古
寺
巡
礼
の
歌
を
詠
う
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

　
笠
間
書
院 

二
○
一
九
年
一
月

の
一
首
を
掲
げ
、
奈
良
を
歌
う
歌
人
と
し
て
の
八
一
か
ら
語
り
起
こ
し
て

い
る
。結
句
の「
あ
ま
た
ら
し
た
り
」（
世
界
を
覆
う
よ
う
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
）
の
解
説
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
の
読
者
で
あ
れ
ば
、
天
皇
が
国
土
を
統
治
す
る
様
を
詠
む
言

葉
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
よ
う
。
聖
武
天
皇
に
よ
る
総
国
分
寺
と
し
て
建

て
ら
れ
た
寺
だ
か
ら
、
そ
の
解
も
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
八
一
は
、

美
術
史
の
専
門
家
で
あ
る
。
八
一
自
身
の
手
に
な
る
自
歌
に
対
す
る
注
で

あ
る『
自
註
鹿
鳴
集
』で
は
お
経
に
拠
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を
注
す
る
。（
中

略
）
つ
ま
り
は
、
世
界
の
中
心
に
あ
り
、
世
界
中
を
救
い
の
志
で
お
お
う

仏
で
あ
る
。
大
仏
の
真
の
大
き
さ
は
そ
こ
に
あ
り
、
そ
れ
を
八
一
は
「
あ

ま
た
ら
し
た
り
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
八
一
の
仏
像
の
歌
は
美
術
史

の
専
門
家
と
し
て
の
学
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

  

の
び
や
か
な
万
葉
調
の
し
ら
べ
の
奥
に
、
八
一
の
美
術
史
家
と
し
て
の

学
識
が
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
こ
の
歌
が
、
目
に
映
る
仏
像
の
姿
を
活
写

す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
仏
と
し
て
の
あ
り
方
を
も
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

ま
た
、
二
首
目
の

   

あ
ま
た
た
び 

こ
の 

ひ
ろ
ま
へ 

に 

め
ぐ
り 

き
て 

た
ち
た
る 

わ
れ 

ぞ 

し
る 

や 

み
ほ
と
け

に
つ
い
て
、
村
尾
氏
は
、

八
一
の
学
問
は
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
に
対
象
の
前
に
立
っ
た
鑑
賞
体
験

　

本
書
は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選
第
Ⅳ
期
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ

れ
た
も
の
で
、
会
津
八
一
の
歌
五
十
首
（
俳
句
一
句
を
含
む
）
を
紹
介
し

て
い
る
。
底
本
と
さ
れ
た
『
会
津
八
一
全
歌
集
』
の
八
八
六
首
か
ら
、
奈

良
の
歌
、
京
都
他
の
古
寺
の
歌
、
八
一
の
生
涯
に
関
わ
る
歌
が
選
ば
れ
て

お
り
、
歌
と
併
せ
て
鑑
賞
を
読
ん
で
い
く
こ
と
で
、
会
津
八
一
の
人
と
な

り
、
業
績
、
人
生
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
鑑
賞

文
中
に
出
て
く
る
人
名
、
用
語
や
事
項
に
つ
い
て
の
注
記
も
充
実
し
て
お

り
、
予
備
知
識
の
な
い
読
者
に
対
し
て
懇
切
な
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
歌

人
の
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
も
、
作
品
世
界
を
よ
り
深
く
味
わ
う
こ
と
の
で
き

る
手
引
き
と
な
っ
て
い
る
。

　

俳
句
を
の
ぞ
く
四
十
九
首
の
歌
は
す
べ
て
、
分
か
ち
書
き
の
ひ
ら
が
な

表
記
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
書
家
で
も
あ
る
八
一
が
模
索
の

末
に
血
肉
化
し
た
表
記
法
で
あ
る
と
い
う
。

　

中
世
和
歌
の
泰
斗
で
あ
る
著
者
、村
尾
氏
は
、巻
頭
に
、「
東
大
寺
に
て
」

と
い
う
詞
書
の
あ
る

　

お
お
ら
か
に 

も
ろ
て 

の 

ゆ
び 

を 

ひ
ら
か
せ
て 

お
ほ
き 

ほ
と
け 

は 

あ
ま
た
ら
し
た
り
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に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
こ
の
仏
像
の
こ
と
を
本
当

に
知
っ
て
い
る
の
は
じ
ぶ
ん
だ
と
い
う
美
術
史
学
者
と
し
て
の
自
負
は
あ

る
だ
ろ
う
。

と
、
学
者
と
し
て
の
八
一
像
を
述
べ
、
同
時
に
、

　

一
方
、「
し
る
や
」
と
い
う
仏
像
に
対
す
る
問
い
掛
け
に
は
、
ど
う
し

よ
う
も
な
い
孤
独
感
と
淋
し
さ
が
あ
る
。（
中
略
）
八
一
の
奈
良
巡
礼
は
、

美
術
史
の
研
究
の
旅
で
は
あ
れ
、
恋
愛
の
問
題
と
も
推
測
さ
れ
る
事
情

や
、
勤
め
先
の
学
校
で
の
問
題
の
煩
悶
を
抱
え
る
旅
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ

る
。
奈
良
の
仏
は
そ
う
し
た
心
を
傾
け
る
対
象
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ

れ
は
叶
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
故
の
孤
独
感
が
あ
る
。
仏
像
を
歌

う
八
一
の
歌
に
あ
ふ
れ
て
い
る
独
特
の
情
感
は
、
そ
う
し
た
事
情
に
も
由

来
す
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
、
八
一
の
歌
に
漂
う
淋
し
さ
を
解
説
し
て
い
る
。

　

八
一
の
歌
に
見
ら
れ
る
淋
し
さ
と
い
え
ば
、
十
三
番
目
の
歌
、

　

あ
め
つ
ち 

に 

わ
れ 

ひ
と
り 

ゐ
て 

た
つ 

ご
と
き 

こ
の 

さ
び
し
さ 
を 

き
み 

は 

ほ
ほ
ゑ
む

が
想
起
さ
れ
る
。
評
者
に
は
、
中
学
校
の
修
学
旅
行
で
奈
良
・
京
都
を
訪

れ
る
際
に
出
会
っ
た
こ
の
歌
に
よ
っ
て
、
古
都
で
仏
像
に
対
峙
す
る
際
の

視
点
が
規
定
さ
れ
た
記
憶
が
あ
る
。
が
や
が
や
と
騒
が
し
い
制
服
の
群
れ

の
中
に
い
て
も
、
仏
と
向
き
合
う
「
我
」
は
一
人
な
の
だ
、
と
。
そ
れ
が

淋
し
さ
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
ま
で
も
、
何
か
心
に
「
し
ん
」
と
す
る

も
の
を
た
た
え
た
状
態
で
仏
に
向
き
合
う
の
が
作
法
の
よ
う
な
気
が
し

た
の
だ
っ
た
。

　

会
津
八
一
の
歌
は
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、
古
都
奈
良
へ
の
誘
い
そ

の
も
の
だ
ろ
う
。
本
書
の
七
割
を
占
め
る
奈
良
の
歌
を
一
つ
一
つ
た
ど
っ

て
い
く
こ
と
で
、
読
者
は
、
い
な
が
ら
に
し
て
奈
良
の
古
寺
巡
礼
の
旅
を

味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、八
一
の
歌
の
魅
力
で
あ
る
と
と
も
に
、

八
一
と
同
じ
く
、
奈
良
と
い
う
歴
史
的
空
間
に
身
を
浸
し
、
美
術
と
学
問

と
「
い
に
し
へ
」
に
耽
溺
す
る
喜
び
を
知
る
筆
者
の
村
尾
氏
の
筆
致
の
魅

力
で
も
あ
る
。
八
一
は
、
歌
集
『
南
京
新
唱
』
の
自
序
に
お
い
て
、
自
ら

の
歌
を
、

　

こ
こ
に
し
て
詠
じ
た
る
歌
は
、
吾
な
が
ら
に
心
ゆ
く
ば
か
り
な
り
。
わ

れ
今
こ
れ
を
誦
す
れ
ば
、
青
山
た
ち
ま
ち
遠
く
繞
（
め
ぐ
）
り
、
緑
樹
甍

に
迫
り
て
、
恍
惚
と
し
て
、
身
は
す
で
に
旧
都
の
中
に
在
る
が
如
し
。

と
語
っ
た
。
そ
の
奈
良
の
風
光
と
美
術
に
対
す
る
八
一
の
思
い
が
、
自
ら

述
べ
る
よ
う
に
「
酷
愛
」
で
あ
れ
ば
、八
一
の
歌
の
背
景
を
解
き
ほ
ぐ
し
、

描
か
れ
る
景
物
を
細
や
か
に
生
き
生
き
と
語
る
村
尾
氏
の
、
奈
良
と
い
う

時
空
へ
の
思
い
は
、「
甚
愛
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

  

奈
良
を
詠
う
歌
の
ほ
か
、
集
中
に
は

家
主
に
薔
薇
呉
れ
た
る
転
居
哉

の
一
句
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
注
釈
に
は
、

　

八
一
の
俳
句
は
句
集
も
作
ら
ず
、
初
期
の
活
動
に
と
ど
ま
る
が
、
短
歌



194

—
　

書
 評

　
—

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 23 号（2019）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies, Vol. 23 (2019)

に
お
け
る
万
葉
尊
重
や
写
生
的
な
態
度
な
ど
も
、
子
規
か
ら
の
影
響
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
八
一
の
文
学
形
成
に
、
子
規
の
影
響
は
大
き
い

の
で
あ
る
。

と
あ
り
、
ま
た
、
巻
末
の
解
説
に
は
、

　
『
万
葉
集
』
は
、
子
規
以
来
の
近
代
短
歌
の
一
つ
の
共
通
基
盤
で
あ
る
。

詩
型
が
連
続
す
る
以
上
、
和
歌
か
ら
の
連
続
は
避
け
ら
れ
ず
、
短
歌
ら
し

さ
は
、古
典
和
歌
と
の「
し
ら
べ
」の
連
続
性
を
絶
っ
て
は
実
現
し
が
た
い
。

子
規
以
来
、
近
代
人
の
思
念
の
表
現
と
同
質
の
写
実
的
な
歌
と
し
て
捉
え

た『
万
葉
集
』こ
そ
が
、「
し
ら
べ
」を
支
え
る
源
泉
で
あ
っ
た
。八
一
に
と
っ

て
も
同
様
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
歌
の
纏
う
古
風
な
印
象

は
、
近
代
文
学
で
あ
る
こ
と
と
矛
盾
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

と
あ
る
。
正
岡
子
規
の
歌
集
『
竹
乃
里
歌
』
の
評
釈
を
著
書
に
持
つ
村
尾

氏
な
ら
で
は
の
解
説
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
菅
長
理
恵
）


