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方
法
論
の
検
証
ｌ
古
代
文
学
の
「
読
み
」
を
保
証
す
る
も
の
Ｉ

二
○
○
一
年
九
月
中
旬
、
天
津
の
南
開
大
学
で
「
変
動
期
に
お
け
る
東

ア
ジ
ア
の
社
会
と
文
化
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ

た
。
私
は
、
南
開
大
学
と
勤
め
先
の
武
蔵
大
学
と
が
教
員
の
交
流
協
定
を

結
ん
で
い
る
関
係
で
、
同
僚
の
近
代
文
学
研
究
者
と
思
想
史
研
究
者
が
レ

ポ
ー
ト
す
る
こ
と
も
あ
り
、
よ
う
す
を
見
に
行
っ
た
。
そ
の
同
僚
と
私
、

そ
し
て
韓
国
と
南
開
大
学
の
研
究
者
数
人
と
は
、
武
蔵
大
学
の
総
合
研
究

所
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
と
文
化
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ

り
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
後
、
研
究
会
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、

参
加
の
理
由
で
あ
っ
た
。

私
た
ち
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
、
「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
見
方
を
掲
げ
て

い
る
。
基
本
的
な
発
想
は
、
日
本
の
近
代
化
を
、
東
ア
ジ
ア
と
い
う
地
域

性
の
な
か
で
見
直
し
て
み
よ
う
と
い
、
フ
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は
、
日
本
の

近
代
化
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
他
に
も
あ
り
う
る
こ
と
を
知
り
た

い
と
い
う
想
い
で
参
加
し
て
い
た
．
つ
ま
り
、
東
ア
ジ
ア
の
各
地
域
の
そ

れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
近
代
を
受
容
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
過
程

に
ど
う
い
う
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
よ
う
と
し
て
き

た
の
か
な
ど
を
探
る
こ
と
で
、
別
の
近
代
を
考
え
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ

う（》。

東
ア
ジ
ア
論
の
視
点
か
ら

だ
か
ら
、
私
に
と
っ
て
「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
見
方
は
、
日
本
、
朝
鮮

半
島
（
韓
国
、
北
朝
鮮
）
、
中
国
と
い
っ
た
、
各
地
域
性
を
超
え
る
共
通

性
か
ら
み
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
近
代
の
問
題
と
し
て
は
、
あ
く

ま
で
も
国
家
の
レ
ベ
ル
を
前
提
と
し
て
考
え
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
は
国
家

を
超
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
と
い
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。

そ
し
て
、
私
の
専
門
領
域
で
あ
る
古
代
か
ら
は
、
古
代
中
国
や
朝
鮮
半

島
の
文
化
と
接
触
す
る
こ
と
で
、
日
本
列
島
に
何
が
起
こ
っ
た
か
を
知
り

た
い
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
、
当
時
の
世
界
は
東
ア

ジ
ア
な
の
だ
か
ら
、
世
界
と
触
れ
る
と
言
い
換
え
て
も
い
い
。
そ
れ
も
、

具
体
的
に
、
何
が
受
容
さ
れ
て
ど
う
な
っ
た
か
が
知
り
た
い
。

こ
の
二
つ
は
う
ま
く
繋
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
近
代
の
東
ア
ジ

ア
は
国
家
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
古
代
は
国
家
を

抽
象
的
な
レ
ベ
ル
で
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
は
日
清
戦
争
、

日
韓
併
合
、
日
中
戦
争
と
い
う
歴
史
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近

代
は
欧
米
文
化
と
の
接
触
が
中
心
で
、
他
の
東
ア
ジ
ア
に
対
し
て
は
、
い

わ
ゆ
る
先
進
国
と
し
て
の
対
応
を
し
て
い
た
が
、
古
代
は
中
国
文
化
と
の

接
触
が
中
心
で
あ
り
、
近
代
と
古
代
で
は
、
中
国
と
日
本
と
の
関
係
は
逆

方
向
に
向
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
基
本
的
に
、
文
化
の
受
容
と
は
ど
う
い

古
橋
信
孝
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う
こ
と
か
、
文
化
は
異
文
化
と
の
接
触
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
っ
た

発
想
は
変
わ
ら
な
い
。

こ
の
』
う
ま
く
繋
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
現

代
に
生
き
て
い
る
こ
と
と
古
代
文
学
の
研
究
者
で
あ
る
こ
と
と
の
間
に
あ

る
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ズ
レ
と
関
係
し
て
い
る
。
古
代
文
学
研
究
は
、
極
端

に
い
え
ば
最
初
の
モ
チ
ー
フ
は
置
い
て
お
い
て
、
私
の
知
的
興
味
の
対
象

に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
近
代
へ
の
関
心
は
、
私
が
現
在
生
き
て
い
る
な

か
で
現
実
に
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
受
感
し
心
を
動
か
し
て
い
る
こ

と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
知
へ
の
興
味
で
い
っ
ぱ
い
の
と
き
、
私
は
現

実
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
忘
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
私
の
現
実
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
私
は
現
在
に
生
き
て
い
る
こ
と
と
離
れ
る
こ
と

な
ど
あ
り
え
な
い
。
と
い
っ
て
、
私
が
生
き
て
い
る
世
界
と
古
代
の
世
界

は
そ
う
と
う
異
な
る
。
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
主
張
し
て
き
た
、
神
々
を
中

心
に
し
た
世
界
だ
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ん
と
、
フ
は
、
な
か
な
か
実
感
と
し

て
わ
か
る
わ
け
で
は
な
い
。
万
葉
集
の
読
み
が
い
ま
だ
に
ほ
と
ん
ど
近
代

的
な
感
性
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
い
い
。
ど
う
し
て
そ
う
な

っ
て
し
ま
、
フ
の
か
は
明
瞭
で
あ
る
。
近
代
、
そ
し
て
自
分
が
相
対
化
さ
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
い
く
ら
古
代
に
接
近
し
よ
、
フ
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
近
代

に
生
き
て
い
る
こ
と
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
ま
た
、
私

が
現
代
に
こ
だ
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
理
由
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ

れ
わ
れ
は
常
に
古
代
と
の
距
離
を
往
還
し
て
い
る
以
外
な
い
。

新
し
い
研
究
が
提
起
さ
れ
る
と
き
、
私
が
検
討
し
て
み
る
の
は
そ
う
い

う
こ
と
が
ど
れ
く
ら
い
意
識
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
新
し
い
研
究
は
そ

れ
ま
で
の
研
究
を
批
判
す
る
こ
と
か
ら
出
て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
ご
ろ
い
わ
れ
出
し
た
「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
概
念
は
、
歴
史
学
か
ら

提
起
さ
れ
だ
し
た
問
題
だ
が
、
文
化
や
政
治
の
動
き
が
東
ア
ジ
ア
と
い
う

規
模
で
起
こ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
関
係
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
そ
の
規
模

で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
日
本
の

内
部
で
完
結
的
に
考
察
さ
れ
て
き
た
従
来
の
研
究
に
対
し
て
の
批
判
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
研
究
は
、
村
井
章
介
『
中
世
倭
人
伝
」
（
岩
波
新

書
、
一
九
九
三
年
）
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
を
超
え
る
視
点
を
含

ん
で
い
る
。
単
に
、
日
本
に
縛
ら
れ
な
い
見
方
と
い
う
の
で
は
な
い
は
ず

な
の
だ
。
村
井
の
著
書
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
国
家
と
は
別
の
、
も
う

一
つ
の
地
域
を
超
え
る
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
が
織
豊
政
権
で
消
滅
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、
中
世
以
前
の
世
界
は
、
国
家
と
い

う
も
の
が
機
能
す
る
面
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、
別
の
世
界
が
生
き
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
世
界
は
反
国
家
と
い
う
の
で
も
な
い
。

別
に
東
ア
ジ
ア
と
い
う
視
点
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
日
本
列
島
の
各

地
域
も
そ
う
だ
っ
た
の
だ
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
小
地
域
の
あ
り
方
が
、

村
井
の
示
し
た
日
本
海
・
東
シ
ナ
海
の
世
界
を
支
え
て
い
た
。
だ
か
ら
、

織
豊
政
権
に
よ
り
、
全
国
的
な
国
家
的
統
制
の
元
で
、
和
冠
は
消
え
て
い

った。『
中
世
倭
人
伝
」
か
ら
は
、
東
シ
ナ
海
、
日
本
海
が
交
易
圏
だ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
が
、
さ
ら
に
、
か
れ
ら
は
国
家
に
守
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
、

危
険
と
隣
り
合
わ
せ
だ
っ
た
こ
と
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
和
冠
と
呼
ば
れ

る
海
賊
た
ち
が
横
行
し
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
パ
ス
ポ
ー
ト

に
よ
っ
て
守
ら
れ
な
が
ら
、
東
ア
ジ
ア
と
主
張
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
、
近
代
国
家
を
抜
き
に
考
え
ら
れ
な
い
理
由
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
東
ア
ジ
ア
と
い
う
視
点
は
各
小
地
域
を
み
つ
め
る
思
想
と
一
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体
の
も
の
な
の
だ
。
で
な
け
れ
ば
、
国
家
に
渡
わ
れ
て
し
ま
う
。
い
や
、

む
し
ろ
国
家
を
支
え
る
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。
日
本
と
い
う
限
定
の
な

か
で
考
え
て
い
た
こ
と
を
東
ア
ジ
ア
に
そ
の
ま
ま
広
げ
た
だ
け
だ
か
ら

だ
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
東
ア
ジ
ア
は
、
日
本
に
と
っ
て
こ
れ
か
ら
ま
す

ま
す
望
ま
れ
る
経
済
的
な
地
域
性
な
の
だ
。
そ
し
て
、
中
国
に
と
っ
て

も
、
韓
国
に
と
っ
て
も
同
じ
は
ず
だ
。

そ
の
意
味
で
も
、
辰
巳
正
明
『
詩
の
起
原
」
（
笠
間
書
院
、
二
○
○
○

年
）
は
国
家
の
側
に
立
っ
て
い
る
。
辰
巳
に
は
日
本
の
小
地
域
へ
の
視
点

が
ま
る
で
な
い
。
そ
れ
は
、
奄
美
の
調
査
（
？
）
の
章
を
読
め
ば
分
か

る
。
自
分
が
聞
き
た
い
こ
と
を
聞
い
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
初
め
か
ら
結

果
は
予
定
さ
れ
て
い
る
。
辰
巳
は
、
自
身
が
帰
っ
た
後
、
彼
が
話
を
聞
い

た
者
が
何
を
感
じ
、
何
を
い
っ
て
い
る
か
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う

か
。
彼
の
話
に
納
得
す
れ
ば
、
そ
の
話
者
は
彼
の
整
理
に
従
っ
て
、
自
分

た
ち
の
歌
謡
や
民
俗
を
説
明
し
出
す
。
あ
る
い
は
、
偉
そ
う
な
学
者
に
聞

か
れ
、
何
を
い
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
適
当
に
答
え
た
と
、

他
の
者
に
語
る
。
ど
ち
ら
に
し
ろ
、
フ
ィ
ー
ル
ド
と
は
そ
う
い
う
面
を
濃

く
も
つ
。
そ
う
い
う
面
を
克
服
す
る
に
は
、
い
か
に
対
象
に
す
る
村
や

人
々
に
信
頼
を
え
ら
れ
、
こ
ち
ら
の
聞
き
た
い
意
図
を
理
解
し
て
も
ら
、
フ

か
が
か
か
っ
て
い
る
。
私
が
沖
縄
関
係
の
文
化
人
類
学
の
書
物
で
最
初
に

読
ん
だ
の
は
、
た
ま
た
ま
古
本
屋
で
入
手
し
た
野
口
武
徳
『
沖
縄
池
間
島

民
俗
誌
」
（
未
来
社
、
一
九
七
二
年
）
だ
っ
た
が
、
そ
の
本
の
な
か
で
、

野
口
は
い
か
に
こ
の
社
会
に
溶
け
込
む
努
力
を
し
た
か
を
繰
り
返
し
語
っ

て
い
る
こ
と
を
よ
く
記
憶
し
て
い
る
。
地
元
の
人
と
の
つ
き
合
い
の
酒
の

飲
み
過
ぎ
で
身
体
を
壊
す
ほ
ど
だ
っ
た
ら
し
い
。
野
口
の
地
域
社
会
で
生

き
て
い
る
人
々
を
調
査
の
対
象
に
す
る
こ
と
へ
の
後
ろ
め
た
さ
や
た
め
ら

い
な
ど
が
よ
く
感
じ
ら
れ
る
。
誰
も
が
そ
れ
ぞ
れ
の
心
を
抱
え
な
が
ら
、

地
域
社
会
に
生
き
て
い
る
。
学
者
が
対
象
に
す
る
民
俗
は
、
型
と
し
て
取

り
出
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
実
際
に
生
活
し
て
い
る
な
か
で
は
、
そ
の
型

に
は
さ
ま
ざ
ま
葛
藤
が
含
ま
れ
て
い
る
。
反
発
し
て
い
る
人
々
も
あ
れ

ば
、
守
る
、
７
と
し
て
い
る
人
々
も
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
少
し
づ
つ

変
化
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
生
活
に
合
わ
な
い
か
ら
、
古
い
民

俗
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
。
す
る
と
、
学
者
は
過
去
の
こ
と

を
聞
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
対
象
に
し
た
話
者
の
視

点
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

私
は
三
十
代
前
半
か
ら
、
沖
縄
八
重
山
に
ず
い
ぶ
ん
通
っ
た
が
、
結

局
、
自
分
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
に
は
な
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
私

は
ど
う
し
て
も
自
分
の
聞
き
た
い
こ
と
を
聞
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
・

話
者
の
話
の
流
れ
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
彼
ら
の
時
間
を
と
っ

て
い
る
感
じ
が
あ
っ
て
、
あ
ま
り
長
居
は
で
き
な
い
。
私
の
考
え
た
こ
と

を
い
う
こ
と
が
、
相
手
の
考
え
に
影
響
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

後
ろ
め
た
さ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
か
れ
ら
の
具
体
的
な
生
活
や

生
活
感
覚
は
よ
く
感
じ
ら
れ
た
と
思
っ
て
い
る
。
太
平
洋
戦
争
の
話
や
戦

後
の
混
乱
、
大
和
人
へ
の
深
い
恨
み
も
聞
い
て
い
る
。
そ
皇
う
い
、
７
わ
け

で
、
オ
キ
ナ
ワ
の
村
落
や
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
を
通
じ
て
、
私
は
社
会
や

文
学
、
芸
能
な
ど
の
原
型
を
考
え
て
き
た
わ
け
で
、
自
分
が
書
く
も
の

に
、
自
分
が
聞
い
た
り
見
た
り
、
記
録
し
た
り
し
た
自
分
の
資
料
を
使
っ

た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
自
分
の
資
料
が
客
観
的
で
あ
る
こ
と
に
自
信

が
な
い
の
だ
。
た
ぶ
ん
こ
れ
は
、
私
の
こ
だ
わ
り
が
自
分
が
生
き
て
い
る

こ
と
に
重
き
を
置
き
す
ぎ
て
い
る
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
生
活
は
多

様
で
あ
り
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
を
抱
え
な
が
ら
、
そ
れ
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ぞ
れ
の
生
き
方
を
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
今
を
生
き
て
い
る
こ
と
の
重
さ

に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

た
だ
し
、
野
口
の
こ
だ
わ
り
に
は
少
し
違
う
と
思
っ
て
い
た
。
い
く
ら

野
口
の
よ
う
に
努
力
し
て
も
村
落
に
入
り
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
い

て
い
ど
の
村
も
三
代
経
な
け
れ
ば
一
員
と
し
て
認
め
て
く
れ
な
い
。
そ
れ

に
、
研
究
者
が
ど
の
く
ら
い
民
俗
社
会
に
入
り
う
る
か
は
程
度
の
問
題
な

の
だ
。
人
類
学
や
民
俗
学
の
方
法
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
親
密

さ
を
え
ら
れ
れ
ば
、
だ
い
た
い
の
こ
と
は
聞
き
出
せ
る
。
野
口
は
そ
、
フ
い

う
学
の
領
域
を
超
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
ぶ

ん
、
そ
れ
は
野
口
自
身
の
生
き
て
い
る
人
々
へ
の
あ
た
た
か
さ
、
や
さ
し

さ
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
身
の
内
部
へ
の
ま
な
ざ
し
な
の
だ
。

辰
巳
『
詩
の
起
原
』
に
は
、
自
分
が
対
象
に
し
た
話
者
へ
の
あ
た
た
か

さ
が
な
い
。
た
だ
自
分
が
聞
き
た
い
こ
と
を
聞
き
出
す
対
象
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
は
、
辰
巳
に
古
代
日
本
に
暮
ら
し
た
人
々
へ
の
想
い
が
な
い
こ

と
と
関
係
し
て
い
る
。
彼
が
想
い
を
馳
せ
た
の
は
支
配
的
な
地
位
に
い
る

少
数
の
人
々
だ
け
で
、
他
に
大
多
数
の
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
へ
の

視
点
が
な
い
。
『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』
の
よ
う
な
研
究
で
は
、
そ
れ
で

も
十
分
な
成
果
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
論
が
民
間
の
歌
垣
や
詩
の
起

源
と
な
れ
ば
、
問
題
に
別
だ
。
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
言
葉
や
表
現
を
も
っ

て
い
た
か
が
意
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
残
さ
れ

た
文
献
か
ら
そ
れ
ら
を
探
る
こ
と
は
困
難
だ
。
だ
が
、
そ
う
い
、
フ
と
こ
ろ

へ
の
ま
な
ざ
し
が
方
法
を
決
め
て
い
く
。
つ
ま
り
、
中
国
と
古
代
日
本
に

歌
垣
が
あ
っ
た
と
す
る
だ
け
な
ら
、
ア
フ
リ
カ
や
南
米
の
イ
ン
デ
ィ
オ
に

も
似
た
行
事
が
あ
っ
た
と
思
》
７
。
「
歌
路
」
が
あ
る
と
い
う
が
、
そ
れ
は

す
で
に
批
判
し
て
お
い
た
（
「
詩
の
起
原
」
『
文
学
」
二
○
○
一
年
四
、
五

月
号
）
が
、
恋
の
歌
の
順
序
は
世
界
的
に
指
摘
で
き
る
は
ず
で
、
万
葉
集

の
方
々
の
巻
か
ら
少
し
づ
つ
抽
出
し
て
み
て
も
、
少
し
も
証
拠
に
な
ら
な

い
。
こ
ん
な
こ
と
は
学
者
と
し
て
の
基
本
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
や
は
り
私
が
最
も
問
題
に
し
た
い
の

は
、
小
地
域
へ
の
視
点
が
な
い
ま
ま
に
、
国
家
規
模
の
関
連
を
主
張
す
る

こ
と
だ
。
私
の
い
、
フ
世
界
性
と
は
、
た
だ
地
域
を
超
え
る
こ
と
で
は
な

い
。
あ
ら
ゆ
る
言
語
や
表
現
は
地
域
性
を
も
っ
て
い
る
。
文
学
研
究
者
な

ど
と
い
、
フ
ま
で
も
な
く
、
誰
で
も
が
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、
そ

の
地
域
性
の
な
か
に
も
普
遍
性
は
あ
る
し
、
個
別
性
が
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る

言
語
は
閉
じ
ら
れ
る
方
向
と
開
か
れ
る
方
向
を
も
つ
の
だ
（
「
言
語
論
」

『
古
代
都
市
の
文
芸
生
活
』
大
修
館
、
一
九
九
四
年
）
。
だ
か
ら
、
一
方
を

み
る
に
は
常
に
逆
側
も
み
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
遍
性
の
範

囲
が
広
が
る
ほ
ど
、
閉
じ
ら
れ
る
方
向
は
狭
め
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
世
界
を
問
題
に
す
れ
ば
、
必
然
的
に
個
人
の
個
別
性
が
大
き
く
問
題

に
な
る
。
東
ア
ジ
ア
を
問
題
に
し
な
が
ら
、
日
本
の
地
域
性
へ
の
視
点
が

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
政
治
の
視
点
で
し
か
な
い
。
こ
の
無
自
覚
さ

は
、
戦
後
以
来
の
思
想
の
蓄
積
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起

こ
る
。
あ
ら
ゆ
る
思
想
は
世
界
性
が
問
わ
れ
る
が
、
特
に
戦
後
、
日
本
や

東
洋
の
蓄
積
し
て
き
た
思
想
的
な
体
験
が
欧
米
的
な
も
の
の
洗
礼
を
深
く

受
け
る
こ
と
に
な
り
、
世
界
的
な
位
置
づ
け
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
た
と
え
ば
、
吉
本
隆
明
『
共
同
幻
想
論
』
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九

六
八
年
）
は
、
民
俗
社
会
の
伝
承
か
ら
社
会
の
原
型
を
考
え
よ
う
と
し

た
。
さ
ら
に
、
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
」
（
頸
草
書
房
、
一
九
六
五

年
）
に
お
い
て
、
文
学
の
美
を
客
観
的
に
評
価
し
う
る
理
論
を
立
て
よ
う

と
し
た
。
以
降
の
思
想
は
、
吉
本
の
こ
れ
ら
の
仕
事
を
除
い
て
は
考
え
ら
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れない・
吉
本
は
自
己
的
な
も
の
で
あ
る
個
幻
想
、
対
の
関
係
に
お
け
る
対
幻

想
、
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
共
同
幻
想
と
い
う
三
つ
を
考
え
た
。
個
人
の

心
の
構
造
と
し
て
い
え
ば
、
個
幻
想
は
自
己
自
身
に
向
か
う
幻
想
、
対
幻

想
は
男
女
な
ど
対
に
向
か
う
幻
想
、
共
同
幻
想
は
社
会
や
集
団
に
向
か
う

幻
想
と
い
、
う
こ
と
に
な
り
、
社
会
が
個
人
に
と
っ
て
外
的
に
存
在
し
て
い

る
の
で
は
な
い
と
い
、
う
こ
と
に
な
る
。
誰
で
も
が
も
仲
間
た
ち
や
社
会
に

対
し
て
尽
く
そ
う
と
い
う
想
い
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
若
い
頃
、

自
分
が
人
に
し
て
あ
げ
る
行
為
が
、
自
分
が
よ
く
思
わ
れ
た
い
か
ら
だ
と

悩
ん
だ
体
験
を
も
つ
人
は
多
い
と
思
う
が
、
そ
う
い
う
悩
み
か
ら
解
放
し

て
く
れ
る
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
と
は
、
個
人
が
抱
く
そ
う
い
、
フ

幻
想
か
ら
始
ま
り
な
が
ら
、
制
度
化
さ
れ
て
い
き
、
自
己
に
と
っ
て
軋

礫
、
圧
迫
な
ど
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
吉
本
が
共
同
幻
想
の
消
滅
と

い
う
と
き
、
そ
う
い
う
自
分
か
ら
離
れ
て
屹
立
し
て
し
ま
っ
て
い
る
幻
想

を
い
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
文
学
論
と
し
て
汲
み
上
げ
る
な
ら
、
集
団
か

ら
個
へ
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
歴
史
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
個
人
が
共

同
幻
想
に
重
き
を
置
く
社
会
か
ら
個
幻
想
に
重
き
を
置
く
社
会
へ
変
化
し

て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
で
、
個
人
の
内
面
の
問
題
と
し
て
一
貫
し
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
集
団
か
ら
個
へ
で
は
、
以
降
の
歴
史
は
す
べ
て
一
律

に
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。
表
現
が
個
人
の
内
面
か
ら
出
る
の
は
い

つ
で
も
変
わ
ら
な
い
。
個
人
の
関
心
が
ど
の
よ
う
な
表
現
を
も
た
ら
す
か

と
考
え
れ
ば
、
以
降
の
文
学
史
も
同
じ
レ
ベ
ル
で
対
象
と
し
、
フ
る
こ
と
に

なるのだ。

吉
本
は
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、
個
幻
想
が
芸
術

や
文
学
を
生
み
だ
す
と
し
、
文
学
の
美
の
価
値
を
自
己
表
出
性
か
ら
み
る

南
開
大
学
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
頭
抜
け
て
問
題
提
起
的
な
発
表
が
あ

毎汪）

っ
た
。
劉
建
輝
の
発
表
で
あ
る
。
劉
は
、
明
治
初
期
の
日
本
が
欧
米
を
取

り
入
れ
て
近
代
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
日
本
人
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
作
ら
ざ
る
を
得
ず
、
中
国
人
や
朝
鮮
人
と
の
比
較
を
し
、
日
本
人
が

彼
ら
よ
り
い
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
自
国
の
優
越
性
を
も
つ

こ
と
に
よ
っ
て
量
ろ
う
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
論
に
対
し
て
は
異
論

が
あ
る
。
沖
縄
で
、
私
は
し
ば
し
ば
民
俗
社
会
が
生
み
だ
す
美
に
出
会
っ

て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
見
な
が
ら
、
民
俗
社
会
が
長
い
時
間
を
か
け

て
少
し
づ
つ
洗
練
し
て
い
く
場
合
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
学
ん
だ
。
た
ぶ

ん
、
美
は
個
人
を
超
え
る
も
の
と
考
え
る
の
が
い
い
と
思
う
。
し
か
し
、

そ
、
う
い
、
７
批
判
を
超
え
て
、
吉
本
が
初
め
て
示
し
た
美
に
つ
い
て
の
思
想

は
ふ
ま
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
美
の
理
論
を
普
遍
性
に
向
け
て
論
じ
た

か
ら
だ
。
私
自
身
、
古
典
に
深
入
り
し
、
民
俗
社
会
に
ふ
れ
て
い
っ
た

が
、
吉
本
理
論
か
ら
出
発
し
て
考
え
て
い
た
。
美
の
理
論
を
含
め
て
、
戦

後
の
思
想
は
吉
本
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
だ
と
思
う
。

も
ち
ろ
ん
、
戦
後
の
思
想
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
、
フ
立
場
は
あ
り
う

る
。
し
か
し
、
ど
う
あ
ろ
う
と
、
自
分
や
社
会
、
思
想
や
学
が
社
会
的
な

関
係
の
な
か
に
あ
る
こ
と
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
。
思
想
や
学
を
成
り
立

た
せ
る
の
は
批
判
精
神
だ
と
い
う
言
い
方
を
す
れ
ば
、
自
分
の
よ
っ
て
立

つ
方
法
に
つ
い
て
も
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
文
学
研
究
が

言
葉
と
個
人
の
内
面
と
を
根
拠
に
し
て
い
る
以
上
、
個
人
に
立
脚
し
つ

つ
、
国
家
に
対
し
て
、
別
の
共
同
体
を
示
す
こ
と
に
こ
そ
価
値
が
あ
る
の

だ
。
東
ア
ジ
ア
以
前
に
、
小
地
域
へ
の
視
点
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

である。
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た
と
い
う
こ
と
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
た
と
え

ば
、
中
国
人
や
朝
鮮
人
と
比
べ
て
、
日
本
人
は
勤
勉
、
清
潔
、
礼
儀
を
知

る
な
ど
、
す
ぐ
れ
て
い
る
点
が
一
○
項
目
ほ
ど
あ
げ
ら
れ
る
と
い
、
フ
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
こ
と
は
嘘
だ
。
中
国
人
や
韓
国
人
に
も
勤
勉
、
清
潔
な

人
は
い
る
し
、
日
本
人
に
も
怠
惰
、
不
潔
な
人
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ

ま
で
な
ら
、
日
本
の
研
究
者
が
、
戦
前
の
思
想
の
誤
り
と
で
も
し
て
調

べ
、
発
表
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
論
理
は
、
い
ま
だ
に
欧
米
と
比
べ
て

日
本
が
遅
れ
て
い
る
と
い
う
建
て
方
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中

国
人
の
劉
は
そ
ん
な
こ
と
に
関
心
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
日
本
の
優

越
性
の
論
を
、
魯
迅
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
中
国
の
近
代
化
へ
の
努
力

目
標
に
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
劉
は
問
題
に
す
る
。
そ
れ
も
、
こ
れ
も
し

ば
し
ば
あ
る
よ
う
に
、
現
代
の
見
方
で
過
去
を
批
判
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
な
発
言
で
は
な
い
。
劉
は
、
魯
迅
た
ち
の
日
本
の
中
国
人
に
対
す
る
見

方
を
、
当
時
の
中
国
の
思
想
、
文
学
、
社
会
に
か
か
わ
っ
た
者
た
ち
が
な

ぜ
受
け
入
れ
た
か
を
、
き
ち
ん
と
歴
史
的
に
考
え
る
べ
き
だ
と
主
張
す

る
。
そ
う
い
う
問
題
の
検
討
が
な
く
て
は
、
中
国
の
近
代
思
想
、
そ
し
て

現
代
を
押
さ
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
こ
う
い
う
立
て
方
が

わ
れ
わ
れ
の
基
本
だ
と
共
感
し
た
。
歴
史
は
、
現
代
の
価
値
評
価
と
は
別

に
、
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
や
社

会
、
現
代
な
ど
が
み
え
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
学
も
同
じ
だ
。

そ
し
て
、
も
し
「
東
ア
ジ
ア
」
の
学
者
た
ち
と
共
同
研
究
が
可
能
だ
と

し
た
ら
、
こ
う
い
う
了
解
を
基
本
的
に
共
通
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
し
か
、

対
等
の
関
係
は
あ
り
え
な
い
。
「
東
ア
ジ
ア
比
較
文
化
会
議
」
は
、
レ
ポ

ー
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
が
自
国
の
言
葉
で
発
表
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
。

参
加
す
る
者
は
三
か
国
語
が
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

そ
れ
が
、
日
本
を
優
越
に
し
な
い
こ
と
の
意
思
表
示
の
よ
う
だ
が
、
そ
れ

は
ま
っ
た
く
の
誤
解
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
私
は
書
物
を
読
ん
だ
り
、

考
え
た
り
、
物
を
書
い
た
り
す
る
時
間
を
、
中
国
語
と
韓
国
語
を
身
に
つ

け
る
た
め
に
割
き
た
く
な
い
。
他
の
学
者
に
対
し
て
も
、
そ
う
思
う
。
も

っ
と
や
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
、
と
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ど
ん
な
に

相
手
国
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
も
、
完
全
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

自
分
の
考
え
て
い
る
こ
と
が
自
国
語
で
し
か
う
ま
く
い
え
な
い
な
ら
、
自

国
語
で
考
え
る
相
手
も
そ
れ
を
理
解
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
最
初
か
ら
矛

盾
し
て
い
る
の
だ
。
む
し
ろ
、
私
は
そ
の
無
理
解
を
強
く
意
識
し
な
が

ら
、
会
話
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
て
い
る
．
そ
ん
な
こ
と
は
日
常
的
に

体
験
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
い
う
な
ら
ば
、
地
域
を
超
え
る
会
話

は
最
初
か
ら
普
遍
的
な
言
葉
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
だ
。
だ
か
ら
、

共
通
語
は
ど
ん
な
言
葉
で
も
い
い
。
現
代
は
、
共
通
語
と
し
て
英
語
を
利

用
し
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
れ
に
対
す
る
反
発
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
東
ア
ジ
ア
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
か
い
う
ほ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
や

は
り
、
小
地
域
へ
の
ま
な
ざ
し
が
な
い
と
い
え
る
。

私
は
比
較
文
学
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
戦
後
の
日
本
文
学

研
究
に
お
い
て
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
解
禁
に
と
も
な
い
、
歴
史
社
会
学
派

が
登
場
す
る
が
、
作
品
か
ら
い
わ
ゆ
る
歴
史
社
会
を
抽
出
す
る
こ
と
に
主

眼
が
あ
る
か
の
よ
う
に
展
開
し
、
作
品
を
解
体
さ
せ
る
も
の
を
内
包
し
た

た
め
、
新
し
い
方
法
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
新
し
い
研
究

の
方
法
と
し
て
、
作
品
の
内
部
世
界
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
、
中
西
進

一
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
方
法
』
（
南
雲
堂
桜
楓
社
、
一
九
六
三
年
）
の
比

較
文
学
、
秋
山
虚
『
源
氏
物
語
の
世
界
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
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四
年
）
、
三
好
行
雄
『
作
品
論
の
試
み
』
（
至
文
堂
、
一
九
六
七
年
）
の
作

品
論
が
登
場
し
た
。

比
較
文
学
は
、
外
国
の
文
学
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
客

観
的
評
価
を
し
よ
う
と
す
る
方
法
だ
と
考
え
れ
ば
い
い
。
中
西
の
方
法

は
、
万
葉
集
の
歌
に
対
し
、
中
国
の
詩
の
影
響
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
歌
の
内
部
世
界
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
方

法
は
、
単
に
類
似
す
る
表
現
を
指
摘
す
る
と
い
う
従
来
の
レ
ベ
ル
を
超
え

て
、
発
想
や
表
現
法
な
ど
、
作
品
を
文
学
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と

を
可
能
に
し
た
。

一
方
、
古
代
文
学
研
究
の
流
れ
は
、
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
論
」
（
三
一

書
房
、
一
九
六
三
年
）
、
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一

九
六
五
年
）
の
歌
型
論
や
民
俗
を
ふ
ま
え
た
研
究
、
歴
史
社
会
学
派
の
す

ぐ
れ
た
業
績
で
あ
る
西
郷
信
綱
「
日
本
古
代
文
学
史
』
（
岩
波
書
店
、
一

九
五
一
年
）
、
『
詩
の
発
生
』
（
未
来
社
、
一
九
六
○
年
）
、
益
田
勝
美
『
火

山
列
島
の
思
想
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
）
な
ど
が
、
後
に
多
大
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

お
お
ま
か
に
い
え
ば
、
七
○
年
代
以
降
の
古
代
文
学
研
究
は
、
こ
れ
ら

の
研
究
を
受
け
継
ぐ
こ
と
で
展
開
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
全
国
学
園
闘

争
の
敗
北
後
、
学
生
闘
争
、
労
働
組
合
運
動
が
方
向
を
見
失
い
、
あ
ら
た

に
市
民
運
動
が
起
こ
り
、
各
地
域
に
根
ざ
す
方
向
に
思
想
は
向
い
て
い
っ

た
の
と
通
じ
る
思
想
的
な
流
れ
の
な
か
で
、
折
口
信
夫
の
一
連
の
古
代
研

究
が
復
活
し
て
く
る
。
比
較
文
学
研
究
の
方
向
は
中
西
と
そ
の
弟
子
た
ち

に
よ
り
続
い
て
い
た
が
、
中
西
以
上
の
論
を
生
み
だ
し
得
な
い
で
い
た
と

い
っ
て
い
い
。
研
究
の
方
法
と
い
う
面
で
の
主
だ
っ
た
流
れ
は
、
作
品
論

や
発
生
論
、
歴
史
社
会
学
派
の
方
法
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
古
代
的
な
世
界
、

感
性
に
近
づ
い
て
こ
そ
、
古
代
文
学
の
読
み
は
可
能
に
な
る
と
い
う
方
向

へ
向
か
っ
た
。
そ
し
て
九
○
年
代
後
半
に
、
現
場
論
と
自
称
す
る
、
作
品

が
生
み
だ
さ
れ
る
瞬
間
の
神
秘
を
捉
え
よ
う
と
目
指
す
方
法
が
登
場
す

る
。
こ
れ
は
、
作
品
自
体
を
リ
ア
ル
に
感
じ
る
た
め
の
方
法
と
考
え
て
み

る
と
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
が
生
ま
れ
る
の
は
、
彼
ら
に
歌
の

論
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
普
通
に
作
品
を

読
ん
で
い
る
だ
け
で
は
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
事

態
な
の
だ
。
そ
し
て
、
古
事
記
が
宗
教
実
践
者
の
テ
キ
ス
ト
だ
と
い
う
斉

藤
英
喜
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
深
み
へ
』
（
新
曜
社
、
一
九
九
六
年
）
が
象
徴

す
る
よ
う
に
、
彼
ら
が
取
り
上
げ
る
対
象
が
延
喜
式
、
釈
日
本
紀
な
ど
の

史
料
類
が
中
心
に
な
る
の
も
、
研
究
対
象
と
し
て
の
文
学
概
念
の
崩
壊
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、
現
代
の
小
説
類
を
た
の
し
ん
で

読
め
る
よ
う
に
、
古
代
の
知
識
人
は
書
物
を
た
の
し
ん
だ
は
ず
だ
。
書
く

と
い
う
行
為
は
、
そ
う
い
う
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
場
合
が
多
い
。
歴

史
書
と
し
て
書
い
て
も
、
書
き
手
が
場
面
の
作
り
方
を
楽
し
ん
で
い
る
こ

と
の
わ
か
る
部
分
は
た
く
さ
ん
み
つ
か
る
。
つ
ま
り
、
表
現
と
し
て
の
文

学
の
価
値
は
消
し
よ
書
フ
も
な
い
。
そ
う
い
う
問
題
が
ど
う
な
る
の
か
、
混

迷は続く。

そ
う
い
う
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
批
判
の
対
象
と
は
な
っ
て
こ
な
か
っ
た

比
較
文
学
が
、
歴
史
学
の
提
起
す
る
「
東
ア
ジ
ア
」
と
結
び
つ
い
て
表
に

出
て
く
る
。
日
中
比
較
文
学
と
い
う
講
座
が
中
国
の
学
者
と
交
流
す
る
な

か
で
出
さ
れ
る
よ
う
な
流
れ
が
あ
り
、
九
○
年
代
の
末
に
、
中
西
進
、
韓

国
の
金
大
俊
ら
の
呼
び
か
け
で
、
「
東
ア
ジ
ア
比
較
文
化
会
議
」
が
旗
揚

げ
す
る
。
南
開
大
学
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
文
学
文
化
中
心
の
第
一
分
科
会

の
発
表
者
は
主
に
こ
の
会
議
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
。
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日
本
と
い
う
地
域
性
を
超
え
よ
う
と
す
る
方
向
と
し
て
は
、
当
然
あ
る

べ
き
も
の
だ
が
、
比
較
文
学
と
い
、
フ
方
法
に
と
っ
て
何
な
の
か
は
問
わ
れ

て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
辰
巳
『
詩
の
起
原
』
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
て

い
る
が
、
こ
の
書
物
の
方
法
は
、
中
国
少
数
民
族
と
日
本
の
古
代
に
、
歌

垣
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
結
び
つ
け
た
だ
け
だ
か
ら
、
む
し
ろ
中
西
以
前

の
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
西
の
方
法
を
受
け
継
い
で
い
る
と

い
え
る
と
し
た
ら
、
「
歌
路
」
と
い
う
恋
歌
の
順
を
媒
介
に
し
て
、
結
び

つ
け
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
万
葉
集
の
恋
歌
は
歌

路
の
順
に
並
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
証
拠
に
は
な
ら
な
い
が
、
そ

の
こ
と
は
問
題
に
し
な
い
。
「
歌
路
」
自
体
に
つ
い
て
も
、
少
数
民
族
の

歌
垣
の
調
査
を
続
け
、
『
中
国
少
数
民
族
歌
垣
調
査
記
録
』
（
大
修
館
、
二

○
○
○
年
）
を
出
し
て
て
い
る
工
藤
隆
が
、
言
葉
の
意
味
が
違
っ
て
い
る

こ
と
、
必
ず
し
も
順
に
う
た
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
な
ど
、
批
判
し

ている。
比
較
文
学
と
い
う
方
法
も
、
中
西
以
来
四
○
年
近
く
を
経
て
、
さ
ら
に

研
究
法
と
し
て
は
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
提
起
さ
れ
た
き
た
の
だ
か

ら
、
そ
う
い
う
方
法
を
い
か
に
ふ
ま
え
る
か
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
中
西

の
方
法
が
一
部
の
弟
子
に
し
か
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
の
は
、
影
響
を
発

想
ま
で
広
げ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
類
似
の
表
現
の
比
較
が
前
提
に
な
る

か
ら
で
、
作
品
を
生
み
だ
す
本
質
的
な
と
こ
ろ
で
の
影
響
を
論
ず
る
方
法

と
し
て
は
弱
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
西
や
他
の
人
々
の
成
果
が
ふ
ま
え

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
の
読
み
の
奥
行
き
は
ひ
ろ
が
っ
た
が
、
作
品

そ
の
も
の
の
理
解
と
し
て
、
自
ら
踏
み
込
ん
で
い
こ
う
と
い
う
研
究
者
を

生
み
だ
さ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
歴
史
社
会
学
派
の
方
法
が
益
田
勝
美
、

西
郷
信
綱
な
ど
と
い
う
数
少
な
い
個
性
に
よ
っ
て
初
め
て
す
ぐ
れ
た
業
績

を
残
し
た
こ
と
と
同
じ
だ
。

比
較
文
学
が
新
た
な
方
法
と
し
て
見
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、
比
較
と
は

何
か
、
影
響
と
は
何
か
の
問
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、
吉
本
隆
明

の
、
影
響
と
は
、
お
ま
え
は
お
ま
え
、
お
れ
は
お
れ
だ
と
い
う
こ
と
だ
、

と
い
、
フ
言
葉
を
思
い
起
こ
す
。
互
い
に
ち
が
う
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
古
典
文
学
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
文

学
が
生
ま
れ
る
く
る
と
い
う
こ
と
が
影
響
な
の
だ
。
こ
れ
は
、
数
年
前
か

ら
の
私
の
関
心
で
あ
る
。
私
は
比
較
文
学
を
意
識
し
て
、
そ
う
い
う
問
題

に
入
っ
て
い
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
私
の
方
法
は
比
較
文
学
と
は
い
え

な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
比
較
文
学
の
側
か
ら
は
、
私
の
『
和
文
学
の
成

立
一
『
物
語
文
学
の
誕
生
」
も
比
較
文
学
だ
と
読
む
こ
と
は
で
き
る
。
私

も
そ
ミ
プ
い
わ
れ
て
も
、
納
得
す
る
だ
け
で
あ
る
。
問
題
は
、
比
較
文
学
を

方
法
と
す
る
者
た
ち
に
は
そ
う
み
え
な
い
こ
と
に
あ
る
の
だ
。
し
か
た
な

い
か
ら
、
私
は
挑
発
的
に
い
っ
て
み
る
、
こ
れ
は
比
較
文
学
な
の
だ
、

と
。
中
西
進
の
方
法
は
、
私
に
よ
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
、
よ
う
や
く
超
え

ら
れ
た
、
と
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
、
私
の
こ
の
発
言
を
誰
も
受
け
止

め
て
は
く
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
中
西
の
仕
事
を
読
む
こ
と
は
、
私
に

と
っ
て
は
こ
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
と
は
い
え
る
。
そ
れ
が
本
質
的
な
影

響
な
の
で
は
な
い
か
。

な
ぜ
、
比
較
文
学
の
方
法
を
と
る
者
た
ち
が
私
の
仕
事
を
理
解
で
き
な

い
か
と
い
え
ば
、
か
れ
ら
は
七
○
年
代
以
降
の
研
究
状
況
を
検
討
し
た
こ

と
も
な
く
、
ま
た
中
西
の
方
法
を
超
え
よ
う
と
し
た
こ
と
も
な
い
か
ら
だ

ろ
、
フ
。
方
法
が
超
え
ら
れ
て
い
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

社
会
が
動
い
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
研
究
者
の
関
心
が
変
わ
る
。
私

自
身
、
中
国
と
の
関
係
よ
り
、
文
学
を
生
み
だ
す
社
会
に
関
心
が
あ
っ
た
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が
、
こ
こ
数
年
、
中
国
の
古
典
文
学
の
影
響
を
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
自
身
の
文
学
史
的
な
思
考
に
と
っ
て
必
要
だ
っ
た

だ
け
で
な
く
、
韓
国
や
中
国
の
人
た
ち
が
周
囲
に
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
、
フ
社
会
的
な
状
況
と
関
係
す
る
に
違
い
な
い
。
日
本
の
近
代
の
問
題

を
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
の
な
か
で
考
え
て
み
た
い
と
い
う
問
題

意
識
を
深
く
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
提
案
を
同
僚
の
研
究
者
に

し
て
み
た
と
こ
ろ
、
た
だ
ち
に
賛
同
を
得
て
、
武
蔵
大
学
総
合
研
究
所
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
化
の
再
検
討
」
と
し
て
実

現
し
た
。
南
開
大
学
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
参
加
も
、
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
二
期
目
の
一
環
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
共
同
研
究

員
に
は
、
南
開
大
学
の
学
者
も
い
れ
ば
、
韓
国
の
研
究
者
も
い
る
。
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
後
、
南
開
大
学
で
、
わ
れ
わ
れ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
発
表

が
行
わ
れ
た
。
目
立
っ
た
報
告
と
し
て
は
、
戦
争
に
対
す
る
捉
え
方
、
日

本
の
朝
鮮
半
島
に
対
す
る
捉
え
方
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
こ
と
を
論

じ
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
、
う
い
、
フ
捉
え
方
か
ら
逃
れ
る
に
は
ど
う
す
る
か
の
問

い
が
出
さ
れ
た
。
こ
う
い
う
よ
う
に
い
え
ば
い
い
と
思
う
。
私
は
、
少
年

時
代
、
太
平
洋
戦
記
物
を
ず
い
ぶ
ん
読
ん
で
お
り
、
ま
た
戦
争
に
反
対
し

た
者
が
獄
死
し
た
り
し
た
も
の
も
読
ん
で
い
る
。
そ
し
て
読
み
な
が
ら
、

私
が
そ
の
場
に
い
た
ら
ど
う
し
た
だ
ろ
う
と
、
い
つ
も
考
え
て
い
た
。
戦

争
に
反
対
で
も
、
拷
問
さ
れ
そ
う
に
な
れ
ば
賛
成
と
い
う
か
も
し
れ
な

い
、
と
い
う
よ
、
フ
な
こ
と
も
。
そ
』
う
い
、
フ
体
験
か
ら
正
直
に
い
え
ば
、
そ

の
場
に
い
な
い
私
に
は
わ
か
ら
な
い
と
考
え
る
の
が
原
則
だ
と
思
塞
フ
。
だ

か
ら
、
現
代
か
ら
過
去
の
行
為
を
批
判
す
る
者
を
信
じ
な
い
。

と
に
か
く
、
韓
国
や
中
国
の
人
々
が
身
近
に
い
る
の
が
当
た
り
前
に
な

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「
東
ア
ジ
ア
」
は
必
然
的
で
も
あ
る
。
そ
う
い
、
フ

状
況
だ
か
ら
こ
そ
、
方
法
の
問
題
が
問
わ
れ
る
の
だ
。
私
は
沖
縄
の
八
重

山
で
、
親
し
く
し
て
い
た
人
た
ち
か
ら
、
あ
る
時
、
か
れ
ら
た
ち
の
ほ
う

が
よ
っ
ぽ
ど
戦
死
者
は
少
な
く
、
ま
た
戦
中
、
戦
後
の
悲
惨
な
生
活
と
い

、
フ
点
で
も
、
わ
れ
わ
れ
と
違
わ
な
い
と
思
う
の
に
、
日
本
人
に
は
戦
争
の

悲
惨
さ
は
わ
か
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
、
深
い
壁
を
感
じ
た
こ
と
を
よ
く
覚

え
て
い
る
。
人
の
共
同
体
意
識
は
こ
の
よ
う
な
あ
ら
わ
れ
方
を
す
る
。
そ

れ
を
超
え
る
に
は
、
小
地
域
に
根
ざ
し
な
が
ら
、
普
遍
性
へ
の
ま
な
ざ
し

を
徹
底
す
る
ほ
か
な
い
。
お
ま
え
は
お
ま
え
、
お
れ
は
お
れ
は
、
そ
れ
ぞ

れ
が
何
を
し
て
い
る
か
、
何
を
み
よ
、
フ
と
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
な

の
だ
。
か
つ
て
、
連
帯
を
求
め
て
、
孤
立
を
恐
れ
ず
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン

が
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
仕
事
を
命
が
け
で
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

孤
立
す
る
こ
と
は
恐
れ
な
い
。
そ
う
い
う
個
人
の
集
ま
り
が
「
東
ア
ジ

ア
」
を
方
法
化
す
る
。

（
注
）
劉
の
発
表
の
内
容
は
「
精
神
の
『
脱
亜
』
ｌ
近
代
日
本
に
お
け
る

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
成
立
と
そ
の
射
程
」
（
園
田

英
弘
編
『
流
動
化
す
る
日
本
の
「
文
化
上
日
本
経
済
新
聞
社
、
二

○
○
一
年
）
に
よ
っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
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