
　

風
土
記
の
テ
キ
ス
ト
は
、
現
在
何
種
類
も
の
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
に
は
風
土
記
を
読
解
す
る
た
め
に
必
要
な
校
訂
本
文
、
校
異
注
、
訓
読
文
、
本
文
理

解
の
た
め
の
注
記
が
施
さ
れ
る
が
、
ど
の
項
目
を
掲
載
す
る
か
、
ま
た
何
に
重
点
を
お
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
対
象
と
す
る
読
者
層
を
含
め
て
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
特
徴
と

し
て
現
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
近
刊
の
風
土
記
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
の
特
徴
を
他
の
テ
キ
ス
ト
と
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
風
土
記
の
テ
キ
ス
ト
の
現

状
を
述
べ
る
。
山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
は
、
底
本
の
写
本
の
様
態
を
で
き
得
る
限
り
生
か
し
た
本
文
の
復
元
と
訓
読
文
を
提
示
し
、
本
文
の
示
し
方
も
底
本
の
配
行
を
復
元

す
る
形
式
で
作
る
ほ
ど
、
底
本
へ
の
復
元
性
や
忠
実
性
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
特
記
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
校
異
注
が
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
、
校
訂
本
の
校
異
の
示
し
方
と
し
て
は
従
来
の
テ
キ
ス
ト
の
方
が
明
白
で
親
切
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
古
典
の
テ
キ
ス
ト
は
、
研
究
者
向
け
と
一
般
向
け
と
を
明

確
に
分
け
た
う
え
で
、
底
本
の
姿
が
わ
か
る
影
印
本
の
さ
ら
な
る
流
布
が
期
待
さ
れ
る
。

K
ey w

ords:　

本
文
復
元　

底
本
尊
重　

原
文　

影
印
本

＊　

四
條
畷
学
園
短
期
大
学　

保
育
学
科
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著

　
　
　

一　

は
じ
め
に

　

古
典
研
究
の
基
盤
と
な
る
テ
キ
ス
ト
の
現
状
を
、﹁
風
土
記
﹂
を
中
心
と
し
て
振
り
返
り
、
今
後

の
テ
キ
ス
ト
に
望
ま
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
い
。
本
稿
で
い
う
テ
キ
ス
ト
と
は
原
文
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
本
を
い
う
。
ま
た
、
古
典
を
読
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
廣
岡
義
隆
氏
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
論
︵
文
献

論
︶
の
立
場
か
ら
の
考
察
が
あ
り
︵
注
１
︶
、
筆
者
も
賛
同
し
て
い
る
。
古
典
を
研
究
し
て
い
く
立
場
か

ら
は
、
底
本
に
忠
実
に
原
始
に
近
い
文
字
表
記
を
厳
密
に
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
本
稿
を
書
く

に
あ
た
っ
て
、
筆
者
に
は
そ
う
い
っ
た
考
え
が
根
底
に
あ
る
こ
と
を
予
め
記
し
て
お
く
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
現
伝
し
て
い
る
風
土
記
は
、
常
陸
・
出
雲
・
播
磨
・
豊
後
・
肥
前
の
五
か
国
で
、

そ
の
う
ち
完
本
は
出
雲
の
み
で
、
そ
の
他
は
抄
本
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ど
の
国
も
原
本
は
伝
わ
ら
な

い
。
五
風
土
記
の
写
本
の
な
か
で
最
も
古
い
写
本
は
、
平
安
時
代
中
期
か
ら
末
期
の
書
写
と
さ
れ
る

播
磨
国
風
土
記
の
三
條
西
家
本
︵
国
宝
︶で
あ
る
。
三
條
西
家
本
は
播
磨
国
風
土
記
の
唯
一
の
祖
本
で
、

巻
子
本
で
あ
る
。
現
在
、
天
理
図
書
館
に
保
存
さ
れ
る
。
同
じ
く
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、

肥
前
国
風
土
記
の
猪
熊
本
が
あ
る
。
書
写
年
代
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
も
の
と
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し
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
。

　

豊
後
国
風
土
記
は
、
冷
泉
家
本
が
祖
本
と
さ
れ
、﹁
永
仁
五
年
二
月
十
八
日
書
写
了　

同
一
九
日
交

了
﹂
の
奥
書
が
あ
り
、
一
二
九
七
年
の
写
本
で
あ
る
。
財
団
法
人
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
に
所
蔵
さ
れ

る
。
出
雲
国
風
土
記
は
書
写
年
が
明
ら
か
な
も
の
で
は
﹁
慶
長
二
年
冬
十
月
望
前
三
日　

丹
山
隱
士
﹂

の
奥
書
の
あ
る
細
川
家
本
が
最
古
で
あ
る
。
一
五
九
七
年
の
書
写
で
あ
る
。
常
陸
国
風
土
記
は
古
写

本
と
い
わ
れ
る
も
の
は
な
く
、
元
禄
六
年
︵
一
六
九
三
年
︶
の
書
写
の
松
下
見
林
本
︵
大
東
急
記
念

文
庫
蔵
︶
や
、
文
久
二
年
︵
一
八
六
二
年
︶
の
書
写
の
菅
正
友
本
︵
茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
︶、
奥
書

を
欠
く
が
江
戸
時
代
中
期
の
書
写
と
い
わ
れ
る
武
田
祐
吉
氏
旧
蔵
本
︵
國
學
院
大
学
図
書
館
蔵
︶
等

が
あ
る
。

　

上
記
五
風
土
記
の
よ
う
に
原
本
の
伝
わ
ら
な
い
古
典
は
、
復
元
さ
れ
た
本
文
が
テ
キ
ス
ト
に
掲
載

さ
れ
る
。
本
文
の
復
元
は
、
写
本
の
中
で
最
も
よ
い
善
本
を
底
本
と
し
て
選
定
し
、
そ
の
他
の
重
要

な
諸
本
を
副
本
や
比
校
本
と
し
て
校
合
し
、
原
本
本
文
に
近
づ
け
る
よ
う
に
校
訂
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
。
本
文
復
元
の
た
め
の
こ
の
一
連
の
研
究―

ど
の
写
本
を
底
本
と
す
る
の
か
、
校
合
本

に
ど
の
写
本
を
ど
れ
く
ら
い
使
用
す
る
の
か
、
底
本
の
文
字
の
改
訂
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
な

ど
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
吟
味
す
る―

は
、
テ
キ
ス
ト
の
著
者
、
つ
ま
り
校
訂
者
に
よ
っ
て
必
ず
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
見
解
の
異
な
る
部
分
が
現
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
復
元
さ
れ
た
本
文
が
他
の
テ
キ
ス
ト

と
全
く
同
じ
に
な
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
ま
た
、
復
元
本
文
以
外
に
も
、
校
異
注
や
内
容
理
解
の
た

め
の
注
や
訓
下
し
文
、
現
代
語
訳
も
各
本
に
よ
っ
て
異
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
テ

キ
ス
ト
に
盛
り
込
む
か
に
よ
っ
て
で
き
あ
が
る
本
の
体
裁
も
当
然
違
っ
て
く
る
。
時
に
よ
っ
て
は
、

テ
キ
ス
ト
と
注
釈
の
作
成
が
著
者
の
研
究
成
果
の
集
大
成
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
あ
る
。

風
土
記
と
い
う
同
じ
古
典
の
書
名
で
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
本
の
中
身
は
実
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
、
同
一

で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
風
土
記
の
場
合
、
他
書
に
引
用
さ
れ
る
形
で
残
っ
て
い
る
各
国
の
逸
文
も
あ
る
。
こ
の
逸

文
を
掲
載
す
る
か
否
か
、
掲
載
す
る
な
ら
ば
、
奈
良
時
代
に
撰
述
さ
れ
た
風
土
記
か
ら
引
用
さ
れ
た

逸
文
と
し
て
認
定
し
収
録
す
る
に
は
ど
こ
ま
で
を
加
え
る
べ
き
か
、
ま
た
、
五
風
土
記
の
残
存
本
文

(

注
２)

を
風
土
記
の
本
文
の
中
に
挿
入
す
る
か
否
か
等
に
よ
っ
て
も
テ
キ
ス
ト
の
内
容
が
変
わ
っ
て
く

る
。

　
　

二　

五
風
土
記
を
収
め
た
風
土
記
の
テ
キ
ス
ト

　　

こ
こ
で
、
五
風
土
記
を
収
め
た
風
土
記
の
テ
キ
ス
ト
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
六
〇
年
ほ

ど
の
間
で
近
刊
の
も
の
か
ら
順
次
以
下
に
示
す
。

１�

﹃
風
土
記―

常
陸
国
・
出
雲
国
・
播
磨
国
・
豊
後
国
・
肥
前
国―

﹄

　

沖
森
卓
也
氏
・
佐
藤
信
氏
・
矢
嶋
泉
氏
の
編
著
で
、
二
〇
一
六
年
一
月
に
山
川
出
版
よ
り
発

行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
五
年
月
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
と
同
年
九
月

刊
行
の
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄、
そ
し
て
二
〇
〇
七
年
四
月
刊
行
の
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄、
さ
ら
に

二
〇
〇
八
年
二
月
刊
行
の
﹃
豊
後
国
風
土
記
・
肥
前
国
風
土
記
﹄
に
再
検
討
を
加
え
、
索
引
を

付
し
、合
冊
し
て
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
、訓
読
編
と
本
文
編
と
補
注
か
ら
な
っ

て
い
た
。
訓
読
も
本
文
も
底
本
の
一
行
分
の
と
こ
ろ
で
必
ず
改
行
し
、
底
本
の
行
頭
に
通
し
番

号
を
付
け
て
い
る
。

２��

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
﹃
風
土
記―

現
代
語
訳
付
き―

﹄
上
・
下

　

中
村
啓
信
氏
の
監
修
・
訳
注
と
し
てK

A
D
O
K
A
W
A

よ
り
二
〇
一
五
年
六
月
に
発
行
さ
れ
る
。

上
巻
に
常
陸
国
・
出
雲
国
・
播
磨
国
が
収
め
ら
れ
、
執
筆
は
、
常
陸
国
風
土
記
が
中
村
啓
信
氏
、

出
雲
国
風
土
記
と
播
磨
国
風
土
記
が
橋
本
雅
之
氏
で
あ
る
。
下
巻
に
は
豊
後
国
・
肥
前
国
・
逸

文
が
収
め
ら
れ
、
豊
後
国
風
土
記
と
肥
前
国
風
土
記
と
、
山
陽
道
・
山
陰
道
・
南
海
道
・
西
海

道
の
国
々
の
逸
文
が
谷
口
雅
博
氏
の
執
筆
で
、
畿
内
・
東
海
道
・
東
山
道
・
北
陸
道
の
国
々
の

逸
文
が
飯
泉
健
司
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
訓
読
文
と
と
も
に
脚
注
が
付
さ
れ
、
そ
の
後
に
現

代
語
訳
が
示
さ
れ
、
最
後
に
本
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

３��

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
風
土
記
﹄

　

一
九
九
七
年
一
〇
月
に
小
学
館
か
ら
刊
行
さ
れ
、
五
風
土
記
は
植
垣
節
也
氏
に
よ
る
も
の
で
、

逸
文
は
廣
岡
義
隆
氏
が
執
筆
す
る
。
見
開
き
ペ
ー
ジ
の
中
段
右
側
に
本
文
、
左
側
に
訓
下
し
文

を
示
し
、
下
段
に
現
代
語
訳
、
上
段
に
注
解
を
施
し
て
い
る
。
逸
文
は
、
項
目
ご
と
に
、
ま
ず

訓
下
し
本
文
を
示
し
、
次
に
原
文
を
載
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
上
下
段
に
は
頭
注
と
現
代
語

訳
が
記
さ
れ
る
。

2
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４��

神
道
大
系
古
典
編
﹃
風
土
記
﹄

　

田
中
卓
氏
に
よ
る
校
注
で
、
神
道
大
系
編
纂
会
よ
り
一
九
九
四
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
る
。
訓

読
文
や
語
釈
、
現
代
語
訳
は
な
く
、
五
風
土
記
の
校
訂
本
文
と
諸
本
の
異
同
を
示
す
︵
後
の
﹁
校

異
の
示
し
方
﹂
参
照
。︶
研
究
者
向
け
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
逸
文
に
つ
い
て
は
、
常
陸
と
播
磨

の
確
実
な
逸
文
の
み
を
収
め
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
割
愛
す
る
。　

５��

日
本
古
典
選
﹃
風
土
記
﹄
上
・
下

　

一
九
五
九
年
一
〇
月
朝
日
新
聞
社
よ
り
発
行
さ
れ
た
日
本
古
典
全
書
﹃
風
土
記
﹄
上
・
下

を
、
一
九
七
七
年
五
月
に
日
本
古
典
選
﹃
風
土
記
﹄
上
・
下
と
し
て
新
装
し
て
再
刊
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
五
風
土
記
と
逸
文
を
掲
載
す
る
。
常
陸
国
風
土
記
と
播
磨
国
風
土
記
は
久
松
潜
一

氏
が
校
注
し
た
も
の
に
小
野
田
光
雄
氏
が
再
訂
・
補
考
を
加
え
る
。
上
巻
の
豊
後
国
風
土
記
と

肥
前
国
風
土
記
は
秋
本
吉
郎
氏
の
協
力
の
も
と
久
松
氏
が
校
注
し
た
も
の
に
小
野
田
氏
が
再
訂

を
加
え
る
。
下
巻
の
出
雲
国
風
土
記
は
、
本
文
・
頭
注
と
も
に
小
野
田
氏
が
草
稿
を
作
成
し
、

久
松
氏
が
補
訂
す
る
。
逸
文
は
久
松
氏
の
草
案
の
も
と
に
小
野
田
氏
が
作
成
し
、
さ
ら
に
久
松

氏
が
補
訂
す
る
。
凡
例
に
﹁
原
文
決
定
の
由
來
を
示
し
﹂
と
あ
る
よ
う
に
風
土
記
本
文
の
校
訂

が
よ
く
わ
か
る
。
本
文
と
読
み
下
し
文
を
交
互
に
掲
げ
る
。　
　

６��

日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
風
土
記
﹄
上
・
下

　

秋
本
吉
郎
氏
の
校
注
で
、一
九
五
八
年
四
月
刊
行
さ
れ
る
。
五
風
土
記
と
逸
文
が
掲
載
さ
れ
る
。

校
訂
に
関
す
る
注
は
、
五
風
土
記
に
つ
い
て
は
頭
注
か
ら
分
け
て
脚
注
に
記
し
て
い
る
。
右
頁

に
本
文
、
左
頁
に
訓
読
文
を
載
せ
る
。
風
土
記
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
広
く
流
布
し
て
い
る
。

　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
風
土
記
﹄︵
以
下
、
新
編
全
集
本
﹃
風
土
記
﹄
と
い
う
。︶
の
よ
う
に

現
代
語
訳
が
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
本
の
企
画
意
図
か
ら
考
え
る
と
一
般
の
読
者
を
想
定
し
た

本
で
あ
る
。
一
般
向
け
に
企
画
出
版
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
文
庫
本
も
同
様
で
あ
る
。
執
筆
に

あ
た
っ
て
、
著
者
は
最
新
の
研
究
内
容
を
で
き
得
る
限
り
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
一
般
向
け
の

出
版
物
は
最
新
の
内
容
を
盛
り
込
む
の
に
は
制
約
が
大
き
く
、
泣
く
泣
く
原
稿
を
割
愛
せ
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
も
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
勘
案
す
る
と
、
上
記
六
冊
の
う
ち
明
ら
か
に
研
究
者
の

み
の
読
者
を
対
象
と
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
１
・
４
・
５
・
６
番
の
四
冊
と
い
え
よ
う
。
研
究
の
た
め
の

テ
キ
ス
ト
が
今
年
に
入
っ
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
近
年
の
テ
キ
ス
ト
出
版
の
流
れ
を
み
る
と
風
土

記
研
究
の
ひ
と
つ
の
節
目
と
な
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
も
、
前
年
に
は
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
の
現

代
語
訳
付
き
の
も
の
が
出
版
さ
れ
、
立
て
続
け
に
風
土
記
の
本
が
上
梓
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
両
者

を
合
わ
せ
る
と
研
究
者
か
ら
一
般
ま
で
の
幅
広
い
層
の
読
者
層
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

三　

山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
の
形
式
の
特
徴

　

最
新
の
刊
行
で
あ
る
山
川
出
版
の
﹃
風
土
記―

常
陸
国
・
出
雲
国
・
播
磨
国
・
豊
後
国
・
肥
前
国―

﹄

︵
以
下
、
山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
と
い
う
。︶
の
特
徴
を
他
の
テ
キ
ス
ト
に
も
触
れ
な
が
ら
述
べ
て
い
く
。

　

山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
が
持
つ
最
も
顕
著
な
特
徴
は
、
本
文
や
訓
読
文
を
提
示
す
る
形
式
に
あ
る
。

各
国
風
土
記
と
も
、
ま
ず
本
文
よ
り
先
に
訓
読
文
が
示
さ
れ
て
い
る
。
訓
読
文
を
ま
ず
示
す
こ
と
に

つ
い
て
の
意
図
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ
と
が
き
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

風
土
記
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
幾
多
の
注
釈
・
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
後

世
的
知
見
に
も
と
づ
く
校
訂
も
あ
り
、
必
ず
し
も
十
全
な
本
文
が
提
供
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
が

た
い
。
本
書
は
、
各
風
土
記
の
最
善
の
写
本
に
も
と
づ
い
て
、
恣
意
的
な
改
変
を
避
け
な
が
ら
、

諸
写
本
を
検
討
し
て
信
頼
で
き
る
本
文
を
示
す
と
と
も
に
、
奈
良
時
代
語
に
よ
る
訓
読
文
を
復
元

し
、
総
ル
ビ
を
付
し
て
読
解
の
便
宜
を
図
っ
た
。

　

復
元
さ
れ
た
本
文
が
あ
っ
て
の
訓
読
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
万
人
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
の
凡
例
の
第
一
に
も
、﹁
五
風
土
記
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
最
善
の
写

本
を
尊
重
し
た
本
文
を
校
訂
し
て
示
し
、
奈
良
時
代
語
に
よ
る
訓
読
文
を
復
元
し
て
提
供
す
る
﹂
と

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
の
構
成
と
し
て
訓
読
文
を
ま
ず
示
す
の
は
、
復
元
本
文
と
訓
読
文
に

対
す
る
著
者
ら
の
新
た
な
認
識
に
よ
る
も
の
と
推
察
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
復
元
さ
れ
た
本
文
よ

り
も
訓
読
文
を
ま
ず
提
示
す
る
と
い
う
新
た
な
体
裁
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
み
を
特
記
し

て
お
く
。

　

さ
ら
に
、
形
式
上
の
特
徴
を
挙
げ
よ
う
。
そ
れ
は
、
訓
読
文
も
本
文
も
底
本
の
一
行
分
の
と
こ
ろ

で
必
ず
改
行
し
、
底
本
の
行
頭
に
通
し
番
号
を
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
底
本
の
配
行
を
基
準
と

し
た
通
し
番
号
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
何
気
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
テ
キ
ス
ト

3
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と
し
て
果
た
す
そ
の
意
義
は
大
き
い
。

　

そ
れ
は
、
通
し
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
典
と
な
っ
て
い
る
底
本
の
写
本
の
姿

に
常
に
思
い
を
致
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
古
典
に
は
必
ず
原
典
が
あ
る
。
活
字
に
お
こ
さ

れ
て
出
来
上
が
っ
た
本
ば
か
り
を
見
て
い
る
と
、
こ
の
原
典
を
と
も
す
る
と
置
き
去
り
に
し
て
し
ま

う
可
能
性
も
孕
ん
で
い
る
。
特
に
学
生
の
よ
う
な
若
者
の
場
合
、
今
見
て
い
る
そ
の
活
字
の
文
面
が

風
土
記
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
錯
覚
を
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
が
、
無
自
覚
に
そ
の
よ
う
な
認
識

が
行
わ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
の
あ
る
世
界
か
ら
、
常
に
、
底
本
の
写
本
が
原
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
思
い
を
致
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ま
で
の
テ
キ
ス
ト
と
は
全
く
一
線
を
画
す
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
点
を
も
っ
て
言
え
ば
、
今
後
古
典
の
テ
キ
ス
ト
が
向
か
う
べ
き
方
向
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と

も
い
え
よ
う
。
た
か
が
通
し
番
号
で
あ
る
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
学
界
の
共
通
の
テ
キ
ス
ト
と
な
る

な
ら
ば
、
国
名
と
番
号
を
示
せ
ば
ど
の
部
分
の
本
文
を
問
題
と
し
て
い
る
か
が
一
目
瞭
然
と
な
り
、

研
究
の
便
宜
が
図
れ
よ
う
。

　

上
代
文
学
に
お
い
て
通
し
番
号
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
研
究
の
便
宜
が
図
れ
た
最
初
の
も
の

は
、
萬
葉
集
に
つ
け
ら
れ
た
国
歌
大
観
番
号
で
あ
る
。
松
下
大
三
郎
氏
ら
に
よ
っ
て
一
九
〇
一
年
～

一
九
〇
三
年
に
刊
行
さ
れ
て
以
来
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
注
釈
や
研
究
は
な
い
。
番
号
を
示
す
だ
け
で

ど
の
和
歌
な
の
か
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
利
便
性
は
計
り
知
れ
な
い
。

　

こ
れ
に
倣
っ
て
日
本
古
代
史
研
究
の
分
野
で
は
、
神
道
大
系
﹃
新
撰
姓
氏
録
﹄(

注
３)
に
載
っ
て
い

る
一
一
八
二
氏
に
対
し
て
通
し
番
号
を
振
っ
て
い
る
。
こ
の
姓
氏
録
番
号
は
、
田
中
卓
著
作
集
第
九

巻
所
収
の
﹁
新
校
・
新
撰
姓
氏
録
﹂(

注
４)

の
本
文
に
も
付
さ
れ
、同
時
に
本
系
の
文
の
﹁
同
祖
﹂﹁
同
氏
﹂

と
記
さ
れ
た
氏
姓
に
も
付
け
ら
れ
、
利
用
者
の
便
宜
を
計
っ
て
い
る
。
新
撰
姓
氏
録
の
校
訂
本
は
佐

竹
有
清
氏
の
﹃
新
撰
姓
氏
録
の
研
究　

本
文
篇
﹄(

注
５)�

が
流
布
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
録
番
号
は
論

文
や
注
釈
書
に
あ
ま
り
記
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
研
究
の
利
便
性
が
高
い
こ
と
は
、
誰
も

が
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
の
校
訂
方
針
は
﹁
底
本
を
で
き
る
だ
け
尊
重
し
、
原
文
の
様
態

を
復
原
す
る
よ
う
努
め
﹂(

注
６)

る
こ
と
で
あ
り
、
先
に
示
し
た
あ
と
が
き
に
も
﹁
最
善
の
写
本
に
も

と
づ
い
て
、
恣
意
的
な
改
変
を
避
け
な
が
ら
﹂、﹁
信
頼
で
き
る
本
文
を
示
す
﹂
と
あ
る
。
五
風
土
記

の
う
ち
常
陸
国
風
土
記
の
底
本
は
菅
政
友
本
︵
茨
城
県
立
歴
史
館
蔵
︶
で
あ
る
が
、
常
陸
国
風
土
記

に
つ
い
て
は
拙
稿
に
﹁
常
陸
国
風
土
記
四
本
集
成
︵
上
︶・
︵
中
︶・
︵
下
︶﹂(

注
７)

が
あ
り
、
こ
れ
は

菅
政
友
本
の
一
行
分
を
基
準
と
し
て
作
成
し
て
お
り
、
下
部
に
通
し
番
号
を
振
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
の
常
陸
国
風
土
記
の
校
合
本
に
は
拙
稿
が
集
成
し
た
諸
本
が
す
べ
て
含
ま
れ
、

そ
の
姿
も
一
見
し
て
わ
か
る
。
今
後
の
風
土
記
研
究
に
、
四
本
集
成
が
役
立
つ
こ
と
を
願
わ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。

　　
　

四　

底
本
尊
重
の
校
訂
方
針

　

先
に
校
訂
に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
こ
の
校
訂
の
あ
り
方
つ
ま
り
、
本
文
の
復
元
の

し
か
た
に
つ
い
て
も
山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
に
は
特
徴
が
あ
る
。
あ
と
が
き
に
は
﹁
あ
る
べ
き
本
文
や

解
釈
を
随
所
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
自
負
し
て
い
る
﹂
と
記
さ
れ
る
。
あ
る
べ
き
本
文
と
は
、

山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
の
言
葉
を
借
り
て
表
現
す
れ
ば
、﹁
最
善
の
写
本
に
も
と
づ
い
て
﹂、﹁
底
本
を

で
き
る
だ
け
尊
重
し
﹂、﹁
恣
意
的
な
改
変
を
避
け
な
が
ら
﹂、﹁
原
文
の
様
態
を
復
原
す
る
よ
う
努
め

た
﹂
結
果
で
き
た
﹁
信
頼
で
き
る
本
文
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
こ
で
い
う
原
文
と
は
、
奈
良
時
代
に
作
ら
れ
た
風
土
記
そ
の
も
の
の
原
文
で
は
な
く
、
最
善
の

写
本
の
本
文
で
可
能
な
限
り
訓
む
こ
と
の
で
き
る
文
の
こ
と
を
指
す
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
理
解
が

正
し
け
れ
ば
、
山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
が
訓
読
文
を
先
に
掲
載
す
る
構
成
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
底
本

に
記
さ
れ
て
い
る
写
本
の
本
文
で
、
い
か
に
訓
読
で
き
る
か
を
最
優
先
に
考
え
、
校
訂
し
た
結
果
な

の
で
あ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。
恐
ら
く
、
そ
う
し
て
導
か
れ
た
文
が
奈
良
時
代
の
風
土
記
原
文
に
最

も
近
い
と
の
考
え
か
ら
行
わ
れ
た
校
訂
方
法
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
試

み
で
あ
る
こ
と
は
特
筆
さ
れ
よ
う
。

　

惜
し
む
ら
く
は
、
底
本
の
文
字
を
改
訂
す
る
場
合
の
校
異
や
校
訂
経
路
が
簡
略
な
こ
と
で
あ
る
。

一
口
に
﹁
文
脈
な
ど
に
よ
っ
て
﹂(

注
８)

校
訂
す
る
と
言
っ
て
も
、
校
合
に
用
い
た
刊
本
に
こ
れ
ま
で

の
注
釈
書
を
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
採
用
し
た
注
釈
書
を
明
記
す
る
親
切

さ
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

校
訂
に
関
し
て
は
、
昨
年
発
刊
さ
れ
た
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
﹃
風
土
記
﹄
も
、
古
い
写
本
が
底
本
と
な
っ

4
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て
い
る
出
雲
国
風
土
記
と
播
磨
国
風
土
記
に
つ
い
て
は
﹁
可
能
な
範
囲
で
底
本
の
形
態
及
び
字
体
を

尊
重
し
て
生
か
す
こ
と
に
努
め
た
﹂(

注
９)

と
あ
る
。
し
か
し
、
校
異
の
注
記
は
な
い
た
め
、
底
本
や

諸
本
と
本
書
を
校
合
し
な
い
と
そ
の
生
か
さ
れ
た
形
態
や
字
体
は
わ
か
ら
な
い
。
因
み
に
、
そ
の
他

の
三
つ
の
国
の
風
土
記
の
校
訂
は
、﹁
可
能
な
範
囲
で
旧
態
を
求
め
る
努
力
を
し
た
﹂(

注
10)

と
あ
る
。

本
書
に
つ
い
て
は
荊
木
美
行
氏
の
詳
し
い
書
評
が
あ
る
。(

注
11)

　

近
刊
の
両
書
に
共
通
す
る
校
訂
態
度
は
、
底
本
と
し
て
選
ん
だ
写
本
を
尊
重
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
じ
〝
尊
重
〞
と
い
っ
て
も
そ
の
あ
り
方
の
実
態
は
同
一
で
は
な
い
が
、

こ
こ
で
は
校
訂
の
基
本
姿
勢
と
し
て
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　　
　

五　

校
異
の
示
し
方

　　

底
本
か
ら
の
本
の
改
訂
や
異
同
の
示
し
方
に
つ
い
て
言
え
ば
、
４
の
神
道
大
系
﹃
風
土
記
﹄
が
顕

著
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
校
異
注
を
、
底
本
を
校
訂
す
る
場
合
に
示
す
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る

山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

先
に
も
触
れ
た
が
、
神
道
大
系
﹃
風
土
記
﹄
に
は
訓
み
下
し
文
も
現
代
語
訳
も
注
釈
も
な
い
、
ま

さ
し
く
校
訂
本
文
と
校
異
の
み
を
記
す
校
訂
本
で
あ
る
。
そ
の
校
訂
は
、
田
中
氏
が
持
っ
て
い
る
、

校
訂
に
対
す
る
独
自
の
見
解
に
よ
っ
た
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
。
氏
の
独
自
の
見
解
と
は
、
底
本
の

選
定
の
し
か
た
と
諸
本
と
の
異
同
の
示
し
方
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
行
の
校
訂
諸
本
の
な
か
で
最
も

優
れ
た
と
思
わ
れ
る
校
訂
本
を
底
本
と
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
諸
本
に
異
同
の
あ
る
字
句
と
、
底
本

を
改
訂
し
た
字
句
を
一
目
瞭
然
に
判
別
で
き
る
よ
う
に
﹁
○

﹂
印
と
﹁
●

﹂
印
で
区
別
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
校
訂
の
慣
習
を
あ
え
て
退
け
た
方
法
を
採
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
凡
例

(

注

12)

や
神
道
大
系
所
収
の
﹃
新
撰
姓
氏
録
考
証
﹄
の
解
題

(

注
13)

に
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
古

写
本
を
実
際
に
閲
覧
し
、
古
典
の
校
訂
に
関
与
さ
れ
た
著
者
の
経
験
と
学
問
へ
の
真
摯
な
姿
勢
か
ら

導
き
出
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
見
識
で
あ
る
。
一
方
、
底
本
に
選
ば
れ
る
側
か
ら
言
え
ば
、
最
も
優
れ
た

校
訂
本
と
し
て
選
ば
れ
た
と
し
て
も
、
校
訂
者
と
し
て
は
自
分
が
作
成
し
た
校
訂
本
が
、
後
に
他
の

研
究
者
に
よ
る
校
訂
本
作
成
の
た
め
の
言
わ
ば
た
た
き
台
に
な
る
よ
う
な
底
本
と
し
て
使
わ
れ
る
こ

と
に
快
く
承
諾
す
る
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
の
推
察
は
想
像
に
難
く
な
い
。
が
、

快
諾
を
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
校
訂
の
あ
り
方
を
打
ち
出
し
実
行
さ
れ
た
田
中
氏
と
と
も

に
、
神
道
大
系
﹃
風
土
記
﹄
の
底
本
に
な
る
こ
と
を
快
諾
し
た
諸
本
の
著
者
ら
に
心
か
ら
の
敬
意
を

表
し
た
い
。
校
訂
本
ど
う
し
の
相
違
を
明
示
し
、
本
文
批
判
を
中
心
と
し
た
研
究
の
た
め
の
校
訂
本

が
神
道
大
系
﹃
風
土
記
﹄
で
あ
る
。
な
お
、
研
究
者
向
け
の
テ
キ
ス
ト
の
校
異
の
示
し
方
に
つ
い
て

は
拙
稿
で
も
触
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。(

注
14)

　

本
文
改
訂
に
つ
い
て
山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
と
対
照
的
な
の
が
、６
の
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
風
土
記
﹄

︵
以
下
、
大
系
本
﹃
風
土
記
﹄
と
い
う
。︶
で
あ
る
。
大
系
本
﹃
風
土
記
﹄
は
、
例
え
ば
常
陸
国
風
土

記
の
校
訂
で
﹁
近
世
唯
一
の
校
訂
板
本
で
あ
る
西
野
宣
明
の
訂
正
常
常
陸
国
風
土
記
の
本
文
が
殆
ど

そ
の
ま
ま
に
踏
襲
せ
ら
れ
て
い
る
現
状
を
打
破
す
る
に
努
め
た
﹂(

注
15)

と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
積
極
的
な
意
改
が
見
ら
れ
、
そ
の
姿
勢
は
山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
と
は
異
な
る
。
ま
た
、

校
合
や
改
訂
の
経
緯
は
、
五
風
土
記
は
脚
注
に
、
逸
文
は
頭
注
に
丁
寧
に
記
さ
れ
る
。
５
の
日
本
古

典
選
﹃
風
土
記
﹄
の
初
版
で
あ
る
日
本
古
典
全
書
﹃
風
土
記
﹄
も
凡
例
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
﹁
原

文
決
定
の
由
来
を
詳
記
﹂
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
校
異
注
を
、
底
本
を
校
訂
す
る
場

合
に
示
す
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
最
も
、山
川
本
﹃
風

土
記
﹄
は
、
こ
れ
ま
で
の
注
釈
や
研
究
に
対
し
て
﹁
必
ず
し
も
十
全
な
本
文
が
提
供
さ
れ
て
き
た
と

は
言
い
が
た
い
﹂(

注
16)

と
考
え
る
こ
と
か
ら
出
発
し
完
成
さ
れ
た
﹁
共
同
研
究
﹂(

注
17)

の
成
果
で

あ
る
の
で
、
従
来
、
本
文
テ
キ
ス
ト
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
大
系
本
﹃
風
土
記
﹄
と

対
照
的
な
姿
を
呈
し
て
い
る
の
も
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
が
そ
う
い
っ
た
シ
ン
プ
ル
な
校
異
の
示
し
方
を
と
る
に
至
っ
た
の
は
、

﹁
最
善
の
写
本
を
尊
重
し
た
本
文
を
校
訂
﹂(

注
18)

す
る
こ
と
を
第
一
の
方
針
と
し
た
校
訂
態
度
か
ら

導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。﹁
新
し
い
研
究
成
果
を
反
映
﹂� (

注
19)

さ
せ
た
著
書
で
あ

る
の
で
、
従
来
と
の
違
い
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
、
何
を
記
載
す
べ
き
か
の
検
討
を
重
ね
た
結
果
、

シ
ン
プ
ル
な
校
異
注
と
な
っ
た
と
理
解
す
る
。
し
か
し
、
際
立
っ
た
シ
ン
プ
ル
さ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

各
風
土
記
単
位
で
地
道
に
進
め
ら
れ
、
積
み
上
げ
ら
れ
、
ま
た
果
敢
に
挑
ん
で
き
た
近
世
以
来
の
諸

注
釈
書
や
校
訂
本
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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六　

復
元
さ
れ
る
原
文

　　

山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
の
校
訂
方
法
に
つ
い
て
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
原
文
の
復
元
を
行
う

場
合
に
、
何
を
目
指
し
て
復
元
す
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
を
も
提
起
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
風
土
記
の
書
か
れ
た
奈
良
時
代
の
原
文
そ
の
も
の
を
目
指
し
て
復
元
し
て
い
る
の
か
、
伝

播
祖
本
の
本
文
の
復
元
を
目
指
し
て
い
る
の
か
、
底
本
の
本
文
そ
の
も
の
を
読
め
る
よ
う
に
復
元
し

て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
文
復
元
の
た
め
の
こ
れ
ま
で
の
校
訂
は
、
上
記
の
そ
れ
ぞ

れ
を
個
別
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
一
連
の
も
の
と
し
て
理
解
し
て
行
わ
れ
て
き
た
で
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
恐
ら
く
、
底
本
の
本
文
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
訓
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
通
し
て

伝
播
祖
本
の
姿
を
考
え
、
さ
ら
に
伝
播
祖
本
の
そ
の
姿
を
通
し
て
奈
良
時
代
に
成
立
し
た
も
と
も
と

の
原
文
を
考
え
る
の
が
、
校
訂
者
の
頭
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
見
方

で
考
え
る
な
ら
ば
、
山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
は
現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
写
本
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
に

重
点
が
置
か
れ
た
校
訂
と
言
え
る
。(

注
20)�

底
本
の
写
本
に
忠
実
で
あ
る
た
め
に
は
、
写
本
を
確
認
で

き
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
風
土
記
の
本
文
の
再
建
に
お
い
て
は
、
逸
文
の
な
か
の
残
存
本
文
を
一
異
本
と
し
て
扱
い
、

さ
ら
に
逸
文
所
収
文
献
の
影
印
本
等
に
よ
る
確
認
を
通
し
て
本
文
の
原
姿
を
求
め
る
こ
と
の
重
要
性

も
説
か
れ
る
。
︵
注
21
︶�

本
文
の
復
元
に
は
写
本
で
文
字
を
確
認
す
る
こ
と
が
や
は
り
重
要
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
た
び
八
木
書
店
よ
り
﹃
新
天
理
図
書
館
善
本
叢
書�

第
一
巻�

古
事
記
道
果
本�

播

磨
国
風
土
記
﹄︵
二
〇
一
六
年
二
月
︶
が
発
刊
さ
れ
た
。
こ
れ
に
て
、
第
一
期
の
﹁
国
史
古
記
録
﹂
の

全
六
巻
が
完
結
し
た
。
収
め
ら
れ
て
い
る
播
磨
国
風
土
記
の
古
写
本
は
現
在
国
宝
に
指
定
さ
れ
、
こ

れ
ま
で
に
古
典
保
存
会
に
よ
る
和
綴
じ
の
影
印
本
︵
一
九
二
七
年
三
月
︶
や
、
﹃
天
理
図
書
館
善
本

叢
書�

和
書
之
部�

第
一
巻
︵
古
代
史
籍
集
︶
﹄︵
一
九
七
二
年
七
月
︶
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
が
、
今
回

は
カ
ラ
ー
版
で
あ
る
の
で
、
ど
の
よ
う
な
巻
子
本
で
あ
る
の
か
等
状
態
が
よ
く
わ
か
り
、
研
究
者
に

と
っ
て
は
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
。
た
だ
、
古
典
保
存
会
影
印
本
で
は
確
認
で
き
た
文
字
が
今
回
の

カ
ラ
ー
版
で
は
判
読
困
難
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
う
ち
主
な
一
六
か
所
に
つ
い
て

は
解
題
の
な
か
で
示
さ
れ
て
い
る
。︵
注
22
︶
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
対
比
さ
せ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
、

古
典
を
保
存
し
後
世
に
伝
え
る
重
要
さ
を
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
も
あ
れ
、
近
年
の

印
刷
技
術
の
進
展
に
伴
い
、
よ
り
原
典
の
写
本
に
近
い
姿
で
の
影
印
本
の
刊
行
が
盛
ん
と
な
り
つ
つ

あ
り
、
八
木
書
店
で
は
第
二
期
と
し
て
﹁
古
辞
書
﹂
の
刊
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。　
　

　
　

　
　

七　

望
ま
れ
る
テ
キ
ス
ト

　　

影
印
本
の
こ
う
い
っ
た
現
況
と
本
稿
で
述
べ
て
き
た
風
土
記
の
テ
キ
ス
ト
の
現
状
を
合
わ
せ
て
考

え
る
と
、
古
典
を
伝
え
る
た
め
に
望
ま
れ
る
姿
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
は
、
一
つ
は
、
現
今
行
わ
れ
て
い
る
影
印
本
の
刊
行
が
古
典
の
伝
承
に
大
き
な
役
割
を
果
た

す
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
影
印
本
は
古
典
の
基
礎
的
研
究
に
と
っ
て
は
必
要
不
可
欠
の
も

の
で
あ
る
が
、
研
究
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
古
典
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
広
く
一
般
の
目
に
触
れ
る

よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
大
い
な
る
価
値
が
あ
る
。
現
在
出
版
さ
れ
て
い

る
テ
キ
ス
ト
が
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
活
字
に
お
こ
さ
れ
た
古
典
の
内
容
で
あ
り
、
今
に
伝
わ
っ

た
古
典
そ
の
も
の
の
姿
で
は
な
い
。
筆
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
そ
の
当
時
の
言
葉
と
文
字
が
、
人
の
手

に
よ
っ
て
写
さ
れ
て
は
伝
え
ら
れ
、
幾
時
代
を
も
経
て
今
に
伝
わ
っ
た
の
が
古
典
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
あ
り
、
個
々
の
写
本
は
こ
の
世
で
た
っ
た
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
何
千
何
万
部
と
印
刷
を
す
る
今

の
出
版
事
情
と
は
全
く
違
う
。
そ
の
た
っ
た
一
つ
の
写
本
に
認
め
ら
れ
た
筆
の
文
字
を
広
く
一
般
に

容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
環
境
が
作
ら
れ
る
こ
と
は
、
古
典
本
来
の
姿
を
自
然
と
認
知
し
、

日
本
民
族
の
文
化
・
精
神
遺
産
と
し
て
の
古
典
を
享
受
し
や
す
く
な
る
こ
と
に
繋
が
る
だ
ろ
う
。
若

い
世
代
の
目
に
も
触
れ
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
と
な
れ
ば
さ
ら
に
受
け
入
れ
や
す
く
な
り
、
若
者
の
古

典
に
対
す
る
受
け
止
め
方
も
変
わ
っ
て
こ
よ
う
。
山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
の
表
紙
が
古
写
本
の
カ
ラ
ー

写
真
を
掲
載
し
て
い
る
の
は
、写
本
の
姿
を
広
く
目
に
触
れ
る
機
会
を
作
っ
た
と
言
え
る
。
こ
う
い
っ

た
こ
と
が
、
国
民
全
体
で
古
典
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

も
う
一
つ
は
、
研
究
者
向
け
の
テ
キ
ス
ト
と
一
般
向
け
の
テ
キ
ス
ト
を
も
っ
と
明
確
に
分
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
新
編
全
集
本
﹃
風
土
記
﹄
は
読
者
層

を
一
般
に
も
広
げ
、
見
開
き
二
ペ
ー
ジ
に
本
文
・
訓
み
下
し
文
・
現
代
語
訳
・
頭
注
を
載
せ
る
形
式

で
作
ら
れ
て
い
る
た
め
、
紙
幅
の
都
合
で
本
文
文
字
を
改
訂
し
た
場
合
の
校
訂
経
路
が
示
さ
れ
な
い

な
ど
、
研
究
の
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
残
念
な
形
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
著
者
の
最
新
の
研

6
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究
成
果
が
盛
り
込
ま
れ
た
内
容
が
含
ま
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
版
事
情
に
よ
っ
て
研
究
成
果
の

全
容
を
提
示
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
庫
本
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
を
解
消
す
る
に
は
、
研

究
を
目
的
と
し
た
も
の
と
古
典
に
親
し
む
た
め
の
も
の
と
を
分
け
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う

か
。
同
じ
著
者
で
あ
っ
て
も
狙
う
読
者
層
が
異
な
れ
ば
、
自
ず
と
本
に
盛
り
込
む
内
容
が
異
な
る
。

妥
協
点
を
見
つ
け
て
両
者
の
要
求
を
で
き
る
限
り
満
た
そ
う
と
し
て
い
る
現
状
か
ら
、
本
来
求
め
ら

れ
る
内
容
が
異
な
る
両
者
を
完
全
に
切
り
離
し
た
テ
キ
ス
ト
が
望
ま
れ
よ
う
。

　

先
に
山
川
本
﹃
風
土
記
﹄
は
研
究
者
向
け
で
あ
る
と
記
し
た
が
、
そ
れ
で
も
字
体
に
つ
い
て
は
、

旧
字
は
新
字
に
改
め
る
、
俗
字
・
異
体
字
の
類
は
通
行
の
字
体
に
改
め
る
、
と
い
う
方
針
で
で
き
て

い
る
。
出
版
さ
れ
る
校
訂
本
は
、
同
様
な
校
訂
方
針
を
た
て
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
字
体

に
つ
い
て
も
今
後
は
さ
ら
研
究
が
深
め
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
写
本
の
字
体
が
尊
重
さ

れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
舘
真
晴
氏
が
、
播
磨
国
風
土
記
の
三
條
西
家
本
の
字
体
を
木
簡
や

正
倉
院
文
書
な
ど
の
表
記
例
と
比
較
し
て
、
風
土
記
の
編
纂
当
時
の
文
字
遣
い
が
残
っ
て
い
る
可
能

性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。(

注
23)�

三
條
西
家
本
は
平
安
末
期
の
古
写
本
で
現
存
写
本
唯
一
の
祖
本

で
あ
る
。
こ
の
古
写
本
と
、
近
世
の
書
写
が
多
い
風
土
記
の
他
の
写
本
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
写
本
の
文
字
の
重
要
性
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
論
文
で
あ
り
、
復
元
本
文
を
テ
キ
ス
ト
に

ど
の
よ
う
に
提
示
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。
今
後
は
そ
う
い
っ
た
研
究
成
果
を

反
映
さ
せ
た
研
究
者
向
け
の
テ
キ
ス
ト
が
求
め
ら
れ
て
こ
よ
う
。

　

一
方
、
一
般
向
け
の
本
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
て
簡
略
統
一
し
て
、
読
者
に
わ
か
り
や
す
く
、

親
し
ま
れ
る
よ
う
に
工
夫
す
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
対
極
に
あ
る
両
者
を
結
び
付
け
る
も
の
と

し
て
、
実
態
と
し
て
の
影
印
本
の
存
在
が
重
要
と
な
ろ
う
。(

注
24)�

願
わ
く
ば
、
影
印
本
が
も
っ
と
一

般
の
目
に
触
れ
や
す
く
な
る
状
況
が
で
き
、
国
民
の
古
典
に
対
す
る
意
識
が
高
く
な
れ
ば
嬉
し
い
こ

と
こ
の
う
え
な
い
。

︵
注
︶

１　

廣
岡
義
隆
﹃
古
典
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て―

文
学
研
究
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
論―

﹄︵﹃
三
重
大

学�

日
本
語
学
文
学
﹄
第
十
七
号　

二
〇
〇
六
年
六
月
︶　

２　

廣
岡
義
隆
﹃
風
土
記
の
﹁
残
存
本
文
﹂
に
つ
い
て
﹄︵﹃
三
重
大
学　

日
本
語
学
文
学
﹄
第
十
七

号　

二
〇
〇
六
年
六
月
︶
に
、
残
存
本
文
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。

３　

神
道
大
系�

古
典
編
六
﹃
新
撰
姓
氏
録
﹄
神
道
大
系
編
纂
会　

４　

田
中
卓
著
作
集
９
﹃
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
﹄︵�

国
書
刊
行
会　

一
九
九
六
年
九
月
︶
。
田
中
氏
は
、

同
書
所
収
の
新
撰
姓
氏
録
の
校
訂
の
解
説
と
凡
例
の
な
か
で
、﹁
一
一
八
二
氏
に
つ
い
て
新
し
く
一

貫
番
号
を
振
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
、
万
葉
集
の
国
歌
番
号
の
故
知
に
な
ら
っ
た
の
で
あ
る
。﹂

と
記
さ
れ
る
。

５　

佐
竹
有
清
﹃
新
撰
姓
氏
録
の
研
究　

本
文
篇
﹄︵
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
二
年
七
月
︶

６　

同
書
の
凡
例
五
﹁
本
文
に
つ
い
て
﹂
２
の
項
。

７　

﹁
常
陸
国
風
土
記
四
本
集
成
﹂
は
、
集
成
し
た
四
本
の
う
ち
の
一
本
に
、
西
野
宣
明
が
校
訂
し

た
﹃
訂
正
常
陸
国
風
土
記
﹄
の
板
本
が
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
校
訂
本
文
に
は
、
信
太
郡
の

初
頭
に
菅
政
友
本
を
含
む
三
本
の
写
本
に
な
い
文
が
四
行
分
あ
る
。
四
本
集
成
の
番
号
は
、
そ
の

四
行
に
も
続
け
て
通
し
番
号
を
振
っ
て
い
る
︵
65
・
66
・
67
・
68
︶
の
で
、
そ
の
箇
所
か
ら
菅
政

友
本
の
行
数
番
号
と
四
番
ず
れ
て
い
る
。
拙
稿
に
は
﹁
菅
本
の
一
行
分
を
基
準
に
し
て
、
他
の
三

本
は
す
べ
て
そ
れ
に
合
わ
せ
た
。﹂
と
記
し
て
い
る
の
に
、
こ
の
箇
所
に
も
そ
の
ま
ま
続
け
て
番
号

を
振
っ
た
の
は
筆
者
の
至
ら
な
さ
で
あ
る
。
64-

1
・
64-

2
・
64-

3
・
64-

4
と
い
う
よ
う

に
厳
密
に
番
号
を
振
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
改
め
て
﹁
常
陸
国
風
土
記
四
本
集
成
︵
上
︶・

︵
中
︶・︵
下
︶﹂
を
お
使
い
い
た
だ
く
際
に
は
留
意
し
て
頂
き
た
い
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き
た
い
。

そ
し
て
、
浅
学
の
未
熟
な
る
点
を
お
詫
び
申
し
上
げ
、
風
土
記
の
基
礎
的
研
究
に
役
立
て
て
い
た

だ
き
た
い
と
切
に
願
う
も
の
で
あ
る
。

　
　

さ
ら
に
、
風
土
記
の
四
本
集
成
は
、
植
垣
節
也
氏
の
﹁
豊
後
国
風
土
記
四
本
集
成
﹂
が

一
九
八
九
年
二
月
に
﹃
風
土
記
研
究
﹄
第
八
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
豊
後
国
風
土
記
の

重
要
な
古
写
本
で
あ
る
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
は
一
般
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
一
九
九
五

年
に
朝
日
新
聞
社
よ
り
﹃
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書　

第
四
十
七
巻　

豊
後
国
風
土
記　

公
卿
補
任
﹄

で
影
印
本
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
校
本
の
意
義
は
薄
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
拙
稿

の
四
本
集
は
こ
れ
に
倣
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
改
め
て
、
植
垣
氏
の
ご
学
恩
に
心

よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

８　

同
書
の
凡
例
﹁
六
﹂―

３
に
、
底
本
の
文
字
を
改
訂
し
た
場
合
の
表
記
方
法
の
説
明
の
中
に
次

7
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の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　

︹
例
︺
甲―

乙　
　

底
本
の
﹁
乙
﹂
を
、
文
脈
な
ど
に
よ
っ
て
﹁
甲
﹂
に
校
訂
す
る
。

　
　
　
　
　

��

甲―
ナ
シ　

底
本
に
は
文
字
が
な
い
が
、
文
脈
な
ど
に
よ
っ
て
﹁
甲
﹂
を
補
う
。

９　

同
書�

上�

三
〇
二
頁
と
四
七
六
頁
。

10　

同
書�

上�

九
八
頁
、
同
書�
下�

五
二
・
一
一
四
頁
。

11　

﹁
風
土
記
の
注
釈
に
つ
い
て―
中
村
啓
信
監
修
・
訳
注
﹃
風
土
記
﹄
上
下
の
刊
行
に
よ
せ
て―

﹂

　
　

︵﹃
皇
學
館
論
叢
﹄
四
十
八
巻
第
四
号　

二
〇
一
五
年
八
月
︶

12　

同
書
、
二
七
～
三
〇
頁
。

13　

同
書
の
解
題
﹁
四
～
六
﹂
と
凡
例
、
二
四
～
四
一
頁
。

14��

四
條
畷
学
園
短
期
大
学
紀
要
第
四
八
号
︵
二
〇
一
五
年
五
月
︶

15　

同
書
の
解
説
、
二
八
頁
。

16��

同
書
の
あ
と
が
き
、
五
五
八
頁
。

17��

注
16
に
同
じ
。

18　

同
書
の
凡
例
﹁
一
﹂。

19　

注
16
に
同
じ
。

20　

橋
本
雅
之
氏
は
、﹁
三
条
西
家
本
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
校
訂
私
見―

弧
本
の
本
文
校
訂
を
考
え

る―

﹂　

︵﹃
古
代
文
芸
論
叢
﹄
所
収　

青
木
周
平
先
生
追
悼
論
文
集
刊
行
会
編
︵
株
︶
お
う
ふ
う　

二
〇
〇
九
年
一
一
月
︶
に
お
い
て
、﹁
山
川
出
版
本
が
校
訂
に
お
い
て
三
条
西
家
本
を
尊
重
す
る
こ

と
は
、
古
典
全
書
以
上
に
徹
底
し
て
い
る
﹂
と
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
﹁
そ
の
結
果
と
し
て
か
な

り
無
理
な
訓
読
を
施
し
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
﹂
と
指
摘
す
る
。

21��

廣
岡
義
隆
﹁
風
土
記
本
文
の
復
元
に
つ
い
て
﹂︵
神
田
典
城
編
﹃
風
土
記
の
表
現―

記
録
か
ら
文

学
へ―

﹄
上
代
文
学
研
究
叢
書　

風
間
書
院　

二
〇
〇
九
年
七
月
︶

22　

同
書
の
解
題　

二
九
～
三
一
頁
。

23　

﹁
三
條
西
家
本
播
磨
国
風
土
記
の
字
体
を
い
か
に
理
解
す
る
か―

木
簡
や
正
倉
院
文
書
と
の
比

較
か
ら―

﹂︵﹃
風
土
記
の
表
現　

記
録
か
ら
文
学
へ
﹄
所
収　

上
代
文
学
会
研
究
叢
書　

笠
間
書

院　

二
〇
〇
九
年
七
月
︶

24　

田
中
卓
氏
は
、﹁
文
献
史
料
の
将
来
の
在
り
方
と
し
て
、
従
来
の 

〝
校
訂
本
〞
形
式
か
ら
﹂
影

印
本
と
﹁
改
訂
本
﹂
の
両
極
に
移
行
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ

も
研
究
の
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
工
夫
で
あ
る
が
、﹁
現
行
の
校
訂
活
字
本
を
、
思
ひ
切
っ
て

読
み
や
す
く
編
集
す
る
こ
と
﹂
は
一
般
読
者
の
便
に
も
有
用
で
あ
ろ
う
。︵﹁
日
本
紀
の
天
武
天
皇

元
年
紀�

〝
改
訂
本
〞﹂
田
中
卓
著
作
集
５
﹃
壬
申
の
乱
と
そ
の
前
後
﹄︵
国
書
刊
行
会�

一
九
八
五
年

九
月
︶
所
収
︶

―

２
０
１
６
・
３
・
22
受
稿
、
２
０
１
６
・
３
・
24
受
理―
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