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は
じ
め
に

❶
清
河
八
郎
著『
西
遊
草
』に
み
る
抜
け
参
り
と
そ
の
実
態

❷
中
村
い
と
著「
伊
勢
詣
の
日
記
」に
み
る
旅
と
遊
興

❸
松
尾
多
勢
子
著「
旅
の
な
く
さ
、
都
の
つ
と
」に
み
る
旅
と
思
想

お
わ
り
に
―
旅
す
る
主
体
と
し
て
の
女
性
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旅
の
大
衆
化
が
進
ん
だ
江
戸
時
代
の
後
期
、
主
体
的
に
旅
を
楽
し
む
女
性
が
多
く
存
在
し
た
こ
と

は
、近
年
と
く
に
旅
日
記
や
絵
画
資
料
な
ど
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

講
の
代
参
記
録
の
よ
う
な
普
遍
化
し
た
史
料
に
は
女
性
の
旅
の
実
態
が
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

江
戸
時
代
の
女
性
の
旅
を
体
系
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
個

人
的
な
旅
日
記
を
題
材
に
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
女
性
の
旅
の
実
態
を
通
し
て
、
旅
を
支
え
た
し
く
み

を
考
え
る
。題
材
と
し
た
旅
日
記
は
、❶
清
河
八
郎
著『
西
遊
草
』、❷
中
村
い
と
著「
伊
勢
詣
の
日
記
」、

❸
松
尾
多
勢
子
著
「
旅
の
な
く
さ
、
都
の
つ
と
」
の
３
点
で
あ
る
。

　
❶
は
幕
末
の
尊
攘
派
志
士
と
し
て
知
ら
れ
る
清
河
八
郎
が
、
母
を
伴
っ
て
無
手
形
の
伊
勢
参
宮
を

し
た
記
録
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
非
合
法
な
関
所
抜
け
が
あ
か
ら
さ
ま
に
行
わ
れ
、
そ
れ
が
一
種
の

街
道
稼
ぎ
に
も
な
っ
て
い
た
事
実
が
記
さ
れ
て
お
り
、
伊
勢
参
宮
を
契
機
と
し
た
周
遊
の
旅
の
普
及

に
と
も
な
い
、
女
性
の
抜
け
参
り
が
慣
例
化
し
て
い
た
実
態
が
示
さ
れ
て
い
る
。
❷
は
江
戸
の
裕
福

な
商
家
の
妻
が
知
人
一
家
と
と
も
に
伊
勢
参
宮
を
し
た
際
の
日
記
で
、
と
く
に
古
市
遊
廓
で
の
伊
勢

音
頭
見
物
の
記
録
か
ら
は
、
旅
に
お
け
る
女
性
の
遊
興
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
確
か
な
経
済
力
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
❸
は
、
幕
末
期
に
平
田
国
学
の
門
下
と
な
っ
た
信
州
伊
那
の
豪
農
松
尾
家

の
妻
多
勢
子
が
、
動
乱
の
最
中
に
あ
っ
た
京
都
へ
旅
を
し
、
約
半
年
に
わ
た
っ
て
滞
在
し
た
記
録
で

あ
る
。
特
異
な
例
で
は
あ
る
が
、
身
に
つ
け
た
教
養
を
ひ
と
つ
の
道
具
と
し
て
、
旅
先
の
見
知
ら
ぬ

土
地
で
自
ら
人
脈
を
築
き
、
そ
の
人
脈
を
故
郷
の
人
々
の
利
用
に
供
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　
女
性
の
旅
人
の
存
在
は
、街
道
や
宿
場
の
あ
り
方
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
。

と
く
に
、
後
年
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
が
明
記
し
た
日
本
の
街
道
の
安
全
性

は
、
女
性
の
旅
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
江
戸
時
代
後
期
の
日
本
の
旅
文
化
を
再
評
価
す
る
う

え
で
、
今
後
さ
ら
に
女
性
の
旅
の
検
証
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
近
世
女
性
の
旅
、
旅
日
記
、
抜
け
参
り
、
伊
勢
音
頭
、
松
尾
多
勢
子

旅
日
記
に
み
る
近
世
末
期
の
女
性
の
旅

「
旅
の
大
衆
化
」へ
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
一
考
察
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は
じ
め
に

十
返
舎
一
九
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
は
、
一
九
世
紀
初
頭
の
大
衆
化
し
た
旅
の

様
相
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
る
、代
表
的
な
戯
作
文
学
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
は
、

主
人
公
の
弥
次
郎
兵
衛
・
喜
多
八
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
旅
人
が
登
場
す
る
。
大

名
行
列
、
子
ど
も
の
抜
け
参
り
、
太
々
講
の
講
中
、
六
部
、
巡
礼
、
座
頭
、
金
毘
羅

参
り
に
護
摩
の
灰
ま
で
、
街
道
を
渡
世
と
す
る
人
々
も
ま
じ
え
て
、
弥
次
・
喜
多
と

滑
稽
な
道
中
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
。

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
に
は
、
も
ち
ろ
ん
女
性
も
た
く
さ
ん
登
場
す
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
が
、
茶
屋
女
や
留
女
、
飯
盛
女
、
遊
女
と
い
っ
た
、
旅
人
を
迎
え

る
女
性
た
ち
で
あ
る
。
主
体
的
に
旅
す
る
女
性
は
、
瞽
女
や
比
丘
尼
、
市
子
な
ど
の

職
能
民
か
巡
礼
者
に
限
ら
れ
、
一
般
女
性
の
旅
姿
は
ま
っ
た
く
描
か
れ
て
い
な
い
。

近
世
の
旅
に
お
け
る
女
性
の
位
置
づ
け
は
、
こ
れ
ま
で
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
こ

の
作
品
に
あ
る
よ
う
な
、旅
人
を
迎
え
る
側
の
立
場
で
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、『
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
』
や
『
東
海
道
五
十
三
次
』
の
よ
う
な
旅
を
テ
ー

マ
と
し
た
絵
画
に
は
、
旅
を
す
る
女
性
の
姿
が
数
多
く
描
か
れ
て
お
り
、
職
能
民
や

巡
礼
で
な
く
て
も
、
主
体
的
に
旅
を
楽
し
ん
だ
女
性
が
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
ま
た
、
女
性
自
身
が
書
い
た
旅
日
記
の
発
掘
も
進
ん
で
お
り
、
女
性
の
旅
を

特
徴
づ
け
る
試
み
が
一
定
の
成
果
を
生
ん
で
も
い
る
（
（
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
女
性
の
旅
を
体
系
的
に
理
解
す
る
に
は
、
現
時
点
に
お
い
て
史

資
料
の
う
え
で
限
界
が
あ
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
各
地
に
数
多
く

残
さ
れ
て
い
る
「
道
中
日
記
」
は
、
庶
民
の
旅
の
詳
細
を
知
る
う
え
で
格
好
の
史
料

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
村
を
基
本
単
位
と
す
る
講
の
代
参
の
記
録
で
あ
る
。

講
は
、
家
の
代
表
者
で
あ
る
男
性
で
構
成
さ
れ
る
た
め
、
こ
う
し
た
記
録
に
女
性
の

旅
の
実
態
が
反
映
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

そ
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
情
報
の
な
か
で
、
個
人
的
な
旅
日
記
に
垣
間
見
え
る
女
性

の
旅
姿
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
を
あ
た
え
て
く
れ
る
貴
重
な
題
材
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
旅
日
記
を
書
く
階
層
に
偏
り
が
あ
る
こ
と
は
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
（
（

。

そ
れ
で
も
な
お
、
そ
こ
か
ら
女
性
の
旅
の
実
態
を
抽
出
し
た
い
と
考
え
る
の
は
、
現

在
に
至
る
「
旅
の
大
衆
化
」
の
流
れ
に
お
い
て
、女
性
の
存
在
が
大
き
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
史
資
料
上
の
制
約
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
女
性
の
旅

を
近
世
後
半
の
「
旅
の
大
衆
化
」
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
か
、
考

察
を
試
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、
清
河
八
郎
著
『
西
遊
草
』、
中
村
い
と
著
「
伊
勢

詣
の
日
記
」、
松
尾
多
勢
子
「
旅
の
な
く
さ
、
都
の
つ
と
」
と
い
う
三
種
類
の
旅
日

記
を
題
材
と
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
に
描
か
れ
た
女
性
の
旅
の
実
態
と
特
徴
を
抽
出
す
る
。

そ
し
て
そ
こ
か
ら
、女
性
の
旅
を
支
え
た
し
く
み
と
そ
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
た
い
。

❶
清
河
八
郎
著『
西
遊
草
』に
み
る
抜
け
参
り
と
そ
の
実
態

（
1
）『
西
遊
草
』成
立
の
背
景
と
旅
の
ル
ー
ト

『
西
遊
草
』
は
、
幕
末
の
尊
攘
派
の
志
士
と
し
て
知
ら
れ
る
清
河
八
郎
が
、
安
政

二
年
（
一
八
五
五
）
に
母
親
を
連
れ
て
伊
勢
参
宮
を
し
た
際
の
記
録
で
あ
る
。

清
河
八
郎
（
一
八
三
〇
～
一
八
六
三
）
は
、
出
羽
国
清
川
村
（
現
山
形
県
東
田
川

郡
庄
内
町
清
川
）
で
酒
造
業
を
営
む
斎
藤
家
に
生
ま
れ
た
。
一
八
歳
で
江
戸
に
出
て

学
問
を
修
め
、
二
五
歳
の
と
き
昌
平
黌
書
生
寮
に
入
寮
、
こ
の
と
き
斎
藤
家
と
は
別

に
一
家
を
た
て
て
清
河
八
郎
を
名
乗
っ
た
。
同
年
神
田
三
河
町
に
塾
を
開
く
が
、
火

事
の
た
め
類
焼
。
翌
年
帰
郷
し
て
、
母
亀
代
の
多
年
の
望
み
だ
っ
た
伊
勢
参
宮
を
思

い
立
ち
、
貞
吉
と
い
う
供
を
連
れ
て
三
人
で
全
国
を
旅
し
た
。
そ
の
旅
程
は
、
三
月

一
九
日
に
故
郷
を
出
立
し
、
日
本
海
沿
岸
を
越
後
の
直
江
津
ま
で
南
下
。
信
州
の
善

光
寺
、
名
古
屋
を
経
て
、
伊
勢
参
宮
の
の
ち
、
奈
良
・
京
都
・
大
坂
を
ま
わ
っ
て
山

陽
道
を
西
に
進
む
。
讃
岐
の
金
毘
羅
参
詣
を
し
て
、
さ
ら
に
は
安
芸
の
宮
島
か
ら
岩
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国
ま
で
足
を
伸
ば
す
。
帰
路
は
東
海
道
を
東
に
進
み
、
江
戸
見
物
を
終
え
て
か
ら
、

北
上
の
際
に
日
光
へ
も
参
拝
。
郡
山
、
山
形
を
経
て
、
九
月
一
〇
日
に
帰
郷
と
い
う

も
の
で
、
全
行
程
一
六
九
日
間
の
大
旅
行
で
あ
っ
た
。

こ
の
旅
日
記
の
特
徴
と
し
て
、
詳
細
な
記
述
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
。
道
中
の
景

色
や
遭
遇
し
た
人
々
、
宿
、
飲
食
、
名
物
な
ど
が
の
び
や
か
な
筆
で
綴
ら
れ
、
読
む

だ
け
で
当
時
の
旅
を
追
体
験
で
き
る
。
ま
た
、
日
記
と
は
別
に
、
供
の
貞
吉
が
記
し

た
出
納
記
録
〔
清
河
八
郎
記
念
館
所
蔵
の
小
山
松
勝
一
郎
関
係
資
料
〕
も
、
全
行
程
を

網
羅
し
て
は
い
な
い
も
の
の
残
さ
れ
て
い
て
、こ
れ
ら
を
あ
わ
せ
見
る
こ
と
に
よ
り
、

旅
の
経
済
事
情
も
あ
る
程
度
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

八
郎
の
生
家
は
、
村
内
に
お
け
る
社
会
的
な
地
位
も
高
く
、
経
済
的
に
も
比
較
的

裕
福
で
あ
っ
た
。
ま
た
八
郎
自
身
が
文
武
に
秀
で
た
逸
材
で
も
あ
っ
た
の
で
、
彼
の

記
述
そ
の
も
の
を
、
当
時
一
般
の
旅
と
し
て
単
純
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
彼
と
同
郷
の
講
の
代
参
六
名
が
、
八
郎
に
先
立
つ
こ
と
約
三
〇
年
、
文
政
九

年
（
一
八
二
六
）
に
伊
勢
参
り
を
し
た
際
の
「
伊
勢
参
宮
道
中
記
（
（
（

」
を
み
る
と
、
旅

の
経
路
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
他
の
道
中
記
の
記
述
と
比
べ
て
も
、『
西
遊
草
』
に

書
か
れ
た
旅
の
慣
行
や
飲
食
、
宿
泊
な
ど
に
、
さ
ほ
ど
特
異
な
点
は
み
ら
れ
な
い
。

こ
こ
か
ら
、
当
時
の
伊
勢
参
り
が
あ
る
程
度
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
、
基
本
的
に
は
そ
れ

に
の
っ
と
っ
た
形
で
八
郎
の
旅
も
遂
行
さ
れ
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
郎
の
旅
で
特
筆
す
べ
き
は
、こ
れ
が
母
を
連
れ
た
無
手
形
の
旅
、す
な
わ
ち
「
抜

け
参
り
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
関
所
に
お
け
る
女
改
め
は
厳
し
く
、
身
元
を
詳

細
に
記
載
し
た
手
形
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
幕
末
期

の
こ
の
頃
に
は
こ
れ
ら
が
形
骸
化
し
、
関
所
抜
け
が
慣
例
化
し
て
い
た
よ
う
だ
（
（
（

。
と

く
に
伊
勢
参
宮
の
場
合
、
若
者
や
奉
公
人
た
ち
に
よ
る
無
手
形
の
旅
の
習
慣
が
あ
っ

た
た
め
、
本
来
は
重
罪
で
あ
る
は
ず
の
関
所
抜
け
も
、
さ
ほ
ど
の
罪
悪
感
も
な
く
行

わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
下
、『
西
遊
草
』
の
記
載
か
ら
、
抜
け
参
り
の
実
態
と
背
景
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
（
（
（

。

（
2
）旅
立
ち
と
関
所
抜
け
の
実
態

『
西
遊
草
』
の
書
き
出
し
は
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
三
月
一
九
日
、
母
亀
代

の
出
立
に
は
じ
ま
る
。

有
雨
。
伊
勢
詣
で
の
期
す
で
に
い
た
り
、
昼
頃
よ
り
母
は
僕
を
い
ざ
な
ひ
、
雨

を
し
の
ぎ
、
鶴
ヶ
岡
に
い
た
り
、
伯
母
な
る
政
氏
を
う
な
が
し
、
あ
ら
か
じ
め

同
行
の
約
を
な
す
。
さ
れ
ど
も
子
細
あ
り
て
菅
谷
参
詣
と
世
間
に
披
露
せ
る
ゆ

へ
、
別
に
わ
か
れ
の
酒
宴
も
ひ
ら
か
ず
（
（
（

。

八
郎
の
出
立
は
翌
日
の
二
〇
日
で
、
ひ
と
足
先
に
母
と
供
の
二
人
が
鶴
岡
に
向

か
っ
た
。
行
き
先
は
母
の
実
家
、
鶴
岡
の
富
商
と
し
て
知
ら
れ
る
三
井
弥
吉
家
で
あ

る
。「
伯
母
の
政
」
と
あ
る
の
は
、
母
亀
代
の
長
姉
で
、
婿
を
と
っ
て
三
井
家
を
継

い
で
い
た
。

ひ
と
ま
ず
実
家
を
め
ざ
し
た
の
は
、
こ
の
旅
が
伊
勢
参
宮
で
は
な
く
、
越
後
に
あ

る
菅
谷
不
動
（
新
潟
県
新
発
田
市
の
菅
谷
寺
）
へ
の
参
詣
を
名
目
と
し
て
い
た
こ
と

に
よ
る
。
菅
谷
寺
の
不
動
尊
は
眼
病
に
ご
利
益
が
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
八

郎
の
母
も
先
年
眼
を
わ
ず
ら
っ
た
こ
と
か
ら
、旅
立
ち
に
は
自
然
な
理
由
で
あ
っ
た
。

三
井
家
の
政
は
、
こ
の
菅
谷
不
動
ま
で
を
同
行
す
る
約
束
に
な
っ
て
い
た
。

手
形
を
持
た
な
い
抜
け
参
り
の
場
合
、
制
度
上
違
法
に
あ
た
る
こ
れ
を
公
表
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
長
期
の
旅
に
出
立
す
る
際
の
慣
例
だ
っ
た
坂
送

り
な
ど
の
酒
宴
も
、
こ
こ
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
比
較
的
近
距
離

の
社
寺
参
詣
を
理
由
に
旅
に
出
て
、
体
調
が
よ
か
っ
た
の
で
そ
の
ま
ま
伊
勢
ま
で
行

く
こ
と
に
し
た
、
と
い
う
い
い
わ
け
は
、
抜
け
参
り
の
常
套
手
段
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
周
囲
の
人
々
も
、
こ
う
し
た
事
情
は
充
分
察
知
し
た
う
え
で
容
認
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
抜
け
参
り
そ
の
も
の
が
も
は
や
慣
例
化
し
て
い
た
こ
と
の
ひ
と
つ
の
あ
ら

わ
れ
と
い
っ
て
よ
い
。
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八
郎
た
ち
一
行
は
、
そ
の
長
い
旅
路
の
途
中
で
、
複
数
箇
所
の
関
所
を
抜
け
て
い

る
。
出
立
か
ら
お
よ
そ
一
ヶ
月
た
っ
た
四
月
半
ば
、
越
後
と
信
濃
の
国
境
に
あ
る
関

川
の
関
所
に
さ
し
か
か
る
。

新
井
よ
り
善
光
寺
に
は
十
五
里
な
ら
で
あ
ら
ざ
れ
ば
、
男
子
の
足
な
ら
ば
そ
の

日
の
中
に
い
た
る
べ
き
に
、
六
里
さ
き
に
関
川
の
番
所
あ
り
て
、
婦
人
を
通
さ

ぬ
ゆ
へ
、
い
づ
れ
も
関
川
に
や
ど
り
、
早
天
に
し
の
び
い
づ
る
な
れ
ば
、
女
人

連
は
は
や
く
と
も
か
な
ら
ず
関
川
に
一
夜
を
あ
か
す
な
り
（
（
（

。

時
間
的
に
は
ま
だ
日
も
高
く
、そ
の
先
ま
で
歩
み
を
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

関
所
の
手
前
で
一
泊
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
。
関
所
を
手
形
な
し
で

抜
け
る
た
め
、
こ
こ
に
宿
泊
し
、
早
朝
に
こ
っ
そ
り
通
過
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

関
所
の
脇
に
は
抜
け
道
が
あ
り
、
そ
の
道
案
内
を
担
っ
て
い
た
の
は
関
川
の
宿
の

案
内
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
関
川
の
宿
場
で
は
、
関
所
抜
け
を
す
る
人
を
泊

め
、
そ
の
道
案
内
を
す
る
こ
と
が
、
生
業
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

八
郎
の
記
録
に
は
、「
関
川
よ
り
宿
引
多
く
い
で
、
い
ろ
い
ろ
の
い
つ
わ
り
申
ふ

ら
し
、
あ
る
ひ
は
人
に
よ
り
て
い
ろ
い
ろ
を
ど
し
な
ど
い
た
し
、
に
く
む
べ
き
あ
り

さ
ま
な
り
（
（
（

」
と
あ
る
。
と
く
に
女
性
連
れ
の
一
行
に
対
し
て
、
関
所
抜
け
の
恐
怖
を

こ
と
さ
ら
に
語
り
、強
引
に
客
引
き
を
す
る
さ
ま
が
み
て
と
れ
る
。さ
ら
に
、こ
の
日
、

越
後
か
ら
善
光
寺
参
り
に
き
た
一
三
人
の
女
性
た
ち
と
同
宿
し
た
八
郎
は
、
こ
の
女

性
た
ち
の
供
の
男
か
ら
、
関
所
抜
け
に
同
行
さ
せ
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
る
。
初
め
て

の
旅
で
あ
っ
た
女
性
た
ち
は
、
宿
引
き
の
大
仰
な
脅
し
文
句
を
真
に
う
け
て
、
関
所

抜
け
を
し
り
込
み
す
る
ほ
ど
動
揺
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。

翌
朝
、
八
郎
一
行
と
善
光
寺
参
り
の
女
性
た
ち
は
、
宿
の
案
内
で
暗
い
細
道
を
通

り
、
関
所
の
柵
木
を
ぬ
け
た
。
こ
の
関
所
は
上
り
下
り
と
も
に
女
性
に
厳
し
く
、
そ

の
た
め
下
り
の
場
合
も
野
尻
の
宿
に
一
泊
し
、
夜
明
け
前
に
抜
け
る
必
要
が
あ
っ
た

と
書
か
れ
て
い
る
。「
是
又
天
下
の
憐
れ
み
な
り
」
と
い
う
八
郎
の
記
述
か
ら
は
、

関
所
抜
け
そ
の
も
の
が
、
公
儀
に
と
っ
て
も
暗
黙
の
了
解
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
。

そ
の
後
、木
曽
福
島
の
関
所
を
さ
け
て
脇
の
往
還
を
行
き
、飯
田
の
先
の
初
瀬
（
市

ノ
瀬
）
の
関
で
も
脇
道
を
抜
け
る
。「
一
体
女
人
道
の
事
ゆ
へ
、
唯
名
の
み
に
し
て
、

関
所
を
眼
下
に
見
落
と
し
な
が
ら
通
る
な
り
（
（
（

」
と
あ
り
、
や
は
り
公
然
と
関
所
を
抜

け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

七
月
半
ば
、
伊
勢
参
宮
を
終
え
、
西
国
を
ま
わ
っ
た
帰
路
、
東
海
道
の
気
賀
で
関

所
越
え
と
な
る
。
こ
こ
は
新
居
の
裏
番
所
と
呼
ば
れ
る
関
所
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
船

を
使
っ
て
浜
名
湖
東
岸
の
呉
松
に
抜
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
夜
で
な
け

れ
ば
船
が
出
な
い
の
で
、
関
川
と
同
様
に
、
早
い
時
間
か
ら
宿
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
日
七
月
一
九
日
の
記
述
に
は
、
新
居
の
関
所
が
前
年
の

津
波
で
大
破
損
し
、
そ
の
た
め
湖
の
往
来
に
た
い
へ
ん
な
支
障
を
き
た
し
て
い
た
こ

と
が
あ
わ
せ
て
記
さ
れ
て
い
る
。

す
べ
て
女
中
を
し
の
び
越
に
い
た
す
ゆ
へ
、
何
事
も
不
法
の
言
葉
多
く
、
呉
松

迄
僅
二
、三
里
の
所
を
五
里
ほ
ど
に
申
ふ
ら
し
、
壱
艘
に
て
壱
分
な
ど
と
い
ろ

い
ろ
高
大
に
い
た
す
ゆ
へ
、
隣
坐
に
あ
る
名
古
や
の
男
女
、
我
坐
に
き
た
り
、

と
て
も
ね
だ
り
が
ま
し
き
ゆ
へ
、
陸
を
歩
む
べ
き
よ
ふ
懸
合
、
可
然
と
て
あ
り

し
に
、
終
ひ
船
頭
壱
人
に
い
た
し
、
鳥
目
壱
貫
文
と
さ
だ
む
。
女
を
つ
れ
て
は

何
か
た
に
て
も
無
理
な
る
事
ば
か
り
申
ふ
ら
し
、
余
程
気
を
用
ひ
ず
ば
、
多
く

は
人
の
あ
ざ
け
り
に
あ
ふ
な
り
（
（1
（

。

女
性
の
関
所
抜
け
が
慣
例
化
し
て
い
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
そ
の
弱
み
に
つ
け
こ
む

荒
稼
ぎ
も
ま
た
、
横
行
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
女
性
の
旅
に
必
ず
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
供
の
男
性
を
必
要
と
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
応
酬
に
備
え
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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気
賀
の
関
を
抜
け
た
四
日
後
に
は
、
箱
根
の
関
所
を
通
過
す
る
。
箱
根
は
、
上
り

の
女
性
に
対
し
て
厳
し
い
が
、
下
り
に
つ
い
て
は
改
め
が
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
関
所

を
越
え
た
先
に
は
人
家
が
あ
り
、「
窃
に
関
所
の
往
来
人
を
助
る
所
と
ぞ
（
（（
（

」
と
あ
る
。

天
下
一
の
関
門
と
は
い
え
、
関
所
抜
け
の
常
習
化
に
か
わ
り
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

江
戸
見
物
を
す
ま
せ
、
八
月
末
に
は
日
光
街
道
の
栗
橋
の
関
所
に
至
る
。
関
所
手

前
に
抜
け
道
が
あ
り
、
利
根
川
越
え
に
百
文
を
払
わ
さ
れ
た
。「
し
の
び
の
体
な
る

よ
り
、
よ
り
ど
こ
ろ
あ
ら
ず
（
（1
（

」
と
、
こ
れ
も
ま
た
仕
方
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

抜
け
参
り
の
記
録
と
し
て
『
西
遊
草
』
を
早
く
か
ら
評
価
し
、
分
析
し
て
い
る
深

井
甚
三
は
、
他
の
抜
け
参
り
の
記
録
も
傍
証
し
た
結
果
、
多
く
の
関
所
に
お
い
て
、

抜
け
参
り
や
女
性
旅
人
の
た
め
の
な
か
ば
公
然
と
な
っ
た
抜
け
道
が
、
一
八
世
紀
中

頃
の
宝
暦
・
天
明
期
に
は
す
で
に
開
か
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
（1
（

。

実
際
に
、『
西
遊
草
』
の
記
載
か
ら
は
、
非
合
法
な
関
所
抜
け
が
あ
か
ら
さ
ま
に

行
わ
れ
、
そ
れ
が
一
種
の
街
道
稼
ぎ
に
も
な
っ
て
い
た
実
態
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で

き
る
。
江
戸
時
代
の
後
半
期
に
お
い
て
は
、
女
性
の
関
所
抜
け
が
、
も
は
や
旅
の
シ

ス
テ
ム
の
ひ
と
つ
と
し
て
確
立
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
3
）八
郎
が
み
た
女
性
の
旅

『
西
遊
草
』
に
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
、
八
郎
母
子
が
遭
遇
し
た
他
の
女
性
の
旅

の
よ
う
す
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

ま
ず
は
母
亀
代
の
実
姉
で
あ
る
伯
母
の
政
で
あ
る
。
政
は
越
後
の
菅
谷
不
動
ま
で

を
同
行
す
る
目
的
で
、
鶴
岡
か
ら
一
行
と
と
も
に
出
立
し
た
。
し
か
し
八
郎
の
本
意

は
、
政
を
そ
の
先
の
長
い
旅
に
連
れ
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
。

伯
母
政
氏
は
婦
人
と
い
へ
ど
も
万
事
に
達
し
、平
常
の
男
子
の
及
所
に
あ
ら
ず
。

故
に
夫
に
別
れ
し
よ
り
四
人
の
子
供
を
養
ひ
、
専
ら
家
事
を
引
受
、
男
子
の
任

を
以
て
渡
世
い
た
し
、
い
ろ
い
ろ
の
難
苦
に
あ
ひ
、
終
始
安
心
の
時
も
な
く
、

病
に
身
を
た
し
な
め
、
毎
に
憂
を
懐
く
の
み
。
朝
暮
鬱
々
と
し
て
光
陰
を
い
つ

果
べ
き
期
も
あ
ら
で
、
憐
れ
の
い
た
り
な
り
（
（1
（

。

伯
母
の
政
は
夫
の
死
後
、
一
家
の
柱
と
し
て
家
政
を
切
り
盛
り
し
、
た
い
へ
ん
な

苦
労
が
あ
っ
た
よ
う
す
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
八
郎
は
、
こ
の
た
び
母
を
伊

勢
参
宮
に
連
れ
出
し
た
の
を
機
に
、
少
し
で
も
伯
母
の
憂
さ
晴
ら
し
に
な
れ
ば
と
、

同
行
を
勧
め
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
政
は
、
持
病
や
家
族
へ
の
遠
慮
も
あ
っ
て
あ
ま
り
乗
り
気
で
な
く
、
さ
ら

に
は
参
宮
に
出
立
し
た
ら
し
い
こ
と
が
本
家
に
知
れ
、
当
主
が
立
腹
し
て
い
る
と
の

知
ら
せ
に
ま
す
ま
す
気
弱
に
な
っ
て
し
ま
う
。
八
郎
の
勧
め
で
新
潟
ま
で
し
ぶ
し
ぶ

同
行
し
た
も
の
の
、
故
郷
の
よ
う
す
ば
か
り
が
気
に
な
っ
て
一
向
に
楽
し
む
気
配
が

な
い
。
つ
い
に
は
こ
こ
で
帰
郷
す
る
こ
と
に
決
め
、
八
郎
も
強
い
て
ひ
き
と
め
る
こ

と
も
で
き
ず
、
政
は
鶴
岡
に
帰
っ
て
行
っ
た
。

こ
う
し
た
伯
母
の
一
連
の
行
動
か
ら
は
、
や
は
り
女
性
の
長
旅
が
、
講
の
代
参
ほ

ど
に
は
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
村
の
公
的
な
任
務

と
し
て
行
く
代
参
と
、
行
程
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

女
性
の
旅
は
き
わ
め
て
個
人
的
な
、
遊
山
の
域
を
出
な
い
も
の
と
し
か
と
ら
え
ら
れ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
長
期
に
わ
た
っ
て
家
を
あ
け
る
こ
と
が
許
さ
れ

な
い
ほ
ど
、
家
の
中
で
の
政
の
存
在
が
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る

だ
ろ
う
が
、
旅
に
出
る
の
は
や
は
り
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ

か
る
。

ま
た
、
新
潟
の
旅
宿
「
松
木
や
」
の
女
房
が
、
八
郎
一
行
を
送
り
が
て
ら
善
光
寺

参
詣
を
思
い
立
つ
く
だ
り
が
あ
る
〔
巻
の
二
〕。
町
役
人
を
務
め
る
主
人
が
留
守
の

た
め
、
一
行
を
送
り
に
出
た
松
木
や
の
女
房
は
、
二
日
ほ
ど
た
っ
た
と
こ
ろ
で
、
善

光
寺
ま
で
同
行
し
た
い
旨
を
申
し
出
る
。
八
郎
は
驚
い
た
も
の
の
、
母
の
話
し
相
手

に
も
ち
ょ
う
ど
よ
か
ろ
う
と
、
申
し
出
を
受
け
入
れ
る
。
た
だ
し
、
不
意
に
出
て
き

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
家
に
こ
と
わ
り
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
八
郎
は
い
き
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さ
つ
を
書
い
て
こ
れ
を
松
木
や
に
送
る
。

松
木
や
の
女
房
の
行
動
は
突
発
的
で
、
八
郎
も
「
い
わ
ゆ
る
連
に
ひ
か
れ
て
善
光

寺
ま
ひ
り
と
や
ら
」と
書
い
て
い
る
が
、こ
う
し
た
き
っ
か
け
で
旅
立
つ
場
合
も
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
女
房
は
結
局
、
出
雲
崎
ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
家
の
使

い
の
者
に
追
い
つ
か
れ
、
帰
る
よ
う
諭
さ
れ
て
、
善
光
寺
参
り
を
果
た
さ
な
い
ま
ま

や
む
な
く
帰
路
に
つ
く
こ
と
に
な
る
。
伯
母
政
と
同
様
に
、
一
見
奔
放
に
み
え
な
が

ら
、
女
性
の
旅
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
つ
い
て
ま
わ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
、
当
の
八
郎
も
、
自
身
の
母
親
の
身
に
お
き
か
え
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

母
は
入
ら
ぬ
事
に
の
み
心
配
あ
り
て
、
一
向
に
伊
勢
参
も
致
さ
ず
あ
る
故
、
此

義
を
深
く
計
ら
ひ
、
今
度
同
道
い
た
し
、
西
遊
せ
し
に
、
幸
ひ
あ
ま
す
と
こ
ろ

な
く
、
且
不
自
由
も
致
さ
ず
、
帰
家
に
を
も
む
く
は
元
よ
り
家
の
為
と
は
い
ひ

な
が
ら
、
一
旦
の
決
断
に
よ
る
事
な
り
。

我
親
類
中
に
も
万
金
を
重
ぬ
る
家
の
母
た
る
も
の
は
、
一
寸
も
さ
き
に
い
づ
る

事
能
わ
ず
、
さ
り
と
て
窮
人
民
〔
を
〕
救
ひ
施
し
、
正
義
を
志
に
も
あ
ら
で
、

い
た
づ
ら
に
今
日
の
利
慾
に
の
み
心
を
用
ひ
、
空
し
く
黄
金
の
守
と
相
成
、
人

間
界
の
楽
し
み
も
し
ら
ぬ
も
の
ま
ま
あ
り
。
憐
れ
む
べ
き
の
い
た
り
な
り
（
（1
（

。

こ
の
当
時
の
家
に
お
け
る
女
性
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
や
は
り
ま
だ
旅
立
ち
そ
の

も
の
に
大
き
な
決
断
を
必
要
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
、
八
郎
の
申
し
出

が
な
け
れ
ば
、
母
は
伊
勢
参
宮
の
旅
を
経
験
す
る
こ
と
な
く
一
生
を
終
え
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
長
期
に
わ
た
る
女
性
の
旅
が
、
多
く
の
制
約
や
条
件
の
も
と
で
、

限
ら
れ
た
人
々
に
よ
り
実
行
さ
れ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
一
方
で
、八
郎
の
記
述
に
は
、

そ
う
し
た
人
々
と
は
別
種
の
、
旅
を
す
る
女
性
グ
ル
ー
プ
に
出
会
う
場
面
が
あ
る
。

ひ
と
つ
は
前
述
し
た
関
川
の
関
所
抜
け
で
出
会
っ
た
、
越
後
か
ら
の
善
光
寺
参
詣
の

女
性
グ
ル
ー
プ
で
、
男
性
の
世
話
役
が
ひ
と
り
同
行
し
て
い
る
。
ま
た
伊
勢
で
は
、

地
元
酒
田
か
ら
来
た
女
子
連
と
偶
然
に
行
き
会
う
。
こ
れ
に
も
男
性
の
世
話
役
が
ひ

と
り
つ
い
て
い
た
よ
う
だ
。

女
性
だ
け
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
旅
の
慣
行
に
つ
い
て
、
山
本
光
正
は
近
代
以
降
の

善
光
寺
参
詣
絵
馬
な
ど
か
ら
こ
れ
を
分
析
し
て
い
る
。
山
本
は
千
葉
県
夷
隅
郡
岬
町

（
現
い
す
み
市
）鴨
根
の
清
水
寺
に
奉
納
さ
れ
た
明
治
・
大
正
期
の
絵
馬
二
六
点
か
ら
、

平
均
し
て
十
数
名
、多
い
場
合
は
三
〇
名
以
上
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
善
光
寺
参
詣（
そ

の
多
く
が
日
光
参
詣
を
伴
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
）
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、「
絵
馬
の
奉
納
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
女
性
の
善
光
寺
参
詣
は
近
世
に
ま

で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
断
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
（
（1
（

。

彼
女
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
旅
に
出
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
旅
日

記
を
残
す
よ
う
な
富
裕
層
に
属
す
る
女
性
た
ち
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
人
々
で
あ
っ

た
と
想
像
で
き
、
旅
す
る
女
性
た
ち
の
層
の
厚
さ
を
思
わ
せ
る
。
八
郎
が
出
会
っ
た

の
は
越
後
の
女
性
た
ち
だ
が
、
今
後
、
各
地
域
の
史
資
料
を
発
掘
・
分
析
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
近
代
以
降
に
ま
で
引
き
継
が
れ
た
女
性
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
善
光
寺
参
詣

が
、
地
域
的
に
ど
う
い
っ
た
広
が
り
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
頻
度
で
行
わ
れ
て
い
た

の
か
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
大
衆
化
へ
と
つ
な

が
る
女
性
の
旅
の
実
態
が
、
自
ず
と
示
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

八
郎
が
伊
勢
で
会
っ
た
酒
田
の
女
子
連
た
ち
も
、
御
師
の
屋
敷
に
宿
泊
し
て
い
る

よ
う
す
は
み
う
け
ら
れ
ず
、
ま
た
伊
勢
音
頭
の
見
物
に
訪
れ
て
い
な
い
こ
と
、
二
見

か
ら
船
で
三
河
の
吉
田
へ
と
渡
っ
た
よ
う
す
な
ど
か
ら
、
当
時
一
般
的
だ
っ
た
講
の

代
参
シ
ス
テ
ム
と
は
異
な
る
旅
の
形
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も

含
め
て
、
女
性
の
旅
を
多
面
的
に
理
解
す
る
う
え
で
、
今
後
の
さ
ら
な
る
分
析
が
必

要
で
あ
る
。

❷
中
村
い
と
著「
伊
勢
詣
の
日
記
」に
み
る
旅
と
遊
興
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（
1
）旅
立
ち
の
背
景
と
旅
の
ル
ー
ト

「
伊
勢
詣
の
日
記
」
は
、
江
戸
で
御
畳
方
御
用
達
を
代
々
勤
め
る
中
村
弥
大
夫
家

の
嫁
、
い
と
4

4

が
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
伊
勢
参
宮
を
し
た
際
の
記
録
で
あ

る
（
（1
（

。
い
と
の
生
年
な
ど
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
中
村
家
に
嫁
し
た
の
が
文
化
二
年

（
一
八
〇
五
）
で
あ
り
、
当
時
の
一
般
的
な
嫁
入
り
の
年
代
か
ら
推
測
す
る
と
、
旅

に
出
た
と
き
は
三
〇
代
後
半
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

旅
立
ち
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て
は
、
日
記
の
冒
頭
に
記
載
が
あ
る
。
南
伝
馬
町
の

親
戚
を
訪
ね
た
折
、
こ
の
親
戚
の
娘
の
嫁
ぎ
先
で
あ
る
天
満
屋
（
木
挽
町
、
矢
田
市

郎
兵
衛
）
の
姑
み
を
4

4

が
や
っ
て
き
て
、
今
年
は
伊
勢
太
々
講
で
息
子
が
参
宮
す
る
の

で
、
自
分
も
都
め
ぐ
り
を
か
ね
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
つ
い
て
は
、
男

の
中
に
女
ひ
と
り
で
行
く
の
も
わ
び
し
く
、
だ
れ
か
よ
い
道
連
れ
は
な
い
も
の
か
と

思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
な
の
で
、
ぜ
ひ
一
緒
に
行
か
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
い

と
に
し
て
も
、
か
ね
て
よ
り
伊
勢
参
り
を
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
よ
い

機
会
で
あ
っ
た
。さ
っ
そ
く
当
主
に
相
談
し
て
許
し
を
も
ら
い
、同
行
の
運
び
と
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
冒
頭
部
分
に
は
、
い
と
自
身
の
旅
の
経
験
や
旅
へ
の
あ
こ
が
れ
が
つ
づ
ら
れ

て
い
て
、
伊
勢
参
宮
に
至
る
背
景
が
わ
か
る
と
と
も
に
、
当
時
の
女
性
が
置
か
れ
て

い
た
状
況
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

日
記
に
よ
れ
ば
、
い
と
は
娘
時
代
か
ら
、
江
ノ
島
、
鎌
倉
、
金
沢
と
い
っ
た
江
戸

近
郊
の
名
所
を
訪
れ
る
機
会
が
多
く
あ
り
、
い
ず
れ
都
大
路
や
須
磨
明
石
の
浦
へ

行
っ
て
み
た
い
と
あ
こ
が
れ
を
募
ら
せ
て
い
た
よ
う
だ
。

年
の
そ
ひ
行
に
そ
ひ
て
　
み
子
た
ち
も
多
く
て
　
手
わ
さ
い
と
な
み
も
し
げ
け
れ

は
　
宮
寺
に
詣
す
る
も
こ
ゝ
ろ
に
ま
か
せ
す
　
少
し
も
静
に
い
と
ま
あ
る
時
は

名
所
図
絵
な
と
い
ふ
文
く
り
返
し
て
　
そ
の
所
に
あ
そ
ふ
の
お
も
ひ
を
な
せ
り

嫁
い
で
か
ら
は
、
子
育
て
や
家
事
に
忙
し
く
、
社
寺
参
詣
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
思
う
よ
う
に
外
出
で
き
な
い
か
わ
り
に
、
名
所
図
会
を
な
が

め
て
旅
を
し
た
気
分
に
ひ
た
っ
て
い
た
と
い
う
。
名
所
図
会
の
果
た
し
た
役
割
や
読

者
層
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
記
述
で
あ
る
。

百
里
を
へ
た
て
し
旅
路
の
　
こ
と
さ
ら
女
子
の
身
な
れ
は
　
身
に
か
な
ひ
た
る

道
つ
れ
の
あ
ら
て
は
お
も
ひ
く
わ
立
か
た
く
　
と
に
も
か
く
に
も
女
子
の
身
の

こ
ゝ
ろ
に
お
も
ふ
の
み
に
て
　
か
な
は
ぬ
事
そ
多
か
る
世
の
な
ら
ひ
と
く
わ
ん

し
く
ら
し
ぬ

旅
も
遠
路
と
な
る
と
、
女
性
の
場
合
は
と
く
に
、
適
当
な
道
連
れ
が
な
け
れ
ば
実

行
が
難
し
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、「
こ
ゝ
ろ
に
お
も
ふ
の
み
に
て

か
な
は
ぬ
事
そ
多
か
る
世
の
な
ら
ひ
」
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
前
章
で
も
ふ
れ
た
よ

う
に
、
女
性
の
旅
に
は
世
間
体
や
社
会
観
念
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
つ
い
て

ま
わ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

旅
程
は
、
三
月
一
三
日
に
江
戸
を
出
立
、
東
海
道
を
西
に
進
み
、
半
月
後
の
四
月

一
日
に
伊
勢
に
到
着
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
奈
良
、
和
歌
山
を
経
て
、
船
で
瀬
戸
内

海
を
行
き
、
金
毘
羅
参
詣
、
安
芸
の
宮
島
、
岩
国
の
錦
帯
橋
ま
で
足
を
伸
ば
す
。
帰

路
は
大
坂
、
京
都
で
数
日
滞
在
し
、
中
山
道
に
出
て
善
光
寺
の
開
帳
に
参
詣
、
六
月

四
日
に
江
戸
に
帰
着
し
て
い
る
。
全
行
程
八
一
日
間
で
、
同
行
者
は
、
天
満
屋
の
市

郎
兵
衛
、
み
を
、
手
代
の
ほ
か
、
い
と
の
供
人
も
つ
い
た
よ
う
だ
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
こ
の
旅
は
天
満
屋
の
市
郎
兵
衛
が
太
々
講
で
伊
勢
参
宮
を
す
る
こ
と
を
第
一
の

目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
通
行
手
形
な
ど
の
手
続
き
も
整
っ
て
お
り
、
先
の
『
西
遊

草
』
で
み
た
よ
う
な
抜
け
参
り
で
は
な
い
。

日
記
に
記
さ
れ
た
旅
程
は
、
当
時
一
般
的
だ
っ
た
東
国
か
ら
の
伊
勢
参
宮
の
旅
と

ほ
ぼ
同
じ
で
、
と
く
に
逸
脱
し
た
と
こ
ろ
は
見
ら
れ
な
い
。
金
銭
の
出
納
の
記
録
が

な
い
の
で
詳
細
は
不
明
だ
が
、
宿
泊
は
御
師
邸
も
し
く
は
旅
籠
を
利
用
し
て
お
り
、
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京
都
や
大
坂
で
芝
居
見
物
を
兼
ね
て
し
ば
ら
く
滞
在
す
る
な
ど
、
裕
福
な
町
人
に
ふ

さ
わ
し
い
旅
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
瀬
戸
内
海
で
は
船
中
で
す
ご
す
日
が
続
き
、
初
め
の
う
ち
は
慣
れ
な
い
た

め
、
眠
れ
な
い
な
ど
の
体
調
不
良
を
訴
え
る
記
述
が
あ
る
。
し
か
し
船
で
の
移
動
は

効
率
も
よ
く
、
次
第
に
慣
れ
て
、
赤
穂
近
く
で
上
陸
す
る
と
き
に
は
「
し
ば
し
馴
し

人
々
な
れ
は
　
別
る
ゝ
も
心
ぼ
そ
し
」
と
、
同
船
の
人
々
と
別
れ
を
惜
し
む
ま
で
に

な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

大
雨
や
嵐
に
あ
う
な
ど
の
難
儀
は
あ
っ
た
も
の
の
、
日
記
の
最
後
に
い
と
が
記
し

た
「
伊
勢
ま
う
て
よ
し
野
た
つ
た
に
須
磨
あ
か
し
安
芸
も
さ
ぬ
き
も
見
て
き
そ
路
か

な
」
と
い
う
歌
を
見
れ
ば
、
当
時
の
伊
勢
参
宮
と
し
て
は
フ
ル
コ
ー
ス
の
旅
程
を
遂

行
し
て
無
事
帰
着
し
た
満
足
感
が
十
分
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

（
2
）御
師
に
よ
る
も
て
な
し

四
月
一
日
か
ら
六
日
ま
で
、
い
と
を
含
む
天
満
屋
一
行
は
、
伊
勢
の
内
宮
御
師
、

藤
波
神
主
の
も
と
に
滞
在
し
た
。
藤
波
は
禁
裏
御
師
を
つ
と
め
る
格
式
高
い
御
師
で

あ
る
。

い
と
の
日
記
に
は
、
滞
在
中
の
御
師
に
よ
る
も
て
な
し
が
詳
し
く
つ
づ
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
伊
勢
に
入
る
前
日
、
櫛
田
の
宿
に
手
代
が
来
る
と
こ
ろ
か
ら

す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
。

ふ
じ
波
よ
り
も
手
代
来
り
　
鯛
二
ま
い
　
あ
わ
ひ
十
は
か
り
進
物
と
て
贈
り
ぬ

い
と
あ
た
ら
し
に
よ
て
調
理
す
（
三
月
二
九
日
）

藤
波
の
手
代
が
、
鯛
と
あ
わ
び
持
参
で
櫛
田
の
宿
に
迎
え
に
来
た
よ
う
す
が
記
さ

れ
て
い
る
。
翌
日
に
は
駕
籠
が
仕
立
て
ら
れ
櫛
田
の
旅
籠
を
出
発
、
宮
川
を
越
え
、

ま
ず
二
見
浦
に
行
く
。
こ
こ
で
も
「
山
の
う
へ
の
茶
店
に
て
さ
げ
重
な
ど
と
り
出
休

ら
ひ
つ
ゝ
」
と
あ
り
、
酒
肴
が
用
意
さ
れ
た
よ
う
だ
。
そ
の
後
藤
波
邸
に
到
着
す
る

が
、
初
日
の
こ
の
時
点
で
の
い
と
の
感
想
は
、「
種
々
馳
走
あ
り
て
う
る
さ
し
」。
あ

ま
り
に
も
次
か
ら
次
へ
と
続
く
も
て
な
し
に
、
い
さ
さ
か
辟
易
し
て
い
る
よ
う
す
が

う
か
が
え
る
。

翌
四
月
二
日
は
、
内
宮
の
参
拝
。
念
願
の
伊
勢
参
宮
を
果
た
し
た
こ
と
に
感
無
量

で
、
旅
を
許
し
て
く
れ
た
当
主
に
感
謝
し
、
中
村
家
の
安
泰
と
繁
栄
を
願
っ
て
い
る
。

神
主
の
も
と
に
帰
り
ぬ
れ
は
　
七
五
三
の
料
理
と
て
種
々
さ
ま
さ
ま
な
り
　
か

ね
て
聞
し
ご
と
く
太
々
講
中
へ
は
御
師
よ
り
の
馳
走
は
こ
と
に
美
を
つ
く
す
と

い
ひ
し
が
　
さ
る
こ
と
に
て
と
り
な
ら
べ
た
る
数
多
き
を
見
る
ば
か
り
な
り
け

る
　
無
益
の
事
な
り
と
い
ふ
べ
し

御
師
邸
で
の
飲
食
は
、
本
膳
形
式
の
豪
華
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
記

録
か
ら
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
、
弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）
に
讃
岐
の
志
度
ノ
浦
講

中
が
記
し
た
「
伊
勢
参
宮
献
立
道
中
記
（
（1
（

」
を
み
る
と
、
本
膳
か
ら
四
の
膳
ま
で
白
木

の
膳
で
供
さ
れ
、
全
部
で
な
ん
と
一
一
も
の
膳
が
用
意
さ
れ
た
よ
う
だ
。
そ
こ
に
は

「
鶴
」
が
食
材
と
し
て
登
場
し
、
大
名
の
献
立
に
準
じ
た
饗
応
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。「
絹
揃
い
夜
具
四
十
枚
」
と
い
っ
た
記
述
も
あ
り
、
御
師
邸
で
の
も
て
な
し

が
並
外
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

い
と
の
記
述
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
を
「
無
益
の
事
な
り
」
と
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
次
々
と
出
さ
れ
る
料
理
も
、
手
を
つ
け
ず
に
た
だ
見
て
い
る
ば
か
り
で
、

あ
ま
り
に
も
っ
た
い
な
い
と
感
じ
た
よ
う
す
が
あ
り
あ
り
と
わ
か
る
。
こ
の
あ
た
り

は
、
い
か
に
も
生
活
感
覚
に
敏
感
な
主
婦
ら
し
い
感
想
で
あ
る
。

そ
の
翌
日
は
、
駕
籠
で
朝
熊
山
に
行
き
、
金
剛
証
寺
に
参
詣
す
る
。「
山
の
う
へ

に
は
　
藤
波
よ
り
弁
当
酒
肴
と
り
揃
へ
待
出
て
ち
そ
う
多
し
」
と
あ
り
、
鳥
羽
の
七

島
を
見
渡
す
絶
景
に
酔
い
し
れ
な
が
ら
、
御
師
が
用
意
し
た
酒
肴
を
満
喫
し
た
よ
う

で
あ
る
。
山
か
ら
下
り
て
外
宮
に
参
拝
し
た
あ
と
に
も
「
御
師
よ
り
ま
た
ま
た
迎
ひ

出
て
待
居
り
て
　
茶
屋
に
て
い
ろ
い
ろ
馳
走
す
」
と
あ
る
。
ま
さ
に
至
れ
り
尽
せ
り
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の
も
て
な
し
ぶ
り
で
あ
る
。

御
師
の
饗
応
は
、
伊
勢
出
立
の
当
日
ま
で
続
く
。
駕
籠
で
出
立
し
、
新
茶
屋
ま
で

送
り
に
来
て
、こ
こ
で
ま
た「
色
々
馳
走
な
り
」と
最
後
の
酒
肴
が
用
意
さ
れ
た
。「
い

ろ
い
ろ
手
間
と
り
　
松
坂
と
ま
り
と
な
る
」
と
あ
り
、
こ
の
日
は
別
れ
の
宴
に
一
日

を
費
や
し
た
よ
う
だ
。

い
と
た
ち
一
行
は
、
こ
の
よ
う
に
御
師
に
よ
る
過
剰
と
も
思
え
る
も
て
な
し
を
享

受
し
て
、
六
日
間
の
伊
勢
滞
在
を
終
え
て
い
る
。
は
じ
め
こ
そ
、
わ
ず
ら
わ
し
さ
を

覚
え
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
伊
勢
出
立
の
頃
に
は
か
な
り
満
喫
し
た
よ
う
す
が

う
か
が
え
る
。そ
れ
に
は
、後
述
す
る
古
市
で
の
伊
勢
音
頭
の
見
物
が
大
き
く
関
わ
っ

て
い
る
。
女
性
の
旅
人
に
と
っ
て
伊
勢
で
の
遊
興
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い

た
の
か
、
さ
ら
に
み
て
み
た
い
。

（
3
）伊
勢
音
頭
の
楽
し
み

い
と
の
日
記
に
は
、
伊
勢
到
着
の
翌
日
か
ら
、
古
市
で
の
遊
興
に
つ
い
て
の
記
述

が
あ
る
。
内
宮
へ
の
参
拝
を
す
ま
せ
た
の
ち
、「
夕
か
た
皆
々
つ
ど
ひ
出
て
　
ふ
る

市
備
前
屋
と
い
ふ
へ
お
ど
り
見
に
と
て
行
に
と
も
な
は
れ
て
興
し
あ
へ
り
」
と
、
ま

ず
は
大
楼
の
ひ
と
つ
で
あ
る
備
前
屋
に
で
か
け
て
い
る
。

古
市
は
、
伊
勢
神
宮
の
内
宮
と
外
宮
と
の
間
に
ひ
ら
け
た
遊
廓
で
、
一
八
世
紀
終

り
の
天
明
年
間
頃
に
は
、
人
家
三
四
二
軒
、
妓
楼
七
〇
軒
、
寺
三
所
、
大
芝
居
二
場

と
い
う
規
模
を
も
っ
て
い
た
（
（1
（

。『
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
』
の
記
載
に
よ
る
と
、
そ
も

そ
も
伊
勢
音
頭
は
、
こ
の
地
で
歌
わ
れ
て
い
た
川
崎
音
頭
が
転
じ
て
座
敷
歌
と
な
っ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

曲
亭
馬
琴
の
『
羇
旅
漫
録
』（
享
和
二
年
〔
一
八
〇
二
〕）
に
は
、「
古
市
の
総
評
」

と
し
て
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
妓
楼
の
入
口
に
は
暖
簾
が
二
重
に

か
け
て
あ
り
、
名
目
上
茶
店
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
見
世
の
隅
に
茶
釜
が
ひ
と
つ
か
け

て
あ
る
と
い
う
。
客
が
来
る
と
、
遊
女
が
一
五
人
か
ら
二
〇
人
ば
か
り
残
ら
ず
出
て

き
て
並
び
、
座
敷
で
酒
盛
り
が
は
じ
ま
る
。
そ
の
う
ち
二
人
が
三
絃
を
奏
で
始
め
、

遊
女
た
ち
が
同
音
で
う
た
う
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
伊
勢
音
頭
で
あ
り
、『
伊
勢
参
宮

名
所
図
会
』
の
「
古
市
」
の
挿
絵
に
あ
る
よ
う
な
、
遊
女
に
よ
る
輪
踊
り
が
行
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
客
は
こ
れ
を
見
な
が
ら
敵あい
娼かた
を
決
め
る
が
、
直
接
の
や
り
と
り
で

な
く
、
仲
居
を
通
し
て
決
め
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』

の
五
編
追
加
（
文
化
三
年
〔
一
八
〇
六
〕）
に
は
、
上
方
の
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
を

知
ら
な
い
弥
次
・
喜
多
が
、
遊
女
を
め
ぐ
っ
て
上
方
者
と
い
ざ
こ
ざ
を
起
こ
す
一
幕

が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
古
市
で
の
伊
勢
音
頭
は
、
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
初
頭
の
段
階
に

お
い
て
は
、
い
わ
ば
張
見
世
の
役
割
を
背
景
に
も
ち
な
が
ら
座
敷
芸
の
延
長
と
し
て

上
演
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
い
と
の
日
記
や
、
先
に
あ
げ
た
『
西
遊
草
』、「
伊
勢

参
宮
献
立
道
中
記
」
な
ど
の
一
九
世
紀
半
ば
に
描
か
れ
た
日
記
に
は
、
こ
の
伊
勢
音

頭
の
み
を
単
独
で
観
覧
す
る
遊
び
が
定
着
し
て
い
た
よ
う
す
が
記
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、「
伊
勢
参
宮
献
立
道
中
記
」（
弘
化
五
年〔
一
八
四
八
〕）に
あ
る
妓
楼「
油

屋
」
で
の
見
聞
録
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

仲
居
に
伴
は
れ
て
音
頭
の
間
に
入
れ
ば
、
二
十
畳
ば
か
り
の
座
敷
に
し
て
、
正

面
よ
り
右
手
へ
の
廻
り
縁
な
り
。
毛
氈
を
敷
き
し
上
に
連
中
坐
す
。
其
の
前
に

鼓
形
の
菓
子
器
に
盃
に
定
紋
の
笹
丸
入
れ
し
菓
子
を
盛
れ
り
。（
中
略
）
歌
は

じ
ま
り
し
ば
ら
く
し
て
簾
あ
ぐ
れ
ば
、
八
角
形
の
挑
燈
（
ふ
ち
朱
ぬ
り
藍
に
て

水
の
も
や
う
紅
に
て
盃
ゑ
が
く
）
七
つ
、
簾
あ
が
る
と
、
ひ
と
し
く
内
よ
り
針

金
に
て
出
る
仕
か
け
な
り
。
し
き
の
か
た
に
こ
ろ
が
し
置
き
た
る
ら
ん
か
ん
起

き
上
る
。
蝋
燭
多
く
、
ら
ん
か
ん
の
先
へ
と
も
る
。
簾
の
奥
は
麻
に
し
て
、
水

に
盃
の
模
様
花
や
か
に
ゑ
が
き
し
幕
を
は
り
た
り
。
か
の
幕
に
そ
へ
て
朝
が
ほ

の
燈
火
、
紅
あ
げ
に
て
水
に
盃
の
も
や
う
九
つ
と
も
し
重
れ
ば
、
其
の
間
白
昼

の
如
し
。
十
五
六
歳
の
女
、
萌
黄
羽
二
重
水
盃
の
も
や
う
の
熨
斗
目
、
帯
は
黒

び
ろ
う
ど
金
糸
水
盃
の
ぬ
い
、
緋
鹿
子
の
襟
か
け
、
以
上
四
人
皆
振
袖
、
あ
と

は
皆
つ
め
袖
に
し
て
、
襟
か
け
な
し
、
衣
装
は
同
様
な
り
。
踊
女
惣
人
数
十
七
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人
、
地
方
六
人
皆
同
様
の
衣
装
也
。
唄
の
合
に
て
ヨ
イ
〳
〵
、
ヨ
イ
〳
〵
ヨ
イ

ヤ
サ
〳
〵
と
同
音
に
掛
け
声
す
。
唄
も
大
体
す
む
こ
ろ
、
先
へ
出
し
分
二
三
人

は
彼
の
ま
ん
幕
の
方
へ
入
り
し
く
ら
ゐ
に
て
簾
一
同
に
落
つ
（
11
（

。

「
音
頭
の
間
」
と
い
う
廻
り
縁
の
あ
る
二
〇
畳
ほ
ど
の
専
用
広
間
が
あ
り
、
客
は

毛
氈
の
上
に
座
っ
て
菓
子
な
ど
を
ふ
る
ま
わ
れ
る
。
や
が
て
簾
が
上
が
る
と
、
針
金

の
仕
掛
け
で
提
灯
が
現
れ
て
、
欄
干
が
起
き
上
が
る
。
背
後
に
は
幔
幕
が
張
ら
れ
、

揃
い
の
衣
装
を
つ
け
た
踊
り
手
が
十
七
人
ほ
ど
登
場
し
、
地
方
の
演
奏
に
あ
わ
せ
て

踊
る
と
い
う
。大
が
か
り
な
舞
台
装
置
と
演
出
は
、も
は
や
座
敷
芸
と
い
う
よ
り
、「
伊

勢
音
頭
シ
ョ
ー
」
と
で
も
い
う
べ
き
一
種
の
舞
台
芸
能
で
あ
る
。

同
様
の
記
述
は
、『
西
遊
草
』（
安
政
二
年
〔
一
八
五
五
〕）
に
も
あ
る
。
こ
こ
に

記
さ
れ
て
い
る
妓
楼
も
同
じ
油
屋
で
あ
る
。

ま
ず
音
頭
の
座
敷
は
別
に
し
つ
ら
い
、
中
二
階
に
て
、
三
拾
畳
ば
か
り
も
敷
か

る
床
な
ど
奇
麗
な
り
。
廻
り
縁
側
に
て
、客
人
を
床
の
前
毛
氈
の
う
へ
に
居
へ
、

名
香
を
も
や
し
、
左
右
に
三
人
づ
つ
は
や
し
女
い
づ
る
な
り
。
三
味
線
五
丁
、

琴
と
胡
弓
な
り
。
歌
は
じ
ま
り
て
座
敷
中
鳴
動
い
た
し
、
人
ご
こ
ろ
何
も
の
の

い
づ
る
や
ら
ん
と
思
ひ
し
に
、朱
ぬ
り
の
欄
干
擬
宝
珠
付
に
て
蝋
燭
を
な
ら
べ
、

下
よ
り
引
揚
る
な
り
。
其
仕
懸
奇
麗
に
し
て
、
誰
人
も
こ
こ
ろ
を
浮
さ
ぬ
も
の

も
な
し
。
そ
れ
よ
り
同
衣
服
の
女
、
左
右
の
椽
下
よ
り
踊
り
な
が
ら
い
づ
る
。

暫
ら
く
し
て
中
に
て
合
ふ
。
そ
れ
よ
り
踊
な
が
ら
左
右
に
身
を
ち
が
へ
、
自
然

と
椽
の
下
に
く
だ
る
な
り
。
此
に
て
歌
曲
や
む
な
り
（
1（
（

。

や
は
り
専
用
の
広
間
が
あ
り
、
欄
干
が
起
き
上
が
る
な
ど
の
大
が
か
り
な
舞
台
装

置
と
、
揃
い
の
衣
装
を
つ
け
た
踊
り
手
の
よ
う
す
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ

う
に
、
八
郎
の
旅
は
母
の
亀
代
を
連
れ
て
の
旅
で
あ
り
、
こ
の
油
屋
へ
も
、
母
と
供

の
貞
吉
と
三
人
で
訪
れ
て
い
る
。
八
郎
の
記
述
に
は
、「
其
あ
た
へ
僅
壱
両
に
て
、

拾
人
に
て
も
お
な
じ
く
、我
等
は
三
人
ば
か
り
ゆ
へ
至
て
ゆ
る
ゆ
る
し
て
楽
し
み
き
」

と
あ
り
、
観
覧
料
が
一
グ
ル
ー
プ
に
つ
き
一
両
と
い
う
設
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。で

は
、
こ
う
し
た
シ
ョ
ー
化
し
た
伊
勢
音
頭
の
上
演
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
始
め
ら
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。『
西
遊
草
』
の
続
き
に
、
こ
う
あ
る
。

我
先
年
い
た
る
と
き
も
、
杉
本
に
て
見
し
に
、
今
に
比
す
れ
ば
誠
に
疎
麁
な
る

事
な
り
し
に
、
焼
失
已
後
、
い
づ
れ
も
美
を
き
そ
ひ
、
終
ひ
に
右
の
仕
懸
を
い

た
せ
し
と
ぞ
（
11
（

。

「
先
年
」
と
い
う
の
は
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
の
こ
と
で
、
八
郎
は
伊
勢
を
訪

れ
、
古
市
の
大
楼
の
ひ
と
つ
で
あ
る
杉
本
屋
に
遊
ん
だ
。
そ
こ
で
見
た
伊
勢
音
頭

は
、
こ
の
た
び
の
も
の
と
比
べ
て
さ
ほ
ど
凝
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
妓
楼
で
趣
向
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、「
焼
失
已
後
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
火
災
で
再
建
す
る
機
会
が
あ
り
、
そ
の
際
に
大
が
か
り
な
舞
台

装
置
を
備
え
た
専
用
広
間
を
設
え
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
古
市
で
は
、
嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
）
六
月
に
大
林
寺
か
ら
出
火
し
た
大
火
が
あ
り
（
11
（

、
八
郎
の
い
う
火
災
と

は
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、郷
土
史
家
の
野
村
可
通
が
著
し
た
『
伊
勢
の
古
市
あ
れ
こ
れ
』
に
は
、

「
備
前
屋
五
代
目
の
当
主
が
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）、
町
内
の
一
虎
と
い
う
彫
刻

師
に
工
夫
せ
し
め
た
の
が
、
せ
り
上
げ
式
舞
台
の
始
め
（
11
（

」
と
い
う
聞
き
書
き
が
記
さ

れ
て
い
る
。『
宇
治
山
田
市
史
』
に
は
、
寛
政
六
年
七
月
に
古
市
一
帯
が
焼
け
る
大

火
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
（
11
（

、
お
そ
ら
く
こ
の
頃
か
ら
一
九
世
紀
半
ば
に
か

け
て
、
い
く
た
び
か
の
火
災
を
契
機
と
し
て
、
順
次
各
妓
楼
が
競
う
よ
う
に
専
用
舞

台
を
特
設
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
幕
末
頃
の
浮
世
絵
に
は
、
玉
蘭
斎
貞
秀
画
「
備
前
屋

伊
勢
音
頭
の
図
」
や
歌
川
広
重
画
「
伊
勢
名
勝
古
市
伊
勢
音
頭
」
な
ど
に
、
舞
台
芸

能
と
し
て
の
発
展
を
と
げ
た
伊
勢
音
頭
の
よ
う
す
が
描
か
れ
て
い
る
。
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い
と
が
古
市
を
訪
れ
た
文
政
年
間
の
頃
に
、
こ
う
し
た
大
が
か
り
な
舞
台
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
は
、日
記
を
見
る
限
り
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、備
前
屋
に
行
っ

た
翌
日
に
は
柏
屋
に
も
足
を
運
ん
で
お
り
、
伊
勢
音
頭
の
観
覧
を
目
的
に
、
あ
ち
ら

こ
ち
ら
の
妓
楼
を
巡
っ
て
い
る
よ
う
す
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
そ
の
翌
日
に
は
、
遊
女

た
ち
を
引
き
連
れ
て
芝
居
見
物
に
も
興
じ
て
い
る
。「
天
満
屋
の
と
じ
は
い
と
は
で

や
か
な
る
女
子
に
て
　
女
郎
芸
者
や
う
の
も
の
に
も
も
の
く
れ
な
と
す
れ
ば
な
り
」

と
あ
り
、
天
満
屋
の
み
を
が
遊
女
た
ち
に
大
盤
振
る
舞
い
を
し
た
と
い
う
。
男
性
の

遊
興
空
間
と
思
わ
れ
が
ち
な
遊
廓
で
、女
性
が
こ
う
し
た
遊
び
に
酔
狂
す
る
さ
ま
は
、

そ
れ
自
体
興
味
深
い
。

い
と
は
、
伊
勢
滞
在
の
最
終
日
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

此
こ
ろ
二
三
日
は
世
に
云
伊
勢
を
ん
ど
の
お
ど
り
は
　
あ
く
ま
て
見
た
り
　
よ

き
き
り
ゃ
う
な
る
子
供
女
子
も
多
し
　
若
き
男
の
う
つ
ゝ
ぬ
か
す
も
こ
と
は
り

と
云
へ
し
　
女
子
に
て
見
て
は
い
と
お
か
し

せ
り
上
が
り
式
舞
台
の
有
無
は
別
と
し
て
も
、
シ
ョ
ー
化
し
た
舞
台
芸
能
と
し
て

の
伊
勢
音
頭
が
、
い
と
や
み
を
の
よ
う
な
女
性
の
旅
人
を
も
遊
廓
の
客
と
し
て
招
き

い
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。
母
を
連
れ
た
清
河
八
郎
も
、
伊
勢
音
頭
を
評
し
て

「
天
下
無
双
め
づ
ら
し
き
興
な
り
」「
三
都
と
も
見
ら
れ
ぬ
奇
妙
の
見
物
な
り
」
と
し

て
お
り
、
他
に
類
例
の
な
い
芸
能
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

遊
廓
で
生
ま
れ
る
文
学
や
芸
能
、
高
級
遊
女
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
は
、
女
性
に

と
っ
て
も
最
先
端
の
流
行
と
し
て
興
味
を
か
き
た
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
江
戸
見

物
を
し
た
女
性
の
旅
日
記
に
は
、
新
吉
原
で
昼
見
世
を
見
物
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て

い
る
（
11
（

。
古
市
の
伊
勢
音
頭
は
、
そ
う
し
た
女
性
の
指
向
を
核
心
的
に
と
ら
え
た
、
き

わ
め
て
巧
み
な
集
客
装
置
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
こ
の
当
時
、
旅

人
を
迎
え
る
側
に
と
っ
て
も
、
女
性
の
旅
人
が
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
大
き
な
存
在
と

な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

❸
松
尾
多
勢
子
著「
旅
の
な
く
さ
、
都
の
つ
と
」に
み
る
旅
と
思
想

（
1
）都
へ
の
旅
立
ち

松
尾
多
勢
子
は
、
信
濃
国
伊
那
郡
伴
野
村
（
現
長
野
県
下
伊
那
郡
豊
丘
村
）
の
豪

農
、松
尾
元
珍
の
妻
で
、幕
末
の
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
京
都
へ
旅
を
し
た
。「
旅

の
な
く
さ
、
都
の
つ
と
」
は
、
出
立
か
ら
半
年
に
お
よ
ぶ
都
で
の
滞
在
を
記
し
た
多

勢
子
の
日
記
で
あ
る
（
11
（

。

こ
の
日
記
は
、書
か
れ
た
背
景
や
旅
の
動
機
か
ら
み
て
、先
述
の
『
西
遊
草
』、「
伊

勢
詣
の
日
記
」
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
先
の
二
点
は
い
ず
れ
も
、
伊
勢
参
宮
を

契
機
と
し
た
周
遊
の
旅
だ
が
、
多
勢
子
の
場
合
は
京
都
滞
在
を
目
的
と
し
、
し
か
も

多
分
に
思
想
的
な
動
機
を
旅
立
ち
の
背
景
に
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
あ
え
て
多
勢
子
の
日
記
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
以
下
の
理
由
に

よ
る
。
ま
ず
、
多
勢
子
の
旅
が
、
多
勢
子
自
身
の
強
固
な
決
意
に
よ
っ
て
実
行
に
移

さ
れ
た
こ
と
、次
に
、往
復
こ
そ
連
れ
を
伴
っ
て
は
い
た
が
、幕
末
の
動
乱
期
に
あ
っ

た
京
都
に
単
独
で
乗
り
込
み
、
自
ら
築
い
た
人
脈
を
頼
り
に
、
約
半
年
に
わ
た
っ
て

滞
在
を
つ
づ
け
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
旅
で
得
た
情
報
や
人
脈
が
、
そ
の
後
の

多
勢
子
の
人
生
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
特
異
な
旅

で
は
あ
る
が
、
近
世
末
の
女
性
の
旅
の
一
例
と
し
て
、
特
筆
に
価
す
る
と
考
え
る
。

多
勢
子
は
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）、
伊
那
郡
山
本
村
（
現
長
野
県
飯
田
市
）

の
竹
村
家
に
生
ま
れ
た
。
竹
村
家
は
、
先
祖
が
飯
田
城
主
の
坂
西
長
忠
の
家
臣
と
伝

え
ら
れ
る
豪
農
で
、
多
勢
子
の
父
は
近
隣
の
座
光
村
の
庄
屋
、
北
原
家
か
ら
竹
村
家

に
婿
養
子
に
来
て
い
る
（
11
（

。
多
勢
子
は
、
一
二
歳
か
ら
嫁
に
行
く
ま
で
の
七
年
間
を
こ

の
北
原
家
で
過
ご
し
、
当
主
が
開
く
寺
子
屋
で
の
手
習
い
の
ほ
か
、
裁
縫
や
糸
繰
り
、

礼
儀
作
法
、
さ
ら
に
は
漢
学
、
算
術
、
和
歌
の
基
本
な
ど
を
習
得
し
た
。

元
来
向
学
心
が
旺
盛
だ
っ
た
の
に
加
え
、
母
方
の
曾
祖
母
、
桜
井
知
栄
が
藩
主
に
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ま
で
名
の
聞
こ
え
た
歌
人
で
あ
っ
た
（
11
（

。
そ
の
た
め
、
和
歌
は
多
勢
子
に
も
っ
と
も
な

じ
み
深
か
っ
た
よ
う
だ
。
伴
野
村
の
豪
農
松
尾
家
に
嫁
い
で
の
ち
も
、
北
原
家
で
催

さ
れ
る
歌
会
に
し
ば
し
ば
顔
を
出
し
て
は
、
研
鑚
を
積
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
（
11
（

。

そ
の
歌
会
で
、
多
勢
子
は
、
国
学
者
岩
崎
長
世
の
謦
咳
に
接
し
た
。
長
世
は
平
田

篤
胤
の
門
下
で
、は
じ
め
江
戸
に
い
て
、嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
頃
に
飯
田
に
や
っ

て
き
た
。
そ
れ
以
前
か
ら
、
国
学
と
和
歌
を
学
ぶ
土
壌
は
、
飯
田
周
辺
の
豪
商
、
豪

農
層
の
間
に
広
が
っ
て
い
た
が
、
新
し
い
師
の
長
世
の
登
場
で
、
復
古
神
道
と
祭
政

一
致
を
唱
え
る
平
田
門
下
の
学
風
が
、
幕
末
の
伊
那
一
帯
に
浸
透
し
た
の
で
あ
る
。

多
勢
子
が
、
歌
道
を
こ
え
て
平
田
国
学
に
深
く
心
酔
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

旅
立
ち
の
前
年
、
す
な
わ
ち
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
の
頃
で
あ
る
。
こ
の
年
多
勢

子
は
、
篤
胤
没
後
の
後
継
者
で
あ
る
平
田
銕
胤
の
門
下
生
と
し
て
、
正
式
に
名
を
連

ね
た
。

当
時
、
平
田
国
学
を
信
奉
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
幕
藩
体
制
を
批
判
し
、
尊
皇
攘

夷
の
思
想
へ
と
傾
倒
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
と
は
い
え
、
当
初
の
多
勢
子
に
ど
れ

ほ
ど
の
「
勤
王
」
の
志
が
あ
っ
た
の
か
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
定
か
で
は
な
い
。

後
年
多
勢
子
は
、
没
後
一
〇
年
近
く
を
経
た
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
、
維

新
に
功
績
が
あ
っ
た
と
し
て
正
五
位
を
贈
ら
れ
て
い
る
。
以
来
、
昭
和
の
戦
前
期
ま

で
、
多
勢
子
は
「
勤
王
の
女
志
士
」
と
い
う
代
名
詞
で
語
ら
れ
、
そ
の
名
を
知
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
時
代
が
与
え
た
評
価
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
彼
女
の
実

像
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

幕
末
の
こ
の
時
期
、
多
勢
子
が
現
状
の
世
の
中
に
大
き
な
不
満
を
抱
い
て
い
た
の

は
確
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
開
国
後
に
不
利
な
条
件
の
も
と
で
開
始
さ
れ
た
西
洋

諸
国
と
の
貿
易
が
、
国
内
経
済
を
混
乱
に
陥
れ
た
こ
と
に
ひ
と
つ
の
理
由
が
あ
る
。

と
く
に
、
輸
出
品
の
八
割
以
上
を
占
め
る
生
糸
は
、
廉
価
で
大
量
に
取
引
さ
れ
て
生

産
農
家
に
打
撃
を
与
え
て
い
た
。
養
蚕
は
松
尾
家
の
重
要
な
家
業
で
あ
り
、
多
勢
子

は
そ
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
（
1（
（

。
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
平
田
国
学
が
唱
え

る
古
代
王
政
へ
の
復
古
思
想
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
実
現
の
よ
う
な
幻
想
を
、
多
勢
子

に
抱
か
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
お
そ
ら
く
多
勢
子

を
都
へ
の
旅
に
導
い
た
、
直
接
の
要
因
で
あ
っ
た
。

「
女
丈
夫
」
と
周
囲
に
評
さ
れ
る
多
勢
子
は
、
か
な
り
直
情
的
で
、
思
っ
た
こ
と

は
や
り
遂
げ
な
い
と
気
の
す
ま
な
い
た
ち
だ
っ
た
ら
し
い
。
都
へ
の
出
立
に
あ
た
っ

て
、
北
原
家
に
宛
て
た
書
簡
に
は
「
又
々
や
ま
ひ
お
こ
り
、
遠
方
迄
参
り
候
へ
と
も
（
11
（

」

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
旅
に
出
る
こ
と
へ
の
抑
え
が
た
い
思
い
が
、
ま
る
で
病
気
の

よ
う
だ
と
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
き
先
の
京
都
は
、
尊
攘
派
の
本
拠
地
で
あ

り
、
平
田
学
の
門
人
も
多
く
い
た
。
長
年
和
歌
を
た
し
な
ん
で
き
た
多
勢
子
に
は
、

一
度
は
訪
れ
て
み
た
い
憧
れ
の
地
で
も
あ
っ
た
。

多
勢
子
は
五
二
歳
で
あ
っ
た
。
七
人
の
子
ど
も
た
ち
は
す
で
に
成
長
し
て
お
り
、

家
の
こ
と
は
長
男
夫
婦
に
任
せ
て
、
長
期
間
留
守
に
す
る
こ
と
に
さ
ほ
ど
の
困
難
は

な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。家
人
に
対
し
て
は「
歌
の
修
業
」を
表
向
き
の
理
由
に
、

し
か
し
周
囲
に
は
そ
れ
と
は
知
ら
せ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
抜
け
参
り
と
同
様
、
ひ
と

ま
ず
山
本
村
の
実
家
に
行
っ
て
里
帰
り
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
、
そ
こ
か
ら
ひ
そ
か
に

都
へ
と
出
立
し
て
い
る
。

文
久
二
年
の
八
月
は
つ
か
ま
り
三
十
か
と
い
ふ
に
、
秋
風
の
さ
そ
ふ
ま
に
〳
〵

お
も
ひ
立
ぬ
。
明
る
を
待
て
、
産
土
の
神
又
と
ふ
つ
親
の
み
た
ま
に
と
て
、
か

へ
ら
ん
ま
て
の
ぬ
さ
奉
り
、
雨
い
と
ふ
れ
と
、
ぬ
る
ゝ
も
物
か
は
と
か
ら
ふ
し

て
な
し
野
と
い
へ
る
た
む
け
を
こ
へ
つ
ゝ
、

　
旅
衣
ふ
り
か
へ
れ
と
も
秋
霧
の
立
へ
た
て
た
る
古
さ
と
の
空

か
ら
ふ
し
て
清
内
路
の
里
に
い
た
り
ぬ
（
11
（

。

「
旅
の
な
く
さ
」
冒
頭
の
記
述
で
あ
る
。
講
の
代
参
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
盛
大
な

見
送
り
な
ど
は
な
く
、
夜
明
け
と
と
も
に
産
土
の
神
と
先
祖
の
墓
に
詣
で
て
、
誰
知

る
と
も
な
く
旅
路
に
つ
い
た
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
日
は
、
朝
か
ら
雨
で
あ
っ
た
。
清
内
路
越
と
よ
ば
れ
る
脇
往
還
を
行
く
と
、
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途
中
で
市
岡
男
也
と
い
う
縁
戚
の
男
が
待
っ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
峠
を
越
え
れ
ば
中

山
道
で
、
中
津
川
の
宿
場
ま
で
、
竹
村
家
か
ら
連
れ
て
き
た
下
男
に
か
わ
り
、
こ
の

男
也
が
供
を
し
て
く
れ
る
約
束
に
な
っ
て
い
た
。
茶
店
で
昼
飯
と
酒
を
少
し
ば
か
り

所
望
し
て
、
さ
ら
に
歩
み
を
進
め
た
。

申
の
刻
（
午
後
四
時
頃
）
過
ぎ
に
、
中
山
道
の
橋
場
に
着
い
た
。
雨
は
ひ
ど
く
、

駕
籠
も
見
つ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
十
石
峠
で
日
が
暮
れ
て
し
ま
っ
た
。
泊
ま
ろ
う

に
も
宿
は
な
く
、
困
り
き
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
馬
を
引
く
人
の
姿
が
見
え
た
。
渋
る
馬

子
に
無
理
を
言
っ
て
乗
せ
て
も
ら
う
と
そ
れ
は
老
馬
で
、
濡
れ
て
疲
れ
た
そ
の
姿
に

多
勢
子
は
思
わ
ず
自
分
を
重
ね
、「
年
を
経
し
足
け
も
弱
き
老
う
ま
の
馬
籠
の
馬
に

背
負
は
れ
て
行
」
と
詠
ん
で
い
る
。

馬
籠
宿
を
過
ぎ
、
提
灯
を
借
り
て
、
暗
闇
に
谷
川
の
瀬
音
を
聞
き
な
が
ら
、
戌
の

刻
（
午
後
八
時
頃
）
過
ぎ
に
中
津
川
の
本
陣
、
市
岡
家
に
着
い
た
。
市
岡
家
は
、
実

家
竹
村
家
の
縁
戚
に
あ
た
り
、
多
勢
子
の
娘
も
ま
た
こ
の
家
に
嫁
い
で
い
た
。
多
勢

子
の
来
訪
は
突
然
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
家
の
者
た
ち
の
驚
い
た
よ
う
す
が
日
記
の
記

述
に
見
え
る
。
雨
の
中
、
着
物
を
濡
ら
し
て
現
れ
た
多
勢
子
に
、
市
岡
家
の
人
々
は

あ
れ
こ
れ
と
問
い
た
だ
し
た
よ
う
だ
。

市
岡
家
の
者
た
ち
に
引
き
止
め
ら
れ
、
一
〇
日
ほ
ど
を
こ
こ
で
過
ご
し
た
の
ち
、

九
月
一
〇
日
に
再
び
出
立
し
た
。
懇
意
に
し
て
い
る
京
都
の
染
物
店
伊
勢
屋
の
手
代

が
、中
津
川
で
の
取
引
を
終
え
て
帰
る
と
い
う
の
で
、同
行
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
大
久
手
、
御
嶽
、
鵜
沼
、
赤
坂
、
草
津
と
、
木
曽
街
道
の
宿
場
を

進
み
、
九
月
一
五
日
に
京
都
に
到
着
し
た
。

（
2
）都
で
の
滞
在

京
都
で
は
、
中
津
川
か
ら
同
行
し
て
き
た
手
代
が
勤
め
る
染
物
店
の
伊
勢
屋
が
、

客
分
扱
い
で
身
柄
を
引
き
受
け
て
く
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
ひ
と
ま
ず
落
ち
着
い
た
。

当
初
は
さ
ほ
ど
長
い
滞
在
に
な
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
伊
勢
屋
を
足

が
か
り
に
し
ば
ら
く
は
都
見
物
に
明
け
暮
れ
て
い
る
。

そ
の
間
、
京
都
の
平
田
派
門
人
た
ち
と
知
己
を
得
て
、
嵐
山
の
紅
葉
狩
り
に
出
か

け
た
り
、
女
流
歌
人
の
太
田
垣
蓮
月
に
紹
介
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
。
ま
た
公
家
の

白
川
家
で
催
さ
れ
る
歌
会
に
も
誘
わ
れ
、
伊
勢
屋
か
ら
着
物
を
借
り
て
参
上
し
た
。

天
皇
家
と
も
ゆ
か
り
の
深
い
白
川
卿
と
じ
か
に
接
し
、
夢
見
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
が

日
記
の
記
述
に
も
見
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
京
都
滞
在
当
初
は
、
名
所
を
巡
り
な
が
ら
歌
三
昧
に
過
ご
す
日
々

が
つ
づ
ら
れ
て
お
り
、
旅
の
動
機
と
さ
れ
る
思
想
的
な
背
景
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ

な
い
。
し
か
し
、平
田
派
門
人
た
ち
と
親
し
く
な
る
に
つ
れ
、多
勢
子
の
都
で
の
日
々

は
別
の
意
味
を
持
ち
始
め
る
。

多
勢
子
は
都
の
名
所
を
さ
ま
ざ
ま
に
巡
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
遊
山
で
は

な
か
っ
た
。
当
時
、
天
皇
陵
や
ゆ
か
り
の
人
々
の
墓
所
の
多
く
は
荒
廃
し
、
古
神
道

を
信
奉
す
る
平
田
派
の
者
た
ち
は
、
こ
れ
を
探
し
て
整
備
す
る
こ
と
を
使
命
と
考
え

て
い
た
。
多
勢
子
は
、
友
人
た
ち
と
近
く
の
山
に
足
を
運
ん
で
は
、
藪
に
埋
も
れ
た

陵
墓
探
し
に
躍
起
と
な
っ
た
。
そ
の
荒
れ
方
は
想
像
を
は
る
か
に
超
え
て
お
り
、
天

皇
家
疲
弊
の
う
わ
さ
を
実
感
し
、
平
田
派
門
人
と
し
て
自
ら
が
な
す
べ
き
こ
と
を
次

第
に
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

や
が
て
都
到
着
か
ら
半
月
が
過
ぎ
た
。
多
勢
子
は
居
候
を
続
け
て
い
た
伊
勢
屋
を

出
て
、
近
く
の
家
に
間
借
を
決
め
、
一
〇
月
二
日
に
こ
こ
へ
引
き
移
っ
た
。
こ
の
と

き
、
滞
在
費
用
と
し
て
伊
勢
屋
か
ら
三
両
ほ
ど
を
借
り
受
け
て
い
る
。
同
時
に
故
郷

に
便
り
を
出
し
、
伊
勢
屋
の
手
代
が
伊
那
に
行
く
際
に
必
ず
返
す
よ
う
、
念
を
押
し

て
い
る
。

こ
の
年
は
、老
中
安
藤
信
正
が
水
戸
浪
士
に
襲
わ
れ
た
坂
下
門
外
の
変
に
始
ま
り
、

皇
女
和
宮
と
将
軍
家
茂
と
の
婚
儀
、
薩
摩
藩
士
が
惨
殺
さ
れ
た
寺
田
屋
事
件
、
外
国

人
殺
傷
の
生
麦
事
件
な
ど
、
公
武
合
体
と
攘
夷
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
が
、

世
間
を
賑
わ
し
て
い
た
。
多
勢
子
が
京
都
で
知
り
合
っ
た
門
人
の
多
く
は
、
長
州
藩

士
や
薩
摩
藩
士
た
ち
で
、
こ
う
し
た
世
の
中
の
動
き
を
明
け
方
ま
で
し
ば
し
ば
語
り

合
っ
て
い
る
。
在
京
の
門
人
を
頼
っ
て
、
地
方
か
ら
出
て
く
る
者
も
あ
っ
た
。
多
勢



14

国立歴史民俗博物館研究報告
第 155集　2010年 3月

子
の
も
と
に
は
、
尊
攘
の
志
を
強
く
い
だ
く
若
者
た
ち
が
、
か
わ
る
が
わ
る
出
入
り

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

一
一
月
の
初
め
、
江
戸
か
ら
新
た
に
五
人
の
門
人
が
上
京
し
て
き
て
、
多
勢
子
は

彼
ら
と
意
気
投
合
し
た
よ
う
だ
。
ま
た
こ
の
頃
か
ら
、
多
勢
子
の
日
記
に
は
「
長
尾

ぬ
し
の
来
て
少
し
ひ
そ
か
こ
と
た
つ
ね
度
よ
ふ
有
て
」
と
い
っ
た
、
密
談
を
思
わ
せ

る
記
述
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

尊
攘
派
の
志
士
に
囲
ま
れ
、
多
勢
子
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た

の
か
、
日
記
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
連
日
の
外
出
や
訪
問
者
の
記
録

を
見
れ
ば
、
彼
女
を
通
し
て
情
報
が
行
き
来
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
公
家

と
武
士
と
の
接
触
は
表
向
き
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
多
勢
子
が
彼
ら
の
間
を
と
り
も
つ

役
目
を
果
た
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
は
た
か
ら
見
れ
ば
、
多
勢
子
は
歌
好
き

の
、
田
舎
か
ら
都
見
物
に
出
て
き
た
年
配
の
農
婦
に
す
ぎ
ず
、
歌
詠
み
を
ひ
と
つ
の

道
具
に
、
誰
か
ら
も
警
戒
さ
れ
ず
、
双
方
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
二
月
、
江
戸
か
ら
平
田
銕
胤
が
京
都
に
や
っ
て
き
た
。
師
で
あ
る
銕
胤
の
上
京

で
、
多
勢
子
の
人
脈
は
ま
す
ま
す
輪
を
広
げ
、
翌
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
は
そ

の
数
が
五
〇
人
を
超
え
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
多
勢
子
の
も
と
を
訪
れ
て

は
屈
託
な
く
打
ち
明
け
話
を
し
、
多
勢
子
も
ま
た
、
足
し
げ
く
銕
胤
を
見
舞
っ
て
、

あ
れ
こ
れ
と
任
さ
れ
る
用
事
に
奔
走
し
た
。

年
が
明
け
て
か
ら
、
諸
大
名
が
天
皇
に
謁
見
す
る
た
め
御
所
に
入
る
の
を
、
た
び

た
び
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
巷
で
は
、天
誅
と
称
す
る
暗
殺
事
件
も
頻
発
し
て
、

世
情
が
不
安
定
に
動
き
つ
つ
あ
っ
た
。

一
部
の
急
進
的
な
門
人
が
、
衝
撃
的
な
事
件
を
起
こ
そ
う
と
目
論
ん
で
い
る
こ
と

は
、
多
勢
子
の
耳
に
も
届
い
て
い
た
。
二
月
の
半
ば
、
彼
女
は
そ
う
し
た
志
士
た
ち

の
寄
り
合
い
に
誘
わ
れ
た
が
、
行
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
平
田
派
の
他
の
多
く
の
門

人
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
過
激
な
運
動
に
積
極
的
に
加
担
す
る
気
は
持
ち
合
わ

せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
月
二
二
日
の
深
夜
、
足
利
将
軍
家
に
ゆ
か
り
の
等
持
院
を
、
九
人
の
志
士
が
襲

撃
す
る
事
件
が
起
き
た
。
彼
ら
は
、
こ
こ
に
安
置
さ
れ
て
い
た
足
利
尊
氏
、
義
詮
、

義
満
三
代
の
木
像
を
壊
し
、
首
を
持
ち
出
し
て
左
眼
を
く
り
ぬ
き
、
三
条
河
原
に
さ

ら
し
者
に
し
た
。
脇
に
添
え
ら
れ
た
罪
状
に
は
、「
逆
賊
」
と
あ
り
、
鎌
倉
以
来
、

朝
廷
の
権
威
を
お
と
し
め
た
悪
の
元
凶
と
し
て
、
天
誅
を
加
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
事
件
を
機
に
、
平
田
一
門
へ
の
弾
圧
の
手
が
に
わ
か
に
強
ま
っ
た
。
多

勢
子
は
門
人
た
ち
の
は
か
ら
い
で
長
州
藩
邸
に
身
を
寄
せ
て
い
た
が
、
外
で
は
捕
ら

え
ら
れ
る
者
、
処
刑
さ
れ
る
者
、
拿
捕
を
恐
れ
て
自
害
す
る
者
な
ど
が
相
次
い
だ
。

こ
う
し
た
都
で
の
物
騒
な
様
相
は
、当
然
な
が
ら
故
郷
の
伊
那
に
も
届
い
て
い
た
。

三
月
の
半
ば
、
息
子
と
中
津
川
の
市
岡
家
の
者
が
連
れ
立
っ
て
、
多
勢
子
の
身
柄
を

引
き
取
り
に
き
た
。
三
月
二
九
日
、
お
よ
そ
半
年
を
過
ご
し
た
京
都
を
離
れ
る
に
あ

た
り
、
多
勢
子
は
「
古
里
に
か
へ
る
も
お
し
き
旅
衣
大
内
山
を
あ
と
に
残
し
て
」
と

詠
ん
で
い
る
。
や
む
を
え
な
い
と
は
い
え
、
都
を
離
れ
る
こ
と
に
後
ろ
髪
引
か
れ
る

思
い
で
あ
っ
た
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
。

帰
路
は
、
東
海
道
が
人
目
に
も
つ
き
や
す
く
危
険
だ
と
い
う
の
で
、
大
和
路
を
ま

わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
淀
の
川
舟
で
大
坂
に
出
て
か
ら
大
和
を
抜
け
、
伊
勢
神
宮
と

熱
田
神
宮
に
参
拝
し
て
、
多
治
見
か
ら
中
津
川
に
出
た
。
故
郷
の
伊
那
に
帰
っ
た
の

は
、
四
月
の
末
で
あ
っ
た
。

（
3
）維
新
後
の
多
勢
子

「
草そう
莽もう
の
志
士
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
吉
田
松
陰
が
使
い
始
め
た
言
葉
だ
と
い

う
が
、
幕
末
期
に
は
在
野
の
直
情
径
行
な
若
者
た
ち
が
あ
ち
こ
ち
で
決
起
し
、
維
新

へ
と
ま
い
進
す
る
原
動
力
と
な
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
活
動
を
物
心
両
面
で
支
え
た

の
が
、
各
地
の
豪
商
や
豪
農
で
あ
っ
た
。
多
勢
子
も
ま
た
そ
う
し
た
豪
農
の
ひ
と
り

で
あ
り
、
伊
那
に
帰
っ
て
か
ら
の
数
年
間
は
、
頼
っ
て
く
る
志
士
た
ち
の
面
倒
を
み

て
す
ご
し
て
い
る
。

帰
着
か
ら
四
年
後
、慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
正
月
に
、多
勢
子
は
再
び
都
に
上
っ

た
。
新
政
府
の
発
足
と
、
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
で
の
勝
利
を
聞
き
つ
け
、
念
願
の
王
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政
復
古
を
見
届
け
に
来
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
息
子
二
人
を
官
軍
の
一
員
と
し
て

従
軍
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
散
り
散
り
に
な
っ
て
い
た
平
田
門
人
と
も

再
会
を
果
た
し
た
。

夏
頃
に
な
る
と
、
国
元
の
高
須
藩
士
が
、
多
勢
子
を
頼
っ
て
上
京
し
て
き
た
。
多

勢
子
は
、
都
で
築
い
た
人
脈
を
駆
使
し
て
、
何
人
も
の
藩
士
を
官
職
へ
と
周
旋
し
た
。

う
わ
さ
を
聞
き
つ
け
、
上
京
し
て
く
る
同
郷
の
者
は
ま
す
ま
す
増
え
た
が
、
目
先
の

利
に
走
る
人
々
ば
か
り
で
、
次
第
に
多
勢
子
も
辟
易
し
は
じ
め
た
。
故
郷
へ
の
便
り

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

い
ろ
〳
〵
の
人
参
り
何
こ
と
も
出
き
不
申
こ
ま
り
入
候
。（
中
略
）
ま
つ
〳
〵

ね
か
ひ
事
な
そ
も
今
し
は
ら
く
は
何
も
御
や
め
の
か
た
よ
ろ
し
く
そ
ん
し
候
。

京
に
さ
へ
行
は
何
も
〳
〵
出
き
る
よ
う
ふ
に
お
も
ひ
、
国
よ
り
の
ほ
り
参
る
人

に
は
、
と
ん
と
こ
ま
り
申
候
（
11
（

。

「
だ
れ
も
か
れ
も
京
に
さ
え
行
け
ば
何
と
か
な
る
と
思
っ
て
い
る
。困
っ
た
も
の
だ
」

と
愚
痴
が
綴
ら
れ
て
い
る
が
、
多
勢
子
が
都
へ
の
旅
で
得
た
知
見
や
人
脈
が
、
郷
里

の
人
々
に
大
き
な
期
待
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。

九
月
、
元
号
は
明
治
に
改
ま
っ
た
。
こ
の
二
度
目
の
京
都
滞
在
で
、
多
勢
子
は

後
々
に
ま
で
語
り
継
が
れ
る
役
割
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
門
人
の
つ
て
で
岩
倉
具

視
邸
に
入
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
訪
問
者
へ
の
対
応
や
子
女
の
教
育
な
ど
、
岩
倉
家
の

家
政
全
般
が
多
勢
子
の
仕
事
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
す
べ
て
を
手
際
よ
く
こ
な
す
裁
量

に
、
岩
倉
卿
も
舌
を
巻
い
た
と
い
わ
れ
る
。
岩
倉
家
に
は
半
年
ほ
ど
い
て
、
明
治
二

年
（
一
八
六
九
）
三
月
、天
皇
の
東
京
遷
幸
を
見
送
り
、多
勢
子
は
再
び
故
郷
に
帰
っ

た
。明

治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
の
春
、
七
一
歳
に
な
っ
た
多
勢
子
は
、
東
京
に
居
を

移
し
た
岩
倉
卿
に
再
び
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
孫
の
千
振
を
司
法
省
に
登
用
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
多
勢
子
と
千
振
は
東
京
で
生
活
を
始
め
た
が
、
そ
こ
で
見
た

も
の
は
、
古
い
慣
習
を
打
ち
捨
て
て
、
こ
と
ご
と
く
西
洋
の
文
物
に
追
従
し
よ
う
と

す
る
人
々
の
姿
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
多
勢
子
は
、
自
分
や
同
志
が
切
望
し
て
き
た
王
政
へ
の
復
古
が
、
ま
っ

た
く
思
い
も
か
け
な
い
方
向
へ
と
進
み
つ
つ
あ
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
愕
然

と
す
る
思
い
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
千
振
も
ま
た
、
斡
旋
さ
れ
た
官
職
が
自
分
に

は
不
向
き
で
あ
る
と
悟
り
、
結
局
わ
ず
か
一
年
ほ
ど
で
、
ふ
た
り
は
東
京
を
引
き
揚

げ
、
伊
那
へ
と
帰
っ
た
。
千
振
は
、
発
明
さ
れ
て
ま
も
な
い
人
力
車
に
祖
母
を
乗
せ

て
帰
ろ
う
と
考
え
た
が
、
西
洋
の
文
物
を
極
度
に
嫌
う
多
勢
子
は
、
歩
く
ほ
う
が
い

い
か
ら
と
、
頑
と
し
て
こ
れ
を
断
っ
た
と
い
う
（
11
（

。

晩
年
は
生
ま
れ
育
っ
た
伊
那
で
知
人
や
親
戚
に
囲
ま
れ
て
穏
や
か
に
過
ご
し
、
明

治
二
七
年
（
一
八
九
四
）、
八
四
歳
で
そ
の
生
涯
を
終
え
た
。

お
わ
り
に
―
旅
す
る
主
体
と
し
て
の
女
性

以
上
、
三
種
類
の
日
記
を
用
い
て
、
近
世
末
期
の
女
性
の
旅
と
そ
の
背
景
を
み
て

き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
個
性
的
な
旅
の
記
録
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
女
性
の
旅
を
一

概
に
論
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
旅
の
大
衆
化
と
い
う
現
象
へ
の
位
置
づ
け
を

考
え
る
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

一
番
目
の
『
西
遊
草
』
で
は
、
伊
勢
参
宮
を
契
機
と
し
た
周
遊
の
旅
が
普
及
す
る

の
に
と
も
な
い
、
女
性
の
抜
け
参
り
を
慣
例
化
さ
せ
る
し
く
み
が
、
す
で
に
道
中
の

い
た
る
と
こ
ろ
で
で
き
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
抜
け
参
り
と
い
う
、
表

向
き
に
は
制
度
に
反
す
る
行
為
が
、
結
果
的
に
流
動
人
口
を
増
加
さ
せ
、
宿
場
や
街

道
稼
ぎ
を
活
発
に
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
女
性
の
旅
人
の
存
在
が
、
無
視
で
き

な
い
経
済
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
様
の
こ
と
は
、
二
番
目
に
と
り
あ
げ
た
「
伊
勢
詣
の
日
記
」
で
も
い
え
る
。
こ

こ
で
旅
を
し
た
女
性
た
ち
は
、
一
般
的
な
旅
人
に
比
し
て
か
な
り
裕
福
な
層
に
あ
っ
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た
人
々
だ
が
、
そ
う
し
た
懐
の
豊
か
な
女
性
客
を
見
越
し
た
集
客
装
置
が
旅
先
に
用

意
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
古
市
遊
郭
で
の
伊
勢
音
頭
を
例
に
確
認
し
た
。

最
後
の
「
旅
の
な
く
さ
・
都
の
つ
と
」
で
は
、
松
尾
多
勢
子
と
い
う
他
に
類
例
を

見
な
い
特
殊
な
旅
人
を
と
お
し
て
、
無
謀
と
も
思
え
る
彼
女
の
旅
が
、
お
も
に
実
家

の
親
戚
関
係
と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
土
台
に
実
行
さ
れ
た
こ
と
、
身
に
つ
け
た
教

養
を
ひ
と
つ
の
道
具
と
し
て
、旅
先
の
見
知
ら
ぬ
土
地
で
自
ら
新
た
な
人
脈
を
築
き
、

そ
の
人
脈
を
故
郷
の
人
々
の
利
用
に
供
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
身
の
危
険
を
顧
み

ず
、
密
偵
ま
が
い
の
ス
リ
リ
ン
グ
な
旅
を
展
開
し
た
多
勢
子
だ
が
、
そ
の
旅
が
単
に

一
個
人
の
体
験
に
と
ど
ま
ら
ず
、
最
終
的
に
地
域
社
会
に
還
元
さ
れ
た
こ
と
は
、
旅

の
も
つ
本
質
的
な
意
義
を
再
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
。

こ
こ
で
紹
介
し
た
日
記
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
は
、
主
体
的
に
旅
を
実
践
し
た

人
々
で
あ
る
。
数
の
上
で
男
性
に
及
ば
な
い
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
女

性
の
旅
人
の
存
在
は
、
街
道
や
宿
場
の
あ
り
方
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と

思
わ
れ
る
。

明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）、
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
が
、

日
本
人
の
通
訳
一
人
を
連
れ
て
、
北
関
東
か
ら
東
北
地
方
、
そ
し
て
北
海
道
を
旅
し

た
。
バ
ー
ド
の
旅
の
記
録
は
、『
日
本
奥
地
紀
行
』（
高
梨
健
吉
訳
、
平
凡
社
東
洋
文

庫
、
一
九
七
三
年
）
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
の
名
残
が
色
濃
く

残
る
街
道
や
宿
場
を
進
み
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
驚
き
を
書
き
と
め
て
い
る
。

私
の
心
配
は
、
女
性
の
一
人
旅
と
し
て
は
、
ま
っ
た
く
当
然
の
こ
と
で
は
あ
っ

た
が
、
実
際
は
、
少
し
も
正
当
な
理
由
が
な
か
っ
た
。
私
は
そ
れ
か
ら
奥
地
や

北
海
道
を
一
二
〇
〇
マ
イ
ル
に
わ
た
っ
て
旅
を
し
た
が
、
ま
っ
た
く
安
全
で
、

し
か
も
心
配
も
な
か
っ
た
。
世
界
中
で
日
本
ほ
ど
、
婦
人
が
危
険
に
も
不
作
法

な
目
に
も
あ
わ
ず
、
ま
っ
た
く
安
全
に
旅
行
で
き
る
国
は
な
い
と
私
は
信
じ
て

い
る
（
11
（

。

日
本
で
の
旅
を
始
め
た
バ
ー
ド
が
ま
ず
驚
愕
し
た
の
は
、宿
の
佇
ま
い
で
あ
っ
た
。

「
私
的
生
活
の
欠
如
は
恐
し
い
ほ
ど
で
、
私
は
、
今
も
っ
て
、
錠
や
壁
や
ド
ア
が
な

く
て
も
気
持
よ
く
休
め
る
ほ
ど
他
人
を
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
11
（

」
と
あ
る
よ
う

に
、
た
だ
ひ
と
つ
の
仕
切
り
で
あ
る
「
紙
の
窓
（
障
子
）」
を
始
終
開
け
閉
て
さ
れ
、

按
摩
や
物
売
り
、
隣
室
の
人
々
が
代
わ
る
代
わ
る
顔
を
見
せ
る
よ
う
な
環
境
で
眠
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
、
大
き
な
不
安
を
覚
え
て
い
る
。
し
か
し
、
旅
を
続
け

る
ご
と
に
、
そ
の
不
安
が
払
拭
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
11
（

。

バ
ー
ド
が
実
感
し
た
日
本
の
街
道
に
お
け
る
安
全
性
は
、
近
世
以
来
の
女
性
の
旅

と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
多
く
の
女
性
の
旅
人
を
受
け
入
れ
て
き
た
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
だ
け
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ

を
維
持
す
る
こ
と
が
、
さ
ら
な
る
女
性
客
の
利
用
を
招
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、「
安
全
」
と
い
う
旅
に
不
可
欠
な
条
件
を
備
え
て
い
た
の
が
江
戸
時

代
の
街
道
で
あ
り
、
宿
場
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
こ
の
時
代
の
日
本
は
世
界
に
誇

る
べ
き
成
熟
し
た
旅
の
文
化
を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
11
（

。

近
世
に
お
い
て
確
立
し
た
こ
う
し
た
旅
の
文
化
は
、
明
治
以
降
の
近
代
化
に
よ
っ

て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
近
世
に
比
し
て
、
近
代
以
降
の
女
性

の
旅
は
、
ま
だ
さ
ほ
ど
発
掘
が
進
ん
で
い
な
い
。
女
性
の
旅
を
検
証
す
る
こ
と
は
、

旅
の
文
化
の
継
承
と
変
容
を
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
近

代
以
降
の
女
性
の
旅
へ
と
考
察
を
進
め
る
こ
と
を
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（
）　
近
世
に
お
け
る
女
性
の
旅
に
つ
い
て
は
、
深
井
甚
三
が
「
近
世
中
期
以
降
の
女
旅
・
女

抜
け
参
り
旅
の
展
開
と
具
体
相
―
東
国
を
中
心
に
―
」（『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
第
三
〇
号
、

一
九
八
九
年
）
の
中
で
、
元
禄
期
以
降
の
関
所
や
宿
場
の
記
録
か
ら
女
性
に
よ
る
旅
の
展
開
を

概
観
し
て
い
る
ほ
か
、『
近
世
女
性
旅
と
街
道
交
通
』（
桂
書
房
、
一
九
九
五
年
）
に
お
い
て
、

と
く
に
女
性
に
よ
る
無
手
形
の
旅
と
関
所
抜
け
の
実
態
を
、
史
料
紹
介
と
と
も
に
詳
述
し
て
い

る
。
近
世
の
女
性
自
身
が
記
し
た
旅
日
記
に
関
し
て
は
、
柴
桂
子
が
全
国
各
地
の
一
八
〇
点
余

り
の
史
料
の
所
在
を
確
認
し
、
こ
れ
ら
の
分
析
か
ら
、
女
性
に
よ
る
旅
の
特
質
を
考
察
し
て
い

る
（
柴
桂
子
『
近
世
お
ん
な
旅
日
記
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）。
ま
た
、
前
田
淑
の
編

註
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集
に
よ
り
、
福
岡
を
中
心
と
し
た
女
性
の
旅
日
記
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
（『
近
世
福
岡
地
方
女

流
文
芸
集
』・『
近
世
女
人
の
旅
日
記
集
』
い
ず
れ
も
葦
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
（
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
山
本
光
正
は
、
旅
日
記
の
み
で
は
一
般
庶
民
の
女
性
の
旅
を
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
し
、
旅
日
記
に
代
わ
る
史
料
の
発
掘
と
蓄
積
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
（
山
本
光
正
「
近
世
・
近
代
の
女
性
の
旅
に
つ
い
て
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究

報
告
』
第
一
〇
八
集
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
（
）　
立
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
立
川
町
史
資
料
　
第
五
号
』（
一
九
九
三
年
）
所
収
。

（
（
）　『
西
遊
草
』
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
に
筑
前
か
ら
日
光
ま
で
旅

を
し
た
桑
原
久
子
の
『
二
荒
詣
日
記
』（
前
田
淑
編
『
近
世
福
岡
地
方
女
流
文
芸
集
』
葦
書
房
、

二
〇
〇
一
年
所
収
）
や
、久
子
と
同
行
し
た
小
田
宅
子
に
よ
る
『
東
路
日
記
』（
前
田
淑
編
『
近

世
女
人
の
旅
日
記
集
』
葦
書
房
、
二
〇
〇
一
年
所
収
）、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
常
陸
か

ら
京
都
に
旅
を
し
た
黒
沢
と
き
に
よ
る
「
上
京
日
記
」（
深
井
甚
三
著
『
近
世
女
性
旅
と
街
道

交
通
』
桂
書
房
、
一
九
九
五
年
所
収
）、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
羽
後
の
本
荘
か
ら
伊
勢

参
宮
の
旅
を
し
た
今
野
於
以
登
に
よ
る
「
参
宮
道
中
諸
用
記
」（『
本
荘
市
史
　
資
料
編
　
四
巻
』

一
九
八
八
年
所
収
）
な
ど
に
、
無
手
形
に
よ
る
関
所
抜
け
の
旅
の
実
態
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）　
本
稿
で
は
、
清
河
八
郎
著
・
小
山
松
勝
一
郎
校
注
『
西
遊
草
』
岩
波
文
庫
（
一
九
九
三
年
）

か
ら
の
引
用
と
す
る
。

（
（
）　
清
河
八
郎
著
・
小
山
松
勝
一
郎
校
注
『
西
遊
草
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
三
年
、
一
八
頁
。

（
（
）　
清
河
八
郎
、
前
掲
書
、
七
八
頁
。

（
（
）　
清
河
八
郎
、
前
掲
書
、
八
〇
頁
。

（
（
）　
清
河
八
郎
、
前
掲
書
、
九
九
頁
。

（
（0
）　
清
河
八
郎
、
前
掲
書
、
三
九
一
頁
。

（
（（
）　
清
河
八
郎
、
前
掲
書
、
四
〇
七
頁
。

（
（（
）　
清
河
八
郎
、
前
掲
書
、
四
七
三
頁
。

（
（（
）　
深
井
甚
三
『
近
世
女
性
旅
と
街
道
交
通
』
桂
書
房
、
一
九
九
五
年
、
四
一
頁
。

（
（（
）　
清
河
八
郎
、
前
掲
書
、
四
一
頁
。

（
（（
）　
清
河
八
郎
、
前
掲
書
、
五
二
六
頁
。

（
（（
）　
山
本
光
正
「
近
世
・
近
代
の
女
性
の
旅
に
つ
い
て
―
納
経
帳
と
絵
馬
を
中
心
に
―
」『
国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
〇
八
集
、
二
〇
〇
三
年
。

（
（（
）　
国
立
国
会
図
書
館
蔵
「
伊
勢
ま
う
て
の
に
つ
き
」（
写
本
）。
翻
刻
は
『
江
戸
期
お
ん
な
考
』

第
三
号
（
桂
文
庫
、
一
九
九
二
年
）
に
収
録
。
解
説
は
片
倉
比
左
子
。
本
稿
で
の
引
用
は
、
こ

の
翻
刻
文
に
よ
る
。

（
（（
）　
竹
内
利
美
他
編『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
　
第
二
〇
巻
』（
三
一
書
房
、一
九
七
二
年
）所
収
。

（
（（
）　
宇
治
山
田
市
役
所
編
『
宇
治
山
田
市
史
　
上
巻
』
一
九
二
九
年
、
六
七
五
頁
。

（
（0
）　
引
用
は
註
（
（（
）
に
同
じ
。

（
（（
）　
清
河
八
郎
、
前
掲
書
、
一
二
二
頁
。

（
（（
）　
清
河
八
郎
、
前
掲
書
、
一
二
三
頁
。

（
（（
）　
宇
治
山
田
市
役
所
編
『
宇
治
山
田
市
史
　
上
巻
』
一
九
二
九
年
、
六
七
七
頁
。

（
（（
）　
野
村
可
通
『
伊
勢
の
古
市
あ
れ
こ
れ
』
三
重
県
郷
土
資
料
刊
行
会
、一
九
七
六
年
、一
一
〇
頁
。

（
（（
）　
宇
治
山
田
市
役
所
編
『
宇
治
山
田
市
史
　
上
巻
』
一
九
二
九
年
、
六
七
四
頁
。

（
（（
）　
筑
前
の
小
田
宅
子
が
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
に
旅
を
し
た
際
の
記
録
「
東
路
日
記
」（
前

田
淑
編
『
近
世
女
人
の
旅
日
記
集
』
所
収
、
葦
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
に
記
載
が
あ
る
。

（
（（
）　「
旅
の
な
く
さ
」
と
「
都
の
つ
と
」
は
別
の
日
記
で
あ
る
が
、
内
容
に
連
続
性
が
あ
り
、『
旅

の
な
く
さ
・
都
の
つ
と
』（
市
村
咸
人
校
訂
、
下
伊
那
郡
教
育
会
発
行
、
一
九
四
四
年
）
と
し

て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
の
で
、一
連
の
も
の
と
し
て
扱
う
。
本
稿
で
の
引
用
も
こ
の
翻
刻
に
よ
る
。

な
お
、同
日
記
は
下
伊
那
郡
役
所
編『
下
伊
那
郡
誌
資
料
　
中
巻
』（
歴
史
図
書
社
、一
九
七
八
年
）

に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　「
松
尾
多
勢
子
伝
」『
下
伊
那
郡
誌
資
料
　
中
巻
』、
一
九
七
八
年
、
九
～
一
〇
頁
。

（
（（
）　
ア
ン
・
ウ
ォ
ル
ソ
ー
ル
『
た
を
や
め
と
明
治
維
新
‐
松
尾
多
勢
子
の
反
伝
記
的
生
涯
』
ぺ
り

か
ん
社
、
二
〇
〇
五
年
、
三
七
頁
。

（
（0
）　
ア
ン
・
ウ
ォ
ル
ソ
ー
ル
、
前
掲
書
、
四
二
頁
。

（
（（
）　
松
尾
家
に
お
け
る
養
蚕
業
の
位
置
づ
け
と
多
勢
子
の
役
割
に
つ
い
て
は
、ア
ン
・
ウ
ォ
ル
ソ
ー

ル
の
前
掲
書
、
八
七
～
九
一
頁
で
分
析
が
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　「
多
勢
子
遺
稿
」『
下
伊
那
郡
誌
資
料
　
中
巻
』、
一
九
七
八
年
、
一
七
三
頁
。

（
（（
）　『
旅
の
な
く
さ
・
都
の
つ
と
』
市
村
咸
人
校
訂
、
下
伊
那
郡
教
育
会
発
行
、
一
九
四
四
年
、

一
頁
。

（
（（
）　「
多
勢
子
遺
稿
」『
下
伊
那
郡
誌
資
料
　
中
巻
』、
一
九
七
八
年
、
一
九
一
頁
。

（
（（
）　「
松
尾
多
勢
子
伝
」『
下
伊
那
郡
誌
資
料
　
中
巻
』、
一
九
七
八
年
、
二
一
〇
～
二
一
一
頁
。

（
（（
）　
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド（
高
梨
健
吉
訳
）『
日
本
奥
地
紀
行
』平
凡
社（
東
洋
文
庫
）一
九
七
三
年
、

四
八
頁
。

（
（（
）　
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
、
前
掲
書
、
四
七
頁
。

（
（（
）　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
宮
本
常
一
は
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
ほ
と
ん
ど
問
題
で
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
、
逆
に
お
互
い
が
安
心
し
て
安
全
な
生
活
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
例
え
ば

女
が
一
人
で
旅
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ほ
ど
尊
ば
な

く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
周
囲
か

ら
区
切
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
時
に
は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
生
活
が
不
安
定
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
」（『
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
の
『
日
本
奥
地

紀
行
』
を
読
む
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
二
年
、
七
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
（（
）　
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
旅
の
「
安
全
性
」
に
つ
い
て
は
、
櫻
井
邦
夫
が
、
道
中
日
記
の
分

析
に
よ
る
手
荷
物
一
時
預
け
と
輸
送
シ
ス
テ
ム
の
考
察
か
ら
、「
一
八
世
紀
以
降
の
近
世
社
会

と
は
、
こ
の
よ
う
な
利
便
性
の
高
い
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
時
代
、
旅
人
と
茶
屋
や
旅
籠
屋
・

運
搬
人
な
ど
と
の
相
互
の
信
頼
関
係
に
基
づ
く
安
全
・
安
心
な
社
会
、
業
者
同
士
の
ネ
ッ
ト
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ワ
ー
ク
化
、
な
ど
な
ど
が
存
在
し
た
、
成
熟
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
述
べ
て
い
る

（
櫻
井
邦
夫
「
近
世
の
道
中
日
記
に
み
る
手
荷
物
の
一
時
預
け
と
運
搬
」『
大
田
区
立
郷
土
博
物

館
紀
要
　
第
九
号
』
一
九
九
九
年
、
一
一
七
頁
）。

（
旅
の
文
化
研
究
所
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
展
示
プ
ロ
ジェク
ト
委
員
）

（
二
〇
〇
九
年
五
月
八
日
受
付
、
二
〇
〇
九
年
九
月
二
五
日
審
査
終
了
）
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Recent analyses of travel diaries and painting materials have clarified the existence of many women who 

enjoyed traveling independently as travel became popular in the late Edo Period. However, because the reality 

of such female travel is not reflected in general historical materials such as the records of vicarious visits by 

Ko religious groups, it is currently difficult to gain a systematic understanding of the travel of women in the 

Edo Period. This article studies a system that supported the travel of women through its reality as described in 

personal travel diaries. The travel diaries selected are （1）“Saiyuso” written by Hachiro Kiyokawa, （2）‘Diary 

of a Visit to Ise Shrine’written by Ito Nakamura, and （3） ‘Tabino-nakusa, Miyakono-tsuto’written by Taseko 

Matsuo.

Travel diary （1） is a record of the time when Hachiro Kiyokawa, known as a member of an antiforeigner 

faction in the late Tokugawa Period, visited the Ise shrine with his mother without written permission. It 

describes how illegal actions for passing through checking stations were openly conducted as a kind of Kaido 

（highway） moneymaking scene. It also indicates that the routine disapproval of women traveling, as round trips 

commencing with a visit to Ise shrine became popular. Travel diary （2） is a diary of the time when the wife of 

a wealthy merchant family in Edo visited the Ise shrine with her acquaintance family. Especially through the 

record of watching the Ise dance in the Furuichi licensed quarter, we can observe how the women travelers were 

entertained and sense the solid financial backing. Travel diary （3） is a record of the time when Taseko, the wife 

of a wealthy farming Matsuo family in Shinshu Ina and later a disciple of Hirata Kokugaku in the late Tokugawa 

period, made a trip to Kyoto amidst the turbulence and stayed there for about half a year. It is a unique but 

remarkable example; showing how she used her cultural accomplishments as a tool to form her own connections 

unaided in a strange land and use them for people back home.

The existence of female travelers seems to have had various influences on the whole concept of Kaido and 

Shukuba post stations. In particular, the safety of the Japanese Kaido, as described clearly in later years by the 

British female tourist Isabella Bird, is inseparable from the travel of women. To reevaluate the Japanese traveling 

culture in the late Edo Period, the travel of women must be further studied.

Key words: traveling of woman in the Tokugawa government, traveling diary, disapproval traveling, Ise dance, 

matsuo taseko

Travel of Women in the Late Early Modern Period Observed in Travel Diaries：
A Study on Its Positioning Relative to the “Popularization of Traveling”

YAMAMOTO Shino


