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こ
の
ご
ろ
、
短
歌
の
上
で
虚
構
の
問
題
が
大
分
取
り
扱
は
れ
て
來
た
。
文
學
に
虚
構
と
い
ふ
こ
と
は
、
昔

か
ら
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
日
本
文
學
で
は
、
そ
れ
を 

繪 

空 

事 

エ
ソ
ラ
ゴ
ト

・ 

歌 

虚 

言 

ウ
タ
ソ
ラ
ゴ
ト
な
ど
ゝ
言
つ
て
、
文
學
に
は

嘘
の
伴
ふ
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
、
は
つ
き
り
知
つ
て
ゐ
た
。
寧
、
藝
術
は
嘘
で
成
り
立
つ
て
ゐ
る
。
其

肝
腎
の
部
分
は
嘘
だ
と
言
つ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
昔
の
人
は
藝
術
に
は
信
頼
せ
ず
、
作
家
に
し
て
も
、
戲
作

な
ど
ゝ
自
分
自
身
を
輕
蔑
し
て
ゐ
た
。
今
言
は
れ
て
ゐ
る
虚
構
と
い
ふ
こ
と
も
、
此
態
度
の
延
長
に
過
ぎ

な
い
。

し
か
し
、
廣
い
意
味
で
言
へ
ば
、
藝
術
家
の
す
る
事
に
、
虚
構
が
一
つ
も
入
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。

た
ゞ
、
ま
ざ
〳
〵
と
し
た
虚
構
が
、
人
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
い
け
な
い
の
だ
。
そ
こ
で
、
文
學
に
は
本

來
虚
構
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
ま
ざ
〳
〵
と
し
た
虚
構
も
許
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
ふ
問
題
が
あ
る
。

日
本
の
例
で
申
し
ま
す
。
こ
の
數
年
來
志
田
義
秀
さ
ん
の
研
究
で
、
芭
蕉
の
作
物
に
嘘
の
あ
る
こ
と
が
大

き
く
う
つ
し
出
さ
れ
て
來
た
。
そ
れ
は
、
皆
う
す
〳
〵
感
じ
て
ゐ
た
が
、
志
田
さ
ん
が
例
を
擧
げ
て
言
は

れ
る
處
に
よ
る
と
、
我
々
の
中
に
這
入
つ
て
ゐ
た
芭
蕉
の
、
調
和
し
た
姿
が
破
れ
て
行
く
や
う
に
な
つ
た
。

い
ま
、
芭
蕉
の
姿
を
解
釋
し
な
が
ら
、
虚
構
が
文
學
の
上
に
存
在
し
得
る
限
界
に
つ
い
て
説
明
し
て
み
た

い
。
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日
本
の
戀
歌
は
凡
虚
構
だ
。
殊
に
、
平
安
朝
中
期
以
後
の
歌
、
及
び
其
に
基
い
て
出
來
た
歌
物
語
は
、
虚

構
と
い
つ
て
よ
い
。
し
か
し
其
が
、
眞
實
ら
し
い
姿
を
持
つ
て
ゐ
て
、
讀
む
人
に
眞
實
だ
と
感
じ
さ
せ
て

ゐ
た
の
だ
。
そ
れ
だ
け
に
、
其
を
作
る
動
機
が
ま
る
〳
〵
嘘
で
は
な
か
つ
た
。
と
こ
ろ
が
世
間
の
人
は
、

こ
れ
を
始
め
か
ら
終
り
ま
で
本
道
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
の
だ
。
謂
は
ゞ
、
作
者
の
間
で
は
、
お
互
に
諒
會
し

て
ふ
い
く
し
よ
ん
を
用
ゐ
て
ゐ
た
が
、
讀
者
に
は
知
ら
し
め
な
い
で
ゐ
た
訣
だ
。
さ
う
い
ふ
風
に
し
て
、

虚
構
の
多
い
歌
を
作
り
、
歌
物
語
を
作
つ
て
ゐ
た
、
其
傳
統
を
承
け
繼
い
だ
連
歌
師
・
誹
諧
師
が
、
虚
構

の
文
學
を
作
る
の
は
、
當
然
の
こ
と
ゝ
言
へ
よ
う
。
唯
、
芭
蕉
と
い
ふ
人
が
人
間
的
に
非
常
に
信
頼
さ
れ

て
ゐ
た
の
で
、
我
々
と
し
て
、
ど
の
點
ま
で
信
頼
す
べ
き
で
あ
る
と
訣
つ
て
は
ゐ
た
け
れ
ど
、
其
以
上
の

點
ま
で
、
傳
記
な
ど
を
す
べ
て
信
頼
し
て
ゐ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
芭
蕉
の
作
物
が
す
べ
て
、
眞
面
目
な
動

機
か
ら
出
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
よ
り
生
活
の
眞
實
か
ら
生
れ
て
ゐ
る
と
、
考
へ
過
ぎ
て
ゐ
た
。
し
か
し
、
芭

蕉
と
い
へ
ど
、
日
本
の
文
學
者
で
、
虚
構
の
文
學
の
畑
に
育
つ
た
人
で
あ
る
以
上
、
虚
構
を
如
何
に
し
て

眞
實
げ
に
表
さ
う
と
い
ふ
苦
心
を
し
た
か
、
我
々
の
考
へ
る
べ
き
は
、
そ
こ
に
あ
る
。

し
か
し
、
芭
蕉
の
書
い
た
も
の
だ
け
見
て
ゐ
る
と
反
證
が
あ
が
ら
ぬ
が
、
其
と
竝
行
し
て
、
或
同
行
者
が

芭
蕉
の
行
動
を
緻
密
に
書
い
て
ゐ
る
と
し
た
ら
、
芭
蕉
の
虚
構
の
文
學
は
、
實
際
の
記
録
に
よ
つ
て
破
壞

せ
ら
れ
る
。
だ
が
、
破
ら
れ
て
了
ふ
と
思
ふ
の
は
、
實
は
我
々
の
持
つ
て
ゐ
た
小
偶
像
が
破
壞
せ
ら
れ
る

4文學に於ける虚構



だ
け
で
、
芭
蕉
の
文
學
の
眞
實
性
は
、
決
し
て
亡
び
る
も
の
で
は
な
い
。

い
ち
ば
ん
適
切
に
、
簡
單
に
そ
の
事
の
言
へ
る
の
は
、
曾
良
の
書
い
た
、
「
奧
の
細
道
隨
行
日
記
」
で
あ

る
。
江
戸
を
出
發
し
て
奧
州
か
ら
北
陸
を
𢌞
つ
て
戻
つ
て
來
る
間
に
、
此
眞
實
の
記
録
書
と
併
行
し
て
、

如
何
に
芭
蕉
が
虚
構
を
逞
し
く
し
た
か
ゞ
、
は
つ
き
り
訣
る
。
が
そ
れ
だ
か
ら
と
言
つ
て
、
文
學
者
と
し

て
の
素
質
を
芭
蕉
に
疑
ふ
の
は
、
わ
か
ら
な
い
人
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
箇
所
々
々
を
見
て
ゆ
く
と
、
あ
ま
り
虚
構
が
多
い
の
に
、
驚
か
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。

其
中
で
、
最
劇
的
な
　
　
誹
諧
だ
と
「
戀
の
座
」
の
や
う
な
場
面
は
、
皆
さ
ん
が
御
存
じ
で
あ
る
。

越
後
路
の
末
に
、
親
不
知
「 
市  
振 
イ
チ
ブ
リ

の
宿
」
に
來
た
場
面
だ
。
芭
蕉
と
い
ふ
人
は
、
老
達
の
人
だ
か
ら
、

書
く
に
も
な
か
〳
〵
考
へ
て
ゐ
る
。
其
處
が
、
市
振
か
其
以
外
の
處
か
訣
ら
ぬ
や
う
に
書
か
れ
て
ゐ
る
の

だ
。
尤
、
こ
れ
以
外
に
も
、
「
奧
の
細
道
」
に
は
是
に
類
似
の
所
が
い
く
ら
も
あ
る
か
ら
、
虚
構
の
事
は

隨
處
に
成
立
す
る
。
市
振
の
處
を
と
つ
て
見
る
と
、

　
元
祿
四
年
七
月
十
二
日
、
　
　
申
ノ
中
刻
市
振
ニ
着
宿

と
い
ふ
風
に
、
隨
行
日
記
で
は
書
い
て
ゐ
る
。
「
奧
の
細
道
」
で
其
に
當
る
所
を
見
る
と
、

　
　
　
越
後
の
地
に
歩
み
を
改
て
、
越
中
の
國
市
ぶ
り
の
關
に
至
る
。
　
　

　
　
文
月
や
六
日
も
常
の
夜
に
は
似
ず
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あ
ら
海
や
佐
渡
に
横
た
ふ
天
河

と
い
ふ
句
が
あ
つ
て
、
次
に
、

　
け
ふ
は
、
親
し
ら
ず
・
子
し
ら
ず
・
犬
も
ど
り
・
駒
が
へ
し
な
ど
云
北
國
一
の
難
所
を
こ
え
て
つ
か
れ

　
侍
れ
ば
、
枕
引
よ
せ
て
寢
た
る
に
、
云
々

と
書
い
て
、
こ
れ
か
ら
伊
勢
參
宮
す
る
同
宿
の
遊
女
二
人
の
事
を
書
い
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、
其
書
き
方

を
見
る
と
、
市
振
の
關
の
事
を
立
ち
戻
つ
て
書
い
て
ゐ
る
の
か
、
先
へ
行
つ
て
泊
つ
た
處
か
、
ど
う
で
も

と
れ
る
や
う
に
書
い
て
あ
る
。
文
章
か
ら
見
る
と
、
市
振
で
の
出
來
事
に
就
て
書
い
て
ゐ
る
と
見
る
の
が

當
り
前
だ
。
隨
行
日
記
で
見
る
と
、
翌
日
市
振
を
發
つ
て
、
越
中
の
國
、
滑
川
へ
泊
つ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら

こ
ゝ
の
處
は
市
振
の
出
來
事
だ
と
見
て
い
ゝ
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
で
は
、
一
間
隔
て
た
座
敷
に
、
若
い
女
が

二
人
話
し
て
ゐ
る
。
年
寄
つ
た
伴
の
男
の
聲
も
聞
え
る
。
こ
ゝ
ま
で
送
つ
て
來
た
此
男
が
、
明
日
は
新
潟

に
た
つ
か
す
る
の
で
、
遊
女
た
ち
が
手
紙
を
書
い
て
、
こ
れ
に
言
傳
て
な
ど
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
だ
。

　
し
ら
な
み
の
よ
す
る
汀
に
身
を
は
ふ
ら
か
し
、
あ
ま
の
子
の
世
を
あ
さ
ま
し
う
下
り
て
、
さ
だ
め
な
き

　
契
、
日
々
の
業
因
、
い
か
に
つ
た
な
し
と
、
物
云
を
聞
々
寢
入
て
、
　
　

い
か
に
も
小
説
的
な
場
面
を
、
海
岸
の
宿
屋
で
、
海
邊
の
述
懷
ら
し
い
こ
と
ば
で
佗
び
合
は
し
め
て
ゐ
る
。

處
で
翌
朝
に
な
つ
て
、
芭
蕉
の
前
で
言
ふ
こ
と
に
は
、
女
の
旅
で
頼
り
な
い
か
ら
、
見
え
隱
れ
に
後
に
つ
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い
て
行
き
た
い
、
あ
な
た
は
出
家
の
御
方
の
樣
に
見
え
る
か
ら
佛
の
惠
み
に
與
ら
し
て
く
れ
、
と
言
つ
た

が
、
自
分
等
は
旅
の
所
々
で
、
逗
留
す
る
と
こ
ろ
が
澤
山
あ
る
か
ら
、
お
前
さ
ん
達
も
、
同
じ
方
角
に
行

く
者
に
つ
い
て
、
自
由
に
行
つ
た
ら
よ
か
ら
う
、
神
の
護
り
で
き
つ
と
無
事
に
著
く
に
違
ひ
な
い
、
と
そ

れ
だ
け
語
を
殘
し
て
出
た
が
、
「
哀
さ
し
ば
ら
く
や
ま
ざ
り
け
ら
し
」
と
書
い
て
ゐ
る
。
で
、

　
　
一
家
に
遊
女
も
ね
た
り
萩
と
月

　
曾
良
に
か
た
れ
ば
、
書
と
ゞ
め
侍
る
。

と
、
名
高
い
句
を
い
か
に
も
ほ
ん
た
う
ら
し
く
書
い
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、
曾
良
の
隨
行
日
記
に
は
そ
の

や
う
な
事
は
一
行
も
書
い
て
ゐ
な
い
。
こ
れ
は
、
曾
良
の
書
き
落
し
た
も
の
と
す
る
よ
り
も
、
道
の
記
ら

し
い
あ
は
れ
を
持
た
せ
る
た
め
に
、
虚
構
の
上
に
虚
構
を
重
ね
た
と
考
へ
て
い
ゝ
の
だ
。
後
の
人
は
、
芭

蕉
の
一
代
中
で
も
、
あ
は
れ
深
い
旅
路
の
末
、
最
わ
び
し
い
經
歴
を
讀
ん
で
、
身
に
沁
み
て
感
じ
る
。
蝶

夢
の
「
繪
詞
傳
」
な
ど
に
も
、
こ
の
市
振
の
一
夜
を
繪
に
畫
い
て
、
芭
蕉
の
前
で
遊
女
達
が
泣
い
て
ゐ
る

と
こ
ろ
な
ど
畫
い
た
り
し
て
ゐ
る
。

つ
ま
り
、
芭
蕉
の
市
振
に
於
け
る
實
際
生
活
は
、
曾
良
の
日
記
に
書
い
た
と
こ
ろ
に
留
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
、

芭
蕉
の
空
想
は
其
か
ら
出
發
し
て
、
虚
構
と
言
ふ
べ
き
文
學
を
作
つ
た
訣
だ
。
正
直
な
我
々
は
、
虚
實
竝

行
の
兩
日
記
を
見
る
と
、
芭
蕉
の
嘘
つ
き
な
の
に
開
い
た
口
が
塞
が
ら
ぬ
氣
が
す
る
が
、
も
つ
と
重
大
な
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虚
構
が
、
芭
蕉
の
傳
記
の
一
部
に
割
り
込
ん
で
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
す
る
と
、
其
は
文
學
と
違
ふ
の
だ

か
ら
、
芭
蕉
の
虚
構
は
、
一
種
別
な
も
ら
る
の
問
題
に
觸
れ
て
來
る
。
し
か
し
、
我
々
に
は
其
場
合
に
も
、

芭
蕉
の
文
學
が
實
生
活
に
ま
で
延
長
せ
ら
れ
た
名
殘
り
を
見
れ
ば
よ
い
。
そ
こ
に
、
文
學
研
究
者
に
對
し

て
問
題
が
、
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

こ
の
句
を
見
て
も
、
芭
蕉
が
い
か
に
物
寂
し
い
日
記
に
、
色
氣
を
添
へ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
か
訣
る
。
芭
蕉

が
此
句
を
作
つ
た
文
因
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
は
、
月
は
尾
花
と
ね
た
と
言
ふ
、
尾
花
は
月
と
寢
ぬ
と
い
ふ
、

小
唄
の
古
い
型
が
、
頭
に
働
き
か
け
て
ゐ
る
の
で
、
萩
と
月
の
光
り
と
を
交
錯
さ
せ
る
表
現
に
、
遊
女
の

情
趣
を
含
め
た
も
の
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
だ
か
ら
き
つ
と
、
此
句
を
作
る
過
程
に
は
、
一
つ
家
に
遊

女
と
ね
た
り
、
と
い
ふ
形
も
と
つ
て
ゐ
た
ら
う
。
た
ゞ
さ
う
す
る
と
、
同
じ
一
つ
家
に
遊
女
と
自
分
が
、

別
々
に
宿
つ
た
一
夜
、
と
い
ふ
風
に
は
受
け
取
ら
ぬ
人
も
出
て
來
る
の
で
、
此
形
に
直
し
た
の
だ
と
取
つ

て
も
い
ゝ
。
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
ま
で
、
芭
蕉
は
事
實
を
文
學
の
た
め
に
犧
牲
に
し
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
其

處
に
到
達
す
る
ま
で
の
道
筋
と
し
て
、
會
は
な
か
つ
た
旅
の
女
を
出
し
さ
う
な
點
も
、
不
思
議
で
は
な
い
。

こ
れ
で
芭
蕉
の
偶
像
を
破
壞
し
て
し
ま
ふ
人
も
あ
る
だ
ら
う
が
、
そ
ん
な
人
は
、
氣
の
毒
な
鑑
賞
者
と
言

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
、
其
事
實
と
虚
構
と
の
關
係
の
意
義
を
思
ふ
と
、
さ
う
言
ふ
失
望
を
感
じ
る
と
言

ふ
こ
と
に
、
我
々
の
文
學
的
經
驗
の
、
練
熟
せ
ら
れ
て
な
い
と
い
ふ
感
じ
も
す
る
。
謂
は
ゞ
、
剽
輕
な
日
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記
が
飛
び
出
し
て
來
た
た
め
に
、
芭
蕉
の
文
學
の
其
部
分
が
破
れ
て
、
虚
構
が
あ
ら
た
な
勢
を
以
て
、
次

の
調
和
を
求
め
て
、
心
に
ひ
ろ
が
つ
て
來
る
わ
け
だ
。

今
日
短
歌
の
上
で
、
文
學
と
し
て
は
虚
構
が
許
さ
る
べ
き
も
の
だ
、
虚
構
を
用
ゐ
る
意
義
の
あ
る
と
い
ふ

こ
と
は
、
誰
で
も
認
め
て
ゐ
る
筈
で
、
た
ゞ
其
議
論
の
立
て
方
、
論
理
の
運
び
方
が
、
問
題
に
せ
ら
れ
て

ゐ
る
の
だ
と
言
つ
て
よ
い
。
だ
か
ら
、
我
々
が
其
問
題
の
中
に
入
り
こ
ん
で
行
つ
て
も
、
別
に
變
つ
た
、

新
し
い
事
の
言
へ
る
訣
が
な
い
。
た
ゞ
近
年
、
芭
蕉
か
ら
受
け
た
衝
動
が
非
常
で
あ
つ
て
、
繪
空
事
・
歌

虚
言
に
馴
れ
た
我
々
も
、
反
省
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
經
驗
を
新
し
く
し
た
。
此
經
驗
を
思
ひ

返
し
な
が
ら
、
あ
る
方
角
を
別
に
考
へ
て
行
く
こ
と
だ
。

我
々
の
生
活
は
、
其
生
活
を
完
成
し
た
も
の
と
信
じ
て
、
其
を
文
學
の
素
材
と
し
て
用
ゐ
る
の
で
あ
る
。

一
つ
の
完
全
な
も
の
と
想
像
し
て
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
訣
だ
。
と
こ
ろ
が
、
表
現
の
段
に
な
る
と
、
素
材
そ
の

も
の
が
、
不
完
全
な
も
の
だ
と
い
ふ
感
じ
を
度
々
う
け
る
。
つ
ま
り
、
我
々
は
度
々
同
種
類
、
或
は
近
似

し
た
、
ま
た
は
飛
び
離
れ
て
は
ゐ
る
が
、
經
驗
か
ら
推
測
出
來
る
、
い
ろ
〳
〵
の
生
活
の
形
を
考
へ
る
こ

と
が
出
來
る
。
だ
か
ら
、
我
々
が
表
現
す
べ
き
素
材
と
し
て
持
つ
も
の
が
、
安
全
な
も
の
と
信
じ
て
表
現

す
る
段
に
な
れ
ば
、
そ
れ
で
い
ゝ
の
で
、
亦
其
を
完
全
に
表
現
す
る
た
め
に
努
力
す
る
の
が
、
眞
の
意
味
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の
表
現
技
術
だ
。
だ
が
、
我
々
の
持
つ
て
ゐ
る
素
材
が
、
經
驗
と
照
し
合
せ
て
見
る
と
、
不
完
全
な
部
面

を
表
す
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
、
か
う
す
れ
ば
素
材
と
し
て
完
全
な
も
の
と
な
り
、
優
れ
た
文
學
を
構
成

す
る
だ
ら
う
と
い
ふ
考
へ
は
、
屡
起
つ
て
來
る
。
意
志
の
弱
い
作
者
は
、
素
材
を
完
全
に
表
現
す
る
意
力

を
缺
い
て
、
單
な
る
虚
構
に
陷
る
こ
と
が
屡
あ
る
。
そ
れ
は
文
學
の
上
の
虚
構
と
し
て
價
値
が
な
く
、
問

題
に
な
ら
ぬ
。

文
學
の
上
の
虚
構
に
、
か
な
り
練
達
し
た
作
家
と
し
て
、
島
木
赤
彦
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
來
る
。
多
く
の

場
合
、
素
材
を
忠
實
に
表
現
す
る
た
め
の
技
巧
に
苦
し
ん
で
ゐ
た
が
、
單
に
そ
れ
の
み
で
な
く
、
事
實
は

か
う
だ
が
、
か
う
素
材
の
上
に
變
更
を
加
へ
た
方
が
文
學
と
し
て
優
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
て
、
素
材
を
改
め

る
こ
と
が
、
あ
り
過
ぎ
る
程
あ
つ
た
。
我
々
の
實
際
生
活
を
、
表
現
が
完
全
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
文
學

の
上
の
生
活
と
し
て
は
、
條
件
が
事
實
、
不
備
な
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
、
さ
う
い
ふ
意
味
に
於
て
、
完

全
な
素
材
に
變
更
し
て
表
現
す
る
と
い
ふ
處
に
、
文
學
の
上
の
虚
構
の
、
眞
の
意
味
が
あ
る
。
實
際
の
生

活
よ
り
、
も
つ
と
完
全
な
生
活
を
求
め
る
た
め
の
虚
構
だ
と
言
ふ
こ
と
が
出
來
る
。
た
ゞ
、
芭
蕉
に
も
見

ら
れ
る
こ
と
は
、
ど
う
す
れ
ば
文
學
的
に
な
る
か
、
ど
う
す
れ
ば
藝
術
感
豐
か
な
文
學
に
な
る
か
と
い
ふ

立
ち
場
か
ら
、
素
材
を
變
更
す
る
こ
と
は
勿
論
あ
る
。
さ
う
で
な
く
て
、
素
材
が
完
全
な
も
の
に
變
更
せ

ら
れ
て
居
つ
た
場
合
で
も
、
不
幸
な
芭
蕉
の
如
く
、
剽
輕
な
曾
良
の
日
記
に
裏
切
ら
れ
て
、
完
全
に
到
達
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し
た
素
材
が
、
一
擧
に
し
て
、
極
脆
弱
な
、
文
學
的
な
も
の
を
狙
つ
た
ゞ
け
の
變
更
と
思
は
れ
る
も
の
に
、

一
時
で
も
な
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
虚
構
が
問
題
に
な
る
と
い
ふ
事
は
、
い
か
に
も
作
り
物
ら
し
い
生
活

が
詠
ま
れ
る
爲
に
、
起
つ
て
來
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
完
全
な
段
階
に
達
す
れ
ば
、
虚
構
が
虚
構
だ
と
い
ふ

曇
り
を
拂
拭
し
て
、
そ
ん
な
問
題
を
起
さ
ぬ
と
こ
ろ
に
し
づ
ま
る
訣
だ
。

赤
彦
の
作
物
の
中
に
も
幾
多
の
虚
構
を
露
呈
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
其
を
感
じ
さ
せ
な
い
と
こ
ろ
に
達
し

た
も
の
を
、
我
々
は
引
例
す
る
こ
と
が
い
く
ら
で
も
出
來
る
。
だ
か
ら
、
作
家
が
心
構
へ
と
し
て
、
ふ
い

く
し
よ
ん
を
論
ず
る
の
は
勿
論
さ
し
支
へ
の
な
い
事
だ
が
、
必
虚
構
あ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
と
い
ふ
風
に

開
き
直
つ
て
言
ふ
や
う
な
こ
と
を
言
ふ
の
は
、
意
味
が
な
い
。
結
局
、
虚
構
と
い
ふ
事
は
、
表
現
技
術
の

一
方
法
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
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