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＊
読
み
や
す
い
よ
う
に
、
現
代
か
な
遣
い
に
改
め
、
送
り
仮
名
な
ど
も
一
部
訂
正
し

ま
し
た
。 

 

上
野
の
彰
義
隊
の
征
伐
が
済
む
と
す
ぐ
江
戸
の
幕
府
の
政
治
を
朝

廷
に
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
新
田
三
郎
と
い
う
男
が
社
寺
裁
判

所
判
事
、
す
な
わ
ち
寺
社
奉
行
と
な
り
、
江
藤
新
平
が
民
政
裁
判
所
判

事
で
勘
定
奉
行
の
役
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
西
為
忠
＊
１
と
私
が
市
政
裁

判
所
の
判
事
と
な
り
、
私
は
南
町
奉
行
、
西
は
北
町
奉
行
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
西
と
い
う
男
は
、
そ
の
後
あ
ま
り
発
達
し
な
い
方
で
、
気
の

毒
じ
ゃ
っ
た
。
何
で
も
ツ
イ
近
頃
ま
で
梨
本
宮
の
御
家
令
を
し
て
お
っ

て
亡
く
な
り
ま
し
た
。
当
時
私
は
市
政
裁
判
所
判
事
の
任
を
拝
す
る
と

す
ぐ
南
町
奉
行
の
役
宅
に
入
り
込
ん
で
与
力
同
心
を
集
め
て
こ
う
い

う
申
渡
（
も
う
し
わ
た
し
）
を
し
た
。 

 
 

こ
の
た
び
王
政
御
一
新
と
な
り
、
今
日
よ
り
幕
府
の
政
事
を
取
り

あ
げ
、
朝
廷
の
政
事
を
施
く
わ
け
で
あ
る
、
今
度
の
御
改
革
と
い

う
も
の
は
決
し
て
豊
臣
家
が
徳
川
家
に
変
っ
た
と
は
違
っ
て
、
す

な
わ
ち
一
天
万
乗
の
君
の
親
し
く
知
（
し
ろ
）
し
め
さ
る
る
こ
と

に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
、
敵
国
に
降
伏
し
た
と
い
う
訳
の
も
の
で

は
な
い
、
お
前
方
も
皆
天
下
の
臣
民
で
あ
る
、
天
下
の
臣
民
と
し

て
今
上
陛
下
に
対
し
た
て
ま
つ
り
つ
く
そ
う
と
い
う
精
神
を
も

っ
て
御
奉
公
す
る
な
ら
皆
な
使
っ
て
や
る
、
そ
れ
が
出
来
な
い
と

い
う
な
ら
暇
を
や
る
か
ら 

す
る
と
与
力
同
心
の
な
か
で
わ
ず
か
一
人
か
二
人
が
不
服
で
お
暇
を

願
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、
あ
と
は
残
ら
ず
服
従
し
て
勤
め
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
で
事
が
で
き
た
の
で
す
。 

そ
の
頃
、
町
奉
行
所
の
つ
か
さ
ど
る
事
務
と
い
う
も
の
は
、
行
政
に

お
い
て
は
今
の
府
と
市
で
や
る
こ
と
と
警
視
庁
で
や
る
こ
と
を
合
併

し
た
よ
う
な
も
の
で
、
司
法
の
こ
と
は
地
方
裁
判
所
か
ら
大
審
院
ま
で

の
仕
事
を
一
手
で
や
る
。
何
で
も
独
断
で
ド
シ
ド
シ
や
り
よ
っ
た
が
、

昔
は
死
刑
を
執
行
す
る
に
は
老
中
の
判
が
す
わ
ら
な
け
れ
ば
執
行
は

で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
御
一
新
匆
々
（
そ
う
そ
う
）
の
際
は

そ
ん
な
暇
は
な
い
か
ら
奉
行
一
個
で
ズ
ン
ズ
ン
執
行
し
た
。
し
か
し
江

戸
の
市
政
を
受
け
取
る
と
同
時
に
恩
威
な
ら
び
行
わ
れ
る
と
い
う
御

政
令
を
施
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
、
当
時
牢
獄
に
あ
る
も
の
の
内

大
逆
無
道
の
罪
を
除
く
の
外
す
っ
か
り
赦
免
し
て
し
も
う
た
、
そ
れ
か



ら
民
心
を
収
攬
（
し
ゅ
う
ら
ん
）
す
る
手
は
じ
め
に
何
を
し
よ
う
か
と

い
う
評
議
が
起
っ
て
、
先
ず
忠
僕
孝
子
、
貞
婦
等
に
御
褒
美
（
ほ
う
び
）

を
下
さ
る
の
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
と
い
う
の
で
、
江
戸
中
調
べ
さ
せ
て
町

奉
行
に
よ
び
出
し
て
御
褒
美
を
や
っ
た
が
、
そ
の
と
き
俳
優
の
岩
井
半

四
郎
も
親
孝
行
の
か
ど
で
よ
び
だ
さ
れ
て
鳥
目
（
ち
ょ
う
も
く
）
一
貫

文
＊
２
御
褒
美
と
し
て
渡
さ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
の
模
様
と
い
う
も
の

は
実
に
ど
う
も
褒
め
ら
れ
に
来
た
の
や
ら
叱
ら
れ
に
来
た
の
や
ら
分

ら
ぬ
。
半
四
郎
は
ま
だ
若
い
時
で
、
振
袖
の
着
物
で
タ
ヨ
タ
ヨ
や
っ
て

来
た
が
、
そ
の
姿
と
い
う
も
の
は
実
に
何
と
も
か
と
も
い
わ
れ
ぬ
別
嬪

（
べ
っ
ぴ
ん
）
で
実
に
奉
行
の
私
も
み
だ
り
に
心
を
動
か
し
た
ネ
。
ど

う
見
て
も
男
と
は
思
え
ぬ
そ
い
つ
を
、
検
座
と
云
う
下
役
人
の
奴
が
ド

ン
グ
リ
石
の
上
に
「
座
れ
」
「
立
て
ー
」
と
い
う
の
で
、
実
に
私
は
憫

然
（
び
ん
ぜ
ん
）
に
思
う
た
よ
。 

そ
れ
で
、
こ
の
町
奉
行
と
い
う
も
の
は
徳
川
氏
時
代
の
制
度
か
ら
し

て
南
北
に
分
か
れ
、
隔
月
に
行
政
司
法
の
職
を
執
っ
た
も
の
で
、
南
北

競
う
て
事
務
の
成
績
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
市

民
の
方
で
南
北
町
奉
行
の
善
悪
を
評
判
し
て
い
る
。
今
月
の
御
奉
行
は

駄
目
だ
と
い
う
と
、
公
事
が
あ
っ
て
も
訴
え
な
い
。
翌
月
名
奉
行
の
月

当
が
来
る
の
を
待
っ
て
訴
え
る
と
い
う
風
に
な
っ
て
お
っ
た
。
そ
れ
故
、

訴
訟
の
多
い
の
は
大
変
奉
行
の
名
誉
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

奉
行
の
月
給
、
江
戸
の
市
政
が
朝
廷
御
直
轄
に
な
っ
て
か
ら
市
政
裁

判
所
の
判
事
、
即
ち
町
奉
行
の
月
給
と
い
う
も
の
は
五
百
円
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
の
五
百
円
と
い
う
も
の
は
今
か
ら
考
え
て
見
る
と
大
し
た

も
の
で
あ
る
。 

奉
行
の
執
務
時
間
、
朝
は
四
ツ
刻
＊
３
に
奉
行
所
に
出
る
。
奉
行
所

と
奉
行
の
内
宅
と
の
区
域
は
杉
戸
一
枚
立
っ
て
居
る
。
今
の
十
時
頃
か

ら
二
時
三
時
頃
ま
で
行
政
の
事
務
を
み
て
、
そ
れ
か
ら
白
洲
に
出
て
民

刑
の
訴
を
聴
き
、
そ
れ
ぞ
れ
審
判
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
最
初
は
奉

行
が
聴
い
て
、
そ
れ
か
ら
与
力
が
下
調
べ
を
済
ま
し
て
、
又
奉
行
が
今

の
公
判
の
様
に
審
問
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
当
時
は
ま
だ
幕
府
の
遺

法
た
る
拷
問
の
制
度
が
残
っ
て
お
っ
た
か
ら
、
私
な
ど
も
被
告
人
を
調

べ
た
が
、
こ
っ
ち
は
田
舎
弁
で
あ
る
の
に
向
こ
う
は
江
戸
っ
子
で
双
方

言
語
が
通
じ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
私
は
口
返
答
で
も
す
る
と
、

黙
ま
れ
ー
、
打
（
ぶ
）
ッ
て
ー
と
、
ず
い
ぶ
ん
や
っ
た
も
の
で
あ
る
。

す
べ
て
奉
行
の
権
力
で
活
殺
自
在
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
今
か
ら
考

え
る
と
実
に
隔
世
の
感
な
き
能
わ
ず
で
あ
る
。（
下
略
） 
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