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Abstract : In Ancient Japanese, if one transcribes a text with the intention of making ａ

complete hand-written copy, it is difficult to make it. Judging from writing, this case is

very intersting. Because the change a Chinese character for ａ kana and the change a kana

for Chinese character and the change kana orthography are problems to know the sysytem

of writing. And the personal special quality of the writters or the special quality of the

times of the times of the language unconsciously have an effect on the writings. It is

importan七to analyse such phenomena of language.　This thesis analyse philologicaly the

change of the text.
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三
八
　
（
２
）
　
臨
摸
本
に
お
け
る
本
文
転
化
（
今
野
）

　
　
　
　
臨
摸
本
に
お
け
る
本
文
転
化

―
書
陵
部
蔵
本
『
遺
塵
和
歌
集
』
の
場
合
－

今
　
野
　
真
　
二

　
　
　
（
人
文
学
部
　
日
本
・
東
洋
文
化
コ
ー
ス
）

　
現
在
を
遡
っ
て
過
去
の
日
本
の
言
語
及
び
文
学
作
品
を
分
析
の
対
象
と
す
る
時
、
そ

し
て
そ
の
た
め
に
半
ば
必
然
的
に
文
献
資
料
に
対
峙
し
た
時
、
そ
の
資
料
が
所
謂
「
写

本
」
（
註
１
）
で
あ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
幸
い
に
し
て
自
筆
本
に
恵
ま
れ
た
場
合

は
別
に
し
て
、
多
く
の
語
学
・
文
学
研
究
が
写
本
を
扱
い
つ
つ
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の

こ
と
が
そ
れ
ら
の
分
析
過
程
に
複
雑
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
あ
る
一
つ
の
文
学
作
品

に
お
け
る
数
多
の
写
本
は
本
文
批
判
（
が
謡
可
三
巴
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
型

（
Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｅ
ｔ
ｙ
ｐ
ｕ
ｓ
）
ま
た
は
稀
に
原
形
（
〇
ｒ
ｉ
ｅ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ
　
ｆ
ｏ
ｒ
m
）
に
連
な
る
一
つ
の
系
譜
の

上
に
定
位
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
本
文
批
判
の
方
法
と
し
て
校
合
｛
Ｃ
ｏ
｝
に
に
ｏ
已

が
行
わ
れ
る
が
、
校
合
の
結
果
と
し
て
提
示
さ
れ
る
校
異
に
お
い
て
、
漢
字
と
仮
名
と

の
区
別
、
さ
ら
に
仮
名
遣
、
仮
名
字
母
の
区
別
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
か
な
ら
ず
し

も
多
く
は
な
い
。
そ
れ
は
書
写
の
過
程
に
お
い
て
、
漢
字
表
記
と
仮
名
表
記
と
の
交
替
、

仮
名
遣
・
仮
名
字
母
の
交
替
は
枚
挙
に
逞
が
な
く
、
〈
人
の
呼
吸
を
す
る
如
く
平
常
不

断
に
行
は
れ
る
も
の
〉
　
（
池
田
亀
鑑
ｎ
三
六
四
頁
）
故
と
思
わ
れ
る
。
校
合
が
、
あ
る

　
〈
底
本
を
基
準
と
す
る
異
文
の
摘
出
〉
　
（
同
一
九
九
頁
）
の
謂
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
〈
各
写
本
に
含
有
さ
れ
て
ゐ
る
す
べ
て
の
本
文
的
要
素
は
全
部
そ
の
因
数
に
分
解
せ

ら
れ
る
〉
　
（
同
）
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
述
の
ご
と
き
、
漢
字
と
仮
名
と
の
区
別
、

仮
名
遣
、
仮
名
字
母
の
区
別
等
は
〈
本
文
的
要
素
〉
と
、
ま
ま
み
な
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
に
な
る
。
確
か
に
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
は
所
謂
「
本
文
」
に
は
関
わ
ら
な
い
こ
と
が

多
い
に
は
違
い
な
い
。
〈
本
文
的
要
素
〉
で
あ
る
こ
と
は
承
知
さ
れ
て
い
て
も
、
所
謂

「
本
文
」
に
は
関
わ
ら
な
い
故
の
処
置
と
い
え
よ
う
か
。
そ
う
し
た
処
置
を
支
え
て
い

る
「
本
文
」
の
概
念
と
は
、
つ
ま
り
音
声
に
還
元
さ
れ
た
言
語
こ
そ
が
真
の
言
語
で
あ

る
、
と
い
う
考
え
方
に
多
少
な
り
と
も
結
び
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
文
字
を
言

語
に
従
属
さ
せ
る
、
あ
え
て
言
え
ば
表
記
に
つ
い
て
の
論
い
を
必
要
と
し
な
い
、
西
洋

流
の
言
語
観
に
結
果
的
に
は
根
ざ
す
も
の
と
い
え
よ
う
か
。
し
か
し
、
此
国
の
現
在
に

至
る
ま
で
の
言
語
生
活
を
み
わ
た
し
た
場
合
、
文
字
が
言
語
の
「
記
号
」
と
し
て
扱
わ

れ
て
き
た
、
と
は
お
よ
そ
考
え
に
く
い
状
況
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
言
語
分
析
の
モ
デ
ル

は
、
そ
の
言
語
に
よ
る
言
語
生
活
と
自
然
に
添
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

と
す
れ
ば
、
文
字
（
表
記
）
に
今
少
し
意
を
用
い
る
「
校
合
」
と
い
う
も
の
が
存
在
し

て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
文
学
的
観
点
か
ら
の
「
本
文
」
的
要
素
と
言
語
学
的
観
点
か

ら
の
〈
本
文
的
要
素
〉
は
自
ら
異
な
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
書
写
行
為
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
写
本
の
中
に
臨
摸
本
が
あ
る
。
〈
原

本
の
上
に
薄
様
の
料
紙
を
あ
て
〉
（
池
田
亀
鑑
Ｉ
五
九
頁
）
る
影
写
本
と
と
も
に
こ
の

臨
摸
本
は
機
械
的
な
複
製
手
段
の
存
し
な
い
時
代
に
あ
っ
て
、
複
製
本
製
作
の
方
途
で

あ
っ
た
。
当
然
の
ご
と
く
〈
臨
摸
は
普
通
の
転
写
に
比
し
て
、
本
文
の
純
粋
性
を
保
持

す
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
〉
　
（
同
九
二
頁
）
が
、
一
方
〈
如
何
に
忠
実
な
臨
摸
で
あ
る

に
せ
よ
、
結
局
臨
摸
以
上
の
も
の
で
は
な
い
〉
と
い
え
る
。
影
写
と
は
異
な
り
、
臨
摸

本
に
お
い
て
は
書
写
原
本
は
一
旦
書
写
者
に
よ
っ
て
読
み
解
か
れ
る
。
そ
れ
を
原
本
に

則
り
、
再
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
書
写
者
の
〈
時
代
的
特
性
〉
と

　
〈
個
人
的
特
性
〉
　
（
同
）
が
介
在
し
よ
う
。
こ
れ
ら
を
ま
っ
た
く
払
拭
す
る
こ
と
は
お

そ
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
故
に
臨
摸
本
に
お
い
て
誤
謬
が
み
ら
れ
た
場
合
、
ま
た
書

写
原
本
と
の
異
な
り
が
見
い
だ
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
ら
は
書
写
者
の
〈
時
代
的
特
性
〉

と
〈
個
人
的
特
性
〉
に
帰
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
ま
ず
で
き
よ
う
。
そ
し
て
言
語

学
的
な
観
点
か
ら
そ
れ
ら
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
ほ
ど
か
の
こ
と
が
ら
を
語
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

一
　
資
料
に
つ
い
て

公
卿
伝
来
の
文
庫
と
し
て
近
衛
家
陽
明
文
庫
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
秘
庫
で
あ
る
冷
泉



家
時
雨
亭
文
庫
が
公
開
さ
れ
、
秘
籍
の
数
々
が
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
』
（
以
下
「
叢

書
」
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
始
め
た
こ
と
は
ま
さ
に
あ
り
か
た
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら

に
基
づ
く
文
学
研
究
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。
「
叢
書
」
第
一
期
第
一
巻
（
藤
原
俊

成
筆
）
『
古
来
風
鉢
抄
』
に
附
載
の
「
月
報
□
（
山
本
信
吉
「
冷
泉
家
本
の
概
観
」
）

で
は
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
の
特
色
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
国
語
学
的
資
料
と
し
て
の

価
値
も
ま
た
計
り
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
今
般
こ
の
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
の
諸
本
が

公
開
さ
れ
る
ま
で
は
、
宮
内
庁
１
　
陵
部
に
蔵
さ
れ
て
い
る
写
本
が
拠
る
べ
き
本
文
と
さ

れ
て
い
た
文
学
作
品
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
既
刊
「
叢
書
」
の
各
巻
の
解
題
を
一
読

す
れ
ば
す
ぐ
に
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
を
〈
忠
実
に
模
写

し
た
伝
本
に
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
が
知
ら
れ
る
〉
　
（
巻
七
『
平
安
中
世
私
撰
集
』
所

収
『
遺
塵
和
歌
集
』
に
つ
い
て
の
赤
瀬
信
吾
解
題
二
九
頁
）
や
〈
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本

は
、
こ
の
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
を
親
木
と
す
る
極
め
て
忠
実
な
転
写
本
で
あ
り
〉
　
（
巻
六

『
続
後
撰
和
歌
集
　
為
家
歌
学
』
所
収
『
続
後
撰
和
歌
集
』
に
つ
い
て
の
佐
藤
恒
雄
解

題
六
頁
）
と
い
っ
た
表
現
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
書
陵
部
以
外
に
も
冷
泉
家

時
雨
亭
文
庫
蔵
本
の
転
写
本
が
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
そ
れ
は
当
該
文

庫
本
が
各
時
代
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
物
語
る
が
、
こ
こ
で
は
叙
上
の

関
係
に
あ
る
と
目
さ
れ
て
い
る
当
該
文
庫
本
と
宮
内
庁
書
寮
部
蔵
本
と
を
表
記
に
も
目

を
配
り
つ
つ
、
校
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
幾
つ
か
の
問
題
を
提
示
し
た
い
と
思
う
。
具

体
的
に
は
『
遺
塵
和
歌
集
』
を
一
つ
の
事
例
と
し
て
採
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
遺
塵
和
歌
集
』
（
註
２
）
（
以
下
冷
泉
家
本
）
は
前
引
の
解

題
（
二
十
九
頁
）
に
よ
れ
ば
〈
成
立
か
ら
ほ
ど
遠
く
な
い
鎌
倉
時
代
末
期
こ
ろ
の
写
本

だ
が
、
奥
書
な
ど
は
な
く
、
書
写
者
も
未
詳
〉
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
〈
宮
内
庁
書
陵

部
蔵
本
は
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
の
改
行
や
丁
移
り
ま
た
文
字
づ
か
い
な
ど
は
も

ち
ろ
ん
、
造
本
の
形
態
ま
で
も
模
し
た
も
の
で
〉
　
（
同
解
題
）
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で

は
造
本
の
形
態
に
つ
い
て
は
措
く
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
が
、
書
陵
部
蔵
本
『
遺
塵

和
歌
集
』
（
以
下
単
に
書
陵
部
蔵
本
）
を
冷
泉
家
本
の
「
複
製
本
」
た
ら
し
め
よ
う
と

の
意
志
の
も
と
に
同
本
が
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な

莞
　
（
３
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
四
巻
　
（
一
九
九
五
年
）
　
人
文
科
学

い
。
書
陵
部
蔵
本
は
、
和
歌
、
学
問
を
好
み
、
歌
書
、
物
語
類
の
蒐
集
に
も
つ
と
め
ら

れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
霊
元
天
皇
（
一
六
五
四
～
一
七
三
二
）
の
下
で
書
写
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
書
写
時
期
も
藤
本
孝
一
　
（
註
３
）
に
よ
っ
て
貞
享
二
～
三

二
六
八
五
～
六
）
年
頃
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
見
当
に
よ
り
、
以
下
冷
泉

家
本
と
書
陵
部
蔵
本
と
を
な
ら
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
中
世
期
写

本
と
近
世
期
写
本
と
の
比
較
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
は
じ
め
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
書
陵
部
蔵
本
が
冷
泉
家
本
を
可
能
な
限
り
完

全
に
模
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
模
写
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
そ

う
し
た
模
写
本
が
何
故
作
ら
れ
た
か
、
と
い
う
理
由
も
、
原
本
そ
の
も
の
の
尊
重
、
原

本
の
手
跡
の
尊
重
等
、
種
々
原
因
が
予
想
さ
れ
は
す
る
。
ま
た
一
方
に
表
記
面
に
大
幅

な
改
変
を
加
え
、
所
謂
「
本
文
」
の
み
を
「
写
す
」
場
合
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
書
写

原
本
の
何
を
（
ひ
き
）
「
う
っ
す
」
の
か
は
場
合
場
合
に
よ
っ
て
異
な
る
。
し
か
し
、

模
写
本
と
い
う
も
の
が
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
や
は
り
表
記
が
つ

ね
に
言
語
に
従
属
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
書
陵
部
蔵
本
の
そ
う
し
た
つ
よ
い
志
向
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
ご
と
く
、
〈
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
の
本
文
ば
か
り
で
な
く
、
歌
に
付
さ
れ
た
記
号
ま

で
も
忠
実
に
模
写
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
〉
　
（
解
題
三
十
頁
）
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
冷
泉
家
本
に
存
す
る
〈
角
筆
の
斜
線
や
合
点
と
、
紙
の
折
目
と
〉

は
転
写
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
同
解
題
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
角
筆

は
写
本
が
う
つ
し
得
な
か
っ
た
（
ま
た
は
う
つ
さ
な
か
っ
た
）
こ
と
が
ら
に
属
す
る
こ

と
に
な
る
。
ま
た
冷
泉
家
本
、
書
陵
部
蔵
本
を
並
べ
て
少
し
く
比
較
を
行
え
ば
明
ら
か

で
あ
る
が
、
書
陵
部
蔵
本
は
冷
泉
家
本
を
（
影
写
で
は
な
く
）
臨
摸
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
両
本
の
個
々
の
字
形
は
酷
似
す
る
が
、
書
陵
部
蔵
本
に
は
書
陵
部
蔵
本
な
り
の

筆
勢
と
筆
づ
か
い
と
が
窺
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
全
巻
を
並
べ
て
通
読

す
れ
ば
看
取
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
書
陵
部
蔵
本
の
書
き
手
は
こ
う
し
た
書
写
に
熟

達
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
書
陵
部
蔵
本
は
前
引
解
題
に
あ
る
ご
と
く
、
基

本
的
に
は
冷
泉
家
本
の
「
極
め
て
忠
実
な
転
写
本
」
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
臨
摸



昆
　
（
４
）
　
臨
摸
本
に
お
け
る
本
文
転
化
（
今
野
）

本
に
ま
ま
み
ら
れ
る
、
字
形
の
み
を
真
似
た
、
つ
ま
り
当
該
字
形
が
い
か
な
る
字
体
に

属
す
る
か
を
認
識
せ
ず
に
そ
の
字
形
の
み
を
写
し
、
結
果
と
し
て
そ
の
字
が
判
読
不
能

に
陥
る
と
い
っ
た
箇
所
が
た
だ
の
Ｉ
箇
所
も
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
書
陵
部
蔵
本
の

書
き
手
は
冷
泉
家
本
の
個
々
の
字
形
を
す
べ
て
判
読
し
、
か
つ
そ
の
字
体
に
対
し
て
冷

泉
家
本
が
用
い
て
い
る
筆
致
に
よ
り
、
う
つ
し
た
と
思
わ
れ
る
。
（
註
４
）
あ
る
字
形

を
判
読
し
、
そ
れ
を
字
体
に
還
元
す
れ
ば
、
そ
の
書
記
に
際
し
て
自
ら
の
書
き
癖
が
多

少
な
り
と
も
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
点
は

ほ
と
ん
ど
見
出
し
が
た
い
。
臨
摸
本
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
当
然
だ
と
も
も
ち
ろ
ん
い
え
よ

う
が
、
あ
え
て
書
陵
部
蔵
本
の
書
き
手
の
技
術
的
な
こ
と
が
ら
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
総

合
的
な
意
味
合
い
に
お
い
て
の
「
技
量
」
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
今
「
ほ
と
ん
ど
見
出
し
が
た
い
」
と
述
べ
た
が
、
そ
う
し
た
書
陵
部
蔵
本
の
書
き
手

な
り
の
筆
使
い
が
あ
る
に
は
あ
る
。
こ
と
が
微
に
入
り
す
ぎ
る
こ
と
を
充
分
に
承
知
し

た
う
え
で
、
そ
の
幾
つ
か
の
場
合
を
示
せ
ば
、
冷
泉
家
本
「
こ
の
人
／
＼
の
な
か
れ
も

　
　
　
　
　
　
１

／
と
の
し
つ
く
み
な
お
ち
は
て
と
（
三
オ
四
）
の
「
み
」
（
註
５
）
は
冷
泉
家
本
の
中

で
も
特
徴
的
な
直
線
的
な
く
ず
し
方
を
す
る
が
、
書
陵
部
蔵
本
は
こ
の
箇
所
で
現
行
の

仮
名
字
体
に
ち
か
い
一
般
的
な
く
み
〉
を
使
用
す
る
。
た
だ
し
こ
こ
は
仮
名
序
の
部
分

で
も
あ
り
、
ｔ
書
陵
部
蔵
本
の
書
き
手
に
ま
だ
十
全
な
「
調
子
」
が
生
じ
て
い
な
い
可
能

性
も
あ
る
。
（
註
６
）
ま
た
冷
泉
家
本
「
る
」
の
字
体
の
中
で
「
留
」
を
字
母
と
す
る

も
の
に
、
現
行
の
仮
名
に
ち
か
い
字
形
を
も
つ
も
の
と
、
漢
字
に
ち
か
い
字
形
を
も
っ

も
の
と
の
二
種
が
み
ら
れ
る
。
後
者
は
冷
泉
家
本
に
お
い
て
末
画
が
囲
み
の
外
に
て
た

か
た
ち
を
と
る
が
、
書
陵
部
蔵
本
の
書
き
手
は
囲
み
の
中
で
止
め
る
。
ま
た
冷
泉
家
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

「
よ
ひ
の
ま
ハ
き
ゝ
つ
る
も
の
か
月
影
の
／
ふ
け
し
っ
ま
れ
る
さ
を
し
か
の
こ
ゑ
」
（
二

十
九
ウ
八
・
八
十
九
番
歌
）
の
「
こ
ゑ
」
は
合
字
の
か
た
ち
を
と
る
が
、
書
陵
部
蔵
本

は
合
字
で
は
な
く
、
「
こ
」
の
第
二
画
を
書
く
。
こ
の
よ
う
に
字
母
を
等
し
く
す
る
も

の
の
字
形
に
少
異
が
み
ら
れ
る
例
、
ま
た
漢
字
の
く
ず
し
方
に
若
干
の
差
が
あ
る
例
は

み
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
と
を
こ
こ
ま
で
い
わ
ば
「
深
い
」
レ
ベ
ル
に

及
ば
せ
て
も
そ
れ
は
指
摘
し
よ
う
と
す
れ
ば
で
き
る
、
と
い
う
程
度
な
の
で
あ
る
。
稿

者
は
近
時
異
体
仮
名
レ
ベ
ル
の
用
字
法
、
す
な
わ
ち
「
仮
名
文
字
遣
」
（
註
７
）
に
関

し
て
幾
つ
か
の
報
告
を
公
表
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
「
仮
名
文
字
遣
」
の
考
察
が
つ
ね

に
「
機
能
」
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

と
も
す
れ
ば
表
面
的
な
字
の
か
た
ち
に
と
ら
わ
れ
が
ち
な
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

例
え
ば
、
等
し
く
「
奈
」
を
字
母
と
し
て
い
て
も
、
現
行
仮
名
に
ち
か
い
く
な
〉
、
回

転
し
た
末
画
を
左
側
か
ら
右
側
に
運
ぶ
、
そ
し
て
往
々
に
し
て
そ
の
途
中
で
筆
が
離
れ
、

左
右
に
点
の
ご
と
き
か
た
ち
を
と
る
〈
奈
ａ
〉
、
回
転
し
た
末
画
を
右
側
も
し
く
は
下

方
に
運
ぶ
〈
奈
ｂ
〉
と
、
視
覚
的
に
は
三
種
の
か
た
ち
の
観
察
が
可
能
で
あ
る
。
稿
者

も
拙
稿
（
一
九
九
四
）
に
お
い
て
は
、
こ
の
中
二
種
を
区
別
し
た
が
、
先
行
す
る
諸
論

考
の
中
に
こ
れ
ら
を
区
別
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
（
註
８
）
。
し
か
る
に
書
陵
部
蔵
本

の
書
き
手
は
冷
泉
家
本
の
〈
奈
ｂ
〉
を
〈
奈
ａ
〉
で
少
な
か
ら
ず
写
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
書
陵
部
蔵
本
の
書
き
手
に
と
っ
て
こ
の
〈
奈
ａ
〉
と
〈
奈
ｂ
〉
と
の
視
覚
上
の

差
異
は
問
題
に
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
三
種

が
仮
名
文
字
遣
と
し
て
の
「
機
能
」
を
担
っ
て
い
る
文
献
の
存
在
の
可
能
性
ま
で
を
も

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
も
書
陵
部
蔵
本
の
書
き
手
に
は
問
題
に
さ
れ
て

い
な
い
、
つ
ま
り
問
題
に
し
な
い
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
お
い
て
よ

い
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
書
陵
部
蔵
本
の
臨
摸
に
か
け
る
強
い
意
志
は
、
写
し
た
こ
と
、

写
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
両
面
に
お
い
て
近
世
期
の
表
記
ま
た
そ
の
他
の
こ
と
が
ら

を
教
え
て
く
れ
る
。

　
書
陵
部
蔵
本
の
書
き
手
の
書
写
に
お
け
る
技
量
、
並
び
に
複
製
本
製
作
に
か
け
る
意

志
の
っ
よ
さ
を
確
認
し
た
う
え
で
、
な
お
仮
名
字
母
の
交
替
が
指
摘
し
う
る
。
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｉ

ち
、
ａ
「
一
聾
ハ
あ
や
な
く
す
き
ぬ
ほ
と
ご

（
十
九
オ
ニ
・
五
〇
）
の
く
き
〉
は
書
陵
部
蔵
本
で
〈
支
〉
、
ｂ
「
弘
安
の
は
し
め
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

衛
関
白
家
の
わ
か
君
う
け
／
給
た
り
し
こ
ろ
か
く
う
け
た
ま
は
り
／
た
り
け
る
」
（
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

十
八
オ
三
）
の
く
り
〉
は
書
陵
部
蔵
本
で
〈
梨
〉
、
ｃ
「
な
み
た
の
み
ま
っ
こ
の
も
と

に
さ
き
た
ち
て
／
な
き
お
も
か
け
そ
あ
る
心
ち
せ
し
」
（
七
十
四
オ
・
二
六
一
）
の
〈



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

見
〉
は
書
陵
部
蔵
本
で
〈
ミ
〉
、
ｄ
「
…
…
神
か
き
の
　
い
も
せ
の
中
を
　
い
ま
し
む

る
…
…
」
（
七
十
七
ウ
六
・
二
七
二
）
の
〈
世
〉
は
書
陵
部
蔵
本
で
く
せ
〉
と
さ
れ
る
。

ｄ
は
同
一
字
母
で
あ
る
が
〈
世
〉
は
現
行
仮
名
〈
せ
〉
と
異
な
っ
た
、
「
を
」
に
ち
か

い
字
形
を
も
っ
も
の
を
さ
す
。
冷
泉
家
本
で
は
仮
名
「
せ
」
に
対
し
て
〈
世
〉
が
四
十

九
例
、
〈
せ
〉
’
が
五
十
八
例
、
〈
勢
〉
が
七
例
み
ら
れ
る
が
、
此
箇
所
以
外
は
書
陵
部

蔵
本
は
そ
の
別
に
従
っ
て
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
書
陵
部
蔵
本
の
書
き

手
が
常
用
す
る
仮
名
字
体
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
た
も
の
、
と
考
え
る
こ
と
が
も
っ
と
も
自

然
で
あ
ろ
う
が
、
ｂ
は
〈
梨
〉
が
必
ず
し
も
諸
文
献
で
頻
用
さ
れ
る
仮
名
字
体
で
は
な

い
こ
と
、
ま
た
使
用
位
置
が
行
末
で
あ
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
書
陵
部
蔵
本
の
書
き
手

の
「
技
量
」
に
結
び
つ
く
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
例
は
仮
名
字
母
の
交

替
で
あ
り
、
通
常
の
校
合
で
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。

　
　
二
　
「
本
文
」
の
異
同

　
　
次
に
所
謂
「
本
文
」
の
異
同
に
関
わ
る
箇
所
を
挙
げ
る
。
「
文
永
十
年
二
月
後
さ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
ｉ

　
の
院
の
大
祓
ハ
て
ゝ
／
人
の
し
や
う
そ
く
い
ろ
／
＼
に
は
な
や
か
な
り
／
し
に
」
（
六

　
十
七
ウ
こ
の
箇
所
「
は
て
ｘ
」
の
重
点
を
書
陵
部
蔵
本
は
脱
す
る
。
行
末
に
位
置
す

　
る
重
点
故
の
事
故
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
改
行
、
改
丁
に
際
し
て
書
写
の
事
故
が
多

　
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
『
遺
塵
和
歌
集
』
は
鎌
倉
時
代
後
半
の
高
階
家
一
門
の
詠
を
集
め
た
私
撰
集
で
春
夏

　
秋
冬
恋
雑
の
六
巻
か
ら
成
り
、
総
歌
数
二
百
七
十
四
首
、
紙
数
に
し
て
八
十
一
丁
の
小

　
歌
集
で
あ
る
が
、
末
尾
に
長
歌
二
言
と
そ
の
反
歌
一
首
を
載
せ
る
。
こ
の
高
階
家
は
本

ヽ
歌
集
の
仮
名
序
に
「
す
ゑ
の
つ
ゆ
／
わ
つ
か
に
お
と
ろ
か
し
た
に
の
こ
れ
る
ハ
だ
ゝ
／

　
在
原
の
中
将
の
ミ
な
ら
し
」
（
三
才
）
と
み
え
る
ご
と
く
、
六
歌
仙
の
一
人
で
あ
る
在

　
原
業
平
の
「
す
ゑ
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
有
し
、
『
こ
の
奇
と
も
を
』
か
き
あ
つ
め

　
て
遺
塵
和
奇
集
と
な
つ
け
て
か
の
中
将
の
古
墓
在
原
寺
に
し
て
披
講
せ
し
め
む
」
（
四

　
オ
）
と
あ
る
よ
う
に
、
業
平
と
の
関
係
を
積
極
的
に
示
す
。
と
こ
ろ
で
最
末
尾
に
位
置

　
す
る
長
歌
（
二
七
四
）
は
「
弘
安
の
こ
ろ
あ
つ
ま
へ
ま
か
り
て
侍
け
る
／
に
み
ち
の
ほ

　
四
一
　
（
５
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
四
巻
　
二
九
九
五
年
）
　
人
文
科
学

と
の
宿
／
＼
を
よ
ミ
つ
ゝ
け
／
け
る
な
か
う
た
」
と
の
詞
書
き
を
も
ち
関
東
下
向
の
際

に
途
次
の
歌
枕
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
此
長
歌
は
「
た
ひ
こ
ろ
も
　
み
や
こ

を
た
て
ハ
」
か
ら
始
ま
り
、
『
相
坂
の
』
関
の
と
」
か
ら
出
発
し
、
「
打
出
の
／
ふ
な
わ

た
り
」
「
ひ
ら
の
山
」
「
せ
た
」
「
野
ち
の
し
の
原
」
「
も
る
山
」
「
か
ｘ
み
の
山
」
「
老
そ

の
杜
」
と
歌
枕
を
点
綴
す
る
が
、
長
歌
全
体
が
「
東
下
り
」
を
主
題
に
し
、
か
つ
『
伊

勢
物
語
』
第
九
段
を
明
ら
か
に
ふ
ま
え
た
箇
所
を
含
む
こ
と
は
高
階
家
と
業
平
と
の

「
関
係
」
と
を
考
え
併
せ
た
場
合
興
味
深
い
。
此
長
歌
は
八
十
五
前
後
の
歌
枕
や
地
名

を
詠
み
込
む
が
、
終
着
地
は
「
こ
い
そ
大
い
そ
／
さ
か
み
か
は
　
か
た
せ
こ
し
こ
へ
」

で
明
ら
か
な
よ
う
に
相
模
国
鎌
倉
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
中
期
以
降
み
ら
れ
る
、
新
興
都

市
鎌
倉
へ
の
紀
行
と
い
う
一
つ
の
文
学
的
な
流
れ
に
添
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
註
９
）

そ
し
て
前
述
の
ご
と
く
、
そ
れ
ら
の
歌
枕
や
地
名
に
朱
筆
（
五
十
九
箇
所
）
と
角
筆

（
十
七
箇
所
）
と
で
合
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
長
歌
中
に
お
い
て
、
書
陵
部
蔵
本

の
書
き
手
に
他
の
箇
所
で
は
見
ら
れ
な
い
字
形
の
誤
認
と
覚
し
き
も
の
が
集
中
し
て
み

ら
れ
る
。
ま
ず
「
す
の
ま
た
く
ろ
た
　
門
な
ミ
に
　
た
っ
る
お
り
と
の
／
い
ゑ
／
＼
に

　
　
Ｉ
―

　
ふ
け
る
か
や
っ
の
　
あ
っ
だ
と
て
　
宮
ゐ
ひ
さ
し
き
／
神
か
き
に
」
の
箇
所
、
並
べ

ら
れ
た
歌
枕
か
ら
「
か
や
っ
」
は
『
六
百
番
歌
合
』
恋
部
下
に
お
い
て
「
寄
傀
儡
恋
」

の
歌
題
の
下
に
「
あ
づ
ま
ぢ
や
か
や
っ
の
は
ら
の
あ
さ
っ
ゆ
に
お
き
わ
か
る
ら
ん
そ
で

は
も
の
か
は
」
と
み
え
る
「
萱
津
原
」
（
尾
張
）
と
判
断
す
る
が
、
こ
れ
を
書
陵
部
蔵

の
　
そ
ハ
な
る
木
野
／
い
と
ｘ
を
し
」
の
箇
所
「
わ
た
う
つ
」
は
『
和
名
類
従
抄
』
参

河
國
賓
妖
（
ほ
お
）
（
後
に
「
賓
飯
」
と
誤
記
が
定
着
）
郡
の
条
に
み
え
る
「
度
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ

【
和
多
／
無
都
】
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
書
陵
部
蔵
本
の
書
き
手
は
「
わ
た
う
へ
」

と
判
断
し
て
書
記
し
た
と
思
わ
れ
る
。
（
註
さ
）
さ
ら
に
「
河
を
へ
た
つ
る
　
松
は
ら

　
Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

の
演
名
に
つ
ゝ
く
／
は
し
も
と
は
　
ま
た
め
に
と
ま
る
　
や
と
な
れ
や
」
の
「
松
は
ら
」

は
微
妙
な
字
形
で
は
あ
る
が
、
「
浜
名
」
と
「
松
原
」
と
を
結
び
つ
け
た
文
学
的
表
現

は
少
な
く
な
く
、
（
註
↑
↑
）
や
は
り
「
松
は
ら
」
が
穏
当
で
あ
ろ
う
が
、
書
陵
部
蔵
本

　
　
　
　
　
　
　
　
ｉ

の
書
き
手
は
「
松
は
し
」
と
す
る
。
歌
枕
を
点
綴
し
た
此
長
歌
に
書
陵
部
蔵
本
の
誤
写



里
　
（
６
）
　
臨
摸
本
に
お
け
る
本
文
転
化
（
今
野
）

と
い
え
そ
う
な
例
が
集
中
レ
レ
レ
と
い
っ
て
も
三
例
で
あ
る
が
Ｉ
‐
－
‐
－
し
て
い
る
理
由
の
一

つ
は
そ
の
地
名
の
点
綴
と
い
う
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
に
あ
ろ
う
。
長
歌
を
貫
く
歌
意
は

そ
れ
は
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
、
各
句
に
お
け
る
、
ま
た
各
句
を
展
開
さ
せ
る
妙
味
は
や

は
り
歌
枕
を
詠
み
込
む
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
飛
躍
と
展
開
と
を
眼
目
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
は
静
か
に
な
が
れ
る
歌
意
な
ど
と
い
う
も
の
が
む
し
ろ
見
出
し
が
た
い
の
も
当

然
で
、
い
わ
ば
文
脈
に
よ
る
支
援
が
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た

箇
所
に
お
い
て
残
念
な
が
ら
書
陵
部
蔵
本
の
書
き
手
の
存
知
の
外
な
る
歌
枕
、
地
名
の

書
写
に
関
し
て
上
手
の
手
か
ら
水
が
漏
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
例
は

書
写
に
際
し
て
本
文
転
化
が
生
じ
る
一
つ
の
か
た
ち
と
言
え
よ
う
。
臨
摸
と
い
え
ど
も

言
語
の
裏
付
け
な
く
は
あ
り
得
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
（
註
芯
）

　
ま
た
「
わ
た
う
つ
」
誤
認
に
は
そ
の
か
な
づ
か
い
が
関
わ
っ
た
と
憶
測
す
る
。
本
稿

で
は
冷
泉
家
本
を
国
語
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
は
し
て
い
な

い
が
、
書
陵
部
蔵
本
を
引
き
合
い
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
局
は
そ
う
し
た
こ
と
が
ら

も
含
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
前
述
し
た
ご
と
く
『
遺
塵
和
歌
集
』
成
立
と
冷
泉
家
本
書
写

と
の
間
に
は
そ
れ
ほ
ど
時
間
的
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
書
写

が
鎌
倉
時
代
末
期
頃
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
連
母
音
【
～
】
／
［
ｏ
巳

「
ｍ
」
も
長
音
化
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
当
時
長
音
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
語
（
た
だ
し
オ
段
音
に
ホ
ー
ヲ
が
後
続
す
る
語
は
ひ
と
ま
ず
措
く
）
を
冷
泉
家
本
が

い
か
な
る
か
な
づ
か
い
で
表
記
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
着
目
し
て
み
る
。
今
字
音
語
と

問
題
に
す
る
地
名
と
を
除
く
と
、
八
十
二
例
中
七
十
七
例
ま
で
が
長
音
部
分
を
「
ふ
」

表
記
す
る
。
こ
れ
は
、
安
田
章
（
一
九
九
四
）
で
指
摘
さ
れ
、
ま
た
拙
稿
（
一
九
九
四
）

で
も
ふ
れ
た
が
、
例
え
ば
「
下
に
か
く
ふ
」
（
『
和
歌
大
綱
』
）
、
ま
た
『
仮
名
遣
近
道
』

に
み
ら
れ
る
「
は
し
の
へ
を
書
事
」
－
―
－
こ
こ
に
一
括
さ
れ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く

動
詞
の
例
で
あ
り
、
「
へ
を
書
事
」
と
い
っ
て
も
結
局
は
終
止
形
を
中
心
に
し
て
挙
例

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
ふ
を
書
事
」
の
挙
例
を
も
か
ね
る
Ｉ
Ｉ
Ｉ
の

条
下
に
み
え
る
「
ふ
ひ
へ
此
三
つ
に
か
よ
ふ
」
（
四
段
活
用
動
詞
）
場
合
、
「
ふ
ひ
へ
の

中
の
ひ
の
字
を
除
字
」
（
下
二
段
活
用
動
詞
）
の
場
合
、
そ
し
て
「
ひ
ふ
へ
に
か
よ
は

ね
と
も
ふ
の
か
な
也
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
名
詞
類
（
た
だ
し
「
あ
ふ
く
」
を
含
む
）

と
い
っ
た
、
〈
よ
み
フ
〉
と
い
う
〈
暗
黙
の
了
解
‐
‐
－
－
伏
流
す
る
原
則
〉
　
（
安
田
章

一
九
九
四
）
が
冷
泉
家
本
の
「
ふ
」
表
記
に
は
見
事
に
は
た
ら
い
て
い
る
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
冷
泉
家
本
の
書
き
手
の
「
技
量
」
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
〈
よ
み
フ
　
こ
ゑ
ウ
〉
は
そ
れ
は
そ
れ
で
均
整
の
と
れ
た
原
則
で
あ
る
が
、
こ
と
を
和

歌
世
界
と
い
う
こ
と
に
少
し
く
絞
っ
た
場
合
、
そ
し
て
そ
の
世
界
で
の
か
な
づ
か
い
を

考
え
る
場
合
、
〈
よ
み
〉
と
く
こ
ゑ
〉
と
は
同
じ
重
さ
を
も
っ
て
そ
こ
に
存
在
す
る
の

で
は
な
い
。
〈
こ
ゑ
〉
の
仮
名
表
記
に
は
相
応
の
「
場
」
と
「
動
機
」
と
が
必
要
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
和
歌
世
界
と
な
れ
ば
や
は
り
そ
こ
は
く
よ
み
〉
の
世
界
な
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
限
定
を
つ
け
た
場
合
に
は
、
ま
ず
挙
げ
る
べ
き
「
原
則
」
は
く
よ
み
フ

〉
で
あ
り
、
「
非
〈
よ
み
〉
」
に
対
し
て
〈
ウ
〉
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
以
下
の
考
え
を
進
め
る
。
そ
の
原
則
下
に
あ
っ
て
な
お
「
ふ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

で
は
な
く
「
う
」
で
表
記
さ
れ
た
の
は
、
「
ま
う
つ
（
詣
）
」
（
四
オ
四
・
十
七
オ
ー
）

　
　
　
　
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

と
「
つ
か
う
ま
つ
る
」
（
九
才
六
・
十
二
ウ
四
）
「
ま
て
の
こ
う
ち
と
の
」
（
七
十
三
ウ

五
）
の
三
語
五
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
語
が
こ
の
ま
ま
古
典
か
な
づ
か
い
に
合
致
す
る

こ
と
、
ま
た
和
歌
の
詞
書
き
に
は
み
ら
れ
て
も
直
接
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
語

で
は
な
い
こ
と
、
『
仮
名
文
字
遣
』
に
挙
例
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
興
味
深
い
が
そ
れ

に
つ
い
て
は
今
は
措
く
。
こ
こ
で
は
「
ふ
」
表
記
が
大
勢
を
占
め
る
こ
と
が
確
認
で
き

れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
歌
枕
・
地
名
を
詠
み
込
ん
だ
当
該
長
歌
忙
目
を
移
す
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
　
　
　
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

こ
こ
に
「
か
ま
う
（
蒲
生
）
」
「
わ
た
う
つ
」
「
を
う
わ
た
（
大
和
田
）
」
「
さ
か
う
（
酒

匂
）
」
と
四
例
、
長
音
を
「
う
」
表
記
し
た
と
覚
し
き
例
が
並
ぶ
。
こ
こ
で
一
々
の
地

名
に
つ
い
て
当
期
長
音
化
し
て
い
た
こ
と
の
証
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
今
そ
の
手
続
き

を
省
く
。
こ
れ
ら
は
地
名
故
、
そ
も
そ
も
か
な
づ
か
い
と
い
う
こ
と
が
ら
の
埓
外
で
あ
っ

た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
た
と
え
地
名
で
あ
っ
て
も
平
安
期
以
来
の
歌
枕
で
あ
り
、

和
歌
に
繰
り
返
し
詠
み
込
ま
れ
て
き
た
地
名
で
あ
れ
ば
そ
こ
に
は
落
ち
着
く
べ
き
「
か

た
ち
」
が
あ
ろ
う
が
、
こ
の
四
例
に
は
「
蒲
生
（
野
）
」
を
除
い
て
は
そ
う
し
た
「
実

績
」
は
な
か
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
「
う
」
表
記
が
集
中
し
て
み
ら
れ
る
理
由



の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
わ
た
う
つ
」
は
前
掲
の
ご
と
く
『
和
名
類
従
抄
』
に
は

「
和
多
無
津
」
と
あ
り
、
第
三
拍
撥
音
化
し
て
い
た
時
期
も
あ
る
い
は
あ
っ
た
か
と
思

わ
れ
る
が
中
世
期
に
長
音
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
註
芯
）
が
、
そ
れ
を
か
な
表

記
す
る
場
合
、
い
か
な
る
か
な
を
用
い
る
べ
き
か
に
つ
い
て
落
ち
着
く
べ
き
「
か
た
ち
」

が
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
。
「
酒
匂
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
、

　
〈
よ
み
フ
〉
で
は
な
い
か
た
ち
で
長
音
を
表
記
す
る
い
ま
一
つ
の
表
記
「
う
」
を
配
し

た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
ら
も
冷
泉
家
本
の
書
き
手
の
技
量
を
物

語
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
四
つ
の
地
名
に
関
し
て
、
書
記
者
に
は
漢
字
表
記
の
裏

付
け
が
な
か
っ
た
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
当
該
長
歌
を
み
わ
た
す
と
、
和
歌

の
表
記
の
常
と
し
て
さ
し
て
漢
字
を
交
え
な
い
に
し
て
も
、
「
相
坂
」
「
打
出
」
「
小
野
」

「
演
名
」
「
池
田
」
「
山
口
」
「
嶋
田
」
「
原
中
」
と
漢
字
表
記
も
み
え
、
漢
字
仮
名
の
交

ぜ
書
き
も
少
な
か
ら
ず
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
今
、
こ
こ
で
仮
名
表
記
さ
れ
て
い
る
歌

枕
・
地
名
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
書
記
者
の
脳
裏
に
し
か
る
べ
き
漢
字
表
記
が
な
か
っ
た

と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
七
か
る
べ
き
漢
字
表
記
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
「
安

心
し
て
」
仮
名
表
記
が
適
う
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
四
地
名
（
あ
る
い
は

「
蒲
生
」
を
除
い
た
三
地
名
）
に
関
し
て
み
ら
れ
る
長
音
表
記
の
「
変
調
」
（
そ
れ
は
非

和
語
風
で
あ
る
）
が
そ
れ
を
示
唆
し
て
は
い
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に

「
を
う
わ
た
」
は
そ
う
し
た
可
能
性
を
強
く
感
じ
る
。
つ
ま
り
「
を
う
わ
た
」
が
背
景

に
「
大
和
田
」
な
る
漢
字
表
記
を
伴
っ
て
い
れ
ば
、
「
お
ほ
と
の
（
大
殿
）
」
（
四
十
三

　
　
　
　
ｉ
　
　
　
　
　
ｌ

オ
五
）
「
お
ほ
か
た
」
（
六
十
三
オ
五
）
「
お
ほ
や
（
大
屋
・
参
河
）
」
（
八
十
オ
三
）
の

ご
と
く
こ
こ
は
「
お
ほ
わ
た
」
と
あ
っ
た
と
予
測
す
る
。
「
お
」
に
対
置
さ
せ
る
に
こ

の
語
頭
で
の
「
を
」
は
多
分
に
表
音
的
な
か
き
ぶ
り
を
感
じ
さ
せ
る
。
書
陵
部
蔵
本
の

　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

書
き
手
は
「
か
や
つ
」
を
「
か
や
へ
」
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
わ
た
う
つ
」
を

　
　
　
　
Ｉ

「
わ
た
う
へ
」
と
し
た
こ
と
の
背
景
に
は
冷
泉
家
本
の
「
つ
」
字
体
が
「
つ
」
と
も

「
へ
」
と
も
判
断
し
う
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
冷
泉
家
本
の
筆

致
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
し
か
る
べ
き
語
に
還
元
す
る
こ
と
が
す
な
わ
ち

「
技
量
」
で
あ
る
は
ず
で
、
や
は
り
書
陵
部
蔵
本
の
書
き
手
を
誤
認
に
導
い
た
の
は
地

里
　
（
７
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
四
巻
　
二
九
九
五
年
）
　
人
文
科
学

名
と
そ
の
表
記
と
考
え
ら
れ
る
。
、
（
註
に
）

　
三
　
言
語
の
時
代
相

　
例
え
ば
日
本
語
の
流
れ
を
古
代
語
と
近
代
語
と
、
区
分
し
て
考
え
た
場
合
、
種
々
の

観
点
か
ら
前
者
後
者
に
異
な
り
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
そ
こ
に
一
つ
の
区
分
線
が
引

か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
と
を
本
稿
の
主
題
に
即
し
て
言
え
ば
、
『
遺
塵
和
歌
集
』
の

成
立
及
び
冷
泉
家
本
の
書
写
年
時
が
前
者
の
時
期
に
あ
り
、
後
者
の
時
期
に
書
陵
部
蔵

本
が
書
写
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
様
々
な
近
代
語
の
影
響
を
書
陵
部
蔵
本
が
被
る
こ
と

は
理
論
的
か
つ
常
識
的
に
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
言
語
の
学
に
お
い
て
は
、
理
論
的
に

は
そ
う
で
あ
ろ
う
、
あ
る
い
は
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
と
、
実
際
に
、
確
か
に
そ
う

で
あ
っ
た
こ
と
の
間
に
は
な
お
Ｉ
線
を
画
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
こ

う
し
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
今
少
し
言
語
の
具
体
相
に
基
づ
い
た
記
述
の
蓄
積
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
言
語
の
時
代
相
に
関
わ
る
と
覚
し
き
例
を
取
り
上
げ

る
こ
と
に
す
る
。

　
冷
泉
家
本
の
「
ぬ
し
な
く
て
さ
ら
す
に
し
き
や
つ
ゆ
霜
に
／
ぬ
れ
て
ハ
ひ
ぬ
る
も
み

　
　
　
　
Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

ち
な
る
ら
む
」
（
三
十
三
ウ
・
一
〇
四
）
を
書
陵
部
蔵
本
は
「
も
み
ち
な
る
ら
ん
」
と

す
る
。
『
遺
塵
和
歌
集
』
仮
名
序
に
は
「
正
安
ふ
た
つ
の
と
し
う
月
な
か
は
の
こ
ろ
か

き
し
る
せ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
正
安
二
（
一
三
〇
〇
）
年
頃
が
成
立
時
期
と
目
さ
れ

て
い
る
。
と
す
れ
ば
歌
集
成
立
時
に
は
す
で
に
助
動
詞
「
ら
む
」
の
語
末
音
は
撥
音
化

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
冷
泉
家
本
は
〈
成
立
か
ら
ほ
ど
遠
く
な
い
鎌
倉
時
代
末
期
こ

ろ
の
写
本
〉
　
（
解
題
）
と
目
さ
れ
て
お
り
、
撥
音
表
記
に
関
し
て
冷
泉
家
本
が
書
写
原

本
か
ら
特
別
隔
た
っ
た
表
記
を
と
る
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
る
必
要
が
な
か
ろ
う
。
今
、

冷
泉
家
本
の
助
詞
・
助
動
詞
を
例
と
し
て
そ
の
撥
音
表
記
の
傾
向
を
窺
う
と
、
助
動
詞

「
む
」
に
お
い
て
四
十
四
例
中
三
十
四
例
、
助
動
詞
「
ら
む
」
に
お
い
て
五
十
三
例
中

三
十
八
例
、
助
動
詞
「
け
む
」
で
は
二
例
中
一
例
、
終
助
詞
「
な
む
」
で
は
三
例
す
べ

て
、
係
助
詞
「
な
む
」
（
す
べ
て
和
歌
以
外
）
で
は
四
例
す
べ
て
が
「
ん
」
表
記
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
ら
を
合
計
す
れ
ば
、
一
〇
六
例
中
八
〇
例
（
七
五
・
五
％
）
が
「
ん
」



四
四
　
（
８
）
　
臨
摸
本
に
お
け
る
本
文
転
化
（
今
野
）

表
記
さ
れ
て
お
り
、
当
該
本
に
お
け
る
「
ん
」
表
記
へ
の
傾
き
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

の
「
ん
」
表
記
へ
の
傾
き
は
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
顕
著
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
仮
に
書
陵
部
蔵
本
が
臨
摸
本
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
撥
音
表
記
の
大

半
が
「
ん
」
表
記
さ
れ
て
い
て
も
む
し
ろ
当
然
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
か

ら
す
れ
ば
数
量
的
に
は
書
陵
部
蔵
本
は
冷
泉
家
本
の
「
ん
」
表
記
を
僅
か
一
例
増
や
し

た
に
す
ぎ
な
い
が
、
繰
り
返
し
述
べ
き
た
っ
た
よ
う
に
、
書
陵
部
蔵
本
の
臨
摸
へ
の
意

志
、
ま
た
書
き
手
の
技
量
を
も
っ
て
な
お
、
「
ら
む
」
を
「
ら
ん
」
と
し
た
背
景
に
は
、

書
陵
部
蔵
本
が
書
写
さ
れ
た
と
目
さ
れ
て
い
る
十
七
世
紀
～
十
八
世
紀
初
頭
の
撥
音
表

記
の
あ
り
か
た
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
の
こ
と
が
ら
は
さ
ら
に
興
味
深
い
。
冷
泉
家
本
の
「
し
ハ
し
と
て
い
な
は
の
山
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ

み
ね
は
こ
そ
／
わ
か
れ
に
た
え
て
な
か
ら
へ
も
す
れ
」
（
六
十
八
ウ
・
二
三
八
）
を
書

陵
部
蔵
本
は
「
し
ハ
し
と
て
い
な
は
の
山
の
み
ね
は
こ
そ
／
わ
か
れ
に
た
え
て
な
か
ら

　
　
Ｉ

へ
も
す
る
」
と
写
す
。
さ
ら
に
も
う
一
箇
所
、
末
尾
の
長
歌
中
の
「
ふ
し
か
ハ
の
　
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

こ
み
え
さ
り
し
／
は
や
さ
こ
そ
　
お
も
ひ
い
つ
る
も
　
た
ｘ
な
ら
ね
」
（
八
十
一
オ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

を
書
陵
部
蔵
本
は
「
だ
ｘ
な
ら
ぬ
」
と
す
る
。
後
者
に
は
冷
泉
家
本
「
ね
」
字
体
と

「
ぬ
」
字
体
と
の
近
似
と
い
う
要
素
を
加
味
す
る
必
要
は
あ
る
。
こ
れ
が
事
実
で
あ
る

が
、
何
故
こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
、
に
つ
い
て
の
「
解
釈
」
は
書
陵
部
蔵
本
の

書
き
手
の
「
技
量
」
の
程
度
に
よ
っ
て
わ
か
れ
よ
う
。
こ
こ
ま
で
書
陵
部
蔵
本
の
書
き

手
の
「
技
量
」
を
再
三
に
わ
た
っ
て
指
摘
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
そ
る
こ
そ
れ

お
も
ひ
き
や
と
は
わ
り
や
ら
ん
」
（
寛
文
十
三
年
刊
本
『
歌
道
秘
蔵
録
』
）
と
い
う
「
大

事
の
口
傅
」
な
る
規
範
の
埓
外
に
あ
っ
た
と
い
う
予
想
は
論
外
の
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
ロ
ド
リ
ゲ
ス
が
『
日
本
（
大
）
文
典
』
「
書
き
こ
と
ば
の
活
用
」
に
お
い
て
く
も
け

り
、
ぞ
け
る
、
こ
そ
け
れ
〉
を
〈
文
が
如
何
に
し
て
け
り
、
け
る
、
け
れ
に
終
る
か
と

い
ふ
事
を
知
る
た
め
の
一
般
法
則
〉
　
（
土
井
忠
生
訳
　
ニ
八
三
頁
）
と
し
て
掲
げ
た
こ

と
は
、
す
で
に
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
観
察
し
た
日
本
語
に
お
い
て
〈
口
頭
語
は
も
と
よ
り
、

書
き
こ
と
ば
で
も
、
コ
ソ
の
結
び
の
守
ら
れ
難
か
っ
た
と
見
る
〉
　
（
安
田
章
　
一
九
八

〇
）
べ
き
で
あ
ろ
う
。
此
時
期
、
つ
ま
り
室
町
期
か
ら
次
期
（
近
世
初
期
）
に
か
け
て
、

係
助
詞
「
こ
そ
」
を
め
ぐ
る
表
現
に
お
い
て
相
当
な
変
質
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

は
す
で
に
安
田
章
（
一
九
八
四
）
に
詳
し
い
。
稿
者
も
そ
の
騏
尾
に
付
し
て
室
町
期
連

歌
に
お
け
る
例
を
付
け
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。
（
拙
稿
一
九
九
〇
）
（
註
芯
）
し
た
が
っ

て
書
陵
部
蔵
本
が
書
写
さ
れ
た
時
期
に
お
い
て
、
係
助
詞
「
こ
そ
」
の
文
末
拘
束
力
が

限
り
な
く
弱
化
し
て
い
た
故
、
こ
う
し
た
誤
写
が
生
じ
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
、
そ
れ

は
筋
で
あ
り
も
と
よ
り
そ
う
し
た
考
え
方
が
成
立
し
な
い
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
ま
っ

た
く
な
い
が
、
「
こ
そ
の
て
に
を
は
と
ｉ
の
は
ざ
る
歌
」
（
『
詞
の
玉
緒
』
五
之
巻
）
が

少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
「
か
ｘ
へ
の
か
な
を
さ
へ
の
か
な
」
（
『
春
樹
顕
秘
増
抄
』
）
と
い

う
、
い
わ
ば
呼
応
を
命
脈
と
す
る
係
結
び
の
関
係
が
「
こ
そ
」
な
し
已
然
形
終
止
や

「
こ
そ
」
連
体
形
・
終
止
形
終
止
と
い
う
韻
文
に
曲
調
を
与
え
る
新
し
い
「
か
た
ち
」

に
よ
っ
て
変
質
し
て
い
た
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
「
か
た
ち
」
を
あ
え
て
「
と
ゝ
の
は
ざ

る
歌
」
と
し
て
咎
め
だ
て
る
こ
と
を
促
さ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
宣

長
は
少
な
く
も
『
詞
の
玉
緒
』
に
お
い
て
は
日
本
語
の
法
則
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
例
を
そ
の
立
場
に
お
い
て
採
り
上
げ
た
の
で
あ
っ
て
、
も

し
こ
れ
が
自
ら
も
作
者
と
し
て
当
期
の
韻
文
に
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
で
あ
れ
ば
事
情
は

ど
う
か
。
「
と
ｘ
の
は
ざ
る
」
と
は
語
法
か
ら
の
謂
い
で
あ
っ
て
、
已
然
形
を
め
ぐ
っ

て
そ
う
し
た
「
と
ゝ
の
は
ざ
る
」
韻
文
が
室
町
時
代
か
ら
徐
々
に
増
え
つ
つ
あ
っ
た
こ

と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
こ
れ
を
韻
文
の
文
法
と
称
す
る
こ
と
が
強
弁
に
過
ぎ
る
と
し
て

も
、
韻
文
の
表
現
法
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

書
陵
部
蔵
本
の
書
き
手
は
そ
う
し
た
「
表
現
」
に
慣
れ
て
い
た
人
物
と
考
え
た
い
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
冷
泉
家
本
の
臨
摸
が
そ
も
そ
も
の
目
的
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら

二
例
は
や
は
り
「
失
」
で
あ
る
に
違
い
な
く
、
ま
た
い
ず
れ
に
し
て
も
〈
書
写
時
〉
　
〈

近
世
に
お
け
る
已
然
形
終
止
に
干
渉
さ
れ
て
い
る
〉
　
（
安
田
章
　
一
丸
八
四
）
実
際
の

例
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
踊
字
の
〈
起
筆
位
置
と
時
代
と
の
関
係
〉
に
つ
い
て
は
片
仮
名
資
料
に
関
し
て
小
林

芳
規
（
一
九
六
七
）
に
よ
っ
て
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
同
論
文
で
は
平
仮
名

資
料
が
〈
物
語
・
和
歌
等
の
和
文
学
作
品
で
は
転
写
を
一
再
な
ら
ず
経
た
も
の
が
大
部



分
〉
で
あ
る
故
、
分
析
に
〈
困
難
が
多
い
〉
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
〈
二
字
踊
字
の

起
筆
位
置
の
変
遷
は
、
片
仮
名
の
場
合
と
一
面
で
は
ほ
ぼ
同
様
な
推
移
を
辿
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
小
異
の
而
も
あ
っ
た
ら
し
い
〉
と
い
う
。
さ
ら
に
青
銘
書
屋
本

『
土
左
日
記
』
を
採
り
上
げ
、
そ
の
〈
二
字
踊
字
の
形
態
〉
に
〈
起
筆
位
置
が
下
端
で

あ
る
形
態
〉
が
多
く
、
さ
ら
に
〈
起
筆
位
置
が
下
字
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
形
態
も
散

見
す
る
〉
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
〈
為
家
の
転
写
本
を
近
世
に
再
転
写
し
た
経
過
〉

を
反
映
し
た
も
の
と
述
べ
る
。
同
様
の
こ
と
が
ら
が
今
回
の
調
査
に
お
い
て
も
看
取
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
『
遺
塵
和
歌
集
』
に
は
二
字
の
踊
字
が
十
九
例
存
す
る
。
冷
泉
家
本

は
こ
れ
ら
を
下
字
の
右
傍
真
中
な
い
し
は
下
寄
り
か
ら
起
筆
す
る
。
（
小
林
芳
規
に
よ
っ

て
鎌
倉
時
代
中
後
期
と
さ
れ
る
形
態
）
す
な
わ
ち
「
た
え
／
＼
」
（
八
ウ
七
）
「
い
ろ
／

＼
に
」
（
六
十
七
ウ
ニ
）
の
ご
と
く
下
字
を
書
き
終
え
て
か
ら
明
ら
か
に
筆
を
上
方
に

運
ん
で
踊
字
を
書
記
す
る
場
合
と
、
下
字
の
末
画
の
、
気
持
ち
と
し
て
は
上
方
か
ら
踊

字
を
起
筆
さ
せ
る
場
合
と
が
あ
り
、
後
者
が
大
勢
を
占
め
る
。
〈
時
と
共
に
漸
次
起
筆

位
置
が
下
降
し
て
行
っ
た
〉
と
す
れ
ば
、
冷
泉
家
本
の
二
字
踊
字
の
起
筆
位
置
は
鎌
倉

中
後
期
の
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
期
の
状
態
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
前
引
し
た

書
写
年
時
の
推
定
と
符
合
す
る
。
書
陵
部
蔵
本
も
臨
摸
本
故
、
そ
の
書
写
年
時
か
ら
す

れ
ば
、
た
か
い
位
置
か
ら
二
字
踊
字
を
起
筆
す
る
例
が
少
な
く
な
い
が
、
下
字
の
末
画

よ
り
も
明
ら
か
に
低
い
位
置
か
ら
起
筆
す
る
例
、
す
な
わ
ち
「
い
よ
／
＼
」
（
三
オ
七
）

「
よ
な
／
＼
」
（
五
十
二
オ
四
）
「
い
ろ
／
＼
に
」
（
六
十
七
ウ
ニ
）
「
と
き
／
＼
」
（
七
十

二
ウ
八
）
「
ひ
き
／
＼
に
」
（
七
十
七
オ
五
）
「
な
か
／
＼
に
」
（
八
十
ウ
四
）
を
少
な
か

ら
ず
含
む
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
例
が
集
の
後
半
に
比
較
的
集
中
し
て
存
在
す
る
こ
と

は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
本
文
」
に
関
わ
ら
な
い
こ

と
が
ら
に
お
い
て
も
、
書
陵
部
蔵
本
が
な
お
も
っ
て
す
べ
て
を
下
字
の
末
画
よ
り
低
い

位
置
か
ら
書
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
書
陵
部
蔵
本
の
作
成
さ
れ
た
「
臨
摸
」
と
い
う

行
為
に
注
が
れ
た
意
志
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
同
時
に
、
こ
こ
ま
で
述
べ
き
た
っ

た
ご
と
き
こ
と
が
ら
を
「
本
文
」
に
関
わ
ら
な
い
、
と
し
て
等
閑
視
す
る
こ
と
が
は
た

し
て
可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
考
え
る
必
要
を
訴
え
て
い
る
、
と
も
思
え
る

豊
　
（
９
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
四
巻
　
（
一
九
九
五
年
）
　
人
文
科
学

の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
冷
泉
家
本
『
遺
塵
和
歌
集
』
と
書
陵
部
蔵
本
の
そ
れ
と
の
比
較
と
い
う
こ

と
を
通
し
て
、
表
記
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
を
い
さ
さ
か
提
示
し
た
。
も
と
よ
り
こ
の
一

つ
の
ヶ
Ｉ
ス
を
も
っ
て
す
べ
て
を
推
し
量
れ
る
は
ず
も
な
く
、
今
後
と
も
こ
の
よ
う
な
、

言
語
の
具
体
相
に
つ
い
て
の
記
述
に
努
め
た
い
と
思
う
。

註　
一
　
本
稿
で
は
「
刊
本
」
に
対
す
る
存
在
と
し
て
「
写
本
」
を
位
置
づ
け
て
い
な
い
。
ど
の
よ

　
　
　
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
文
献
に
お
け
る
自
筆
本
の
存
在
は
理
論
的
に
設
定
で
き
よ

　
　
　
う
が
、
自
筆
本
に
あ
ら
ざ
る
も
の
は
す
べ
て
（
広
義
の
）
「
写
本
」
と
こ
こ
で
は
考
え
る
。

　
二
　
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
巻
七
『
平
安
中
世
私
撰
集
』
（
一
九
九
三
年
八
月
　
朝
日
新
聞
社
刊
）

　
　
　
に
拠
る
。
ま
た
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
（
函
号
五
〇
一
・
二
七
五
）
は
国
文
学
研
究
資
料
館

　
　
　
蔵
の
同
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
か
ら
焼
き
付
け
た
紙
焼
写
真
に
拠
る
。
所
謂
影
印
本
と

　
　
　
紙
焼
写
真
と
の
比
較
と
い
う
方
法
に
限
界
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
う
し

　
　
　
た
別
々
の
文
庫
に
蔵
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
書
籍
を
直
接
並
べ
る
こ
と
が
適
わ
な
い
こ
と
も

　
　
　
ま
た
自
明
の
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
限
界
を
知
り
つ
つ
、
こ
う
し
た
方
法
が
本
稿
の
論
旨
を

　
　
　
損
な
う
も
の
で
は
な
い
と
判
断
す
る
。
ま
た
こ
の
書
陵
部
蔵
本
を
底
本
と
し
て
過
去
に
少

　
　
　
な
く
も
三
度
翻
刻
が
行
わ
れ
て
い
る
。
『
古
典
論
叢
』
第
二
～
四
号
（
昭
和
二
十
六
年
九

　
　
　
月
・
十
一
月
・
昭
和
二
十
七
年
一
月
）
（
以
下
翻
刻
一
）
図
書
寮
叢
刊
『
資
賢
集
　
遺
塵

　
　
　
和
歌
集
』
（
昭
和
五
十
二
年
三
月
）
（
翻
刻
二
）
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
六
巻
（
角
川
書
店

　
　
　
刊
　
昭
和
六
十
三
年
四
月
）
（
翻
刻
三
）
翻
刻
一
は
仮
名
「
は
」
に
関
し
て
く
は
〉
　
〈
ハ

　
　
　
〉
を
使
い
分
け
る
が
、
〈
ハ
〉
を
く
は
〉
と
し
た
箇
所
が
若
干
存
す
る
。
（
十
三
オ
四
・

　
　
　
十
四
オ
七
・
十
六
オ
七
・
二
十
三
オ
八
）
八
十
九
番
歌
、
百
二
十
一
番
歌
、
百
九
十
八
番

　
　
　
歌
の
詞
書
き
に
み
え
る
「
御
直
廬
」
を
「
御
直
逞
」
と
す
る
。
百
六
十
番
歌
の
詞
書
き

　
　
　
「
題
恋
を
」
は
「
顕
恋
を
」
、
百
七
十
一
番
歌
詞
書
き
中
の
「
在
忍
恋
」
は
「
互
忍
恋
」
、

　
　
　
百
九
十
六
番
歌
詞
書
き
中
の
「
な
か
き
」
は
「
な
か
ゝ
き
」
、
二
百
五
十
六
番
歌
作
者

　
　
　
「
高
階
宗
成
朝
臣
」
脱
、
二
百
六
十
五
番
歌
詞
書
き
中
「
阿
弥
陀
佛
真
幽
不
遠
」
は
「
阿

　
　
　
弥
陀
佛
去
此
不
遠
」
、
二
百
六
十
七
番
歌
詞
書
き
中
「
観
心
如
月
輪
若
在
経
霧
中
」
は

　
　
　
「
観
心
如
月
輪
若
在
軽
霧
中
」
、
二
百
七
十
四
番
長
歌
七
十
八
ウ
ー
の
「
世
に
た
ゝ
さ
り
し
」



四
六
　
（
1
0
）
　
臨
摸
本
に
お
け
る
本
文
転
化
（
今
野
）

　
　
は
「
世
に
た
え
さ
り
し
」
、
八
十
二
オ
四
「
関
も
と
さ
か
を
」
は
「
関
も
と
さ
か
う
」
で

　
　
は
な
か
ろ
う
か
。
翻
刻
二
は
き
わ
め
て
精
確
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
二
五
番
歌

　
　
　
　
　
－

　
　
「
し
ほ
み
て
ハ
み
き
ハ
う
か
る
ｘ
と
も
干
鳥
／
あ
と
な
き
浪
に
ね
を
や
鳴
ら
ん
」
（
四
十

　
　
二
オ
）
の
傍
線
「
み
」
は
字
形
と
し
て
は
〈
見
〉
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
『
万
葉
集
』
に

　
　
も
少
な
か
ら
ず
（
一
一
六
九
・
一
三
九
八
・
二
七
四
三
・
三
七
二
八
等
）
み
え
、
ま
た

　
　
『
拾
遺
和
歌
集
』
（
九
六
七
）
、
『
千
載
和
歌
集
』
（
一
〇
四
五
）
な
ど
勅
撰
集
に
も
み
え
る

　
　
「
し
は
満
て
ば
」
な
る
表
現
と
解
す
べ
き
と
思
わ
れ
、
此
箇
所
を
〈
見
〉
の
ま
ま
翻
字
す

　
　
る
の
は
疑
問
。
（
翻
刻
一
も
〈
見
〉
）
ま
た
二
七
四
番
長
歌
中
に
み
え
る
「
い
ま
橋
お

　
　
　
　
　
　
Ｉ

　
　
ほ
や
た
か
せ
山
　
こ
ゆ
れ
ハ
み
ゆ
る
／
ふ
し
の
ね
ハ
」
（
八
〇
オ
三
～
四
）
の
条
り
は
、

　
　
歌
枕
と
し
、
て
知
ら
れ
る
「
高
瀬
山
」
　
（
高
師
山
）
を
詠
み
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
、
字
母

　
　
　
〈
勢
〉
を
残
し
て
「
た
か
勢
山
」
と
す
る
処
置
が
疑
問
。
翻
刻
三
は
所
謂
「
校
訂
本
文
」

　
　
故
、
原
本
の
か
な
づ
か
い
、
漢
字
表
記
仮
名
表
記
の
別
、
送
り
が
な
等
を
も
変
更
し
さ

　
　
ら
に
濁
点
も
施
す
の
で
、
そ
う
し
た
こ
と
が
ら
は
措
き
、
二
七
四
番
長
歌
中
「
株
せ
か

　
　
Ｉ

　
　
ば
」
（
七
十
九
ウ
ー
）
と
あ
る
の
は
誤
植
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
一
旦

　
　
自
ら
す
べ
て
翻
字
を
行
い
、
か
つ
そ
れ
を
テ
キ
ス
ト
フ
″
イ
ル
の
か
た
ち
で
パ
ー
ソ
ナ

　
　
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
力
し
た
。
後
者
は
同
字
や
同
字
連
続
の
抽
出
を
正
確
に
行
い
、

　
　
判
読
に
資
す
る
た
め
、
加
え
て
仮
名
文
字
遣
の
分
析
等
に
備
え
る
為
で
あ
る
が
、
も
っ

　
　
ぱ
ら
そ
の
過
程
で
冷
泉
家
本
、
書
陵
部
蔵
本
に
慣
れ
親
し
む
こ
と
を
心
が
け
た
為
に
他

　
　
な
ら
な
い
。
ま
た
先
行
す
る
翻
刻
と
の
対
照
を
繰
り
返
し
行
い
、
そ
の
瑕
僅
を
あ
げ
つ

　
　
ら
う
よ
う
な
か
た
ち
と
は
な
っ
た
が
、
翻
刻
も
書
写
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
こ
と
は
言

　
　
う
ま
で
も
な
く
、
す
べ
て
あ
る
テ
キ
ス
ト
が
判
読
さ
れ
、
書
写
さ
れ
る
過
程
で
い
か
な

　
　
る
こ
と
が
起
こ
り
う
る
の
か
、
と
い
う
本
稿
の
主
題
に
関
わ
る
問
題
を
鮮
明
に
す
る
た

　
　
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
く
。
事
実
各
々
の
翻
刻
と
の
対
照
に
よ
っ
て
浮
か
び
上

　
　
が
っ
た
こ
と
が
ら
は
少
な
く
な
い
。

三
　
藤
本
孝
一
　
「
御
所
本
歌
書
と
冷
泉
家
御
文
庫
」
（
一
九
九
四
年
七
月
二
日
『
し
く
れ
て
い
』

　
　
第
四
十
九
号
）
に
『
続
史
愚
抄
』
貞
享
二
年
四
月
十
五
日
の
条
に
次
の
記
事
が
あ
る
こ
と

　
　
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
此
日
　
召
左
中
将
為
綱
朝
臣
家
文
書
三
百
二
十
余
巻
［
行
成
卿

　
　
俊
成
卿
定
家
郷
／
為
相
卿
寂
蓮
西
行
等
法
師
書
］
自
明
日
仰
公
卿
殿
上
人
等
可
被
写
者
」

　
　
さ
ら
に
こ
の
記
事
の
典
拠
と
な
っ
た
『
其
量
卿
記
』
の
同
日
の
条
を
「
一
　
従
冷
泉
家
文

　
　
庫
書
籍
三
百
廿
冊
余
［
定
家
為
家
為
相
卿
俊
成
行
成
卿
寂
蓮
西
行
等
筆
也
］
為
書
写
被
召
、

　
　
自
明
日
諸
家
中
可
被
解
由
也
」
と
示
す
。
両
書
の
表
現
は
微
妙
に
異
な
る
が
、
『
遺
塵
和

　
　
歌
集
』
も
こ
の
時
期
に
い
ず
れ
か
の
〈
公
卿
殿
上
人
〉
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
も
の
と
思

　
　
わ
れ
る
。

四
　
冷
泉
家
本
「
正
安
二
年
の
四
月
に
ま
て
の
こ
う
ち
と
の
に
て
／
御
ま
り
の
侍
し
を
し
の
ひ

　
　
　
　
　
Ｉ

　
　
て
の
そ
き
侍
／
け
る
に
」
（
七
十
三
ウ
六
）
の
「
き
」
は
字
形
の
み
か
ら
み
れ
ば
む
し
ろ

　
　
　
く
さ
〉
と
判
断
さ
れ
得
る
が
、
此
箇
所
書
陵
部
蔵
本
は
明
確
な
く
き
〉
で
写
す
。
し
た
が
っ

　
　
て
書
陵
部
蔵
本
の
書
き
手
は
臨
摸
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
字
形
の
み
を
写
し
て
い
る

　
　
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

五
　
本
稿
で
は
、
個
々
の
異
体
仮
名
は
、
そ
の
字
形
に
近
似
す
る
も
の
が
現
行
の
仮
名
の
中
に

　
　
存
す
る
場
合
は
そ
れ
を
、
な
い
場
合
に
は
そ
の
仮
名
字
形
の
字
母
を
〈
　
〉
に
入
れ
て
示

　
　
し
、
そ
う
し
た
個
々
の
異
体
仮
名
の
所
属
す
る
仮
名
は
「
　
」
に
入
れ
て
示
す
。
仮
名
の

　
　
レ
ベ
ル
に
終
始
す
る
考
察
、
分
析
に
お
い
て
は
所
謂
「
変
体
仮
名
」
は
「
字
形
」
で
あ
ろ

　
　
う
が
、
本
稿
の
ご
と
く
異
体
仮
名
レ
ベ
ル
に
お
け
る
用
字
法
ま
で
含
め
て
記
述
す
る
場
合

　
　
に
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
は
「
異
（
字
）
体
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

六
　
定
家
筆
本
『
土
左
日
記
』
が
巻
頭
に
近
い
位
置
で
小
さ
な
誤
謬
を
頻
出
さ
せ
て
い
る
の
は

　
　
　
〈
定
家
が
未
だ
読
み
に
く
い
貫
之
の
書
風
に
慣
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
ら
う
〉
　
（
池
田
亀

　
　
鑑
1
1
一
石
一
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
臨
摸
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。

　
　
も
っ
と
も
清
水
義
秋
（
一
九
七
〇
）
は
、
池
田
亀
鑑
の
こ
う
し
た
判
断
に
疑
問
を
表
明
し
、

　
　
　
〈
定
家
の
注
釈
意
識
に
よ
る
改
宣
〉
と
考
え
る
。
定
家
筆
本
の
巻
頭
に
関
し
て
の
判
断
は

　
　
措
く
と
し
て
も
、
書
写
に
際
し
て
巻
頭
で
い
ろ
い
ろ
な
意
味
に
お
い
て
「
調
子
」
が
で
に

　
　
く
く
、
安
定
性
を
欠
く
こ
と
は
稿
者
の
乏
し
い
書
写
経
験
に
照
ら
し
七
も
充
分
に
首
肯
し

　
　
得
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

七
　
本
稿
で
の
「
仮
名
文
字
遣
」
は
安
田
章
（
一
九
六
七
・
一
九
七
一
・
一
九
七
三
・
一
九
七

　
　
六
・
一
九
九
二
）
に
従
っ
て
い
る
。

八
　
仮
名
「
な
」
に
関
し
て
は
、
漢
字
「
奈
」
を
字
母
と
す
る
三
字
体
〈
な
〉
　
〈
奈
ａ
〉
　
〈
奈

　
　
ｂ
〉
に
〈
那
〉
を
加
え
た
四
字
体
を
区
別
す
る
も
の
が
細
か
な
区
別
を
施
し
た
も
の
と
い

　
　
え
よ
う
。
た
だ
し
池
田
亀
鑑
は
〈
那
〉
を
二
字
体
に
分
け
る
。
（
池
田
亀
鑑
Ⅲ
二
七
八
頁

　
　
～
二
七
九
頁
　
土
左
日
記
諸
本
平
仮
名
字
体
統
計
表
）
植
喜
代
子
は
〈
同
じ
字
母
で
あ
っ

　
　
て
も
く
ず
し
方
の
程
度
が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
は
別
種
の
変
体
仮
名
と
み
な
し
た
〉
と

　
　
述
べ
、
こ
の
〈
『
奈
』
を
字
母
と
す
る
仮
名
〉
三
種
を
例
と
し
て
挙
げ
る
。
た
だ
し
、
用

　
　
法
差
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
〈
那
〉
が
〈
行
末
に
多
〉
く
、
か
つ
〈
語
尾
・
文
節
末
に
多

　
　
用
さ
れ
る
〉
と
述
べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
〈
な
〉
　
〈
奈
ａ
〉
　
〈
奈
ｂ
〉
に
つ
い
て
は
積



　
　
極
的
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
菅
原
範
夫
は
「
虎
明
本
」
に
お
い
て
く
な
〉
　
〈
奈
ｂ
〉
　
〈
那
〉
、

　
　
『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
お
い
て
く
な
〉
　
〈
奈
ａ
〉
　
〈
奈
ｂ
〉
　
〈
那
〉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
と
を
示
し
、
「
虎
明
本
」
で
は
く
な
〉
が
〈
全
体
的
に
用
い
ら
れ
る
が
語
頭
の
用
法
が
多

　
　
い
。
助
動
詞
「
な
り
」
は
こ
の
仮
名
が
多
〉
く
、
〈
奈
ｂ
〉
が
〈
全
体
的
に
用
い
ら
れ
る

　
　
が
語
頭
と
語
中
尾
と
は
あ
ま
り
差
が
な
〉
く
、
〈
那
〉
は
〈
語
中
語
尾
の
用
法
し
か
持
た

　
　
な
い
〉
と
述
べ
た
う
え
で
く
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
用
法
差
を
も
た
な
い
も
の
も
あ
る
〉
と
す

　
　
る
例
と
し
て
扱
い
、
『
わ
ら
ん
べ
草
』
で
は
く
な
〉
が
〈
全
体
〉
、
〈
奈
ｂ
〉
が
〈
語
頭

　
　
〉
、
〈
那
〉
は
〈
語
中
語
尾
〉
と
す
る
。
つ
ま
り
「
虎
明
本
」
で
は
く
な
〉
　
〈
奈
ｂ
〉
間

　
　
に
幾
分
の
傾
向
が
み
ら
れ
、
『
わ
ら
ん
べ
草
』
に
お
い
て
は
〈
奈
ａ
〉
に
積
極
的
な
傾
向

　
　
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
矢
野
準
は
や
は
り
四
字
体
を
区
別
し
た
う
え
で
く
な
〉
が

　
　
　
〈
語
頭
に
の
み
用
い
ら
れ
る
〉
と
す
る
が
、
他
の
字
体
間
に
用
法
の
差
は
指
摘
し
な
い
。

　
　
各
々
の
資
料
の
時
代
や
拠
っ
て
き
た
る
背
景
な
ど
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
、

　
　
あ
え
て
こ
れ
ら
の
記
述
が
示
す
と
こ
ろ
を
『
和
歌
大
綱
』
風
に
ま
と
め
れ
ば
、
「
上
に
か
ｘ

　
　
ぬ
〈
那
〉
」
、
「
上
下
わ
か
ぬ
く
な
〉
」
（
た
だ
し
「
上
に
か
く
」
傾
向
を
も
つ
場
合
が
あ

　
　
る
か
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
念
の
た
め
に
『
和
歌
大
綱
』
で
の
実
際
を
記
せ
ば
、

　
　
「
下
に
か
ゝ
ぬ
く
な
〉
」
「
上
下
わ
か
ぬ
〈
那
〉
　
〈
奈
ａ
〉
」
で
あ
り
、
諸
論
考
で
の
報
告

　
　
と
必
ず
し
も
添
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
つ
ま
り
こ
の
仮
名
「
な
」
に

　
　
関
し
て
の
仮
名
文
字
遣
で
は
、
〈
奈
〉
　
〈
那
〉
の
二
字
体
で
こ
と
が
足
り
そ
う
な
漠
と
し

　
　
た
予
想
が
可
能
で
あ
る
。
事
実
伊
坂
淳
一
で
は
く
な
〉
と
〈
那
〉
と
を
区
別
し
た
う
え
で

　
　
後
者
を
〈
非
語
切
頭
主
用
仮
名
〉
と
位
置
付
け
て
い
る
し
、
木
越
治
は
や
は
り
く
な
〉
　
〈

　
　
那
〉
を
区
別
し
、
後
者
を
〈
極
端
に
語
中
語
尾
例
の
多
い
字
母
〉
と
す
る
。

九
　
本
歌
集
の
仮
名
序
に
み
え
る
「
正
／
安
ふ
た
つ
の
と
し
う
月
な
か
は
の
こ
ろ
」
を
成
立
の

　
　
目
安
と
す
れ
ば
、
貞
応
二
（
一
二
二
三
）
年
の
『
鎌
倉
紀
行
（
海
道
記
）
』
、
仁
治
三
（
一

　
　
二
四
二
）
年
の
『
東
関
紀
行
』
ま
た
弘
安
二
（
て
一
七
九
）
年
の
『
十
六
夜
日
記
』
な
ど

　
　
は
道
程
は
必
ず
し
も
全
同
で
は
な
い
が
鎌
倉
へ
の
紀
行
と
い
う
共
通
主
題
を
有
し
た
先
行

　
　
文
学
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
当
該
長
歌
に
み
ら
れ
る
八
十
五
前
後
の
歌
枕
・
地
名
の

　
　
中
『
海
道
記
』
に
四
十
四
、
『
東
関
紀
行
』
に
三
十
八
、
『
十
六
夜
日
記
』
に
二
十
九
が
み

　
　
え
て
お
り
、
重
複
を
除
く
と
こ
れ
ら
三
書
で
合
計
六
十
二
箇
所
が
当
該
長
歌
に
詠
み
込
ま

　
　
れ
た
地
名
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
当
該
長
歌
と
早
歌
（
そ
う
か
）
の
三
曲
連
作

　
　
「
海
道
」
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
外
村
久
江
『
早
歌
の
研
究
』
昭
和
四
十
年

　
　
至
文
堂
刊
、
外
村
南
都
子
『
早
歌
の
創
造
と
展
開
』
昭
和
六
十
二
年
明
治
書
院
刊
）
「
海

四
七
　
（
１
１
一
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
四
巻
　
（
一
九
九
五
年
）
　
人
文
科
学

道
」
と
当
該
長
歌
の
地
名
の
一
致
は
四
十
六
箇
所
を
数
え
る
。
ま
た
今
そ
う
し
た
こ
と
に

立
ち
入
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
が
、
岩
波
書
店
刊
日
本
古
典
文
学
大
系
『
中
世
近
世
歌
謡

集
』
に
お
い
て
も
、
前
引
外
村
南
都
子
論
考
に
お
い
て
も
、
「
凍
り
や
す
ら
む
醒
め
が
井

も
　
楢
の
葉
柏
は
ら
は
ら
と
降
る
や
霞
の
音
立
て
ゝ
　
関
の
藤
河
波
越
せ
ど
」
の
箇
所

「
醒
め
が
井
」
と
「
関
の
藤
河
」
の
み
を
地
名
と
す
る
が
、
こ
の
辺
り
を
詠
み
込
ん
だ
当

該
長
歌
を
み
る
と
「
う
き
よ
の
夢
を
／
さ
め
か
井
も
　
み
さ
Ｎ
き
ち
か
き
か
し
は
原
　
も

の
の
ふ
い
ま
す
／
ふ
は
の
せ
き
」
と
あ
り
、
地
名
の
点
綴
か
ら
み
て
「
海
道
」
に
も
「
柏

は
ら
」
（
『
東
関
紀
行
』
に
「
柏
原
と
云
所
を
立
て
、
美
濃
国
せ
き
山
に
も
か
か
り
ぬ
」
と

あ
る
）
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
早
歌
「
海
道
」
の
地
名
列
挙
に
つ
い
て
く
そ
の
配

列
は
あ
く
ま
で
も
実
際
に
道
を
歩
く
場
合
に
即
し
て
行
わ
れ
て
い
〉
て
、
〈
実
地
に
即
し

た
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
〉
　
（
外
村
南
都
子
前
掲
書
　
二
七
五
頁
）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
当
該
長
歌
の
場
合
も
、
「
永
仁
の
こ
ろ
あ
つ
ま
へ
ま
か
り
け
る
か
／
と
た
ひ
ハ

か
り
に
な
り
ぬ
る
」
（
六
〇
オ
）
と
い
う
高
階
宗
成
が
自
ら
の
経
験
を
か
な
り
な
程
度
ふ

ま
え
た
と
覚
し
く
、
詠
み
込
ま
れ
た
地
名
は
所
謂
歌
枕
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
室
町
時
代
の

東
海
道
の
宿
駅
を
知
る
資
料
と
さ
れ
る
『
実
暁
記
』
（
一
九
六
七
年
吉
川
弘
文
館
刊
　
新

城
常
三
『
鎌
倉
時
代
の
交
通
』
附
載
の
「
東
海
道
宿
駅
一
覧
」
に
よ
る
）
に
挙
げ
ら
れ
る

六
十
余
の
宿
駅
中
、
四
十
三
が
当
該
長
歌
に
み
え
る
。
こ
れ
ら
宿
駅
に
は
、
例
え
ば
「
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ

せ
か
は
（
黄
瀬
川
）
」
の
ご
と
く
「
今
日
者
依
為
斎
日
無
御
狩
　
終
日
御
酒
宴
也
　
手
越

　
　
黄
瀬
川
已
下
近
遍
遊
女
令
群
参
」
（
『
吾
妻
鏡
』
建
久
四
年
五
月
十
五
日
）
と
「
宿
（
し
ゅ

　
　
く
）
」
と
し
て
の
繁
盛
は
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
る
も
の
の
、
和
歌
文
学
と
の
結
び
つ
き
が

　
　
乏
し
い
地
名
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
。

十
　
「
か
や
つ
（
萱
津
）
」
は
古
く
は
承
和
二
（
八
三
五
）
年
の
太
政
官
符
「
鹿
造
浮
橋
布
施

　
　
屋
井
置
渡
船
事
」
に
よ
っ
て
渡
船
の
加
増
を
命
じ
ら
れ
た
記
事
中
に
「
尾
張
國
草
津
（
か

　
　
や
つ
の
）
渡
」
（
『
類
従
三
代
格
』
巻
十
六
）
と
み
え
て
お
り
、
庄
内
川
が
東
海
道
を
切
断

　
　
す
る
箇
所
の
渡
場
で
あ
り
、
中
世
期
に
入
っ
て
は
新
（
美
濃
路
）
旧
（
伊
勢
路
）
東
海
道

　
　
の
合
流
地
点
で
も
あ
り
、
ま
さ
し
く
交
通
の
要
所
に
位
置
す
る
宿
駅
で
あ
っ
た
が
、
和
歌

　
　
に
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
多
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宗
碩
作
と
さ
れ
る

　
　
『
藻
塩
草
』
で
は
巻
第
三
「
地
儀
」
中
の
「
原
」
に
「
萱
津
」
が
み
ら
れ
「
お
ハ
り
傀
儡
」

　
　
と
あ
り
「
あ
つ
さ
ひ
の
か
や
つ
の
、
は
ら
の
朝
露
に
お
き
わ
か
る
ら
ん
袖
は
も
の
か
は
」
と

　
　
『
六
百
番
歌
合
』
と
は
初
句
の
か
た
ち
が
異
な
る
和
歌
を
ひ
く
。
ま
た
宗
麟
作
と
さ
れ
る

　
　
『
名
所
千
句
』
に
は
「
尾
張
」
と
し
て
「
行
末
も
し
ら
す
た
ひ
ね
の
床
の
嶋
し
け
る
萱
津



四
八
　
（
1
2
）
　
臨
摸
本
に
お
け
る
本
文
転
化
（
今
野
）

十

一

の
原
の
下
み
ち
」
（
第
四
　
六
十
七
～
八
）
と
み
え
る
。
『
東
関
紀
行
』
に
「
わ
た
ふ
津
」
、

『
十
六
夜
日
記
』
に
「
わ
た
う
と
」
と
み
え
る
「
わ
た
う
つ
」
は
管
見
で
は
和
歌
に
詠
み

込
ま
れ
た
例
を
見
な
い
。
こ
の
「
渡
津
」
は
渡
り
の
名
と
し
て
は
歌
枕
で
あ
る
「
志
賀
須

香
渡
」
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
お
り
、
和
歌
に
は
こ
の
か
た
ち
で
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
　
―

『
海
道
記
』
で
は
本
歌
集
で
「
演
名
に
つ
Ｎ
く
／
は
し
も
と
は
」
と
み
え
る
「
は
し
も
と
」

を
「
橋
本
ヤ
ア
カ
ヌ
渡
ト
キ
ー
シ
ニ
モ
猶
過
カ
ネ
ツ
松
ノ
ム
ラ
タ
チ
」
と
詠
む
。
『
東
関

　
　
　
　
―

紀
行
』
に
も
「
橋
本
と
い
ふ
所
に
行
つ
き
ぬ
れ
ば
、
聞
渡
り
し
か
ひ
有
て
、
景
気
い
と
心

す
ご
し
。
南
に
は
海
潮
あ
り
、
漁
舟
波
に
う
か
ぶ
。
北
に
は
湖
水
あ
り
、
人
家
岸
に
つ
ら

な
れ
り
。
其
間
に
洲
崎
遠
く
指
出
て
、
松
き
び
し
く
生
ひ
つ
ゞ
き
、
嵐
し
き
り
に
む
せ
ぶ
。

松
の
ひ
ゞ
き
、
波
の
音
、
い
づ
れ
も
聞
き
わ
き
が
た
し
。
行
人
心
を
い
た
ま
し
め
、
と
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ

る
た
ぐ
ひ
、
夢
を
覚
さ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
湖
に
渡
せ
る
橋
を
浜
名
と
な
づ
く
。
古
き
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

所
也
。
」
と
み
え
、
ま
た
『
夫
木
和
歌
抄
』
に
も
「
浜
名
川
み
な
と
は
る
か
に
見
わ
た
せ

　
１
　
　
　
　
　
　
　
１
　
－

は
松
原
め
く
る
あ
ま
の
つ
り
舟
」
「
都
に
て
聞
渡
し
に
か
は
ら
ぬ
は
は
ま
な
の
橋
の
松
の

　
　
　
む
ら
た
ち
」
と
み
え
る
。

十
二
　
書
陵
部
蔵
本
は
冷
泉
家
本
の
「
か
や
つ
」
を
「
か
や
へ
」
と
し
、
「
わ
た
う
つ
」
を
「
わ

　
　
　
た
う
へ
」
と
す
る
。
こ
れ
は
「
つ
」
「
へ
」
の
字
体
の
近
似
に
よ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

　
　
　
な
い
が
、
や
は
り
地
名
で
あ
る
こ
と
が
そ
れ
に
さ
ら
に
働
き
か
け
て
い
る
と
見
る
べ
き
で

　
　
　
あ
ろ
う
。
『
土
左
日
記
』
に
お
い
て
、
か
の
青
硲
書
屋
本
、
宗
綱
本
系
統
の
三
本
（
日
本

　
　
　
大
学
蔵
本
、
陽
明
文
庫
本
、
書
陵
部
蔵
本
）
が
揃
っ
て
「
い
し
つ
（
石
津
）
」
を
「
い
し

　
　
　
へ
」
と
す
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

十
三
　
翻
刻
丁
二
は
此
箇
所
書
陵
部
蔵
本
の
判
断
通
り
に
「
か
や
へ
」
と
す
る
。
た
だ
し
（
冷

　
　
　
　
い
つ
れ
の
よ
ｘ
り
／
あ
れ
ぬ
ら
ん
」
の
「
あ
を
の
」
は
美
濃
青
墓
に
程
近
い
地
名
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ

　
　
　
る
が
、
こ
れ
を
翻
刻
一
。
・
二
は
「
あ
と
の
」
と
す
る
。

十
四
　
こ
の
「
わ
た
う
つ
」
は
『
延
喜
式
』
兵
部
省
「
諸
國
騨
傅
馬
」
の
条
下
に
「
參
河
國
騨
馬

　
　
　
［
鳥
捕
（
と
と
り
）
山
網
渡
津
（
わ
た
つ
）
各
十
疋
］
と
み
え
、
ま
た
『
扶
桑
略
記
』
に

　
　
　
　
　
　
　
Ｉ

　
　
　
も
「
１
　
眠
郡
渡
津
郷
住
人
壬
生
真
世
所
領
牝
牛
」
（
治
暦
三
年
八
月
十
六
日
）
と
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
『
吾
妻
鏡
』
に
も
「
書
渡
津
夜
橋
本
」
（
建
長
四
年
三
月
計
四
日
）
と
み
え
、
古
く
は
「
渡

　
　
　
津
」
と
表
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
〈
や
や
広
い
円
み
の
あ
る
〉
形
の
〈
入
江
〉
　
（
鏡

　
　
　
味
完
二
・
鏡
味
明
克
『
地
名
の
語
源
』
一
九
七
七
年
角
川
書
店
刊
）
を
あ
ら
わ
す
「
ワ
ダ
」

　
　
　
十
〈
舟
着
場
〉
　
「
ツ
」
ま
た
は
「
渡
（
わ
た
り
・
る
）
」
十
「
津
」
か
ら
成
る
地
名
か
。

　
　
　
後
者
の
解
釈
は
意
味
の
重
複
を
み
る
が
、
「
崎
」
と
「
鼻
」
と
い
う
ほ
ぼ
同
義
の
語
が
組

　
　
　
み
合
わ
さ
れ
た
「
崎
鼻
」
「
鼻
崎
」
と
い
う
海
岸
部
地
名
も
存
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
判
断

　
　
　
す
る
に
、
意
味
の
重
複
は
必
ず
し
も
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
度
」
と

　
　
　
「
わ
た
る
」
と
の
結
び
つ
き
は
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
に
も
み
え
、
渡
↑
↓
度
は
訓

　
　
　
を
媒
介
に
し
た
通
用
関
係
と
み
る
こ
と
で
『
和
名
類
従
抄
』
の
表
記
は
解
し
う
る
。
註
八

　
　
　
に
引
い
た
「
わ
た
ふ
津
」
「
わ
た
う
と
」
な
る
表
記
か
ら
中
世
期
に
は
ワ
ト
ー
ヅ
ま
た
は

　
　
　
ワ
ト
ー
ド
と
長
音
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
『
和
名
類
聚
抄
』
の
表
記
を

　
　
　
考
え
併
せ
れ
ば
「
中
世
的
撥
音
」
（
迫
野
虔
徳
　
一
九
八
七
）
と
考
え
る
べ
き
か
。
現
在

　
　
　
は
「
渡
通
津
（
わ
つ
づ
）
」
で
あ
る
が
、
こ
の
漢
字
表
記
が
中
世
期
の
発
音
に
由
来
す
る

　
　
　
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

十
五
　
少
し
く
例
を
加
え
る
。
延
文
四
（
一
三
五
九
）
年
頃
成
立
し
た
と
さ
れ
る
頓
阿
の
家
集

　
　
　
『
草
庵
和
歌
集
』
を
「
寛
文
四
年
甲
辰
八
月
吉
日
／
二
條
通
／
武
村
三
良
兵
衛
刊
行
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ

　
　
　
の
刊
記
を
も
つ
架
蔵
版
本
に
よ
っ
て
検
す
る
と
「
よ
し
さ
ら
ハ
く
れ
た
に
ハ
て
ね
花
さ
そ

　
　
　
ふ
風
の
つ
ら
さ
も
み
え
ぬ
ハ
か
り
に
」
（
第
一
冊
二
十
一
オ
・
二
〇
一
）
「
だ
の
め
た
ゝ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
　
　
　
　
　
－

　
　
　
ら
し
て
捨
ぬ
光
こ
そ
今
も
日
吉
と
あ
ら
ハ
れ
に
け
り
」
（
同
四
十
一
ウ
・
一
四
〇
四
）
「
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
ハ
み
な
遠
さ
か
り
行
老
ら
く
の
身
に
そ
ふ
も
の
ハ
な
み
た
な
り
け
れ
」
（
第
四
冊
一
七
オ
・

　
　
　
二
一
五
四
）
と
い
う
、
こ
そ
な
し
已
然
形
、
こ
そ
終
止
形
が
見
出
さ
れ
る
。
（
歌
番
号
は

　
　
　
『
私
家
集
大
成
』
中
世
Ⅲ
に
従
う
）
こ
れ
ら
に
つ
い
て
二
〇
一
番
歌
で
は
「
ぬ
」
と
の
字

　
　
　
形
類
似
、
二
一
五
四
番
歌
で
は
こ
一
五
三
番
歌
「
七
そ
ち
の
け
ふ
ま
て
の
こ
る
我
身
こ
そ

　
　
　
定
な
き
世
の
あ
ま
り
な
り
け
れ
」
と
の
一
首
末
表
現
の
類
似
な
ど
を
言
え
ば
言
え
よ
う
。

　
　
　
そ
う
し
た
、
い
わ
ば
「
規
範
」
に
就
い
た
発
言
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
存
在
に
さ
ほ
ど
気
を

　
　
　
留
め
な
い
こ
と
も
ま
た
一
つ
の
立
場
で
は
あ
る
。
『
私
家
集
大
成
』
中
世
Ⅲ
が
底
本
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ

　
　
　
る
書
陵
部
本
（
五
一
一
二
Ｉ
）
（
桂
宮
本
）
で
は
二
〇
一
番
歌
は
「
は
て
ぬ
」
、
一
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
１

四
番
歌
は
「
あ
ら
は
れ
に
け
れ
」
、
こ
一
五
四
番
歌
は
「
な
み
た
な
り
け
り
」
で
、
い
わ

ば
「
正
則
」
の
か
た
ち
を
と
る
。
ま
た
弘
和
元
二
三
八
一
）
年
十
二
月
三
日
奏
覧
の
準

勅
撰
和
歌
集
で
あ
る
『
新
葉
和
歌
集
』
を
「
嘉
永
庚
戌
霜
月
／
伊
勢
松
浦
弘
謹
践
」
と
刊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

記
の
あ
る
架
蔵
版
本
に
よ
っ
て
検
す
る
と
、
「
逢
こ
と
ハ
さ
て
山
川
の
あ
さ
み
こ
そ
袖
の

　
　
　
　
　
　
Ｉ

み
ぬ
れ
て
う
き
世
な
り
け
り
」
　
（
三
巻
百
三
一
丁
ウ
・
一
〇
〇
一
）
「
呉
竹
の
う
き
ふ
し

　
　
　
　
Ｉ
　
　
　
　
－

／
＼
の
積
し
そ
世
を
そ
む
く
へ
き
始
也
け
り
」
（
四
巻
上
十
七
オ
・
こ
一
八
一
）
「
四
の
緒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
―

の
し
ら
へ
に
そ
へ
し
松
風
ハ
聞
し
に
も
あ
ら
ぬ
ね
に
や
有
け
り
」
（
同
上
十
八
ウ
・
二
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

九
二
）
「
よ
し
や
そ
の
お
り
／
＼
こ
と
の
思
出
も
忘
れ
ね
今
ハ
か
ゝ
る
う
き
身
に
」
（
同
上

廿
ウ
・
一
二
九
二
）
と
、
こ
そ
終
止
形
、
ぞ
終
止
形
、
や
終
止
形
、
こ
そ
な
し
已
然
形
が

見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
も
〈
江
戸
中
期
初
め
ご
ろ
の
写
と
思
わ
れ
る
二
冊
本
〉
　
（
『
新
編
国

歌
大
観
』
第
一
巻
勅
撰
集
編
解
題
八
三
三
頁
）
で
あ
る
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
本
を

底
本
と
し
た
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
れ
ば
一
三
〇
九
番
歌
は
異
同
が
な
い
が
そ
れ
以
外

の
歌
は
「
正
則
」
の
か
た
ち
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
ら
を
「
正
誤
」
と

い
う
二
つ
の
極
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
も
は
や
意
味
を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
仮
に

「
正
則
」
の
か
た
ち
を
も
と
に
し
て
述
べ
れ
ば
、
正
則
に
対
す
る
に
「
非
正
則
」
の
か
た

ち
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
何
人
か
に
よ
っ
て
正
則
に
ひ
き
も
ど
さ
れ
、
ま
た

ひ
き
も
ど
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
か
た
ち
が
跡
を
と
ど
め
る
と
い
う
こ
と
の
中
で
前
引
版

本
の
か
た
ち
が
残
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
言
語
事
象
を
総
体
同
に
、

し
か
も
韻
文
と
い
う
言
語
で
あ
る
こ
と
を
充
分
に
ふ
ま
え
た
う
え
で
評
価
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
何
故
和
歌
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
連
歌
に
お
い
て
こ
う
し
た
か
た
ち
が
見
ら
れ
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
を
韻
文
が
求
め
て
い
る
表
現
形
式
と
日
本
語
の
文
法
的
ま
た
は
構
文

的
な
あ
り
か
た
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

附
記
　
成
稿
に
あ
た
っ
て
上
野
智
子
氏
に
は
地
名
の
解
釈
に
関
し
て
、
福
島
尚
氏
に
は
中
世
の
交

通
に
関
し
て
の
資
料
を
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
兼
築
信
行
氏
に
は
和
歌
関
係
の
論
文
に
つ
い
て
の

御
教
示
を
得
た
。
ま
た
関
連
論
文
の
入
手
に
あ
た
っ
て
高
知
大
学
附
属
図
書
館
の
参
考
係
・
閲
覧

係
の
方
々
の
手
を
煩
わ
し
た
こ
と
を
併
せ
記
し
て
、
感
謝
申
し
上
げ
る
も
の
で
す
。
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－
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仮
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－
『
向
丘
間
話
』
の
か
な
の
用
字
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
中
心
に
Ｉ
－
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年
十
二
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二
十
五
日
発
行
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