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文
字
と
は
難
し
い
テ
ー
マ
だ
。
無
文
字
の
状
態
か
ら
文
字
を
手
に
入
れ
る
こ

と
は
、
一
般
に
固
定
化
、
推
敲
な
ど
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
正
し

さ
は
半
分
く
ら
い
の
も
の
だ
。
推
敲
に
よ
る
高
度
な
洗
練
さ
れ
た
表
現
が
文
字

を
も
た
な
く
て
も
可
能
な
こ
と
は
、
口
承
文
芸
に
同
様
な
表
現
の
見
ら
れ
る
こ

と
で
い
え
る
だ
ろ
う
。
推
敲
、
内
省
、
構
成
力
な
ど
で
文
字
を
論
ず
る
の
は
、

文
字
を
機
能
と
し
て
し
か
考
え
て
い
な
い
か
ら
だ
。

問
題
は
、
や
は
り
、
こ
れ
ま
で
の
文
字
論
は
近
代
の
視
点
で
考
え
て
い
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
川
田
順
造
が
、
ア
フ
リ
カ
の
モ
シ
族
の
時
間
観
な
ど
を
論
じ
た

好
著
『
無
文
字
社
会
の
歴
史
』
を
、
「
無
文
字
」
と
い
う
言
い
方
自
体
が
「
文

（１）

字
」
に
重
き
を
置
い
た
も
の
だ
っ
た
と
自
己
批
判
し
て
い
る
が
、
古
代
の
文
字

に
つ
い
て
論
じ
る
に
は
、
近
代
の
側
で
は
な
く
、
あ
ち
ら
側
か
ら
見
る
必
要
が

あ
る
。
あ
ち
ら
側
か
ら
見
る
と
は
、
人
間
中
心
に
で
は
な
く
、
神
々
を
中
心
に

見
る
こ
と
だ
。
す
べ
て
の
も
の
が
異
郷
か
ら
始
ま
り
、
そ
し
て
異
郷
に
支
え
ら

れてある。

文
字
も
異
郷
の
も
の
、
神
の
も
の
だ
っ
た
。
神
の
も
の
と
は
、
あ
る
形
象
が

あ
る
意
味
を
喚
び
起
こ
す
、
つ
ま
り
像
を
も
た
ら
す
こ
と
へ
の
不
可
思
議
さ
と

文
字
と
万
葉
集

文
字
の
呪
術

い
っ
て
ゑ
て
も
い
い
。
そ
れ
を
、
表
意
文
字
に
つ
い
て
の
ゑ
限
定
す
る
の
は
誤

り
だ
ろ
う
。
表
意
文
字
・
表
音
文
字
と
い
う
区
別
自
体
近
代
の
区
別
で
あ
り
、

表
音
文
字
が
一
字
だ
け
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
つ

ま
り
あ
る
意
味
を
も
っ
た
ま
と
ま
り
と
し
て
こ
そ
、
文
字
は
受
け
取
ら
れ
て
い

た
は
ず
だ
。
そ
の
記
さ
れ
た
ま
と
ま
り
が
像
を
も
つ
こ
と
の
不
可
思
議
さ
を
強

調
す
れ
ば
、
文
字
の
呪
力
と
い
え
る
。
文
字
の
呪
力
に
注
目
す
る
こ
と
こ
そ
、

古
代
に
お
け
る
文
学
に
つ
い
て
の
問
題
と
な
る
。

文
字
の
呪
力
は
、
墓
誌
の
記
録
な
ど
の
金
石
文
、
『
古
事
記
』
な
ど
の
文
献

な
ど
が
な
ぜ
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
置
き
換
え
う

る
。
例
え
ば
、
熊
本
県
江
田
船
山
古
墳
出
士
の
鉄
剣
の
銘
を
引
い
て
ゑ
よ
う
。

治
天
下
猿
□
□
口
歯
大
王
世
奉
口
典
曹
人
名
元
口
且
八
月
中
用
大
鐺
釡
井
四

尺
廷
刀
八
十
錬
六
十
据
三
寸
上
好
口
刀
服
此
刀
者
長
寿
子
孫
注
々
得
其
恩
也

不
失
其
所
統
作
刀
者
伊
太
加
害
者
張
安
也
。

た
じ
ひ

〔
釈
文
〕
榎
（
の
宮
に
）
天
下
治
ら
し
め
し
し
（
瑞
）
歯
の
大
王
の
世
、
奉
為

む

り

て

典
曹
、
人
の
名
は
元
利
弓
。
八
月
中
、
大
鐺
釡
、
丼
び
に
四
尺
の
廷
刀
を

用
う
。
八
十
錬
、
六
十
据
、
三
寸
上
、
好
口
刀
な
り
。
こ
の
刀
を
服
す
る

者
は
長
寿
に
し
て
、
子
孫
は
注
べ
そ
の
恩
を
得
る
な
り
。
そ
の
統
ぶ
る

古
橋
信
孝
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こ
の
銘
は
、
持
主
の
用
い
た
時
代
と
名
、
刀
の
製
作
過
程
、
効
用
、
製
作
者

と
銘
を
刻
ん
だ
者
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
八
十
錬
、
六
十
据
、
三
寸
上
、

好
刀
な
り
」
は
刀
を
讃
め
た
詞
。
「
八
十
錬
」
は
「
百
錬
」
と
い
う
言
い
方

と
同
じ
。
刀
や
鏡
の
製
作
過
程
を
い
う
場
合
の
定
型
的
な
も
の
で
、
い
う
な
ら

（３）

ば
く
生
産
叙
事
〉
に
当
た
る
。
そ
し
て
、
そ
の
刀
を
侃
く
者
は
長
寿
に
な
り
、

子
孫
も
繁
栄
す
る
と
い
う
。
す
る
と
、
刀
を
讃
め
る
こ
と
と
そ
の
呪
力
と
は
因

果
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
と
ば
の
呪
力
に
よ
っ
て
、
よ
り
刀
の
呪
力
を
発

揮
さ
せ
る
構
造
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
刀
を
刻
む
の
は
、
も
ち
ろ
ん
刀
の
呪
力

を
強
め
よ
う
と
す
る
、
つ
ま
り
文
字
に
よ
っ
て
刀
に
よ
り
強
い
呪
力
を
こ
め
よ

う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
が
文
字
の
呪
力
で
あ
る
。

こ
の
刀
の
銘
に
は
、
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
。
刀
の
製
作
者
は
伊

（４）太加
と
音
仮
名
を
宛
て
て
い
る
か
ら
日
本
人
だ
ろ
う
が
、
銘
を
書
い
た
者
は
張

安
と
あ
る
か
ら
渡
来
人
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
、
日
本
人
が
漢
字
を
使
い
熟
せ

な
か
っ
た
と
ゑ
て
も
い
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
文
字
の
呪
力
を
よ
り
強
く
発
揮

さ
せ
る
の
は
渡
来
人
だ
っ
た
と
と
る
ほ
う
が
い
い
。
文
字
は
渡
来
の
も
の
で
あ

り
、
渡
来
人
に
よ
っ
て
こ
そ
強
い
呪
力
を
発
揮
し
た
。
渡
来
と
は
異
郷
か
ら
訪

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
神
の
側
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
か
ら
だ
。
つ
ま
り
古

代
の
日
本
は
、
こ
の
世
の
も
の
は
神
の
世
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
世
界
観
に
基
づ
い
て
、
外
国
の
文
化
を
容
易
に
受
け
容
れ
た
。
中
国
や
朝

鮮
の
文
化
が
日
本
よ
り
は
る
か
に
高
度
だ
っ
た
と
い
う
説
明
は
一
面
的
な
も
の

に
す
ぎ
な
い
。
高
い
方
か
ら
低
い
方
へ
流
れ
る
の
は
必
然
で
な
い
こ
と
は
、
外

（５）

か
ら
の
も
の
を
拒
否
す
る
社
会
も
あ
る
こ
と
で
確
か
め
ら
れ
よ
う
。

社
会
が
神
の
定
め
た
通
り
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
村
落
が
営
ま
れ
、
人
左
の

い

た

か

（２）

所
を
失
わ
ず
。
こ
の
刀
を
作
る
者
は
伊
太
加
、
書
く
者
は
張
安
な
り
。

生
活
が
始
ま
っ
た
始
源
の
ま
ま
が
も
っ
と
も
望
ま
し
い
状
態
の
は
ず
な
の
だ
。

こ
こ
に
村
が
営
ま
れ
る
の
は
神
が
定
め
た
か
ら
で
あ
り
、
男
と
女
の
分
業
も
神

の
世
に
な
ら
っ
て
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
古
代
の
共
同
体
は
む
し
ろ
変
化
を

望
ま
な
い
社
会
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
、
古
代
の
日
本
が
な
ぜ
異
郷

の
文
化
を
必
要
と
し
た
か
、
必
要
と
す
る
と
ど
の
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
の
か

になる。
た
ぶ
ん
最
大
の
要
因
は
国
家
だ
ろ
う
。
国
家
は
そ
れ
ま
で
の
共
同
体
を
超
え

る
も
の
ゆ
え
、
新
し
い
異
郷
を
必
要
と
し
た
。
高
天
の
原
と
い
う
神
話
の
異
郷

も
幻
想
し
た
が
、
さ
ら
に
現
実
的
に
そ
の
異
郷
は
中
国
で
あ
り
、
朝
鮮
だ
っ
た

の
だ
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
諸
文
化
・
技
術
を
も
っ
て
い
た
。

国
家
を
作
る
う
え
で
、
そ
れ
ら
の
文
化
・
技
術
を
華
や
か
に
駆
使
す
る
こ
と

は
、
そ
れ
ま
で
の
共
同
体
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
。

宮
廷
文
化
の
成
立
で
も
あ
る
。
国
家
は
渡
来
の
文
化
・
技
術
を
独
占
し
た
の

だ。

文
字
と
歴
史

そ
こ
で
文
字
だ
。
特
に
『
万
葉
集
』
論
と
し
て
の
文
字
の
問
題
。
も
ち
ろ
ん

ま
ず
、
書
き
留
め
る
こ
と
自
体
に
意
味
は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
読
ま
れ
る
読

ま
れ
な
い
に
か
か
わ
り
な
く
、
文
字
化
さ
れ
る
と
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
だ
。
そ

し
て
分
類
や
配
列
な
ど
、
編
纂
の
問
題
に
な
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
歌

の
歴
史
と
世
界
で
あ
る
。
歌
の
歴
史
に
つ
い
て
い
え
ば
、
巻
一
が
雑
歌
で
、
雑

歌
が
雄
略
天
皇
の
歌
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
示
し
、
巻
二
は
相
聞
が
磐
姫
か
ら
、

挽
歌
が
有
馬
皇
子
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
巻
一
と
巻
二
は
、
歌
の

分
類
と
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
始
源
か
ら
の
歴
史
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
こ
こ
で
の
問
題
は
、
な
ぜ
歌
の
歴
史
が
要
求
さ
れ
た
か
で
あ
る
。
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こ
の
問
題
は
、
歌
だ
け
で
な
く
や
な
ぜ
歴
史
が
必
要
だ
っ
た
の
か
の
問
題
と

し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
川
田
順
造
『
無
文
字
社
会
の

歴
史
』
が
述
べ
る
よ
う
に
、
村
社
会
の
歴
史
は
浅
く
、
王
国
の
歴
史
は
深
い

が
、
歴
史
が
深
く
な
る
こ
と
は
無
文
字
社
会
で
も
あ
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
歴

史
一
般
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
が
要
求
さ
れ
た
か
が
問
わ
れ
る
必
要
が

ある。国
家
が
必
要
と
す
る
の
は
時
間
と
空
間
の
両
方
を
傭
鰍
す
る
歴
史
だ
。
王
家

の
歴
史
は
口
承
で
も
あ
り
う
る
。
世
界
に
は
同
時
に
さ
ま
ざ
ま
の
事
象
が
あ

る
。
そ
れ
ら
を
傭
倣
で
き
て
こ
そ
国
家
の
歴
史
た
り
う
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
世

界
に
起
き
た
す
べ
て
の
事
象
を
納
め
る
こ
と
こ
そ
が
、
国
家
の
権
威
を
保
証
し

え
た
。
い
わ
ゆ
る
編
年
体
と
い
う
年
月
日
ご
と
に
出
来
事
を
記
し
て
い
く
文
体

が
そ
れ
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
は
別
に
天
皇
の
正
統
性
だ
け
を
記
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
神
代
の
．
害
日
」
と
し
て
い
く
つ
も
の
異
な
る
伝
承
を

記
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
国
家
の
歴
史
の
位
相
が
わ
か
り
や
す
く
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
あ
る
一
貫
し
た
筋
に
統
一
す
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
を
記
し
、

そ
の
な
か
に
天
皇
を
置
く
、
そ
れ
が
む
し
ろ
天
皇
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
の
だ
。
そ
れ
は
宇
宙
の
運
行
を
受
け
容
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
天

皇
の
位
置
も
自
ず
と
定
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
、
宇
宙
に
は
天
皇
に
か
か
わ
り
な
い

出
来
事
が
い
く
ら
で
も
起
こ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
宇
宙
の
運
行
の
な
か

で
、
天
皇
の
系
譜
だ
け
が
一
貫
し
て
流
れ
続
け
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
の
各
天
皇
の
時
代
ご
と
に
、
少
し
ず
つ
国
家
の
体
制
が
整

え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
時
間
と
空
間
を
傭
殿
す
る
国

家
の
歴
史
を
も
た
ら
し
た
の
が
文
字
だ
っ
た
。

こ
の
国
家
の
歴
史
は
村
落
的
な
歴
史
と
は
は
っ
き
り
異
な
る
。
村
落
の
歴
史

は
、
た
と
え
ば
稲
作
な
ど
の
農
耕
の
歴
史
、
機
織
り
の
歴
史
と
い
う
よ
う
に
縦

ま
ず
歌
に
と
っ
て
文
字
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
歴
史
な
ど
の
問
題
と
し
て

あ
ら
わ
れ
た
。
歌
を
時
間
軸
の
上
に
位
置
づ
け
る
。
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
歌

割
り
的
な
も
の
だ
。
そ
れ
も
そ
も
そ
も
の
始
源
を
語
る
こ
と
が
最
も
重
要
だ
っ

た
。
そ
れ
が
複
雑
に
な
っ
て
も
、
『
古
事
記
』
が
天
皇
家
を
中
心
と
し
て
い
る

よ
う
に
、
あ
る
中
心
が
あ
る
。
『
古
事
記
』
は
天
皇
の
正
統
性
を
語
る
こ
と
が

中
心
で
、
口
承
を
方
法
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
歴
史
で
は
な
い
の
だ
。

そ
の
時
間
と
空
間
を
同
時
に
傭
職
す
る
国
家
の
歴
史
と
い
う
位
相
は
、
も
ち
ろ

ん
国
家
と
い
う
共
同
体
が
村
落
的
な
共
同
体
と
は
異
な
る
し
→
ヘ
ル
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
村
落
か
ら
国
家
へ
は
段
階
的
な
も
の
で
は
な
く
、
断

層
が
あ
る
の
だ
。
村
落
に
と
っ
て
始
源
が
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
国
家
は
時
間
軸
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
ほ
ど
に
始

源
を
弱
め
て
い
る
。
村
落
的
な
始
源
は
時
間
と
空
間
の
置
き
換
え
が
可
能
な
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
が
、
時
間
軸
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
間
が
分
離

し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
個
人
の
体
験
と
し
て
は
、
時
間
と
空
間
と
は
分
離
さ

せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
遠
い
記
憶
が
離
れ
た
空
間
を
幻
想
す

る
の
に
似
て
い
る
。
こ
の
分
離
を
嫌
う
も
の
を
、
国
家
は
抱
え
込
ま
ね
ば
な
ら

ない。た
ぶ
ん
、
こ
の
時
間
と
空
間
の
分
離
を
回
復
さ
せ
る
特
殊
な
力
も
文
字
に
托

さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
文
字
は
矛
盾
す
る
ふ
た
つ
の
も
の
を
同
時
に
担

っ
た
。
時
間
と
空
間
を
傭
倣
す
る
呪
力
は
霊
能
者
た
ち
の
持
つ
も
の
で
、
ま
さ

に
神
の
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
後
の
物
語
文
学
の
語
り
手
の
立
場
だ
。

ま
た
、
時
間
と
空
間
の
分
離
の
回
復
と
は
始
源
へ
回
帰
さ
せ
る
呪
力
だ
か
ら
、

や
は
り
神
の
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
が
文
字
の
呪
力
で
あ
る
。

歌
と
文
字
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が
過
去
の
も
の
に
な
り
諺
ま
た
表
現
の
差
異
が
変
遷
と
し
て
見
え
る
。
た
ぶ
ん

繰
り
返
し
が
対
と
し
て
方
法
化
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
影
響
が
あ
っ
た
と
思
え

る
。
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
文
字
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
く
、
口
承
の
こ
と
ば
と
し
て
も
あ
り
う
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

歌
が
文
字
に
よ
っ
て
の
承
決
定
的
な
影
響
を
受
け
た
と
い
い
う
る
指
摘
は
し
難

い
。
結
局
、
歌
は
そ
の
名
の
通
り
、
常
に
口
調
を
抱
え
た
も
の
だ
か
ら
だ
。
と

に
か
く
文
字
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
歌
が
据
え
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

『
万
葉
集
』
の
歌
が
そ
れ
ま
で
の
歌
を
様
式
化
し
て
い
る
と
は
い
え
る
。
『
万

葉
集
』
の
お
け
る
神
謡
の
様
式
で
あ
る
〈
生
産
叙
事
〉
や
〈
巡
行
叙
事
〉
の
あ

り
方
な
ど
か
ら
、
そ
う
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
も
ま
た
口
語
に
よ
っ
て
も
可

能
な
も
の
だ
っ
た
。

た
ぶ
ん
、
文
字
の
影
響
は
漢
語
に
よ
る
と
こ
ろ
が
最
も
大
き
く
あ
ら
わ
れ

た
。
語
と
語
を
直
接
重
ね
る
漢
語
の
造
語
力
は
多
く
の
こ
と
ば
を
生
承
出
し

た
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
多
く
の
翻
訳
語
が
造
ら
れ
た
。
『
万
葉
集
』
は
そ
れ

ら
の
新
し
い
こ
と
ば
が
多
い
。
そ
れ
は
、
こ
と
ば
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
新

（６）

し
い
歌
が
要
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
す
る
と
、

な
ぜ
新
し
い
歌
が
要
求
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

戸呵／◎決
定
的
な
こ
と
は
、
宮
廷
生
活
の
成
立
だ
ろ
う
。
宮
廷
生
活
の
成
立
が
新
し

い
歌
を
も
た
ら
し
た
と
い
っ
て
も
い
い
が
、
宮
廷
生
活
自
体
が
和
歌
生
活
と
切

り
離
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
宮
廷
生
活
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
と
し
て
新

し
い
歌
が
要
求
さ
れ
た
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
そ
れ
は
、
宮
廷
歌
人
の
登
場

に
繋
が
る
。
柿
本
人
麻
呂
が
そ
の
始
祖
だ
が
、
そ
の
前
史
と
し
て
額
田
王
が
い

る
。
た
と
え
ば
、
春
秋
争
い
を
判
定
す
る
歌
。

凶
冬
こ
も
り
春
さ
り
来
れ
ば
鳴
か
ざ
り
し
烏
も
来
鳴
き
咲
か
ざ
り

し
花
も
咲
け
れ
ど
山
を
茂
承
入
り
て
も
取
ら
ず
草
深
み
取
り

て
も
見
ず
秋
山
の
木
の
葉
を
見
て
は
黄
葉
を
ぱ
取
り
て
も
し
の

ふ
青
き
を
ぱ
置
き
て
そ
歎
く
そ
こ
し
恨
め
し
秋
山
わ
れ
は

〈１．一六〉

こ
の
歌
は
、
額
田
王
が
秋
に
軍
配
を
上
げ
た
よ
う
に
解
さ
れ
、
さ
ら
に
『
古

事
記
』
応
神
天
皇
条
の
出
石
乙
女
を
め
ぐ
る
春
山
之
霞
壮
士
と
秋
山
之
下
氷
壮

士
の
争
い
で
春
山
が
勝
っ
た
こ
と
に
農
耕
に
結
び
つ
け
、
そ
の
よ
う
な
呪
術
的

な
世
界
観
か
ら
解
放
さ
れ
て
四
季
が
鑑
賞
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
と
い

っ
た
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
農
耕
に

と
っ
て
春
の
ほ
う
が
秋
よ
り
た
い
せ
つ
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
秋
は

収
穫
の
季
節
だ
か
ら
最
も
重
要
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
だ
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の

時
節
時
節
の
祭
祀
が
そ
の
つ
ど
最
も
た
い
せ
つ
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
強
い
て

い
え
ば
、
春
が
勝
っ
た
と
い
う
こ
の
神
話
は
春
の
も
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
歌
の
構
成
を
き
ち
ん
と
読
む
べ
き
だ
。
こ
の
歌
は
「
秋
山
わ
れ
は
」

を
除
い
て
考
え
る
と
、
ま
ず
春
の
す
ば
ら
し
い
点
を
上
げ
る
が
欠
点
も
上
げ
、

そ
し
て
秋
の
良
い
点
と
悪
い
点
を
う
た
う
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
ど
ち
ら

と
も
判
定
は
つ
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
歌
の
構
成
か
ら
い
え
ば
、
春
も
秋
も
同

等
に
扱
わ
れ
て
い
て
、
「
秋
山
わ
れ
は
」
の
結
論
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

そ
こ
で
、
他
の
春
秋
争
い
判
定
の
歌
を
探
し
て
承
る
と
、
時
代
は
下
る
が
、

『
拾
遺
集
』
に
紀
貫
之
の
二
首
が
あ
る
。

⑧
あ
る
と
こ
ろ
に
春
秋
い
づ
れ
か
ま
さ
る
と
間
は
せ
給
ひ
け
る
に
、
よ

ゑ
て
奉
り
け
る

紀
貫
之

春
秋
に
思
ひ
乱
れ
て
分
き
か
れ
つ
時
に
つ
け
つ
つ
う
つ
る
心
は〈負〕●三口《〉

。
元
良
親
王
、
承
香
殿
の
と
し
こ
に
、
春
秋
の
い
づ
れ
か
ま
さ
る
と
問
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ひ
侍
り
け
れ
ば
、
秋
を
か
し
う
侍
り
と
い
ひ
け
れ
ば
、
お
も
し
ろ
き

桜
を
こ
れ
は
い
か
が
と
い
ひ
て
侍
り
け
れ
ば

お
ほ
か
た
の
秋
に
心
は
よ
せ
し
か
ど
花
見
る
と
き
は
い
づ
れ
と
も
な
し

〈Ｒ）●三一一〉

こ
の
二
例
で
、
貫
之
は
ど
ち
ら
が
い
い
と
も
判
定
し
て
い
な
い
。
特
に
⑧
の

場
合
が
伽
と
似
通
っ
て
い
て
、
決
着
が
つ
か
な
い
時
に
、
歌
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
貫
之
は
、
だ
い
た
い
は
秋
が
い
い
と
い
う
が
、
花
を
見
る
時
は
い

ず
れ
と
も
言
い
難
い
と
、
ど
ち
ら
の
顔
も
立
て
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
⑧

○
の
二
例
を
見
る
か
ぎ
り
、
む
し
ろ
決
着
を
下
さ
ず
、
両
方
の
顔
を
立
て
る
の

が
、
判
定
を
求
め
ら
れ
た
歌
人
の
役
割
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
角
を
立
て
ず

に
す
む
最
も
い
い
方
法
な
の
だ
。
判
定
が
求
め
ら
れ
る
の
は
論
争
の
決
着
が
つ

か
ず
行
き
詰
ま
っ
た
と
ぎ
だ
ろ
う
。
誰
か
が
何
か
言
っ
て
納
め
な
い
と
す
ま
な

い
。
そ
う
い
う
役
割
を
歌
人
が
歌
に
よ
っ
て
は
た
し
た
。

そ
の
よ
う
な
例
か
ら
見
れ
ば
、
む
し
ろ
「
秋
山
わ
れ
は
」
を
除
い
た
部
分
こ

そ
が
、
春
秋
論
争
の
幕
切
れ
と
し
て
求
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
春
秋
の
両
方
の
良
し
悪
し
を
う
た
っ
て
両
者
の
顔
を
立
て
て
い
る
。
「
秋
山

わ
れ
は
」
は
判
定
と
い
う
よ
り
、
ち
ょ
っ
と
付
け
加
え
た
感
じ
が
濃
い
。
繰
り

返
す
が
、
歌
の
構
成
か
ら
は
秋
を
選
ぶ
論
理
は
な
い
か
ら
だ
。
ど
ち
ら
も
よ
い

と
こ
ろ
と
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
よ
、
で
も
ち
ょ
っ
と
感
想
を
い
わ
せ
て
も

ら
え
ば
、
わ
た
し
は
秋
山
が
好
き
で
す
わ
、
ぐ
ら
い
の
現
代
語
訳
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
ど
ち
ら
に
決
着
が
つ
い
て
も
い
い
よ
う
な
こ
と
を
論
争
し
、
そ

れ
を
角
が
立
た
な
い
よ
う
に
納
め
る
の
が
宮
廷
生
活
で
あ
る
。
そ
の
納
め
る
役

割
を
歌
が
は
た
す
わ
け
だ
。
こ
の
よ
う
な
歌
の
働
き
は
文
字
に
通
じ
て
い
る
。

文
字
の
力
は
、
た
と
え
ば
歴
史
が
叙
述
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
王
が
変
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
わ
け
で
、
あ
る
意
味
で
王
を
超
え
て
い
る
。
王
を
超
え
う
る
の
は

神
と
、
そ
し
て
い
わ
ば
現
実
を
外
か
ら
見
る
立
場
で
あ
る
。
律
令
も
そ
う
し
た

力
だ
。
つ
ま
り
文
字
が
こ
の
世
に
対
す
る
異
郷
性
を
作
り
出
す
。
歌
の
呪
力
も

そ
う
し
た
位
置
に
あ
る
。
現
実
の
葛
藤
を
緩
和
す
る
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
鎮
魂

と
言
い
換
え
て
も
い
い
。
し
た
が
っ
て
、
宮
廷
生
活
が
文
字
を
も
つ
こ
と
と
歌

を
も
つ
こ
と
は
同
様
な
意
味
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
う
い
う
歌

の
呪
力
は
文
字
に
よ
っ
て
こ
そ
、
よ
り
威
力
を
発
揮
し
た
。

つ
い
で
に
宮
廷
歌
人
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
柿
本
人
麻
呂
も
そ
う
だ
が
、

山
部
赤
人
・
高
市
黒
人
・
高
橋
虫
麻
呂
・
田
辺
福
麻
呂
な
ど
、
『
万
葉
集
』
に

多
く
の
歌
を
残
し
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
来
歴
の
不
明
な
歌
人
た
ち
が
い
る
。
か

れ
ら
が
宮
廷
歌
人
と
呼
ん
で
い
い
者
た
ち
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
歌
に
お
い
て

こ
そ
宮
廷
と
関
り
を
も
っ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
宮
廷
は
身
分
に
関
り

な
く
、
あ
る
い
は
一
定
の
身
分
さ
え
あ
れ
ば
官
位
に
関
り
な
く
、
歌
を
よ
く
作

る
者
た
ち
を
抱
え
込
ん
だ
。
そ
れ
は
、
宮
廷
が
た
ん
に
政
治
的
な
権
力
に
よ
っ

て
成
り
立
つ
ば
か
り
で
な
く
、
す
ぐ
れ
た
技
術
を
抱
え
る
こ
と
に
お
い
て
自
己

の
位
置
を
確
か
な
も
の
に
し
え
た
か
ら
で
あ
る
。
技
術
と
は
神
々
に
与
え
ら
れ

た
不
可
思
議
な
力
で
あ
り
、
技
術
者
は
神
々
に
選
ば
れ
た
者
た
ち
だ
っ
た
。
そ

う
い
う
技
術
を
宮
廷
は
独
占
し
た
。
貴
族
た
ち
は
、
究
極
的
に
は
自
分
た
ち
が

他
の
人
々
を
統
治
す
る
絶
対
的
な
根
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
か
ら
、
ひ
た
す
ら
神

々
の
生
活
を
暮
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
権
威
を
保
証
し
続
け
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
特
殊
な
力
を
周
辺
に
集
め
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
神

々
を
装
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
宮
廷
文
化
が
華
や
か
に
な
る
の
は
そ
れ
ゆ
え

で
あ
っ
た
。
歌
も
そ
の
技
術
だ
っ
た
の
だ
。

序
詞
と
都
の
こ
と
ば
Ⅱ
文
字

歌
に
と
っ
て
の
文
字
の
影
響
は
、
た
と
え
ば
序
詞
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
歌
は
四
句
の
途
中
ま
で
が
序
詞
で
、
後
に
続
く
地
名
を
喚
び
起
こ

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
序
詞
部
が
一
首
の
三
分
の
二
以
上
の
長
さ
で
あ
り
、
歌

の
意
味
の
上
で
は
、
Ｄ
は
「
的
方
は
見
る
に
さ
や
け
し
」
、
⑧
は
「
率
川
の
音

の
情
け
さ
」
、
佃
は
「
拷
島
波
の
問
ゆ
見
ゆ
」
で
し
か
な
い
。
し
か
も
、
そ
の

意
味
的
な
部
分
は
定
型
的
で
あ
る
。
こ
う
い
う
歌
は
、
も
し
風
景
に
感
動
し
て

詠
ん
だ
と
す
る
な
ら
ば
あ
ま
り
に
貧
し
い
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
歌
は
な
ぜ
作

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
れ
ら
は
旅
の
歌
で
あ
り
、
⑪
側
が
「
さ
や
け
さ

（
し
）
」
を
共
通
に
し
て
い
て
、
そ
れ
が
土
地
讃
め
の
定
型
句
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
土
地
讃
め
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
詠
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
、
こ
れ

ら
の
歌
は
地
名
と
定
型
的
な
讃
め
詞
を
除
け
ば
序
詞
だ
け
が
残
る
か
ら
、
序
詞

が
中
心
だ
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
歌
は
序
詞
を
詠
む
た
め
に
作

っ
た
と
い
っ
て
い
い
。

こ
こ
で
、
序
詞
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
確
認
し
て
お
こ
う
。
も
ち
ろ
ん

序
詞
は
枕
詞
と
同
じ
に
土
地
讃
め
の
詞
章
で
あ
る
。
し
か
し
枕
詞
と
違
っ
て
、

序
詞
が
そ
の
土
地
の
神
話
伝
承
の
古
詞
章
、
あ
る
い
は
詞
章
の
凝
縮
し
た
も
の

と
確
実
に
い
え
る
例
は
『
万
葉
集
」
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
『
常
陸
国
風
土
記
』

ひ
た
ち

の
「
筑
波
の
岳
に
黒
雲
か
か
り
衣
の
袖
漬
の
国
」
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
ろ

う
。
こ
れ
は
「
風
俗
の
諺
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
倭
武
天
皇
が
巡
行
し
て
、
こ

主
す
ら
お
ざ
つ
や

ま
と
か
た

⑨
大
夫
が
猟
矢
手
挟
み
立
ち
向
か
ひ
射
る
的
方
は
見
る
に
さ
や
け
し〈訓工●奉一〉

は
ね
か
づ
ら

い
ざ

さ
や

③
葉
根
蔑
今
す
る
妹
を
う
ら
若
永
い
ざ
率
川
の
音
の
情
け
さ

く庁Ｉ●一一二一〉

を

と

め

は

た

へ

ま

く

し

た

く

し

哀

ま

側
未
通
女
ら
が
織
る
機
の
上
を
真
櫛
も
ち
か
か
げ
拷
島
波
の
間
ゆ
見
ゆ

く庁Ｉ●一二三三〉

の
地
に
来
た
と
き
、
国
造
の
ヒ
ナ
ラ
ス
が
新
た
に
井
戸
を
掘
り
、
倭
武
が
そ
の

井
戸
で
手
を
洗
っ
た
と
こ
ろ
、
袖
を
濡
ら
し
た
（
漬
た
し
た
）
こ
と
に
よ
り
、
常

陸
と
い
う
名
が
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
神
話
が
あ
り
、
そ
の
詞
章
が
「
筑
波
に

黒
雲
か
か
り
衣
の
袖
潰
す
国
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
詞
章
は
「
衣
の

袖
」
ま
で
が
常
陸
の
序
詞
と
ゑ
て
い
い
。
つ
ま
り
地
名
に
か
か
る
序
詞
は
、
そ

の
土
地
の
神
話
の
詞
章
、
あ
る
い
は
詞
章
の
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

そ
の
土
地
Ⅱ
地
名
の
起
源
、
つ
ま
り
そ
の
土
地
に
村
が
立
て
ら
れ
た
起
源
（
そ

こ
が
す
ば
ら
し
い
か
ら
こ
そ
村
立
て
さ
れ
た
）
に
か
か
わ
る
こ
と
だ
か
ら
、
土
地
讃

め
の
こ
と
ば
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
序
詞
は
そ
の
土
地
の
起
源
に
か
か
わ

る
讃
め
詞
で
あ
り
、
旅
の
途
中
に
通
過
す
る
土
地
を
讃
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
土
地
の
神
に
無
事
に
通
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
モ
チ
ー
フ
で
、
歌
の
な
か
に

詠
承
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
⑨
⑧
③
は
古
詞
章
の
序
詞
で
は
な
い
。
そ
う
い
え
る
の
は
、
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
歌
は
ほ
と
ん
ど
序
詞
し
か
詠
ま
れ
て
い
ず
、
も

し
古
詞
章
の
序
詞
を
う
た
う
こ
と
が
目
的
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
歌
で
あ

る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
道
中
安
全
の
呪
文
的
な
、
あ
る
い
は
祝
詞
的
な

も
の
で
い
い
。
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
こ
の
歌
は
新
し
い
序
詞
を
作
る
こ
と
を

中
心
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
序
詞
は
そ
の
士
地
の
始
源
の
詞
章

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
土
地
讃
め
に
な
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
新
し
い
序
詞
と
矛

盾
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
新
し
い
序
詞
は
そ
の
土
地
の
固
有
の
古
詞
章
に
代
わ
る
、

あ
る
い
は
超
え
る
呪
力
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
呪
力
の
根
拠
は
、
こ
れ
ら
の
歌
が
官
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
国
家
つ
ま
り
都
だ
ろ
う
。
古
代
国
家
の
支
配
は
、
大
和
朝
廷
の
神
々
が
地

方
の
神
々
の
上
に
被
さ
り
、
地
方
の
神
々
が
大
和
朝
廷
の
神
々
の
体
系
の
な
か

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
し
て
都
の
権
威
を
背
景
に
、
都
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人
た
ち
が
地
方
を
旅
し
た
。
旅
の
歌
は
ほ
と
ん
ど
土
地
讃
め
と
故
郷
の
妻
（
妹
）

へ
の
想
い
と
い
う
構
成
よ
り
な
る
。
そ
の
土
地
讃
め
の
ひ
と
つ
が
先
に
上
げ
た

常
陸
の
諺
だ
が
、
⑨
③
㈹
は
そ
の
序
詞
部
に
、
土
地
の
伝
承
で
は
な
く
、
新
た

な
地
名
の
由
来
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
村
々
の

神
々
を
大
和
朝
廷
の
神
話
体
系
に
位
置
づ
け
た
よ
う
に
、
そ
の
土
地
の
地
名
を

都
の
側
か
ら
、
都
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
新
た
な
位
置
づ
け
直
し
を
し
て
い
る
の

だ
。
さ
す
ら
い
の
果
て
に
す
ば
ら
し
い
土
地
を
見
出
し
そ
こ
を
讃
め
て
村
立
て

し
た
始
祖
の
神
々
の
位
置
に
、
旅
を
す
る
都
人
が
入
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
に
な

る
。
そ
う
す
る
こ
と
の
根
拠
が
都
の
わ
け
だ
。

Ｄ
は
土
地
の
伝
承
に
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
か
も
し
れ
な
い

し
、
違
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
大
差
な
い
。
た
だ
、
こ
の
わ

か
り
や
す
さ
は
、
こ
の
序
詞
が
都
人
の
「
的
方
」
へ
の
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
示

す
。
つ
ま
り
Ｄ
は
土
地
の
伝
承
に
よ
っ
た
装
い
を
し
て
い
る
。
②
も
佃
も
土
地

の
神
女
の
伝
承
を
思
わ
せ
る
が
、
佃
は
、
「
う
ら
若
象
い
ざ
」
と
誘
う
こ
と
か

ら
「
率
川
」
を
喚
び
起
こ
し
て
お
り
、
た
と
え
伝
承
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
を
身
近
に
引
き
付
け
て
い
る
。
そ
れ
が
都
の
こ
と
ば
と
い
う
こ
と
だ
。

ほ
ん
と
う
は
、
都
人
た
ち
の
序
詞
は
、
土
地
の
神
話
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
次
の
よ
う
な
例
は
、
序
詞
が
む
し
ろ
現
在
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑥
今
朝
行
き
て
明
日
は
来
な
む
と
い
ひ
し
子
が
朝
妻
山
に
霞
た
な
び
く

〈叩。六壱〉

佃
子
ら
が
名
に
か
け
の
宜
し
き
朝
妻
の
片
山
岸
に
霞
た
な
び
く

〈、・六一◇

佃
は
、
③
と
似
通
っ
た
構
成
で
、
三
句
ま
で
の
序
詞
で
地
名
を
喚
び
起
こ
し

て
お
り
、
内
容
と
し
て
は
「
朝
妻
山
に
霞
た
な
び
く
」
と
し
か
う
た
っ
て
い
な

い
。
朝
妻
山
に
霞
が
た
な
び
い
て
い
る
状
態
に
感
動
し
て
詠
ん
だ
と
す
れ
ば
⑪

③
⑪
と
同
じ
よ
う
に
貧
し
す
ぎ
る
歌
だ
。
や
は
り
こ
の
よ
う
な
歌
は
そ
の
土
地

へ
の
讃
め
歌
で
、
序
詞
と
「
霞
た
な
び
く
」
が
讃
め
詞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
側
は
地
名
部
が
「
朝
妻
山
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
前
が
序

詞
で
あ
り
、
五
句
が
「
霞
た
な
び
く
」
と
⑥
と
共
通
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
か

め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
首
に
よ
っ
て
、
序
詞
こ
そ
が
こ
れ
ら
の
歌

の
独
自
な
部
分
、
詠
承
手
の
詠
象
た
か
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

佃
は
、
一
夜
共
に
過
ご
し
た
朝
、
明
日
も
来
る
か
ら
ね
と
い
っ
て
去
っ
て
い

っ
た
男
が
「
朝
妻
（
夫
）
」
で
あ
る
と
、
「
朝
妻
」
を
解
釈
し
て
い
る
。
「
朝
妻
」

は
地
名
以
外
に
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
こ
の
歌
の
独
特
な
も

の
と
し
て
い
い
。
佃
は
、
⑥
の
よ
う
に
名
づ
け
ら
れ
た
「
朝
妻
」
と
い
う
朝
去

っ
て
行
く
男
の
呼
び
方
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
を
神
話
伝
承
の
よ
う
に
前
提
し
て
、

「
朝
妻
」
と
い
う
恋
人
に
対
す
る
言
い
方
と
地
名
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
あ
る

い
は
、
こ
れ
は
男
か
ら
共
寝
し
た
女
へ
の
呼
び
方
か
も
し
れ
な
い
。
ど
ち
ら
に

し
ろ
、
佃
も
含
め
て
、
「
朝
妻
」
と
い
う
地
名
か
ら
逢
引
の
朝
の
相
手
へ
の
想

い
を
連
想
し
て
、
そ
れ
を
序
詞
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
歌
が
「
朝

妻
」
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
こ
れ
ら
二
首
が
朝
の
歌
で
あ
る
か
ら
に
違
い
な
い
。

で
な
け
れ
ば
、
恋
愛
の
用
語
に
も
見
ら
れ
な
い
「
朝
妻
」
と
い
う
特
殊
な
言
い

方
を
地
名
か
ら
連
想
し
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
序
詞
は
、

神
話
伝
承
と
違
っ
て
、
現
在
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
⑨
③
⑥
⑧
と
、
新
し
い
序
詞
に
は
対
の
関
係
を
う
た
っ
て

い
る
も
の
が
多
い
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。
こ
れ
ら
の
序
詞
が
都
か
ら
の
地
名

の
新
た
な
解
釈
と
述
べ
た
が
、
都
人
に
と
っ
て
旅
に
あ
る
不
安
は
故
郷
に
残
し

て
き
た
妻
（
妹
）
を
想
い
浮
か
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
対
の
関
係
に
お
い

て
鎮
め
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
和
朝
廷
の
威
力
に
よ
っ
て
諸
国
は
鎮
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め
ら
れ
不
安
は
な
い
は
ず
で
は
な
い
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妻
（
妹
）
へ
の

想
い
を
う
た
う
の
は
、
共
同
体
的
に
は
表
面
的
に
満
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
ふ

え
て
も
、
な
お
か
つ
訪
れ
る
不
安
が
違
っ
た
位
相
に
表
現
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
く
ら
そ
の
土
地
を
讃
め
て
も
、
故
郷
の
妻
を
な
つ
か

し
ん
で
い
て
は
、
そ
の
讃
め
詞
が
弱
め
ら
れ
て
し
ま
う
わ
け
だ
。
し
た
が
っ

て
、
都
の
側
か
ら
の
土
地
讃
め
と
、
都
に
残
し
た
対
の
対
象
へ
の
想
い
と
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
旅
の
歌
は
、
都
の
優
位
を
主
張
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。

地
方
の
土
地
を
都
の
こ
と
ば
と
文
化
（
恋
愛
生
活
な
ど
）
で
捉
え
返
し
た
の
が
旅

の
歌
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
都
の
こ
と
ば
と
文
化
を
支
え
て
い
る
の
が
文
字
と
い
う
わ
け
だ
。
そ

れ
は
律
令
国
家
と
い
う
体
系
と
い
っ
て
も
い
い
。
律
令
と
い
う
法
体
系
だ
け
で

な
く
、
木
簡
の
発
掘
な
ど
に
よ
っ
て
都
へ
送
ら
れ
る
物
資
の
動
き
や
人
事
な
ど

が
知
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
律
令
国
家
は
文
字
に
よ
っ
て
こ
そ
成
り
立
つ
も
の

だ
っ
た
。
そ
れ
は
実
用
的
な
面
も
あ
る
が
、
国
家
の
権
威
を
文
字
が
象
徴
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
文
字
と
い
う
記
号
は
、
そ
の
意
味
内
容
を
保
証
す

る
も
の
が
な
い
か
ぎ
り
、
た
だ
の
線
的
な
形
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
形
は
こ
う
い

う
意
味
内
容
を
示
す
と
い
う
了
解
は
国
家
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ

り
、
そ
の
了
解
の
共
同
性
が
国
家
だ
っ
た
。
言
語
を
異
に
す
る
人
を
も
、
文
字

の
了
解
さ
え
で
き
れ
ば
交
通
が
可
能
に
な
る
。
文
字
は
言
語
の
差
異
を
超
え
さ

せ
る
共
同
性
を
可
能
に
し
た
の
だ
。
都
の
旅
人
た
ち
が
そ
の
旅
先
の
異
郷
の
神

聖
な
神
話
伝
承
を
無
視
し
て
、
新
し
い
序
詞
を
地
名
に
付
与
し
う
る
根
拠
は
、

各
地
方
の
差
異
を
超
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
文
字
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
都
は
そ
う
い
う
文
字
の
中
心
だ
っ
た
。
つ
ま
り
都
は
、
大
和
地
方
の
文
化
・

生
活
の
延
長
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
国
家
と
い
う
ま
っ
た
く
新
し
い
文
化
・
生

活
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
の
歌
の
こ
と
ば
は
、
そ
の
意
味
で
そ
う
と
う
新
し
い
も
の
だ
。

『
万
葉
集
』
に
は
、
新
た
な
都
の
生
活
の
あ
り
様
に
対
応
す
る
、
あ
る
い
は
新

た
な
こ
と
ば
に
よ
っ
て
都
の
生
活
が
成
立
し
て
い
く
よ
う
す
が
よ
く
見
え
る
。

わ
か
り
や
す
い
の
は
造
語
で
、
『
万
葉
集
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
ば
、
そ

れ
も
一
二
例
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
ば
が
多
く
あ
る
。
そ
れ
ら
か
ら
は
実
験
的

に
と
い
う
か
、
と
に
か
く
新
し
い
こ
と
ば
を
造
っ
て
承
よ
う
と
い
う
雰
囲
気
が

（６）

伝
わ
っ
て
く
る
。
『
万
葉
集
』
は
新
し
い
こ
と
ば
と
生
活
の
規
範
を
造
り
出
そ

う
と
し
て
い
た
時
代
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
し
個
人
の
内
面
を
い
う
な
ら
、

集
団
的
な
も
の
か
ら
個
人
の
内
面
を
あ
ら
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う

に
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
個
人
の
内
面
も
対
象
に
し
う
る
よ
う
な
普
遍
的
な
価

値
、
つ
ま
り
文
字
が
歌
を
支
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
態
を
考
え
る
べ
き

な
の
だ
。
文
字
に
よ
っ
て
一
度
詠
ん
だ
歌
を
推
敲
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

は
な
く
、
文
字
と
い
う
普
遍
的
な
価
値
に
よ
っ
て
差
異
が
よ
り
明
瞭
に
な
り
、

差
異
を
表
出
す
る
こ
と
で
差
異
を
超
え
る
と
い
う
方
向
が
歌
に
あ
ら
わ
れ
た
、

ま
た
、
そ
う
い
う
事
態
を
も
た
ら
し
た
の
が
文
字
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

結
局
、
『
万
葉
集
』
に
、
こ
れ
は
文
字
の
影
響
だ
と
具
体
的
に
指
摘
す
る
こ

と
は
不
可
能
に
思
え
る
の
だ
。
機
能
の
問
題
と
し
て
は
確
か
め
ら
れ
る
に
違
い

な
い
。
し
か
し
本
質
論
と
し
て
は
取
り
出
す
こ
と
が
難
し
い
。
ど
う
し
て
も
宮

廷
文
化
や
歴
史
の
問
題
と
切
り
離
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ

て
き
た
が
、
そ
れ
ら
が
決
定
的
に
文
字
の
影
響
だ
と
言
い
切
れ
る
よ
う
に
思
っ

て
は
い
な
い
。
た
だ
文
字
の
影
響
で
は
な
い
と
い
う
の
も
ま
た
誤
り
だ
と
思

う
。
文
字
の
問
題
は
そ
の
く
ら
い
に
暖
昧
で
し
か
な
い
の
が
、
現
在
の
水
準
の

よ
う
に
思
え
る
。

特
集
の
テ
ー
マ
は
「
後
期
万
葉
」
で
あ
っ
た
。
文
字
の
問
題
の
見
直
し
を
立
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て
る
こ
と
で
枚
数
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
。
後
期
万
葉
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な

視
点
か
ら
大
伴
家
持
の
歌
日
記
の
問
題
を
論
ず
る
こ
と
が
よ
う
や
く
で
ぎ
そ
う

に
思
え
て
い
る
。
う
た
わ
な
い
、
つ
ま
り
書
く
こ
と
を
自
明
し
た
歌
と
そ
れ
を

日
記
に
書
く
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
国
家
と
見
合
う
幻
想
の
根
拠
が
文

字
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
た
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。

注
（
１
）
川
田
「
口
頭
伝
承
論
（
１
）
」
（
『
社
会
史
研
究
』
２
号
一
九
八
三
年
五
月

日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
）

（
２
）
訓
は
基
本
的
に
、
岡
崎
敬
「
日
本
の
古
代
金
石
文
」
（
『
古
代
の
日
本
』
第
九

巻
一
九
六
八
年
角
川
書
店
）
に
よ
っ
た
。

（
３
）
古
橋
「
生
産
叙
事
」
『
古
代
和
歌
の
発
生
』
（
一
九
八
八
年
東
京
大
学
出
版

会）

（
４
）
こ
の
人
物
と
直
接
関
る
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
イ
タ
テ
は
イ
ト
テ
と
同
じ
と

す
る
上
外
垣
憲
一
の
説
が
あ
る
（
『
天
孫
降
臨
の
道
』
一
九
八
六
年
筑
摩
書

房
）
、
上
外
垣
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
出
雲
に
あ
る
「
韓
国
伊
太
屋
神
社
」

〃
Ｕ
Ｑ
ｒ
宮

の
イ
タ
テ
と
『
日
本
書
紀
』
仲
哀
天
皇
八
年
正
月
条
に
登
場
す
る
五
十
述
手
をイ

結
び
つ
け
、
さ
ら
に
『
日
本
書
紀
』
神
代
の
木
の
起
源
神
話
に
み
ら
れ
る
五
十

タ
ケ
ル

猛
と
を
関
連
づ
け
て
、
朝
鮮
渡
来
系
と
考
え
て
い
る
。
重
要
な
示
摘
と
思
う
。

（
５
）
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ラ
ス
ト
ル
『
国
家
に
抗
す
る
社
会
」
（
渡
辺
公
三
訳
一
九

八
六
年
書
騨
風
の
薔
薇
社
）

（
６
）
古
橋
「
和
語
の
誕
生
１
旅
の
朝
」
（
『
新
潮
』
師
巻
旭
号
一
九
九
○
年
一

二
月
新
潮
社
）

- ２ ０ -


