
一

江
戸
版
往
来
物
の
本
文

は
じ
め
に

本
稿
は
、
近
世
前
期
に
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
江
戸
版
の
本
文
の
性
格

を
考
え
る
一
環
と
し
て
、
御
伽
草
子
、
仮
名
法
語
を
と
り
あ
げ
た
先
の
二
稿（
１
）に

続

き
、
往
来
物
の
本
文
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

今
回
と
り
あ
げ
る
往
来
物
は
、
上
方
・
江
戸
を
問
わ
ず
、
確
実
に
需
要
の
あ
る

手
堅
い
分
野
と
み
な
さ
れ
た
た
め
か
、
近
世
前
期
の
江
戸
の
出
版
物
の
中
で
は
早

い
時
期
よ
り
盛
ん
に
出
版
さ
れ
て
い
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。

江
戸
版
の
往
来
物
に
つ
い
て
、
筆
者
は
か
つ
て
、
明
暦
二
年
の
年
号
を
文
中
に

も
つ
『
新
用
文
章
』
の
江
戸
版
で
あ
る
明
暦
三
年
刊
松
会
版
『
江
戸
／
新
用
文
章
』

（
下
巻
題
簽
の
書
名
。
刊
年
は
上
巻
末
に
記
載
さ
れ
る
刊
年
）
を
と
り
あ
げ
、
そ

の
「
原
稿
」
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
上
方
版
『
か
わ
り
／
新
用
文
章
』（
刊
年
不
明
。

龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
）
と
の
関
係
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る（
２
）。

ま
た
承
応
三
年
に
京

都
の
水
田
甚
左
衛
門
の
出
版
し
た
『
人
倫
名
尽
』
と
、
そ
れ
を
一
部
手
直
し
し
な

が
ら
覆
刻
し
た
明
暦
二
年
刊
江
戸
版
『
人
倫
名
尽
』（
書
肆
名
不
明
）
と
の
関
係

に
つ
い
て
も
論
じ
た
こ
と
が
あ
る（
３
）。

こ
れ
ら
は
と
も
に
、
先
に
と
り
あ
げ
た
御
伽

草
子
や
仮
名
法
語
の
場
合
の
よ
う
な
、
上
方
版
を
「
原
稿
」
と
し
て
の
「
翻
刻
」

に
よ
る
出
版
と
異
な
り
、「
覆
刻
」
に
よ
る
出
版
事
例
で
あ
っ
た
。
今
回
と
り
あ

げ
る
『
都
名
所
往
来
』（
４
）も

、
上
方
版
を
原
稿
と
し
て
覆
刻
に
よ
っ
て
江
戸
版
が
作

ら
れ
た
例
で
あ
る
。
上
方
版
と
江
戸
版
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
同
じ
往

来
物
で
も
、『
庭
訓
往
来
』
や
『
御
成
敗
式
目
』
と
い
っ
た
作
品
と
も
な
れ
ば
、

収
拾
の
つ
か
な
い
ほ
ど
に
版
種
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
不
可
能
に
近
い
。
そ
れ
に
た
い
し
、『
都
名
所
往
来
』
は
、
上
方
版
・
江
戸
版
、

と
も
に
版
種
は
ほ
ど
よ
い
数
で
あ
り
、
両
者
の
本
文
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
っ

て
は
恰
好
の
材
料
た
り
う
る
。

『
都
名
所
往
来
』
を
俎
上
に
載
せ
な
が
ら
、「
翻
刻
」
と
は
異
な
る
「
覆
刻
」
と

い
う
出
版
技
法
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
江
戸
版
往
来
物
の
本
文
の
性
格
を
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

一

ま
ず
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
『
都
名
所
往
来
』
の
伝
本
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

上
方
版
と
江
戸
版
の
『
都
名
所
往
来
』
の
関
係
を
考
え
る
上
で
と
り
あ
つ
か
う
べ

き
伝
本
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

江
戸
版
往
来
物
の
本
文

―
近
世
前
期
に
お
け
る
江
戸
版
本
文
の
特
性
（
3
）

―母　

利　

司　

朗



二

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
鈴
木
の
寛
文
か
ら
元
禄
頃
の
年
号
を
も
つ
出
版
物
も
、
多

く
は
求
版
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
両
版
と
も
版
木
の
状
態
は
け
っ
し
て
よ
く
な
く
、

か
な
り
後
の
求
版
後
刷
本
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。。

『
都
名
所
往
来
』
に
は
、
本
文
の
最
後
に
、「
干
時
延
宝
二
寅
初
秋
鈴
鹿
定
親
造

レ
之
畢
」
と
い
う
文
言
（
跋
）
が
あ
り
、
③
の
「
松
会
開
板
」
の
書
肆
名
を
も
つ

江
戸
版
に
は
、「
延
宝
三
乙
卯
年
四
月
吉
日
」
と
い
う
刊
年
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
延
宝
三
乙
卯
年
四
月
吉
日
」
が
、
も
と
も
と
上
方
版
に
あ
っ
た
刊
記
だ
と

す
れ
ば
、
現
存
伝
本
に
は
そ
の
よ
う
な
刊
記
を
も
つ
上
方
版
は
見
当
た
ら
な
い
。

お
そ
ら
く
「
延
宝
三
乙
卯
年
四
月
吉
日
」
の
刊
記
を
も
つ
某
本
屋
の
出
版
し
た
上

方
版
が
あ
り
、
同
じ
版
木
を
用
い
な
が
ら
「
延
宝
三
乙
卯
年
四
月
吉
日
」
の
刊
記

と
某
本
屋
の
書
肆
名
を
削
り
入
木
し
、
明
和
か
ら
安
永
こ
ろ
出
版
し
た
の
が
武
村

版
。
そ
の
武
村
の
本
屋
名
を
削
り
さ
ら
に
入
木
し
た
の
が
鈴
木
版
で
あ
ろ
う
。

③
と
④
の
江
戸
版
は
、
武
村
版
の
前
に
あ
っ
た
延
宝
三
年
四
月
出
版
の
某
上
方

本
屋
版
（
現
存
不
明
）
を
原
稿
と
し
て
覆
刻
し
た
版
と
思
わ
れ
る
。
③
④
の
両
者

は
酷
似
す
る
が
、
微
細
な
字
体
の
異
同
を
は
じ
め
、
次
の
よ
う
な
異
同
が
あ
り
、

異
版
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
字
体
が
酷
似
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
③
と

④
は
別
々
に
上
方
版
か
ら
覆
刻
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
③
④
同
士
が
覆
刻
関
係
に

あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
、
上
方
版
と
③
④
の
異
同
を
比
べ
て
み
て

か
ら
の
判
断
と
な
ろ
う
。

二

以
下
は
、
上
方
版
で
あ
る
武
村
版
（
鈴
木
版
も
同
じ
）
と
江
戸
版
で
あ
る
③
④

上
方
版　

①
刊
年
不
明　

武
村
嘉
兵
衛
版

（
三
次
市
図
書
館
平
井
文
庫
、
東
書
文
庫
、
小
泉
吉
永
氏　

図
1
）

②
刊
年
不
明　

鈴
木
太
兵
衛
版

（
龍
谷
大
学
図
書
館
、
小
泉
吉
永
氏　

図
2
）

江
戸
版　

③
延
宝
三
年　

松
会
版

（
国
立
国
会
図
書
館
、
国
文
学
研
究
資
料
館
、
東
京
大
学
国
語
研

究
室
、
東
書
文
庫
内
旧
石
川
謙
、
母
利　

図
3
）

④
刊
年
不
明　

無
書
肆
名
版
（
母
利　

図
4
）

『
都
名
所
往
来
』
と
い
う
書
名
は
、
当
時
の
書
肆
の
ま
と
め
た
書
籍
目
録
の
中

で
は
、
貞
享
二
年
に
出
版
さ
れ
た
『
広
益
書
籍
目
録
』
の
「
往
来
」
部
に
、
は
じ

め
て
そ
の
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
広
益
書
籍
目
録
』
は
、
京
都
の
西
村

市
良
（
郎
）
右
衛
門
他
あ
わ
せ
て
四
軒
の
本
屋
に
よ
り
出
版
さ
れ
た
書
籍
目
録
で

あ
り
、
主
と
し
て
京
大
坂
の
本
屋
の
出
版
物
を
掲
載
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

上
方
の
本
屋
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
存
す
る
も
の
で
い
え
ば
、
武
村
嘉

兵
衛
版
と
鈴
木
太
兵
衛
版
の
二
種
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
伝
本
で
見
る
か
ぎ
り
、

両
版
は
文
字
の
微
細
な
欠
け
ま
で
も
が
一
致
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
同
じ
版
木
を

用
い
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

国
文
学
研
究
資
料
館
作
成
の
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」、
お

よ
び
国
立
情
報
学
研
究
所
「C

iN
ii

」
に
よ
れ
ば
、
鈴
木
太
兵
衛
の
出
版
物
は
ほ
ぼ

寛
文
か
ら
元
禄
頃
に
集
中
し
て
お
り
、
一
方
の
武
村
嘉
兵
衛
の
も
の
は
明
和
か
ら

寛
政
頃
を
中
心
と
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
言
え
ば
、
貞
享
二
年
刊
行
の
書
籍
目

録
に
記
載
さ
れ
る
上
方
版
『
都
名
所
往
来
』
は
鈴
木
版
を
さ
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
思
え
る
が
、
両
版
を
比
較
し
て
み
る
と
、
武
村
版
の
方
が
若
干
刷
次
が
早
い
よ



三

江
戸
版
往
来
物
の
本
文

図
1　

上
方
版
（
武
村
嘉
兵
衛
版
）　

小
泉
吉
永
氏
蔵

図
3　

江
戸
版
（
松
会
版
）

図
2　

上
方
版
（
鈴
木
太
兵
衛
版
）　

小
泉
吉
永
氏
蔵

図
4　

江
戸
版
（
版
元
不
明
版
）



四

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

七
ウ

嵯さ

峨が

野の

有あ
り

明あ
け
の

月つ
き

嵯さ

峨が

野の

有あ
り

明あ
け
の

月つ
き

嵯さ

峨か

野の

有あ
り

明あ
け
の

月

八
オ

小か
う

路じ

小か
う

路じ

小か
う

路し

九
オ

北き
た
の

小こ
う

路じ

七
条て

う

北き
た
の

小こ
う

路じ

七
条て

う

北さ
た
の

小こ
う

路じ

七
条

九
ウ

西に
し
の

洞と
う

院ゐ
ん

町ま
ち

室む
ろ

町ま
ち

西に
し
の

洞と
う

院ゐ
ん

町ま
ち

室む
ろ

町ま
ち

西に
し
の

洞と
う

院ゐ
ん

町新
ま
ち

室む
ろ

町

十
ウ

処ど
こ
ろ

也な
り

人に
ん

民み
ん

処ど
こ
ろ

也な
り

人に
ん

民み
ん

処ど
こ
ろ

也
人し
ん

民み
ん

十
一
ウ

元ぐ
わ
ん

三ざ
ん

大だ
い

師し

元ぐ
わ
ん

三ざ
ん

大だ
い

師し

元ぐ
わ
ん

三
大
師し

十
二
オ

山や
ま

蔭か
げ

日に
つ

本ほ
ん

山や
ま

蔭か
げ

日に
つ

本ほ
ん

山
蔭か
げ

日
本

十
二
ウ

嵯さ

峨が

天て
ん

皇わ
う

嵯さ

峨が

天て
ん

皇わ
う

嵯さ

峨が
の

天
皇わ
う

十
三
オ

一
文も

ん

字じ

之の

一
文も

ん

字じ

之の

一
文
字
之

十
五
オ

御お
ん

家い
ゑ

山や
ま

科し
な

御お
ん

家い
ゑ

山や
ま

科し
な

御
家い

ゑ

山
科し

な

十
五
ウ

貞て
い

観く
わ
ん

之の

貞て
い

観く
わ
ん

之の

貞て
い

観く
わ
ん

之

十
六
オ

石い
し

有あ
り

天て
ん

王わ
う

石い
し

有あ
り

天て
ん

王わ
う

石
有

天
王わ
う

十
六
ウ

院ゐ
ん

之の

院ゐ
ん

之の

院ゐ
ん

之

そ
れ
ぞ
れ
の
間
で
見
ら
れ
た
異
同
の
一
覧
で
あ
る
。

上
方
版

③

④

上
巻

目
次

な
し

年ね
ん

中し
う

行き
や
う

事じ

洛ら
く

陽よ
う

旧き
う

跡せ
よ

筆ひ
つ

者し
や
の

事こ
と

国く
に

八
郡ぐ
ん

…の

事こ
と

年ね
ん

中ぢ
う

行ぎ
や
う

事じ

洛ら
く

陽や
う

旧き
う

跡せ
き

筆ひ
つ

者し
や
の

事

国く
に

八は
ち

郡ぐ
ん

…の

事

二
ウ

別べ
つ

而し
て

之の

別べ
つ

而し
て

之の

別べ
つ

而し
て

之

四
ウ

神じ
ん

武む

天て
ん

皇わ
う

百
十
四
代だ
い

神じ
ん

武む

天て
ん

皇わ
う

百
十
四
代だ
い

神じ
ん

武む

天
皇わ

う

百
十
四
代

五
ウ

殷い
ん

冨ぶ

門も
ん

御ご

門も
ん

也な
り

殷い
ん

冨ぶ

門も
ん

御ご

門も
ん

也な
り

殷い
ん

冨ぶ

門

御ご

門も
ん

也

六
オ

神じ
ん

祇ぎ

神じ
ん

祇ぎ

神し
ん

祇ぎ

六
ウ

九き
う

天て
ん

之の

九き
う

天て
ん

之の

九き
う

天
之

七
オ

渇か
つ

仰か
う

之の

聖せ
い

君く
ん

之の

處と
こ
ろ

也な
り

御こ

門も
ん

之の

町ま
ち

屋や

之の

躰て
い

渇か
つ

仰か
う

之の

聖せ
い

君く
ん

之の

處と
こ
ろ

也な
り

御こ

門も
ん

之の

町ま
ち

屋や

之の

躰て
い

渇か
つ

仰か
う

之

聖せ
い

君く
ん

之
處と

こ
ろ

也
御こ

門も
ん

之

町ま
ち

屋
之
躰て
い
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二
十
一
オ

高こ
う

麗ら
い

国こ
く

数す

万ま
ん

人に
ん

此

所
と
こ
ろ
ニ

三
十
三
間げ
ん

堂だ
う

者ハ

本ほ
ん

尊ぞ
ん

千せ
ん

手じ
ゆ

高こ
う

麗ら
い

国こ
く

数す

万ま
ん

人に
ん

此

所
と
こ
ろ
ニ

三
十
三
間げ
ん

堂だ
う

者ハ

本ほ
ん

尊ぞ
ん

千せ
ん

手じ
ゆ

高こ
う

麗ら
い

国

数す

万
人

此
所ニ

三
十
三
間
堂
者

本ほ
ん

尊そ
ん

千
手じ
ゆ

二
十
一
ウ

平た
い
ら
の

忠た
ゞ

盛も
り

弓ゆ
み
ニ

之の

名め
い

人じ
ん

平
忠た
ゞ

盛も
り

弓ゆ
み

之の

名め
い

人じ
ん

平た
い
ら
の

忠た
ゞ

盛も
り

弓ゆ
み
ニ

之の

名め
い

人じ
ん

二
十
二
オ

二
千せ
ん

七
千の

数か
ず

寛く
わ
ん

文ぶ
ん

二
千

七
千の

数
寛く

わ
ん

文ぶ
ん

二
千せ
ん

七
千の

数か
ず

寛
文

二
十
二
ウ

是こ
れ

也な
り

一
丈
じ
や
う

是
也な
り

一
丈

是こ
れ

也な
り

一
丈
じ
や
う

二
十
三
オ

左さ

大だ
い

臣じ
ん

開か
い

山さ
ん

忌き

東と
う

福ふ
く

寺じ

者ハ

弟で

子し

左
大だ
い

臣じ
ん

開か
い

山さ
ん

忌き

東と
う

福ふ
く

寺じ

者

弟て

子し

左さ

大
臣じ
ん

開か
い

山
忌き

東と
う

福ふ
く

寺じ

者ハ

弟で

子し

二
十
三
ウ

通つ
う

天
て
ん
の

天て
ん

王わ
う

弘こ
う

法ば
う

大だ
い

師し

五こ

重じ
う

九
間
け
ん
ニ

通つ
う

天
て
ん
の

天て
ん

王わ
う

弘こ
う

法ば
う

大だ
い

師し

五こ

重じ
う

九
間
け
ん
ニ

通つ
う

天の
天
王わ

う

弘こ
う

法ば
う

大
師し

五
重じ

う

九
間　ニ

十
七
オ

国こ
く

阿あ

上し
や
う

人に
ん

円ま
る

山や
ま

号が
う
し

二

国こ
く

阿あ

上し
や
う

人に
ん

円ま
る

山や
ま

号が
う
し

国こ
く

阿
上
人

円
山

号が
う
し

二

十
七
ウ

池い
け

有あ
り

山や
ま

下
し
た
ニ

池い
け

有あ
り

山や
ま

下
し
た
ニ

池い
け

有
山
下
し
た
ニ

十
八
オ

千せ
ん

寿じ
ゆ

観く
わ
ん

音お
ん

千せ
ん

寿じ
ゆ

観く
わ
ん

音お
ん

千
寿じ
ゆ

観
音お
ん

十
八
ウ

御
事こ

と

也
祭ま

つ
り

有あ
り

馬う
ま

止と
ゝ
め

有あ
り

御
事こ

と

也
祭ま

つ
り

有あ
り

馬う
ま

止と
ゝ
め

有あ
り

御
事
也

祭ま
つ
り

有

馬う
ま

止と
ゝ
め

有

十
九
オ

天
皇わ

う

之の

御
時と

き

天
皇わ

う

之の

御
時と

き

天
皇わ

う

之
御
時

十
九
ウ

千
日
参

ま
い
り

千
日
参

ま
い
り

千
日
参

二
十
オ

御
影ゑ
い

有あ
り

河か

原ハ
ら

者ハ

大た
い

仏ぶ
つ

者
本ほ

ん

尊ぞ
ん

御
影ゑ
い

有あ
り

河か

原ハ
ら

者ハ

大た
い

仏ぶ
つ

者
本ほ

ん

尊ぞ
ん

御
影
有

河か

原ハ
ら

者

大
仏
者
本
尊ぞ

ん

二
十
ウ

四
十
五
間け
ん

八
間け

ん

十
五
間け

ん

日に
つ

本ほ
ん

大だ
い

仏ぶ
つ

殿て
ん

也な
り

二
王わ
う

門も
ん

四
十
五
間け
ん

八
間け

ん

十
五
間け

ん

日に
つ

本ほ
ん

大だ
い

仏ぶ
つ

殿て
ん

也な
り

二
王わ
う

門も
ん

四
十
五
間

八
間

十
五
間

日
本

大
仏
殿て

ん

也

二
王わ
う

門
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九
オ

上か
み

御ご

霊れ
う

万ま
ん

年ね
ん

山さ
ん

上か
み

御ご

霊れ
う

万ま
ん

年ね
ん

山さ
ん

上
御ご

霊れ
う

万
年
山

九
ウ

大だ
い

念ね
ん

仏ぶ
つ

一い
ち

條で
う

号か
う
す

二

大だ
い

念ね
ん

仏ぶ
つ

一い
ち

條で
う

号か
う
す

二

大
念
仏

一
條で
う

号
二

十
オ

荒く
ハ
う

神じ
ん

神し
ん

有あ
り

荒く
ハ
う

神じ
ん

神し
ん

有あ
り

荒く
ハ
う

神
神し
ん

有

十
ウ

祭ま
つ
り

有あ
り

千
年
一

祭ま
つ
り

有あ
り

千
年

祭ま
つ
り

有
千
年
一

十
一
オ

春か
す
が日

之の

未み

開か
い

紅
こ
う
と
て

春か
す
が日

之の

未み

開か
い

紅
こ
う
と
て

春か
す
が日

之

未み

開

紅
こ
う
と
て

十
一
ウ

本ほ
ん

願く
わ
ん

寺じ

諸し
よ

人に
ん

本ほ
ん

願く
わ
ん

寺じ

諸し
よ

人に
ん

本
願く

わ
ん

寺じ

諸し
よ

人

十
二
オ

本ほ
ん

国こ
く

寺じ
ニ

天て
ん

子し

本ほ
ん

国こ
く

寺じ
ニ

天て
ん

子し

本
国こ

く

寺じ
ニ

天
子し

十
四
オ

木こ

幡ハ
た

木こ

幡ハ
た

木
幡ハ

た

十
五
オ

中ち
う

堂だ
う

寺じ

中ち
う

堂だ
う

寺じ

中ち
う

堂だ
う

寺し

十
五
ウ

内な
い

外け

内な
い

外け

内な
い

外げ

神し
ん

前
ぜ
ん
ニ
て

号が
う
し

二

神し
ん

前
ぜ
ん
ニ
て

号が
う
し

二

神し
ん

前ぜ
ん

号が
う
し

一

三
ウ

妓ぎ

女に
よ

仏ほ
と
け

御ご

前
せ
ん
ハ

草さ
う

庵あ
ん

也な
り

妓ぎ

女に
よ

仏ほ
と
け

御ご

前
せ
ん
ハ

草さ
う

庵あ
ん

也な
り

妓
女に
よ

仏ほ
と
け

御
前
せ
ん
ハ

草さ
う

庵あ
ん

也

四
オ

権ご
ん

現げ
ん

木き

之の

権ご
ん

現げ
ん

木き

之の

権こ
ん

現げ
ん

木き

之

四
ウ

同
お
な
し
く

同
お
な
し
く

同

五
オ

五ご

智ち
の

勅ち
よ
く

願ぐ
わ
ん

所じ
よ

五ご

智ち
の

勅ち
よ
く

願ぐ
わ
ん

所じ
よ

五こ

智ち
の

勅ち
よ
く

願ぐ
わ
ん

所し
よ

五
ウ

北き
た

山
や
ま
ニ

北き
た

山
や
ま
ニ

北き
た

山ニ

六
オ

生
し
や
う
ず

生し
や
う

生
し
や
う
ず

六
ウ

念ね
ん

仏ぶ
つ

念ね
ん

仏ぶ
つ

念
仏

七
オ

一
条で
う
の

一
条て
う
の

一
条
の

七
ウ

天て
ん

神
じ
ん
の

小こ

町ま
ち

石せ
き

塔ど
う

天て
ん

神
じ
ん
の

小こ

町ま
ち

石せ
き

塔ど
う

天
神
じ
ん
の

小
町

石せ
き

塔と
う

八
ウ

後ご

白し
ら

河か
ハ

院ゐ
ん

後ご

白し
ら

河か
い

院ゐ
ん

後ご

白し
ら

河か
ハ

院ゐ
ん



七

江
戸
版
往
来
物
の
本
文

以
上
の
よ
う
に
、
上
方
版
と
③
お
よ
び
④
相
互
の
関
係
を
す
っ
き
り
と
整
理
す

る
こ
と
は
む
つ
か
し
く
、
今
は
結
論
を
保
留
す
る
し
か
な
い
が
、
基
本
的
に
は
、

上
方
版
と
③
の
関
係
が
圧
倒
的
に
近
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
を
確

認
し
た
上
で
、
次
の
問
題
に
移
る
こ
と
と
し
た
い
。

三

こ
こ
で
、
上
方
版
の
本
文
と
、
そ
れ
を
原
稿
と
し
て
覆
刻
し
た
と
思
わ
れ
る
③

の
松
会
版
の
本
文
と
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
ふ
り
返
っ
て
み
よ
う
。

か
つ
て
筆
者
が
と
り
あ
げ
た
こ
と
の
あ
る
明
暦
三
年
刊
松
会
版
『
江
戸
／
新
用

文
章
』
は
、
上
方
版
の
『
か
わ
り
／
新
用
文
章
』
の
覆
刻
版
と
思
わ
れ
る
版
で
あ

る
が
、
そ
の
本
文
の
異
同
は
、
大
半
が
下
巻
本
文
の
振
り
仮
名
の
出
入
り
に
関
わ

る
異
同
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
異
同
と
言
え
ば
、「
涯ず

い

分ふ
ん

」（
上
方
版
）
↓
「
涯が
い

分ふ
ん

」（
江
戸
版
）（
上
巻
第
二
十
一
丁
表
）
と
い
う
振
り
仮
名
自
体
の
異
な
り
、
お

よ
び
、「
け
だ
も
の
偏
」
に
付
け
ら
れ
た
振
り
仮
名
「
け
だ
も
の
へ
ん
」
の
「
へ
」

の
字
母
が
、「
遍
」（
上
方
版
）
↓
「
部
」（
江
戸
版
）（
下
巻
第
十
六
裏
）
に
変
わ
る
、

と
い
う
わ
ず
か
二
箇
所
に
す
ぎ
な
い
。

一
方
、
同
じ
よ
う
に
承
応
三
年
刊
行
の
上
方
版
を
明
暦
二
年
に
江
戸
の
某
本
屋

が
覆
刻
し
て
出
版
し
た
『
人
倫
名
尽
』
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
覆
刻
版
で
あ
り

な
が
ら
、
本
文
の
内
容
ま
で
も
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
違
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、

振
り
仮
名
云
々
と
は
次
元
の
異
な
る
異
同
が
現
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
口
に
覆

刻
版
と
い
っ
て
も
、
江
戸
の
本
屋
の
試
み
た
方
法
に
は
、
で
き
る
だ
け
上
方
版
に

忠
実
に
と
い
う
あ
り
か
た
と
、
自
由
自
在
に
と
い
う
、
二
つ
の
あ
り
か
た
が
あ
っ

上
方
版
と
③
④
の
関
係
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、
③
の
方
が
圧
倒
的
に
上
方
版
に

近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
③
と
④
で
は
、
振
り
仮
名
の
有
無
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
、

④
は
上
方
版
に
た
い
し
て
少
な
か
ら
ぬ
数
の
振
り
仮
名
が
欠
け
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
振
り
仮
名
の
有
無
と
い
う
点
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え

ば
上
方
版
の
「
人に

ん

民み
ん

」（
上
巻
・
第
十
裏
）
が
、
③
で
は
「
人に
ん

民み
ん

」（
③
）
で
あ
り
、

④
で
は
「
人し
ん

民み
ん

」（
④
）
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
振
り
仮
名
の
異
な
り
そ
の
も
の

を
も
考
慮
す
れ
ば
、
上
方
版
と
③
と
の
近
さ
は
動
か
し
が
た
い
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
常
識
的
に
は
、
ま
ず
松
会
が
、
上
方
版
（「
延
宝
三
乙
卯
年
四
月
吉
日
」
の

刊
記
を
も
つ
某
本
屋
の
出
版
し
た
本
。
伝
存
不
明
）
を
も
と
に
覆
刻
版
（
③
）
を

出
し
、④
は
、こ
の
③
を
原
稿
と
し
て
、さ
ら
に
江
戸
の
別
の
本
屋
が
覆
刻
し
た
版
、

と
ひ
と
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
上
方
版
と
④
も
が
直
接
の
覆
刻
関
係
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
思
わ
せ
る
箇
所
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
と
く
に
そ
の
こ
と
を
思

わ
せ
る
箇
所
が
上
巻
第
二
十
一
丁
裏
か
ら
第
二
十
三
丁
表
に
か
け
て
集
中
し
て
い

る
の
で
、
そ
れ
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
上
方
版
の
第
二
十
一
丁
裏

「
平

た
い
ら
の

忠た
ゞ

盛も
り

」
は
、「
平
忠た
ゞ

盛も
り

」（
③
）、「
平
た
い
ら
の

忠た
ゞ

盛も
り

」（
④
）
で
あ
り
、「
た
い
ら
の
」

と
い
う
振
り
仮
名
を
持
つ
の
は
、
③
で
は
な
く
④
の
方
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
、

③
か
ら
④
の
覆
刻
の
さ
い
に
た
ま
た
ま
補
わ
れ
た
、
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、

同
じ
面
の
「
弓

ゆ
み
ニ

之の

名め
い

人じ
ん

」（
上
方
版
）
の
「
弓ゆ

み
ニ」

と
い
う
意
味
不
明
の
振
り
仮
名

を
「
正
し
く
」
受
け
継
い
で
い
る
の
は
、「
弓ゆ

み

之の

名め
い

人じ
ん

」（
③
）
と
あ
る
③
で
は
な
く
、

④
の
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
方
版
を
「
原
稿
」
に
し
な
い
か
ぎ
り
付
け
る
こ
と
の

で
き
な
い
振
り
仮
名
で
あ
る
。
上
方
版
と
③
の
親
密
さ
は
疑
い
よ
う
が
な
い
が
、

一
方
に
う
か
が
い
え
る
上
方
版
と
④
の
関
係
も
無
視
で
き
な
い
。
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と
い
う
関
係
に
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
両
版

は
や
は
り
覆
刻
の
関
係
に
あ
る
と
見
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
印
象
と
し
て
は
、

誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
書
風
に
は
違
い
を
感
じ
る
。
覆
刻
と

い
う
方
法
に
よ
っ
て
文
字
が
写
し
取
ら
れ
て
い
る
の
に
書
風
が
異
な
っ
て
見

え
て
く
る
の
で
あ
る
。
江
戸
版
の
本
文
版
下
を
作
る
さ
い
、
筆
工
は
、
も
と

の
上
方
版
を
透
き
写
し
な
が
ら
も
、
そ
の
書
風
に
か
な
り
の
ア
レ
ン
ジ
を
加

え
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
か
な
り
ぞ
ん
ざ
い
に
見
え
る
上

方
版
の
線
を
、
一
画
一
画
、
抑
揚
を
強
調
し
、「
は
ね
」「
は
ら
い
」「
折
れ
」

と
い
っ
た
運
筆
を
大
き
く
、
時
に
は
過
剰
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
表
現
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
江
戸
版
に
お
い
て
は
、
こ
れ
よ
り
ず
っ
と
小
さ
な
文
字
サ

イ
ズ
で
、
し
か
も
強
く
崩
し
て
書
か
れ
た
場
合
で
も
、
こ
の
一
画
一
画
の
抑

揚
を
強
調
し
、「
は
ね
」「
は
ら
い
」「
折
れ
」
と
い
っ
た
運
筆
を
大
き
く
、

時
に
は
過
剰
に
表
現
す
る
、
と
い
う
特
徴
は
一
貫
し
て
い
る
。

こ
の
指
摘
と
類
似
し
た
こ
と
が
、
実
は
こ
の
『
都
名
所
往
来
』
に
つ
い
て
も
あ

て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
上
方
版
の
字
体
・
書
風
を
き
わ
め
て
忠

実
に
な
ぞ
り
な
が
ら
も
、
程
度
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
そ
こ
に
な
に
が
し
か
の
ア
レ

ン
ジ
の
加
え
ら
れ
て
い
る
の
が
江
戸
版
の
書
風
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

『
都
名
所
往
来
』
の
上
方
版
と
江
戸
版
を
横
に
並
べ
て
紙
を
め
く
り
比
べ
て
い
っ

て
も
、
実
は
目
に
立
つ
よ
う
な
違
い
が
す
ぐ
に
見
つ
か
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
江
戸
版
の
、
忠
実
で
正
確
な
覆
刻
技
法
に
感
嘆
す
る
程
度
で
あ
る
。
し
か
し
、

文
字
の
一
画
一
画
の
書
き
方
を
子
細
に
比
べ
て
い
け
ば
、
そ
こ
に
は
、
微
妙
だ
が
、

明
ら
か
に
区
別
で
き
る
異
な
り
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
5
〜
図
8
）。

こ
の
『
都
名
所
往
来
』
は
、
す
で
に
江
戸
版
ら
し
い
書
風
の
定
着
し
た
延
宝
年

た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
江
戸
版
の
『
江
戸
／
新
用
文
章
』
と
『
人
倫
名
尽
』
を
な
が
め
て
み

る
と
、
も
う
一
つ
の
点
に
気
づ
か
さ
れ
る
。『
江
戸
／
新
用
文
章
』
は
、
上
方
版

の
端
正
で
典
型
的
な
御
家
流
の
書
風
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
覆
刻
し
て
い
る
の
に
た

い
し
、『
人
倫
名
尽
』
の
方
は
、
元
の
上
方
版
の
字
体
・
書
風
を
な
ぞ
り
な
が
ら
も
、

一
見
し
て
、
い
か
に
も
江
戸
版
を
思
わ
せ
る
字
体
・
書
風
へ
と
変
化
が
付
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
上
方
版
を
も
と
に
江
戸
の
本
屋
が
覆
刻
出
版
す
る
さ
い
に
は
、

字
体
・
書
風
を
ど
の
よ
う
に
写
し
取
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
以
上
の
二
つ

の
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

往
来
物
版
本
の
多
く
は
、
そ
の
本
文
の
内
容
が
学
ば
れ
る
と
同
時
に
、
筆
を
も

つ
手
習
い
子
の
手
本
と
し
て
の
役
割
を
も
も
っ
て
い
た
。
こ
と
往
来
物
に
関
し
て

は
、江
戸
の
本
屋
が
上
方
版
を「
原
稿
」と
し
て
そ
れ
を
出
版
し
よ
う
と
す
る
さ
い
、

す
で
に
手
習
い
手
本
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て
い
た
原
稿
を
、
新
規
に

書
き
換
え
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
の
本
屋
が
、
往
来
物

に
つ
い
て
は
上
方
版
を
覆
刻
に
よ
り
出
版
し
た
の
は
こ
の
理
由
に
よ
る
。
疑
問
に

思
う
の
は
、『
人
倫
名
尽
』
の
ご
と
き
、
覆
刻
と
い
う
、
本
来
は
そ
の
元
と
な
っ

た
版
（
上
方
版
）
と
酷
似
す
る
は
ず
の
出
版
技
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
江
戸
版
が
、

な
ぜ
一
目
見
て
、
い
か
に
も
江
戸
版
ら
し
い
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
は
、
そ
の
『
人
倫
名
尽
』
の
上
方
版
と
江
戸
版
と
の
字
体
・
書
風
の
異
な

り
に
つ
い
て
、
か
つ
て
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
た
こ
と
が
あ
る（
5
）。

両
版
を
眺
め
る
と
、
文
字
の
配
置
や
細
部
ま
で
も
が
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
一

方
が
他
方
を
も
と
に
、
ま
っ
た
く
版
の
姿
を
改
め
て
内
容
だ
け
翻
刻
し
た
、
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江
戸
版
往
来
物
の
本
文

間
の
出
版
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
が
「
翻
刻
」
に
よ
っ
て
の
版
下
作
成
に
は
じ
ま
る

出
版
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
書
風
は
、
基
本
的
に
は
御
家
流
を
ベ
ー
ス
に
し

な
が
ら
、
筆
工
が
、
字
体
に
「
鋭
く
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
」、
か
な
り
自
由
奔
放
に

筆
を
起
こ
し
て
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
一
方
、
手
習
い
の
役
割
を
も

た
さ
れ
た
往
来
物
の
出
版
に
あ
た
っ
て
は
、
江
戸
の
本
屋
は
、
基
本
的
に
上
方
版

を
覆
刻
に
よ
っ
て
出
版
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
覆
刻
に
よ
る
版
下
作
成
に
は

そ
の
よ
う
な
江
戸
版
の
筆
工
そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
癖
は
表
に
出
に
く
い
は
ず
な
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
時
に
は
こ
の
よ
う
な
筆
工
の
癖
の
出
現
す
る
所
が
少
な

く
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
論
述
の
筋
道
を
混
乱
さ
せ
な
い
た
め
に
あ
え
て
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
覆
刻
出
版
に
お
け
る
字
体
・
書
風
の
異
な
り
を
生
み
出
し
た
原
因
に

は
、
彫
工
の
技
術
、
彫
り
癖
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
覆
刻
出
版
に

お
け
る
版
下
原
稿
を
、
筆
工
が
上
方
版
を
透
き
写
し
に
よ
っ
て
作
成
す
る
さ
い
に

こ
そ
、
筆
工
の
書
き
癖
、
個
性
は
出
現
し
う
る
。
し
か
し
、
上
方
版
そ
の
も
の
を

ば
ら
し
て
版
下
原
稿
に
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
筆
工
の
書
き
癖
が
入

り
込
む
機
会
は
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
江
戸
版
ら
し
さ
を
思

わ
せ
る「
癖
」が
現
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
彫
工
の
彫
り
癖
が
現
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
証
明
す
る
確
た
る
証
拠
も

な
く
、
今
は
ひ
と
ま
ず
可
能
性
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

三
回
に
わ
た
り
、
御
伽
草
子
、
仮
名
法
語
、
往
来
物
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
出
版

図
5　

上
方
版　

小
泉
吉
永
氏
蔵　

上
巻
・
第
三
丁
表

図
6　

江
戸
版　

③

図
7　

上
方
版　

小
泉
吉
永
氏
蔵　

上
巻
・
第
六
丁
表

図
8　

江
戸
版　

③



一
〇

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
九
号

文 

― 

近
世
前
期
に
お
け
る
江
戸
版
本
文
の
特
性
（
2
） 

―
」（『
京
都
府
立
大
学
学

術
報
告
（
人
文
）』
第
六
十
八
号
・
平
成
二
十
八
年
刊
）。

（
２
）  「『
用
文
章
』
古
版
考 

― 

近
世
初
期
往
来
物
拾
遺
1 

― 

」（『
岐
阜
大
学
国
語
国

文
学
』
第
二
十
号
・
平
成
三
年
刊
）。

（
３
）  「
古
版
往
来
物
に
お
け
る
〈
合
冊
再
刊
〉
に
つ
い
て
」（『
東
海
近
世
』
第
十
五
号
・

平
成
十
七
年
刊
）。

（
４
）  

国
文
学
研
究
資
料
館
作
成
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
は
、「
京

都
往
来
」
を
統
一
書
名
と
し
、「
寺
社
都
名
所
往
来
」「
洛
陽
往
来
」
を
別
名
と
し

て
あ
げ
て
い
る
。
伝
存
本
の
い
ず
れ
に
も
内
題
は
な
い
。
伝
存
本
の
題
簽
で
確
か

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
寺
社
都
名
所
往
来
」（
三
次
市
立
図
書
館
蔵
、
小
泉

吉
永
氏
蔵
、
架
蔵
）「
都
名
所
往
来
」（
架
蔵
）「
都
名
所
／
尊
円
流
」（
国
文
学
研

究
資
料
館
蔵
）
な
ど
で
あ
る
。

（
５
） 

出
稿
「
近
世
前
期
江
戸
版
の
本
文
版
下
」（『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
（
人
文
）』

第
六
十
四
号
・
平
成
二
十
四
年
刊
）。

付
記

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
課
題
研
究
「
近
世

前
期
出
版
に
お
け
る
江
戸
版
本
文
の
特
性
研
究
」（
基
盤
研
究
Ｃ
・15K02253

）
に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
図
版
の
う
ち
所
蔵
者
名
を
記
し
て
い
な
い
も
の
は
母
利
蔵

本
で
あ
る
。
写
真
掲
載
を
許
可
さ
れ
た
小
泉
吉
永
氏
に
あ
つ
く
お
礼
申
し
あ
げ
る
。

（
二
〇
一
七
年
十
月
二
日
受
理
）

（
も
り　

し
ろ
う　

文
学
部
日
本
・
中
国
文
学
科
教
授
）

物
に
つ
い
て
、
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
が
具
体
的
に
作
品
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
江
戸

版
と
し
て
の
特
徴
を
、
本
文
の
面
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
前
二
者
に
つ
い
て
は
四

作
品
を
と
り
あ
げ
た
が
、
結
果
的
に
は
、
い
ず
れ
も
予
想
以
上
に
そ
の
本
文
が
良

好
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
上
方
版
の
意
味
の
通
り
に
く
い
所
は
書
き

改
め
、
あ
る
い
は
、
筆
工
の
言
語
感
覚
に
し
た
が
っ
た
改
変
の
あ
と
さ
え
認
め
ら

れ
る
。
む
ろ
ん
、
目
移
り
を
理
由
と
し
た
と
思
わ
れ
る
脱
文
や
、
他
の
ケ
ア
レ
ス

ミ
ス
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
全
体
と
し
て
杜
撰
な
本
文
と
い
う
ほ
ど
の
も
の

で
は
な
い
。
今
回
と
り
あ
げ
た
往
来
物
は
わ
ず
か
に
一
点
だ
け
で
あ
る
が
、
筆
者

が
今
ま
で
に
あ
つ
か
っ
て
き
た
作
品
と
合
わ
せ
て
、
忠
実
な
覆
刻
を
お
こ
な
い
つ

つ
も
、
そ
こ
に
筆
工
の
書
き
癖
に
よ
る
江
戸
版
ら
し
い
書
風
が
お
の
ず
か
ら
現
出

し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
。

近
世
の
出
版
物
の
中
心
は
、
数
量
的
に
も
質
的
に
も
、
仏
書
、
儒
書
、
医
書
の

類
で
あ
る
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
が
、
こ
と
近
世
前
期
の
江
戸
に
お
い
て
は
、
と

り
あ
げ
て
き
た
御
伽
草
子
、
仮
名
法
語
、
往
来
物
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
こ
そ
出
版

物
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
今
、
三
回
の
論
を
ふ
り
か
え
っ
て
、

そ
れ
ら
の
本
文
の
特
徴
を
総
括
す
べ
き
適
切
な
言
葉
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い

が
、
江
戸
版
の
包
括
的
な
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
作
品
の

本
文
研
究
の
積
み
重
ね
が
さ
ら
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
く
感
じ
て
い
る
。
今
後

の
課
題
と
し
て
継
続
し
て
い
き
た
い
。

注（
１
）  「
江
戸
版
御
伽
草
子
の
本
文 

― 

近
世
前
期
に
お
け
る
江
戸
版
本
文
の
特
性（
1
） 

―
」

（『
和
漢
語
文
研
究
』
第
十
三
号
・
平
成
二
十
七
年
刊
）、「
江
戸
版
仮
名
法
語
の
本


