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明
治
の
写
本

今　

野　

真　

二

要
旨　

江
戸
期
に
出
版
さ
れ
た
版
本
が
明
治
期
に
書
写
さ
れ
た
も
の
を
「
明
治
の
写
本
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
う
し
た
明
治

の
写
本
は
文
学
研
究
に
お
い
て
は
、
採
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
う
し
た
も
の
が
あ
る
程
度

の
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
稿
者
が
所
持
す
る
明
治
十
九
年
に
写
さ
れ
た
『
夢
想

兵
衛
胡
蝶
物
語
』（
文
化
七
年
刊
）
を
分
析
対
象
と
し
た
。
版
本
と
写
本
と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
事
象
に
つ
い
て

の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
写
本
の
振
仮
名
に
お
い
て
は
、
版
本
の
語
形
の
短
呼
形
を
振
仮
名
と
し
て
施
し
て
い
る
例
が
少

な
か
ら
ず
あ
り
、
当
該
時
期
に
長
音
形
／
短
呼
形
に
「
揺
れ
」
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
版
本
、
写
本
、
語
形
の
「
揺
れ
」

一　

写
本
と
版
本

　

標
題
及
び
節
題
に
「
写
本
」
と
い
う
表
現
を
使
い
、
節
題
に
は
さ
ら
に
「
版
本
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
。「
写
本
」
は
「
写
し
た
本
」

で
あ
り
、
写
す
も
と
と
な
る
本
、
す
な
わ
ち
「
書
写
原
本
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。「
版
本
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、広
義
で
は
（
版
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を
使
っ
て
）
出
版
さ
れ
た
本
を
さ
す
。

　

言
語
を
文
字
化
す
る
手
段
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、（
あ
る
時
期
ま
で
の
日
本
に
お
い
て
は
）「
手
で
書
く
」
か
「
印
刷
す
る
」
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
よ
い
。「
手
で
書
く
」
す
な
わ
ち
「
手
書
」
の
中
に
は
、何
か
を
写
す
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
「
印

刷
す
る
」
の
中
は
「
活
字
印
刷
」
と
そ
う
で
は
な
い
、
例
え
ば
「
製
版
印
刷
」
な
ど
に
分
か
れ
る
。

　

日
本
に
お
い
て
は
、百
万
塔
陀
羅
尼
に
入
れ
ら
れ
た
経
を
初
め
と
す
る
、宗
教
的
な
印
刷
物
を
別
と
す
れ
ば
、文
字
化
の
手
段
は
「
手

で
書
く
」
が
先
行
し
、「
印
刷
す
る
」
が
後
発
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。「
印
刷
す
る
」
が
ひ
ろ
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、

「
手
で
書
く
」
は
継
続
し
て
い
る
。
現
代
で
は
「
手
で
書
く
」
機
会
は
か
な
り
減
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
手
で

書
く
」
と
い
う
文
字
化
の
手
段
は
続
い
て
い
る
し
、
こ
れ
か
ら
も
継
続
し
て
い
く
可
能
性
は
た
か
い
だ
ろ
う
。

　

過
去
の
日
本
語
の
観
察
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、「
写
本
」
と
「
版
本
」
と
の
対
照
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
知
見
を
引
き
出
す
と
い
う
方

法
が
こ
れ
ま
で
も
採
ら
れ
て
き
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
慶
長
・
元
和
頃
に
「
古
活
字
版
」
と
呼
ば
れ
る
、
活
字
に
よ
る
印
刷
が

行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
「
製
版
印
刷
」
が
主
流
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
「
流
れ
」
が
あ
る
。
江
戸
期
は
「
製
版
印
刷
」
が
さ
か
ん
に
行

な
わ
れ
る
が
、
明
治
期
に
な
っ
て
、「
活
字
印
刷
」
が
主
流
と
な
る
。

　
「
古
活
字
版
」
が
つ
く
ら
れ
た
慶
長
・
元
和
頃
は
、
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
の
移
行
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、「
手
で
書
か
れ
た
」
テ
キ

ス
ト
が
「
古
活
字
版
」
と
し
て
印
刷
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
る
い
は
「
古
活
字
版
」
を
も
と
に
し
て
「
製
版
本
」
が
印
刷
さ
れ
る
に

あ
た
っ
て
、
言
語
の
「
揺
れ
」
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。「
揺
れ
」
は
「
手
で
書
か
れ
た
」
テ
キ
ス
ト
が
古
代
語
の
様
相
、
残

照
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
印
刷
さ
れ
た
」
テ
キ
ス
ト
が
近
代
語
の
様
相
、
萌
芽
を
示
す
と
い
う
か
た
ち
で
観
察
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
抄
物
や
御
伽
草
子
に
お
け
る
写
本
と
古
活
字
版
と
の
対
照
は
そ
う
し
た
「
揺
れ
」
の
観
察
に
ふ
さ
わ
し
い
文
献
資
料
群
と
い

え
よ
う
。
御
伽
草
子
に
関
し
て
は
、
稿
者
も
『
文
献
か
ら
読
み
解
く
日
本
語
の
歴
史
﹇
鳥
瞰
虫
瞰
﹈』（
二
〇
〇
五
年
、
笠
間
書
院
刊
）

の
中
で
、『
横
笛
滝
口
の
草
子
』
を
分
析
対
象
と
し
て
、
い
さ
さ
か
の
考
え
を
示
し
た
。
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日
本
語
の
歴
史
を
記
述
す
る
と
い
う
目
的
、
あ
る
い
は
過
去
の
日
本
語
の
あ
り
か
た
を
探
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
、
言
語
の
移

行
期
（
と
思
わ
れ
る
時
期
）
に
成
立
し
た
テ
キ
ス
ト
に
注
目
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
し
か
し
、
言
語
を
文
字
化
す
る
と

い
う
こ
と
を
明
ら
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
手
で
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
」
が
印
刷
さ
れ
る
と
ど
う
な
っ
て
、「
印
刷
さ

れ
た
テ
キ
ス
ト
」
を
「
手
で
書
く
（
書
き
写
す
）」
と
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
双
方
を
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、「
文
字
化
の
手
段
」
の
み
、
す
な
わ
ち
「
手
で
書
く
こ
と
」「
印
刷
す
る
こ
と
」
の
み
を
話
題
に
す
る
こ
と

は
難
し
い
の
で
あ
っ
て
、
結
局
は
「
日
本
語
の
歴
史
を
記
述
す
る
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、「
文
字
化
の
手
段
」
に
つ
い
て
考
え
る

こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
で
よ
い
と
稿
者
は
考
え
る（
１
）が
、
幾
分
な
り
と
も
、「
文
字
化
の
手
段
」
寄
り
に
焦
点
を
置
い
た
観

察
や
分
析
は
試
み
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
う
し
た
考
え
の
も
と
に
、「
明
治
期
の
写
本
」
を
採
り
あ
げ
て
み
た
い
。

二　

資
料
に
つ
い
て

　

荘
子
の
胡
蝶
の
夢
に
な
ぞ
ら
え
、
登
場
人
物
で
あ
る
夢
想
兵
衛
の
夢
物
語
と
し
て
語
ら
れ
る
遍
歴
体
の
寓
話
小
説
と
で
も
い
う
べ
き

読
本
作
品
に
、
曲
亭
馬
琴
『
夢
想
兵
衛
胡
蝶
物
語
』（
文
化
七
・
一
八
一
〇
年
刊
、
前
編
五
巻
・
後
編
四
巻
）
が
あ
る
。

　

稿
者
は
、
こ
の
前
編
五
巻
の
写
本
を
所
持
し
て
い
る
。
巻
之
一
の
末
尾
に
は
「
明
治
十
九
年
丙
戌
九
月
吉
日
写
之
」、
巻
之
二
及
び

巻
之
三
の
末
尾
に
は
「
明
治
十
九
年
丙
戌
十
月
吉
日
写
之
」、
巻
之
四
の
末
尾
に
は
「
明
治
十
九
丙
戌
年
九
月
吉
辰
土
田
写
之
」、
巻
之

五
の
末
尾
に
は
「
明
治
十
九
丙
戌
年
九
月
吉
辰
湖
東
小
林
書
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
之
五
の
末
尾
の
識
語
は
、
他
の
巻
の
識
語

と
明
ら
か
に
筆
致
が
異
な
る
。
ま
た
「
本
文
」
の
筆
致
は
総
体
と
し
て
み
る
と
似
寄
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
細
部
に
は
異
な
り

が
あ
っ
て
、
や
は
り
巻
之
五
の
み
「
小
林
」
な
る
人
物
が
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
の
巻
は
「
土
田
」
な
る
人
物
が
書
い
た
も
の

と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
識
語
に
よ
れ
ば
、
五
巻
と
も
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
に
写
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

巻
一
・
四
が
九
月
に
土
田
氏
に
よ
っ
て
、
巻
五
も
九
月
に
、
こ
れ
は
小
林
氏
に
よ
っ
て
写
さ
れ
、
巻
二
・
三
は
土
田
氏
に
よ
っ
て
十
月



― 44―

に
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
巻
の
順
と
書
写
の
順
と
が
一
致
し
な
い
。
こ
の
写
本
に
は
、
こ
れ
以
外
に
は
、
書
写
に
関
す
る
「
情

報
」
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ
る
い
は
貸
本
に
な
っ
て
い
る
版
本
を
写
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
想
像
の
域
を
で
な
い
。

三　

本
稿
の
目
的

　

前
節
で
整
理
し
た
よ
う
に
、本
稿
が
分
析
対
象
と
す
る
の
は
、明
治
十
九
年
に
写
さ
れ
た
『
夢
想
兵
衛
胡
蝶
物
語
』
の
写
本
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
分
析
対
象
と
す
る
明
治
十
九
年
に
写
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
単
に
写
本
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
巻
之
一
の
冒
頭
に
は
「
胡
蝶

図1　版本『夢想兵衛胡蝶物語』巻1
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物
語
自
叙
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
末
尾
に
は
「
文
化
六
年
己
巳
六
月　

曲
亭
主
人
識
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
文
化
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
版
本

（
以
下
こ
れ
を
単
に
版
本
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
）
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
写
本
は
版
本
を
写
し
た
も
の
と
み
て
、

行
論
を
進
め
る
。
他
に
も
本
文
を
対
照
す
る
と
、
版
本
の
文
字
遣
い
を
か
な
り
な
程
度
ま
で
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
仮

名
に
ど
の
よ
う
な
異
体
仮
名
を
あ
て
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
明
治
十
九
年
の
時
点
に
お
い
て
は
、
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
異
体
仮
名
の
使
用
も
お
お
む
ね
版
本
に
従
っ
て
い
る
。

　

図
１
は
版
本
巻
之
一
の
十
一
丁
裏
、
図
２
は
写
本
の
、
そ
れ
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
箇
所
で
あ
る
。
版
本
四
行
目
の
「
足
／
も
か
な
は
ね

ば
」
の
「
ね
」
に
は
い
さ
さ
か
変
わ
っ
た
字
形
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
写
本
も
同
じ
よ
う
な
字
形
を
あ
て
て
い
る
。
ま
た
版
本
一
行

目
の
「
僅
」
の
振
仮
名
は
「〈
ハ
〉
づ
か
」
と
あ
る
が
、
写
本
は
「
ハ
ズ
カ
」
と
あ
る
。
か
な
づ
か
い
は
異
な
り
が
あ
る
が
、「
ワ
」
と

発
音
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
ワ
」
に
、
両
テ
キ
ス
ト
と
も
に
〈
ハ
〉
を
あ
て
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
写
本
が
版
本
を
写
し
た

図2　写本『夢想兵衛胡蝶物語』巻1
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も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。
あ
る
い
は
版
本
の
「
嗜
（
た
し
）
み
て
」（
十
七
オ
四
行
目
）
の
振
仮
名
は
「
た
し
な
」

と
あ
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
箇
所
が
写
本
に
も
「
嗜
（
タ
シ
）
み
て
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
も
右
の
よ
う
な
み
か
た
を
裏

付
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。（
以
下
、
引
用
に
あ
た
っ
て
、
振
仮
名
は
、
そ
れ
が
施
さ
れ
て
い
る
漢
字
列
の
後
ろ
に
丸
括
弧
に
入
れ
て

示
す
）

　

ま
た
図
４
で
は
「
し
た
て
あ
げ
ら
れ
て
も
。」
に
続
い
て
い
っ
た
ん
「
新
参
に
き
つ
て
ま
は
さ
れ
歯
を
切
て
」
と
書
き
そ
れ
を
抹
消

図3図4
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し
て
「
庭
子
じ
や
と
て
人
も
ゆ
る
し
。」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
図
３
の
二
行
目
、
版
本
の
「
し
た
て
あ
げ
ら
れ
て
も
」
を
書
い

た
後
に
、
先
の
隣
の
行
の
「
新
参
に
き
つ
て
ま
は
さ
れ
」
以
下
を
写
し
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
目
移
り
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
の

あ
る
現
象
だ
が
、
こ
れ
も
写
本
が
版
本
を
写
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

図
６
で
は
、
前
の
行
に
「
目
移
り
」
が
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
版
本
を
写
し
た
写
本
に
よ
っ
て
、
文
字
化
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
版
本
が
刊
行
さ
れ
た
の
が

文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
で
、
書
写
さ
れ
た
の
が
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
で
あ
る
の
で
、
刊
行
時
と
書
写
時
と
に
は
七
十
六
年
の

図5図6
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隔
た
り
が
あ
る
。
大
枠
で
い
え
ば
、
版
本
刊
行
時
も
、
写
本
書
写
時
も
近
代
語
の
時
期
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
江
戸
期
と
明
治
期
と

い
う
違
い
は
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
「
文
字
化
」
に
「
反
照
」
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
考
察
し
た
い
こ
と
が
ら
の
一
つ

で
あ
り
、
さ
ら
に
、
可
能
な
限
り
「
文
字
化
」
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
考
察
を
試
み
た
い
。

　

版
本
を
写
し
た
写
本
は
、
文
学
研
究
で
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
言
語
研
究
に
お
い
て
も
、
積
極
的
に
そ

の
よ
う
な
写
本
が
分
析
対
象
と
な
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
意
味
合
い
に
お
い
て
、
本
稿
は
新
し
い

試
み
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

四　

 

版
本
と
写
本
と
の
対
照

四
―
一　

平
仮
名
と
片
仮
名
と

　

版
本
は
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
で
書
か
れ
、ほ
と
ん
ど
の
漢
字
に
は
平
仮
名
で
振
仮
名
を
施
し
て
い
る
。
し
か
し
、写
本
に
お
い
て
は
、

片
仮
名
で
振
仮
名
を
施
し
て
い
る
。
版
本
の
表
記
体
は
「
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
＋
平
仮
名
振
仮
名
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
れ
は
結
局
は
「
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
」
と
い
う
表
記
体
の
中
に
包
摂
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
う
し
た
表
記
体
を
選
択
し
て
い

る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、写
本
の
表
記
体
は
「
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
＋
片
仮
名
振
仮
名
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、こ
れ
は
「
漢

字
平
仮
名
交
じ
り
」
と
い
う
表
記
体
の
中
に
包
摂
で
き
な
い
。

　

こ
の
「
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
＋
片
仮
名
振
仮
名
」
と
い
う
表
記
体
は
、
明
治
期
の
文
献
に
お
い
て
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
の
で
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
言
説
を
あ
ま
り
目
に
し
な
い
。
し
か
し
、
仮
名
と
し
て
平
仮
名
と
片
仮
名
と
を
使
う
と
い
う
こ
と
に
は
注
目
す

る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
片
仮
名
を
振
仮
名
に
限
定
し
て
使
う
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
振
仮
名
が
い
わ
ば
「
特
別
視
」
さ
れ
て
い
る
と

い
う
可
能
性
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
の
問
題
提
起
と
し
て
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
漢
字
平
仮
名
交

じ
り
＋
片
仮
名
振
仮
名
」
と
い
う
表
記
体
に
お
い
て
は
、
振
仮
名
が
特
別
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。「
特
別
な
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も
の
」
が
ど
の
よ
う
な
次
元
に
お
い
て
「
特
別
な
も
の
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
め
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、

そ
こ
に
は
「
漢
字
に
施
す
」
と
い
う
「
感
覚
」
が
発
生
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
「
疆
（
か
ぎ
り
）
あ
る
生
（
せ
い
）
を
天
地
（
て
ん
ち
）
に
稟
（
う
け
）
て
」（
版
本
巻
之
一
、五
丁
表
四
行
目
）
を
例
に
す
る
。
こ

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
場
合
、
和
語
「
カ
ギ
リ
」
を
文
字
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
漢
字
「
疆
」
を
使
っ
た
、
と
い
う
の
が
稿
者
の
み

か
た
で
あ
る
。
書
き
手
が
選
択
し
た
の
が
「
カ
ギ
リ
」
と
い
う
和
語
で
、
そ
れ
を
文
字
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
漢
字
を
使
う
こ
と
を
選

択
し
、
次
に
具
体
的
な
漢
字
と
し
て
「
疆
」
字
を
選
択
し
た
、
と
み
る
。
書
き
手
が
選
択
し
た
語
が
「
カ
ギ
リ
」
で
、
そ
れ
は
振
仮
名

と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
、「
振
仮
名
が
本
文
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
漢
字
列
は
後
か
ら
選
択
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

語
を
選
択
す
る
よ
り
前
に
漢
字
列
の
み
を
選
択
す
る
こ
と
は
通
常
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
特
殊
な
事
情
が
あ
る
場
合
を
除

い
て
は
、
振
仮
名
を
「
漢
字
の
よ
み
」
と
み
る
こ
と
は
し
な
い
。

　

先
に
振
仮
名
を
「
漢
字
に
施
す
と
い
う
感
覚
」
と
表
現
し
た
の
は
、
こ
の
、
振
仮
名
を
「
漢
字
の
よ
み
と
み
る
」
感
覚
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、「
漢
字
が
先
に
あ
る
」
こ
と
に
な
る
。『
夢
想
兵
衛
胡
蝶
物
語
』
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
漢
字
に
振
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る

テ
キ
ス
ト
を
書
写
す
る
場
合
に
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
振
仮
名
を
写
す
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
振

仮
名
を
施
す
と
い
う
こ
と
は
（
想
像
に
過
ぎ
な
い
が
）
実
際
的
な
や
り
か
た
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
写
し

方
を
し
た
場
合
に
は
、「
漢
字
が
先
に
あ
る
」
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

版
本
の
「
密
夫
（
ま
を
と
こ
）
の
扱
金
（
あ
つ
か
ひ
き
ん
）」（
巻
之
一
、六
丁
裏
二
行
目
）（
以
下
、巻
之
一
の
場
合
、表
示
を
省
く
）

は
写
本
に
も
「
密
夫
（
マ
ヲ
ト
コ
）
の
扱
金
（
ア
ツ
カ
イ
キ
ン
）」
と
あ
る
が
、「
マ
ヲ
ト
コ
」
は
「
ミ
ツ
フ
」
を
抹
消
し
た
上
に
書
か

れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
版
本
の
「
一
期
（
い
ち
ご
）
は
有
（
た
も
ち
）
が
た
し
」（
五
丁
表
十
一
行
目
）
は
写
本
に
も
最
終
的
に
は
「
一

期
（
イ
チ
ゴ
）
は
有
（
タ
モ
チ
）
が
た
し
」
と
あ
る
が
、「
タ
モ
チ
」
は
「
ア
ル
」
を
抹
消
し
た
傍
に
書
か
れ
て
い
る
。「
が
た
し
」
に

続
く
語
形
と
し
て
も
「
ア
ル
」
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
例
は
少
な
か
ら
ず
見
出
す
事
が
で
き
、
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
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当
該
写
本
に
お
い
て
は
（
と
限
定
を
つ
け
て
お
く
が
）、
ど
の
程
度
の
ま
と
ま
り
を
書
い
て
か
ら
振
仮
名
を
施
し
て
い
た
か
ま
で
は
わ

か
ら
な
い
れ
ど
も
、
漢
字
列
を
書
い
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
振
仮
名
を
施
す
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
推
測
で
き
る
。「
が
た
し
」
は
「
た
」

に
も
濁
点
を
施
し
て
、
そ
れ
を
消
し
た
よ
う
に
み
え
、
あ
る
い
は
濁
点
も
振
仮
名
と
同
様
、
後
か
ら
施
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

振
仮
名
を
後
に
施
す
と
す
れ
ば
、
丁
寧
な
作
業
と
し
て
は
、
一
つ
一
つ
の
振
仮
名
を
書
写
原
本
で
確
認
し
な
が
ら
と
い
う
こ
と
が
当

然
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
後
か
ら
写
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
は
作
業
手
順
で
あ
ろ
う
が
、「
先
に
写
す
」「
後
に
写
す
」
と
い

う
こ
と
を
、
よ
り
「
深
刻
に
」
考
え
れ
ば
、
重
要
だ
か
ら
「
先
に
写
す
」、
附
属
的
な
要
素
だ
か
ら
「
後
に
写
す
」
と
い
う
「
感
覚
」

を
発
生
さ
せ
て
い
な
い
か
ど
う
か
。「
附
属
的
な
要
素
」
と
い
う
表
現
を
採
っ
た
が
、「
選
択
的
な
要
素
」
と
表
現
し
な
お
し
た
ら
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
選
択
的
と
い
う
こ
と
は「
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い
」と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
本
文
」が「
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い
」

こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
振
仮
名
は
「
本
文
」
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
よ
う
な
「
感
覚
」
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
つ
頃
か
ら
発
生
し
た
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
め
る
こ
と
が
次
な
る

課
題
と
な
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
明
治
期
の
「
総
振
仮
名
」
と
い
う
表
記
体
は
、
手
間
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
た
い
へ
ん
な
手

間
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
「
書
き
手
」
と
「
振
仮
名
の
施
し
手
」
と
を
実
際
上
分
離
し
て
し
ま
い
、
最
終
的
に
は

そ
う
し
た
「
分
離
」
が
、「
振
仮
名
は
選
択
的
（
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
）」
と
い
う
「
感
覚
」、「
心
性
」
を
う
み
だ
す
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
例
え
ば
夏
目
漱
石
が
、
自
身
の
作
品
が
「
総
振
仮
名
」
で
朝
日
新
聞
に
発
表
さ
れ
る
こ
と

を
充
分
に
知
り
な
が
ら
、
原
稿
は
「
総
振
仮
名
」
で
仕
上
げ
て
い
な
い
こ
と
も
説
明
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
テ
キ
ス
ト
の
印
刷
に
際
し

て
、
テ
キ
ス
ト
の
「
書
き
手
」
で
は
な
く
、
編
集
の
場
や
印
刷
の
場
で
、
振
仮
名
が
「
書
き
手
」
以
外
の
人
物
に
よ
っ
て
施
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
も
、
実
際
そ
う
す
る
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
超
え
て
、
そ
れ
を
認
め
る
「
心
性
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
問
題
提
起
に
と
ど
め
、
今
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
キ
ス
ト
の
具
体
的
な
様
相
を
観
察
し
て
さ
ら

に
精
密
に
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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四
―
二　

ど
の
よ
う
に
写
し
て
い
た
か

　

写
本
と
版
本
と
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
写
し
て
い
た
か
が
推
測
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
版
本
に
「
樹
（
き
）
に

攀
（
の
ぼ
）
る
と
き
。
猿
猴
（
さ
る
）
の
ご
と
く
。
水
（
み
づ
）
を
戯
（
お
よ
）
ぐ
と
き
河
童
（
か
つ
ぱ
）
の
ご
と
く
。
草
（
く
さ
）

に
隠
（
か
く
）
る
ゝ
と
き
兎
（
う
さ
ぎ
）
の
ご
と
く
。
浴
（
ゆ
あ
み
）
す
る
と
き
烏
（
か
ら
す
）
に
似
（
に
）
た
り
。」（
十
五
ウ
）
と

い
う
行
り
が
あ
る
。
こ
の
最
後
の
箇
所
、
写
本
に
は
「
浴
（
ユ
ア
ミ
）
す
る
と
き
烏
（
カ
ラ
ス
）
の
ご
と
く
に
似
（
ニ
）
た
り
。」
と

書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
〜
の
ご
と
く
」
と
い
う
表
現
が
続
い
た
の
で
、
は
ず
み
で
「
烏
の
ご
と
く
」
と
書
い
て
し
ま
い
、
そ
れ
か

ら
版
本
を
み
て
、
す
ぐ
に
訂
正
を
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
書
写
原
本
」
で
あ
る
版
本
を
読
み
な
が
ら
、
す
な
わ
ち

音
声
化
し
な
が
ら
、
か
つ
文
の
展
開
を
予
測
し
な
が
ら
書
い
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

あ
る
い
は
版
本
の
「
寐
（
ね
）
か
し
て
お
け
ば
」（
十
二
オ
三
行
目
）
の
箇
所
、
写
本
に
は
「
寐
せ
か
し
て
お
け
ば
」
と
あ
る
。
こ

れ
も
は
ず
み
で
「
寐
せ
」
と
書
い
て
か
ら
版
本
の
か
た
ち
に
修
正
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
版
本
の
「
く
ゝ
ま
す
れ
ば
」（
十
二
オ
五

行
目
）
の
箇
所
を
写
本
が
「
く
く
ま
せ
て
す
れ
ば
」
と
書
い
て
い
る
の
も
、
い
っ
た
ん
は
「
く
く
ま
せ
て
」
と
（
は
ず
み
で
）
書
い
て

し
ま
っ
て
か
ら
、
修
正
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
じ
れ
つ
た
さ
」（
十
三
オ
一
行
目
）
を
写
本
は
「
じ
つ
れ
れ
つ
た
さ
」
と
書
い
て
い

る
。
こ
れ
は
「
ジ
レ
ッ
タ
サ
」
と
音
声
化
し
た
も
の
を
文
字
化
す
る
に
際
し
て
、「
ラ
行
音
＋
促
音
」
を
逆
に
「
促
音
＋
ラ
行
音
」
の

か
た
ち
で
書
い
て
し
ま
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
版
本
の
「
世
（
よ
）
の
中
（
な
か
）
は
」（
十
四
オ
四
行
目
）
を
写
本
は
「
世
中
（
ヨ

ノ
ナ
カ
）
は
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
ず
「
ヨ
ノ
ナ
カ
ハ
」
と
音
声
化
し
、そ
れ
を
「
世
中
は
」
と
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、語
、

も
し
く
は
そ
れ
よ
り
も
少
し
大
き
な
単
位
を
音
声
化
し
て
そ
れ
を
文
字
化
す
る
場
合
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
版
本
の
「
お
ほ
く
は
」

（
十
六
ウ
三
行
目
）
を
写
本
が
「
お
ゝ
く
は
」
と
写
し
て
い
る
の
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　

版
本
の
「
糸
（
い
と
）
を
つ
け
た
れ
ば
」（
十
ウ
六
行
目
）
を
写
本
は
「
糸
（
イ
ト
ヲ
）
つ
け
た
れ
ば
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
箇

所
で
は
、
助
詞
「
ヲ
」
を
脱
落
さ
せ
て
写
し
た
こ
と
に
、
振
仮
名
を
つ
け
る
時
に
気
付
い
て
、
振
仮
名
に
脱
落
さ
せ
た
助
詞
「
ヲ
」
を
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含
め
た
と
思
わ
れ
る
。
何
行
か
を
写
し
て
か
ら
、
版
本
を
み
な
い
で
振
仮
名
を
つ
け
る
、
と
い
う
よ
う
な
写
し
方
は
し
て
い
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
版
本
と
写
本
と
の
振
仮
名
の
異
な
り
は
相
当
数
あ
っ
て
、
版
本
の
振
仮
名
を
そ
の
ま
ま
写
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
写
し
手
が
自
身
の
い
わ
ば「
感
覚
／
判
断
」
で
振
仮
名
を
施
し
て
い
る
箇
所
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
「
後
妻
（
の
ち
ぞ
ひ
）」（
二
十
六
オ
八
行
目
）
は
、「
ノ
チ
ゾ
ヒ
／
ノ
チ
ゾ
イ
」
と
い
う
語
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、「
後
妻
」
と
い
う

漢
字
列
を
使
っ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
、「
ノ
チ
ゾ
ヒ
／
ノ
チ
ゾ
イ
」
と
い
う
語
を
選
択
し
て
か
ら
、書
き
方
を
決
め
た
と
い
う
「
順
序
」

が
あ
る
。
し
か
し
、
書
写
に
際
し
て
、
こ
の
振
仮
名
が
写
本
の
よ
う
に
「
後
妻
（
ゴ
サ
イ
）」
と
変
わ
っ
て
し
ま
え
ば
、
選
択
さ
れ
た

語
が
「
ゴ
サ
イ
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
本
文
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
本
文
が
変
わ
る
」
と
と
ら
え
れ
ば
、
そ
れ
は
大
き
な

こ
と
が
ら
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
当
該
時
期
に
お
い
て
は
、「
そ
れ
で
も
よ
い
」
あ
る
い
は
「
本
文
は
変
わ
ら
な
い
」

と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
広
義
の
「
本
文
」
は
漢
字
列
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
語
を
（
仮
名
で
は
な
く
）
漢
字
で
書
く

こ
と
に
「
公
性
」
を
求
め
る
「
心
性
」
は
、
つ
い
に
は
、
漢
字
で
書
か
れ
た
か
た
ち
を
「
本
文
」
と
み
る
と
い
う
「
心
性
」
を
う
み
だ

す
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
え
て
い
き
た
い
。

　

版
本
の
「
乳
汁
（
ち
ち
）
な
ら
で
は
」（
十
一
ウ
八
行
目
）
を
写
本
は
「
乳
汁
（
チ
ヽ
）
な
ら
て
ば
」
と
写
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、「
ナ
ラ
デ
ワ
」
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、「
な
ら
で
は
」
と
書
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
な
ら
て
は
」
と
書
い
て
か
ら
濁

点
を
附
け
て
い
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
際
に
、
濁
点
を
附
け
る
位
置
を
誤
っ
た
例
と
推
測
す
る
。「
な
ら
」
と
書
い
て
、
次
に
「
で
」
と

書
く
の
で
あ
れ
ば
、濁
点
が
「
は
」
に
附
く
こ
と
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
濁
音
仮
名
」「
で
」
が
あ
る
の
で
は
な
く
、「「
て
」

に
濁
音
を
附
け
る
」
と
い
う
「
感
覚
」
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
後
か
ら
つ
け
る
」
の
だ
か
ら
、濁
点
は
「
選
択
的
（
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
）」

な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
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四
―
三　

本
文
の
異
な
り

　

振
仮
名
の
異
同
に
つ
い
て
は
次
節
で
採
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
て
、
そ
れ
以
外
の
異
同
に
つ
い
て
「
本
文
の
異
な
り
」
と
み
な
し
、
本

節
で
扱
う
こ
と
に
す
る
。
版
本
と
写
本
と
の
「
本
文
」
の
異
な
り
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
幾
つ
か
を

採
り
あ
げ
る
。

　

版
本
の
「
ま
づ
い
物
（
も
の
）
は
な
し
」（
五
ウ
一
行
目
）
が
写
本
に
お
い
て
は
「
ま
づ
い
物
（
モ
ノ
）
な
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
助
詞
「
ハ
」
が
脱
落
し
て
い
る
。「
線
香
（
せ
ん
か
う
）
を
食
（
く
ら
）
ふ
」（
十
六
オ
九
行
目
）
は
「
線
香
（
セ
ン
カ
ウ
）

食
（
ク
ラ
）
ふ
」
と
写
さ
れ
て
い
て
、こ
こ
で
は
助
詞
「
ヲ
」
が
脱
落
し
て
い
る
。「
数
百
字
（
す
ひ
や
く
じ
）
を
習
（
な
ら
）
ひ
」（
十
八

オ
二
行
目
）
も
「
数
百
字
（
ス
ヒ
ヤ
ク
ヂ
）
習
（
ナ
ラ
）
ひ
」
と
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
助
詞
「
ヲ
」
が
脱
落
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
助
詞
「
ハ
」「
ヲ
」
の
脱
落
を
、
単
な
る
誤
写
、
つ
ま
り
不
注
意
に
よ
る
写
し
損
な
い
と
み
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で

き
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
拙
書
『
文
献
か
ら
読
み
解
く
日
本
語
の
歴
史
﹇
鳥
瞰
虫
瞰
﹈』（
二
〇
〇
五
年
、
笠
間
書
院

刊
）
に
お
い
て
述
べ
た
。
そ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
十
六
世
紀
頃
に
は
、
古
典
語
（
つ
ま
り
は
古
代
語
）
に
お
い
て
は
格
助
詞
を
使
わ

な
か
っ
た
主
格
や
対
格
に
格
助
詞
を
使
う
こ
と
が
常
態
（
に
ち
か
い
状
況
）
に
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
助
詞
「
ヲ
」
を
脱
落
さ
せ
た

写
本
は
、
書
写
原
本
を
「
と
び
こ
え
て
」
古
い
形
式
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
。

　

金
水
敏
は
、
結
局
「「
を
」
付
き
目
的
語
と
無
助
詞
目
的
語
と
の
違
い
は
、
格
シ
ス
テ
ム
の
決
定
的
な
変
化
と
は
言
え
な
い
こ
と
が

分
か
る
。
平
安
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
無
助
詞
名
詞
句
に
よ
る
主
語
・
目
的
語
の
表
示
は
潜
在
的
に
（
お
そ
ら
く
大
部
分
の
方
言
で
）

可
能
で
あ
っ
た
と
仮
定
で
き
る
」（
二
〇
一
一
年
、
岩
波
書
店
刊
、
シ
リ
ー
ズ
日
本
語
史
３
『
文
法
史
』
一
一
〇
頁
）
と
述
べ
る
。
最

初
の
観
察
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
な
観
点
か
ら
の
日
本
語
の
観
察
は
、
目
に
み
え
る
形
式
が
ど
の
よ

う
に
変
化
し
て
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
や
や
と
ら
わ
れ
て
き
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。「
目
に
み
え
る
形
式
」
の
推
移
を
正

確
に
把
握
で
き
な
け
れ
ば
、「
そ
の
先
」
は
な
い
が
、
そ
れ
が
正
確
に
把
握
で
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
背
後
に
あ
る
／
あ
っ
た
言
語
の
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シ
ス
テ
ム
も
「
目
に
み
え
る
形
式
」
と
同
じ
よ
う
に
変
化
し
、
推
移
し
て
い
る
の
か
を
見
極
め
る
必
要
が
当
然
あ
る
。
金
水
敏
は
、「
無

助
詞
名
詞
句
に
よ
る
主
語
・
目
的
語
の
表
示
」
に
関
し
て
、「
目
に
み
え
る
形
式
」
は
お
お
む
ね
「
無
助
詞
↓
助
詞
使
用
」
に
推
移
し

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
背
後
に
あ
る
「
格
シ
ス
テ
ム
」
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
指
摘
は
貴
重
な
も

の
と
考
え
る
。
稿
者
の
表
現
を
使
え
ば
、
こ
の
こ
と
が
ら
は
「
い
つ
い
か
な
る
時
で
も
起
こ
り
得
る
」
言
語
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。

　

写
本
は
表
音
的
表
記
を
露
出
さ
せ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
版
本
は
か
な
り
濁
点
を
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
す
べ
て
の
濁
音

音
節
に
濁
点
が
附
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
版
本
に
附
さ
れ
て
い
な
い
濁
点
を
写
本
が
附
す
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
版
本
の
「
そ

な
た
は
」（
八
オ
二
行
目
）
を
写
本
が
「
そ
な
た
わ
」
と
写
す
よ
う
に
、助
詞
「
ハ
」
に
仮
名
「
わ
」
を
あ
て
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

版
本
は
「
ぢ
・
じ
／
ず
・
づ
」
を
（
ど
の
よ
う
に
使
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
）
使
う
が
、
写
本
は
ほ
ぼ
「
じ
・
ず
」
の
み
で
写
す
。

版
本
は
「
古
典
か
な
づ
か
い
」
を
使
う
が
、
写
本
で
は
表
音
的
表
記
を
使
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
写
本
は
全
体
的
に
み
れ

ば
、
版
本
を
か
な
り
な
程
度
精
密
に
写
そ
う
と
し
て
い
る
と
み
え
る
。
先
に
採
り
あ
げ
た
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
版
本
の
異
体

仮
名
を
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
漢
字
字
形
を
か
な
り
似
せ
て
書
く
こ
と
も
あ
る
。
先
に
は
、
写
本
が
版
本
を
写
し
て
い

る
と
判
断
し
た
、
い
わ
ば
「
証
拠
」
を
挙
げ
た
が
、
両
本
を
対
照
し
て
い
け
ば
、
写
本
が
版
本
を
写
し
て
い
る
こ
と
は
「
実
感
」
で
き

る
。
そ
れ
だ
け
、
両
本
は
「
近
さ
」
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

写
本
の
書
き
手
が
、
自
身
の
伎
倆
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
で
き
る
だ
け
版
本
そ
の
ま
ま
に
写
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
濁

点
を
附
け
る
か
附
け
な
い
か
、「
四
つ
仮
名
」
も
含
め
て
「
古
典
か
な
づ
か
い
」
を
使
う
か
使
わ
な
い
か
な
ど
は
、
気
に
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
版
本
の
「
う
た
ひ
な
が
ら
」（
十
一
オ
八
行
目
）
を
「
う
た
い
な
が
ら
」
と
書
い
て
も
、
異
な
る
書
き
方
を

し
た
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
か
な
づ
か
い
」
と
い
う
こ
と
が
ら
も
、
そ
れ
が
「
本

文
」
の
重
要
な
要
素
と
認
識
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
し
た
こ
と
に
も
留
意
し
て
い
く
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必
要
が
あ
る
。
こ
の
写
本
の
か
な
づ
か
い
を
調
べ
て
、「
古
典
か
な
づ
か
い
」
と
一
致
し
て
い
な
い
、
と
主
張
し
て
も
、
そ
れ
は
事
実

の
報
告
以
上
の
意
義
を
お
そ
ら
く
も
た
な
い
。
そ
の
報
告
に
意
義
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
は「
古

典
か
な
づ
か
い
」
が
使
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
は
使
わ
れ
な
い
の
か
と
い
う
、
そ
の
「
濃
淡
」
を
描
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
本
稿
で
は
そ
こ
に
は
ふ
み
こ
ま
な
い
こ
と
に
す
る
。

　

次
に
掲
げ
る
例
18
・
19
に
は
注
目
し
た
い
。
例
18
は
版
本
の
「
雨
（
あ
め
）
に
濡
（
ぬ
）
れ
ず
」（
十
オ
十
行
目
）
を
写
本
が
「
雨
（
ア

メ
ニ
）
濡
（
ヌ
）
れ
ず
」
と
写
し
た
例
で
あ
る
。
現
象
だ
け
み
れ
ば
、
助
詞
「
ニ
」
を
脱
落
さ
せ
て
写
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
振
仮

名
を
施
す
際
に
気
づ
い
て
、
助
詞
「
ニ
」
も
含
め
た
振
仮
名
を
施
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
そ
う
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、「
ア

メ
ニ
ヌ
レ
ズ
」
は
「
雨
濡
れ
ず
」
と
書
く
こ
と
が
で
き
る
、そ
う
い
う
書
き
方
で
も
充
分
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

助
詞
「
ニ
」
は
漢
字
「
雨
」「
濡
」
に
圧
縮
さ
れ
て
省
か
れ
た
。
あ
る
い
は
「
雨
」
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
を
広
義
の
漢
文
風
の
書
き
方
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　

拙
書
『
文
献
日
本
語
学
』（
二
〇
〇
九
年
、
港
の
人
刊
）
の
第
三
章
に
お
い
て
、「
埋
め
込
ま
れ
る
「
ノ
」」
と
題
し
て
「
ツ
チ
ヤ
ノ

サ
ブ
ロ
ウ
」
と
い
う
固
有
名
詞
が
漢
字
で
「
土
屋
三
郎
」
と
書
か
れ
た
場
合
は
、「
ノ
」
が
埋
め
込
ま
れ
た
と
み
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
述
べ
た
。
漢
字
列
＋
漢
字
列
の
「
圧
力
」
と
い
う
表
現
も
し
た
。
そ
の
よ
う
な
現
象
に
み
え
る
。

　

一
六
一
一
年
に
長
崎
で
刊
行
さ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
版
『
ひ
で
す
の
経
』
に
「
加
之
、
物
に
よ
り
て
は
当
座
に
／
用
る
為
と
な
り
、
物

に
よ
り
て
は
程
経
て
後
の
蓄
へ
と
な
る
者
也
。
又
、物
に
よ
り
て
は
／
身
命
を
養
ふ
為
と
な
り
、物
よ
り
て
は
只
慰
み
と
な
る
の
み
也
」

（
二
十
六
オ
六
行
目
）
と
印
刷
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
（
句
読
点
は
補
っ
た
）。「
物
に
よ
り
て
は
」
が
繰
り
返
さ
れ
、
最
後
が
「
物
よ
り

て
は
」
で
あ
る
の
で
、「
物
」
の
次
に
「
に
」
が
脱
落
し
て
い
る
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、「
物
」
に
「
に
」
が
吸

収
さ
れ
て
い
る
と
い
う
み
か
た
も
な
い
で
は
な
い
、
と
も
考
え
る
。
例
19
も
同
様
の
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
そ

う
で
あ
る
と
い
う
「
証
明
」
が
難
し
い
。
今
後
と
も
同
様
の
例
、
ま
た
こ
う
し
た
現
象
に
つ
い
て
の
情
報
を
蓄
積
し
て
い
き
た
い
。
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こ
こ
ま
で
で
採
り
あ
げ
な
か
っ
た
例
を
中
心
に
し
て
、
巻
一
を
対
照
し
た
結
果
を
参
考
の
た
め
に
次
に
掲
げ
て
お
く
。
紙
幅
の
都
合

版
本

写
本

所
在

１

席
薦
一
畳
（
た
ゝ
み
い
ち
ぢ
や
う
）

席
薦
（
タ
ヽ
ミ
）
も
一
畳
（
イ
チ
ジ
ヤ
ウ
）

五
ウ
六
行
目

２

所
（
と
こ
ろ
）
が

処
（
ト
コ
ロ
）
が

六
オ
六
行
目

３

借
倒
（
か
り
た
ふ
）
さ
ず

借
例
（
カ
リ
タ
ウ
）
さ
ず

六
オ
八
行
目

４

授
（
さ
ず
か
）
つ
た
た
け
の

授
（
サ
ズ
カ
ツ
タ
）
つ
た
だ
け
の

六
オ
八
行
目

５

吸
物
碗
（
す
ひ
も
の
わ
ん
）

吸
物
椀
（
ス
イ
モ
ノ
ワ
ン
）

六
ウ
三
行
目

６

昔
堅
地
（
む
か
し
か
た
ぢ
）

昔
堅
池
（
ム
カ
シ
カ
タ
ジ
）

六
ウ
三
行
目

７

生
（
な
ま
）
も
の
じ
り

生
（
ナ
マ
）
も
の
し
り

六
ウ
四
行
目

８

薬
（
く
す
り
）
は
な
し

薬
（
ク
ス
リ
）
わ
な
し

七
オ
一
行
目

９

は
つ
ち
り

ぱ
つ
ち
り

八
オ
二
行
目

10

そ
な
た
は

そ
な
た
わ

八
オ
二
行
目

11

浦
嶋
仙
人
（
う
ら
し
ま
せ
ん
に
ん
）

浦

仙
人
（
ウ
ラ
シ
マ
セ
ン
ニ
ン
）

八
オ
九
行
目

12

情
愿
（
ね
が
ひ
）

情
感
（
ネ
ガ
イ
）

八
オ
十
行
目

13

乗
（
の
）
つ
て

乗
（
ノ
）
り
て

九
ウ
一
行
目

14

見
た
や
う
に

見
た
よ
う
に

九
ウ
四
行
目

15

境
（
さ
か
ひ
）

堺
（
サ
カ
イ
）

十
オ
二
行
目

16

古
（
ふ
る
）
め
か
し
い
か
ら

古
（
フ
ル
）
め
か
し
か
ら

十
オ
二
行
目
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17

お
の
づ
か
ら

お
の
ず
か
ら

十
オ
四
行
目

18

雨
（
あ
め
）
に
濡
（
ぬ
）
れ
ず

雨
（
ア
メ
ニ
）
濡
（
ヌ
）
れ
ず

十
オ
十
行
目

19

日
（
ひ
）
に
曝
（
さ
）
ら
さ
れ
ず

日
曝
（
ヒ
ニ
サ
）
ら
さ
れ
ず

十
オ
十
行
目

20

疲
（
つ
か
）
れ
ず

つ
か
れ
ず

十
オ
十
一
行
目

21

の
み
ぞ
遺
（
の
こ
）
り
け
る

の
み
ぞ
遺
（
ノ
コ
）
り
け
り

十
ウ
三
行
目

22

仙
人
（
せ
ん
に
ん
）
に
な
り
す
ま
し
た

仙
人
（
セ
ン
ニ
ン
ニ
）
な
り
す
ま
し
た

十
ウ
八
行
目

23

至
（
い
た
り
）
て

至
（
イ
タ
）
り

十
二
ウ
六
行
目

24

犬
（
い
ぬ
）
を
わ
ん

く
と
い
ひ

犬
（
イ
ヌ
）
を
わ
ん
わ
と
い
ひ

十
三
オ
十
行
目

25

あ
つ
か
と
も
い
ひ

あ
つ
か
と
い
ひ

十
三
オ
十
一
行
目

26

暁
（
さ
と
つ
）
て

暁
（
サ
ト
）
り
て

十
四
オ
七
行
目

27

縫
（
ぬ
）
ひ
あ
げ

逢
（
ヌ
）
ひ
あ
げ

十
五
ウ
一
行
目

28

お
ほ
く
は

お
ゝ
く
は

十
六
ウ
三
行
目

29

無
事
（
ぶ
じ
）
也

無
事
（
ブ
ジ
）
な
り

十
六
ウ
九
行
目

30

類
（
た
ぐ
ひ
）

類
（
ル
イ
）

十
七
オ
四
行
目

31

三
歳
（
さ
ん
さ
い
）
に
し
て

三
才
（
サ
ン
サ
イ
）
に
し
て

十
七
オ
十
一
行
目

32

五
才
（
ご
さ
い
）

五
歳

十
七
オ
十
一
行
目

33

な
ほ
ら
ふ
か
と

な
ぼ
ら
ふ
か
と

十
九
オ
四
行
目

34

こ
ち
へ
は
と
ら
ぬ

こ
ち
へ
と
ら
ぬ

十
九
オ
七
行
目

35

抜
参
（
ぬ
け
ま
い
り
）
と

抜
参
（
ヌ
ケ
マ
イ
）
り
と

十
九
オ
十
一
行
目
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も
あ
る
の
で
、
省
い
た
例
が
あ
る
。

四
―
四　

振
仮
名
に
つ
い
て

　

写
本
の
振
仮
名
は
、
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
書
い
て
か
ら
（
場
合
に
よ
っ
て
は
、
版
本
の
振
仮
名
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
）
施
さ

れ
た
場
合
が
あ
る
と
前
提
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
版
本
と
写
本
と
で
、
振
仮
名
が
異
な
る
箇
所
は
注
目
点
と
な
る
。

　

ま
ず
「
思
へ
ば
」（
版
本
五
ウ
四
行
目
）
や
「
見
て
」（
版
本
五
ウ
九
行
目
）
の
よ
う
に
、
版
本
が
振
仮
名
を
施
し
て
い
な
い
場
合
が

あ
る
。
動
詞
「
オ
モ
ウ
」「
ミ
ル
」
に
あ
て
た
「
思
」「
見
」
に
は
振
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
版
本
の
「
判
断
」

と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
写
本
は
振
仮
名
を
施
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
写
本
は
（
版
本
の
振
仮
名
を
写
し
て

い
る
場
合
は
当
然
あ
る
と
し
て
）
つ
ね
に
版
本
の
振
仮
名
を
写
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
、
版
本
に
振
仮
名
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
写
本
が
振
仮
名
を
施
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。
版
本
の
「
ぼ
ろ
三
匁
（
さ
ん
も

ん
め
）
に
ほ
か
ふ
ま
／
れ
い
で
も
。
麻
上
下
（
あ
さ
が
み
し
も
）
は
麻
上
下
（
あ
さ
が
み
し
も
）。」（
五
ウ
九
行
目
）
を
写
本
は
「
ぼ

36

果
（
は
つ
）
る
は

果
（
ハ
ツ
）
つ
る
は

十
九
ウ
三
行
目

37

幻
少
（
よ
う
せ
う
）
よ
り

幼
少
（
ヨ
ウ
セ
ウ
）
よ
り

十
九
ウ
六
行
目

38

い
と
ま
あ
る
と
き
は

い
ま
と
と
ま
あ
る
と
き
わ

十
九
ウ
七
行
目

39

稚
幻
（
お
さ
な
き
）

稚
幼
（
ヲ
サ
ナ
キ
）

十
九
ウ
十
行
目

40

乾
（
ほ
）
さ
せ

朝
乾
（
ホ
）
さ
せ

二
十
ウ
三
行
目

41

三
月
は
節
供
（
せ
つ
く
）
ま
へ
か
ら

三
月
節
供
（
セ
ツ
ク
）
ま
へ
か
ら

二
十
一
オ
一
行
目

42

折
（
を
り
）
そ
え
て

折
（
ヲ
リ
）
も
た
せ

二
十
一
オ
七
行
目
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ろ
三
匁
（
サ
ン
モ
ン
メ
）／
に
ほ
か
ふ
ま
れ
い
で
も
。
麻
上
下
（
ア
サ
カ
ミ
シ
モ
）
は
麻
上
下
。」
と
写
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
隣
接
す

る
同
じ
漢
字
列
に
は
振
仮
名
を
施
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
箇
所
は
数
多
く
み
ら
れ
る
。
現
在
で
は
、
振
仮
名
を
施
す
場
合
に
、
同
じ

漢
字
列
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
最
初
の
箇
所
の
み
に
振
仮
名
を
施
す
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ

ま
で
徹
底
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、「
発
想
」
は
似
通
っ
て
い
る
。

　
「
火
面
（
ひ
づ
ら
）」（
版
本
五
オ
四
行
目
）
が
写
本
で
は
「
火
面
（
カ
メ
ン
）」
と
写
さ
れ
、
版
本
の
「
色
紙
（
し
き
し
）」（
五
ウ
十

行
目
）
が
写
本
に
「
色
紙
（
イ
ロ
カ
ミ
）」
と
写
さ
れ
る
な
ど
、
版
本
の
和
語
（
振
仮
名
）
が
写
本
で
は
漢
語
（
振
仮
名
）
と
さ
れ
、

版
本
の
漢
語
（
振
仮
名
）
が
写
本
で
は
和
語
（
振
仮
名
）
と
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
写

本
の
振
仮
名
を
施
す
に
あ
た
っ
て
、
一
つ
一
つ
丁
寧
に
版
本
の
振
仮
名
を
確
認
し
て
い
な
い
た
め
の
現
象
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を

さ
ら
に
考
え
て
み
れ
ば
、（
そ
の
よ
う
な
語
形
が
実
際
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
ひ
と
ま
ず
は
措
く
と
し
て
）
漢
字
列
を
挟
ん
で
、

そ
の
両
側
に
漢
語
と
和
語
と
が
あ
っ
た
と
い
う
「
事
実
」
あ
る
い
は
、
あ
る
、
と
い
う
「
認
識
」
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ

う
考
え
る
と
、
発
音
で
き
る
語
形
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
文
字
化
す
る
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
通
常
の
プ
ロ
セ
ス
と
み
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
が
、そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
と
は
別
な
次
元
に
、漢
字
列
を
置
く
こ
と
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
山
田
俊
雄
が
「
西

欧
的
言
語
学
に
お
け
る
音
声
言
語
・
書
記
言
語
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
を
も
っ
て
し
て
、
必
ず
し
も
論
じ
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
側
面
を
、

日
本
語
が
包
蔵
し
て
い
る
」（
一
九
七
八
年
、
中
公
新
書
四
九
四
、『
日
本
語
と
辞
書
』
一
六
三
頁
）
と
述
べ
た
、
そ
の
「
論
じ
切
る
こ

と
の
で
き
な
い
側
面
」
を
冷
静
に
、
し
か
も
説
得
力
の
あ
る
言
説
と
し
て
述
べ
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
い
え
よ
う
。

　

写
本
全
体
に
お
い
て
、
表
音
的
表
記
が
優
勢
な
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
振
仮
名
も
表
音
的
に
傾
く
と
み
え
る
。
版
本
の
振
仮
名
に

は
附
さ
れ
て
い
な
い
濁
点
を
使
っ
て
、
濁
音
音
節
を
（
積
極
的
に
）
示
す
こ
と
は
そ
の
表
わ
れ
の
一
つ
と
い
え
よ
う
が
、
版
本
の
長
音

形
を
短
呼
形
と
し
て
示
す
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。「
抹
香
（
ま
つ
か
う
）」（
五
オ
七
行
目
）
の
振
仮
名
を
「
マ
ツ
コ
」
と
し
、「
一

生
涯
（
い
つ
せ
う
が
い
）」（
六
ウ
四
行
目
）
の
振
仮
名
を
「
イ
ツ
シ
ヨ
カ
イ
」、「
一
生
（
い
つ
せ
う
）」（
九
ウ
五
行
目
）
の
振
仮
名
を
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「
イ
ツ
シ
ヨ
」、「
大
将
（
た
い
せ
う
）」（
十
オ
五
行
目
）
の
振
仮
名
を
「
タ
イ
シ
ヨ
」、「
少
年
國
（
せ
う
ね
ん
こ
く
）」（
十
オ
七
行
目
）

の
振
仮
名
を
「
シ
ヨ
ネ
ン
コ
ク
」「
頂
上
（
ち
や
う
ぜ
う
）」（
十
一
オ
二
行
目
）
の
振
仮
名
を
「
チ
ヤ
ウ
ジ
ヨ
」
と
す
る
な
ど
、
多
く

の
例
を
見
出
す
事
が
で
き
る
。
写
本
が
表
音
的
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
短
呼
形
は
写
本
が
書
か
れ
た
明
治

十
九
年
頃
の
発
音
（
あ
る
い
は
よ
り
慎
重
に
い
え
ば
、
写
本
の
書
き
手
の
発
音
）
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
語
形
が

実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
て
も
、
文
字
化
す
る
に
際
し
て
は
、
標
準
語
形
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
充
分
に
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
「
書
き
こ

と
ば
」
の
「
書
き
こ
と
ば
と
し
て
の
あ
り
か
た
」
が
示
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、「
は
な
し
こ
と
ば
」
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
ど
こ
ま
で
も
追
及
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
書
き
こ
と
ば
と
し
て
の
あ
り
か
た
」
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
版
本
「
櫓
（
ろ
）」（
六
ウ
六
行
目
）
を
写
本
が
「
櫓
（
ロ
ウ
）」
と
写
し
て
い
る
場
合
や
版
本
の
「
亭
主
（
て
い
し
ゆ
）」（
十
四

オ
三
行
目
）
を
写
本
が
「
亭
主
（
テ
イ
シ
ウ
）」
と
写
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
版
本
の
長
音
形
を
写
本
が
短
呼
形
で
写
し
て
い
る
と

ば
か
り
は
い
え
ず
、
結
局
は
長
音
形
短
呼
形
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
の
「
揺
れ
」
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
現
象
は
「
ボ
ー

ル
表
紙
本
」
な
ど
で
も
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
、
明
治
期
に
お
い
て
は
珍
し
い
現
象
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ

う
し
た
例
を
「
露
出
」
す
る
文
献
は
多
い
と
は
い
え
な
い
。「
は
な
し
こ
と
ば
」
を
ど
の
よ
う
に
文
字
化
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も

考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
書
き
方
と
し
て
、
文
字
化
し
に
く
い
語
形
、
書
き
手
の
意
識
と
し
て
文
字
化
さ
れ
に
く
い
語
形

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し
た
現
象
を
明
治
期
に
特
徴
的
な
現
象
と
み
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
て
、「
い
つ
い
か
な
る
時
で
も
起
こ
り

得
る
現
象
」
と
み
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
慎
重
に
文
献
の
観
察
を
蓄
積
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
臆
測
を
い
え
ば
、
後
者
で
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
現
時
点
で
は
考
え
る
。

　

ま
た
「
行
燈
（
あ
ん
ど
う
）」（
十
六
オ
八
行
目
）
の
振
仮
名
が
写
本
で
「
ア
ン
ド
ン
」
で
あ
る
こ
と
、「
孝
心
（
こ
う
し
ん
）」（
二
十
五
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ウ
九
行
目
）
の
振
仮
名
が
写
本
で
「
コ
ン
シ
ン
」
と
あ
る
こ
と
は
、
長
音
と
撥
音
と
の
交
替
と
（
少
な
く
も
現
象
的
に
は
）
み
え
る
。

　

版
本
の
「
手
拭
（
て
の
ご
ひ
）」（
六
オ
一
行
目
）
は
写
本
の
振
仮
名
は
「
テ
ヌ
グ
イ
」
と
な
っ
て
お
り
、語
形
が
異
な
る
。「
頭
（
か

し
ら
）」（
七
オ
四
行
目
）
の
写
本
の
振
仮
名
は
「
ア
タ
マ
」
と
な
っ
て
い
る
。「
睡
（
ね
ぶ
ら
）
ざ
れ
ど
も
」（
十
オ
十
行
目
）
の
振
仮

名
は
写
本
で
は
「
ネ
ム
（
ら
ざ
れ
ど
も
）」
で
あ
る
し
、「
集
（
あ
つ
む
）
れ
ど
も
」（
十
五
ウ
十
行
目
）
の
振
仮
名
は
写
本
で
は
「
ア

ツ
メ
（
れ
ど
も
）」
で
あ
る
し
、「
燈
（
と
も
し
ひ
）」（
十
五
ウ
十
一
行
目
）
の
振
仮
名
は
写
本
で
は
「
ト
モ
シ
ミ
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
例
は
、（
単
純
な
る
誤
写
と
い
う
可
能
性
を
そ
れ
ぞ
れ
に
も
ち
な
が
ら
）
版
本
と
は
異
な
る
語
形
の
振
仮
名
が
写
本
に
お
い
て
施
さ

れ
た
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

版
本

写
本

所
在

１

火
宅
（
く
わ
た
く
）

火
宅
（
カ
タ
ク
）

五
オ
三
行
目

２

音
（
お
と
）

音
（
ヲ
ト
）

五
オ
五
行
目

３

口
説
（
つ
く
ど
き
）

口
説
（
つ
ク
ゼ
）

五
オ
五
行
目

４

他
（
ひ
と
）
の
物
（
も
の
）

他
（
タ
）
の
物
（
モ
ノ
）

五
オ
八
行
目

５

金
銭
（
き
ん
せ
ん
）

金
銭
（
キ
ン
ゼ
ン
）

五
オ
八
行
目

６

飲
食
（
の
み
く
ひ
）

飲
食
（
ノ
ミ
ク
イ
）

五
オ
十
行
目

７

毛
唐
人
（
け
た
う
じ
ん
）

毛
唐
人
（
ケ
ト
ウ
ジ
ン
）

五
ウ
一
行
目

８

初
鰹
（
は
つ
か
つ
を
）

初
鰹
（
ハ
ツ
ガ
ツ
）

五
ウ
二
行
目

９

街
道
茶
漬
（
か
い
ど
う
ち
や
づ
け
）

街
道
茶
漬
（
カ
イ
ト
ウ
チ
ヤ
ズ
ケ
）

五
ウ
二
行
目
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10

通
る
（
と
ほ
）

通
（
ト
ウ
）
る

五
ウ
二
行
目

11

同
様
（
ど
う
や
う
）

同
様
（
ド
ウ
ヨ
ウ
）

五
ウ
三
行
目

12

赤
裸
（
ま
つ
は
た
か
）

赤
裸
（
ア
カ
ハ
タ
カ
）

五
ウ
八
行
目

13

帯
（
お
び
）

帯
（
ヲ
ビ
）

五
ウ
十
一
行
目

14

女
（
を
ん
な
）

女
（
オ
ン
ナ
）

六
オ
一
行
目

15

事

事
（
コ
ト
）

六
オ
一
行
目

16

物
羨
み
（
も
の
う
ら
）

物
羨
（
モ
ノ
ウ
ラ
ヤ
）
み

六
オ
三
行
目

17

畢
竟
（
ひ
つ
き
や
う
）

畢
竟
（
ヒ
ツ
キ
ウ
）

六
オ
六
行
目

18

整
る
（
と
ゝ
の
ふ
）

整
（
ト
ト
ノ
ウ
）
る

六
オ
七
行
目

19

青
表
紙
（
あ
を
ひ
や
う
し
）

青
表
紙
（
ア
ヲ
ヒ
ヨ
シ
）

六
オ
九
行
目

20

風
流
（
ふ
り
）

風
流
（
フ
ウ
リ
ウ
）

六
オ
九
行
目

21

天
道
（
て
ん
と
う
）

天
道
（
テ
ン
ド
ウ
）

六
オ
十
行
目

22

金
（
か
ね
）

金

六
オ
十
行
目

23

多
（
お
ほ
）
く

多
（
ヲ
ヽ
）
く

六
オ
十
一
行
目

24

下
直
（
げ
ぢ
き
）

下
直
（
ゲ
ジ
キ
）

六
ウ
二
行
目

25

夢
想
兵
衛
（
む
さ
う
ひ
や
う
ゑ
）

夢
想
兵
衛
（
ム
ソ
ウ
ヒ
ヤ
ウ
エ
）

六
ウ
四
行
目

26

青
海
原
（
あ
を
う
な
ば
ら
）

青
海
原
（
ア
ヲ
ウ
ミ
バ
ラ
）

六
ウ
八
行
目

27

理
（
こ
と
わ
り
）

理
（
コ
ト
ハ
リ
）

七
オ
八
行
目

28

楫
（
か
ぢ
）

楫
（
カ
ジ
）

七
ウ
九
行
目
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29

他
（
ひ
と
）
の
為
（
た
め
）

他
（
シ
ト
）
の
為

九
ウ
八
行
目

30

少
年
國
（
し
よ
う
ね
ん
こ
く
）

少
年
國
（
シ
ヨ
ネ
ン
コ
ク
）

十
ウ
四
行
目

31

も
ち
出
（
い
だ
）
し

も
（
モ
）
ち
出
（
イ
ダ
）
し
）

十
ウ
九
行
目

32

待
折
（
ま
つ
を
り
）
か
ら

待
折
（
マ
チ
ヲ
リ
）
か
ら

十
ウ
十
行
目

33

短
（
み
ぢ
か
）
か
り
し
糸
（
い
と
）

短
（
ミ
ジ
カ
ヽ
）
じ
か
か
り
し
糸

十
一
オ
一
行
目

34

ぞ
よ

く
と

ぞ
ろ
（
ヨ
）

く
と

十
一
ウ
一
行
目

35

僅
（
は
づ
か
）
に

僅
（
ハ
ズ
カ
）
に

十
一
ウ
一
行
目

36

水
子
村
（
み
づ
こ
む
ら
）
に
は

水
子
村
（
ミ
ズ
ゴ
ム
ラ
）
に
は

十
二
オ
六
行
目

37

爺
々
命
（
と
ゝ
の
み
こ
と
）

爺
々
命
（
ト
ヽ
ノ
カ
ミ
）

十
二
オ
七
行
目

38

分
身
（
ふ
ん
じ
ん
）
し
て

分
身
（
ブ
ン
シ
ン
）
し
て

十
二
オ
十
一
行
目

39

拭
（
の
ご
）
ふ

拭
（
ノ
グ
）
ふ

十
四
オ
九
行
目

40

不
教
嶋
（
を
し
え
ず
し
ま
）

不
教
嶋（
フ
キ
ヨ
シ
マ
）

十
四
オ
十
行
目

41

迷
子
札
（
ま
よ
ひ
こ
ふ
だ
）

迷
子
札
（
マ
ヨ
イ
ゴ
フ
タ
）

十
五
ウ
一
行
目

42

小
判
形
（
こ
ば
ん
な
り
）

小
判
形（
コ
バ
ン
カ
タ
）

十
五
ウ
二
行
目

43

四
方（
し
ほ
う
）

四
方
（
ヨ
ホ
ウ
）

十
五
ウ
二
行
目

44

忘
（
わ
す
）
れ
て

忘
（
ハ
ス
）
れ
て

十
五
ウ
八
行
目

45

人
形
（
に
ん
ぎ
や
う
）
の

人
形
（
ニ
ン
ギ
ヨ
）
の

十
六
オ
一
行
目

46

障
子
（
せ
う
じ
）
を

障
子
（
シ
ヨ
ジ
）
を

十
六
オ
八
行
目

47

そ
ら
泣
（
な
き
）
を

そ
ら
泣
（
ナ
キ
）
き
を

十
六
オ
十
行
目
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48

臀
（
し
り
こ
ぶ
た
）
を

臀
（
シ
リ
ブ
タ
）
を

十
六
ウ
一
行
目

49

管
領
（
か
ん
れ
う
）
し

管
領
（
カ
ン
リ
ヨ
）
し

十
六
ウ
四
行
目

50

両
親
（
り
や
う
し
ん
）

両
親
（
リ
ヨ
シ
ン
）

十
六
ウ
五
行
目

51

着
（
き
）
た
る
ま
ゝ
で

着
（
キ
タ
ル
）
ま
ゝ
で

十
七
オ
六
行
目

52

い
に
し
へ
の
人

い
に
し
へ
の
人（
シ
ト
）

十
七
ウ
十
行
目

53

吭
（
の
ど
）
を
な
ら
し
て

吭
（
ノ
ゾ
）
を
な
ら
し
て

十
八
オ
九
行
目

54

大
根（
だ
い
こ
）

大
根
（
ダ
イ
コ
ン
）

十
八
ウ
八
行
目

55

辷
（
す
べ
つ
）
て

辷
（
ス
デ
ツ
）
て

十
八
ウ
九
行
目

56

主
（
し
ゆ
う
）
に

主
（
シ
ユ
）
に

十
九
オ
四
行
目

57

買
出
（
か
ひ
だ
）
し
は

買
出
（
カ
イ
タ
シ
）
し
は

十
九
オ
六
行
目

58

わ
る
業
（
ご
う
）
が

わ
る
業
（
ギ
ヨ
）
が

十
九
オ
十
一
行
目

59

讀
書
筭
筆
（
と
く
し
よ
さ
ん
ひ
つ
）

讀
書
筭
筆
（
ヨ
ミ
カ
キ
サ
ン
ビ
ツ
）

十
九
ウ
六
行
目

60

天
晴
（
あ
つ
は
れ
）

天
晴
（
ア
ツ
バ
レ
）

二
十
オ
二
行
目

61

髪
（
か
み
）
の
結
（
ゆ
ひ
）
や
う

髪
（
カ
ミ
）
の
結
（
ユ
ウ
）
や
う

二
十
ウ
十
行
目

62

貧
乏
樽
（
び
ん
ぼ
う
た
る
）

貧
乏
樽（
ビ
ン
ボ
ダ
ル
）

二
十
一
ウ
三
行
目

63

横
領
（
わ
う
れ
う
）
せ
ら
る
ゝ

横
領
（
ヲ
ヽ
リ
ヨ
）
せ
ら
る
ゝ

二
十
三
ウ
三
行
目

64

店
（
た
な
）
が
え

店
（
ミ
セ
）
が
え

二
十
三
ウ
十
一
行
目

65

両
親
（
り
や
う
し
ん
）

両
親
（
リ
ヨ
シ
ン
）

二
十
四
オ
二
行
目

66

尊
敬
（
そ
ん
き
や
う
）

尊
敬
（
ソ
ン
キ
ヨ
）

二
十
四
オ
二
行
目
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右
で
採
り
あ
げ
た
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
興
味
深
い
例
が
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
の
で
、
参
考
の
た
め
に
、
こ
こ
ま
で
で

採
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
巻
之
一
の
例
の
幾
つ
か
を
挙
げ
て
お
く
。
例
の
所
在
は
版
本
の
丁
数
と
行
数
と
で
示
す
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
江
戸
期
に
出
版
さ
れ
た
版
本
を
明
治
期
に
写
し
た
写
本
を
採
り
あ
げ
た
。
文
学
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
写
本

は
一
顧
だ
に
さ
れ
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
日
本
語
の
観
察
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
興
味
深
い
文
献
と
い
え
よ
う
。
大
枠
と
し

て
い
え
ば
、
江
戸
期
の
日
本
語
も
明
治
期
の
日
本
語
も
近
代
語
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
近
代
語
の
中
に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
化

が
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
し
た
か
た
ち
で
窺
う
こ
と
が
で
き
る
点
で
ま
ず
興
味
深
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な

面
に
お
い
て
、
過
去
の
言
語
シ
ス
テ
ム
を
検
証
す
る
手
が
か
り
も
与
え
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
る
。
今
後
と
も
「
明
治
の
写
本
」
に
注

目
し
て
い
き
た
い
。

註（
１
） 

た
だ
し
、
言
語
と
切
り
離
し
て
、
文
字
化
の
手
段
の
み
を
考
え
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
義
を
認
め
る
と
い
う
よ
う
な
別
の
考
え
方
が
あ
る
こ
と

は
予
想
さ
れ
る
。
稿
者
は
、（
い
さ
さ
か
抽
象
的
な
モ
デ
ル
で
は
あ
る
が
）「
言
語
」
に
か
た
ち
を
与
え
る
た
め
に
、「
音
声
化
」
と
「
文
字
化
」
と

い
う
二
つ
の
方
法
が
あ
る
と
い
う
モ
デ
ル
を
考
え
て
い
る
。「
音
声
化
」
さ
れ
た
言
語
が
「
音
声
言
語
」
で
、「
文
字
化
」
さ
れ
た
言
語
が
「
文
字

言
語
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
文
字
言
語
」
が
成
り
立
つ
プ
ロ
セ
ス
に
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
「
音
声
言
語
」
が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

具
体
的
な
「
音
声
言
語
」
や
「
文
字
言
語
」
を
と
お
し
て
し
か
、
こ
こ
で
い
う
「
言
語
」
が
と
ら
え
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
「
抽
象
的
な
モ
デ
ル
」

67

人
気（
じ
ん
き
）

人
気
（
ニ
ン
キ
）

二
十
四
オ
六
行
目

68

教
（
を
し
ゆ
）
れ
ば

教
（
ヲ
シ
エ
）
れ
ば

二
十
六
オ
二
行
目
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で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
で
も
、「
言
語
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
か
た
ち
を
与
え
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
文
字
化
」
と
い
う
こ
と
が
ら
の
み
を
論
う
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
る
。
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Books Reproduced in the Meiji Period

KONNO Shinji

Abstract　A textbook that was published in the Edo Period was reproduced in the 

Meiji Period.  This type of textbook is not generally considered as valuable in the field 

of literature research.  However, in some cases, it can be accepted as a valid resource 

material in the field of linguistics.  The Japanese language has changed over the years 

from the Edo Period to the Meiji Period.  Such a process of change can be seen by 

comparing the textbook published in the Edo Period with the textbooks reproduced 

in the Meiji Period.  From the contrast examined in this paper, with regards to wheth-

er the prolonged sound was recognized or not in the Meiji Period, it was pointed out 

that the word form may have been deviated.  Moreover, it was also found that there 

may have a deviation in the special syllables such as the geminated consonant and 

the syllabic nasal.  Furthermore, in order to indicate the inflectional form of the sub-

jective case and the objective case, differences in whether the particle has been used 

or not can be found in both textbooks, however, it was concluded that such a condi-

tion constantly exists in the Japanese language.

Key words: published books, reproduced books, wavering of word forms


