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ア
メ
リ
カ
大
陸
が
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
よ
っ
て
発
見

さ
れ
た
よ
う
に
、
さ
ら
し
な
の
里
は
都
の
人
た
ち

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
発
見
に
よ
っ

て
価
値
が
広
く
知
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
す
が
、
そ

の
推
進
役
を
担
っ
た
の
が
、
10
世
紀
初
め
、
天
皇

の
命
令
で
編
ま
れ
た
古
今
和
歌
集
の
「
わ
が
心
慰

め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
姨
捨
山
に
て
る
月
を
み

て
」
と
い
う
和
歌
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
和
歌
の

成
り
立
ち
に
つ
い
て
の
史
料
は
、
古
今
和
歌
集
に

載
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
な
く
、
推
測
す

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　　

背
景
に
東
国
経
営

　

そ
う
し
た
中
で
、そ
の
成
り
立
ち
や
背
景
に
迫
っ

た
の
が
、
信
州
大
学
名
誉
教
授
（
国
文
学
）
の
滝

沢
貞
夫
さ
ん
（
２
０
１
６
年
死
去
）
で
、著
書
「
し

な
の
文
学
夜
話
（
上
）」
で
お
書
き
に
な
っ
て
い
る

内
容
を
更
級
へ
の
旅
31
号
で
紹
介
し
ま
し
た
。「
慰

め
か
ね
つ
」
の
歌
は
古
今
和
歌
集
の
成
立
前
に
は

で
き
て
い
た
は
ず
な
の
で
、
詠
ま
れ
た
の
は
９
世

紀
の
800
年
代
、
朝
廷
が
東
北
地
方
の
蝦
夷
ら
を
支

配
下
に
治
め
る
「
東
国
経
営
」
に
よ
っ
て
さ
ら
し

な
の
情
報
が
都
に
伝
わ
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る

と
い
う
も
の
で
す
。

　

 

説
得
力
を
感
じ
た
の
で
も
っ
と
イ
メ
ー
ジ
を
具

体
的
に
し
た
い
と
思
い
、
古
今
集
和
歌
集
よ
り
約

１
５
０
年
前
に
で
き
た
日
本
最
初
の
歌
集
「
万
葉

集
」
や
そ
の
解
説
書
な
ど
に
手
が
か
り
を
見
つ
け

よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。
万
葉
集
に
は
さ
ら
し
な

や
姨
捨
を
詠
ん
だ
歌
は
な
い
の
で
す
が
、
万
葉
集

と
古
今
和
歌
集
の
そ
れ
ぞ
れ
の
編
者
が
東
国
経
営

に
大
き
く
か
か
わ
っ
た
武
門
一
族
の
子
孫
だ
と
い

う
こ
と
も
「
さ
ら
し
な
の
発
見
」
に
関
係
し
て
い

る
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　　

都
に
運
ば
れ
た
さ
ら
し
な
の
情
報

　

万
葉
集
の
編
者
は
大
伴
家
持
（
お
お
と
も
の
や

か
も
ち
）。
新
元
号
「
令
和
」
の
出
典
元
と
な
っ
た

九
州
太
宰
府
で
の
「
梅
花
の
宴
」
を
主
宰
し
た
大

伴
旅
人
の
息
子
で
す
。
大
伴
氏
は
７
世
紀
か
ら
８

世
紀
に
か
け
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
国
家
を
作
り

上
げ
て
い
く
と
き
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
一
族
で
、

奈
良
時
代
は
そ
の
支
配
を
全
国
に
広
げ
る
た
め
今

の
東
北
地
方
に
当
た
る
陸
奥
国
に
軍
事
責
任
者
と

し
て
も
赴
任
し
て
い
ま
し
た
。
都
か
ら
東
北
へ
の

ル
ー
ト
は
大
き
く
信
濃
国
を
通
る
「
東
山
道
」
と

太
平
洋
側
の
「
東
海
道
」
を
通
る
二
つ
が
あ
っ
た

の
で
す
が
、
東
山
道
は
現
在
の
松
本
付
近
で
日
本

海
側
に
い
た
る
連
絡
道
が
分
岐
し
、
そ
の
連
絡
道

が
さ
ら
し
な
の
里
を
通
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
連

絡
道
は
北
陸
地
方
の
国
々
か
ら
軍
事
物
資
や
情
報

を
運
ぶ
た
め
の
重
要
な
ル
ー
ト
で
、
行
き
来
す
る

人
が
増
え
、
大
伴
家
に
は
信
濃
の
国
の
月
の
美
し

い
さ
ら
し
な
の
里
の
情
報
も
だ
ん
だ
ん
と
蓄
積
さ

れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　　

万
葉
集
に
さ
ら
し
な
に
関
係
が
あ
る
人
の
歌

 

そ
の
こ
と
の
裏
付
け
に
も
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
滝

沢
さ
ん
の
「
し
な
の
文
学
夜
話
（
上
）」
に
載
っ
て

い
ま
す
。
家
持
は
当
時
、
軍
事
を
司
る
役
所
の
官

人
で
、
九
州
防
衛
の
任
を
負
う
防
人
と
し
て
都
周

辺
に
来
て
い
た
信
濃
を
含
む
東
国
出
身
者
に
歌
を

作
ら
せ
、
そ
れ
を
万
葉
集
の
巻
20
に
収
載
し
て
い

る
の
で
す
が
、
そ
の
一
首
に
さ
ら
し
な
の
里
に
関

係
が
あ
る
人
の
歌
が
あ
り
ま
す
。

　

 

大
君
の
命
（
み

こ
と
）
か
し
こ
み

青
雲
の
と
の
び
く

山
を
越
よ
て
来
ぬ

か
も　
（
歌
番
号

４
４
０
３
）

　　

作
者
は
小
長
谷

部
笠
麻
呂
（
お
は

つ
せ
べ
の
か
さ
ま

ろ
）。
滝
沢
さ
ん

に
よ
る
と
、「
青

雲
」
は
、
人
と
の

別
離
の
場
で
そ
の

哀
愁
を
象
徴
す
る

景
物
と
し
て
使
わ

れ
る
の
で
、
笠
麻

呂
は
い
く
つ
も
の

山
を
越
え
て
都
に

や
っ
て
来
て
、
雲

を
見
つ
め
な
が
ら

別
れ
た
家
族
の
こ

と
を
悲
し
く
思
い

出
し
て
い
る
と
解

釈
で
き
る
そ
う
で

す
。
作
者
の
姓
の

「
小
長
谷
部
」
は

さ
ら
し
な
の
里
を

治
め
て
い
た
と
さ

れ
る
古
代
の
一
族

で
す
。
笠
磨
呂
か

ら
さ
ら
し
な
の
里

の
情
報
が
家
持
に

渡
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
小
長
谷
部
の
「
お
は
つ
せ
べ
」
と
い
う

名
字
の
音
色
は
、「
お
ば
す
て
」
と
い
う
音
の
響
き

を
連
想
し
や
す
い
で
す
。

　　

情
報
の
集
積
が
歌
に
結
晶

　

姨
捨
山
の
異
名
の
あ
る
冠
着
山
の
姿
は
優
美
な

の
で
、
さ
ら
し
な
の
里
で
「
慰
め
か
ね
つ
」
の
和

歌
が
詠
ま
れ
そ
う
な
気
配
が
な
ん
と
な
く
漂
い
始

め
た
気
が
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。
古
今
和
歌
集
で

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
書
か

れ
作
者
は
不
明
で
す
が
、
大
伴
家
に
も
た
ら
さ
れ

た
こ
う
し
た
情
報
も
土
台
に
な
っ
て
、
都
人
が
あ

る
と
き
「
慰
め
か
ね
つ
」
の
歌
を
詠
ん
だ
と
考
え

ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
詠
み
人
は
歌
の
素
養
が

あ
っ
た
さ
ら
し
な
の
里
人
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ

り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
万
葉
集
成
立
後
の
８

世
紀
後
半
か
ら
９
世
紀
に
か
け
て
集
積
さ
れ
た
さ

ら
し
な
の
情
報
が
歌
に
結
晶
し
た
と
考
え
て
い
い

と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
歌
は
ど
こ
か
に
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。
古
今
和
歌
集
編
者
の
紀
貫
之
（
き
の

つ
ら
ゆ
き
）
は
編
纂
方
針
と
し
て
「
万
葉
集
に
載
っ

て
い
な
い
歌
を
集
め
た
」
と
ま
え
が
き
に
書
い
て

い
ま
す
。
万
葉
集
編
纂
者
の
家
持
の
一
族
に
も
あ

た
っ
て
探
し
て
い
た
ら
、
こ
の
歌
が
あ
っ
た
の
で

採
用
し
た
可
能
性
を
想
像
し
ま
し
た
。
紀
貫
之
の

紀
氏
も
や
は
り
蝦
夷
対
策
で
活
躍
し
た
武
門
の
一

族
だ
っ
た
の
で
、
さ
ら
し
な
の
里
を
含
む
東
国
へ

の
関
心
が
高
く
、
さ
ら
し
な
の
月
の
美
し
さ
は
情

報
と
し
て
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

紀
氏
の
一
族
に
「
慰
め
か
ね
つ
」
の
和
歌
が
伝
わ
っ

て
い
て
、
そ
れ
で
古
今
和
歌
集
に
取
り
入
れ
た
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

以
上
の
考
え
は
、
状
況
証
拠
を
積
み
重
ね
た
も

の
で
、
全
く
見
当
違
い
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
歴
史
の
事
実
を
一
つ
の
観
点
を
も
っ
て
組
み

合
わ
せ
る
と
、
そ
ん
な
解
釈
や
ス
ト
ー
リ
ー
が
で

き
ま
す
。

　　

あ
こ
が
れ
を
増
幅
さ
せ
紀
貫
之
の
歌

　

一
つ
確
か
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

「
慰
め
か
ね

つ
」
の
和
歌
は
、
古
今
和
歌
集
編
纂
の
後
、「
男
も

す
な
る
」
で
始
ま
る
「
土
佐
日
記
」
を
書
い
た
紀

貫
之
に
と
っ
て
も
触
発
力
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
彼

に
も
さ
ら
し
な
の
月
の
特
別
感
を
詠
ん
だ
次
の
歌

が
あ
る
の
で
す
。

　

 

月
影
は
あ
か
ず
見
る
と
も
さ
ら
し
な
の
山
の

ふ
も
と
に
長
居
す
な
君

　

 

信
濃
に
行
く
人
に
贈
っ
た
歌
で
、
さ
ら
し
な
の

美
し
い
月
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
居
つ
い
て
し
ま
う
こ

と
の
な
い
よ
う
に
と
詠
ん
で
い
ま
す
。「
慰
め
か
ね

つ
」
の
歌
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
紀
貫
之
の
こ
の
歌

に
よ
っ
て
、さ
ら
し
な
の
里
の
月
の
美
し
さ
は
い
っ

そ
う
都
人
の
あ
こ
が
れ
の
対
象
に
な
っ
て
い
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
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「慰めかねつ」和歌はどのようにできたのか


