
同
じ
名
義
で
あ
る
」
（
岩
波
講
座
日
木
文
字
「
記
紀
歌
謡
L

）

と
一
一
っ
て
居
ら
れ
る
。
日
木
書
紀
の
訓
読
の
中
か
ら
（
日
本
書
紀
透
釈
に
擦
る
）

「
わ
ざ
」
又
は
「
し
わ
ざ
」
と
読
ん
で
い
る
一
文
字
の
用
例
を
拾
っ
て
み
る
と
「
行
」

「
十
一
氏
」
「
俗
」
の
等
の
一
二
一
種
の
一
「
わ
ざ
」
に
分
類
す
る
事
が
出
来
る
。
従
っ
て
わ

ざ
う
た
の
太
来
の
意
味
に
は

mm窓
、
神
意
、
調
刺
、
寓
意
柑
一
一

J

の
意
は
含
ま
れ
で

は
居
ら
ず
、
唯
単
に
俗
謡
、
民
一
語
の
意
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
特
に

「
童
謡
」
の
字
を
あ
て
L

一
種
別
を
立
て
L
い
る
の
は
、
そ
の
根
底
に
史
書
五
行

志
が
強
く
根
ざ
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
o

四

わ
ざ
う
た
の
太
質
を
究
明
す
る
為
に
、
そ
の
歌
詞
と
一
古
川
リ
式
に
つ
い
て
考
察
を
試

み
た
の
で
あ
る
が
、
宣
長
が
、
諺
に
つ
い
て
「
古
事
記
伝
」
で
解
説
を
試
み
て
か

ら
以
後
、
こ
の
「
わ
ざ
う
た
」
は
「
諺
」
と
共
に
神
窓
の
め
ら
わ
れ
で
あ
る
か
の

如
く
、
呪
術
系
統
の
文
学
と
し
て
永
く
取
り
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

以
上
の
考
察
で
明
ら
か
で
あ
っ
た
り
ん
に
、
「
わ
ざ
う
た
」
の
本
質
は
、
民
謡
、
俗

語
を
か
り
て
、
医
史
的
忌
件
に
関
係
づ
け
て
訊
刺
を
し
、
或
い
は
、
ャ
ア
一
三
一
白
を
な
す

も
の
L
様
に
し
て
、
民
衆
の
或
い
は
、
一
軒
紀
編
者
の
批
判
の
煮
を
質
せ
L
め
た
も

の
で
↓
め
る
と
宏
一
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
政
治
上
の
権
力
煮
を
悩
る
所
が
あ
っ
て
、
民
衆
の
批
判
を
官
設
に
自
由

に
表
現
す
る
一
EJ
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
然
し
そ
こ
に
は
民

の
意
志
が
そ
の
鉾
先
を
見
ぜ
、
そ
れ
故
に
時
代
を
推
し
進
め
る
力
が
そ
こ
に
宿
っ

て
い
る
と
長
一
え
る
の
で
あ
る
。

従
来
の
純
然
た
る
ヰ
J

一
言
、
神
わ
ざ
を
人
の
口
を
か
り
で
言
わ
し
め
た
と
た
す
が

如
き
は
「
わ
ざ
う
た
」
の
長
諮
問
性
質
か
ら
見
て
ネ
余
り
に
か
け
開
れ
た
見
m同一で

あ
る
と
増
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
出
慎
太
一
女
子
大
年
勲
務
）

一 一 一
「
一
刻
仙
一
計
一
日
難
波
土
産
」

一一

接
端
所
載

近
松
の
一
虚
貫
一
皮
膜
論
」
に
つ
い
て

敏

子

ria 

－
 

－
 

口

物
語
風
の
台
浄
勾
刊
を
、
除
世
形
式
に
ま
で
高
め
た
と
言
わ
れ
る
、
偉
大
な
る

劇
作
家
近
松
は
、
い
か
な
る
京
術
観
に
基
づ
い
て
制
作
活
動
を
な
し
た
の
で
あ
ろ

道
、
J

1

〉
勺
ノ
ム

μ
（

近
松
の
立
五
術
観
を
知
る
も
の
と
し
て
は
、
「
一
M
h
h
U
難
波
士
長
一
」
発
端
に
近
松

の
一
言
葉
と
し
て
日
敵
さ
れ
て
い
る
六
ケ
条
に
つ
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
近
一

松
の
去
術
視
が
十
分
に
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
お
。
こ
L
で
「
却
炉
制
球
波
土
産
」
’

u

発
端
所
哉
の
六
ケ
条
は
、
文
中
に

「
往
年
某
近
松
が
許
に
と
む
ら
ひ
け
る
境
、
近
松
一
一
言
ひ
け
る
は
」

と
あ
る
よ
う
に
、
品
抑
制
部
波
土
時
」
発
端
の
作
者
船
積
以
賞
が
、
直
接
近
松

に
聞
い
た
所
の
言
葉
を
筆
録
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
近
松
の
言
葉
と
し

て
ど
こ
お
真
を
お
き
う
る
か
と
い
う
疑
問
が
起
っ
て
来
る
。
げ
ま
白
山
岩
以
貨
の
潤
色

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
o

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
極
々
の
考
察
か

ら
「
近
松
の
一
一
言
葉
は
以
賞
の
忠
実
な
筆
録
と
い
う
事
に
異
論
は
な
い
が
、
以
黄
が

近
松
の
言
葉
を
聞
い
た
場
合
、
や
は
り
漠
宇
の
素
養
を
も
っ
て
理
解
し
た
で
ゐ
ろ

う
い
（
「
国
語
、
国
文
」
昭
和
二
十
八
年
同
月
所
牧
、
十
夜
修
氏
「
品
川
町
川
崎
淡
土

産
』
発
対
一
日
松
記
六
日
奴
前
』
の
成
立
L

参
照
）
と
精
一
一
刑
さ
れ
た
↑
緑
化
「
い
れ
の
一
一
一
口
に
従

っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

こ
L
に
於
い
て
「
間
前
訓
鄭
波
土
産
」
発
端
の
文
章
は
、
近
松
の
比
一
荷
続
を
一
示

す
唯
一
の
文
献
と
し
て
信
を
置
く
に
足
る
も
の
で
あ
る
k
一
宮
口
っ
て
よ
か
ろ
う
o



「
難
波
土
足
」
の
六
ケ
条
に
見
ら
れ
る
近
松
の
古
川
術
論
の
中

心
内
容
を
な
す
も
の
は
、
広
門
」
で
あ
る
o

引
ち
つ
一
戸
と
い
ふ
も
の
は
出
犬

、
と
虚
と
の
皮
肢
の
間
に
ゐ
る
も
の
官
。
」
と
い
う
男
一
併
で
あ
る
o

近
松
の
三
一
口
う
「
段
宍
度
一
時
論
」
に
つ
い
て
、
近
松
の
創
作
態
皮
な
り
結
r

仰
を

「
狂
一
一
一
日
間
話
観
」
文
は
「
狂
戸
川
精
神
」

k
呼
ん
で
い
ら
れ
る
一
点
月
保
治
氏
は
、

「
時
代
の
興
味
を
基
部
と
し
、
民
衆
の
好
命
令
｝
根
底
と
し
て
『
紅
締
結
神
』
に
立

っ
て
構
想
脚
色
し
た
近
松
が
、
そ
の
表
現
の
た
め
に
と
っ
た
態
度
」
（
若
月
保
治

者
「
一
万
校
歌
～
勢
伎
と
近
松
研
究
」
参
一
昭
じ
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

以
下
「
虚
実
皮
膜
諭
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
の
発
生
の
基
躍
を
考
究
し
、

更
に
そ
れ
が
近
松
の
作
品
に
い
か
に
具
現
さ
れ
て
い
る
か
v

ろ
察
し
て
み
た
い
と
思

O
 

Kノ

一一

「
琵
」
の
太
文
に
は
、
最
初
に
仮
装
的
人
物
の
言
葉
と
し
て

「
今
時
の
人
は
、
よ
く
／
＼
型
誌
の
宍
ら
し
き
る
に
あ
ら

J

ざ
れ
ば
合
点
ぜ
ぬ
世

の
中
、
む
か
し
一
日
間
り
に
あ
る
L

一
一
ず
に
当
世
詰
け
と
ら
ぬ
ゴ
一
多
し
。
ざ
れ
ば
こ
そ
歌

舞
伎
の
役
4
4
な
ど
も
、
兎
角
そ
の
所
作
が
突
事
に
似
る
を
上
一
五
」
と
す
。
立
役
の
家

老
職
は
木
の
家
老
に
似
せ
、
大
名
は
大
名
に
似
る
を
も
っ
て
第
一
と
す
。
一
回
り
や

う
な
る
子
供
だ
ま
し
の
あ
じ
ゃ
ら
け
た
る
立
一
一
は
取
ら
ず
」

と
歌
舞
伎
俳
優
の
技
1

討
を
味
方
と
し
て
の
写
実
説
を
述
べ
て
い
る
。

こ
L
で
当
時
の
社
会
及
び
歌
舞
伎
界
の
写
実
的
傾
向
に
つ
い
て
一
見
し
て
み
よ

。

ト
h
ノ

階
級
社
会
で
あ
る
近
世
に
於
け
る
文
学
の
制
作
者
、
乏

J

受
者
は
、
被
安
田
階
級

に
属
す
町
一
人
で
あ
っ
た
。
近
世
に
入
っ
て
新
た
に
社
会
的
実
力
階
級
と
し
て
歴

史
の
表
面
に
登
場
し
て
’
来
た
町
人
階
級
は
、
前
時
代
か
ら
の
伝
統
的
な
物
の
見
方

を
渠
て
、
現
宍
を
あ
る
が
支
L

の
現
一
一
天
と
し
て
眺
め
よ
う
と
し
た
o

そ
し
て
近
散

を
通
じ
て
こ
の
現
広
〈
、
王
ム
主
的
傾
向
の
最
も
高
度
に
発
現
し
た
雨
期
が
、
元
戦
時
代

で
J
凶
日
九
日
一

0

新

興

町

人

て

、

人

間

の

現

単

一

の

生
活
、
人
間
的
興
味
が
そ
の
対
〆
況
と
な
り
、
写
実
の
酔
阪
市
民
が
確
立
し
て
行
っ
た
。

歌
持
伎
界
に
於
い
て
も
、
名
優
坂
田
藤
ム
郎
が
写
宍
的
強
度
を
強
調
し
て
言
っ
た

「
ほ
め
ら
れ
ん
と
尽
は
ば
一
む
一
一
一
口
を
初
の
よ
う
に
致
し
た
が
よ
し
」
の
一
一
誌
は
貞

午
、
元
一
服
の
頃
の
歌
拝
伎
界
を
胤
院
し
た
の
で
あ
っ
た
o

藤
十
郎
の
言
行
を
記
し

た
「
賢
外
集
」
に

「
坂
旧
」
隊
十
郎
日
、
歌
舞
伎
役
岩
は
何
役
を
つ
と
め
候
と
も
。
正
真
を
う
っ

す
心
が
け
よ
り
外
也
な
し
。
し
か
れ
ど
も
乞
食
の
役
め
を
つ
と
め
候
は
Y
o
顔

の
つ
く
り
着
物
等
に
い
た
る
お
。
大
械
に
致
し

o
E真
の
こ
と
に
な
ら
ざ
る
や

う
に
す
べ
し
。
此
一
役
ば
か
り
は
お
の
心
得
と
述
う
な
り
。
主
へ
ゆ
ゑ
い
か
ん
と

な
ら
ば
。
歌
舞
伎
芝
居
は
な
ぐ
さ
み
に
見
物
す
る
も
の
な
れ
ば
oa
滴
分
物
毎
花

実
に
あ
り
た
し
。
ケ
ブ

J

公
の

E
哀
は
。
形
ま
で
工
ら
し
か
ら
ざ
る
J
L
の
な
れ
ば
。

眼
に
ふ
れ
て
お
も
し
ろ
か
ら
ず
。
取
に
は
な
ら
ぬ
も
の
な
り
」

と
あ
る
が
、
藤
ム
郎
が
つ
歌
舞
伎
役
弄
は
何
役
を
つ
と
め
院
と
も
。

E
哀
を
う
っ

す
心
が
け
よ
り
外
也
な
し
」
と
い
L
な
が
ら
「
乞
食
の
役
目
は
大
概
に
致
し
、
正

冥
の
こ
と
に
な
ら
ざ
る
よ
う
に
す
べ
し
」
と
説
い
て
い
る
の
は
、
見
物
の
「
慰
」

に
な
ら
ぬ
た
め
で
あ
る
o

藤
十
郎
の
「
写
実
論
」
は
「
取
み
」
の
上
か
ら
「
乞
食

の
役
目
」
だ
け
を
例
外
と
み
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
L
に
写
実
の
限
界
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
藤
十
郎
の
後
一
訟
で
絞
と
共
に
一
石
川
上
方
歌
鰐
伎
の
F

十
九
万
と
し
て

立
役
の
一
同
時
十
郎
と
共
に
写
実
去
の
大
成
者
で
あ
っ
た
芳
沢
あ
や
め
に
な
る
と
、
写

実
の
み
に
は
し
る
矛
盾
が
更
に
明
一
確
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
o

芳
沢
あ
や

め
の
長
誌
を
集
め
た
「
あ
や
め
ぐ
さ
」
に

「
十
次
郎
申
さ
れ
け
る
は
。
女
は
右
の
膝
を
た
て
日
月
は
中
川
ん
の
際
を
立
る
。
あ
ゆ

み
出
し
も
お
な
じ
事
と
て
。

vh
子
へ
を
し
へ
ら
れ
し
も
そ
の
百
り
な
る
な
。
十
一
口

沢
氏
ひ
そ
か
に
い
け
ん
せ
ら
れ
け
る
は
。
そ
れ
は
其
通
り
な
れ
ど
も
。
見
品
判
衆

一（ 7 ）ー



の
万
へ
む
か
ふ
方
の
ひ
ざ
を
た
て
ず
。
叉
見
え
に
よ
る
ペ
し
。
理
法
ば
か
り
に

て
は
歌
舞
伎
に
あ
ら
ず
。
と
か
く
突
と
か
ぶ
き
と
半
分
々
々
に
す
る
が
よ
か
ら

ん
と
ぞ
。
十
次
郎
そ
れ
よ
り
見
え
し
だ
い
に
せ
ら
れ
し
な
り
」

と
あ
っ
て
、
藤
十
郎
が
た
い
A

乞
食
の
所
作
を
い
う
一
例
外
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
「
理
法
ば
か
り
に
て
は
歌
舞
伎
に
あ
ら
ず
、
と
か
く
実
と
か
ぶ
き
と

半
分
半
分
に
す
る
が
よ
か
ら
ん
」
と
い
う
よ
う
に
写
実
の
限
界
に
つ
い
て
の
自
覚

と
一
反
省
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

こ
の
よ
う
に
坂
田
藤
十
郎
を
中
心
と
す
る
歌
舞

伎
役
者
の
間
で
、
写
実
論
及
び
そ
の
矛
盾
に
対
す
る
反
省
が
生
れ
た
の
は
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。

平
く
か
ら
歌
舞
伎
界
と
交
渉
を
持
ち
、
藤
十
郎
と
往
来
の
あ
っ
た
近
松
は
、
当

然
藤
十
郎
を
中
心
と
す
る
歌
舞
伎
界
の
写
実
的
傾
向
に
影
響
さ
れ
る
所
が
多
か
っ

た
で
あ
ろ
う
o

極
端
な
写
実
の
矛
盾
に
対
す
る
反
省
が
、
歌
舞
伎
界
の
中
で
起
っ

て
い
る
の
と
軌
を
同
じ
く
し
て
「
虎
突
皮
膜
詩
」

JY
主
張
し
て
い
る
所
に
、
近
松

の
写
実
的
な
背
景
が
考
え
ら
れ
る
o

「仰向
h
r制
難
波
土
産
」
の
木
文
に
は
当
時
の
写
実
的
風
潮
に
対
し
て
「
尖
と
い

ふ
も
の
L
真
実
の
い
き
か
た
を
し
ら
ぬ
説
也
。
ー
一
山
と
い
ふ
も
の
は
宗
一
と
皮
と
の
皮

膜
の
間
に
あ
る
あ
の
也
」
と
反
駁
の
形
で
述
べ
て
い
る
。
写
実
に
徹
す
る
こ
と
な

く
、
作
意
に
偏
す
る
こ
と
な
く
、
胞
と
真
と
の
間
に
ー
ー
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
虚
実
皮
膜
論
」
の
究
極
の
目
的
は
、
観
客
に
「
慰
み
」
を
与
え
る
こ
と

で
あ
っ
た
。

以
上
に
よ
っ
て
、
つ
庶
民
夫
皮
膜
論
」
が
歌
舞
伎
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
当
時
の
バ

術
界
一
般
の
写
実
的
一
風
潮
に
対
す
る
反
駁
と
し
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
の
で

あ
る
が
、
次
に
人
判
以
内
問
璃
の
人
形
が
持
つ
制
約
が
伎
の
浄
明
者
の
罰
百
一
に
芦
張

を
一
安
求
し
た
の
で
あ
り
、
こ
L

に
も
「
虚
実
皮
照
論
」
成
立
の
一
根
設
が
存
す
る

と
い
え
よ
う
。

浄
明
璃
の
一
一
同
意
は
、
単
な
る
日
で
読
む
文
学
書
で
は
な
い
。
「
州
知
者
一
波
土
産
」

の
中
で
「
総
じ
て
出
現
は
人
形
に
か
、
ふ
る
を
第
一
と
す
」
と
一
一
一
口
っ
て
い
る
如

く、符…いい…一
m

J

P

不
十
米
の
お
用
件
一
が
ら
い
っ
て
人
形
な
し
の
治
J

摺
璃
は
具
体
的
に
表
現

さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
o

人
形
に
か
け
て
は
じ
め
て
立
／
体
的
に
表
現
さ
れ
、
V

山
間

璃
と
し
て
の
意
義
を
全
う
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
浄
沼
璃
．

の
効
共
が
人
形
に
か
け
て
は
じ
め
て
現
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
こ
に
近
松

の
人
形
に
対
す
る
関
心
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

近
松
の
一
人
形
に
対
す
る
関
心
は
「
抑
片
山
山
口
問
津
波
土
産
」
の
中
に
．

「
一
総
じ
て
浄
問
問
は
人
形
に
か
L
る
を
第
一
と
す
れ
ば
、
外
の
平
紙
と
遠
ひ
て
、

文
句
み
な
伺
き
を
肝
史
？
と
す
る
活
物
な
り
o

九
況
に
歌
一
死
伎
の
生
身
の
人
の
一
一
一
九
と

芝
居
の
軒
を
並
べ
て
な
す
わ
ざ
な
る
に
、
十
汁
一
校
な
き
木
川
仰
に
さ
ま

ρ＼
の
情
を

も
た
せ
て
、
児
此
仰
の
感
な
と
ら
ん
、
と
す
る
誌
な
れ
ば
、
大
形
に
て
は
妙
作
と
い

ふ
に
一
主
り
が
た
し
」

と
あ
る
よ
う
に
、
人
膨
を
一
つ
の
道
具
と
し
て
取
り
扱
う
の
で
は
な
く
て
、
人
形

を
歌
舞
伎
の
生
身
の
人
と
「
刈
比
さ
せ
て
い
る
の
で
u

ぬ
っ
て
、
人
形
は
決
し
て
死
ん

だ
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
彼
は
「

E
根
な
き
木
偶
に
さ
ま
ん
＼
の
慌
を
も
た
せ

る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
人
間
と
対
等
の
地
位
に
引
き
上
じ
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
o

L
Pし
刊
な
き
人
形
に
感
情
を
導
入
さ
せ
る
場
合
、
ぞ
れ
が
い
か
に
精
巧
な
細

工
、
巧
妙
な
仕
掛
け
の
人
形
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
そ
こ
に
は
人
形
と
し
て
の
限

界
が
ゐ
る
o

近
校
時
代
の
人
影
は
後
世
の
も
の
に
比
べ
る
と
、
古
来
日
か
な
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
な
お
更
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
形
自
体
の
持
つ
削
約
と
、
観
客
の
祝

覚
に
訴
え
る
と
い
う
性
質
と
か
ら
、
人
形
の

J

感
情
表
現
に
は
ふ
つ
う
の
人
間
と
は

異
っ
た
方
法
、
が
必
妥
と
な
る
一
。
川
ち
そ
こ
に
は
、
か
な
り
芦
張
し
た
姿
態
主
劃
作

と
を
取
り
、
同
一
時
に
そ
の
形
の
唯
一
六
し
さ
と
い
う
も
の
が
ギ
宿
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
人
形
が
人
形
の
持
つ
制
約
か
ら
、
仕
一
身
の
俳
優
の
投
主
に
比
し
て
阿
部

疫

に

る

と

芳

え

ら

れ

た

相

場

合

、

こ

れ

に

応

じ
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て
作
ら
れ
た
浄
判
明
璃
の
詞
章
は
、
純
写
由
夫
で
な
く
当
然
誇
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら

う
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
L

に
「
定
実
一
皮
膜
論
」
成
立
の
一
一
限
撲
が
存

す
る
と
い
え
よ
う
o

近
松
が
人
物
の
描
写
に
叉
は
事
件
の
権
畑
以
上
に
、
と
も
す
る
と
「
実
」
を
離
れ

て
「
虚
」
を
混
詠
え
る
こ
と
は
、
浄
宿
一
一
引
の
説
容
で
あ
る
当
時
の
一
般
民
栄
に
「
慰

み
」
を
提
供
す
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
こ
L

で
「
回
以
み
」
の
対
象
で
あ
る
観
客
の

把
握
し
得
る
「
実
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
o

浄
潟
璃
芝
山
店
の
一
観
客
の
大
部
分
は
、
町
人
階
級
に
属
し
た
も
の
で
あ
っ
た
o

彼

ら
は
当
商
の
現
実
に
対
し
て
異
常
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
が
、
彼
ら
が
泊
仲
間
情
璃
芝

居
に
求
め
た
も
の
は
、
僚
底
し
た
「
実
」
で
は
な
か
っ
た
し
、
求
め
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
何
訟
な
ら
ば
、
絞
ら
は
よ
う
や
く
階
級
と
し
て
は
一
応
の
安
定
し
た

地
位
を
与
え
ら
れ
た
も
の
L
、
未
だ
に
何
人
と
し
て
の
生
活
の
拡
充
を
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
か
ら
、
仮
り
に
伺
々
の
人
間
の
描
写
に
つ
い
て
み
て
も
、
伺
相
－
一
意
識
の

発
達
し
な
い
近
世
町
人
に
と
っ
て
、
正
確
な
写
実
と
い
う
こ
と
は
必
要
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
民
衆
が
、
人
生
を
個
人
的
に
認
識
す
る
能
力
が
な
い
以
上
、
作
労

が
リ
ア
リ
ス
テ
イ
ツ
グ
な
措
与
を
し
た
所
で
そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
無
怠
吠
で
あ

り
、
従
ワ
て
「
慰
み
」
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
町
人
階
級
が
把
握
し
う
る

二
五
こ
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
更
に
彼
ら
は
江
戸
時
代
の
経
済
的
弱
点
阜
、

実
力
開
級
で
あ
っ
た
が
、
政
治
的
に
は
武
士
階
級
の
支
町
下
に
、
彼
ら
の
感
情
の

自
由
な
尽
う
さ
斗
の
発
現
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
近
松
は
彼
の
作
品
に
お
い

て
「
由
一
三
に
「
虚
」
を
加
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
中
の
主
人
会
或
い
は
主
人

会
に
準
ず
る
人
物
の
一
ー
感
情
を
強
調
」
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
観
客
の
「
康
情
を
解

放
」
し
、
ひ
い
て
は
彼
ら
に
「
慰
人
し
を
チ
え
る
こ
と
が
、
十
一
χ
術
の
真
の
次
…
円
で
あ

る
と
説
い
て
い
る
の
で
め
る
o

「
慰
み
」
が
観
客
の
感
情
を
例
え
一
時
的
に
位
よ
現
実
の
制
約
か
ら
解
放
し
て
、

感
情
を
日
白
に
流
一
応
す
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
主
人
公
や
叉
そ
れ
を
取

り
ま
く
潔
境
は
、
一
品
客
と
一
句
憶
に
尚
び
つ
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
彼
の
作
品
に
お
い
て
は
、
時
代
物
も
著
し
く
現
代
化
さ
れ
、
町
人
化
さ
れ
、

世
話
物
も
す
〈
現
災
に
い
玖
分
の
変
料
、
な
加
え
て
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o

こ
L

で
沢
松
の
作
口
問
に
「
ぽ
突
皮
減
論
」
が
い
か
に
い
一
一
読
さ
れ
て
い
る
か
を
み

て
み
よ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
作
品
を
一
吋
一
読
し
て
み
る
と
、
彼
の
こ
の
理
論
の
芽
生
え

と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
は
や
く
「
つ
れ
ん
＼
一
ヰ
」
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
脊
の
宮
に
対
一
す
る
兼
好
の
一
一
一
F
葉
と
し
て

「
そ
も
此
交
に
利
伝
と
は
た
が
申
上
け
る
ぞ
。
ア
L

お
ろ
か
市
浅
ぎ
し
い
我
道

は
い
ふ
に
も
た
ら
ず
。
万
一
ぺ
に
川
一
泊
す
る
た
聞
に
お
の
れ
が
心
に
停
が
た
き
所

を
川
州
事
と
云
。
是
な
ん
ぞ
脳
卒
成
べ
き
。
只
物
の
筏
支
は
を
し
ゆ
る
rv止
を
し
へ

ら
れ
ず
。
市
ふ
に
も
な
ら
は
れ
、
す
し
か
も
ま
っ
、
い
の
ご
と
く
口
、
に
有
て
日
に
凡

で
す
。
多
年
に
み
が
く
去
の
光
一
回
と
心
に
そ
な
は
れ
ば
主
一
て
則
し
ぜ
ん
に
し
る
o

始
終
本
末
問
に
髪
な
入
ず
し
て
し
か
も
胡
越
を
へ
だ
つ
れ
ば
。
秘
し
て
伝
へ
ん

や
う
も
な
し
」
（
川
聞
は
日
）

と
述
べ
て
い
る
。
「
習
ふ
に
も
な
九
は
れ
ず
、
し
か
も
宇
一
つ
山
刊
の
ご
と
く
臼
に
有
て

尽
に
見
へ
ず
」
と
い
う
の
は
、
沢
松
の
「
尖
と
一
段
と
の
皮
院
の
問
に
ふ
め
る
」
と
い

う
説
に
通
ず
る
も
の
と
い
え
る
o

し
か
も
「
至
て
則
し
ぜ
ん
に
し
る
」
と
い
う
立

場
は
、
現
実
的
傾
向
宮
沢
す
も
の
で
あ
る
o

し
か
し
近
松
は
そ
の
よ
う
な
現
実
的

傾
向
を
と
り
な
が
ら
も
、
「
習
ふ
に
も
な
ら
は
れ
ず
」
「
日
に
有
て
日
に
見
へ
ず
」

と
い
う
宍
そ
の
も
の
L
性
絡
を
討
議
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
思
想
は
叉
「
一
一
、
世
相
」
や

7
h母
墜
郎
山
開
時
」
に
お
い
て
も
足

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
見
ら
れ
る
近
松
の
説
は
、
単
に
認
と
い

う
よ
り
も
、
ひ
ろ
く
一
般
に
被
の
人
生
的
な
見
方
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け

れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
成
実
的
な
考
え
方
が
早
く
か
ら
恨
の
作
品
に
見
え
て
い
た
と

い
う
こ
と
は
、
彼
の
の
成
立
を
考
え
る
場
合
に
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
o

一（ 9 ）ー



男ト
匂

こ
L
で
近
松
の
作
品
に
「
虚
実
皮
膜
論
」
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
、
い
か
な

る
効
果
を
表
わ
し
て
い
る
か
考
察
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
「
今
宮
の
心
中
」
を
取
り
上
げ
て
み
る
と

「
宝
永
六
年
賓
の
こ
と
、
大
阪
本
町
二
丁
目
菱
屋
阿
部
左
衛
門
方
の
傍
人
き
さ

と
、
手
代
の
コ
郎
兵
衛
と
が
冗
の
森
の
一
松
の
木
に
日
野
絹
一
反
か
け
て
、
内
総
死

心
中
し
た
o
」

と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
の
を
材
と
し
て
、
近
松
は
「
今
宮
の
心
中
」
を
書
い
た
の

で
あ
る
が

「
今
宮
の
戎
の
森
に
心
中
が
あ
っ
て
、
日
野
絹
一
反
を
松
の
木
に
懸
け
て
男
と

女
が
減
古
川
を
遂
げ
て
い
た
。
そ
の
松
の
木
の
下
に
男
の
足
袋
が
脱
ぎ
す
て
L
あ

っ
た
o」

と
い
う
事
実
か
ら
、
近
松
は
「
何
故
に
脱
、
き
す
て
た
足
袋
で
あ
ろ
う
か
o
」
と
い

う
疑
問
を
起
し
、
そ
の
真
実
｜
｜
た
か
立
滑
っ
て
慾
じ
に
く
い
た
め
で
あ
ろ
う

ー
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
ぃ
虚
を
加
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
o

即
ち
作

中
に
は
次
の
様
に
描
か
れ
て
い
る
。

「
心
の
罪
に
陪
滑
る
o

足
を
踏
み
し
め
踏
み
し
め
て
も
、
上
り
煩
ふ
男
の
駄
、

女
子
の
身
で
さ
へ
上
る
物
、
こ
り
や
ど
う
ぞ
い
の
と
手
を
引
け
ば
、
二
郎
兵
衛

涙
を
は
ら
／
＼
と
流
し
、
『
ア
L
主
の
罰
の
恐
し
ゃ
、
こ
の
足
袋
の
片
足
は
旦

那
の
お
合
常
は
兎
も
あ
れ
。
こ
の
時
は
頭
に
も
戴
く
は
ず
、
土
足
に
か
け
し
そ

の
停
め
、
お
許
し
な
さ
れ
て
下
さ
れ
と
脱
捨
て
登
る
一
松
が
校
に
、
そ
り
ゃ
笥
光

鳴
ふ
ぞ
や
・
・
・
・
・
・
」

こ
の
よ
う
に
男
は
主
人
思
い
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
同
い
だ
足
袋
の
よ
う
に
見
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
主
人
思
い
の
男
が
ど
う
し
て
心
印
す
る
の
か
と
近
松

は
そ
こ
か
ら
心
中
の
動
機
を
考
え
る
の
で
ゐ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
も
と
づ
く

一
曲
が
観
客
の
同
情
の
一
択
を
さ
そ
い
「
慰
み
」
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

松
の
木
の
T

に
ぬ
ダ
捨
て
ら
れ
た
足
袋
一
足
の
解
釈
で
J

九
十
一
一
一
突
し
ι
思
わ
れ
る

も
の
に
道
徳
的
内
容
を
持
っ
た
躍
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
人
会
の
感
情
を

強
調
し
、
ひ
い
て
は
道
徳
的
感
情
の
満
足
を
伴
う
観
客
の
慰
み
を
期
一
待
し
、
そ
し

て
そ
れ
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
o

主
人
公
が
単
に
木
に
登
り
に
く
い
為
に
足

袋
を
ぬ
い
だ
よ
う
な
、
冥
の
み
の
一
表
現
で
は
何
の
面
白
味
も
な
く
、
観
客
の
慰
み

に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
L
に
彼
の
、
「
虚
実
反
環
論
」
が
巧
み
に
応
用

さ
れ
て
い
る
事
実
を
見
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

次
に
近
松
の
時
代
物
浄
瑠
璃
の
第
一
の
作
品
と
吾
一
口
わ
れ
る
「
国
姓
折
合
戦
」
に

つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ
の
作
品
は
全
く
の
仮
空
間
で
は
な
く
て
実
際
の
事
件
を

自
由
に
脚
色
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
作
の
主
人
公
は
日
本
人
の
血
を
引
い
た
和
藤
内
で
、
こ
れ
が
縦
横
無
翠
の

勇
力
を
現
し
、
伊
勢
大
神
宮
の
お
取
札
で
虎
を
生
捕
っ
た
り
、
或
い
は
老
母
も
死

ぬ
迄
は
日
木
人
た
る
誇
り
を
持
つ
な
ど
、
日
木
国
民
性
を
極
度
に
発
揮
さ
ぜ
て
い

る
の
で
あ
る
o

こ
の
よ
う
な
日
本
人
の
自
尊
心
を
満
足
さ
せ
る
題
材
ゃ
、
そ
の
脚

色
構
想
上
の
成
功
に
よ
っ
て
大
当
り
を
取
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
を
流
れ

る
も
の
は
「
虚
実
皮
膜
論
」
で
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
o

そ
こ
で
明
ら
か
に
「
虚
」

と
見
ら
れ
る
所
を
あ
げ
て
み
よ
う
o

第
三
段
の
惨
門
の
場
に
お
い
て
、
甘
輝
の
棄
の
鉛
科
女
が
日
夜
忘
れ
た
こ
と
の

な
い
臼
木
に
あ
る
産
み
の
親
と
、
回
出
慨
を
た
よ
り
に
名
乗
り
合
う
所
が
あ
る
。

「
『
一
官
両
手
を
上
げ
て
、
ァ
、
是
々
説
擦
は
主
八
万
に
あ
る
等
、
一
歳
唐
土
を

立
退
く
時
、
成
人
の
後
形
見
に
せ
よ
と
、
我
形
を
絵
に
写
し
、
乳
母
に
預
け
置

き
つ
る
が
』
老
の
姿
は
変
る
と
も
、
悌
残
る
拾
に
合
せ
、
疑
を
陪
れ
給
へ
、
な
う

其
詞
が
は
や
証
擦
と
、
肌
に
放
さ
ぬ
安
絵
ー
を
一
斉
梢
に
押
開
き
、
一
肉
付
の
此
間
取
山
山

し
、
月
に
映
ふ
父
の
顔
、
鏡
の
面
に
近
々
と
、
写
し
取
っ
て
引
比
べ
引
ム
口
ぜ
て
、

能
々
見
れ
ば
絵
に
と
ら
め
し
は
古
の
、
顔
も
艶
あ
る
認
の
雲
、
鋳
は
b
f
の
考
一
宴

れ
、
却
の
日
ヨ
と
変
れ
ど
も
、
か
は
ら
で
残
る
面
影
の
、
同
一
冗
口
一
元
其
伎
に
、
我

影
に
も
さ
も
似
た
り
、
父
方
譲
り
の
顔
の
県
子
、
羽
子
の
印
疑
ひ
な
し
」



と
あ
る
よ
う
に
、
娘
は
説
門
の
上
、
父
は
門
外
、
錦
、
持
女
は
高
欄
に
姿
絵
を
押
開

き
、
柄
付
き
の
鏡
を
さ
し
出
し
、
月
の
光
に
映
し
て
見
く
ら
べ
る
の
で
あ
る
o

し

か
し
月
夜
に
楼
下
の
人
の
顔
を
鏡
に
写
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
o

こ
れ
は
無

理
で
み
の
る
o

け
れ
ど
も
其
の
場
面
の
情
味
曙
か
な
描
写
と
、
絵
雨
的
録
台
函
に
、
人
々
は
理

窟
を
忘
れ
て
喜
び
、
そ
の
明
ら
か
に
嘘
と
分
る
「
段
」
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
そ

し
で
遂
に
こ
の
場
面
は
後
の
「
忠
臣
蔵
」
に
お
い
て
、
紀
国
の
場
に
使
用
さ
れ

「
お
か
る
が
二
階
の
延
べ
鏡
」
と
階
下
の
由
良
之
助
と
の
場
面
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

以
上
は
近
松
の
作
品
の
中
か
ら
二
例
を
引
用
し
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼

の
作
品
に
つ
い
て
吾
一

3ι
る
事
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ら
う
。
例
え
ば
近
松
の
悲

劇
曲
で
あ
る
心
中
物
を
味
わ
っ
て
み
る
と
、
悲
劇
的
内
容
に
も
か
L
わ
ら
ず
全
曲

の
間
に
一
一
俸
の
明
る
さ
が
流
れ
て
お
ザ
、
悲
一
痛
な
や
る
せ
な
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い

で
、
可
哀
想
と
い
う
同
情
心
の
内
に
も
一
種
の
柔
い
快
感
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
れ

は
桔
局
彼
の
創
作
目
的
、
即
ち
見
物
人
の
魂
を
解
放
し
、
心
を
慰
め
る
と
い
う
態

度
の
具
現
で
あ
る
o

彼
は
悲
痛
な
現
実
の
姿
、
、
主
人
公
が
死
ぬ
迄
の
悲
し
い
事
実

を
正
確
に
只
措
き
放
し
に
す
る
の
で
は
な
く
、
「
虚
実
皮
膜
論
」
に
従
っ
て
現
実

的
悲
劇
を
描
写
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
現
実
を
越
え
た
浪
漫
的
な
明
る
さ
を
加
え
て

民
衆
に
「
慰
み
」
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

具
こ
れ
は
彼
の
悲
劇
曲
の
み
で
な
く
全
作
品
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
阪
出
史
物
語

に
つ
い
て
み
て
も
、
古
い
時
代
に
材
料
を
取
っ
て
書
い
た
か
ら
と
言
っ
て
、
決
し

て
厳
密
な
歴
史
上
の
事
実
に
の
み
立
脚
し
て
書
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
衣
装

で
も
以
俗
で
も
主
活
で
も
皆
元
－
深
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
L
に
近
松
が
民

衆
に
「
慰
み
」
を
提
供
す
る
為
に
用
い
た
「
虚
実
皮
膜
論
」
の
具
現
さ
れ
た
姿
を

見
る
の
で
あ
る
o

（
湖
東
中
学
校
勤
務
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け
る
西
行
の
投
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在十点下山に
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西
行
に
私
淑
す
る
こ
と
が
深
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
百
廷
が
、
西
行
の
文
学
を
ど

の
よ
う
に
と
り
入
れ
た
か
。
そ
し
て
、
官
蕉
は
、
西
行
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態

度
を
も
っ
て
対
し
て
い
た
か
。

百
蒸
の
全
一
作
品
に
日
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
発
旬
、
連
旬
、
文
章
、
書

簡
な
ど
に
明
ら
か
に
西
行
の
影
響
あ
り
と
認
め
ら
れ
た
る
個
所
を
あ
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
考
窓
を
す
L

め
た
。

一一

芭
蕉
は
、
文
学
作
品
を
通
じ
て
息
づ
い
て
い
る
詩
人
た
ち
の
生
き
方
に
対
し
て

深
い
讃
仰
の
情
を
よ
ぜ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
古
詩
人
た
ち
の
中
で
も
特
に

西
行
の
「
人
格
」
「
生
一
泊
」
そ
し
て
そ
の
「
美
術
」
に
深
い
理
解
を
も
ち
、
尊
敬
の

念
を
も
っ
て
終
始
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
文
を
二
・
コ
一
あ
げ

て
み
る
と
、

「
俳
諮
一
一
葉
集
」
の
成
票
集
の
政
支
に
、
百
一
焦
が
、

「
佑
と
風
雅
の
そ
の
生
に
あ
ら
ぬ
は
、
西
行
の
山
家
を
尋
ね
て
、
人
の
ひ
ろ
は

ぬ
蝕
英
也
」

と
述
べ
て
い
る
。
「
危
栗
」
と
「
蝕
粟
」
と
が
異
る
と
の
部
刺
か
ら
出
た
も
の
で
あ

っ
て
、
西
行
の
山
家
生
活
を
慕
う
一
円
蒸
の
心
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
共
に
、

「
わ
び
」
と
「
風
雅
」
と
を
求
め
る
心
の
切
な
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

「
陪
峨
日
記
」
の
中
に
、
「
山
家
集
」
の
一
首
「
訪
ふ
人
も
思
ひ
た
え
た
る
山
里
の

訴
し
さ
な
く
ば
住
み
憂
か
ら
き
し
」
に
つ
い
て
、
「
一
間
上
人
の
一
苅
ふ
侍
る
は
、
淋
し

さ
を
、
玉
と
す
べ
し
」
と
評
し
て
い
る
の
も
、
「
さ
び
」
即
ち
「
出
阻
止
一
千
」
な
の
で
あ
ろ


