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は
じ
め
に

　現
代
で
は
「
花
街
」
と
聞
け
ば
、
京
都
の
観
光
地
の
一
つ
と
し
て
有
名
な
祇
園
な

ど
か
ら
歴
史
あ
る
景
観
や
、
そ
の
中
を
歩
く
舞
妓
・
芸
妓
が
お
酒
や
料
理
が
出
さ
れ

る
お
座
敷
に
お
い
て
芸
で
興
を
添
え
る
姿
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方

で
、
花
街
と
聞
く
と
「
遊
郭
」
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
も
見
ら
れ
、
こ
ち
ら
は
売
買
春

が
公
に
認
め
ら
れ
て
い
た
場
所
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
代
か
ら
み
た
花
街
の
イ
メ
ー

ジ
の
違
い
は
何
故
生
ま
れ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
現
代
の
よ
う
な
花
街
の
形
に

な
っ
た
の
か
を
、
成
り
立
ち
や
各
地
の
花
街
の
違
い
か
ら
探
っ
て
い
く
。
ま
た
、
現

代
で
は
気
軽
に
体
験
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
お
座
敷
遊
び
や
、
京
都
の
観
光
地
で
よ

く
見
ら
れ
る
舞
妓
体
験
な
ど
を
通
じ
て
花
街
文
化
に
興
味
を
持
つ
ひ
と
も
多
い
が
、

昔
の
花
街
を
生
き
た
女
性
た
ち
は
一
般
の
人
か
ら
み
て
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の

か
、
史
料
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

第
1
章

　
花
街
に
つ
い
て

1—

1

　
花
街
の
成
り
立
ち

　「
花
街
」
と
は
色
街
・
遊
廓
と
も
い
わ
れ
、
大
き
く
一
つ
の
言
葉
に
表
し
て
み
て

も
地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
る
が
「
身
を
売
る
娼
妓
と
芸
を
売
る
芸
妓
」
両

方
が
存
在
し
て
い
た
街
で
あ
る
。

　地
域
ご
と
の
違
い
を
な
し
に
大
ま
か
に
言
え
ば
、「
芸
妓
」
の
所
在
す
る
場
所
の

こ
と
を
い
う
。
し
か
し
、
た
だ
芸
妓
が
い
れ
ば
営
業
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
芸
妓

を
抱
え
る
置
屋
と
い
う
場
所
か
ら
、そ
の
芸
妓
が
芸
を
披
露
し
て
宴
を
行
う
料
理
屋
、

旅
館
な
ど
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
芸
妓
を
抱
え
る
置
屋
と
芸
妓
の
派
遣
先
と
な

る
場
が
あ
る
程
度
集
積
し
て
、
初
め
て
花
街
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
逆
に
料
理

屋
や
旅
館
が
集
積
し
て
い
て
も
、
そ
こ
で
芸
妓
の
営
業
を
認
め
て
い
な
け
れ
ば
、
花

街
と
は
呼
べ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
芸
妓
が
少
な
く
娼
妓
を
主
に
営
業
す
る
遊
郭

や
、
そ
の
逆
で
芸
妓
を
主
に
し
て
い
る
が
少
数
で
も
娼
妓
が
い
た
花
街
は
、
ど
ち
ら

も
広
義
の
花
街
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　花
街
と
遊
廓
が
明
確
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
期
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
遊
廓
の
「
貸
座
敷
」（
娼
妓
が
集
ま
り
座
敷
を
借
り

る
こ
と
を
建
前
と
す
る
場
所
）
を
一
定
の
区
画
に
囲
い
込
ん
だ
土
地
が
、
風
俗
警
察

に
よ
る
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
り
、
明
治
33
年
に
は
「
娼
妓
取
締
規
則
」
を
も
っ

て
売
買
春
が
一
定
の
空
間
の
内
部
で
認
め
ら
れ
る
と
同
時
に
そ
れ
を
各
地
方
の
警
察

が
取
り
締
ま
る
と
い
う
枠
組
み
が
成
立
し
た
。

　娼
妓
に
よ
る
売
春
の
空
間
的
な
囲
い
込
み
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
芸
を

も
っ
て
宴
席
に
興
を
添
え
る
芸
妓
と
の
分
離
が
推
し
進
め
ら
れ
た
。
借
座
席
の
営
業

を
す
る
土
地
区
画
を
指
定
す
る
こ
と
で
、「
娼
妓
」
を
本
位
と
す
る
遊
廓
、そ
し
て
「
芸

妓
」
を
本
位
と
す
る
狭
義
の
花
街
が
成
立
し
た
。
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二
つ
の
花
街

　時
代
に
よ
っ
て
違
い
が
多
く
あ
る
花
街
だ
が
、
地
域
ご
と
に
よ
る
違
い
は
あ
る
の

か
。
本
章
で
は
全
国
各
地
に
あ
る
花
街
か
ら
東
と
西
を
代
表
し
て
東
京
と
京
都
に
絞

り
、
比
較
を
し
て
い
く
。

　ま
ず
現
在
も
残
っ
て
い
る
花
街
に
つ
い
て
だ
が
、
東
京
で
は
芳
町
、
新
橋
、
赤

坂
、
神
楽
坂
、
浅
草
、
向
島
、
八
王
子
、
円
山
町
、
大
井
・
大
森
、
京
都
で
は
祇
園

東
、
祇
園
甲
部
、
上
七
軒
、
宮
川
町
、
先
斗
町
の
五
つ
の
花
街
が
残
っ
て
い
る
。
ど
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2

ち
ら
の
地
域
も
舞
妓
は
人
数
増
加
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
芸
妓
に
関
し
て
は
減
少

し
つ
つ
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
舞
妓
は
芸
子
に
な
る
ま
で
の
修
行
期
間
の
こ
と
で
着

物
な
ど
の
装
飾
品
か
ら
、
住
む
と
こ
ろ
ま
で
す
べ
て
を
置
屋
の
お
母
さ
ん
が
面
倒
を

み
て
く
れ
る
が
、
芸
妓
に
な
っ
て
か
ら
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
自
分
で
み
て
自
立
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
豪
華
な
衣
装
な
ど
を
自
前
で
用
意
す
る
の
は
金
銭
的
に
も
難

し
く
、
舞
妓
の
み
で
引
退
し
て
し
ま
う
の
が
現
実
で
あ
る
。
ち
な
み
に
享
和
二
年

（
一
八
〇
二
）
に
滝
沢
馬
琴
が
『
羇
旅
漫
録
』
に
お
い
て
記
さ
れ
た
京
都
の
花
街
は

四
十
五
カ
所
の
地
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
参
考
に
、
明
田
鉄
男
は
『
日
本

花
街
史
（
1
）』
に
お
い
て

『
蜘
蛛
の
糸
巻
』
で
は
三
十
三
か
所
、『
寛
天
見
聞
記
』
で
も
三
十
三
か
所
、『
か

く
れ
さ
と
雑
考
』『
江
戸
の
岡
場
所
は
百
六
十
二
個
所
』
と
し
な
が
ら
も
、
地

名
を
挙
げ
て
い
る
の
は
五
十
八
か
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
数
え
方
に
も
よ
る
わ
け

で
、
一
地
区
を
さ
ら
に
細
分
す
れ
ば
数
倍
の
数
字
に
な
る
の
で
あ
る
。
結
局
江

戸
の
隠
売
女
地
区
は
最
大
五
十
八
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
江
戸
人
口

を
百
万
と
し
て
一
万
七
千
人
に
つ
き
一
遊
所
、
一
方
京
都
は
推
定
人
口
三
十
万

だ
か
ら
、
四
十
五
か
所
で
割
る
と
六
千
六
百
人
に
つ
き
一
遊
所

と
京
都
と
江
戸
の
遊
所
の
数
を
比
較
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
京
都
の
ほ
う
が
遊
所

は
多
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　東
京
と
京
都
の
花
街
を
比
較
し
て
ま
ず
目
に
つ
い
た
の
は
、名
称
の
違
い
で
あ
る
。

先
ほ
ど
説
明
し
た
「
舞
妓
」「
芸
妓
」
と
い
う
の
は
東
京
で
は
「
半
玉
」「
芸
者
」
と

呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
で
は
京
阪
の
「
傾
城
」
江
戸
の
「
女
郎
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
。

　次
に
遊
興
費
の
違
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
廓
ご
と
に
も
違
い
が
あ
り
優
れ

た
遊
女
が
多
い
島
原
は
高
く
、
下
級
の
遊
女
を
揃
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
安
い
。
江
戸

初
期
の
日
本
硬
貨
は
、
金
・
銀
・
銅
が
確
立
し
て
お
り
、
金
銀
の
間
の
交
換
率
は
公

式
に
金
一
両
が
銀
六
十
匁
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
時
代
に
よ
っ
て
流
通
の

相
場
が
変
動
し
て
い
た
。
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
も
異
な
り
だ
い
た
い
関
東
は
金
本

位
、
関
西
は
銀
本
位
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
関
東
に
銀
産
地
が
多
く
あ
っ
た
こ
と

と
戦
国
の
有
力
武
将
が
軍
資
金
と
し
て
多
く
金
を
貯
え
、
そ
の
武
将
の
末
で
あ
る
将

軍
家
が
金
の
方
に
親
近
感
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
関
西
に
多
か
っ
た
大
商
人

が
銀
本
位
の
国
で
あ
る
中
国
と
貿
易
を
す
る
必
要
上
、
銀
資
本
を
保
有
し
て
い
た
こ

と
な
ど
が
理
由
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
関
東
関
西
と
も
に
身
分
・
職
種
に
よ
っ
て
金

本
位
で
あ
る
か
銀
本
位
で
あ
る
か
の
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
例

え
ば
、
幕
府
の
給
与
す
る
手
当
・
賞
与
の
類
で
大
名
や
お
目
見
以
上
の
旗
本
は
金
、

お
目
見
以
下
は
銀
、
百
姓
町
人
に
は
銭
（
銅
貨
）
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
が
江
戸
町

人
に
も
伝
わ
り
、
職
人
の
工
賃
は
銀
、
日
雇
い
稼
ぎ
の
日
当
は
銭
、
商
品
の
値
段
も

薬
類
や
砂
糖
は
銀
、
農
産
品
は
銭
だ
っ
た
。
遊
興
代
は
、
下
級
娼
妓
の
い
る
小
店
は

銭
店
と
い
い
銅
貨
制
、
上
級
の
店
は
銀
店
と
い
っ
て
銀
貨
制
、
そ
の
中
間
は
両
方
を

扱
う
の
で
銀
銭
店
と
称
し
て
い
た
。
京
都
で
は
記
録
が
残
っ
て
い
る
十
カ
所
の
場
所

を
み
て
み
る
と
、
銀
貨
制
が
六
カ
所
、
銅
貨
制
が
四
カ
所
、
金
貨
制
は
高
級
遊
女
の

み
に
使
わ
れ
て
い
る
。
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遊
女
の
歴
史
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1

　
遊
女
の
起
源

　遊
女
の
起
源
に
つ
い
て
は
、い
く
つ
か
の
説
が
あ
り
明
確
に
は
分
か
っ
て
い
な
い
。

民
俗
学
者
の
柳
田
国
男
は
「
遊
女
は
本
来
巫
女
で
あ
っ
た
」
と
す
る
「
巫
娼
」
説
を

主
張
し
、
そ
れ
に
反
対
し
た
法
学
者
の
滝
川
政
次
郎
は
「
遊
女
の
元
祖
は
半
島
か
ら

渡
来
し
た
朝
鮮
の
漂
泊
民
白
丁
族
で
あ
る
」
説
を
主
張
し
て
い
る
。
で
は
遊
女
と
い

う
の
が
明
確
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
な
の
か
。
様
々
な
名
称
で

呼
ば
れ
歴
史
書
や
和
歌
文
学
に
お
い
て
多
く
登
場
す
る
中
で
史
上
最
初
に
遊
女
が
出

て
く
る
の
は
日
本
最
古
の
和
歌
集
万
葉
集
で
あ
る
。
天
平
二
年
（730

）
の
二
月
、

大
宰
帥
大
伴
旅
人
が
筑
紫
か
ら
京
へ
帰
る
と
き
に
水
城
の
郷
で
出
会
っ
た
兒
島
と
い

う
遊
行
女
婦
（
さ
ぶ
る
こ
）
が
別
れ
を
惜
し
ん
で
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
以
下
、『
万

葉
集
』
巻
六
よ
り
、

　

965

　凡
な
ら
ば
、か
も
か
く
も
せ
む
を
畏
み
と
、振
り
た
き
袖
を
忍
び
た
る
か
も

と
い
う
遊
行
女
婦
が
詠
ん
だ
歌
に
対
し
、

　

967

　大
和
路
の
吉
備
の
兒
島
を
過
ぎ
て
行
か
ば
、筑
紫
の
兒
島
思
ほ
え
む
か
も
（
2
）

と
旅
人
が
返
歌
し
て
い
る
。

3
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　遊
行
女
婦
と
は
、
宴
席
に
招
か
れ
て
歌
舞
を
披
露
す
る
女
性
の
と
こ
で
、
遊
行
に

は
住
所
不
定
の
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
他
に
も
万
葉
集
に
は
い
く
つ
か
の
遊
女

が
詠
ん
だ
和
歌
が
残
っ
て
い
る
が
女
流
歌
人
と
し
て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
遊
行
女
婦

の
こ
と
を
ウ
カ
レ
メ
、
ア
ソ
ビ
、
ヤ
ホ
チ
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、

実
質
的
に
は
全
て
遊
女
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　花
街
の
歴
史
を
大
き
く
分
け
る
な
ら
ば
散
娼
時
代
と
遊
郭
時
代
に
分
け
る
の
が
一

番
分
か
り
や
す
い
が
、も
う
少
し
細
か
く
時
代
区
分
を
し
た
い
。そ
の
た
め
、先
程「
遊

女
の
元
祖
は
半
島
か
ら
渡
来
し
た
朝
鮮
の
漂
泊
民
白
丁
族
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
滝

川
政
次
郎
が
八
つ
の
時
代
に
区
分
し
て
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
も
そ
の
時
代

区
分
に
合
わ
せ
て
遊
女
の
歴
史
に
つ
い
て
探
っ
て
い
く
。

（
一
）
帰
化
人
優
倡
時
代

　文
献
で
初
め
て
遊
女
と
い
う
も
の
が
現
れ
る
の
は
奈
良
時
代
で
あ
る
が
、
沈
黙
売

買
や
物
々
交
換
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
に
財
物
を
も
っ
て
女
の
貞
操
を
買
う
と
い
う

行
為
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
の
時
代
に
遊
女
が
出
現
し
た
事
を
滝
川
氏

は
否
定
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宴
席
に
興
を
添
え
る
侍
女
に
値
す
る
よ
う
な
も
の

は
存
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
が
、遊
女
と
い
う
の
は
不
特
定
多
数
人
の
招
き
に
応
じ
て
、

そ
の
宴
席
に
興
を
添
え
進
ん
で
そ
の
枕
席
に
も
侍
し
て
そ
の
報
酬
に
よ
っ
て
生
計
を

営
む
者
で
あ
り
、
こ
の
時
代
に
そ
れ
を
行
う
遊
女
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
滝
川
氏
は
奈
良
時
代
の
遊
女
の
前
身
は
、
職
業
と
し
て
の
遊
女
の
社
会
が
成

り
立
っ
て
い
た
漢
や
朝
鮮
に
お
け
る
朝
鮮
人
お
よ
び
半
島
に
住
む
漢
人
か
ら
渡
来
し

た
も
の
と
主
張
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
渡
来
し
た
応
神
・
仁
徳
時
代
以

前
に
遊
女
の
歴
史
は
誕
生
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
ニ
）
遊
行
女
婦
時
代

　大
化
の
改
新
よ
り
平
安
奠
都
に
至
る
期
間
に
至
る
。
先
述
し
た
万
葉
集
に
遊
行
女

婦
と
い
う
名
称
で
遊
女
が
出
て
き
た
頃
で
、
遊
女
の
生
態
や
そ
の
分
布
が
よ
く
書
か

れ
る
よ
う
に
な
り
日
本
の
遊
女
史
も
こ
の
時
代
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
る
。

（
三
）
遊
女
傀
儡
子
時
代

　平
安
初
期
か
ら
院
政
時
代
あ
た
り
の
期
間
に
至
る
。
こ
の
時
代
の
末
に
は
「
遊
女

記
」、「
傀
儡
子
記
」
な
る
二
つ
の
文
献
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
時

代
に
は
宇
多
天
皇
が
鳥
飼
の
院
に
江
口
の
遊
女
を
招
い
た
り
、
後
三
条
院
が
住
吉
詣

の
途
中
で
御
幸
の
船
に
寄
り
集
ま
っ
て
き
た
遊
女
に
纏
頭
を
与
え
る
よ
う
に
な
り
、

か
つ
て
は
貴
紳
の
宴
席
に
呼
ば
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
遊
女
が
、
そ
の
芸
能
を
認
め
ら

れ
社
会
的
地
位
を
上
昇
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
四
）
白
拍
子
宿
々
の
遊
君
時
代

　鎌
倉
開
府
以
後
、
南
北
朝
初
期
に
至
る
。
平
安
初
期
に
あ
ら
わ
れ
た
白
拍
子
と
い

う
舞
女
が
、
鎌
倉
時
代
に
は
「
白
拍
子
な
る
男
装
の
麗
人
」
と
称
さ
れ
て
貴
神
の
宴

席
枕
席
に
侍
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
鎌
倉
に
幕
府
が
開
か
れ
海
道
筋
に
あ
る
宿

屋
が
栄
え
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
多
く
の
宿
屋
へ
と
転
出
し
て
い
き
宿
々
の
遊
君
と

な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
代
で
は
、
源
頼
朝
に
よ
っ
て
「
遊
君
別
当
」
と
い
う
遊
女

を
統
制
す
る
も
の
が
お
か
れ
、
こ
れ
は
後
に
遊
女
を
取
り
締
ま
る
公
娼
制
度
に
お
い

て
初
め
て
の
取
り
締
ま
り
で
あ
っ
た
。

（
五
）
傾
城
巫
娼
時
代

　南
北
朝
の
末
期
か
ら
室
町
の
終
わ
り
ま
で
に
至
る
。
こ
の
時
代
は
土
一
揆
な
ど
の

大
乱
に
よ
り
、
社
会
の
秩
序
が
破
壊
、
寺
社
権
門
も
没
落
し
、
寺
社
に
奉
仕
し
て
い

た
尼
僧
や
巫
女
は
給
与
を
失
い
「
歩
き
巫
女
」、「
県
巫
女
」、「
イ
タ
カ
」
等
の
巫
娼

と
な
り
、
宿
々
の
遊
君
た
ち
も
「
キ
ミ
」、「
傾
城
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
六
）
遊
郭
全
盛
期
時
代

　豊
臣
秀
吉
が
京
都
に
公
認
の
遊
郭
を
設
置
し
て
か
ら
、
徳
川
中
期
の
享
保
元
文
の

頃
に
至
る
。
室
町
時
代
に
は
京
都
に
朝
廷
と
幕
府
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
京
都
と
町

の
中
に
娼
家
が
で
き
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
娼
家
は
正
平
二
年
に
火
事
に
よ
っ
て
焼

け
野
原
と
な
る
。
そ
こ
に
天
正
十
七
年
（1589

年
）、
原
三
郎
左
衛
門
が
豊
臣
秀
吉

の
許
可
を
得
て
、
西
洞
院
に
あ
っ
た
遊
女
町
を
柳
ノ
馬
場
に
移
し
て
遊
里
を
開
く
。

こ
の
場
所
は
後
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
慶
長
七
年
に
は
元
の
西
洞
院
に
引
き

戻
さ
れ
て
い
る
。
秋
里
籬
島
の
『
都
名
所
図
会
』
に
は

慶
長
七
年
に
六
条
に
う
つ
さ
れ
、
今
の
室
町
新
町
、
西
洞
院
の
南
に
て
、
方
弐

町
の
廓
な
り
。
中
に
小
路
三
通
あ
り
し
に
よ
り
、
三
筋
町
と
号
す
。
六
条
通
西

洞
院
川
に
か
く
る
石
橋
は
、
傾
城
町
の
入
口
に
し
て
、
此
時
か
け
初
め
し
な
り
。

今
に
あ
り
、
又
室
町
五
条
の
南
西
醞
屋
の
居
宅
異
風
な
り
。
此
時
の
忘
八
に
し

て
、
今
に
存
せ
り

と
あ
り
西
洞
院
と
い
う
の
は
、
六
条
三
筋
町
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
六
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2

ち
ら
の
地
域
も
舞
妓
は
人
数
増
加
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
芸
妓
に
関
し
て
は
減
少

し
つ
つ
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
舞
妓
は
芸
子
に
な
る
ま
で
の
修
行
期
間
の
こ
と
で
着

物
な
ど
の
装
飾
品
か
ら
、
住
む
と
こ
ろ
ま
で
す
べ
て
を
置
屋
の
お
母
さ
ん
が
面
倒
を

み
て
く
れ
る
が
、
芸
妓
に
な
っ
て
か
ら
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
自
分
で
み
て
自
立
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
豪
華
な
衣
装
な
ど
を
自
前
で
用
意
す
る
の
は
金
銭
的
に
も
難

し
く
、
舞
妓
の
み
で
引
退
し
て
し
ま
う
の
が
現
実
で
あ
る
。
ち
な
み
に
享
和
二
年

（
一
八
〇
二
）
に
滝
沢
馬
琴
が
『
羇
旅
漫
録
』
に
お
い
て
記
さ
れ
た
京
都
の
花
街
は

四
十
五
カ
所
の
地
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
参
考
に
、
明
田
鉄
男
は
『
日
本

花
街
史
（
1
）』
に
お
い
て

『
蜘
蛛
の
糸
巻
』
で
は
三
十
三
か
所
、『
寛
天
見
聞
記
』
で
も
三
十
三
か
所
、『
か

く
れ
さ
と
雑
考
』『
江
戸
の
岡
場
所
は
百
六
十
二
個
所
』
と
し
な
が
ら
も
、
地

名
を
挙
げ
て
い
る
の
は
五
十
八
か
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
数
え
方
に
も
よ
る
わ
け

で
、
一
地
区
を
さ
ら
に
細
分
す
れ
ば
数
倍
の
数
字
に
な
る
の
で
あ
る
。
結
局
江

戸
の
隠
売
女
地
区
は
最
大
五
十
八
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
江
戸
人
口

を
百
万
と
し
て
一
万
七
千
人
に
つ
き
一
遊
所
、
一
方
京
都
は
推
定
人
口
三
十
万

だ
か
ら
、
四
十
五
か
所
で
割
る
と
六
千
六
百
人
に
つ
き
一
遊
所

と
京
都
と
江
戸
の
遊
所
の
数
を
比
較
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
京
都
の
ほ
う
が
遊
所

は
多
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　東
京
と
京
都
の
花
街
を
比
較
し
て
ま
ず
目
に
つ
い
た
の
は
、名
称
の
違
い
で
あ
る
。

先
ほ
ど
説
明
し
た
「
舞
妓
」「
芸
妓
」
と
い
う
の
は
東
京
で
は
「
半
玉
」「
芸
者
」
と

呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
で
は
京
阪
の
「
傾
城
」
江
戸
の
「
女
郎
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
。

　次
に
遊
興
費
の
違
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
廓
ご
と
に
も
違
い
が
あ
り
優
れ

た
遊
女
が
多
い
島
原
は
高
く
、
下
級
の
遊
女
を
揃
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
安
い
。
江
戸

初
期
の
日
本
硬
貨
は
、
金
・
銀
・
銅
が
確
立
し
て
お
り
、
金
銀
の
間
の
交
換
率
は
公

式
に
金
一
両
が
銀
六
十
匁
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
時
代
に
よ
っ
て
流
通
の

相
場
が
変
動
し
て
い
た
。
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
も
異
な
り
だ
い
た
い
関
東
は
金
本

位
、
関
西
は
銀
本
位
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
関
東
に
銀
産
地
が
多
く
あ
っ
た
こ
と

と
戦
国
の
有
力
武
将
が
軍
資
金
と
し
て
多
く
金
を
貯
え
、
そ
の
武
将
の
末
で
あ
る
将

軍
家
が
金
の
方
に
親
近
感
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
関
西
に
多
か
っ
た
大
商
人

が
銀
本
位
の
国
で
あ
る
中
国
と
貿
易
を
す
る
必
要
上
、
銀
資
本
を
保
有
し
て
い
た
こ

と
な
ど
が
理
由
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
関
東
関
西
と
も
に
身
分
・
職
種
に
よ
っ
て
金

本
位
で
あ
る
か
銀
本
位
で
あ
る
か
の
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
例

え
ば
、
幕
府
の
給
与
す
る
手
当
・
賞
与
の
類
で
大
名
や
お
目
見
以
上
の
旗
本
は
金
、

お
目
見
以
下
は
銀
、
百
姓
町
人
に
は
銭
（
銅
貨
）
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
が
江
戸
町

人
に
も
伝
わ
り
、
職
人
の
工
賃
は
銀
、
日
雇
い
稼
ぎ
の
日
当
は
銭
、
商
品
の
値
段
も

薬
類
や
砂
糖
は
銀
、
農
産
品
は
銭
だ
っ
た
。
遊
興
代
は
、
下
級
娼
妓
の
い
る
小
店
は

銭
店
と
い
い
銅
貨
制
、
上
級
の
店
は
銀
店
と
い
っ
て
銀
貨
制
、
そ
の
中
間
は
両
方
を

扱
う
の
で
銀
銭
店
と
称
し
て
い
た
。
京
都
で
は
記
録
が
残
っ
て
い
る
十
カ
所
の
場
所

を
み
て
み
る
と
、
銀
貨
制
が
六
カ
所
、
銅
貨
制
が
四
カ
所
、
金
貨
制
は
高
級
遊
女
の

み
に
使
わ
れ
て
い
る
。

第
2
章

　
遊
女
の
歴
史

2—

1

　
遊
女
の
起
源

　遊
女
の
起
源
に
つ
い
て
は
、い
く
つ
か
の
説
が
あ
り
明
確
に
は
分
か
っ
て
い
な
い
。

民
俗
学
者
の
柳
田
国
男
は
「
遊
女
は
本
来
巫
女
で
あ
っ
た
」
と
す
る
「
巫
娼
」
説
を

主
張
し
、
そ
れ
に
反
対
し
た
法
学
者
の
滝
川
政
次
郎
は
「
遊
女
の
元
祖
は
半
島
か
ら

渡
来
し
た
朝
鮮
の
漂
泊
民
白
丁
族
で
あ
る
」
説
を
主
張
し
て
い
る
。
で
は
遊
女
と
い

う
の
が
明
確
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
な
の
か
。
様
々
な
名
称
で

呼
ば
れ
歴
史
書
や
和
歌
文
学
に
お
い
て
多
く
登
場
す
る
中
で
史
上
最
初
に
遊
女
が
出

て
く
る
の
は
日
本
最
古
の
和
歌
集
万
葉
集
で
あ
る
。
天
平
二
年
（730

）
の
二
月
、

大
宰
帥
大
伴
旅
人
が
筑
紫
か
ら
京
へ
帰
る
と
き
に
水
城
の
郷
で
出
会
っ
た
兒
島
と
い

う
遊
行
女
婦
（
さ
ぶ
る
こ
）
が
別
れ
を
惜
し
ん
で
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
以
下
、『
万

葉
集
』
巻
六
よ
り
、

　

965

　凡
な
ら
ば
、か
も
か
く
も
せ
む
を
畏
み
と
、振
り
た
き
袖
を
忍
び
た
る
か
も

と
い
う
遊
行
女
婦
が
詠
ん
だ
歌
に
対
し
、

　

967

　大
和
路
の
吉
備
の
兒
島
を
過
ぎ
て
行
か
ば
、筑
紫
の
兒
島
思
ほ
え
む
か
も
（
2
）

と
旅
人
が
返
歌
し
て
い
る
。

3

花街を生きた女性

　遊
行
女
婦
と
は
、
宴
席
に
招
か
れ
て
歌
舞
を
披
露
す
る
女
性
の
と
こ
で
、
遊
行
に

は
住
所
不
定
の
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
他
に
も
万
葉
集
に
は
い
く
つ
か
の
遊
女

が
詠
ん
だ
和
歌
が
残
っ
て
い
る
が
女
流
歌
人
と
し
て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
遊
行
女
婦

の
こ
と
を
ウ
カ
レ
メ
、
ア
ソ
ビ
、
ヤ
ホ
チ
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、

実
質
的
に
は
全
て
遊
女
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　花
街
の
歴
史
を
大
き
く
分
け
る
な
ら
ば
散
娼
時
代
と
遊
郭
時
代
に
分
け
る
の
が
一

番
分
か
り
や
す
い
が
、も
う
少
し
細
か
く
時
代
区
分
を
し
た
い
。そ
の
た
め
、先
程「
遊

女
の
元
祖
は
半
島
か
ら
渡
来
し
た
朝
鮮
の
漂
泊
民
白
丁
族
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
滝

川
政
次
郎
が
八
つ
の
時
代
に
区
分
し
て
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
も
そ
の
時
代

区
分
に
合
わ
せ
て
遊
女
の
歴
史
に
つ
い
て
探
っ
て
い
く
。

（
一
）
帰
化
人
優
倡
時
代

　文
献
で
初
め
て
遊
女
と
い
う
も
の
が
現
れ
る
の
は
奈
良
時
代
で
あ
る
が
、
沈
黙
売

買
や
物
々
交
換
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
に
財
物
を
も
っ
て
女
の
貞
操
を
買
う
と
い
う

行
為
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
の
時
代
に
遊
女
が
出
現
し
た
事
を
滝
川
氏

は
否
定
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宴
席
に
興
を
添
え
る
侍
女
に
値
す
る
よ
う
な
も
の

は
存
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
が
、遊
女
と
い
う
の
は
不
特
定
多
数
人
の
招
き
に
応
じ
て
、

そ
の
宴
席
に
興
を
添
え
進
ん
で
そ
の
枕
席
に
も
侍
し
て
そ
の
報
酬
に
よ
っ
て
生
計
を

営
む
者
で
あ
り
、
こ
の
時
代
に
そ
れ
を
行
う
遊
女
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
滝
川
氏
は
奈
良
時
代
の
遊
女
の
前
身
は
、
職
業
と
し
て
の
遊
女
の
社
会
が
成

り
立
っ
て
い
た
漢
や
朝
鮮
に
お
け
る
朝
鮮
人
お
よ
び
半
島
に
住
む
漢
人
か
ら
渡
来
し

た
も
の
と
主
張
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
渡
来
し
た
応
神
・
仁
徳
時
代
以

前
に
遊
女
の
歴
史
は
誕
生
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
ニ
）
遊
行
女
婦
時
代

　大
化
の
改
新
よ
り
平
安
奠
都
に
至
る
期
間
に
至
る
。
先
述
し
た
万
葉
集
に
遊
行
女

婦
と
い
う
名
称
で
遊
女
が
出
て
き
た
頃
で
、
遊
女
の
生
態
や
そ
の
分
布
が
よ
く
書
か

れ
る
よ
う
に
な
り
日
本
の
遊
女
史
も
こ
の
時
代
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
る
。

（
三
）
遊
女
傀
儡
子
時
代

　平
安
初
期
か
ら
院
政
時
代
あ
た
り
の
期
間
に
至
る
。
こ
の
時
代
の
末
に
は
「
遊
女

記
」、「
傀
儡
子
記
」
な
る
二
つ
の
文
献
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
時

代
に
は
宇
多
天
皇
が
鳥
飼
の
院
に
江
口
の
遊
女
を
招
い
た
り
、
後
三
条
院
が
住
吉
詣

の
途
中
で
御
幸
の
船
に
寄
り
集
ま
っ
て
き
た
遊
女
に
纏
頭
を
与
え
る
よ
う
に
な
り
、

か
つ
て
は
貴
紳
の
宴
席
に
呼
ば
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
遊
女
が
、
そ
の
芸
能
を
認
め
ら

れ
社
会
的
地
位
を
上
昇
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
四
）
白
拍
子
宿
々
の
遊
君
時
代

　鎌
倉
開
府
以
後
、
南
北
朝
初
期
に
至
る
。
平
安
初
期
に
あ
ら
わ
れ
た
白
拍
子
と
い

う
舞
女
が
、
鎌
倉
時
代
に
は
「
白
拍
子
な
る
男
装
の
麗
人
」
と
称
さ
れ
て
貴
神
の
宴

席
枕
席
に
侍
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
鎌
倉
に
幕
府
が
開
か
れ
海
道
筋
に
あ
る
宿

屋
が
栄
え
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
多
く
の
宿
屋
へ
と
転
出
し
て
い
き
宿
々
の
遊
君
と

な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
代
で
は
、
源
頼
朝
に
よ
っ
て
「
遊
君
別
当
」
と
い
う
遊
女

を
統
制
す
る
も
の
が
お
か
れ
、
こ
れ
は
後
に
遊
女
を
取
り
締
ま
る
公
娼
制
度
に
お
い

て
初
め
て
の
取
り
締
ま
り
で
あ
っ
た
。

（
五
）
傾
城
巫
娼
時
代

　南
北
朝
の
末
期
か
ら
室
町
の
終
わ
り
ま
で
に
至
る
。
こ
の
時
代
は
土
一
揆
な
ど
の

大
乱
に
よ
り
、
社
会
の
秩
序
が
破
壊
、
寺
社
権
門
も
没
落
し
、
寺
社
に
奉
仕
し
て
い

た
尼
僧
や
巫
女
は
給
与
を
失
い
「
歩
き
巫
女
」、「
県
巫
女
」、「
イ
タ
カ
」
等
の
巫
娼

と
な
り
、
宿
々
の
遊
君
た
ち
も
「
キ
ミ
」、「
傾
城
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
六
）
遊
郭
全
盛
期
時
代

　豊
臣
秀
吉
が
京
都
に
公
認
の
遊
郭
を
設
置
し
て
か
ら
、
徳
川
中
期
の
享
保
元
文
の

頃
に
至
る
。
室
町
時
代
に
は
京
都
に
朝
廷
と
幕
府
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
京
都
と
町

の
中
に
娼
家
が
で
き
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
娼
家
は
正
平
二
年
に
火
事
に
よ
っ
て
焼

け
野
原
と
な
る
。
そ
こ
に
天
正
十
七
年
（1589

年
）、
原
三
郎
左
衛
門
が
豊
臣
秀
吉

の
許
可
を
得
て
、
西
洞
院
に
あ
っ
た
遊
女
町
を
柳
ノ
馬
場
に
移
し
て
遊
里
を
開
く
。

こ
の
場
所
は
後
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
慶
長
七
年
に
は
元
の
西
洞
院
に
引
き

戻
さ
れ
て
い
る
。
秋
里
籬
島
の
『
都
名
所
図
会
』
に
は

慶
長
七
年
に
六
条
に
う
つ
さ
れ
、
今
の
室
町
新
町
、
西
洞
院
の
南
に
て
、
方
弐

町
の
廓
な
り
。
中
に
小
路
三
通
あ
り
し
に
よ
り
、
三
筋
町
と
号
す
。
六
条
通
西

洞
院
川
に
か
く
る
石
橋
は
、
傾
城
町
の
入
口
に
し
て
、
此
時
か
け
初
め
し
な
り
。

今
に
あ
り
、
又
室
町
五
条
の
南
西
醞
屋
の
居
宅
異
風
な
り
。
此
時
の
忘
八
に
し

て
、
今
に
存
せ
り

と
あ
り
西
洞
院
と
い
う
の
は
、
六
条
三
筋
町
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
六

206

（48）（49）
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条
三
筋
町
の
遊
里
は
後
の
島
原
と
な
る
。
こ
の
柳
ノ
馬
場
の
傾
城
屋
が
、
洛
中
の
傾

城
営
業
を
独
占
す
る
権
利
が
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
娼
家
が
一
廓
に
集
中

し
遊
女
が
そ
こ
に
住
ん
で
売
色
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
遊
廓
が
初
め
て
設
置
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
は
こ
の
時
代
に
お
い
て
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　ま
た
こ
の
時
代
で
は
、
室
町
時
代
に
渡
来
し
た
南
蛮
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

性
病
が
遊
里
に
拡
が
り
、
多
く
の
遊
女
た
ち
が
そ
の
保
菌
者
と
な
っ
た
。
こ
の
性
病

に
関
し
て
は
、
明
治
以
後
ま
で
な
ん
の
対
策
が
と
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
江
戸
時
代

に
お
い
て
こ
の
病
気
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
遊
女
た
ち
は
多
く
い
た
。

（
七
）
遊
郭
衰
微
時
代

　享
保
か
ら
幕
末
維
新
ま
で
に
至
る
。
こ
の
時
代
は
、
遊
郭
よ
り
岡
場
所
と
い
う
政

府
の
許
可
を
得
て
営
業
し
て
い
た
吉
原
以
外
の
非
公
認
の
娼
家
が
集
ま
っ
た
遊
郭
が

栄
え
て
い
た
。
し
か
し
、
吉
原
は
政
府
か
ら
許
可
を
得
て
正
式
に
営
業
し
て
い
る
と

い
う
特
権
を
い
い
事
に
理
不
尽
な
金
を
客
か
ら
徴
収
し
た
り
、
格
式
高
い
こ
と
を
誇

り
に
思
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
面
白
い
く
だ
け
た
遊
び
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
町
人
か

ら
は
見
放
さ
れ
て
い
き
、
日
に
日
に
衰
微
し
て
い
っ
た
。
一
方
で
岡
場
所
は
町
芸
者

が
誕
生
す
る
な
ど
し
て
ど
ん
ど
ん
と
繁
栄
し
て
い
き
、
吉
原
の
人
気
を
遥
か
に
超
え

る
こ
と
と
な
る
。
寛
文
年
中
、
こ
れ
に
嫉
妬
し
た
吉
原
の
請
願
に
よ
り
、
政
府
か
ら

私
娼
（
隠
売
女
と
も
い
う
、
吉
原
以
外
の
場
所
で
売
春
行
為
を
す
る
女
の
こ
と
）
の

禁
令
を
出
し
、
更
に
寛
文
十
年
七
月
に
は
江
戸
の
町
に
お
い
て
私
娼
を
抱
え
置
く
者

に
対
し
て
厳
重
な
掟
を
定
め
た
。
こ
の
問
題
は
江
戸
だ
け
で
な
く
、
京
都
で
も
同
じ

よ
う
に
起
き
て
お
り
、
公
許
の
遊
郭
で
あ
る
島
原
は
寂
れ
て
い
き
、
岡
場
所
が
繁
栄
、

祇
園
で
は
美
容
と
芸
能
を
も
つ
芸
妓
が
京
洛
の
花
と
し
て
人
気
と
な
っ
た
。
し
か
し

こ
の
京
都
の
岡
場
所
も
、
江
戸
に
同
じ
く
取
り
締
ま
り
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
時
、
宮
川
筋
・
二
条
新
地
・
内
野
新
地
・
北
野
七
軒
・
五
条
橋
下
・
七
条
新
地

そ
の
他
の
岡
場
所
か
ら
計
千
百
四
十
七
人
の
芸
妓
売
女
を
捕
え
た
。
こ
の
女
達
は
島

原
に
預
け
ら
れ
て
い
た
が
、
人
の
多
さ
か
ら
島
原
だ
け
で
は
抱
え
き
れ
ず
、
祇
園
町
・

祇
園
新
地
・
二
条
新
地
・
七
条
新
地
・
北
野
新
地
の
年
寄
に
、
五
か
年
の
み
、
各
新

地
に
売
女
株
二
十
軒
を
差
し
許
し
、
一
軒
に
十
五
人
抱
え
置
く
こ
と
を
免
許
す
る
か

わ
り
に
、
傾
城
町
へ
遣
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
女
た
ち
を
、
島
原
の
傾
城
城
と
相

対
の
上
、
賃
借
料
を
支
払
っ
て
借
り
受
け
て
営
業
す
る
よ
う
に
命
令
し
た
。

　こ
の
時
代
で
は
、
江
戸
の
新
橋
に
お
い
て
船
宿
で
酒
を
楽
し
む
客
の
相
手
を
す
る

新
橋
の
芸
者
が
新
し
く
現
れ
る
。
芸
者
は
踊
子
や
町
芸
者
が
起
源
と
さ
れ
て
お
り
、

芸
達
者
な
素
人
娘
も
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
新
鮮
み
が
あ
り
、
人
気
を
博
し
て
い

た
。
こ
の
時
代
で
は
、
芸
者
は
身
を
売
ら
ず
、
新
吉
原
に
お
い
て
は
花
魁
の
取
り
巻

き
で
あ
っ
た
芸
者
の
ほ
う
が
人
気
が
高
く
、
寛
政
七
年
に
新
吉
原
の
傾
城
屋
た
ち
が

作
っ
た
新
吉
原
町
定
書
に
は
、
芸
者
の
売
色
を
予
防
す
る
た
め
に
、
芸
者
は
必
ず
二

人
一
組
で
相
手
の
売
色
を
監
視
す
る
制
を
定
め
て
い
た
。
し
か
し
新
橋
の
芸
者
に
お

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
監
視
は
な
く
、
自
由
に
朗
ら
か
で
あ
っ
た
た
め
、
時
代
の
脚

光
を
浴
び
花
柳
界
に
お
い
て
ト
ッ
プ
へ
と
登
り
つ
め
た
。

（
八
）
芸
娼
妓
時
代

　明
治
元
年
よ
り
昭
和
三
十
四
年
の
売
春
禁
止
法
施
行
に
至
る
ま
で
の
時
代
に
あ
た

る
。
明
治
五
年
、
外
国
か
ら
日
本
の
遊
女
に
お
け
る
奴
隷
売
買
に
お
い
て
疑
問
の
声

が
あ
が
り
、
同
年
十
月
に
娼
妓
解
放
令
に
お
い
て
人
身
売
買
を
禁
止
す
る
大
号
令
を

出
す
。
し
か
し
、
何
百
年
と
続
い
た
遊
郭
の
制
度
に
お
い
て
こ
の
一
つ
の
法
令
で
簡

単
に
取
り
締
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

『
京
都
先
斗
町
遊
廓
記
録
（
3
）』
に
よ
る
と
、

十
二
月
二
日
附
を
以
て
芸
娼
妓
解
放
令
を
布
れ
て
、
人
身
売
買
の
悪
弊
を
禁
じ

独
立
自
由
の
様
を
与
へ
ら
れ
又
も
や
大
恐
慌
を
来
し
た
り
。
芸
娼
妓
に
し
て
情

夫
を
有
す
る
も
の
惑
ひ
は
苛
酷
な
る
抱
主
を
し
て
呵
責
を
受
く
る
も
の
は
籠
の

鳥
を
放
ち
空
を
馳
る
幸
運
時
に
遭
遇
し
た
る
に
、
幸
ひ
な
る
か
な
。
全
国
相
通

じ
て
実
行
せ
し
も
の
甚
だ
稀
な
り
。
偶
々
恩
露
に
浴
し
て
親
許
へ
帰
る
も
、
其

親
大
率
困
窮
者
な
れ
ば
、
口
数
殖
え
て
徒
づ
ら
に
餓
死
す
る
他
な
け
れ
ば
、
开

を
口
実
の
下
に
歎
訴
せ
し
に
、
大
参
事
槇
村
氏
は
府
政
革
新
の
要
路
に
当
た
り

釐
正
す
る
所
大
方
な
ら
ざ
り
し
も
、
氏
は
花
柳
の
大
通
妊
娠
と
て
、
酸
も
甘
も

噛
み
わ
け
、
能
く
其
の
哀
訴
を
入
れ
て
、
之
れ
が
名
称
を
改
め
月
税
を
賊
課
す

る
こ
と
ゝ
な
り
、
貸
座
敷
三
両
、
娼
妓
二
両
、
芸
妓
一
両
と
す

と
あ
り
、
娼
妓
解
放
令
が
出
さ
れ
た
あ
と
困
窮
の
実
家
へ
帰
り
邪
魔
者
扱
い
さ
れ
る

女
や
長
年
の
廓
づ
と
め
に
よ
り
男
な
し
で
は
生
き
て
い
け
な
い
よ
う
に
な
っ
た
女
が

多
く
、「
自
分
の
意
志
で
」
廓
に
帰
る
女
た
ち
が
続
出
し
て
い
き
、
槇
村
正
直
参
事

に
よ
っ
て
本
人
た
ち
が
希
望
す
る
の
な
ら
芸
者
娼
妓
を
続
け
て
も
良
い
と
い
う
こ
と

5

花街を生きた女性

と
な
り
、
貸
座
敷
渡
世
規
則
に
よ
っ
て
、
貸
座
敷
・
娼
妓
・
芸
妓
の
営
業
が
合
法
化

さ
れ
た
。
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遊
女
と
芸
妓

　こ
こ
ま
で
、
花
街
を
生
き
た
女
性
た
ち
の
起
源
を
ふ
り
か
え
っ
て
き
た
が
、
遊
女

か
ら
派
生
し
た
芸
妓
（
京
都
で
は
芸
妓
、
東
京
で
は
芸
者
と
い
う
）
と
遊
女
の
違
い

に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
遊
女
と
い
う
の
は
、
時
代
や
場
所
に
よ
り
い
く
つ
も

の
名
称
が
あ
り
、
う
か
れ
め
・
あ
そ
び
め
・
湯
女
・
桂
女
・
茶
屋
女
な
ど
実
に
様
々

で
あ
る
。
こ
う
見
る
と
、
芸
妓
も
遊
女
の
名
称
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
そ
う
な
と
こ

ろ
だ
が
こ
れ
は
全
く
の
別
物
で
、
遊
女
は
「
身
を
売
る
」
が
芸
妓
は
「
身
を
売
ら
な

い
」、
名
の
漢
字
通
り
「
芸
を
売
る
」
女
性
の
こ
と
を
言
う
。

　遊
女
に
関
し
て
は
前
章
で
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
も
う
少
し
詳
し
く
遊
女
の
実
態

に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
遊
女
に
は
そ
の
格
に
よ
っ
て
等
級
が
あ
り
、
天
正

十
七
年
（1589

年
）
豊
臣
秀
吉
が
京
都
に
公
認
の
遊
郭
を
設
置
し
た
頃
は
太
夫
と

端
女
郎
の
二
階
層
で
あ
っ
た
。
太
夫
は
、
京
都
か
ら
う
ま
れ
た
も
の
で
芸
の
上
の
名

称
の
こ
と
を
さ
す
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
二
つ
だ
っ
た
職
階
が
、
京
都
島
原
で
は
上

か
ら「
太
夫
」、「
天
神
」、「
囲
」、「
端
女
郎
」の
順
に
職
階
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
ラ
ン
ク
制
が
設
け
ら
れ
た
理
由
を
明
田
鉄
男
は
「
日
本
花
街
史
（
4
）」

に
お
い
て

こ
う
し
た
ラ
ン
ク
制
を
設
け
た
理
由
は
、
①
遊
女
は
商
品
で
あ
る
か
ら
、
な
い

よ
う
充
実
し
て
お
け
れ
ば
需
要
多
く
、
従
っ
て
代
価
高
く
、
内
容
貧
弱
な
ら
安

値
と
な
る
。
は
じ
め
か
ら
内
容
と
代
価
を
明
示
す
る
方
が
売
買
と
も
に
便
利
で

あ
る
。
②
上
位
昇
進
を
め
ざ
し
て
遊
女
同
士
が
競
争
心
を
持
ち
、〝
仕
事
〟
に

精
励
恪
勤
す
る
、
の
二
項
目
に
尽
き
る
と
思
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
太
夫
と
い
う
の
は
、
様
々
な
優
れ
た
教
養
を
持
つ
も
の
で
あ
り
い

ず
れ
も
美
人
だ
か
ら
な
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
多
く
の
権
勢
も

も
ち
、
品
位
を
保
持
し
な
が
ら
教
養
に
お
い
て
向
上
心
を
持
ち
、
自
ら
の
責
任
も
重

大
で
あ
っ
た
。

抑
も
能
女
郎
と
い
ふ
も
の
は
琴
三
曲
も
暗
か
ら
ず
、
三
線
の
手
よ
く
ま
は
す
れ

ど
も
、
弾
か
ぬ
振
し
て
お
ほ
ど
か
に
も
て
な
し
、
古
歌
の
二
三
千
首
も
暗
に
覚

え
、
清
女
紫
婦
（
清
少
納
言
、
紫
式
部
）
の
文
句
を
味
ひ
、
仮
名
遣
ひ
に
心
を

つ
け
墨
つ
き
美
は
し
く
見
す
る
な
ど
、
あ
な
が
ち
文
に
て
人
を
な
づ
ま
せ
ん
と

に
は
あ
ら
ね
ば
、
色
道
の
礎
な
れ
ば
、
心
た
し
な
む
べ
き
第
一
な
り
。
よ
ろ
づ

に
体
を
つ
く
る
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ね
ば
、
自
然
と
気
勢
も
て
し
づ
め
て
﨟
た
げ

に
見
ゆ
る
工
夫
あ
る
べ
し
（『
風
流
敗
毒
散
（
5
）』）

抑
も
松
の
位
の
女
は
、
幼
な
き
よ
り
物
読
み
手
習
ふ
に
心
寄
せ
、
敷
島
の
道
も

及
ば
ず
な
が
ら
、古
人
の
読
み
捨
も
味
は
へ
、茶
の
数
奇
、花
の
弄
び
も
仕
覚
へ
、

十
炷
香
、
見
合
せ
な
ん
ど
は
常
の
慰
み
、
朝
夕
食
の
躾
け
に
気
を
つ
け
、
仮
に

も
行
儀
を
乱
さ
ず
、
立
振
舞
閑
然
な
れ
ば
、
中
々
十
人
並
の
分
限
者
の
息
女
と

て
も
是
程
に
育
て
難
し
。
買
ふ
て
遊
ぶ
人
も
十
人
並
の
分
限
外
れ
ね
ば
釣
合
ひ

難
し
（『
艶
道
通
鑑
（
6
）』）

　以
上
が
資
料
に
記
さ
れ
て
い
る
太
夫
に
要
求
さ
れ
た
教
養
で
あ
る
が
、
客
の
前
で

は
常
に
無
表
情
で
周
り
が
笑
っ
て
も
顔
色
一
つ
変
え
ず
、
暑
い
日
は
汗
を
か
か
ず
、

寒
い
夜
で
も
火
鉢
で
暖
ま
る
仕
草
も
し
な
い
、
人
間
的
な
美
し
さ
や
気
品
さ
は
全
く

感
じ
ら
れ
ず
仏
の
よ
う
な
神
秘
さ
が
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
遊
女
の
最
高
位
に
太
夫

名
を
称
し
た
由
来
は
、
中
古
官
制
に
よ
る
職
の
長
官
「
大
夫
」
か
ら
転
じ
て
、
能
や

舞
な
ど
の
最
高
演
技
者
の
称
と
な
り
、
四
条
河
原
で
歌
舞
伎
を
演
じ
た
遊
女
名
人
の

名
に
つ
け
ら
れ
、
や
が
て
廓
内
の
高
級
遊
女
に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
き
て
い
る
。
江
戸
の
吉
原
で
は
こ
れ
に
加
え
て
も
う
一
つ
「
花
魁
」
と
い
う
名
称

が
う
ま
れ
る
が
、
こ
れ
は
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
三
）
に
禿
と
い
う
遊
女

に
仕
え
る
召
使
い
の
少
女
が
「
お
い
ら
が
の
ェ
ね
え
さ
ん
が
！
」
と
関
東
弁
で
称
し

た
こ
と
か
ら
「
お
い
ら
ん
」
と
い
う
の
が
太
夫
の
代
称
と
な
り
後
に
花
魁
の
字
を
当

て
た
こ
と
が
由
来
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
関
東
の
み
で
使
わ
れ
る
も
の
で
京
都
で

は
絶
対
に
い
わ
れ
な
い
。

　太
夫
に
次
ぐ
遊
女
位
の
天
神
は
、一
昼
夜
の
値
段
が
二
十
五
匁
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

北
野
天
満
宮
の
縁
日
が
毎
月
二
十
五
日
な
こ
と
に
ち
な
ん
で
「
天
神
」
と
呼
ば
れ
た

の
が
は
じ
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
北
野
天
満
宮
の
ご
祭
神
で
あ
る
菅
原
道
真
が
愛
し
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4

条
三
筋
町
の
遊
里
は
後
の
島
原
と
な
る
。
こ
の
柳
ノ
馬
場
の
傾
城
屋
が
、
洛
中
の
傾

城
営
業
を
独
占
す
る
権
利
が
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
娼
家
が
一
廓
に
集
中

し
遊
女
が
そ
こ
に
住
ん
で
売
色
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
遊
廓
が
初
め
て
設
置
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
は
こ
の
時
代
に
お
い
て
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　ま
た
こ
の
時
代
で
は
、
室
町
時
代
に
渡
来
し
た
南
蛮
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

性
病
が
遊
里
に
拡
が
り
、
多
く
の
遊
女
た
ち
が
そ
の
保
菌
者
と
な
っ
た
。
こ
の
性
病

に
関
し
て
は
、
明
治
以
後
ま
で
な
ん
の
対
策
が
と
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
江
戸
時
代

に
お
い
て
こ
の
病
気
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
遊
女
た
ち
は
多
く
い
た
。

（
七
）
遊
郭
衰
微
時
代

　享
保
か
ら
幕
末
維
新
ま
で
に
至
る
。
こ
の
時
代
は
、
遊
郭
よ
り
岡
場
所
と
い
う
政

府
の
許
可
を
得
て
営
業
し
て
い
た
吉
原
以
外
の
非
公
認
の
娼
家
が
集
ま
っ
た
遊
郭
が

栄
え
て
い
た
。
し
か
し
、
吉
原
は
政
府
か
ら
許
可
を
得
て
正
式
に
営
業
し
て
い
る
と

い
う
特
権
を
い
い
事
に
理
不
尽
な
金
を
客
か
ら
徴
収
し
た
り
、
格
式
高
い
こ
と
を
誇

り
に
思
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
面
白
い
く
だ
け
た
遊
び
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
町
人
か

ら
は
見
放
さ
れ
て
い
き
、
日
に
日
に
衰
微
し
て
い
っ
た
。
一
方
で
岡
場
所
は
町
芸
者

が
誕
生
す
る
な
ど
し
て
ど
ん
ど
ん
と
繁
栄
し
て
い
き
、
吉
原
の
人
気
を
遥
か
に
超
え

る
こ
と
と
な
る
。
寛
文
年
中
、
こ
れ
に
嫉
妬
し
た
吉
原
の
請
願
に
よ
り
、
政
府
か
ら

私
娼
（
隠
売
女
と
も
い
う
、
吉
原
以
外
の
場
所
で
売
春
行
為
を
す
る
女
の
こ
と
）
の

禁
令
を
出
し
、
更
に
寛
文
十
年
七
月
に
は
江
戸
の
町
に
お
い
て
私
娼
を
抱
え
置
く
者

に
対
し
て
厳
重
な
掟
を
定
め
た
。
こ
の
問
題
は
江
戸
だ
け
で
な
く
、
京
都
で
も
同
じ

よ
う
に
起
き
て
お
り
、
公
許
の
遊
郭
で
あ
る
島
原
は
寂
れ
て
い
き
、
岡
場
所
が
繁
栄
、

祇
園
で
は
美
容
と
芸
能
を
も
つ
芸
妓
が
京
洛
の
花
と
し
て
人
気
と
な
っ
た
。
し
か
し

こ
の
京
都
の
岡
場
所
も
、
江
戸
に
同
じ
く
取
り
締
ま
り
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
時
、
宮
川
筋
・
二
条
新
地
・
内
野
新
地
・
北
野
七
軒
・
五
条
橋
下
・
七
条
新
地

そ
の
他
の
岡
場
所
か
ら
計
千
百
四
十
七
人
の
芸
妓
売
女
を
捕
え
た
。
こ
の
女
達
は
島

原
に
預
け
ら
れ
て
い
た
が
、
人
の
多
さ
か
ら
島
原
だ
け
で
は
抱
え
き
れ
ず
、
祇
園
町
・

祇
園
新
地
・
二
条
新
地
・
七
条
新
地
・
北
野
新
地
の
年
寄
に
、
五
か
年
の
み
、
各
新

地
に
売
女
株
二
十
軒
を
差
し
許
し
、
一
軒
に
十
五
人
抱
え
置
く
こ
と
を
免
許
す
る
か

わ
り
に
、
傾
城
町
へ
遣
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
女
た
ち
を
、
島
原
の
傾
城
城
と
相

対
の
上
、
賃
借
料
を
支
払
っ
て
借
り
受
け
て
営
業
す
る
よ
う
に
命
令
し
た
。

　こ
の
時
代
で
は
、
江
戸
の
新
橋
に
お
い
て
船
宿
で
酒
を
楽
し
む
客
の
相
手
を
す
る

新
橋
の
芸
者
が
新
し
く
現
れ
る
。
芸
者
は
踊
子
や
町
芸
者
が
起
源
と
さ
れ
て
お
り
、

芸
達
者
な
素
人
娘
も
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
新
鮮
み
が
あ
り
、
人
気
を
博
し
て
い

た
。
こ
の
時
代
で
は
、
芸
者
は
身
を
売
ら
ず
、
新
吉
原
に
お
い
て
は
花
魁
の
取
り
巻

き
で
あ
っ
た
芸
者
の
ほ
う
が
人
気
が
高
く
、
寛
政
七
年
に
新
吉
原
の
傾
城
屋
た
ち
が

作
っ
た
新
吉
原
町
定
書
に
は
、
芸
者
の
売
色
を
予
防
す
る
た
め
に
、
芸
者
は
必
ず
二

人
一
組
で
相
手
の
売
色
を
監
視
す
る
制
を
定
め
て
い
た
。
し
か
し
新
橋
の
芸
者
に
お

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
監
視
は
な
く
、
自
由
に
朗
ら
か
で
あ
っ
た
た
め
、
時
代
の
脚

光
を
浴
び
花
柳
界
に
お
い
て
ト
ッ
プ
へ
と
登
り
つ
め
た
。

（
八
）
芸
娼
妓
時
代

　明
治
元
年
よ
り
昭
和
三
十
四
年
の
売
春
禁
止
法
施
行
に
至
る
ま
で
の
時
代
に
あ
た

る
。
明
治
五
年
、
外
国
か
ら
日
本
の
遊
女
に
お
け
る
奴
隷
売
買
に
お
い
て
疑
問
の
声

が
あ
が
り
、
同
年
十
月
に
娼
妓
解
放
令
に
お
い
て
人
身
売
買
を
禁
止
す
る
大
号
令
を

出
す
。
し
か
し
、
何
百
年
と
続
い
た
遊
郭
の
制
度
に
お
い
て
こ
の
一
つ
の
法
令
で
簡

単
に
取
り
締
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

『
京
都
先
斗
町
遊
廓
記
録
（
3
）』
に
よ
る
と
、

十
二
月
二
日
附
を
以
て
芸
娼
妓
解
放
令
を
布
れ
て
、
人
身
売
買
の
悪
弊
を
禁
じ

独
立
自
由
の
様
を
与
へ
ら
れ
又
も
や
大
恐
慌
を
来
し
た
り
。
芸
娼
妓
に
し
て
情

夫
を
有
す
る
も
の
惑
ひ
は
苛
酷
な
る
抱
主
を
し
て
呵
責
を
受
く
る
も
の
は
籠
の

鳥
を
放
ち
空
を
馳
る
幸
運
時
に
遭
遇
し
た
る
に
、
幸
ひ
な
る
か
な
。
全
国
相
通

じ
て
実
行
せ
し
も
の
甚
だ
稀
な
り
。
偶
々
恩
露
に
浴
し
て
親
許
へ
帰
る
も
、
其

親
大
率
困
窮
者
な
れ
ば
、
口
数
殖
え
て
徒
づ
ら
に
餓
死
す
る
他
な
け
れ
ば
、
开

を
口
実
の
下
に
歎
訴
せ
し
に
、
大
参
事
槇
村
氏
は
府
政
革
新
の
要
路
に
当
た
り

釐
正
す
る
所
大
方
な
ら
ざ
り
し
も
、
氏
は
花
柳
の
大
通
妊
娠
と
て
、
酸
も
甘
も

噛
み
わ
け
、
能
く
其
の
哀
訴
を
入
れ
て
、
之
れ
が
名
称
を
改
め
月
税
を
賊
課
す

る
こ
と
ゝ
な
り
、
貸
座
敷
三
両
、
娼
妓
二
両
、
芸
妓
一
両
と
す

と
あ
り
、
娼
妓
解
放
令
が
出
さ
れ
た
あ
と
困
窮
の
実
家
へ
帰
り
邪
魔
者
扱
い
さ
れ
る

女
や
長
年
の
廓
づ
と
め
に
よ
り
男
な
し
で
は
生
き
て
い
け
な
い
よ
う
に
な
っ
た
女
が

多
く
、「
自
分
の
意
志
で
」
廓
に
帰
る
女
た
ち
が
続
出
し
て
い
き
、
槇
村
正
直
参
事

に
よ
っ
て
本
人
た
ち
が
希
望
す
る
の
な
ら
芸
者
娼
妓
を
続
け
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
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と
な
り
、
貸
座
敷
渡
世
規
則
に
よ
っ
て
、
貸
座
敷
・
娼
妓
・
芸
妓
の
営
業
が
合
法
化

さ
れ
た
。

2—
2

　
遊
女
と
芸
妓

　こ
こ
ま
で
、
花
街
を
生
き
た
女
性
た
ち
の
起
源
を
ふ
り
か
え
っ
て
き
た
が
、
遊
女

か
ら
派
生
し
た
芸
妓
（
京
都
で
は
芸
妓
、
東
京
で
は
芸
者
と
い
う
）
と
遊
女
の
違
い

に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
遊
女
と
い
う
の
は
、
時
代
や
場
所
に
よ
り
い
く
つ
も

の
名
称
が
あ
り
、
う
か
れ
め
・
あ
そ
び
め
・
湯
女
・
桂
女
・
茶
屋
女
な
ど
実
に
様
々

で
あ
る
。
こ
う
見
る
と
、
芸
妓
も
遊
女
の
名
称
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
そ
う
な
と
こ

ろ
だ
が
こ
れ
は
全
く
の
別
物
で
、
遊
女
は
「
身
を
売
る
」
が
芸
妓
は
「
身
を
売
ら
な

い
」、
名
の
漢
字
通
り
「
芸
を
売
る
」
女
性
の
こ
と
を
言
う
。

　遊
女
に
関
し
て
は
前
章
で
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
も
う
少
し
詳
し
く
遊
女
の
実
態

に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
遊
女
に
は
そ
の
格
に
よ
っ
て
等
級
が
あ
り
、
天
正

十
七
年
（1589

年
）
豊
臣
秀
吉
が
京
都
に
公
認
の
遊
郭
を
設
置
し
た
頃
は
太
夫
と

端
女
郎
の
二
階
層
で
あ
っ
た
。
太
夫
は
、
京
都
か
ら
う
ま
れ
た
も
の
で
芸
の
上
の
名

称
の
こ
と
を
さ
す
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
二
つ
だ
っ
た
職
階
が
、
京
都
島
原
で
は
上

か
ら「
太
夫
」、「
天
神
」、「
囲
」、「
端
女
郎
」の
順
に
職
階
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
ラ
ン
ク
制
が
設
け
ら
れ
た
理
由
を
明
田
鉄
男
は
「
日
本
花
街
史
（
4
）」

に
お
い
て

こ
う
し
た
ラ
ン
ク
制
を
設
け
た
理
由
は
、
①
遊
女
は
商
品
で
あ
る
か
ら
、
な
い

よ
う
充
実
し
て
お
け
れ
ば
需
要
多
く
、
従
っ
て
代
価
高
く
、
内
容
貧
弱
な
ら
安

値
と
な
る
。
は
じ
め
か
ら
内
容
と
代
価
を
明
示
す
る
方
が
売
買
と
も
に
便
利
で

あ
る
。
②
上
位
昇
進
を
め
ざ
し
て
遊
女
同
士
が
競
争
心
を
持
ち
、〝
仕
事
〟
に

精
励
恪
勤
す
る
、
の
二
項
目
に
尽
き
る
と
思
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
太
夫
と
い
う
の
は
、
様
々
な
優
れ
た
教
養
を
持
つ
も
の
で
あ
り
い

ず
れ
も
美
人
だ
か
ら
な
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
多
く
の
権
勢
も

も
ち
、
品
位
を
保
持
し
な
が
ら
教
養
に
お
い
て
向
上
心
を
持
ち
、
自
ら
の
責
任
も
重

大
で
あ
っ
た
。

抑
も
能
女
郎
と
い
ふ
も
の
は
琴
三
曲
も
暗
か
ら
ず
、
三
線
の
手
よ
く
ま
は
す
れ

ど
も
、
弾
か
ぬ
振
し
て
お
ほ
ど
か
に
も
て
な
し
、
古
歌
の
二
三
千
首
も
暗
に
覚

え
、
清
女
紫
婦
（
清
少
納
言
、
紫
式
部
）
の
文
句
を
味
ひ
、
仮
名
遣
ひ
に
心
を

つ
け
墨
つ
き
美
は
し
く
見
す
る
な
ど
、
あ
な
が
ち
文
に
て
人
を
な
づ
ま
せ
ん
と

に
は
あ
ら
ね
ば
、
色
道
の
礎
な
れ
ば
、
心
た
し
な
む
べ
き
第
一
な
り
。
よ
ろ
づ

に
体
を
つ
く
る
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ね
ば
、
自
然
と
気
勢
も
て
し
づ
め
て
﨟
た
げ

に
見
ゆ
る
工
夫
あ
る
べ
し
（『
風
流
敗
毒
散
（
5
）』）

抑
も
松
の
位
の
女
は
、
幼
な
き
よ
り
物
読
み
手
習
ふ
に
心
寄
せ
、
敷
島
の
道
も

及
ば
ず
な
が
ら
、古
人
の
読
み
捨
も
味
は
へ
、茶
の
数
奇
、花
の
弄
び
も
仕
覚
へ
、

十
炷
香
、
見
合
せ
な
ん
ど
は
常
の
慰
み
、
朝
夕
食
の
躾
け
に
気
を
つ
け
、
仮
に

も
行
儀
を
乱
さ
ず
、
立
振
舞
閑
然
な
れ
ば
、
中
々
十
人
並
の
分
限
者
の
息
女
と

て
も
是
程
に
育
て
難
し
。
買
ふ
て
遊
ぶ
人
も
十
人
並
の
分
限
外
れ
ね
ば
釣
合
ひ

難
し
（『
艶
道
通
鑑
（
6
）』）

　以
上
が
資
料
に
記
さ
れ
て
い
る
太
夫
に
要
求
さ
れ
た
教
養
で
あ
る
が
、
客
の
前
で

は
常
に
無
表
情
で
周
り
が
笑
っ
て
も
顔
色
一
つ
変
え
ず
、
暑
い
日
は
汗
を
か
か
ず
、

寒
い
夜
で
も
火
鉢
で
暖
ま
る
仕
草
も
し
な
い
、
人
間
的
な
美
し
さ
や
気
品
さ
は
全
く

感
じ
ら
れ
ず
仏
の
よ
う
な
神
秘
さ
が
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
遊
女
の
最
高
位
に
太
夫

名
を
称
し
た
由
来
は
、
中
古
官
制
に
よ
る
職
の
長
官
「
大
夫
」
か
ら
転
じ
て
、
能
や

舞
な
ど
の
最
高
演
技
者
の
称
と
な
り
、
四
条
河
原
で
歌
舞
伎
を
演
じ
た
遊
女
名
人
の

名
に
つ
け
ら
れ
、
や
が
て
廓
内
の
高
級
遊
女
に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
き
て
い
る
。
江
戸
の
吉
原
で
は
こ
れ
に
加
え
て
も
う
一
つ
「
花
魁
」
と
い
う
名
称

が
う
ま
れ
る
が
、
こ
れ
は
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
三
）
に
禿
と
い
う
遊
女

に
仕
え
る
召
使
い
の
少
女
が
「
お
い
ら
が
の
ェ
ね
え
さ
ん
が
！
」
と
関
東
弁
で
称
し

た
こ
と
か
ら
「
お
い
ら
ん
」
と
い
う
の
が
太
夫
の
代
称
と
な
り
後
に
花
魁
の
字
を
当

て
た
こ
と
が
由
来
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
関
東
の
み
で
使
わ
れ
る
も
の
で
京
都
で

は
絶
対
に
い
わ
れ
な
い
。

　太
夫
に
次
ぐ
遊
女
位
の
天
神
は
、一
昼
夜
の
値
段
が
二
十
五
匁
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

北
野
天
満
宮
の
縁
日
が
毎
月
二
十
五
日
な
こ
と
に
ち
な
ん
で
「
天
神
」
と
呼
ば
れ
た

の
が
は
じ
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
北
野
天
満
宮
の
ご
祭
神
で
あ
る
菅
原
道
真
が
愛
し
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6

た
梅
樹
と
結
び
つ
け
て
「
梅
の
位
」
と
も
称
さ
れ
て
い
た
。
待
遇
や
服
装
、揚
代
（
遊

女
や
芸
者
を
揚
屋
に
呼
ん
で
遊
ぶ
と
き
の
代
金
）、
禿
の
数
な
ど
す
べ
て
一
級
ず
つ

太
夫
よ
り
も
低
く
、
太
夫
と
は
同
席
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　天
神
の
下
の
位
、「
囲
」
は
「
鹿
恋
」、「
鹿
子
位
」
と
も
呼
ば
れ
、
上
位
の
遊
女

に
比
べ
て
は
る
か
に
低
く
扱
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
由
来
に
関
し
て
諸
説
あ
り
、『
好

色
由
来
揃
（
7
）』
に
よ
る
と

か
こ
ひ
を
鹿
位
と
い
ふ
は
、
近
代
囲
の
字
を
あ
ら
た
め
、
鹿
恋
と
な
す
ゆ
へ
に
、

鹿
の
位
と
い
へ
り
。
む
か
し
は
か
こ
ひ
と
い
ひ
し
い
は
れ
は
、
太
夫
天
神
に
く

ら
べ
見
る
に
、万
貧
な
る
事
の
み
。
わ
け
て
床
入
の
あ
は
れ
さ
、夜
の
物（
寝
具
）

さ
へ
不
自
由
に
、
た
ば
こ
の
火
な
ん
ど
も
、
み
づ
か
ら
た
つ
て
入
に
ゆ
く
な
ど
、

き
の
つ
ま
る
事
が
ち
に
、
万
わ
び
た
る
さ
ま
に
て
、
お
茶
た
て
ら
る
ゝ
と
い
ふ

ゑ
ん
に
よ
り
て
、
か
こ
ひ
と
い
ふ
と
か
や
。
あ
る
人
か
こ
い
と
は
『
婺
』
如
レ

此
書
と
い
へ
り
。
此
字
何
に
あ
る
か
出
所
を
し
ら
ず
。
ず
い
ぶ
ん
工
夫
し
て
見

る
に
、
か
の
も
の
文
字
を
わ
け
て
よ
め
と
い
ふ
詞
に
し
た
が
い
、
分
て
見
れ
ば

諸
埒
も
な
い
事
、
十
八
文
女
と
読
め
ま
し
た
〳
〵
と
、
万
笑
に
腹
を
い
た
め
ぬ

と
あ
り
、「
日
本
遊
里
史
」
に
あ
る
一
説
で
は
「
キ
ン
ゴ
打
」
と
い
う
賭
け
を
伴
う

勝
負
事
で
、
十
四
の
数
が
出
る
と
伏
せ
て
お
く
こ
と
を
「
か
こ
ひ
」
と
い
い
、
値
段

が
十
四
匁
の
遊
女
と
結
び
つ
け
、
そ
の
後
値
段
が
十
六
匁
に
あ
が
っ
た
と
き
の
「
シ

ン
十
六
」
か
ら
「
鹿
猪
」
に
通
わ
せ
た
、
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　「
太
夫
」、「
花
魁
」、「
囲
」
以
外
の
も
の
は
「
端
女
郎
」
と
呼
ば
れ
、
遊
女
に
お

い
て
最
下
級
の
総
称
で
あ
る
。
こ
の
女
た
ち
は
、
客
が
遊
女
を
呼
ん
で
遊
興
す
る
場

所
で
あ
る
揚
屋
な
ど
に
は
行
か
ず
、
自
分
た
ち
の
寝
所
で
あ
る
局
に
て
営
業
し
て
い

た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
ラ
ン
ク
制
の
位
は
そ
の
後
も
必
ず
安
定
し
て
い
る
も
の
で
は

な
く
、
成
績
や
人
気
に
よ
っ
て
上
の
位
か
ら
下
の
位
に
下
が
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た

そ
の
逆
も
あ
っ
た
。

　芸
者
は
、
宝
暦
元
年
（1751

年
）
に
京
都
の
遊
所
に
初
め
て
現
れ
、
江
戸
で
は

そ
れ
か
ら
少
し
遅
れ
て
吉
原
に
現
れ
た
。
天
正
十
七
年
（1589

年
）、
原
三
郎
左
衛

門
が
豊
臣
秀
吉
の
許
可
を
得
て
、
西
洞
院
に
あ
っ
た
遊
女
町
を
柳
ノ
馬
場
に
移
し
て

遊
里
を
開
い
た
頃
の
遊
女
に
遅
れ
て
、
百
六
十
二
年
後
に
芸
者
が
登
場
し
た
こ
と
に

な
る
。
芸
者
の
登
場
で
は
『
近
世
風
俗
志
・
娼
家
（
8
）』
に
お
い
て

享
保
年
中
（
一
七
一
六
ー
一
七
三
五
）
よ
り
芸
子
と
云
者
出
来
り
云
々
。
然
ら

ば
大
阪
は
享
保
、
京
は
始
る
歟

と
あ
り
、
京
都
と
大
阪
、
近
く
に
あ
り
な
が
ら
も
芸
者
の
発
生
に
か
な
り
時
間
差
が

あ
っ
た
。『
三
養
雑
記
（
9
）』
に
は

も
と
遊
女
よ
り
い
で
て
、
躍
子
の
一
変
せ
し
も
の
な
り

と
あ
り
、遊
女
の
一
部
が
変
化
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。ま
た
、『
一
目
千
軒
（
10
）』に
は

太
夫
、
天
神
自
三
味
線
弾
か
ざ
る
故
、
三
絃
ひ
か
さ
ん
と
お
も
へ
ば
、
此
太
鼓

女
郎
を
よ
ぶ
也
。
又
芸
子
と
い
ふ
も
の
外
に
あ
り
。
む
か
し
は
な
か
り
し
に
宝

暦
末
年
に
は
じ
ま
る

と
あ
り
、
こ
の
文
章
で
は
三
味
線
を
披
露
す
る
も
の
と
芸
妓
を
別
に
表
記
し
て
い
る

が
、
遊
女
の
代
わ
り
に
席
を
取
り
持
つ
女
性
の
こ
と
を
称
し
て
い
る
。

一
九
〇
五
年
に
京
都
島
原
角
屋
が
発
行
し
た
『
波
娜
婀
娵
女
（
11
）』
に
よ
る
と
、

芸
者
と
娼
妓
を
比
べ
て
、
自
然
芸
妙
を
貴
ぶ
と
い
う
が
な
べ
て
廓
の
慣
わ
し
な

れ
ど
、
此
廓
（
島
原
）
に
て
は
正
反
対
な
り
。
故
に
同
じ
花
に
憧
る
ゝ
に
も
、

雨
に
う
た
れ
風
に
い
た
み
て
惆
れ
が
て
な
る
花
に
楽
し
ま
ん
よ
り
は
と
、
遊
女

に
興
が
り
玊
ふ
方
は
自
然
と
こ
の
廓
に
運
ば
せ
玉
ふ

と
記
さ
れ
て
お
り
、
京
都
島
原
で
は
芸
者
と
遊
女
の
位
を
比
べ
て
、
遊
女
の
ほ
う
が

格
が
上
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、『
京
都
坊
目
誌
（
12
）』
に
は

島
原
は
娼
妓
本
位
な
れ
ば
娼
妓
を
上
席
と
す
。
祇
園
は
芸
妓
本
位
な
れ
ば
芸
妓

を
上
席
と
す

7
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と
あ
り
、
祇
園
で
は
芸
者
の
ほ
う
が
格
は
上
だ
っ
た
。
同
じ
京
都
の
花
街
で
も
、
島

原
は
遊
女
が
上
位
、
祇
園
は
芸
者
が
上
位
で
あ
り
、
同
じ
花
街
に
遊
女
と
芸
者
の
双

方
が
存
在
し
て
い
た
。

　先
程
、
遊
女
と
芸
者
の
違
い
に
つ
い
て
簡
単
に
「
遊
女
は
身
を
売
り
芸
者
は
身
を

売
ら
な
い
」
と
説
明
し
た
が
、
江
戸
時
代
後
期
、
京
阪
の
芸
者
は
こ
れ
に
当
て
は
ま

ら
な
い
。
喜
田
川
守
貞
は
『
近
世
風
俗
志
（
13
）』
に
お
い
て

京
阪
島
原
新
町
其
他
祇
園
島
之
内
以
下
諸
所
の
芸
子
、
皆
専
ら
色
を
売
也
。
江

戸
吉
原
芸
者
は
更
に
色
を
売
ら
ず
。
他
所
俗
に
云
岡
場
所
の
芸
者
も
其
所
の
風

に
よ
り
或
は
売
レ
之
、
或
は
色
を
売
ら
ず
。
京
阪
芸
子
色
を
も
売
る
と
雖
ど
も
、

赤
女
郎
の
如
く
仮
初
に
は
双
枕
せ
ず
。
其
主
人
た
る
置
屋
に
茶
屋
を
以
て
談
レ

之
て
金
を
与
へ
て
後
に
双
枕
す
る
を
本
と
す
。
其
与
ふ
所
の
金
を
枕
金
と
云
。

ま
く
ら
が
ね
と
訓
ず
。

と
あ
り
、「
京
阪
の
芸
者
は
色
を
売
る
」と
し
て
い
る
。ま
た
前
掲
し
た『
近
世
風
俗
志
・

娼
家
（
14
）』
に
は

又
芸
子
に
も
奉
公
人
と
云
は
置
屋
を
主
人
と
し
て
大
略
二
十
五
歳
を
満
期
と
し

て
身
を
う
り
た
る
者
を
云
。
又
自
前
と
云
は
、
身
を
売
ら
ず
（
年
季
奉
公
で
な

く
）
自
宅
あ
り
て
置
屋
に
口
銭
を
与
へ
て
芸
子
を
す
る
を
云
也
。
意
を
女
郎
の

自
前
に
同
じ
。
又
娘
芸
子
と
云
も
、
自
前
に
同
じ
と
雖
ど
も
、
赤
専
ら
置
屋
茶

屋
等
の
娘
或
は
養
女
の
芸
子
す
る
を
云
也
。
又
奉
公
人
に
も
年
長
じ
た
る
は
あ

れ
共
、
自
前
は
多
く
年
長
じ
、
四
十
以
上
の
者
も
稀
に
有
レ
之

蓋
京
阪
女
郎
年
長
た
る
は
本
語
一
名
前
帯
と
云
て
、
眉
を
剃
て
人
の
婦
妻
の
扮

に
す
。
芸
子
は
年
長
の
者
も
多
く
は
眉
を
剃
ら
ず
、
四
十
以
上
も
処
女
の
扮
に

近
く
、
婦
の
扮
は
稀
と
す
。
江
戸
は
女
郎
に
婦
扮
な
く
、
芸
者
に
は
眉
剃
た
る

も
あ
り
。
京
阪
に
反
す
也
。
又
京
阪
に
は
遊
里
の
外
に
芸
子
無
レ
之
、
江
戸
に

は
遊
里
に
非
る
所
に
も
芸
子
有
レ
之
、
町
芸
者
と
云

と
あ
る
。
江
戸
時
代
、
女
性
は
結
婚
す
る
と
眉
を
剃
り
お
歯
黒
を
し
て
い
た
が
、
京

都
の
芸
者
は
年
老
い
て
い
て
も
眉
は
剃
ら
ず
に
い
た
。
そ
れ
と
は
反
対
に
江
戸
の
芸

者
は
眉
を
剃
り
、
既
婚
者
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
に
関
し
て
は
次
章
で
述

べ
る
が
、
同
じ
芸
者
で
も
地
域
に
よ
り
全
く
反
対
で
あ
っ
た
。

2—

3

　
名
を
遺
し
た
遊
女
た
ち

　こ
こ
ま
で
ざ
っ
く
り
と
遊
女
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
名
を

遺
し
た
有
名
な
遊
女
た
ち
の
名
を
い
く
つ
か
出
し
、
ど
の
よ
う
に
花
街
を
生
き
て
き

た
の
か
を
具
体
的
に
探
り
た
い
。

　ま
ず
は
、『
日
本
花
街
史
（
15
）』
に
お
い
て
明
田
鉄
男
が
著
名
な
遊
女
た
ち
の
中
で

も
別
格
と
し
て
い
る
吉
野
太
夫
に
つ
い
て
だ
が
、
そ
の
理
由
は
同
書
に
て

①
前
節
『
名
妓
の
条
件
』（
16
）
を
す
べ
て
一
身
に
具
備
し
た
稀
有
の
女
性
で
あ
っ
た
。

②
美
貌
、
教
養
な
ど
、
そ
の
条
件
の
一
つ
一
つ
が
す
べ
て
群
を
抜
い
て
い
た
。
③
す

ぐ
れ
た
文
化
遺
産
を
後
世
に
残
し
た
。
④
海
外
に
ま
で
名
を
知
ら
れ
た
唯
一
の
遊
女

だ
っ
た
。⑤
灰
屋
紹
益
と
の
短
い
が
幸
福
な
夫
婦
生
活
が
、さ
わ
や
か
な
感
動
を
人
々

に
与
え
た
。

と
し
て
い
る
。
吉
野
太
夫
は
、
本
名
を
徳
子
と
い
い
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
七

歳
の
時
に
京
都
六
条
三
筋
町
廓
の
置
屋
林
与
次
兵
衛
家
に
預
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
益

子
肥
前
太
夫
の
禿
と
し
て
「
林
弥
」
と
名
付
け
ら
れ
仕
え
て
い
た
が
、
お
忍
び
で
来

て
い
た
出
雲
松
江
城
主
堀
尾
忠
晴
が
そ
の
美
貌
に
感
心
し
、
楼
主
で
あ
っ
た
林
与
次

郎
に
こ
の
子
は
大
物
に
な
る
か
ら
す
ぐ
に
太
夫
職
に
つ
け
る
べ
き
だ
と
忠
告
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
林
弥
は
松
の
位
の
太
夫
職
に
つ
け
ら
れ
「
吉
野
」
と
名
乗
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
時
吉
野
は
十
四
歳
で
あ
っ
た
が
、『
吉
野
伝
（
17
）』
に
お
い
て
、

才
智
深
く
心
情
篤
く
、
容
顔
艶
麗
に
し
て
花
を
欺
き
、
一
度
口
を
開
け
ば
心
融

け
ざ
る
者
な
く
、
一
度
見
え
て
迷
は
ざ
る
な
し

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
、
一
気
に
人
気
を
博
し
て
い
っ
た
。
ま
た
そ
の
人
気
さ
は
中
国

ま
で
渡
り
、
多
く
の
者
が
吉
野
太
夫
の
肖
像
画
を
求
め
、
大
明
国
の
李
湘
山
と
い
う

者
は
詩
を
作
っ
て
献
呈
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
吉
野
太
夫
の
優
れ
た
容
姿
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た
梅
樹
と
結
び
つ
け
て
「
梅
の
位
」
と
も
称
さ
れ
て
い
た
。
待
遇
や
服
装
、揚
代
（
遊

女
や
芸
者
を
揚
屋
に
呼
ん
で
遊
ぶ
と
き
の
代
金
）、
禿
の
数
な
ど
す
べ
て
一
級
ず
つ

太
夫
よ
り
も
低
く
、
太
夫
と
は
同
席
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　天
神
の
下
の
位
、「
囲
」
は
「
鹿
恋
」、「
鹿
子
位
」
と
も
呼
ば
れ
、
上
位
の
遊
女

に
比
べ
て
は
る
か
に
低
く
扱
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
由
来
に
関
し
て
諸
説
あ
り
、『
好

色
由
来
揃
（
7
）』
に
よ
る
と

か
こ
ひ
を
鹿
位
と
い
ふ
は
、
近
代
囲
の
字
を
あ
ら
た
め
、
鹿
恋
と
な
す
ゆ
へ
に
、

鹿
の
位
と
い
へ
り
。
む
か
し
は
か
こ
ひ
と
い
ひ
し
い
は
れ
は
、
太
夫
天
神
に
く

ら
べ
見
る
に
、万
貧
な
る
事
の
み
。
わ
け
て
床
入
の
あ
は
れ
さ
、夜
の
物（
寝
具
）

さ
へ
不
自
由
に
、
た
ば
こ
の
火
な
ん
ど
も
、
み
づ
か
ら
た
つ
て
入
に
ゆ
く
な
ど
、

き
の
つ
ま
る
事
が
ち
に
、
万
わ
び
た
る
さ
ま
に
て
、
お
茶
た
て
ら
る
ゝ
と
い
ふ

ゑ
ん
に
よ
り
て
、
か
こ
ひ
と
い
ふ
と
か
や
。
あ
る
人
か
こ
い
と
は
『
婺
』
如
レ

此
書
と
い
へ
り
。
此
字
何
に
あ
る
か
出
所
を
し
ら
ず
。
ず
い
ぶ
ん
工
夫
し
て
見

る
に
、
か
の
も
の
文
字
を
わ
け
て
よ
め
と
い
ふ
詞
に
し
た
が
い
、
分
て
見
れ
ば

諸
埒
も
な
い
事
、
十
八
文
女
と
読
め
ま
し
た
〳
〵
と
、
万
笑
に
腹
を
い
た
め
ぬ

と
あ
り
、「
日
本
遊
里
史
」
に
あ
る
一
説
で
は
「
キ
ン
ゴ
打
」
と
い
う
賭
け
を
伴
う

勝
負
事
で
、
十
四
の
数
が
出
る
と
伏
せ
て
お
く
こ
と
を
「
か
こ
ひ
」
と
い
い
、
値
段

が
十
四
匁
の
遊
女
と
結
び
つ
け
、
そ
の
後
値
段
が
十
六
匁
に
あ
が
っ
た
と
き
の
「
シ

ン
十
六
」
か
ら
「
鹿
猪
」
に
通
わ
せ
た
、
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　「
太
夫
」、「
花
魁
」、「
囲
」
以
外
の
も
の
は
「
端
女
郎
」
と
呼
ば
れ
、
遊
女
に
お

い
て
最
下
級
の
総
称
で
あ
る
。
こ
の
女
た
ち
は
、
客
が
遊
女
を
呼
ん
で
遊
興
す
る
場

所
で
あ
る
揚
屋
な
ど
に
は
行
か
ず
、
自
分
た
ち
の
寝
所
で
あ
る
局
に
て
営
業
し
て
い

た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
ラ
ン
ク
制
の
位
は
そ
の
後
も
必
ず
安
定
し
て
い
る
も
の
で
は

な
く
、
成
績
や
人
気
に
よ
っ
て
上
の
位
か
ら
下
の
位
に
下
が
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た

そ
の
逆
も
あ
っ
た
。

　芸
者
は
、
宝
暦
元
年
（1751

年
）
に
京
都
の
遊
所
に
初
め
て
現
れ
、
江
戸
で
は

そ
れ
か
ら
少
し
遅
れ
て
吉
原
に
現
れ
た
。
天
正
十
七
年
（1589

年
）、
原
三
郎
左
衛

門
が
豊
臣
秀
吉
の
許
可
を
得
て
、
西
洞
院
に
あ
っ
た
遊
女
町
を
柳
ノ
馬
場
に
移
し
て

遊
里
を
開
い
た
頃
の
遊
女
に
遅
れ
て
、
百
六
十
二
年
後
に
芸
者
が
登
場
し
た
こ
と
に

な
る
。
芸
者
の
登
場
で
は
『
近
世
風
俗
志
・
娼
家
（
8
）』
に
お
い
て

享
保
年
中
（
一
七
一
六
ー
一
七
三
五
）
よ
り
芸
子
と
云
者
出
来
り
云
々
。
然
ら

ば
大
阪
は
享
保
、
京
は
始
る
歟

と
あ
り
、
京
都
と
大
阪
、
近
く
に
あ
り
な
が
ら
も
芸
者
の
発
生
に
か
な
り
時
間
差
が

あ
っ
た
。『
三
養
雑
記
（
9
）』
に
は

も
と
遊
女
よ
り
い
で
て
、
躍
子
の
一
変
せ
し
も
の
な
り

と
あ
り
、遊
女
の
一
部
が
変
化
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。ま
た
、『
一
目
千
軒
（
10
）』に
は

太
夫
、
天
神
自
三
味
線
弾
か
ざ
る
故
、
三
絃
ひ
か
さ
ん
と
お
も
へ
ば
、
此
太
鼓

女
郎
を
よ
ぶ
也
。
又
芸
子
と
い
ふ
も
の
外
に
あ
り
。
む
か
し
は
な
か
り
し
に
宝

暦
末
年
に
は
じ
ま
る

と
あ
り
、
こ
の
文
章
で
は
三
味
線
を
披
露
す
る
も
の
と
芸
妓
を
別
に
表
記
し
て
い
る

が
、
遊
女
の
代
わ
り
に
席
を
取
り
持
つ
女
性
の
こ
と
を
称
し
て
い
る
。

一
九
〇
五
年
に
京
都
島
原
角
屋
が
発
行
し
た
『
波
娜
婀
娵
女
（
11
）』
に
よ
る
と
、

芸
者
と
娼
妓
を
比
べ
て
、
自
然
芸
妙
を
貴
ぶ
と
い
う
が
な
べ
て
廓
の
慣
わ
し
な

れ
ど
、
此
廓
（
島
原
）
に
て
は
正
反
対
な
り
。
故
に
同
じ
花
に
憧
る
ゝ
に
も
、

雨
に
う
た
れ
風
に
い
た
み
て
惆
れ
が
て
な
る
花
に
楽
し
ま
ん
よ
り
は
と
、
遊
女

に
興
が
り
玊
ふ
方
は
自
然
と
こ
の
廓
に
運
ば
せ
玉
ふ

と
記
さ
れ
て
お
り
、
京
都
島
原
で
は
芸
者
と
遊
女
の
位
を
比
べ
て
、
遊
女
の
ほ
う
が

格
が
上
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、『
京
都
坊
目
誌
（
12
）』
に
は

島
原
は
娼
妓
本
位
な
れ
ば
娼
妓
を
上
席
と
す
。
祇
園
は
芸
妓
本
位
な
れ
ば
芸
妓

を
上
席
と
す
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と
あ
り
、
祇
園
で
は
芸
者
の
ほ
う
が
格
は
上
だ
っ
た
。
同
じ
京
都
の
花
街
で
も
、
島

原
は
遊
女
が
上
位
、
祇
園
は
芸
者
が
上
位
で
あ
り
、
同
じ
花
街
に
遊
女
と
芸
者
の
双

方
が
存
在
し
て
い
た
。

　先
程
、
遊
女
と
芸
者
の
違
い
に
つ
い
て
簡
単
に
「
遊
女
は
身
を
売
り
芸
者
は
身
を

売
ら
な
い
」
と
説
明
し
た
が
、
江
戸
時
代
後
期
、
京
阪
の
芸
者
は
こ
れ
に
当
て
は
ま

ら
な
い
。
喜
田
川
守
貞
は
『
近
世
風
俗
志
（
13
）』
に
お
い
て

京
阪
島
原
新
町
其
他
祇
園
島
之
内
以
下
諸
所
の
芸
子
、
皆
専
ら
色
を
売
也
。
江

戸
吉
原
芸
者
は
更
に
色
を
売
ら
ず
。
他
所
俗
に
云
岡
場
所
の
芸
者
も
其
所
の
風

に
よ
り
或
は
売
レ
之
、
或
は
色
を
売
ら
ず
。
京
阪
芸
子
色
を
も
売
る
と
雖
ど
も
、

赤
女
郎
の
如
く
仮
初
に
は
双
枕
せ
ず
。
其
主
人
た
る
置
屋
に
茶
屋
を
以
て
談
レ

之
て
金
を
与
へ
て
後
に
双
枕
す
る
を
本
と
す
。
其
与
ふ
所
の
金
を
枕
金
と
云
。

ま
く
ら
が
ね
と
訓
ず
。

と
あ
り
、「
京
阪
の
芸
者
は
色
を
売
る
」と
し
て
い
る
。ま
た
前
掲
し
た『
近
世
風
俗
志
・

娼
家
（
14
）』
に
は

又
芸
子
に
も
奉
公
人
と
云
は
置
屋
を
主
人
と
し
て
大
略
二
十
五
歳
を
満
期
と
し

て
身
を
う
り
た
る
者
を
云
。
又
自
前
と
云
は
、
身
を
売
ら
ず
（
年
季
奉
公
で
な

く
）
自
宅
あ
り
て
置
屋
に
口
銭
を
与
へ
て
芸
子
を
す
る
を
云
也
。
意
を
女
郎
の

自
前
に
同
じ
。
又
娘
芸
子
と
云
も
、
自
前
に
同
じ
と
雖
ど
も
、
赤
専
ら
置
屋
茶

屋
等
の
娘
或
は
養
女
の
芸
子
す
る
を
云
也
。
又
奉
公
人
に
も
年
長
じ
た
る
は
あ

れ
共
、
自
前
は
多
く
年
長
じ
、
四
十
以
上
の
者
も
稀
に
有
レ
之

蓋
京
阪
女
郎
年
長
た
る
は
本
語
一
名
前
帯
と
云
て
、
眉
を
剃
て
人
の
婦
妻
の
扮

に
す
。
芸
子
は
年
長
の
者
も
多
く
は
眉
を
剃
ら
ず
、
四
十
以
上
も
処
女
の
扮
に

近
く
、
婦
の
扮
は
稀
と
す
。
江
戸
は
女
郎
に
婦
扮
な
く
、
芸
者
に
は
眉
剃
た
る

も
あ
り
。
京
阪
に
反
す
也
。
又
京
阪
に
は
遊
里
の
外
に
芸
子
無
レ
之
、
江
戸
に

は
遊
里
に
非
る
所
に
も
芸
子
有
レ
之
、
町
芸
者
と
云

と
あ
る
。
江
戸
時
代
、
女
性
は
結
婚
す
る
と
眉
を
剃
り
お
歯
黒
を
し
て
い
た
が
、
京

都
の
芸
者
は
年
老
い
て
い
て
も
眉
は
剃
ら
ず
に
い
た
。
そ
れ
と
は
反
対
に
江
戸
の
芸

者
は
眉
を
剃
り
、
既
婚
者
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
に
関
し
て
は
次
章
で
述

べ
る
が
、
同
じ
芸
者
で
も
地
域
に
よ
り
全
く
反
対
で
あ
っ
た
。

2—
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名
を
遺
し
た
遊
女
た
ち

　こ
こ
ま
で
ざ
っ
く
り
と
遊
女
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
名
を

遺
し
た
有
名
な
遊
女
た
ち
の
名
を
い
く
つ
か
出
し
、
ど
の
よ
う
に
花
街
を
生
き
て
き

た
の
か
を
具
体
的
に
探
り
た
い
。

　ま
ず
は
、『
日
本
花
街
史
（
15
）』
に
お
い
て
明
田
鉄
男
が
著
名
な
遊
女
た
ち
の
中
で

も
別
格
と
し
て
い
る
吉
野
太
夫
に
つ
い
て
だ
が
、
そ
の
理
由
は
同
書
に
て

①
前
節
『
名
妓
の
条
件
』（
16
）
を
す
べ
て
一
身
に
具
備
し
た
稀
有
の
女
性
で
あ
っ
た
。

②
美
貌
、
教
養
な
ど
、
そ
の
条
件
の
一
つ
一
つ
が
す
べ
て
群
を
抜
い
て
い
た
。
③
す

ぐ
れ
た
文
化
遺
産
を
後
世
に
残
し
た
。
④
海
外
に
ま
で
名
を
知
ら
れ
た
唯
一
の
遊
女

だ
っ
た
。⑤
灰
屋
紹
益
と
の
短
い
が
幸
福
な
夫
婦
生
活
が
、さ
わ
や
か
な
感
動
を
人
々

に
与
え
た
。

と
し
て
い
る
。
吉
野
太
夫
は
、
本
名
を
徳
子
と
い
い
慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）
七

歳
の
時
に
京
都
六
条
三
筋
町
廓
の
置
屋
林
与
次
兵
衛
家
に
預
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
益

子
肥
前
太
夫
の
禿
と
し
て
「
林
弥
」
と
名
付
け
ら
れ
仕
え
て
い
た
が
、
お
忍
び
で
来

て
い
た
出
雲
松
江
城
主
堀
尾
忠
晴
が
そ
の
美
貌
に
感
心
し
、
楼
主
で
あ
っ
た
林
与
次

郎
に
こ
の
子
は
大
物
に
な
る
か
ら
す
ぐ
に
太
夫
職
に
つ
け
る
べ
き
だ
と
忠
告
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
林
弥
は
松
の
位
の
太
夫
職
に
つ
け
ら
れ
「
吉
野
」
と
名
乗
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
時
吉
野
は
十
四
歳
で
あ
っ
た
が
、『
吉
野
伝
（
17
）』
に
お
い
て
、

才
智
深
く
心
情
篤
く
、
容
顔
艶
麗
に
し
て
花
を
欺
き
、
一
度
口
を
開
け
ば
心
融

け
ざ
る
者
な
く
、
一
度
見
え
て
迷
は
ざ
る
な
し

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
、
一
気
に
人
気
を
博
し
て
い
っ
た
。
ま
た
そ
の
人
気
さ
は
中
国

ま
で
渡
り
、
多
く
の
者
が
吉
野
太
夫
の
肖
像
画
を
求
め
、
大
明
国
の
李
湘
山
と
い
う

者
は
詩
を
作
っ
て
献
呈
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
吉
野
太
夫
の
優
れ
た
容
姿
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に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
逸
話
が
あ
る
。
六
条
に
遊
郭
が
あ
っ
た
と
き
に
太
夫
十
八

人
の
集
ま
り
が
あ
り
、
太
夫
た
ち
は
豪
華
な
衣
装
で
着
飾
っ
て
参
列
し
た
。
し
か
し

吉
野
太
夫
は
中
々
姿
を
見
せ
な
い
の
で
呼
び
に
い
く
と
、
寝
所
か
ら
寝
乱
れ
髪
に
白

綾
の
肌
着
、
黒
の
上
衣
に
紫
の
帯
と
い
う
姿
で
、
並
み
い
る
着
飾
っ
た
女
郎
の
間
を

通
り
抜
け
て
上
席
に
つ
い
た
。
そ
の
寝
ぼ
け
顔
の
美
し
さ
に
太
夫
た
ち
も
言
葉
を
忘

れ
て
見
と
れ
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
『
色
道
大
鏡
』
に
載
っ
て
い
る
。
当
時
、

化
粧
を
し
な
い
あ
り
の
ま
ま
の
姿
が
最
も
美
し
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
吉
野
太
夫

は
こ
れ
を
利
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
美
し
く
豪
華
な
衣
装
に
着
飾
っ
た

他
の
太
夫
た
ち
よ
り
も
素
顔
に
普
段
着
の
吉
野
太
夫
の
容
色
の
ほ
う
が
数
段
ま
さ
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
吉
野
太
夫
は
井
原
西
鶴
が
絶
賛
し
た
太
夫
で

も
あ
り
、
彼
の
代
表
作
で
も
あ
る
『
好
色
一
代
男
』
で
は
前
代
未
聞
の
遊
女
と
書
か

れ
て
い
る
。
そ
し
て
優
れ
て
い
た
の
は
容
姿
だ
け
で
な
く
、
教
養
も
高
く
、
歌
道
、

連
歌
道
、
琴
、
琵
琶
、
茶
道
、
香
道
、
挿
花
、
そ
の
他
碁
に
ま
で
至
り
、
酒
は
殊
に

嗜
ん
で
い
た
。
そ
ん
な
彼
女
は
多
く
の
文
化
財
も
好
ん
で
お
り
、
特
に
愛
用
さ
れ
て

い
た
珍
品
に
「
蟹
の
盃
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
室
町
時
代
に
中
国
か
ら
渡

来
し
た
ゼ
ン
マ
イ
仕
掛
け
で
動
く
蟹
の
形
を
し
た
盃
台
で
、
横
三
寸
、
縦
二
寸
五
分
、

高
さ
二
寸
の
も
の
で
あ
っ
た
。
京
都
東
山
に
あ
る
高
台
寺
の
仏
殿
北
庭
に
あ
る
「
鬼

瓦
の
茶
室
」「
遺
芳
庵
茶
室
」
は
吉
野
ゆ
か
り
の
部
屋
と
い
わ
れ
、
現
在
で
は
大
幅

に
修
復
さ
れ
て
い
る
が
「
鬼
瓦
の
茶
室
」
の
棟
の
鬼
瓦
、「
遺
芳
庵
茶
室
」
の
大
丸

窓
「
吉
野
窓
」
は
吉
野
太
夫
の
好
み
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
。
そ
ん
な
吉
野
は
寛

永
七
年
、
京
の
富
豪
灰
屋
紹
由
の
子
紹
益
に
身
請
け
さ
れ
、
寛
永
二
十
年
三
十
八
歳

で
没
す
る
。

　次
に
吉
原
で
最
も
著
名
な
遊
女
で
あ
っ
た
高
尾
太
夫
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
の
名
は

代
々
襲
名
さ
れ
て
お
り
何
代
続
い
た
の
か
は
曖
昧
で
あ
る
。『
洞
房
語
園
』で
は
七
代
、

『
近
世
奇
跡
考
』
と
『
京
山
高
尾
考
』
は
十
一
代
、『
は
ち
す
代
』
は
九
代
と
さ
れ
て

い
る
。
多
く
の
人
に
名
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
歴
代
の
高
尾
に
つ
い
て
は
詳
細
も
不

明
な
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
吉
原
に
お
い
て
ト
ッ
プ
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

ど
の
歴
代
高
尾
も
才
色
兼
備
で
芸
に
練
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
詳
細

不
明
な
点
が
多
い
が
、何
人
か
の
高
尾
太
夫
に
関
す
る
話
は
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
。

　続
い
て
勝
山
と
い
う
吉
原
で
人
気
の
あ
っ
た
遊
女
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
名
を
張

子
と
い
い
、
元
湯
女
で
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
山
本
芳
潤
に
も
と
め
ら
れ
て
太
夫

職
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
勝
山
に
関
す
る
逸
話
に
は
面
白
い
も
の
が
あ
り
、
松
浦

静
山
の
『
甲
子
夜
話
続
篇
』
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　勝
山
は
仲
之
町
を
道
中
す
る
時
、厳
然
と
し
た
態
度
で
左
右
を
み
る
こ
と
が
な
い
、

と
い
う
評
判
を
聞
い
た
唐
犬
権
兵
衛
と
い
う
客
が
、
仲
間
の
者
に
自
分
が
勝
山
を
振

り
向
か
せ
て
見
せ
よ
う
と
約
束
し
、
そ
の
夕
方
一
同
で
吉
原
へ
行
き
、
勝
山
の
道
中

す
る
う
し
ろ
へ
廻
っ
た
権
兵
衛
は
鋏
で
彼
女
の
髪
の
元
結
を
切
っ
た
の
で
、
髪
は
は

ら
は
ら
と
と
け
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
勝
山
は
少
し
も
驚
か
ず
、
顔
色
も
変
え
な

か
っ
た
。
し
か
し
髪
が
乱
れ
た
ま
ま
で
は
歩
く
わ
け
に
は
い
か
ず
、
懇
意
に
し
て
い

る
茶
屋
に
寄
っ
て
供
の
女
に
髪
を
丸
く
巻
か
せ
簪
で
留
め
る
と
、
す
ぐ
に
ま
た
元
の

通
り
に
道
中
を
続
け
た
。
そ
の
姿
は
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
て
美
し
く
、
こ
と
に
髪
を

巻
き
上
げ
た
と
こ
ろ
は
か
え
っ
て
い
つ
も
よ
り
倍
も
あ
で
や
か
に
見
え
た
。
こ
の
こ

と
は
江
戸
中
で
評
判
と
な
り
、
他
の
女
性
た
ち
は
こ
れ
を
真
似
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
髪
型
は
「
勝
山
」
と
呼
ば
れ
、
今
で
も
残
っ
て
い
る
髪
型
で
あ
る
。

第
3
章

　
服
飾
や
文
化
か
ら
み
る
花
街
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遊
女
の
服
飾

　現
代
で
は
、
舞
妓
や
芸
妓
の
メ
デ
ィ
ア
の
露
出
が
高
く
、
京
都
の
観
光
地
で
は
変

身
舞
妓
と
い
っ
た
芸
舞
妓
の
格
好
に
扮
す
る
体
験
が
で
き
る
場
も
有
名
で
、
一
般
の

人
の
目
に
付
く
こ
と
も
多
い
。
ま
た
、
白
粉
や
紅
を
さ
し
た
姿
は
一
般
の
女
性
か
ら

見
て
も
華
や
か
な
美
し
さ
が
あ
り
、
最
近
で
は
そ
ん
な
芸
舞
妓
の
綺
麗
さ
を
参
考
に

し
た
コ
ス
メ
ブ
ラ
ン
ド
な
ど
も
あ
り
、
憧
れ
を
持
ち
自
ら
舞
妓
に
な
り
た
い
と
志
願

す
る
少
女
も
い
る
。
で
は
、
昔
の
花
街
は
一
般
の
女
性
か
ら
見
て
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
か
。
化
粧
や
結
髪
、
装
飾
等
か
ら
、
花
街
の
女
性
に
つ
い
て
探
っ
て
い
く
。

遊
女
は
階
級
ご
と
に
、
髪
型
・
着
衣
・
下
着
・
帯
・
打
掛
・
足
元
・
化
粧
法
に
至
る

す
べ
て
に
違
い
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
の
で
、

す
べ
て
を
把
握
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
基
本
的
な
原
型
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
。

　南
北
朝
時
代
に
お
け
る
遊
女
は
、
官
廷
女
房
風
の
格
式
高
い
服
装
で
あ
っ
た
。

髪
は
結
い
上
げ
て
お
ら
ず
、
初
め
て
結
髪
姿
の
遊
女
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の

9
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は
、
天
文
時
代
（
一
五
三
二
〜
一
五
四
四
）
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
承
応
・
万
治

（
一
五
六
二
〜
一
六
六
〇
）
は
、
衣
装
は
鹿
の
子
模
様
で
、
亀
甲
、
波
頭
、
三
ツ
巴

な
ど
が
ま
じ
り
あ
い
、
全
体
的
に
豪
華
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
袖
は
丸
く
帯
は
腰
の
あ

た
り
で
し
め
、
足
元
は
は
だ
し
、
髪
型
は
立
兵
庫
髷
で
あ
っ
た
。
享
保
頃
に
な
る
と
、

芸
者
は
長
袖
後
帯
に
足
元
は
白
足
袋
を
は
い
た
。
藤
本
箕
山
の
『
色
道
大
鏡
』
に
は

太
夫
、
天
神
、
囲
（
鹿
恋
）
の
三
階
層
の
服
装
規
制
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
て

お
り
、
太
夫
の
服
制
は
豪
華
絢
爛
な
も
の
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　遊
女
の
服
飾
は
時
代
に
よ
り
、
し
ば
し
ば
取
り
締
ま
り
が
出
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
守
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
花
魁
道
中
に
お
い
て
の
衣
装
は
豪
華
な
も
の
が
使

用
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
甲
州
街
道
に
存
在
し
た
宿
場
の
一
つ
で
あ
る
内
藤
新

宿
で
も
美
服
を
着
て
い
た
。
ま
た
、
岡
場
所
で
の
踊
子
は
振
袖
姿
の
娘
風
を
装
い
、

先
方
の
座
敷
に
着
く
と
留
袖
の
着
物
に
着
替
え
た
と
い
い
、
こ
れ
を
真
似
し
て
、
町

芸
者
は
四
十
歳
に
近
い
大
年
増
芸
者
で
も
、
若
造
り
を
し
て
座
敷
勤
め
を
行
っ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、
売
色
芸
者
の
取
り
締
ま
り
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

落
し
眉
に
し
て
歯
を
染
め
る
者
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
眉
を
剃
り
お
歯
黒
を
す

る
こ
と
は
、
既
婚
者
で
あ
る
こ
と
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
、
芸
者
が
独
身
で
は
な

く
売
色
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。『
守
貞
漫
稿
』
に
よ
る

と
、
天
保
改
革
で
岡
場
所
は
ほ
と
ん
ど
掃
蕩
さ
れ
大
弾
圧
を
受
け
た
た
め
、
そ
の
こ

ろ
に
は
水
茶
屋
女
の
間
に
も
眉
を
剃
り
歯
を
染
め
る
流
行
が
起
こ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
吉
原
の
遊
女
風
俗
に
も
、
歯
を
染
め
る
こ
と
は
行
わ
れ
た
が
、
眉
を
剃
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
が
、
眉
を
剃
る
こ
と
は
い
っ
た
ん
身
請
け
な
ど
を
し
た
も

の
が
そ
の
後
ま
た
二
度
の
勤
め
を
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
人
妻
と
な
っ
て

落
と
し
眉
に
し
た
も
の
に
再
び
眉
を
生
え
さ
せ
て
遊
女
勤
め
に
出
す
わ
け
で
あ
る
。

　『
北
里
見
聞
録
』
に
は
、
明
暦
・
元
和
・
貞
享
頃
の
遊
女
の
服
装
は
一
般
の
女
性

の
衣
服
と
変
わ
り
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
に
な
る
と
裾
に
綿
を
入
れ
た
少
し
変

わ
っ
た
も
の
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
京
町
一
丁
目
の
若
松
屋
藤
左

衛
門
抱
え
の
粧
ひ
と
い
う
遊
女
が
着
初
め
、
他
の
者
た
ち
も
真
似
を
す
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
衣
装
の
豪
華
さ
に
つ
い
て
は
、『
錦
之
裏
』
に
よ
る
と
、
上

着
は
白
地
の
魚
子
織
に
紫
の
吹
絵
落
と
し
の
源
氏
雲
の
中
に
四
季
の
草
花
を
極
彩
色

で
描
き
、
紋
所
は
紫
の
よ
り
糸
で
縫
い
、
下
着
の
無
垢
は
緋
緞
子
の
銅
に
鳶
色
の
無

地
の
八
丈
絹
で
縁
取
り
し
下
着
と
同
じ
模
様
の
刺
繍
を
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

化
粧
に
関
し
て
は
、
江
戸
期
、
遊
客
の
間
で
は
遊
女
は
化
粧
な
し
の
素
顔
が
一
番
綺

麗
だ
と
さ
れ
、
そ
れ
が
客
の
思
い
描
く
理
想
像
だ
っ
た
。
化
粧
が
許
さ
れ
て
い
た
の

は
、
禿
か
ら
一
本
立
ち
し
た
ば
か
り
の
「
新
艘
」
と
位
が
一
番
低
い
「
端
女
郎
」
の

み
で
、
真
の
遊
女
は
、
禿
の
時
か
ら
磨
き
あ
げ
ら
れ
た
非
難
さ
れ
る
所
の
な
い
美
女

で
あ
る
べ
き
な
の
で
、
た
と
え
肌
の
色
が
黒
く
て
も
そ
れ
も
美
の
要
素
で
あ
る
と
い

う
理
屈
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
時
代
と
と
も
に
遊
女
の
質
が
低
下
、
も
し
く

は
遊
客
の
目
が
落
ち
た
の
か
、
次
第
に
遊
女
は
濃
化
粧
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。
京
阪
で
は
、
白
塗
り
の
技
法
も
発
達
し
て
い
き
、
口
紅
も
濃
く
さ
す
よ
う
な
、

現
代
の
芸
舞
妓
の
姿
に
近
し
い
形
と
な
っ
て
い
く
。

3—

2

　
流
行
や
文
化
の
発
信
地

　『
江
戸
時
代
の
流
行
と
美
意
識

　装
い
の
文
化
史
（
18
）』
に
よ
る
と

元
和
三
年
（
一
六
一
七
）、
吉
原
遊
廓
が
日
本
橋
の
地
に
起
立
し
て
か
ら
幕
末

ま
で
二
百
五
十
年
、
こ
の
間
吉
原
は
単
な
る
売
笑
の
巷
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
は
江
戸
市
民
の
一
大
社
交
場
で
も
あ
り
、
文
化
サ
ロ
ン
で
も
あ
っ
た
。
特

に
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
江
戸
大
火
後
、
吉
原
が
日
本
橋
か
ら
山
谷
の
地

へ
移
転
し
て
以
後
の
新
吉
原
時
代
は
、
江
戸
市
民
と
の
交
流
は
一
層
の
進
展
を

見
せ
、
言
語
・
風
俗
・
文
芸
・
歌
謡
・
浮
世
絵
等
々
の
強
力
な
発
信
地
と
し
て

の
独
自
の
地
歩
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

と
あ
り
、
色
を
売
る
街
と
は
ま
た
違
っ
た
文
化
人
た
ち
の
社
交
場
で
あ
っ
た
一
面
が

あ
る
。
位
の
高
い
遊
女
た
ち
は
高
い
教
養
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
将
棋
・
和
歌
・
三

味
線
な
ど
も
学
ん
で
い
た
か
ら
、
公
家
・
武
家
・
町
人
な
ど
の
有
力
な
男
性
た
ち
も

集
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
文
化
発
祥
の
地
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
前
章
で
述
べ
た

著
名
な
遊
女
た
ち
も
、
世
界
で
も
稀
な
文
化
人
女
性
で
あ
り
、
花
街
が
こ
う
し
た
優

れ
た
女
性
文
化
人
を
創
り
だ
し
た
と
い
う
こ
と
は
、注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
う
い
っ
た
女
性
た
ち
は
衣
装
、
化
粧
、
頭
髪
の
結
い
方
、
櫛
笄
な
ど
の
女
性
風
俗

文
化
に
及
ぼ
し
た
影
響
も
大
き
か
っ
た
。
前
掲
し
た
『
江
戸
時
代
の
流
行
と
美
意
識

　装
い
の
文
化
史
（
19
）』
に
お
い
て
近
世
文
学
研
究
家
の
佐
藤
要
人
は
、
遊
里
は
文

化
の
発
信
地
で
あ
り
遊
郭
の
女
性
た
ち
は
一
般
の
女
性
た
ち
か
ら
見
て
、
今
で
い
う

201
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に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
逸
話
が
あ
る
。
六
条
に
遊
郭
が
あ
っ
た
と
き
に
太
夫
十
八

人
の
集
ま
り
が
あ
り
、
太
夫
た
ち
は
豪
華
な
衣
装
で
着
飾
っ
て
参
列
し
た
。
し
か
し

吉
野
太
夫
は
中
々
姿
を
見
せ
な
い
の
で
呼
び
に
い
く
と
、
寝
所
か
ら
寝
乱
れ
髪
に
白

綾
の
肌
着
、
黒
の
上
衣
に
紫
の
帯
と
い
う
姿
で
、
並
み
い
る
着
飾
っ
た
女
郎
の
間
を

通
り
抜
け
て
上
席
に
つ
い
た
。
そ
の
寝
ぼ
け
顔
の
美
し
さ
に
太
夫
た
ち
も
言
葉
を
忘

れ
て
見
と
れ
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
『
色
道
大
鏡
』
に
載
っ
て
い
る
。
当
時
、

化
粧
を
し
な
い
あ
り
の
ま
ま
の
姿
が
最
も
美
し
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
吉
野
太
夫

は
こ
れ
を
利
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
美
し
く
豪
華
な
衣
装
に
着
飾
っ
た

他
の
太
夫
た
ち
よ
り
も
素
顔
に
普
段
着
の
吉
野
太
夫
の
容
色
の
ほ
う
が
数
段
ま
さ
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
吉
野
太
夫
は
井
原
西
鶴
が
絶
賛
し
た
太
夫
で

も
あ
り
、
彼
の
代
表
作
で
も
あ
る
『
好
色
一
代
男
』
で
は
前
代
未
聞
の
遊
女
と
書
か

れ
て
い
る
。
そ
し
て
優
れ
て
い
た
の
は
容
姿
だ
け
で
な
く
、
教
養
も
高
く
、
歌
道
、

連
歌
道
、
琴
、
琵
琶
、
茶
道
、
香
道
、
挿
花
、
そ
の
他
碁
に
ま
で
至
り
、
酒
は
殊
に

嗜
ん
で
い
た
。
そ
ん
な
彼
女
は
多
く
の
文
化
財
も
好
ん
で
お
り
、
特
に
愛
用
さ
れ
て

い
た
珍
品
に
「
蟹
の
盃
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
室
町
時
代
に
中
国
か
ら
渡

来
し
た
ゼ
ン
マ
イ
仕
掛
け
で
動
く
蟹
の
形
を
し
た
盃
台
で
、
横
三
寸
、
縦
二
寸
五
分
、

高
さ
二
寸
の
も
の
で
あ
っ
た
。
京
都
東
山
に
あ
る
高
台
寺
の
仏
殿
北
庭
に
あ
る
「
鬼

瓦
の
茶
室
」「
遺
芳
庵
茶
室
」
は
吉
野
ゆ
か
り
の
部
屋
と
い
わ
れ
、
現
在
で
は
大
幅

に
修
復
さ
れ
て
い
る
が
「
鬼
瓦
の
茶
室
」
の
棟
の
鬼
瓦
、「
遺
芳
庵
茶
室
」
の
大
丸

窓
「
吉
野
窓
」
は
吉
野
太
夫
の
好
み
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
。
そ
ん
な
吉
野
は
寛

永
七
年
、
京
の
富
豪
灰
屋
紹
由
の
子
紹
益
に
身
請
け
さ
れ
、
寛
永
二
十
年
三
十
八
歳

で
没
す
る
。

　次
に
吉
原
で
最
も
著
名
な
遊
女
で
あ
っ
た
高
尾
太
夫
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
の
名
は

代
々
襲
名
さ
れ
て
お
り
何
代
続
い
た
の
か
は
曖
昧
で
あ
る
。『
洞
房
語
園
』で
は
七
代
、

『
近
世
奇
跡
考
』
と
『
京
山
高
尾
考
』
は
十
一
代
、『
は
ち
す
代
』
は
九
代
と
さ
れ
て

い
る
。
多
く
の
人
に
名
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
歴
代
の
高
尾
に
つ
い
て
は
詳
細
も
不

明
な
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
吉
原
に
お
い
て
ト
ッ
プ
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

ど
の
歴
代
高
尾
も
才
色
兼
備
で
芸
に
練
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
詳
細

不
明
な
点
が
多
い
が
、何
人
か
の
高
尾
太
夫
に
関
す
る
話
は
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
。

　続
い
て
勝
山
と
い
う
吉
原
で
人
気
の
あ
っ
た
遊
女
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
名
を
張

子
と
い
い
、
元
湯
女
で
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
山
本
芳
潤
に
も
と
め
ら
れ
て
太
夫

職
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
勝
山
に
関
す
る
逸
話
に
は
面
白
い
も
の
が
あ
り
、
松
浦

静
山
の
『
甲
子
夜
話
続
篇
』
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　勝
山
は
仲
之
町
を
道
中
す
る
時
、厳
然
と
し
た
態
度
で
左
右
を
み
る
こ
と
が
な
い
、

と
い
う
評
判
を
聞
い
た
唐
犬
権
兵
衛
と
い
う
客
が
、
仲
間
の
者
に
自
分
が
勝
山
を
振

り
向
か
せ
て
見
せ
よ
う
と
約
束
し
、
そ
の
夕
方
一
同
で
吉
原
へ
行
き
、
勝
山
の
道
中

す
る
う
し
ろ
へ
廻
っ
た
権
兵
衛
は
鋏
で
彼
女
の
髪
の
元
結
を
切
っ
た
の
で
、
髪
は
は

ら
は
ら
と
と
け
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
勝
山
は
少
し
も
驚
か
ず
、
顔
色
も
変
え
な

か
っ
た
。
し
か
し
髪
が
乱
れ
た
ま
ま
で
は
歩
く
わ
け
に
は
い
か
ず
、
懇
意
に
し
て
い

る
茶
屋
に
寄
っ
て
供
の
女
に
髪
を
丸
く
巻
か
せ
簪
で
留
め
る
と
、
す
ぐ
に
ま
た
元
の

通
り
に
道
中
を
続
け
た
。
そ
の
姿
は
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
て
美
し
く
、
こ
と
に
髪
を

巻
き
上
げ
た
と
こ
ろ
は
か
え
っ
て
い
つ
も
よ
り
倍
も
あ
で
や
か
に
見
え
た
。
こ
の
こ

と
は
江
戸
中
で
評
判
と
な
り
、
他
の
女
性
た
ち
は
こ
れ
を
真
似
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
髪
型
は
「
勝
山
」
と
呼
ば
れ
、
今
で
も
残
っ
て
い
る
髪
型
で
あ
る
。

第
3
章

　
服
飾
や
文
化
か
ら
み
る
花
街
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1

　
遊
女
の
服
飾

　現
代
で
は
、
舞
妓
や
芸
妓
の
メ
デ
ィ
ア
の
露
出
が
高
く
、
京
都
の
観
光
地
で
は
変

身
舞
妓
と
い
っ
た
芸
舞
妓
の
格
好
に
扮
す
る
体
験
が
で
き
る
場
も
有
名
で
、
一
般
の

人
の
目
に
付
く
こ
と
も
多
い
。
ま
た
、
白
粉
や
紅
を
さ
し
た
姿
は
一
般
の
女
性
か
ら

見
て
も
華
や
か
な
美
し
さ
が
あ
り
、
最
近
で
は
そ
ん
な
芸
舞
妓
の
綺
麗
さ
を
参
考
に

し
た
コ
ス
メ
ブ
ラ
ン
ド
な
ど
も
あ
り
、
憧
れ
を
持
ち
自
ら
舞
妓
に
な
り
た
い
と
志
願

す
る
少
女
も
い
る
。
で
は
、
昔
の
花
街
は
一
般
の
女
性
か
ら
見
て
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
か
。
化
粧
や
結
髪
、
装
飾
等
か
ら
、
花
街
の
女
性
に
つ
い
て
探
っ
て
い
く
。

遊
女
は
階
級
ご
と
に
、
髪
型
・
着
衣
・
下
着
・
帯
・
打
掛
・
足
元
・
化
粧
法
に
至
る

す
べ
て
に
違
い
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
の
で
、

す
べ
て
を
把
握
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
基
本
的
な
原
型
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
。

　南
北
朝
時
代
に
お
け
る
遊
女
は
、
官
廷
女
房
風
の
格
式
高
い
服
装
で
あ
っ
た
。

髪
は
結
い
上
げ
て
お
ら
ず
、
初
め
て
結
髪
姿
の
遊
女
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の

9
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は
、
天
文
時
代
（
一
五
三
二
〜
一
五
四
四
）
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
承
応
・
万
治

（
一
五
六
二
〜
一
六
六
〇
）
は
、
衣
装
は
鹿
の
子
模
様
で
、
亀
甲
、
波
頭
、
三
ツ
巴

な
ど
が
ま
じ
り
あ
い
、
全
体
的
に
豪
華
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
袖
は
丸
く
帯
は
腰
の
あ

た
り
で
し
め
、
足
元
は
は
だ
し
、
髪
型
は
立
兵
庫
髷
で
あ
っ
た
。
享
保
頃
に
な
る
と
、

芸
者
は
長
袖
後
帯
に
足
元
は
白
足
袋
を
は
い
た
。
藤
本
箕
山
の
『
色
道
大
鏡
』
に
は

太
夫
、
天
神
、
囲
（
鹿
恋
）
の
三
階
層
の
服
装
規
制
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
て

お
り
、
太
夫
の
服
制
は
豪
華
絢
爛
な
も
の
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　遊
女
の
服
飾
は
時
代
に
よ
り
、
し
ば
し
ば
取
り
締
ま
り
が
出
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
守
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
花
魁
道
中
に
お
い
て
の
衣
装
は
豪
華
な
も
の
が
使

用
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
甲
州
街
道
に
存
在
し
た
宿
場
の
一
つ
で
あ
る
内
藤
新

宿
で
も
美
服
を
着
て
い
た
。
ま
た
、
岡
場
所
で
の
踊
子
は
振
袖
姿
の
娘
風
を
装
い
、

先
方
の
座
敷
に
着
く
と
留
袖
の
着
物
に
着
替
え
た
と
い
い
、
こ
れ
を
真
似
し
て
、
町

芸
者
は
四
十
歳
に
近
い
大
年
増
芸
者
で
も
、
若
造
り
を
し
て
座
敷
勤
め
を
行
っ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、
売
色
芸
者
の
取
り
締
ま
り
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

落
し
眉
に
し
て
歯
を
染
め
る
者
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
眉
を
剃
り
お
歯
黒
を
す

る
こ
と
は
、
既
婚
者
で
あ
る
こ
と
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
、
芸
者
が
独
身
で
は
な

く
売
色
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。『
守
貞
漫
稿
』
に
よ
る

と
、
天
保
改
革
で
岡
場
所
は
ほ
と
ん
ど
掃
蕩
さ
れ
大
弾
圧
を
受
け
た
た
め
、
そ
の
こ

ろ
に
は
水
茶
屋
女
の
間
に
も
眉
を
剃
り
歯
を
染
め
る
流
行
が
起
こ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
吉
原
の
遊
女
風
俗
に
も
、
歯
を
染
め
る
こ
と
は
行
わ
れ
た
が
、
眉
を
剃
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
が
、
眉
を
剃
る
こ
と
は
い
っ
た
ん
身
請
け
な
ど
を
し
た
も

の
が
そ
の
後
ま
た
二
度
の
勤
め
を
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
人
妻
と
な
っ
て

落
と
し
眉
に
し
た
も
の
に
再
び
眉
を
生
え
さ
せ
て
遊
女
勤
め
に
出
す
わ
け
で
あ
る
。

　『
北
里
見
聞
録
』
に
は
、
明
暦
・
元
和
・
貞
享
頃
の
遊
女
の
服
装
は
一
般
の
女
性

の
衣
服
と
変
わ
り
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
に
な
る
と
裾
に
綿
を
入
れ
た
少
し
変

わ
っ
た
も
の
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
京
町
一
丁
目
の
若
松
屋
藤
左

衛
門
抱
え
の
粧
ひ
と
い
う
遊
女
が
着
初
め
、
他
の
者
た
ち
も
真
似
を
す
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
衣
装
の
豪
華
さ
に
つ
い
て
は
、『
錦
之
裏
』
に
よ
る
と
、
上

着
は
白
地
の
魚
子
織
に
紫
の
吹
絵
落
と
し
の
源
氏
雲
の
中
に
四
季
の
草
花
を
極
彩
色

で
描
き
、
紋
所
は
紫
の
よ
り
糸
で
縫
い
、
下
着
の
無
垢
は
緋
緞
子
の
銅
に
鳶
色
の
無

地
の
八
丈
絹
で
縁
取
り
し
下
着
と
同
じ
模
様
の
刺
繍
を
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

化
粧
に
関
し
て
は
、
江
戸
期
、
遊
客
の
間
で
は
遊
女
は
化
粧
な
し
の
素
顔
が
一
番
綺

麗
だ
と
さ
れ
、
そ
れ
が
客
の
思
い
描
く
理
想
像
だ
っ
た
。
化
粧
が
許
さ
れ
て
い
た
の

は
、
禿
か
ら
一
本
立
ち
し
た
ば
か
り
の
「
新
艘
」
と
位
が
一
番
低
い
「
端
女
郎
」
の

み
で
、
真
の
遊
女
は
、
禿
の
時
か
ら
磨
き
あ
げ
ら
れ
た
非
難
さ
れ
る
所
の
な
い
美
女

で
あ
る
べ
き
な
の
で
、
た
と
え
肌
の
色
が
黒
く
て
も
そ
れ
も
美
の
要
素
で
あ
る
と
い

う
理
屈
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
時
代
と
と
も
に
遊
女
の
質
が
低
下
、
も
し
く

は
遊
客
の
目
が
落
ち
た
の
か
、
次
第
に
遊
女
は
濃
化
粧
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。
京
阪
で
は
、
白
塗
り
の
技
法
も
発
達
し
て
い
き
、
口
紅
も
濃
く
さ
す
よ
う
な
、

現
代
の
芸
舞
妓
の
姿
に
近
し
い
形
と
な
っ
て
い
く
。

3—

2

　
流
行
や
文
化
の
発
信
地

　『
江
戸
時
代
の
流
行
と
美
意
識

　装
い
の
文
化
史
（
18
）』
に
よ
る
と

元
和
三
年
（
一
六
一
七
）、
吉
原
遊
廓
が
日
本
橋
の
地
に
起
立
し
て
か
ら
幕
末

ま
で
二
百
五
十
年
、
こ
の
間
吉
原
は
単
な
る
売
笑
の
巷
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
は
江
戸
市
民
の
一
大
社
交
場
で
も
あ
り
、
文
化
サ
ロ
ン
で
も
あ
っ
た
。
特

に
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
江
戸
大
火
後
、
吉
原
が
日
本
橋
か
ら
山
谷
の
地

へ
移
転
し
て
以
後
の
新
吉
原
時
代
は
、
江
戸
市
民
と
の
交
流
は
一
層
の
進
展
を

見
せ
、
言
語
・
風
俗
・
文
芸
・
歌
謡
・
浮
世
絵
等
々
の
強
力
な
発
信
地
と
し
て

の
独
自
の
地
歩
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

と
あ
り
、
色
を
売
る
街
と
は
ま
た
違
っ
た
文
化
人
た
ち
の
社
交
場
で
あ
っ
た
一
面
が

あ
る
。
位
の
高
い
遊
女
た
ち
は
高
い
教
養
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
将
棋
・
和
歌
・
三

味
線
な
ど
も
学
ん
で
い
た
か
ら
、
公
家
・
武
家
・
町
人
な
ど
の
有
力
な
男
性
た
ち
も

集
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
文
化
発
祥
の
地
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
前
章
で
述
べ
た

著
名
な
遊
女
た
ち
も
、
世
界
で
も
稀
な
文
化
人
女
性
で
あ
り
、
花
街
が
こ
う
し
た
優

れ
た
女
性
文
化
人
を
創
り
だ
し
た
と
い
う
こ
と
は
、注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
う
い
っ
た
女
性
た
ち
は
衣
装
、
化
粧
、
頭
髪
の
結
い
方
、
櫛
笄
な
ど
の
女
性
風
俗

文
化
に
及
ぼ
し
た
影
響
も
大
き
か
っ
た
。
前
掲
し
た
『
江
戸
時
代
の
流
行
と
美
意
識

　装
い
の
文
化
史
（
19
）』
に
お
い
て
近
世
文
学
研
究
家
の
佐
藤
要
人
は
、
遊
里
は
文

化
の
発
信
地
で
あ
り
遊
郭
の
女
性
た
ち
は
一
般
の
女
性
た
ち
か
ら
見
て
、
今
で
い
う

200

（54）（55）



10

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
よ
う
な
役
割
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
江
戸
時
代
、

女
性
の
髪
型
は
最
も
華
や
か
で
髪
結
の
種
類
も
豊
富
に
あ
り
、
年
齢
や
職
業
、
身
分
、

既
婚
者
未
婚
者
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
髪
型
も
違
っ
て
お
り
、
一
目
み
れ
ば
ど
の
よ
う

な
職
の
女
性
で
あ
る
か
が
わ
か
っ
た
。
江
戸
初
期
に
は
、
公
家
や
武
家
階
級
の
女
性

た
ち
は
垂
髪
と
い
う
髪
を
後
ろ
に
垂
ら
し
た
髪
型
で
あ
っ
た
が
、
女
歌
舞
伎
や
遊
女

な
ど
が
兵
庫
髷
や
島
田
髷
、
勝
山
髷
を
結
い
始
め
る
よ
う
に
な
り
、
い
ず
れ
の
髪
型

も
後
に
一
般
の
庶
民
の
女
性
た
ち
も
結
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
兵
庫
髷
と
島
田

髷
と
勝
山
髷
は
諸
説
あ
る
が
、
遊
女
が
結
い
始
め
た
こ
と
が
流
行
り
の
き
っ
か
け
と

も
さ
れ
て
い
る
。

　髪
型
か
ら
江
戸
吉
原
の
変
遷
を
み
て
い
く
と
、
元
吉
原
時
代
で
は
戦
国
の
余
韻
が

残
り
諸
大
名
た
ち
は
金
紋
先
箱
の
行
列
を
従
え
て
、豪
放
な
遊
興
を
展
開
し
て
い
た
。

こ
の
時
の
太
夫
と
太
夫
の
次
の
位
で
あ
る
格
子
の
髪
型
は
立
兵
庫
と
い
う
髪
型
で
、

こ
れ
は
吉
原
の
権
威
の
象
徴
と
し
て
宝
暦
ま
で
つ
づ
い
た
。
新
吉
原
が
極
端
な
不
況

に
見
舞
わ
れ
、
多
く
の
店
が
廃
業
す
る
と
太
夫
と
格
子
は
吉
原
か
ら
消
え
去
り
、
立

兵
庫
を
結
う
者
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
太
夫
・
格
子
と
い
っ
た

遊
女
の
階
級
制
は
吉
原
か
ら
姿
を
消
す
。
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た

吉
原
の
遊
女
た
ち
を
描
い
た
美
人
画
『
青
楼
美
人
合
』
に
は
、
立
兵
庫
の
遊
女
は
一

人
も
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
立
兵
庫
の
か
わ
り
に
兵
庫
髷
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
い
く

つ
か
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
兵
庫
髷
は
元
は
立
兵
庫
で
あ
り
、
そ
れ
が
多
く
の
派

生
型
を
生
ん
で
い
く
。
ま
た
、『
青
楼
美
人
合
』
に
は
島
田
髷
が
圧
倒
的
に
多
く
描

か
れ
て
お
り
、
そ
の
次
に
勝
山
髷
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
江
戸
中
期
に
は
燈
籠

鬢
と
い
う
髪
型
が
大
流
行
す
る
。
こ
れ
は
京
都
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
、『
享
保
・

延
亭
・
江
府
風
俗
志
（
20
）』
に
は

夫
よ
り
京
祇
園
の
女
子
供
、
と
う
ろ
う
び
ん
と
て
、
つ
と
を
少
く
、
び
ん
を
出

し
て
、
内
の
透
や
う
に
結
し
也
。
赤
す
き
び
ん
と
も
云
。
此
姿
の
は
や
り
下
り

て
、
江
戸
に
て
も
そ
ろ
〳
〵
た
ぼ
を
つ
め
鬢
を
出
し
て
、
左
右
よ
り
鯨
の
平
棒

を
両
方
よ
り
さ
し
て
持
せ
る
な
り
。

と
あ
り
、
こ
れ
は
や
が
て
江
戸
に
も
わ
た
り
、
ま
ず
は
水
商
売
の
女
た
ち
が
真
似
を

す
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
、
京
都
の
女
性
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
組
織
が
あ
り
風

俗
に
敏
感
な
深
川
と
い
う
地
で
流
行
り
、
そ
の
後
新
吉
原
へ
と
移
り
、
一
般
女
性
の

間
に
も
普
及
し
て
い
っ
た
。ま
た
、立
兵
庫
も
吉
原
独
特
の
髪
型
で
あ
る
が
、
兵
庫
髷

は
多
く
の
派
生
型
を
生
み
、一
般
女
性
の
髪
型
と
し
て
普
及
し
た
。勝
山
髷
も
同
様
で

あ
り
、こ
の
髷
は
屋
敷
風
を
工
夫
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。承
応
・
明
暦
（
一
六
五
二
〜

一
六
五
七
）
の
頃
、
丹
前
風
呂
の
湯
女
で
あ
っ
た
勝
山
が
、
吉
原
に
移
っ
て
遊
女
と

な
り
、
生
来
の
美
貌
と
利
発
的
な
性
格
か
ら
こ
の
髪
型
を
創
始
し
、
こ
れ
を
真
似
る

も
の
が
多
く
出
て
き
た
。
こ
れ
が
民
間
に
も
伝
え
ら
れ
、
勝
山
髷
が
普
及
す
る
こ
と

と
な
る
。
吉
原
は
、
結
髪
文
化
の
発
祥
の
地
で
あ
り
、
一
般
女
性
た
ち
の
結
髪
に
も

影
響
し
て
い
た
。
結
髪
な
ど
髪
型
に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
り
欠
か
せ
な
い
の
が
、

櫛
や
簪
、
笄
で
あ
る
。「
櫛
」
は
毛
髪
を
梳
く
も
の
、「
簪
」
は
昔
、
冠
が
落
ち
て
こ

な
い
よ
う
に
髻
に
突
き
刺
し
た
串
「
か
み
さ
し
」
で
あ
り
、「
笄
」
は
髪
を
か
き
上

げ
る
た
め
の
「
か
み
か
き
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
、
本
来
の
機
能
を

忘
れ
て
純
粋
な
装
飾
品
と
な
り
、
特
に
花
街
に
お
い
て
は
重
要
な
小
道
具
と
な
っ
て

い
っ
た
。

　そ
の
他
、
江
戸
文
化
の
代
表
と
も
い
え
る
浮
世
絵
も
、
好
色
的
で
享
楽
的
な
絵
で

あ
る
こ
と
か
ら
多
く
の
市
民
に
愛
好
さ
れ
た
た
め
、
吉
原
の
名
妓
や
そ
れ
以
外
の
岡

場
所
の
美
女
た
ち
が
盛
ん
に
描
か
れ
、
艶
の
あ
る
遊
女
た
ち
の
姿
が
巧
み
に
表
現
さ

れ
て
い
た
。
そ
の
他
の
江
戸
文
化
で
も
文
学
分
野
に
お
い
て
、
黄
表
紙
や
洒
落
本
の

占
め
る
位
置
は
大
き
い
が
、
そ
の
題
材
は
吉
原
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
廓

の
中
で
起
き
る
遊
び
は
様
々
な
悲
喜
劇
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
は
井
原
西
鶴
の
『
好

色
一
代
男
』
や
『
浮
世
草
子
』、近
松
門
左
衛
門
の
傑
作
世
話
浄
瑠
璃
『
曽
根
崎
心
中
』

を
生
み
出
し
た
。
ま
た
、『
日
本
史
小
百
科

　遊
女
（
21
）』
で
は

文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
玉
菊
と
い
う
遊
女
の
書
の
掛
物
が
出
来
た
の
で
、

八
月
十
三
日
山
谷
の
八
百
善
で
玉
菊
忌
が
催
さ
れ
、
そ
の
時
の
一
座
の
集
い
を

渡
辺
崋
山
が
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
八
百
善
の
主
人
、
玉

菊
の
い
た
吉
原
中
方
字
屋
の
主
人
、
酒
井
抱
一
、
日
本
橋
の
富
豪
池
田
狐
村
、

有
名
な
花
扇
の
い
た
五
明
楼
の
主
人
ら
が
描
か
れ
、
一
々
そ
の
名
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
玉
菊
忌
で
は
十
寸
見
蘭
州
が
二
代
目
河
東
に
作
ら
せ
た
〝
傾
城
水

調
子
〟
を
一
同
で
語
り
迫
善
と
し
た
。
こ
の
二
代
目
河
東
は
、
吉
原
大
門
外
の

商
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
水
調
子
を
語
り
、
玉
菊
歿
後
の
享
保
以
来
、
毎
年
吉
原
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や
山
谷
の
八
百
善
な
ど
で
こ
の
玉
菊
忌
は
催
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
右
に
見
た
よ

う
な
文
化
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
河
東
節
を
語
っ
た
。
吉
原
は
、
こ
う
い
う
文
化

人
サ
ロ
ン
で
あ
り
、
そ
こ
で
歌
や
詩
や
俳
句
や
狂
歌
が
創
作
さ
れ
た
。

と
あ
る
。
吉
原
が
文
化
人
サ
ロ
ン
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
花
街
で
は
教
養
あ
る
遊
女

た
ち
が
多
く
い
る
中
で
彼
女
た
ち
が
媒
介
と
な
り
、
様
々
な
文
化
が
創
造
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
文
化
が
創
造
さ
れ
て
い
た
の
は
吉
原
だ
け
で

は
な
く
、
京
都
島
原
で
は
俳
壇
が
流
行
す
る
。
当
時
江
戸
俳
壇
で
有
名
だ
っ
た
炭
太

祇
が
宝
暦
三
年
に
島
原
置
屋
桔
梗
屋
治
介
俳
号
呑
獅
の
招
き
を
受
け
て
、廓
内
に「
不

夜
庵
」
と
呼
ぶ
場
所
を
作
り
こ
こ
で
俳
壇
作
り
に
没
頭
し
た
。
の
ち
に
島
原
俳
壇
と

し
て
多
く
の
俳
人
た
ち
が
こ
の
島
原
に
集
い
、
幕
末
の
頃
に
衰
退
し
て
い
っ
た
が
、

こ
う
し
た
文
化
的
な
環
境
は
遊
女
た
ち
の
教
養
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　近
世
期
に
お
け
る
女
性
の
喫
煙
風
俗
も
遊
里
を
母
体
と
し
て
広
ま
っ
た
も
の
で
あ

る
。
吉
原
で
は
遊
女
と
喫
煙
具
は
不
即
不
離
の
関
係
で
あ
り
、
煙
管
は
客
を
あ
や
な

す
道
具
や
一
座
の
景
気
づ
け
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
は
ル
ー
ル
も
あ
り
、

太
夫
は
太
鼓
女
郎
の
詰
め
て
く
れ
た
煙
管
を
受
け
と
っ
て
の
む
の
が
普
通
で
自
分
で

詰
め
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
一
服
だ
け
吸
っ
て
煙
管
を
返
し
灰
に
な

る
ま
で
吸
う
こ
と
は
し
な
い
。
飲
み
指
し
の
煙
草
を
火
入
れ
に
落
と
し
て
次
の
煙
草

を
そ
の
火
で
吸
う
こ
と
も
絶
対
に
し
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
た
。

　そ
の
他
、
一
般
女
性
た
ち
が
参
考
に
し
て
い
そ
う
な
遊
女
の
美
学
と
も
い
え
る
心

得
は
多
く
あ
る
。
例
え
ば
、
遊
女
が
お
か
し
い
と
き
に
大
口
を
あ
け
て
歯
を
む
き
出

し
に
し
て
笑
う
の
は
野
蛮
と
さ
れ
て
お
り
、
ど
う
し
て
も
笑
い
た
い
と
き
は
口
を
袖

で
覆
う
か
、
横
を
向
い
て
さ
し
う
つ
む
き
つ
つ
み
笑
い
す
る
の
が
良
い
と
さ
れ
、
笑

い
方
一
つ
に
も
嗜
み
を
持
つ
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
の
他
に
も
食
べ
物
の
名
前

を
口
に
す
る
事
も
野
蛮
と
さ
れ
、
華
奢
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
よ
う
に
ぼ
た
も
ち
を
萩

の
月
、
イ
ワ
シ
を
む
ら
さ
き
と
い
う
よ
う
に
名
前
を
変
え
て
呼
ん
で
い
た
。

　ま
た
、
花
街
で
は
独
特
の
文
化
も
発
展
し
て
お
り
、
里
言
葉
・
廓
言
葉
と
い
わ
れ

る
、
映
画
や
時
代
劇
な
ど
で
き
か
れ
る
よ
う
な
「
ざ
ん
す
」「
あ
り
ん
す
」
と
い
っ

た
言
葉
遣
い
が
生
ま
れ
る
。こ
れ
は
廓
の
中
だ
け
で
特
別
に
話
さ
れ
た
言
葉
で
あ
り
、

ど
ん
な
遠
い
国
か
ら
来
た
女
性
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
言
葉
を
使
え
ば
地
方
の
訛
り
が

ぬ
け
て
古
く
か
ら
居
た
遊
女
と
同
じ
よ
う
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
出
来
た
と
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
遊
女
た
ち
が
源
氏
名
を
使
う
論
理
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
遊
女
は
一
人
前
に

な
る
と
別
の
名
を
称
し
て
お
り
、
こ
れ
も
廓
言
葉
を
使
う
の
と
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
の

遊
女
が
生
ま
れ
た
場
所
の
過
去
を
断
ち
切
り
、
教
養
の
高
い
美
し
い
女
性
に
仕
立
て

る
た
め
の
手
立
て
の
一
つ
だ
っ
た
。
田
舎
か
ら
出
て
き
た
一
人
の
女
性
に
、
源
氏
名

を
あ
た
え
、
そ
の
他
に
も
豪
華
な
衣
装
を
着
せ
、
髪
を
結
っ
て
化
粧
に
手
を
つ
く
し

て
、
廓
で
生
き
る
美
し
い
女
性
に
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
て
も
、
田
舎
言
葉
を
美
し
い

言
葉
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
短
い
期
間
で
田
舎
言
葉
を
捨
て

さ
せ
完
全
に
矯
正
す
る
こ
と
の
出
来
る
廓
言
葉
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
身
な
り
や

言
葉
、
そ
し
て
名
前
を
一
新
さ
せ
、
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
形
で
遊
客
に
接
す
る

こ
と
に
す
る
の
が
、廓
の
楼
主
の
商
品
と
し
て
の
遊
女
創
出
の
原
則
だ
っ
た
。
ま
た
、

廓
言
葉
が
使
わ
れ
る
廓
内
で
は
、
遊
客
が
普
段
住
ん
で
い
る
日
常
生
活
と
は
別
の
世

界
、
現
実
を
遮
断
し
た
場
所
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
単
に
言

語
の
語
彙
が
違
う
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
話
し
方
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
違
い
が

あ
り
、
大
き
な
特
色
が
あ
る
。

お
わ
り
に

　「
花
街
」と
ひ
と
ま
と
め
に
読
ん
で
み
て
も
、時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、

文
献
も
多
く
の
こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
非
常
に
複
雑
で
あ
っ
た
が
、
時
代
ご
と
に
細

か
く
区
分
す
る
こ
と
に
よ
り
明
確
に
現
代
と
昔
の
花
街
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き

た
。
現
代
に
お
け
る
花
街
は
芸
を
極
め
た
者
に
よ
る
お
座
敷
や
料
理
、
歴
史
あ
る
建

物
が
並
ぶ
お
茶
屋
な
ど
の
風
景
が
積
極
的
に
保
持
さ
れ
て
お
り
、
売
春
行
為
を
行
っ

て
い
た
こ
と
は
撲
滅
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

昔
は
同
じ
場
所
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
の
花
街
の
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
対
極
と
も
い
え
る
双
方
が
連
想
さ
れ
る
こ
と
は
興
味
深
か
っ
た
。

　花
街
の
女
性
た
ち
は
浮
世
絵
の
資
料
か
ら
見
て
も
、
非
常
に
豪
華
な
髪
型
や
独
特

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
て
お
り
、
当
時
の
一
般
の
女
性
か
ら
見
た
ら
真
似
を
し
た
く

な
る
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
こ
の
時
代
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
こ
と

は
明
確
で
あ
る
。
そ
ん
な
遊
女
た
ち
が
集
ま
る
場
所
だ
か
ら
こ
そ
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
だ
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フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
よ
う
な
役
割
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
江
戸
時
代
、

女
性
の
髪
型
は
最
も
華
や
か
で
髪
結
の
種
類
も
豊
富
に
あ
り
、
年
齢
や
職
業
、
身
分
、

既
婚
者
未
婚
者
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
髪
型
も
違
っ
て
お
り
、
一
目
み
れ
ば
ど
の
よ
う

な
職
の
女
性
で
あ
る
か
が
わ
か
っ
た
。
江
戸
初
期
に
は
、
公
家
や
武
家
階
級
の
女
性

た
ち
は
垂
髪
と
い
う
髪
を
後
ろ
に
垂
ら
し
た
髪
型
で
あ
っ
た
が
、
女
歌
舞
伎
や
遊
女

な
ど
が
兵
庫
髷
や
島
田
髷
、
勝
山
髷
を
結
い
始
め
る
よ
う
に
な
り
、
い
ず
れ
の
髪
型

も
後
に
一
般
の
庶
民
の
女
性
た
ち
も
結
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
兵
庫
髷
と
島
田

髷
と
勝
山
髷
は
諸
説
あ
る
が
、
遊
女
が
結
い
始
め
た
こ
と
が
流
行
り
の
き
っ
か
け
と

も
さ
れ
て
い
る
。

　髪
型
か
ら
江
戸
吉
原
の
変
遷
を
み
て
い
く
と
、
元
吉
原
時
代
で
は
戦
国
の
余
韻
が

残
り
諸
大
名
た
ち
は
金
紋
先
箱
の
行
列
を
従
え
て
、豪
放
な
遊
興
を
展
開
し
て
い
た
。

こ
の
時
の
太
夫
と
太
夫
の
次
の
位
で
あ
る
格
子
の
髪
型
は
立
兵
庫
と
い
う
髪
型
で
、

こ
れ
は
吉
原
の
権
威
の
象
徴
と
し
て
宝
暦
ま
で
つ
づ
い
た
。
新
吉
原
が
極
端
な
不
況

に
見
舞
わ
れ
、
多
く
の
店
が
廃
業
す
る
と
太
夫
と
格
子
は
吉
原
か
ら
消
え
去
り
、
立

兵
庫
を
結
う
者
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
太
夫
・
格
子
と
い
っ
た

遊
女
の
階
級
制
は
吉
原
か
ら
姿
を
消
す
。
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た

吉
原
の
遊
女
た
ち
を
描
い
た
美
人
画
『
青
楼
美
人
合
』
に
は
、
立
兵
庫
の
遊
女
は
一

人
も
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
立
兵
庫
の
か
わ
り
に
兵
庫
髷
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
い
く

つ
か
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
兵
庫
髷
は
元
は
立
兵
庫
で
あ
り
、
そ
れ
が
多
く
の
派

生
型
を
生
ん
で
い
く
。
ま
た
、『
青
楼
美
人
合
』
に
は
島
田
髷
が
圧
倒
的
に
多
く
描

か
れ
て
お
り
、
そ
の
次
に
勝
山
髷
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
江
戸
中
期
に
は
燈
籠

鬢
と
い
う
髪
型
が
大
流
行
す
る
。
こ
れ
は
京
都
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
、『
享
保
・

延
亭
・
江
府
風
俗
志
（
20
）』
に
は

夫
よ
り
京
祇
園
の
女
子
供
、
と
う
ろ
う
び
ん
と
て
、
つ
と
を
少
く
、
び
ん
を
出

し
て
、
内
の
透
や
う
に
結
し
也
。
赤
す
き
び
ん
と
も
云
。
此
姿
の
は
や
り
下
り

て
、
江
戸
に
て
も
そ
ろ
〳
〵
た
ぼ
を
つ
め
鬢
を
出
し
て
、
左
右
よ
り
鯨
の
平
棒

を
両
方
よ
り
さ
し
て
持
せ
る
な
り
。

と
あ
り
、
こ
れ
は
や
が
て
江
戸
に
も
わ
た
り
、
ま
ず
は
水
商
売
の
女
た
ち
が
真
似
を

す
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
、
京
都
の
女
性
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
組
織
が
あ
り
風

俗
に
敏
感
な
深
川
と
い
う
地
で
流
行
り
、
そ
の
後
新
吉
原
へ
と
移
り
、
一
般
女
性
の

間
に
も
普
及
し
て
い
っ
た
。ま
た
、立
兵
庫
も
吉
原
独
特
の
髪
型
で
あ
る
が
、
兵
庫
髷

は
多
く
の
派
生
型
を
生
み
、一
般
女
性
の
髪
型
と
し
て
普
及
し
た
。勝
山
髷
も
同
様
で

あ
り
、こ
の
髷
は
屋
敷
風
を
工
夫
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。承
応
・
明
暦
（
一
六
五
二
〜

一
六
五
七
）
の
頃
、
丹
前
風
呂
の
湯
女
で
あ
っ
た
勝
山
が
、
吉
原
に
移
っ
て
遊
女
と

な
り
、
生
来
の
美
貌
と
利
発
的
な
性
格
か
ら
こ
の
髪
型
を
創
始
し
、
こ
れ
を
真
似
る

も
の
が
多
く
出
て
き
た
。
こ
れ
が
民
間
に
も
伝
え
ら
れ
、
勝
山
髷
が
普
及
す
る
こ
と

と
な
る
。
吉
原
は
、
結
髪
文
化
の
発
祥
の
地
で
あ
り
、
一
般
女
性
た
ち
の
結
髪
に
も

影
響
し
て
い
た
。
結
髪
な
ど
髪
型
に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
り
欠
か
せ
な
い
の
が
、

櫛
や
簪
、
笄
で
あ
る
。「
櫛
」
は
毛
髪
を
梳
く
も
の
、「
簪
」
は
昔
、
冠
が
落
ち
て
こ

な
い
よ
う
に
髻
に
突
き
刺
し
た
串
「
か
み
さ
し
」
で
あ
り
、「
笄
」
は
髪
を
か
き
上

げ
る
た
め
の
「
か
み
か
き
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
、
本
来
の
機
能
を

忘
れ
て
純
粋
な
装
飾
品
と
な
り
、
特
に
花
街
に
お
い
て
は
重
要
な
小
道
具
と
な
っ
て

い
っ
た
。

　そ
の
他
、
江
戸
文
化
の
代
表
と
も
い
え
る
浮
世
絵
も
、
好
色
的
で
享
楽
的
な
絵
で

あ
る
こ
と
か
ら
多
く
の
市
民
に
愛
好
さ
れ
た
た
め
、
吉
原
の
名
妓
や
そ
れ
以
外
の
岡

場
所
の
美
女
た
ち
が
盛
ん
に
描
か
れ
、
艶
の
あ
る
遊
女
た
ち
の
姿
が
巧
み
に
表
現
さ

れ
て
い
た
。
そ
の
他
の
江
戸
文
化
で
も
文
学
分
野
に
お
い
て
、
黄
表
紙
や
洒
落
本
の

占
め
る
位
置
は
大
き
い
が
、
そ
の
題
材
は
吉
原
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
廓

の
中
で
起
き
る
遊
び
は
様
々
な
悲
喜
劇
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
は
井
原
西
鶴
の
『
好

色
一
代
男
』
や
『
浮
世
草
子
』、近
松
門
左
衛
門
の
傑
作
世
話
浄
瑠
璃
『
曽
根
崎
心
中
』

を
生
み
出
し
た
。
ま
た
、『
日
本
史
小
百
科

　遊
女
（
21
）』
で
は

文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
玉
菊
と
い
う
遊
女
の
書
の
掛
物
が
出
来
た
の
で
、

八
月
十
三
日
山
谷
の
八
百
善
で
玉
菊
忌
が
催
さ
れ
、
そ
の
時
の
一
座
の
集
い
を

渡
辺
崋
山
が
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
八
百
善
の
主
人
、
玉

菊
の
い
た
吉
原
中
方
字
屋
の
主
人
、
酒
井
抱
一
、
日
本
橋
の
富
豪
池
田
狐
村
、

有
名
な
花
扇
の
い
た
五
明
楼
の
主
人
ら
が
描
か
れ
、
一
々
そ
の
名
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
玉
菊
忌
で
は
十
寸
見
蘭
州
が
二
代
目
河
東
に
作
ら
せ
た
〝
傾
城
水

調
子
〟
を
一
同
で
語
り
迫
善
と
し
た
。
こ
の
二
代
目
河
東
は
、
吉
原
大
門
外
の

商
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
水
調
子
を
語
り
、
玉
菊
歿
後
の
享
保
以
来
、
毎
年
吉
原
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や
山
谷
の
八
百
善
な
ど
で
こ
の
玉
菊
忌
は
催
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
右
に
見
た
よ

う
な
文
化
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
河
東
節
を
語
っ
た
。
吉
原
は
、
こ
う
い
う
文
化

人
サ
ロ
ン
で
あ
り
、
そ
こ
で
歌
や
詩
や
俳
句
や
狂
歌
が
創
作
さ
れ
た
。

と
あ
る
。
吉
原
が
文
化
人
サ
ロ
ン
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
花
街
で
は
教
養
あ
る
遊
女

た
ち
が
多
く
い
る
中
で
彼
女
た
ち
が
媒
介
と
な
り
、
様
々
な
文
化
が
創
造
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
文
化
が
創
造
さ
れ
て
い
た
の
は
吉
原
だ
け
で

は
な
く
、
京
都
島
原
で
は
俳
壇
が
流
行
す
る
。
当
時
江
戸
俳
壇
で
有
名
だ
っ
た
炭
太

祇
が
宝
暦
三
年
に
島
原
置
屋
桔
梗
屋
治
介
俳
号
呑
獅
の
招
き
を
受
け
て
、廓
内
に「
不

夜
庵
」
と
呼
ぶ
場
所
を
作
り
こ
こ
で
俳
壇
作
り
に
没
頭
し
た
。
の
ち
に
島
原
俳
壇
と

し
て
多
く
の
俳
人
た
ち
が
こ
の
島
原
に
集
い
、
幕
末
の
頃
に
衰
退
し
て
い
っ
た
が
、

こ
う
し
た
文
化
的
な
環
境
は
遊
女
た
ち
の
教
養
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　近
世
期
に
お
け
る
女
性
の
喫
煙
風
俗
も
遊
里
を
母
体
と
し
て
広
ま
っ
た
も
の
で
あ

る
。
吉
原
で
は
遊
女
と
喫
煙
具
は
不
即
不
離
の
関
係
で
あ
り
、
煙
管
は
客
を
あ
や
な

す
道
具
や
一
座
の
景
気
づ
け
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
は
ル
ー
ル
も
あ
り
、

太
夫
は
太
鼓
女
郎
の
詰
め
て
く
れ
た
煙
管
を
受
け
と
っ
て
の
む
の
が
普
通
で
自
分
で

詰
め
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
一
服
だ
け
吸
っ
て
煙
管
を
返
し
灰
に
な

る
ま
で
吸
う
こ
と
は
し
な
い
。
飲
み
指
し
の
煙
草
を
火
入
れ
に
落
と
し
て
次
の
煙
草

を
そ
の
火
で
吸
う
こ
と
も
絶
対
に
し
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
た
。

　そ
の
他
、
一
般
女
性
た
ち
が
参
考
に
し
て
い
そ
う
な
遊
女
の
美
学
と
も
い
え
る
心

得
は
多
く
あ
る
。
例
え
ば
、
遊
女
が
お
か
し
い
と
き
に
大
口
を
あ
け
て
歯
を
む
き
出

し
に
し
て
笑
う
の
は
野
蛮
と
さ
れ
て
お
り
、
ど
う
し
て
も
笑
い
た
い
と
き
は
口
を
袖

で
覆
う
か
、
横
を
向
い
て
さ
し
う
つ
む
き
つ
つ
み
笑
い
す
る
の
が
良
い
と
さ
れ
、
笑

い
方
一
つ
に
も
嗜
み
を
持
つ
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
の
他
に
も
食
べ
物
の
名
前

を
口
に
す
る
事
も
野
蛮
と
さ
れ
、
華
奢
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
よ
う
に
ぼ
た
も
ち
を
萩

の
月
、
イ
ワ
シ
を
む
ら
さ
き
と
い
う
よ
う
に
名
前
を
変
え
て
呼
ん
で
い
た
。

　ま
た
、
花
街
で
は
独
特
の
文
化
も
発
展
し
て
お
り
、
里
言
葉
・
廓
言
葉
と
い
わ
れ

る
、
映
画
や
時
代
劇
な
ど
で
き
か
れ
る
よ
う
な
「
ざ
ん
す
」「
あ
り
ん
す
」
と
い
っ

た
言
葉
遣
い
が
生
ま
れ
る
。こ
れ
は
廓
の
中
だ
け
で
特
別
に
話
さ
れ
た
言
葉
で
あ
り
、

ど
ん
な
遠
い
国
か
ら
来
た
女
性
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
言
葉
を
使
え
ば
地
方
の
訛
り
が

ぬ
け
て
古
く
か
ら
居
た
遊
女
と
同
じ
よ
う
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
出
来
た
と
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
遊
女
た
ち
が
源
氏
名
を
使
う
論
理
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
遊
女
は
一
人
前
に

な
る
と
別
の
名
を
称
し
て
お
り
、
こ
れ
も
廓
言
葉
を
使
う
の
と
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
の

遊
女
が
生
ま
れ
た
場
所
の
過
去
を
断
ち
切
り
、
教
養
の
高
い
美
し
い
女
性
に
仕
立
て

る
た
め
の
手
立
て
の
一
つ
だ
っ
た
。
田
舎
か
ら
出
て
き
た
一
人
の
女
性
に
、
源
氏
名

を
あ
た
え
、
そ
の
他
に
も
豪
華
な
衣
装
を
着
せ
、
髪
を
結
っ
て
化
粧
に
手
を
つ
く
し

て
、
廓
で
生
き
る
美
し
い
女
性
に
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
て
も
、
田
舎
言
葉
を
美
し
い

言
葉
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
短
い
期
間
で
田
舎
言
葉
を
捨
て

さ
せ
完
全
に
矯
正
す
る
こ
と
の
出
来
る
廓
言
葉
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
身
な
り
や

言
葉
、
そ
し
て
名
前
を
一
新
さ
せ
、
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
形
で
遊
客
に
接
す
る

こ
と
に
す
る
の
が
、廓
の
楼
主
の
商
品
と
し
て
の
遊
女
創
出
の
原
則
だ
っ
た
。
ま
た
、

廓
言
葉
が
使
わ
れ
る
廓
内
で
は
、
遊
客
が
普
段
住
ん
で
い
る
日
常
生
活
と
は
別
の
世

界
、
現
実
を
遮
断
し
た
場
所
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
単
に
言

語
の
語
彙
が
違
う
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
話
し
方
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
違
い
が

あ
り
、
大
き
な
特
色
が
あ
る
。

お
わ
り
に

　「
花
街
」と
ひ
と
ま
と
め
に
読
ん
で
み
て
も
、時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、

文
献
も
多
く
の
こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
非
常
に
複
雑
で
あ
っ
た
が
、
時
代
ご
と
に
細

か
く
区
分
す
る
こ
と
に
よ
り
明
確
に
現
代
と
昔
の
花
街
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き

た
。
現
代
に
お
け
る
花
街
は
芸
を
極
め
た
者
に
よ
る
お
座
敷
や
料
理
、
歴
史
あ
る
建

物
が
並
ぶ
お
茶
屋
な
ど
の
風
景
が
積
極
的
に
保
持
さ
れ
て
お
り
、
売
春
行
為
を
行
っ

て
い
た
こ
と
は
撲
滅
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

昔
は
同
じ
場
所
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
の
花
街
の
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
対
極
と
も
い
え
る
双
方
が
連
想
さ
れ
る
こ
と
は
興
味
深
か
っ
た
。

　花
街
の
女
性
た
ち
は
浮
世
絵
の
資
料
か
ら
見
て
も
、
非
常
に
豪
華
な
髪
型
や
独
特

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
て
お
り
、
当
時
の
一
般
の
女
性
か
ら
見
た
ら
真
似
を
し
た
く

な
る
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
こ
の
時
代
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
こ
と

は
明
確
で
あ
る
。
そ
ん
な
遊
女
た
ち
が
集
ま
る
場
所
だ
か
ら
こ
そ
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
だ

198

（56）（57）
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け
で
な
く
、
様
々
な
文
化
が
発
展
し
花
街
で
流
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　本
稿
で
は
、「
花
街
を
生
き
た
女
性
」と
の
こ
と
で
花
街
の
女
性
の
風
俗
史
に
つ
い

て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
女
性
た
ち
を
取
り
巻
く
遊
客
に
関
し
て
の
文
献
も
い
く
つ

か
見
ら
れ
た
の
で
花
街
に
関
す
る
男
性
に
つ
い
て
も
今
後
の
研
究
課
題
に
し
た
い
。

注（
1
）
明
田
鉄
男
（1990
）『
日
本
花
街
史
』
雄
山
閣

（
2
）
折
口
信
夫
（1966

）『
折
口
信
夫
全
集
第
4
巻
』
中
央
公
論
社

（
3
）
倉
田
保
之
（1909

）『
京
都
先
斗
町
遊
郭
記
録
』（
新
撰
京
都
叢
書
9
）

（
4
）
前
掲
（
1
）

（
5
）
元
禄
年
間
刊
『
風
流
敗
毒
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