
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

稿
（
一
一
十
七
）

下
　
　
房

菱f

、

　
　
　
凡

本
稿
に
は
、

例
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

の
中
、
第
五
十
七
番
お
よ
び
第
五
十
八
番
の
注
解
を
収
め
た
。

五
十
七
番
庖
丁
師

調
菜

〔
職
人
尽
〕

　
　
〔
謁
諸
職
人
尽
〕
庖
丁
師
　
宇
治
丸
と
い
ふ
は
人
な
り
う
な
ぎ
鮮
く
長
治
V
　
柚
の
花
や
む
か
し
を
忍
ぶ
料
理
の
間
〈
は
せ
を
〉
　
名
月
や
こ

　
　
こ
ろ
か
ら
こ
そ
料
理
人
く
和
葉
V
　
庖
丁
の
は
た
ら
き
見
た
り
は
っ
か
っ
ほ
く
千
里
V
　
百
日
の
手
際
見
せ
ば
や
洗
ひ
鯉
く
硯
寿
V
　
初
鮭
や

　
　
姐
い
た
け
づ
る
波
の
音
く
超
風
V
　
忠
政
も
心
得
て
し
歎
っ
る
し
ぎ
り
く
蓼
和
V
　
／
　
て
う
さ
い
　
都
に
て
珍
し
く
海
松
の
さ
し
み
か
な
く

　
　
長
治
V
喰
ひ
も
の
の
花
咲
き
に
け
り
夕
す
ず
み
〈
乙
由
〉
提
重
の
中
を
う
ら
な
え
梅
の
花
く
超
波
V
　
油
揚
の
音
も
日
永
し
唐
料
理
く
蓼

　
　
和
V
　
〔
職
人
尽
発
句
合
〕
三
十
五
番
左
　
包
丁
人
　
生
箸
に
さ
し
こ
む
月
や
包
み
鯉
　
包
み
鯉
は
生
問
流
の
手
段
に
て
、
さ
し
も
手
際
の
清

　
　
ら
な
る
、
月
さ
へ
さ
し
そ
ふ
風
情
、
見
事
な
り
。
百
日
の
鯉
切
り
し
何
が
し
の
者
は
、
い
づ
れ
の
流
儀
に
や
。
「
鶴
の
包
丁
ま
ね
て
見
せ
申
さ
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八
四

ん
」
　
〔
職
人
尽
狂
歌
合
〕
右
　
庖
丁
人
　
う
し
ほ
な
ら
鯛
と
い
ふ
場
を
照
る
月
や
こ
れ
雪
花
の
三
っ
道
具
な
り
　
…
…
右
、
雪
月
花
の
三
と

い
は
れ
し
の
み
。
左
、
な
べ
て
な
ら
ざ
れ
ば
勝
ち
て
侍
る
べ
し
。
　
／
　
左
　
庖
丁
人
　
照
る
月
を
も
て
な
し
顔
の
料
理
人
そ
の
献
立
は
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
す
の
み
こ

目
ね
ぬ
な
は
　
左
、
か
ず
か
ず
の
ま
う
け
せ
る
結
句
の
庖
丁
と
聞
こ
ゆ
。
…
…
左
の
庖
丁
、
月
影
の
指
神
子
一
右
歌
）
に
は
及
ば
ざ
る
べ
く
や
。

／
右
庖
丁
人
庖
丁
も
お
留
守
と
な
り
て
秋
今
宵
月
の
さ
し
み
の
更
科
の
里
　
…
…
右
、
更
科
の
里
、
に
は
か
な
る
や
う
に
や
。
左
可
為
勝
。

声
本
文
】

五
十
七
番

お
ほ
鯉
の
か
し
ら
を
三
に
き
り
か
ね
て

か
た
わ
れ
し
た
る
あ
り
明
の
月

夜
も
す
か
ら
あ
す
の
て
ん
し
ん
い
そ
く
と
て

こ
・
ろ
も
い
ら
ぬ
月
を
み
る
か
な

　
左
右
と
も
に
、
吹
毛
の
難
も
侍
れ
は
、
可
可
か
ら

　
さ
せ
る
事
な
き
に
よ
り
て
、
為
持
。

こ
い
ゆ
へ
に
は
う
ち
や
う
か
た
な
は
を
み
れ
は

ほ
ろ
／
＼
と
こ
そ
ね
も
な
か
れ
け
れ

い
か
に
せ
む
こ
し
き
に
む
せ
る
ま
ん
ち
う
の

お
も
ひ
ふ
く
れ
て
人
の
恋
し
き

　
左
歌
、
庖
丁
に
は
、
魚
も
鳥
も
い
く
ら
も
よ
せ

　
あ
り
ぬ
へ
き
を
、
二
首
な
か
ら
鯉
を
よ
め
る
、
才
学

　
な
き
に
似
た
り
。
せ
め
て
、
こ
し
き
の
ま
む
ち
う
の

　
ふ
く
る
ら
む
は
、
才
学
す
こ
し
侍
り
。
可
勝
。

お
ほ
鯉
1
〔
類
〕
大
鯉

か
た
わ
れ
ー
〔
類
〕
片
わ
れ
　
あ
り
明
1
〔
類
〕
在
明

夜
も
す
か
ら
ー
〔
類
〕
よ
も
す
か
ら

こ
・
ろ
1
〔
類
〕
心
　
か
な
1
〔
明
〕
〔
類
〕
哉

こ
い
－
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
こ
ひ
　
ゆ
へ
に
1
〔
類
〕
故
に

は
う
ち
や
う
か
た
な
ー
〔
類
〕
包
丁
刀

ま
ん
ち
う
1
〔
類
〕
饅
頭

お
も
ひ
ふ
く
れ
て
－
〔
類
〕
思
ひ
ふ
く
れ
て

左
歌
1
〔
類
〕
左
寄

あ
り
ぬ
へ
き
を
ー
〔
類
〕
有
ぬ
へ
き
を
　
才
学
1
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
才
覚

な
き
に
似
た
り
－
〔
類
〕
な
き
に
・
た
り
　
こ
し
き
の
ま
む
ち
う
ー
〔
類
〕
贈
の
饅
頭

ふ
く
る
ら
む
1
〔
類
〕
ふ
く
る
ら
ん
　
才
学
1
〔
忠
〕
〔
明
一
〔
類
〕
才
覚
　
す
こ
し
－
〔
類
〕
少
し



　
　
　
　
◇

　
は
う
ち
や
う
し

お
た
て
か

か
た
み
お
ろ
し
、

い
か
・
せ
む
。

◇

　
て
う
さ
い

さ
た
う
ま
ん

ち
う
、
さ
い
ま
む
ち
う
、

い
つ
れ
も
よ
く

む
し
て
侯
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
う
ち
や
う

は
う
ち
や
う
し
1
〔
白
〕
庖
丁
〔
忠
〕
五
十
七
番
庖
丁
し

お
た
て
か
…
…
い
か
・
せ
む
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
ナ
シ

か
た
み
お
ろ
し
－
〔
尊
〕
か
た
み
お
ろ
し
か

さ
た
う
ま
ん
ち
う
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
砂
糖
ま
ん
ち
う

さ
い
ま
む
ち
う
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
明
）
〔
類
〕
さ
い
ま
ん
ち
う

い
つ
れ
も
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
何
も

〔
語
注
〕

　
庖
丁
師
は
、
庖
丁
を
使
っ
て
、
魚
や
鳥
を
料
理
す
る
者
。

　
な
お
、
「
庖
丁
師
」
の
「
師
」
の
字
が
正
し
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
未
考
。
天
理
本
『
理
言
六
義
』
抜
書
の
「
鰭
包
丁
」
に
、
「
包
丁

師
」
、
「
包
丁
人
」
の
両
語
が
見
え
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
庖
（
包
）
丁
師
」
を
、
連
濁
で
「
は
う
ち
や
う
じ
」
と
読
み
、
さ
ら
に
そ
れ
が
詑
っ

て
「
は
う
ち
や
う
じ
ん
」
と
な
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
が
、
確
証
は
な
い
。
こ
の
他
に
「
庖
（
包
）
丁
師
」
と
い
う
表
記
は
管
見
に
入
ら
な

い
。

　
調
莱
は
、
莱
を
調
え
る
意
で
、
副
食
物
を
調
理
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
調
理
、
調
理
人
。
特
に
精
進
物
に
関
し
て
い
う
。
後
世
の
例
で

あ
る
が
、
『
か
た
こ
と
』
一
に
、
「
精
進
物
の
調
菜
を
誉
侍
る
挨
拶
に
、
料
理
が
出
来
て
侍
る
ぞ
、
な
ど
と
は
い
ふ
ま
じ
き
事
と
ぞ
。
調
莱
の

出
来
て
侍
る
、
と
は
い
ふ
べ
1
し
と
云
り
。
料
理
と
は
魚
鳥
の
上
に
て
の
み
云
言
葉
な
り
」
と
あ
る
。
本
歌
合
に
い
う
調
菜
は
、
も
と
寺
院
な

注
解
『
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八
六

ど
に
属
し
た
調
菜
が
独
立
し
て
、
一
般
向
け
に
調
理
・
販
売
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
調
莱
に
似
た
職
人
と
し
て
、
第
十
八
番

左
に
、
饅
頭
売
が
あ
っ
た
。
．

◎
お
ほ
鯉
　
単
に
大
き
な
鯉
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
一
定
の
作
法
に
基
づ
く
庖
丁
の
対
象
と
し
て
の
「
大
鯉
」
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

古
く
『
今
昔
物
語
集
』
二
十
八
に
、
「
狙
ノ
上
二
一
鯛
ノ
）
荒
巻
ヲ
置
テ
、
事
シ
モ
大
鯉
ナ
ド
ヲ
作
ラ
ム
様
二
、
左
右
ノ
袖
ヲ
引
硫
テ
、
片

膝
ヲ
立
テ
今
片
膝
ヲ
バ
臥
テ
、
極
テ
月
・
、
シ
ク
居
為
シ
テ
」
（
左
京
属
紀
茂
経
、
鯛
荒
巻
進
大
夫
語
第
三
十
）
と
見
え
る
「
大
鯉
」
も
、
そ
の

よ
う
な
意
味
で
の
大
鯉
で
あ
ろ
う
。
一
た
だ
し
、
こ
の
「
大
鯉
」
は
「
オ
ホ
キ
ナ
ル
鯉
」
と
読
む
説
も
あ
る
。
一
ま
た
、
後
世
の
資
料
で
あ
る

が
、
近
世
初
期
の
四
条
家
薗
部
流
の
料
理
秘
伝
書
『
料
理
切
形
秘
云
抄
』
は
、
「
大
鯉
切
」
の
切
り
方
を
、
「
小
鯉
切
」
な
ど
と
並
ん
で
図
解

し
て
い
る
。

◎
か
し
ら
を
三
に
き
り
か
ね
て
　
「
頭
を
三
っ
に
切
る
」
は
未
詳
。
『
新
大
系
』
は
、
「
三
枚
に
お
ろ
す
」
と
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
鯉

を
作
法
ど
お
り
切
る
技
術
の
な
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

◎
か
た
わ
れ
し
た
る
あ
り
明
の
月
　
「
片
割
れ
月
」
一
半
月
）
は
歌
に
ま
ま
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
「
片
割
れ
す
」
と
い
う
語
形
は
管
見

に
入
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
俗
語
で
、
半
分
に
割
れ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
切
り
損
ね
た
大
鯉
の
頭
の
よ
う
に
、
半
分
に
割
れ
た
有
明

の
月
。
な
お
、
歌
合
の
月
の
歌
に
、
有
明
の
月
を
詠
む
の
は
、
大
い
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
じ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
け

◎
あ
す
の
て
ん
し
ん
い
そ
く
と
て
　
「
点
心
」
（
「
て
ん
し
ん
」
と
も
一
は
、
茶
請
の
菓
子
。
虎
明
本
狂
言
「
ま
ん
ぢ
う
」
に
、
「
ま
ん
ぢ
う
共

申
、
て
ん
ぢ
ん
と
も
申
て
、
う
へ
っ
か
た
の
お
し
う
も
参
る
も
の
で
ご
ざ
る
」
と
あ
っ
て
、
特
に
饅
頭
を
指
す
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

勿
論
、
俗
語
。
明
日
の
点
心
を
急
い
で
作
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
こ
㌻
ろ
も
い
ら
ぬ
月
を
み
る
か
な
　
気
も
そ
ぞ
ろ
で
月
を
見
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
歌
合
の
月
の
歌
と
し
て
は
、
ま
っ
た
く
ふ
さ
わ

し
か
ら
ぬ
内
容
で
あ
る
。

◎
左
右
と
■
も
に
、
吹
毛
の
難
も
侍
れ
は
　
「
吹
毛
の
難
」
は
、
些
細
な
欠
点
の
意
で
、
「
毛
を
吹
く
疵
」
な
ど
と
と
も
に
、
歌
合
判
詞
に
ま
ま

用
い
ら
れ
る
言
葉
。
（
二
十
番
語
注
「
あ
な
か
ち
に
毛
を
吹
て
き
す
を
も
と
む
へ
か
ら
す
」
参
照
。
た
だ
し
、
同
項
末
尾
「
本
職
人
歌
合
五

十
七
番
月
の
歌
の
判
詞
に
、
…
…
」
は
、
失
考
で
あ
っ
た
の
で
、
削
除
す
る
。
）
た
だ
し
、
こ
こ
は
、
左
歌
の
「
片
割
れ
し
た
る
有
明
の
月
」
、



お
よ
び
、
右
歌
の
「
心
も
入
ら
ぬ
月
を
見
る
か
な
」
に
っ
い
て
言
う
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
歌
合
の
月
の
歌
と
し
て
は
、
致
命
的
な

誤
り
を
冒
し
た
表
現
で
あ
る
。
従
っ
て
、
判
詞
は
、
本
来
な
ら
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
あ
え
て
「
吹

。
毛
の
難
」
と
し
た
の
は
、
強
烈
な
皮
肉
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

◎
嵜
か
ら
　
歌
全
体
の
品
格
の
こ
と
を
い
う
が
、
歌
合
判
詞
で
は
、
「
歌
が
ら
は
き
よ
げ
な
り
」
一
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
、
九
番
判
詞
）
、
「
歌

が
ら
は
な
だ
ら
か
な
り
」
一
元
永
元
年
十
月
二
日
内
大
臣
家
歌
合
、
時
雨
三
番
判
詞
一
な
ど
の
よ
う
に
、
主
と
し
て
声
調
に
関
し
て
用
い
ら
れ

る
一
和
歌
文
学
辞
典
「
歌
が
ら
」
の
項
）
。

◎
こ
い
ゆ
へ
に
　
「
恋
」
に
「
鯉
」
を
掛
け
る
。

◎
は
う
ち
や
う
か
た
な
は
を
み
れ
は
　
「
庖
丁
刀
」
は
、
魚
・
鳥
な
ど
を
さ
ば
く
刀
。
『
貞
丈
雑
記
』
六
・
飲
食
之
部
に
、
「
魚
鳥
野
菜
等
を

切
る
刀
を
庖
丁
と
ば
か
り
云
は
あ
や
ま
り
な
り
。
古
は
、
魚
鳥
を
切
る
刀
を
ば
庖
丁
刀
と
云
、
野
菜
を
切
る
刀
を
ば
莱
刀
と
云
し
也
」
と
あ

る
。
全
体
と
し
て
、
序
詞
的
に
、
下
句
の
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」
に
続
く
。

◎
ほ
ろ
／
＼
と
こ
そ
ね
も
な
か
れ
け
れ
　
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」
は
、
こ
こ
は
、
庖
丁
の
刃
が
欠
け
落
ち
る
さ
ま
。
「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
と
」
と
、
濁
音
で

読
む
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
に
、
涙
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
さ
ま
を
い
う
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」
を
掛
け
る
。

◎
こ
し
き
に
む
せ
る
ま
ん
ち
う
の
　
「
甑
」
、
「
蒸
す
」
、
「
饅
頭
」
は
、
勿
論
俗
語
。
全
体
と
し
て
、
序
詞
的
に
下
句
に
続
く
。

◎
お
も
ひ
ふ
く
れ
て
　
饅
頭
が
脹
れ
る
よ
う
に
、
私
も
思
い
脹
れ
て
。
「
思
ひ
脹
る
」
は
、
（
相
手
の
こ
と
を
）
思
う
ば
か
り
で
口
に
出
せ
ず
、

腹
が
脹
れ
る
、
つ
ま
り
、
不
快
の
念
が
た
ま
る
意
で
あ
ろ
う
。
『
十
二
類
絵
巻
』
下
の
狸
の
歌
に
、
「
う
き
こ
と
を
思
ひ
脹
れ
し
悔
し
さ
よ
我

が
腹
鼓
う
ち
ぞ
驚
く
」
の
例
が
あ
る
が
、
通
常
歌
に
用
い
る
言
葉
で
は
な
く
、
散
文
の
例
も
管
見
に
入
ら
な
い
。
「
饅
頭
」
の
縁
で
、
あ
え

て
奇
妙
な
表
現
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

◎
庖
丁
に
は
、
魚
も
烏
も
い
く
ら
も
よ
せ
あ
り
ぬ
へ
き
を
　
「
寄
せ
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
あ
る
事
柄
に
関
連
す
る
言
葉
。
縁
語
な
ど
。
「
庖

丁
」
に
は
魚
に
し
て
も
鳥
に
し
て
も
、
い
く
ら
で
も
寄
せ
が
あ
る
は
ず
だ
の
に
。

◎
才
学
　
忠
寄
本
・
明
暦
板
本
・
類
従
本
は
「
才
覚
」
。
歌
を
詠
む
上
で
の
機
知
・
工
夫
（
四
番
語
注
「
我
道
の
さ
い
か
く
、
ま
こ
と
に
き

一
」
え
た
り
」
、
お
よ
び
四
十
四
番
語
注
「
才
学
」
の
項
参
照
一
。

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
一
二
十
七
一

八
七



八
八

◎
せ
め
て
、
こ
し
き
の
ま
む
ち
う
の
ふ
く
る
ら
む
は
、
才
学
す
こ
し
侍
り
　
左
歌
に
較
べ
て
右
歌
は
、
甑
の
饅
頭
の
縁
で
「
脹
る
」
と
い
う

言
葉
を
用
い
た
点
が
、
ま
だ
し
も
優
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
は
う
ち
や
う
し
　
白
石
本
は
「
庖
丁
」
と
の
み
あ
る
が
、
誤
脱
で
あ
ろ
う
。

◎
お
た
て
か
か
た
み
お
ろ
し
、
い
か
㌔
せ
む
　
白
石
本
、
忠
寄
本
、
明
暦
板
本
、
類
従
本
は
、
こ
の
言
葉
を
欠
く
。
尊
経
閣
本
は
、
「
か
た

み
お
ろ
し
か
」
と
「
か
」
を
入
れ
る
。
そ
の
方
が
意
味
が
通
じ
や
す
そ
う
だ
が
、
後
述
の
ご
と
く
、
「
尾
立
て
」
と
「
片
身
下
ろ
し
」
と
が

相
対
立
す
る
作
法
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
。
「
尾
立
て
」
は
切
っ
た
魚
の
尾
を
姐
の
上
に
立
て
る
作
法
。
「
片
身
下
ろ
し
」
は
、
「
両
身
下

ろ
し
」
の
対
で
、
魚
の
片
身
だ
け
を
下
ろ
す
作
法
か
。
『
料
理
切
形
秘
云
抄
』
に
、
「
片
身
下
之
尾
立
鯉
之
事
」
お
よ
び
「
両
身
下
尾
立
鯉
之

事
」
、
ま
た
、
「
片
身
下
魚
体
之
鯉
事
」
、
「
片
身
下
之
鯉
事
」
な
ど
の
図
解
が
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
尾
立
て
」
と
「
片
身
下
ろ

し
」
と
は
、
必
ず
し
も
相
対
立
す
る
作
法
と
は
思
え
な
い
。
な
お
、
『
和
国
諸
職
絵
尽
』
の
画
中
詞
は
、
「
こ
と
ぶ
き
の
ほ
う
て
う
は
家
／
＼

の
大
事
あ
り
」
。

◎
さ
た
う
ま
ん
ち
う
　
砂
糖
饅
頭
。
砂
糖
入
り
の
館
の
饅
頭
。
現
在
普
通
に
い
う
饅
頭
の
類
。
塩
饅
頭
や
莱
饅
頭
（
次
項
一
に
対
し
て
い
う
。

◎
さ
い
ま
む
ち
う
　
莱
饅
頭
。
中
に
野
菜
を
入
れ
た
饅
頭
。

〔
絵
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
な
ぱ
し

　
庖
丁
師
は
、
烏
帽
子
、
直
垂
、
袴
姿
で
、
右
手
に
庖
丁
、
左
手
に
真
魚
箸
を
持
ち
、
姐
板
の
上
の
魚
一
鯉
か
一
を
料
理
す
る
と
こ
ろ
。
右

に
、
皿
鉢
と
水
瓶
。

　
調
莱
は
、
剃
髪
し
て
僧
衣
を
着
る
。
左
に
蒸
籠
に
入
れ
た
饅
頭
。
前
に
、
匙
、
蓋
っ
き
の
浅
鍋
状
の
器
、
そ
れ
に
い
ま
一
っ
の
器
。
後
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

の
器
に
っ
い
て
、
『
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
史
料
日
本
職
人
史
口
』
は
、
「
コ
シ
キ
か
ら
湯
気
が
出
て
い
る
様
子
」
と
す
る
（
「
調
菜
（
一
）
」
の
項
）
。

僧
形
を
し
て
い
る
の
は
、
も
と
寺
院
に
属
し
て
い
た
こ
と
の
名
残
か
。

〔
参
考
〕



○
亭
主
出
て
、
存
じ
之
外
永
屠
仕
っ
た
、
新
座
の
者
を
置
い
て
来
た
、
急
ぎ
罷
り
帰
ら
ふ
ト
云
テ
戻
る
。
経
を
読
む
音
が
す
る
ト
云
テ
、
見

っ
け
て
、
こ
れ
は
い
か
な
事
、
出
家
が
魚
を
切
っ
て
、
料
理
者
が
経
を
読
む
、
是
は
奇
特
な
事
か
な
ト
云
テ
、
や
い
／
＼
是
は
何
事
ぞ
ト

云
時
、
二
人
共
に
う
ろ
た
へ
て
、
坊
主
、
鯛
を
取
つ
て
経
に
読
む
。
宗
八
は
経
を
つ
か
ま
へ
て
包
丁
す
る
。
憎
い
奴
が
ト
云
テ
叱
る
。
二
人

共
に
逃
ぐ
る
。
追
入
り
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
墾
言
「
宗
八
」
）

○
抑
打
身
と
い
ふ
事
は
、
寛
和
元
年
乙
の
酉
、
其
の
比
は
花
山
の
院
の
御
代
な
り
し
に
、
四
季
お
り
お
り
の
御
遊
び
、
事
に
超
へ
、
御
狩
に

好
か
せ
給
ふ
に
よ
り
、
政
頼
に
鷹
を
据
へ
さ
せ
、
国
々
へ
御
下
向
あ
る
。
お
り
ふ
し
、
遠
江
の
国
橋
本
の
長
が
宿
所
に
着
き
給
ふ
。
長
は
出

で
あ
ひ
申
し
、
三
献
の
か
は
ら
け
据
へ
た
り
し
時
、
板
に
鯉
を
出
だ
す
。
そ
の
時
の
庖
丁
人
は
史
官
の
太
夫
た
だ
ま
さ
な
り
。
た
だ
支
さ
は

さ
ん
ら
う
近
き
釣
殿
に
出
で
て
畏
ま
る
。
そ
れ
た
だ
ま
さ
と
有
り
し
か
ば
、
た
だ
ま
さ
何
と
か
思
ひ
け
ん
、
板
な
る
鰹
を
ば
切
ら
ず
し
て
、

賛
の
子
の
板
を
一
間
は
づ
し
、
下
な
る
魚
を
挟
ん
で
上
げ
、
鶉
の
鰭
を
は
ら
り
と
下
ろ
し
、
魚
を
放
せ
ば
、
魚
は
放
さ
れ
た
る
を
喜
び
、
石

菖
の
陰
に
遊
び
隠
れ
ぬ
る
。
さ
て
其
の
後
に
板
引
き
寄
せ
て
、
す
っ
は
と
切
っ
て
し
っ
と
と
打
ち
っ
け
、
打
ち
っ
け
、
並
み
居
給
へ
る
上
北

面
・
下
北
面
・
檀
言
・
宰
相
・
検
非
遣
使
・
黒
袴
の
徒
党
ま
で
も
、
三
刀
づ
っ
打
ち
っ
け
参
ら
せ
し
か
ば
、
た
だ
ま
さ
が
只
今
の
庖
丁
神
妙

な
り
、
勲
功
は
請
う
に
よ
る
べ
し
と
御
感
有
り
し
よ
り
此
の
か
た
、
打
身
と
い
ふ
事
始
ま
り
た
り
。
さ
れ
ば
打
身
に
は
、
海
の
物
に
て
は
鯛
、

川
の
物
に
て
は
鯉
な
ら
で
は
有
る
べ
か
ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
墾
言
「
す
・
き
ば
う
ち
や
う
」
一

〇
へ
…
…
た
と
へ
ば
只
今
の
鰻
を
洗
ひ
す
ま
ひ
て
、
切
目
尋
常
な
る
姐
に
、
青
木
の
ま
な
箸
、
備
前
庖
丁
、
紙
一
重
ね
お
っ
取
り
添
へ
、
し

っ
け
知
っ
た
る
若
ひ
者
が
、
二
人
し
て
昇
ひ
て
出
う
所
で
、
そ
な
た
へ
お
切
り
そ
ひ
と
申
さ
う
ず
れ
ど
も
、
そ
な
た
の
お
し
や
ら
ふ
は
、
い

や
い
や
こ
れ
の
庖
丁
、
近
ふ
見
参
ら
せ
ぬ
、
一
手
遊
ば
ひ
て
御
見
せ
侯
へ
と
、
お
し
や
ら
ひ
で
か
な
ふ
ま
ひ
。
　
へ
中
々
さ
や
う
に
申
さ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一

へ
所
で
、
某
よ
し
に
あ
ま
り
、
箸
刀
お
つ
取
つ
て
て
、
紙
を
ば
三
つ
に
切
り
、
二
つ
を
下
に
押
し
下
ろ
し
、
一
つ
を
姐
が
し
ら
に
と
う
ど
置

き
、
例
式
の
水
こ
そ
げ
、
さ
っ
さ
っ
と
三
刀
す
る
ま
ま
に
、
一
の
刀
に
て
魚
頭
を
継
ぎ
、
二
の
刀
に
て
上
身
を
下
ろ
し
、
下
ろ
し
も
あ
へ
ず

魚
頭
を
、
姐
が
し
ら
に
と
う
ど
置
き
、
お
っ
取
り
返
し
下
身
を
下
ろ
し
、
中
打
ち
や
う
ち
や
う
と
三
っ
に
切
っ
て
、
い
ざ
こ
れ
を
熟
り
物
に

し
て
お
ま
ら
せ
う
。
　
へ
一
段
よ
う
ご
ざ
ら
ふ
。
　
へ
其
の
間
た
だ
は
何
と
て
も
な
あ
ら
ふ
ず
る
ぞ
。
幸
ひ
有
る
、
上
身
下
身
を
掻
き
和
へ

に
し
て
お
ま
ら
せ
う
。
　
へ
な
を
な
を
よ
う
ご
ざ
ら
ふ
。
　
へ
総
じ
て
よ
う
お
心
や
れ
。
魚
の
身
の
、
厚
ひ
所
は
薄
ふ
見
へ
ひ
、
薄
ひ
所
は

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
七
一

八
九



九
〇

厚
ふ
見
ゑ
ひ
と
、
作
る
が
庖
丁
人
の
腕
で
お
り
や
る
げ
な
。
　
へ
中
々
。
　
へ
そ
れ
は
い
か
に
も
ひ
っ
っ
く
ば
ふ
て
、
刀
早
に
、
は
あ
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一

っ
は
り
す
っ
は
り
と
作
り
す
ま
ひ
て
、
な
り
天
竺
の
掻
敷
に
、
深
草
が
わ
ら
け
に
、
ち
よ
ぼ
ち
よ
ぼ
と
よ
そ
ふ
て
、
お
ま
ら
せ
う
が
、
よ
ふ

は
あ
る
ま
ひ
か
。
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
同
）

○
日
本
庖
丁
の
ハ
ジ
メ
ハ
、
四
条
家
ノ
庶
流
山
陰
中
納
言
也
。
荘
子
養
生
主
ノ
篇
二
、
庖
丁
牛
ヲ
解
事
ヲ
ツ
マ
ビ
ラ
カ
ニ
書
リ
。
丁
氏
ヨ
ク

庖
厨
ノ
事
ヲ
シ
リ
テ
、
宰
烹
ス
ル
ユ
ヱ
ニ
庖
丁
ト
云
也
。
是
ヨ
リ
蛮
刀
ヲ
モ
云
也
。
此
類
多
シ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
同
一

〇
こ
れ
ら
の
居
間
は
、
客
人
を
接
待
す
る
部
屋
に
続
い
て
い
て
、
渡
り
廊
や
廊
下
を
通
っ
て
そ
こ
に
達
す
る
。
こ
の
場
所
に
は
家
人
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヤ
ミ
ネ
ー

の
内
輪
の
台
所
と
、
煙
出
し
の
形
を
し
た
清
潔
な
場
所
〔
か
ま
ど
〕
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
煙
出
し
の
あ
る
所
で
は
、
目
の
前
で
貴
重
な
い

く
っ
か
の
食
物
を
煮
炊
き
す
る
の
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
鶴
、
野
鴨
、
白
鳥
、
そ
の
他
狩
猟
の
貴
重
な
獲
物
、
そ
し
て
主
人
の
鷹
で
捕
え

た
も
の
の
ほ
か
に
友
人
の
鷹
で
と
っ
て
贈
ら
れ
て
き
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
彼
ら
の
間
で
は
甚
だ
尊
重
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
、
鮭
な
ど
珍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
り
ン
う
ヤ
ン
テ

重
さ
れ
る
魚
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
す
べ
て
調
理
人
が
そ
の
前
で
切
盛
り
す
る
。
切
盛
り
す
る
こ
と
は
日
本
人
の
技
芸
の
一
っ
な
の
で
、
そ

れ
の
き
わ
め
て
器
用
な
人
々
が
い
て
、
切
盛
り
す
る
時
に
は
、
な
に
も
の
に
も
手
を
触
れ
な
い
で
、
料
理
に
作
る
前
に
す
べ
て
生
の
ま
ま
で

切
盛
り
す
る
。
こ
れ
は
実
際
に
見
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
に
適
し
た
道
具
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
寸
ー
カ

て
、
極
端
に
ま
で
清
潔
に
し
て
あ
る
。
た
と
え
ば
、
庖
丁
、
貴
重
な
鉄
を
使
っ
た
き
わ
め
て
鋭
利
な
肉
切
庖
丁
、
鉄
製
か
、
先
端
に
鉄
の
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ル
7
寸

い
て
い
る
木
製
か
の
日
本
式
の
肉
刺
が
あ
り
、
台
の
上
で
切
盛
り
さ
れ
た
も
の
と
か
、
前
も
っ
て
切
盛
り
し
て
用
意
し
、
一
種
の
厚
い
台
の

上
に
載
せ
て
あ
る
も
の
と
か
を
、
そ
の
肉
刺
で
手
に
と
る
。
こ
れ
は
御
殿
に
お
い
て
領
主
の
前
で
な
さ
れ
る
仕
事
な
の
で
、
そ
こ
に
示
さ
れ

る
器
用
さ
と
清
潔
さ
、
規
則
に
従
っ
て
や
る
と
こ
ろ
は
、
何
と
も
い
う
べ
き
言
葉
が
な
い
ほ
ど
り
っ
ぱ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
領
主
は
、
そ
の

コ
“
、
’
ニ
エ
イ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ペ
ン
ニ
ェ
，
ー
口
・
モ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
イ
一
ダ
　
ル
　
、
コ

料
理
人
と
そ
の
中
で
す
ぐ
れ
た
料
理
頭
に
、
主
人
や
客
人
の
た
め
に
な
さ
れ
る
こ
と
一
切
を
命
令
す
る
公
家
貴
族
出
身
の
者
を
召
し
か
か

え
る
。
彼
は
と
り
わ
け
食
物
を
清
潔
に
扱
い
、
食
物
を
彼
ら
風
に
味
っ
け
す
る
こ
と
と
、
煮
炊
き
を
し
、
ま
た
客
人
に
差
し
出
す
食
器
類
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
プ
し
イ
ロ

た
と
え
ば
鍋
、
皿
、
椀
、
給
仕
用
の
縁
高
盆
、
そ
の
他
の
彼
ら
流
に
食
卓
で
使
う
も
の
に
注
意
を
払
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日
本
教
会
史
、
一
巻
、
十
二
章
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ウ
7
ト
ー
ル

○
こ
れ
ら
の
台
所
に
は
、
手
洗
い
場
や
そ
の
他
す
べ
て
の
も
の
が
備
わ
っ
て
い
て
、
料
理
す
る
の
に
よ
く
清
潔
さ
が
保
た
れ
る
。
従
っ
て
、



料
理
す
る
た
め
に
そ
の
物
を
洗
う
時
以
外
は
そ
れ
に
手
を
触
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
魚
や
狩
し
た
鳥
獣
の
肉
を
切
盛
り
す
る
役
目
の
者
が
い
る

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
味
つ
け
を
し
煮
炊
き
す
る
前
に
、
厚
く
て
と
て
も
き
れ
い
な
台
〔
姐
板
〕
の
上
で
、
生
の
ま
ま
す
べ
て
を
切
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ル
7
オ

り
す
る
の
に
、
彼
ら
は
ど
ん
な
物
に
も
手
を
触
れ
な
い
で
、
鉄
の
肉
刺
、
庖
丁
、
肉
切
庖
丁
を
使
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
言
及
し
た
よ

う
に
、
品
物
が
貴
重
で
、
鷹
狩
で
手
に
入
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
往
々
に
し
て
領
主
や
客
人
の
面
前
で
切
盛
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は

き
わ
め
て
器
用
な
人
々
の
仕
業
な
の
で
、
そ
の
仕
方
を
見
て
い
る
と
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
同
一

〇
第
二
の
言
葉
で
あ
る
能
3
は
学
芸
を
意
味
し
、
ま
た
は
そ
の
こ
と
に
器
用
で
あ
り
、
技
能
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
も
の
は
貴

シ
オ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
り
タ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ラ
ン
デ
　
　
ジ
エ
ン
テ
・
ノ
ー
ブ
ル
　
　
　
　
　
　
フ
イ
ダ
ル
ゴ

族
の
慣
習
か
ら
も
、
ま
た
武
家
の
慣
習
か
ら
も
、
高
官
、
武
家
貴
族
お
よ
び
公
家
貴
族
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
名
誉
と
さ
れ
、
重
ん
じ
ら
れ
、

行
な
わ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
こ
れ
を
十
種
数
え
上
げ
て
い
る
。
…
…
第
三
は
〔
庖
丁
で
〕
食
物
を
切
り
分
け
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
問
で
は
上

品
で
常
用
の
仕
事
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
同
、
二
巻
、
一
章
一

五
十
八
番
　
白
布
売

直
垂
売

〔
職
人
尽
〕

　
　
〔
吾
吟
我
集
〕
寄
布
恋
　
布
な
ら
ぬ
我
が
名
を
白
く
言
ひ
さ
ら
す
あ
く
た
れ
者
の
口
の
さ
が
な
さ
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
彙
〕
布
曝
　
曝
し
の
始
め
は

　
　
　
　
ま
き
の
し
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ

　
　
宇
治
槙
嶋
な
り
。
京
に
て
は
、
五
条
川
原
に
あ
り
。
今
は
奈
良
を
も
つ
て
第
一
と
す
。
曝
し
の
地
壱
疋
に
四
尺
の
余
慶
あ
り
。
こ
れ
を
取
り

　
　
て
も
曝
し
、
又
、
代
壱
疋
に
壱
匁
八
分
曝
し
賃
と
か
や
。
　
〔
霞
譜
職
人
尽
〕
白
布
売
　
布
し
ま
を
織
ら
ば
や
を
ら
ん
霜
降
り
地
く
宗
伴
V
波

　
　
の
音
白
く
や
布
の
嶋
さ
ら
し
く
女
　
山
人
V
　
布
嶋
の
白
波
を
月
の
晒
し
物
く
重
次
V
　
衣
替
へ
白
き
は
物
に
手
の
っ
か
ず
く
路
通
V
　
布
売

　
　
や
み
な
香
久
山
の
干
し
余
り
く
田
社
V
　
白
布
の
雪
は
降
り
け
り
富
士
詣
で
く
文
尺
V
　
ぬ
の
売
の
い
た
だ
く
雪
や
越
後
布
く
蓼
和
V
　
／
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解
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九
二

ひ
た
・
れ
売
　
直
垂
を
脱
が
ず
に
結
ぶ
清
水
哉
く
一
髪
V
　
立
ち
出
で
て
ひ
た
・
れ
売
ら
ん
花
の
春
く
群
牛
V
　
曽
我
殿
は
町
直
垂
の
袖
寒
し

く
雪
麿
V
　
寺
紅
葉
ひ
た
・
れ
ほ
し
き
夕
部
か
な
く
蓼
和
V
　
〔
職
人
辱
狂
歌
合
〕
右
　
一
寄
一
直
垂
師
恋
　
逢
ふ
夜
半
の
嬉
し
さ
に
け
ふ
挺
さ

へ
ひ
た
た
れ
し
と
て
君
な
笑
ひ
そ
　
：
…
・
右
、
ひ
た
た
れ
し
を
物
の
名
に
詠
み
て
、
恋
の
心
を
述
べ
ら
れ
し
、
よ
ろ
し
。
本
末
に
い
ま
少
々
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
児
カ
一

の
上
を
言
は
ま
ほ
し
く
や
。
さ
れ
ど
、
姿
と
と
の
ひ
て
そ
ゆ
れ
ば
、
持
と
す
べ
く
や
。
　
／
　
右
　
寄
直
垂
師
恋
　
起
き
出
で
て
袖
は
泪
に
ひ

た
た
れ
し
衣
紋
っ
く
ろ
ふ
き
ぬ
ぎ
ぬ
ぞ
う
き
　
：
…
右
、
別
る
る
恋
、
よ
ろ
し
く
言
ひ
お
ほ
せ
ら
れ
っ
れ
ど
、
猶
、
左
勝
り
ぬ
べ
し
。

R
本
文
】

　
五
十
八
番

　
ひ
と
す
ち
の
霜
か
と
そ
み
る
し
つ
の
め
か

お
る
あ
さ
ぬ
の
・
月
の
夜
さ
ら
し

雲
ま
き
の
町
ひ
た
・
れ
の
す
き
か
け
の

　
さ
し
て
さ
は
ら
ぬ
月
の
そ
て
か
さ

　
　
左
右
と
も
に
、
さ
る
事
と
き
こ
ゆ
。
よ
き
持
に

　
　
て
侍
へ
し
。

さ
れ
は
と
て
人
も
す
さ
め
ぬ
布
お
り
の

・
わ
か
手
っ
く
り
の
こ
ひ
も
す
る
哉

　
し
の
ひ
あ
ま
る
涙
を
い
か
に
つ
・
ま
・
し

ま
ち
ひ
た
・
れ
の
せ
は
く
み
し
か
や

　
　
左
、
我
手
つ
く
り
の
恋
、
よ
く
布
に
お
も
ひ

　
　
あ
は
せ
た
り
。
右
は
、
可
可
も
は
た
は
り
せ
は
く

　
　
き
こ
ゆ
。
以
左
為
勝
。

ひ
と
す
ち
ー
〔
類
〕
一
筋
し
つ
の
め
1
〔
類
〕
賎
の
め

お
る
1
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
を
る
　
あ
さ
ぬ
の
1
〔
類
〕
麻
ぬ
の

そ
て
か
さ
1
〔
類
〕
袖
笠

と
も
に
1
〔
類
〕
共
に

布
お
り
－
〔
忠
〕
〔
明
〕
布
を
り
〔
類
〕
布
織

わ
か
－
〔
類
〕
我
　
こ
ひ
－
〔
類
〕
恋

し
の
ひ
あ
ま
る
－
〔
類
〕
忍
ひ
あ
ま
る

ま
ち
ひ
た
・
れ
1
〔
類
〕
ま
ち
直
垂
　
み
し
か
や
－
〔
類
〕
短
や

せ
は
く
1
〔
白
〕
せ

為
勝
－
〔
忠
〕
勝
と
す



　
　
　
◇

白
ぬ
の
う
り

上
ろ
ぬ
の

め
せ
な
う
。

は
た
は
り
も

し
や
く
も

よ
く
侯
は
。

◇

　
ひ
た
・
れ
う
り

〔
語
注
〕

　
白
布
は
、
白
い
晒
の
布
。
職
人
名
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

ミ　
直
垂
は
、
男
子
が
上
半
身
に
着
け
る
服
の
一

服
と
な
り
、

◎
ひ
と
す
ち
の
霜
か
と
そ
み
る

勿
論
、
異
例
。

◎
し
つ
の
め
か
お
る
あ
さ
ぬ
の

◎
月
の
夜
さ
ら
し
　
「
夜
晒
」
は
、

い
う
」
と
し
て
、
『
菅
家
金
玉
集
』
三
の
、

白
ぬ
の
う
り
1
〔
白
〕
白
布
う
り
〔
忠
〕
五
十
八
番
白
布
う
り
〔
類
〕
白
布
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
う

め
せ
な
う
1
〔
白
〕
め
せ
な
ふ
〔
忠
〕
め
せ
の
ふ

し
や
く
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
尺

よ
く
侯
は
ー
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
類
〕
よ
く
侯
そ

ひ
た
・
れ
う
り
1
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
類
〕
直
垂
う
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
白
布
売
」
と
あ
る
が
、
歌
に
は
「
夜
晒
」
、
「
布
織
」
な
ど
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
生
産
と
販
売

カ
未
分
化
で
あ
っ
た
実
態
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
。
も
と
庶
民
の
労
働
着
で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
に
は
武
家
が
幕
府
に
出
仕
す
る
際
の
公

　
　
　
　
　
室
町
時
代
に
は
公
家
も
私
服
と
し
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
句
の
「
麻
布
の
月
の
夜
晒
し
」
を
「
霜
」
に
見
立
て
た
の
で
あ
る
が
、
「
一
筋
の
霜
」
と
い
う
表
現
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賎
の
女
が
織
る
麻
布
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
、
「
夜
、
屋
外
で
外
気
に
当
る
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
。
布
を
さ
ら
す
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
滝
川
に
て
月
な
ど
に
布
さ
ら
せ
る
事
常
の
事
也
。
俗
に
夜
さ
ら
し
と
い
へ
り
」
を
引
く
。
夜
、

布
を
晒
す
こ
と
が
実
際
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
っ
い
て
は
未
考
だ
が
、
歌
に
は
、
「
山
人
の
衣
な
る
ら
し
し
ろ
た
へ
の
月
に
さ
ら
せ
る
布

　
　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
一
二
十
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九
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九
四

引
き
の
滝
く
良
経
V
」
（
続
古
今
集
十
八
、
雑
歌
中
一
な
ど
、
滝
・
雪
・
卯
の
花
な
ど
を
夜
晒
す
布
と
見
立
て
る
も
の
が
ま
ま
あ
る
。
た
だ
し
、

逆
に
こ
こ
の
よ
う
に
布
を
他
の
物
（
霜
）
に
見
立
て
る
の
は
異
例
。
ま
た
、
『
菅
家
金
玉
集
』
三
に
、
先
の
引
用
部
に
続
け
て
、
「
但
、
夜
さ

ら
し
は
い
ま
だ
文
に
も
聞
き
な
れ
ず
」
と
い
う
と
お
り
、
「
夜
晒
」
の
語
自
体
は
用
例
を
見
な
い
。

◎
雲
ま
き
　
未
考
。
『
中
世
職
人
語
彙
の
研
究
』
は
、
「
『
ま
き
』
は
巻
染
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
ま
き
ぞ
め
』
一
巻
染
）
は
、
『
絞
染
の
一
。
絹

ま
た
は
布
を
巻
い
た
上
か
ら
細
い
緒
で
固
く
巻
い
て
染
色
し
、
緒
を
解
け
ば
巻
い
た
部
分
が
白
く
残
る
よ
う
に
し
た
染
め
方
。
ま
き
』
一
広
辞

苑
一
で
あ
る
。
…
：
『
雲
ま
き
』
と
は
、
巻
き
ぞ
め
が
染
め
あ
げ
ら
れ
た
と
き
白
雲
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］

こ
ろ
か
ら
い
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
（
「
く
も
ま
き
」
の
項
一
と
し
、
『
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
史
料
日
本
職
人
史
1
』
は
、
「
巻
い
た
反
物
の
こ
と
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［

巻
き
絞
り
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
（
「
直
垂
売
（
一
）
」
の
項
一
と
す
る
。
「
雲
」
は
「
月
」
の
縁
語
。

◎
町
ひ
た
㌻
れ
　
「
町
」
は
「
待
ち
」
の
当
て
字
で
、
説
え
物
に
対
し
て
、
出
来
合
い
の
直
垂
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
一
二
十
番
語
注
「
町
か

ふ
と
」
の
項
参
照
一
。
後
世
の
『
誹
譜
職
人
尽
』
ひ
た
・
れ
売
に
、
「
曽
我
殿
は
町
直
垂
の
袖
寒
し
く
雪
麿
V
」
と
あ
る
。

◎
す
き
か
け
透
き
影
。
物
の
隙
間
や
薄
い
物
を
通
し
て
差
し
込
む
光
。
出
来
合
い
の
粗
悪
な
直
垂
で
、
生
地
が
薄
く
て
、
月
光
が
射
し
込

む
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
上
句
全
体
で
序
詞
的
に
下
句
に
掛
か
る
。

◎
さ
し
て
さ
は
ら
ぬ
　
「
透
き
影
の
射
し
て
」
か
ら
「
さ
し
て
障
ら
ぬ
」
と
続
け
る
。
直
垂
を
通
し
て
も
さ
ほ
ど
光
度
が
落
ち
な
い
よ
う
に
、

あ
ま
り
邪
魔
に
な
ら
な
い
程
度
の
（
月
の
袖
笠
一
。

◎
月
の
そ
て
か
さ
　
「
月
の
量
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
直
垂
の
縁
で
「
月
の
袖
笠
」
と
言
っ
た
。
「
袖
笠
」
は
、
袖
を
か
ざ
し
て
笠
の
代

わ
り
に
す
る
こ
と
。
「
月
の
袖
笠
」
は
、
「
空
は
ま
た
雨
気
に
な
れ
や
春
の
夜
の
月
も
霞
の
袖
笠
を
着
て
く
実
兼
V
」
（
続
千
載
集
七
、
雑
体
一

の
例
が
あ
る
。
な
お
、
雨
気
の
月
は
、
歌
合
の
月
の
歌
に
詠
む
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
る
一
六
番
語
注
「
あ
ま
気
の
っ
き
の
し
ぼ
り
い
で
っ
・
」

の
項
参
照
一
。

◎
さ
れ
は
と
て
人
も
す
さ
め
ぬ
　
「
す
さ
む
」
は
、
関
心
を
寄
せ
て
も
て
は
や
す
こ
と
。
「
山
高
み
人
も
す
さ
め
ぬ
桜
花
い
た
く
な
わ
び
そ
我

見
は
や
さ
む
く
よ
み
人
し
ら
ず
V
」
一
古
今
集
一
、
春
歌
上
）
、
「
こ
れ
を
見
よ
人
も
す
さ
め
ぬ
恋
す
と
て
音
を
な
く
虫
の
な
れ
る
姿
を
く
源
重

光
V
」
一
後
撰
集
十
一
、
恋
三
一
な
ど
、
「
人
も
す
さ
め
ぬ
－
」
の
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
は
、
語
法
的
に
は
、
す
ぐ
下
の
「
布



織
」
に
係
る
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
歌
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
同
時
に
下
句
の
「
恋
」
に
も
係
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場

合
、
「
さ
れ
ば
と
て
」
は
、
自
分
が
恋
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
の
意
。
「
人
」
は
、
恋
の
相
手
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
む
し

◎
手
つ
く
り
の
こ
ひ
　
「
手
作
り
」
は
「
手
作
り
の
布
」
の
こ
と
。
簡
単
な
遣
具
を
用
い
て
手
で
織
っ
た
布
。
主
と
し
て
苧
な
ど
の
繊
維
で

織
っ
て
、
水
で
さ
ら
し
て
白
く
し
た
も
の
。
布
の
中
で
は
高
級
品
で
、
絹
な
ど
と
同
じ
く
通
貨
の
機
能
を
果
し
た
（
角
川
古
語
大
辞
典
「
て

づ
く
り
の
ぬ
の
〔
手
作
布
〕
」
の
項
一
。
そ
の
「
手
作
り
」
に
、
自
分
の
勝
手
な
考
え
で
事
を
行
う
意
を
掛
け
、
「
手
作
り
の
恋
」
と
続
け
る
。

「
手
作
り
の
恋
」
は
、
具
体
的
に
は
、
全
く
相
手
に
さ
れ
ぬ
「
自
作
自
演
の
恋
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
あ
ろ
う
。
「
手
作
り
の
布
」
の
意
の
「
手

作
り
」
は
、
「
玉
河
に
さ
ら
す
手
作
り
さ
ら
さ
ら
に
昔
の
人
の
恋
ひ
し
き
や
な
ぞ
く
よ
み
人
し
ら
ず
V
」
一
拾
遺
集
十
四
、
恋
四
一
な
ど
、
歌

に
ま
ま
見
え
る
が
、
「
手
作
り
の
恋
」
は
、
勿
論
、
異
例
の
造
語
。

◎
し
の
ひ
あ
ま
る
　
忍
び
余
る
。
恋
の
思
い
を
他
人
に
隠
そ
う
と
し
て
も
隠
し
き
れ
な
い
。
な
お
、
「
忍
ぶ
」
を
耐
え
忍
ぶ
意
と
取
っ
て
、

こ
ら
え
か
ね
る
、
と
解
す
る
（
例
え
ば
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
後
掲
歌
に
対
す
る
頭
注
や
、
同
『
源
氏
物
語
四
』
、

夕
霧
巻
の
「
…
…
な
ど
や
す
ら
ひ
て
、
忍
び
あ
ま
り
ぬ
る
筋
も
ほ
の
め
か
し
聞
え
給
ふ
に
、
…
…
」
に
対
す
る
頭
注
等
々
一
こ
と
も
で
き
よ

う
が
、
「
忍
び
余
り
落
っ
る
涙
を
せ
き
か
へ
し
押
さ
ふ
る
袖
よ
憂
き
名
も
ら
す
な
く
よ
み
人
し
ら
ず
V
」
（
新
古
今
集
十
二
、
恋
歌
二
一
、
「
忍

び
余
り
人
に
知
れ
っ
っ
な
く
き
ぎ
す
そ
の
妻
恋
ひ
の
ほ
ど
よ
い
か
に
ぞ
く
隆
信
V
」
一
六
百
番
歌
合
、
春
中
一
な
ど
の
「
忍
び
余
る
」
は
、
前

者
の
意
に
重
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
も
、
下
に
「
涙
を
い
か
に
包
ま
ま
し
」
と
あ
る
か
ら
、
同
様
に
解
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
。

◎
涙
を
い
か
に
つ
も
ま
ち
し
　
「
涙
を
包
む
」
は
、
涙
を
衣
の
袖
や
挟
に
包
む
よ
う
に
し
て
隠
す
こ
と
。
「
っ
っ
め
ど
も
袖
に
た
ま
ら
ぬ
白
玉

は
人
を
見
ぬ
め
の
涙
な
り
け
り
く
安
倍
清
行
V
」
（
古
今
集
十
二
、
恋
歌
二
）
の
よ
う
に
、
涙
を
包
も
う
と
し
て
も
包
み
切
れ
な
い
、
と
い
う

否
定
的
な
用
法
で
、
恋
の
歌
に
常
套
的
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
も
、
こ
ら
え
き
れ
な
い
涙
を
ど
う
し
て
包
み
お
お
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
ま
ち
ひ
た
ち
れ
の
せ
は
く
み
し
か
や
　
待
ち
直
垂
で
一
袖
や
挟
が
一
狭
く
短
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
わ
け
に
っ
い
て
は
、
待
ち
直

垂
は
一
般
に
費
用
を
切
り
詰
め
て
い
る
か
ら
、
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
出
来
合
で
あ
る
た
め
買
い
手
の
寸
法
に
合
わ
な
い
、
と
解
し

た
方
が
お
も
し
ろ
い
。
な
お
、
一
首
全
体
と
し
て
見
る
に
、
涙
を
包
み
切
れ
な
い
こ
と
の
理
由
を
、
上
句
は
「
忍
び
余
る
」
で
表
現
し
、
下

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
七
）

九
五



九
六

句
は
「
待
ち
直
垂
の
狭
く
短
」
い
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
理
屈
か
ら
言
え
ば
、
両
者
の
理
由
が
相
半
ば
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
思
わ
れ
る
が
、

実
際
に
一
首
を
読
み
下
し
た
と
き
受
け
る
印
象
は
そ
う
で
は
な
い
。
上
句
は
、
前
項
で
述
べ
た
と
お
り
、
伝
統
的
な
恋
歌
に
普
通
に
見
ら
れ

る
表
現
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ま
っ
た
く
違
和
感
は
な
い
が
、
下
句
は
き
わ
め
て
異
様
で
あ
る
。
そ
の
相
反
す
る
両
者
が
こ
の
順
序
で
並
ん

で
い
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
ド
ン
デ
ン
返
し
の
効
果
が
生
ま
れ
る
。
あ
た
か
も
、
本
当
の
理
由
は
前
者
で
は
な
く
後
者
な
の
だ
、
と
さ
え
言
っ

て
い
る
よ
う
な
印
象
を
、
読
者
は
受
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
爆
笑
を
誘
う
一
首
で
あ
る
。

◎
よ
く
布
に
お
も
ひ
あ
は
せ
た
り
　
「
手
作
り
の
布
」
か
ら
連
想
し
て
、
「
手
作
り
の
恋
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
つ
い
た
こ
と
を
い
う
。
「
思

ひ
合
は
す
」
は
、
歌
合
判
詞
に
、
「
神
楽
の
お
こ
り
に
今
夜
の
星
を
お
も
ひ
あ
は
せ
ら
れ
た
る
、
ゆ
ゑ
な
き
に
あ
ら
ず
」
一
千
五
百
番
歌
合
、

九
百
九
十
四
番
判
詞
一
な
ど
の
例
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
「
布
」
の
縁
で
「
合
は
す
」
と
い
う
語
を
用
い
た
か
。

◎
嵜
も
は
た
は
り
せ
は
く
き
こ
ゆ
　
「
せ
は
く
」
は
、
白
石
本
は
「
せ
」
と
の
み
あ
る
が
、
誤
脱
で
あ
ろ
う
。
「
端
張
」
は
布
や
着
物
な
ど
の

幅
。
転
じ
て
、
物
の
勢
い
。
こ
こ
は
、
歌
に
「
待
ち
直
垂
の
狭
く
短
や
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
、
歌
自
体
も
勢
い
が
な
い
、
と
茶
化
し
た
の

で
あ
る
。
勿
論
、
「
端
張
」
は
、
「
…
…
な
に
に
残
さ
ん
草
の
原
と
い
へ
る
、
は
た
ば
り
殊
に
聞
ゆ
る
心
、
い
ま
す
こ
し
は
勝
る
と
申
す
べ
く

や
」
一
後
京
極
殿
御
白
歌
合
、
四
十
五
番
判
詞
一
の
よ
う
な
例
が
な
い
で
は
な
い
が
、
通
常
判
詞
に
用
い
る
言
葉
で
は
な
い
。

◎
は
た
は
り
も
し
や
く
も
よ
く
候
は
　
「
よ
く
侯
は
」
は
、
白
石
本
・
忠
寄
本
・
類
従
本
は
「
よ
く
侯
そ
」
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
意
味
に
大

差
は
な
い
。
「
端
張
」
は
、
こ
こ
は
、
布
の
幅
。
「
尺
」
は
長
さ
。
や
や
時
代
が
下
る
が
、
『
南
方
録
』
墨
引
に
、
「
惣
而
、
ヨ
キ
盆
ト
云
ハ
、

台
子
上
段
ニ
カ
ザ
リ
テ
、
道
具
ク
バ
リ
、
カ
ネ
合
ヨ
キ
ヲ
云
也
。
御
物
ノ
六
枚
の
御
盆
モ
、
外
ニ
モ
結
簿
ノ
盆
イ
カ
ホ
ド
モ
ア
リ
ケ
ル
中
ニ

テ
、
御
道
具
相
応
、
一
盆
々
々
ク
バ
リ
テ
、
尺
一
盆
の
直
径
）
ノ
ヨ
キ
ヲ
以
テ
極
メ
ラ
レ
タ
ル
也
」
と
、
「
尺
良
し
」
の
例
が
見
え
る
。
こ

こ
は
、
布
の
幅
も
長
さ
も
十
分
に
あ
る
、
の
意
で
あ
ろ
う
。

〔
絵
〕

白
布
売
は
、

直
垂
売
は
、

頭
巾
様
の
も
の
を
被
り
小
袖
を
着
、
白
布
を
広
げ
て
い
る
と
こ
ろ
。
前
に
、
物
差
し
と
白
布
の
入
っ
た
箱
。

烏
帽
子
、
直
垂
、
袴
姿
。
横
に
、
直
垂
用
の
反
物
の
入
っ
た
箱
。
前
に
、
そ
の
箱
の
蓋
の
上
に
並
べ
た
反
物
。
歌
の

「
待
ち



直
垂
」
と
は
異
な
っ
て
、
注
文
を
受
け
て
直
垂
を
作
る
、

と
い
う
設
定
で
あ
ろ
う
。

〔
参
考
〕

○
わ
れ
て
流
る
る
水
の
麻
の
葉

　
布
さ
ら
す
賎
が
小
船
や
朽
ち
ぬ
ら
ん

○
　
汲
み
あ
ぐ
る
さ
ざ
れ
石
井
の
手
に
た
ゆ
く

　
さ
ら
せ
ば
布
の
か
は
く
間
も
な
し

○
　
山
白
妙
に
匂
ふ
卯
の
花

　
布
さ
ら
す
宇
治
の
川
波
夏
か
け
て

○
　
か
す
糸
や
天
の
河
瀬
に
染
め
ぬ
覧

　
い
り
日
に
布
を
さ
ら
す
滝
な
み

〈
宗
御
V

〈
日
晟
V

〈
宗
御
V

〈
宗
祇
V
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