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最
近
、
古
代
文
学
の
生
成
に
関
わ
っ
て
都
市
の
成
立
の
問
題
に
着
目
す
る
、

新
鮮
な
二
つ
の
論
考
が
お
お
や
け
に
さ
れ
た
。
一
つ
は
古
橋
信
孝
「
古
代
詩
論

（１）

の
方
法
試
論
」
第
Ｖ
章
の
二
（
「
都
市
の
成
立
」
と
題
さ
れ
て
い
る
）
で
あ
り
、
い

（２）

ま
-
つ
は
中
西
進
「
万
葉
集
と
都
市
」
で
あ
る
。
前
者
は
初
期
万
葉
期
に
お
け

る
都
市
の
萌
芽
形
態
に
注
目
し
、
都
市
の
成
立
に
よ
る
共
同
体
及
び
そ
の
祭
式

の
崩
壊
に
伴
な
う
と
こ
ろ
の
、
個
の
意
識
の
成
立
、
国
家
と
い
う
大
規
模
な
擬

制
的
共
同
体
に
関
わ
る
思
考
の
抽
象
化
、
宮
廷
の
奥
深
く
に
秘
儀
化
さ
れ
る
祭

式
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
分
離
し
自
立
す
る
宴
、
そ
の
場
に
お
け
る
歌
の
文
芸
化

等
々
を
、
当
該
問
題
の
崎
磁
的
見
取
図
と
し
て
、
論
理
的
に
提
言
す
る
。
一
方

後
者
は
、
平
城
京
の
成
立
と
と
も
に
普
及
す
る
通
貨
の
問
題
に
ま
ず
注
目
し
、

通
貨
の
成
立
に
よ
る
自
然
的
生
産
物
に
即
応
す
る
物
質
的
な
価
値
意
識
か
ら
抽

象
的
な
価
値
意
識
へ
の
転
換
を
説
き
、
自
然
性
・
農
村
性
に
対
す
る
社
会
性
・

都
市
性
の
優
位
化
と
奈
良
朝
万
葉
歌
と
の
連
関
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
さ
ら

に
、
そ
う
し
た
都
市
性
を
光
と
す
る
傍
ら
に
、
影
と
し
て
の
自
然
性
・
農
村
性

一九七七・四）。

（
６
）
西
宮
一
民
「
古
事
記
の
成
立
ｌ
偽
書
説
批
判
お
よ
び
原
古
事
記
の
比
定
ｌ
」

（
『
古
事
記
の
成
立
』
倉
野
憲
司
他
著
、
大
和
書
房
、
一
九
七
七
・
六
）
。

（
７
）
「
多
分
一
字
で
あ
ら
う
」
（
武
田
祐
吉
『
国
文
学
研
究
・
柿
本
人
麻
呂
孜
』
一
九

四
三
・
七
、
大
岡
山
書
店
、
四
三
頁
）
。

四
都
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の
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と
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Ｉ
歌
垣
の
衰
退
に
絡
ん
で
Ｉ

の
存
在
を
見
て
、
そ
の
光
に
よ
る
影
の
中
に
、
万
葉
和
歌
の
生
成
の
秘
密
を
さ

ぐ
ろ
う
と
す
る
。

両
者
は
、
古
代
都
市
の
形
成
の
問
題
を
、
文
学
の
生
成
の
問
題
に
結
び
合
せ

て
ゑ
た
点
で
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
視
座
を
提
供
す
る
論
考
で
あ
っ

た
と
ゑ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
前
者
の
古
橋
論
考
は
、
旧
来
、
古
代
的
共
同
体

の
解
体
過
程
と
文
学
形
成
史
と
の
関
連
（
多
く
は
杼
情
歌
形
成
史
と
の
関
連
）
と

し
て
、
抽
象
的
に
論
理
だ
て
ら
れ
て
き
た
問
題
に
、
〈
都
市
〉
と
い
う
概
念
を

持
ち
込
承
、
中
央
集
権
的
な
国
家
形
成
史
と
文
学
形
成
史
と
の
関
連
を
具
体
的

に
論
ず
る
手
が
か
り
を
提
示
し
て
承
せ
た
も
の
で
、
具
体
的
な
作
品
と
の
関
わ

り
は
捨
象
し
た
も
の
の
、
原
理
的
に
は
き
わ
め
て
高
い
有
効
性
を
持
っ
た
提
言

で
あ
っ
た
。
一
方
後
者
中
西
論
考
は
、
通
貨
に
関
す
る
指
摘
か
ら
始
ま
っ
て
、

終
始
、
万
葉
歌
と
い
う
具
体
的
作
品
に
近
寄
っ
た
と
こ
ろ
で
論
を
展
開
さ
せ
て

い
る
結
果
、
つ
い
に
都
市
性
の
中
に
影
と
し
て
存
在
す
る
過
去
的
な
自
然
性
・

農
村
性
と
い
っ
た
も
の
を
引
き
出
し
、
文
学
生
成
の
屈
折
し
た
微
妙
な
深
層
に

言
及
す
る
こ
と
を
得
て
い
る
点
、
文
学
論
的
に
、
き
わ
め
て
高
い
レ
ベ
ル
の
問

題
に
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
８
）
藤
井
「
フ
ル
コ
ト
の
一
研
究
」
（
『
共
立
女
子
短
大
文
科
紀
要
』
二
一
、
一
九
七

八・二）、参照。

森

朝

男
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こ
れ
ら
二
論
は
、
も
と
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
関
心
や
主
題
の
設
定
の
し

か
た
や
姿
勢
な
ど
、
互
い
に
別
個
の
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
を
対
比
し
た
り
、

ま
と
め
た
り
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
双
方
の
個
性
を
無
視
な
い
し
は
捨
象
し

て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
安
易
な
要
約
は
厳
に
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

最
少
限
、
両
者
が
古
代
に
お
け
る
文
学
生
成
の
基
盤
と
し
て
、
古
代
都
市
の
問

題
、
な
い
し
は
そ
の
形
成
の
問
題
を
考
え
て
い
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る

と
だ
け
は
、
言
っ
て
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
両
者
の
姿
勢
は
、
す

で
に
文
学
の
環
境
の
問
題
と
し
て
都
市
を
扱
う
と
い
っ
た
ふ
う
な
次
元
を
、
は

る
か
に
超
え
て
も
い
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
を
共
通
し
て
支
え
て
い
る
も
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
個
性
を
持
ち
つ
つ
も
、
文
学
の
生
成
す
る
神
秘
に
肉
薄

し
よ
う
と
す
る
盛
ん
な
る
採
求
心
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
疑
い
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
古
代
都
市
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
っ
た
点
で
、
こ

れ
を
都
市
社
会
以
前
の
生
産
的
村
落
共
同
体
か
ら
切
れ
た
都
市
生
活
者
の
出
現

に
焦
点
化
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
も
、
両
者
は
相
寄
る
性
格
を
持
っ
て

いると言える。

実
の
と
こ
ろ
、
古
代
都
市
の
成
立
を
め
ぐ
る
真
に
歴
史
的
な
課
題
は
こ
の
点

を
措
い
て
ほ
か
に
な
く
、
い
か
な
る
枝
葉
の
論
も
こ
れ
を
核
と
し
て
以
外
に
論

ず
る
こ
と
を
得
な
い
は
ず
で
あ
り
、
古
代
文
学
に
お
け
る
古
代
都
市
の
問
題
に

つ
い
て
も
、
全
く
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
歴
史
学
の
領
域
に
お
け
る
古
代

都
市
研
究
で
も
、
近
年
、
考
古
学
的
調
査
に
も
と
づ
く
復
元
的
研
究
の
域
を
脱

し
て
、
右
の
如
き
社
会
構
造
の
変
革
の
問
題
と
し
て
、
古
代
都
市
を
考
え
る
試

（３）

ゑ
が
な
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

一一

本
稿
で
は
、
基
本
的
に
は
右
の
よ
う
な
視
座
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
都
市
の

成
立
に
よ
る
歌
垣
の
変
容
・
槌
色
と
い
う
座
標
軸
を
立
て
て
承
よ
う
と
思
う
。

歌
垣
は
発
生
的
に
見
て
も
生
産
的
村
落
共
同
体
社
会
と
不
可
分
な
存
在
の
し
か

た
を
続
け
て
き
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
都
市
の
成
立
は
当
然
に
こ
れ
を
解

体
に
む
か
わ
せ
た
は
ず
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

伴
雄
の
郡
。
波
比
具
利
岡
。
此
の
岡
の
西
に
歌
垣
山
あ
り
。
昔
者
、
男
も

女
も
、
此
の
上
に
集
ひ
登
り
て
、
常
に
歌
垣
を
為
し
き
。
因
り
て
名
と
為

す
。
（
摂
津
国
風
土
記
逸
文
）

奈
良
朝
の
初
中
期
の
段
階
で
、
畿
内
摂
津
国
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
歌
垣
は

こ
の
よ
う
に
記
憶
の
中
に
あ
る
。
比
較
的
に
都
に
近
い
地
方
で
、
こ
の
よ
う
に

過
去
的
な
も
の
と
し
て
歌
垣
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
滅
び
ゆ
く
歌
垣
の
貌
を

語
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
頃
、
各
国
で
編
纂
さ
れ
て
い
っ
た

風
土
記
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
常
陸
の
筑
波
山
そ
の
他
、
肥
前
杵
島
山
等
々
に

つ
い
て
、
歌
垣
の
盛
行
を
記
し
て
い
て
、
中
央
か
ら
隔
っ
た
鄙
辺
に
は
、
な
お

歌
垣
を
持
続
さ
せ
う
る
社
会
的
基
盤
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
、
生
産
的

村
落
共
同
体
の
解
体
過
程
の
地
域
差
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
た

だ
し
か
し
、
杵
島
山
に
つ
い
て
は
「
郷
間
の
士
女
」
の
参
集
を
言
う
（
肥
前
国
風

土
記
逸
文
）
の
に
対
し
、
筑
波
山
に
つ
い
て
は
「
坂
よ
り
東
の
男
女
」
の
参
集
を

言
う
（
常
陸
国
風
土
記
）
。
「
坂
」
は
足
柄
峠
で
あ
る
に
し
る
碓
氷
峠
で
あ
る
に

し
ろ
、
か
な
り
広
域
に
亘
っ
て
の
人
々
の
参
加
を
意
味
し
て
い
て
、
筑
波
山
歌

垣
の
特
殊
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
感
じ
ら
れ
る
。
が
、
こ
の
こ
と
は
い
ま
詳
述

しえない。

歌
垣
の
槌
色
の
事
情
を
、
最
も
具
体
的
か
つ
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
の
は
、
以

下
の
よ
う
な
記
録
類
で
あ
ろ
う
。

１
太
政
官
符
／
禁
二
断
両
京
畿
内
踏
歌
一
事
／
右
被
二
右
大
臣
今
月
十
四
日
宣
一

僻
。
奉
レ
勅
。
今
聞
。
里
中
踏
歌
承
前
禁
断
。
而
不
レ
従
二
捉
搦
一
猶
有
二
濫
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行
。
厳
加
二
禁
断
一
不
し
得
二
更
然
至
若
有
一
強
犯
一
者
追
捕
申
上
。
／
天
平
神

護
二
年
正
月
十
四
日
（
類
聚
三
代
格
巻
十
九
）

２
太
政
官
符
／
禁
二
制
両
京
畿
内
夜
祭
歌
舞
一
事
／
右
被
二
右
大
臣
宣
一
僻
。
夜

祭
会
飲
先
已
禁
断
。
所
司
寛
容
不
し
加
二
捉
搦
記
遂
乃
盛
供
二
酒
饒
一
汗
事
二

酔
乱
記
男
女
無
し
別
上
下
失
し
序
。
至
レ
有
二
斗
争
間
起
一
淫
奔
相
追
。
違
レ
法

敗レ俗莫レ甚一手絃記自今以後厳加二禁断如祭必昼日不レ得し及レ昏・

（中略）／延暦十七年十月四日（同右）

３
太
政
官
符
／
禁
二
断
会
集
之
時
男
女
混
雑
一
事
／
右
被
二
大
納
言
従
三
位
神

王
宣
一
僻
。
奉
レ
勅
。
男
女
有
し
別
。
礼
典
葬
倫
。
品
類
無
し
差
。
名
教
已
關
。

如
聞
。
黎
庶
愚
闇
不
し
識
二
礼
儀
→
所
司
寛
容
曽
元
二
誘
導
垂
公
私
会
集
。

男
女
混
渚
。
敗
レ
俗
傷
レ
風
莫
レ
過
二
斯
甚
→
宜
二
厳
禁
断
勿
Ｐ
令
二
更
然
印
知
而

有
し
違
刑
レ
故
無
し
宥
。
膀
二
示
路
頭
一
普
令
二
知
見
釦
／
延
暦
十
六
年
七
月
十

一日（同右）

４
凡
京
都
踏
歌
。
一
切
禁
断
。
（
延
喜
式
巻
四
十
一
）

右
の
う
ち
１
と
４
に
「
踏
歌
」
と
あ
る
以
外
は
、
か
な
ら
ず
し
も
歌
垣
を
指

し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
間
接
的
な
参
考
資
料
と
す
る
に
足
る
。
歌
垣
は
は
じ

め
何
ら
か
の
神
事
、
祭
式
的
意
義
を
背
負
う
か
、
ま
た
は
神
事
祭
式
に
附
帯
す

（４）

る
も
の
と
し
て
の
意
味
を
背
負
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
次
第
に

カ
ー
ニ
バ
ル
的
な
狂
躁
の
風
俗
と
化
し
、
い
わ
ば
民
衆
の
潜
在
的
狂
躁
性
の
発

露
形
式
と
し
て
、
都
市
社
会
内
部
に
も
沸
勝
し
て
く
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
政
府
の
右
の
如
き
処
置
は
そ
れ
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
右
の
１
，
２
，
４
が
、
「
両
京
畿
内
」
「
京
都
」
と
い
う
ふ
う
に

地
域
を
限
定
し
て
、
良
俗
を
破
る
そ
う
し
た
風
俗
の
禁
断
を
言
っ
て
い
る
の
は

お
も
し
ろ
い
。

こ
の
こ
と
は
歌
垣
が
本
質
的
に
村
落
共
同
体
的
体
制
の
う
ち
で
の
承
、
調
和

的
に
存
在
し
う
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
比
較
的
に
見

て
、
共
同
体
の
解
体
・
変
容
の
著
し
か
っ
た
京
師
周
辺
、
畿
内
地
方
で
は
、
歌

垣
は
衰
退
な
い
し
は
変
質
し
や
す
く
、
ま
た
そ
れ
を
結
果
的
に
促
進
す
る
も
の

と
し
て
、
右
の
よ
う
な
禁
制
も
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
地
域
に

お
け
る
経
済
的
・
人
的
流
通
の
構
造
の
、
他
地
域
に
比
し
て
の
先
進
性
は
、
想

像
に
難
い
こ
と
で
な
い
。

し
か
し
一
方
で
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
経
済
的
・
人
的
流
通
に
関
わ
る
市
に
お

い
て
、
歌
垣
の
行
わ
れ
た
ら
し
い
様
子
を
見
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
和
軽

の
市
、
同
じ
く
海
石
榴
市
、
あ
る
い
は
駿
河
阿
倍
の
而
な
ど
に
お
け
る
歌
垣
の

存
在
を
語
る
資
料
が
あ
る
。
市
は
お
そ
ら
く
、
い
わ
ゆ
る
広
場
と
し
て
の
役
割

を
も
担
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
祭
祀
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
本
来
的
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
市
は
基
本
的
に
は
行

事
的
会
集
の
場
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
そ
う
し
た
市
で
の
歌
垣
は
、
第
一
に

も
は
や
神
事
と
の
関
わ
り
を
稀
薄
に
し
て
い
て
、
そ
の
営
承
自
体
が
強
い
神
事

的
意
味
性
に
貫
か
れ
て
存
在
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て

第
二
に
市
は
し
ば
し
ば
交
通
の
要
衝
に
存
し
た
か
ら
、
他
の
土
地
の
者
も
加
わ

り
う
る
と
い
っ
た
、
開
か
れ
た
歌
垣
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
第
一
と
第
二
の
事
情
は
、
市
の
歌
垣
が
歌
垣
の
根
拠
や
調
和
を
う
ち

や
ぶ
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の

存
在
は
、
危
い
混
乱
を
い
つ
も
孕
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
、
上
記
の
禁
制
に
示
さ

れ
る
よ
う
な
新
し
い
周
囲
の
動
き
を
受
容
し
て
、
変
貌
や
衰
退
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

大
和
地
方
の
歌
垣
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
軽
の
市
の
歌
垣
は
、
そ
う
し
た
傾

向
を
見
せ
て
い
る
と
い
え
る
。
「
允
恭
記
」
の
木
梨
軽
太
子
・
大
郎
女
の
悲
恋

物
語
が
、
主
人
公
ら
の
名
や
、
含
ま
れ
た
歌
謡
な
ど
に
お
い
た
、
軽
の
歌
垣
と
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四，都市の成立と歌

の
連
関
を
思
わ
せ
な
が
ら
、
い
わ
ば
隠
り
妻
伝
説
と
し
て
、
軽
の
地
に
関
す
る

固
定
化
し
た
共
同
観
念
に
よ
り
か
か
り
な
が
ら
発
想
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
の
を

は
じ
め
と
し
て
、
人
麿
の
軽
の
妻
挽
歌
（
２
．
二
○
七
’
九
）
や

い
は
ひ
つ
き

天
飛
ぶ
や
軽
の
社
の
斎
槻
幾
代
ま
で
あ
ら
む
隠
り
妻
そ
も
（
ｎ
．
二
六
五
八
）

の
如
き
歌
な
ど
、
ゑ
な
歌
垣
の
場
と
し
て
の
軽
が
、
歌
垣
に
と
も
な
っ
て
発
生

す
る
隠
り
妻
と
い
う
も
の
の
ゆ
か
り
の
地
と
観
念
さ
れ
、
な
か
ば
物
語
的
な
虚

構
性
を
帯
び
て
歌
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
に
は
、
も
と
よ

り
軽
太
子
物
語
の
影
響
と
い
っ
た
も
の
が
想
定
さ
れ
な
く
は
な
い
が
、
そ
う
し

た
観
念
に
先
行
さ
れ
た
歌
ば
か
り
が
あ
っ
て
、
現
実
の
歌
垣
の
場
の
様
子
を
思

わ
し
め
る
歌
の
少
な
い
の
は
、
軽
の
歌
垣
が
、
す
で
に
早
い
時
期
に
伝
承
世
界

に
封
じ
こ
め
ら
れ
た
、
過
去
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
の
証
拠
で
は
な
い

のか。前
引
摂
津
国
雄
伴
郡
歌
垣
山
の
例
と
も
ど
も
、
都
市
周
辺
部
の
歌
垣
は
、
こ

う
し
て
お
そ
ら
く
万
葉
の
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
段
階
に
お
い
て
、
す
で

に
過
去
的
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
、
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れる。これ
に
対
し
て
、
村
落
的
共
同
体
社
会
の
崩
壊
が
比
較
的
ゆ
る
や
か
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
地
方
、
こ
と
に
最
後
進
地
域
で
あ
っ
た
東
国
の
場
合
な
ど
は
、

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
事
情
が
か
な
り
異
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
事
情

は
、
た
と
え
ば
常
陸
国
風
土
記
が
、
や
や
特
異
な
筑
波
山
の
歌
垣
の
例
を
除
外

す
る
と
し
て
も
、
か
な
り
多
く
の
歌
垣
関
連
記
事
を
載
せ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
最
も
雄
弁
に
物
語
ら
れ
て
い
る
。

一一一

（５）

か
つ
て
、
古
代
の
民
衆
世
界
に
お
け
る
恋
と
恋
歌
と
の
問
題
を
考
え
た
機
会

に
、
次
の
よ
う
な
対
比
を
試
承
た
こ
と
が
あ
る
。

一難雛一戦論戦灘洲洲騨ぱい

し
げ

一蹴世には人言繁し来む世にも逢はむ吾が背子今ならずとも（４．

五
四
一
、
高
田
女
王
）

一似議の熱きによりて鳶加藤の融じ枕を吾は神かじやも（皿．三四

六四、東歌）

前
者
に
お
い
て
は
風
と
簾
、
後
者
に
お
い
て
は
人
言
と
い
う
語
が
、
そ
れ
ぞ

れ
対
比
さ
れ
る
二
歌
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
じ
よ
う
な
素
材

に
よ
り
な
が
ら
も
、
こ
の
二
組
そ
れ
ぞ
れ
の
右
側
の
歌
と
左
側
の
歌
と
は
、
決

定
的
に
異
っ
て
い
る
。
そ
の
異
り
は
、
二
組
と
も
ど
も
に
、
右
歌
が
逢
え
な
い

こ
と
の
嘆
き
に
傾
斜
す
る
の
に
対
し
、
左
歌
は
逢
う
こ
と
を
歌
お
う
と
し
て
い

る
点
に
あ
る
、
と
言
い
当
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
と
も
に
右
歌
は
貴

族
の
歌
で
あ
り
、
左
側
は
民
衆
世
界
の
歌
で
あ
っ
た
と
し
て
、
お
お
よ
そ
誤
た

な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
右
二
組
の
そ
れ
ぞ
れ
左
側
の
歌
の
よ
う
に
、
逢
う
こ
と
ま
た
は
逢

う
こ
と
の
喜
び
を
歌
お
う
と
す
る
恋
歌
は
、
万
葉
集
中
、
明
ら
か
に
東
歌
に
偏

在
す
る
。
そ
の
一
端
を
掲
げ
よ
う
。

さ
ら

かな

多
摩
川
に
曝
す
手
作
り
さ
ら
さ
ら
に
何
そ
こ
の
児
の
こ
こ
だ
愛
し
き
（
皿
．

三三七三）

か

承

つ

け

の

あ

そ

主

そ

む

ら

ぬ

上
毛
野
安
蘇
の
真
麻
群
か
き
む
だ
き
寝
れ
ど
飽
か
ぬ
を
あ
ど
か
吾
が
せ
む

（同三四○四）

こ

室

に

し

き

ひ

も

さ

ぬ

へ

かな

高
麗
錦
紐
解
き
放
け
て
寝
る
が
上
に
あ
ど
せ
る
と
か
も
あ
や
に
愛
し
き
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四，都市の成立と歌

（
同
三
四
六
五
）

あ

か

み

や

富

そ

へ

か

な

赤
見
山
草
根
刈
り
除
け
逢
は
す
が
上
あ
ら
そ
ふ
妹
し
あ
や
に
愛
し
も
（
同

三四七九）

あ

さ

を

を

け

ふ

す

き

う

せ

を

ど

こ

麻
苧
ら
を
麻
笥
に
多
に
績
ま
ず
と
も
明
日
着
せ
さ
め
や
い
ざ
為
小
床
に

（同三四八四）

以
上
の
歌
々
は
、
共
寝
を
歌
っ
て
赤
裸
々
な
性
愛
の
表
現
に
致
っ
た
も
の
を

も
含
承
つ
つ
、
総
じ
て
逢
い
難
い
こ
と
の
嘆
き
に
沈
ん
で
ゆ
こ
う
と
す
る
杼
情

詩
的
恋
歌
と
は
、
明
ら
か
に
異
っ
た
特
色
を
有
し
て
い
る
。

東
歌
に
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
種
類
の
歌
た
が
集
中
す
る
の
か
。
お
そ
ら

く
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
が
短
歌
形
式
を
と
り
つ
つ
も
、
当
時
の
短
歌
形
式
一
般
の

傾
向
に
背
反
す
る
、
そ
れ
と
は
別
な
あ
る
種
の
歌
の
世
界
を
、
強
力
な
土
壌
と

し
て
い
る
か
ら
に
相
違
な
い
。
そ
の
土
壌
と
は
、
お
そ
ら
く
集
団
歌
謡
の
世
界

で
あ
る
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
集
団
歌
謡
の
生
命
を
保
証
す
る
最
大
の

場
が
歌
垣
で
あ
っ
た
。
歌
垣
に
歌
舞
の
伴
な
っ
た
こ
と
は
、
例
を
挙
げ
る
ま
で

も
な
く
諸
国
風
土
記
の
歌
垣
関
係
記
事
に
そ
の
こ
と
が
頻
出
す
る
の
に
よ
っ

て
、
知
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
場
の
歌
の
中
に
は
、
場
が
場
だ
け
に
、

性
愛
の
喜
び
を
歌
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
ろ
う
。
男
女
の
か
け
あ
い
の
歌
も
ま

た
、
そ
う
し
た
傾
向
を
帯
び
や
す
い
、
即
興
歌
を
多
く
含
ん
だ
ろ
う
と
思
わ
れ

ヲ（勺。こ
う
し
た
歌
垣
の
場
は
、
い
わ
ゆ
る
集
団
的
歌
謡
が
生
成
し
、
ま
た
歌
わ
れ

て
そ
の
生
命
を
持
続
さ
せ
る
場
で
あ
っ
た
。
万
葉
の
時
代
に
入
っ
て
、
東
国
は

な
お
最
も
そ
う
し
た
歌
垣
の
盛
ん
に
行
わ
れ
る
地
域
で
あ
り
え
、
畿
内
地
方
は

そ
う
で
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
東
歌
に
対
応
さ
せ
て
、
巻
十
一
、
十
二
の
作

者
不
明
歌
群
の
中
に
右
の
歌
群
と
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
持
つ
歌
を
求
め
よ
う
と

す
る
と
、
に
わ
か
に
著
し
い
困
難
を
感
ず
る
。

山
城
の
久
世
の
若
子
が
欲
し
と
い
ふ
わ
れ
あ
ふ
さ
は
に
わ
れ
を
欲
し
と
い

ふ山城の久世（ｎ．二三六二、人麿歌集）

』』。シ』

ひ＄一

》』・要』

人
妻
に
言
ふ
は
誰
が
言
さ
衣
の
こ
の
紐
解
け
と
言
ふ
は
誰
が
言
（
哩
・
二

八六六）

ち
ま
た

海
石
榴
市
の
八
十
の
衝
に
立
ち
平
し
結
び
し
紐
を
解
か
ま
く
惜
し
も
（
同

二九五一）

な
ど
数
首
の
歌
に
、
か
ろ
う
じ
て
近
い
傾
向
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か

り
で
あ
る
が
、
右
の
う
ち
第
二
首
な
ど
は
、
す
で
に
禁
断
へ
の
強
い
意
識
を
表

白
す
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
第
三
首
も
、
海
石
榴
市
の
歌
垣
に
何
ら
か

の
関
連
を
持
つ
歌
な
が
ら
、
む
し
ろ
「
解
か
ま
く
惜
し
も
」
の
杼
情
性
に
中
心

を
置
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

東
国
世
界
と
畿
内
世
界
と
で
は
、
す
で
に
歌
を
支
え
る
情
念
の
基
層
が
、
か

な
り
に
異
っ
て
き
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
の
差
異
の
因
由
は
、
歌
垣
と

い
う
集
団
歌
謡
生
成
の
基
盤
の
強
弱
に
あ
っ
た
、
と
推
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
歌
垣
は
、
続
日
本
紀
天
平
六
年
二
月
一
日
条
、
同
宝
亀
元
年
三

月
二
十
八
日
条
の
記
事
の
如
く
、
一
方
で
都
市
空
間
の
た
だ
中
に
擬
似
的
に
再

現
さ
せ
ら
れ
た
例
（
天
平
六
年
の
も
の
は
平
城
宮
朱
雀
門
前
、
宝
亀
元
年
の
も
の
は
河
内

由
義
宮
）
を
持
つ
が
、
そ
れ
ら
に
あ
っ
て
は
、
男
女
二
百
数
十
人
と
い
う
多
き

が
参
加
、
「
男
女
相
並
、
分
し
行
並
進
」
「
以
二
本
末
一
唱
和
」
な
ど
と
、
形
式
的

に
は
地
方
歌
垣
に
も
近
似
し
た
面
目
を
整
え
な
が
ら
、
歌
そ
の
も
の
は
宮
廷
の

雅
曲
の
類
と
お
ぽ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
「
古
詩
」
と
記
さ
れ
る
（
宝

亀
元
年
条
続
紀
）
よ
う
に
過
去
性
の
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
。
も
は
や
そ
こ
に

は
、
歌
謡
生
成
の
い
き
い
き
と
し
た
息
吹
き
は
な
い
。
都
市
の
歌
垣
は
、
禁
圧

さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
徹
底
し
て
様
式
化
さ
れ
た
、
擬
態
の

も
の
と
し
て
再
現
さ
れ
る
ほ
か
に
な
か
っ
た
。
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東
歌
の
特
異
性
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
な
お
盛
ん
な
る
歌
謡
生
成

を
背
景
に
有
し
た
、
特
殊
な
後
進
地
域
の
歌
で
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
二
百
三
十
首
う
ち
そ
ろ
っ
て
ゑ
な
短
歌
形
式
で
あ
る

こ
と
に
、
一
方
で
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

筑
波
嶺
に
か
か
鳴
く
鷲
の
音
の
承
を
か
鳴
き
渡
り
な
む
逢
ふ
と
は
な
し
に

（皿．三三九○）

あ

童

さ

か

た

ご

い

り

の

お

く

吾
が
恋
は
現
在
も
悲
し
草
枕
多
胡
の
入
野
の
将
来
も
悲
し
も
（
同
三
四
○

一二）

い

め

あ

れ

し
ま
ら
く
は
寝
つ
つ
も
あ
ら
む
と
夢
の
承
に
も
と
な
見
え
つ
つ
吾
を
笑
し

泣
く
る
（
同
三
四
七
一
）

や

な

ぎ

き

ば

い

か

せ

楊
こ
そ
伐
れ
ば
生
え
す
れ
世
の
人
の
恋
に
死
な
む
を
如
何
に
為
よ
と
そ

（同三四九一）

あ
を
ね

青
嶺
ろ
に
た
な
び
く
雲
の
い
さ
よ
ひ
に
物
を
そ
思
ふ
年
の
こ
の
こ
ろ
（
同

三
五
一
二

東
歌
の
中
に
は
、
す
で
に
こ
の
よ
う
に
、
杼
情
歌
と
し
て
の
、
か
な
り
の
程

度
の
風
格
を
具
え
た
歌
之
が
散
見
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
、

中
央
の
歌
人
の
歌
と
類
歌
関
係
に
あ
る
も
の
、
人
麿
歌
集
の
歌
と
記
さ
れ
て
杼

情
味
の
強
い
も
の
な
ど
が
あ
り
、
中
央
の
歌
の
伝
播
・
影
響
は
、
お
お
う
べ
く

も
な
い
の
で
あ
る
。
短
歌
形
式
は
杼
情
歌
に
傾
斜
し
つ
つ
、
す
で
に
東
国
の
集

団
歌
謡
的
世
界
を
も
浸
蝕
し
つ
つ
あ
っ
た
、
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
頃

平
城
京
内
で
は
、
短
歌
形
式
に
著
し
く
牽
引
さ
れ
た
歌
体
を
持
つ
集
団
的
歌
謡

と
し
て
、
仏
足
石
歌
が
作
ら
れ
も
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四

歌
垣
の
槌
色
・
衰
微
と
い
う
視
点
は
、
あ
る
い
は
あ
く
ま
で
集
団
歌
謡
の
生

命
力
の
衰
退
を
語
る
の
承
の
も
の
で
あ
っ
て
、
和
歌
的
な
る
歌
の
形
成
を
語
る

に
は
逆
説
的
で
、
負
の
側
か
ら
の
語
り
方
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
、
と
い
う
批
判
を

受
け
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
を
承
知
の
う
え
で
、
あ
え
て
こ
う

し
た
視
点
を
提
示
し
た
の
は
、
歌
謡
と
和
歌
と
を
直
列
的
に
縦
に
並
べ
る
の
で

な
く
、
対
立
的
に
横
に
並
べ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
に
よ
り
よ
く
目
が
と
ど
く
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
い
う
思
い
に
よ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
古
代
和
歌
が
集
団
歌
謡
に
交
錯
し
、
そ

こ
か
ら
種
々
の
要
素
を
継
承
し
つ
つ
形
成
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
点
は
、

無
数
の
例
証
を
以
っ
て
い
ろ
い
ろ
に
確
認
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ

と
し
て
否
定
し
去
る
つ
も
り
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
事
例
の
検
証
は
興
味

深
い
。
和
歌
と
い
う
古
典
詩
の
形
態
が
、
実
は
基
本
的
に
そ
う
し
た
歌
謡
性
に

親
密
で
、
相
互
に
交
錯
し
あ
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
万
葉
と
い
う
古
代
和
歌
が
、
た
と
い
そ
の
一
部
に
擬

似
的
に
歌
謡
的
集
団
歌
唱
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
持
つ
場
合
が
有
っ
た
と
し

て
も
、
本
来
の
そ
れ
と
は
異
っ
た
、
和
歌
文
芸
と
し
て
の
自
立
性
に
立
脚
す
る

歌
の
世
界
で
あ
る
こ
と
も
、
基
本
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

いであろう。

（注）１、
『
文
学
史
研
究
』
３
所
収
。
こ
の
部
分
は
有
精
堂
版
日
本
文
学
研
究
資
料
護
書

『
万
葉
集
』
Ⅲ
に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。

２
、
『
文
学
・
語
学
』
配
所
収
。

３
、
鬼
頭
清
明
『
日
本
古
代
都
市
論
序
説
』

４
、
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
第
六
章
第
二
節
は
、
歌
垣
が
神
事
的
性
格

を
持
つ
の
は
そ
の
歴
史
の
途
中
に
お
い
て
だ
と
す
る
が
、
い
ま
こ
う
書
い
て
お
く

の
は
、
や
や
こ
れ
に
疑
念
を
感
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
歌
垣
と
い
う
ふ
う
な
遊
楽
的

性
格
の
も
の
が
、
原
初
か
ら
し
て
何
ら
か
の
神
事
・
祭
式
的
象
徴
性
を
附
帯
さ
せ
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五，古代文学の終焉

こ
こ
で
い
う
〈
古
代
文
学
〉
の
範
囲
は
、
一
般
的
な
文
学
史
の
時
代
区
分
で

い
え
ば
、
上
代
と
か
古
代
前
期
と
か
呼
ば
れ
て
い
る
時
代
に
含
ま
れ
る
文
学
を

さ
す
も
の
で
あ
り
、
現
存
文
献
で
い
え
ば
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
・
風
士
記
・

万
葉
集
な
ど
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
本
特
集
を
企
画
し
た

『
古
代
文
学
』
編
集
部
の
意
図
で
も
あ
ろ
う
し
、
私
が
か
ろ
う
じ
て
義
務
を
果

し
う
る
限
界
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
限
定
し
て
も
、
な
お
か
つ

『
古
代
文
学
の
終
焉
』
と
い
う
テ
ー
マ
に
ど
う
立
ち
向
か
え
ば
よ
い
の
か
、
視

点
を
定
め
ら
れ
ず
に
悩
ん
で
い
る
。
こ
の
テ
ー
マ
を
与
え
ら
れ
る
ま
で
、
〈
終

焉
〉
と
い
う
視
座
で
古
代
文
学
を
考
え
た
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
下
述
べ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
私
が
考
え
得
た
こ
と
の
ま
と
ま
り
の
な
い
素
描
で

あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
、
古
代
説
話
（
ゥ
タ
に
対
す
る
散
文
伝
承
を
ひ
と
ま
ず
便

宜
的
に
こ
う
呼
ん
で
お
く
ｌ
こ
こ
で
は
書
か
れ
た
も
の
を
対
象
と
し
て
ゆ
く
の
で
〈
散

文
〉
と
い
う
言
い
方
も
許
さ
れ
る
と
思
う
）
に
お
け
る
〈
終
焉
〉
に
つ
い
て
考
え
て

ゆく。十
世
紀
以
降
の
物
語
文
学
と
古
代
説
話
と
の
質
的
な
違
い
や
断
層
を
み
る
と

き
、
確
か
に
古
代
文
学
の
終
焉
と
い
う
こ
と
は
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と

ず
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
ろ
う
諺
と
い
う
思
い
を
制
し
が
た
い
。

５
、
古
代
文
学
会
の
第
四
回
古
代
文
学
講
座
（
昭
釦
。
、
）
に
お
け
る
講
義
「
民
衆
と

五
、
古
代
文
学
の
終
焉

ｌ
霊
異
記
説
話
の
出
現
Ｉ

え
ば
、
異
郷
と
人
間
と
の
関
わ
り
を
対
象
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
並
べ
る

こ
と
の
可
能
な
、
垂
仁
記
の
多
遅
摩
毛
理
伝
承
と
『
竹
取
物
語
』
の
く
ら
も
ち

の
皇
子
の
物
語
と
に
お
け
る
、
両
者
の
違
い
を
思
い
浮
べ
て
承
る
。
タ
ヂ
マ
モ

リ
は
呪
的
世
界
を
背
後
に
も
っ
て
常
世
の
国
へ
の
往
還
を
果
す
。
そ
の
結
末
が

〈
死
〉
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
郷
は
人
間
の
往
還
を
本
質
的
に
は
否
定
し
て

い
る
と
し
て
も
、
呪
性
が
人
間
を
人
間
な
ら
ざ
る
存
在
に
す
る
力
を
も
つ
も
の

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
古
代
説
話
の
一
つ
の
典
型
と

ゑ
て
よ
い
。
一
方
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
は
ど
う
か
。
か
ぐ
や
姫
の
要
求
を
満
す

た
め
の
た
く
ら
ゑ
の
狡
滑
さ
と
、
姫
と
爺
と
の
前
で
蓬
莱
山
往
還
の
「
大
う

そ
」
を
得
意
気
に
語
る
し
た
た
か
さ
と
が
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
も
ち
え
た
力

な
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
こ
そ
、
人
間
の
力
と
い
え
る
。
経
済
力
と
権
力

と
に
裏
打
ち
さ
れ
た
現
実
を
背
負
っ
た
人
物
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
象
徴
的
な

い
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
こ
に
あ
げ
た
二
人
の
人
物
の
間
に
横
た
わ
る
溝
こ
そ
、

古
代
説
話
と
物
語
文
学
と
の
溝
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、

両
者
の
は
ざ
ま
に
古
代
文
学
の
終
焉
は
見
つ
け
ら
れ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
的
な
時
間
の
問
題
で
は
な
い
。
人
間
を
ど
の
よ
う
に
描

く
か
の
問
題
で
あ
る
。

記
紀
風
土
記
な
ど
文
献
に
残
さ
れ
た
古
代
説
話
は
、
七
世
紀
以
前
の
世
界
を

恋
一

三

浦

佑

之
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