
は
じ
め
に
、
こ
の
資
料
を
報
告
す
る
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
簡
単
に
申
し
上

げ
ま
す
。
今
治
市
河
野
美
術
館
は
同
市
出
身
の
実
業
家
河
野
信
一
氏
の
旧
蔵
品

を
保
管
・
展
示
し
て
い
る
美
術
館
で
す
。
河
野
氏
は
、
大
正
九
年
に
帝
国
判
例

法
規
出
版
社
を
創
立
し
、
以
後
法
律
経
済
書
の
刊
行
に
尽
力
さ
れ
た
方
で
す
が
、

一
方
、
私
的
な
趣
味
と
し
ま
し
て
、
俳
譜
を
中
心
に
国
文
学
資
料
や
日
本
美
術

資
料
を
蒐
集
さ
れ
た
方
で
も
あ
り
ま
し
た
。
総
数
は
約
一
万
二
千
点
に
の
ぼ
り

ま
す
。
河
野
氏
は
ず
っ
と
東
京
暮
ら
し
で
、
御
遺
族
は
今
も
東
京
に
い
ら
っ
し

ゃ
る
の
で
す
が
、
亡
く
な
る
前
の
昭
和
四
十
三
年
に
河
野
信
一
記
念
文
化
館
を

自
費
で
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
資
料
を
今
治
市
へ
一
括
寄
付
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
記
念
館
は
平
成
元
年
に
一
部
改
装
さ
れ
ま
し
て
、
館
名
も
今
治
市
河

野
美
術
館
と
改
称
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
美
術
館
は
俳
譜
資
料
を
中
心
に
収
蔵
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
国
文
学
の

分
野
で
は
高
名
で
す
。
資
料
館
に
も
マ
イ
ク
ロ
が
随
分
入
っ
て
い
る
は
ず
な
の

で
す
が
、
演
劇
や
芸
能
の
分
野
で
は
、
い
ま
だ
に
あ
ま
り
認
知
さ
れ
て
お
り
ま

せ
ん
。
私
が
な
ぜ
こ
こ
に
伺
う
こ
と
に
な
っ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
平
成
十
二

年
の
冬
に
、
河
野
美
術
館
所
蔵
の
「
伊
勢
物
語
註
冷
泉
流
」
を
調
査
中
で
あ
っ

た
佐
藤
裕
子
氏
か
ら
芸
能
資
料
を
多
く
含
ん
で
い
る
と
い
う
情
報
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
佐
藤
氏
は
早
稲
田
大
学
の
博
士
課
程
に
在
学
し
て
、
伊
勢
註
と
能
を

専
門
に
さ
れ
て
い
る
方
で
す
。
芸
能
資
料
調
査
の
提
案
を
受
け
ま
し
て
、
翌
十

第
一
回
平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日
（
水
）

【
発
表
】

金
子
健
「
今
治
市
河
野
美
術
館
所
蔵
『
歌
舞
伎
遊
楽
図
屏
風
』
に
つ
い
て
」

１
、
は
じ
め
に
～
資
料
報
告
に
あ
た
っ
て

こ
の
屏
風
は
、
美
術
館
で
の
登
録
名
称
は
「
浮
世
絵
屏
風
」
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
「
歌
舞
伎
遊
楽
図
屏
風
」
の
名
前
を
私
的
に
付
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
六
曲
で
一
双
。
紙
本
着
色
で
、
落
款
印
章
な
ど
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
法

量
は
右
隻
・
左
隻
共
に
縦
約
一
二
糎
、
横
約
二
九
六
糎
で
す
。
お
手
元
の
写

真
を
御
覧
い
た
だ
き
な
が
ら
、
お
聞
き
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
右
隻
は

三
年
三
月
と
六
月
に
古
井
戸
秀
夫
教
授
と
佐
藤
氏
と
、
そ
れ
か
ら
演
劇
博
物
館

の
助
手
の
寺
田
詩
麻
氏
と
私
と
で
閲
覧
調
査
に
参
り
ま
し
た
。

行
っ
て
み
ま
す
と
、
芸
能
資
料
が
か
な
り
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
し
た
。
能
楽

や
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
、
邦
楽
や
新
派
か
ら
新
劇
の
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
っ
て
、
芸

能
関
係
だ
け
で
も
約
二
百
点
の
資
料
が
ご
ざ
い
ま
す
。
歌
舞
伎
に
限
り
ま
し
て

も
、
た
と
え
ば
初
代
か
ら
九
代
目
ま
で
代
々
の
団
十
郎
の
短
冊
の
貼
り
交
ぜ
の

屏
風
で
あ
り
ま
す
と
か
、
あ
る
い
は
、
近
代
の
役
者
た
ち
の
掛
け
軸
、
こ
れ
が

一
番
多
い
の
で
す
が
、
五
代
目
歌
右
衛
門
や
十
五
代
目
羽
左
衛
門
の
も
の
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
江
戸
期
の
も
の
で
は
、
関
根
只
誠
旧
蔵
の
「
役
者
系
図
」
と

い
う
資
料
な
ど
も
ご
ざ
い
ま
い
し
た
。

そ
し
て
、
中
で
も
元
禄
頃
の
作
と
思
わ
れ
ま
す
、
大
名
邸
で
の
芝
居
を
描
い

た
ら
し
い
、
し
か
も
大
名
邸
内
の
能
舞
台
を
使
用
し
て
の
歌
舞
伎
を
描
い
た
ら

し
い
屏
風
絵
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
十
一
月
に
早
稲
田
大
学

の
演
劇
映
像
学
会
で
資
料
報
告
を
致
し
ま
し
た
・
後
に
今
年
の
三
月
発
行
の
『
演

劇
映
像
』
で
報
告
文
を
載
せ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
の
専
門
が
文
化
文

政
期
の
踊
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
専
門
外
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
本

日
も
あ
え
て
資
料
報
告
と
い
う
形
に
留
ま
り
ま
す
が
、
資
料
を
御
覧
い
た
だ
き

ま
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
御
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

２
、
「
歌
舞
伎
遊
楽
図
屏
風
」
概
要
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桜
の
花
が
描
い
て
あ
り
ま
し
て
、
季
節
は
春
に
な
り
ま
す
。
大
名
邸
内
の
能
舞

台
に
お
け
る
歌
舞
伎
の
上
演
の
様
子
を
描
い
て
お
り
ま
す
。
左
隻
の
方
は
お
庭

に
紅
葉
が
見
ら
れ
て
、
季
節
は
秋
に
な
り
ま
す
。
大
名
庭
園
で
繰
り
広
げ
ら
れ

ま
す
寛
い
だ
様
々
の
遊
楽
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
画
面
の
上
下
に
金
雲
や
金

砂
子
が
散
ら
し
て
あ
り
ま
し
て
、
豪
華
な
仕
上
が
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

簡
単
に
屏
風
の
内
容
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
右
隻
の
方
な
の

で
す
が
、
む
か
っ
て
右
端
の
第
二
扇
に
は
上
部
に
床
の
間
が
あ
り
、
広
々
と
し

た
座
敷
で
、
こ
ち
ら
が
舞
台
の
正
面
席
に
あ
た
り
ま
す
。
屏
風
や
衝
立
を
設
え

た
中
に
、
脇
息
に
も
た
れ
て
扇
使
い
を
し
て
い
ま
す
の
が
、
こ
の
家
の
主
と
思

わ
れ
ま
す
。
彼
を
中
心
に
し
ま
し
て
、
搾
姿
の
家
臣
た
ち
や
、
前
髪
立
ち
の
若

衆
な
ど
が
控
え
、
各
々
舞
台
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
第
二
扇
に
は
黒
い
羽
織
に

坊
主
頭
の
男
が
見
え
ま
し
て
、
上
演
狂
言
を
記
し
た
ら
し
い
巻
物
が
前
に
置
か

れ
、
舞
台
の
方
を
指
し
示
し
て
何
か
説
明
し
て
い
る
よ
う
な
様
子
が
描
か
れ
て

お
り
ま
す
。

第
三
扇
は
、
御
簾
の
掛
か
っ
た
座
敷
で
前
面
が
庭
に
な
り
ま
す
。
お
庭
の
方

に
は
家
臣
ら
し
い
男
た
ち
が
毛
齪
を
敷
い
て
見
物
し
て
お
り
ま
し
て
、
御
簾
内

の
座
敷
の
方
に
は
奥
方
ら
し
い
人
物
を
中
心
に
、
女
性
た
ち
が
二
十
名
近
く
賑

や
か
に
見
物
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
主
人
ら
し
い
男
た
ち
の
座
敷
に
対
し
ま

し
て
、
こ
ち
ら
は
女
性
た
ち
の
見
物
席
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
大
名
邸
に
お
け

る
芝
居
見
物
の
際
に
は
、
こ
の
よ
う
に
女
性
は
御
簾
を
設
け
て
見
物
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
文
献
に
も
数
多
く
見
え
て
い
ま
し
て
、
実
際
に
も
行
わ
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。

ま
た
、
第
四
扇
か
ら
第
六
扇
に
か
け
ま
し
て
は
、
右
隻
の
方
の
眼
目
に
な
り

ま
す
が
、
歌
舞
伎
を
上
演
中
の
舞
台
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
冒
頭
に
申
し
ま

し
た
よ
う
に
、
こ
の
資
料
の
一
番
大
き
な
特
徴
は
、
お
そ
ら
く
大
名
邸
内
の
能

舞
台
を
用
い
ま
し
て
歌
舞
伎
が
上
演
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
な
の
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
後
で
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
舞
台
で
演

じ
ら
れ
て
い
ま
す
の
は
丹
前
の
芸
で
、
複
数
の
丹
前
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。

舞
台
の
主
に
な
っ
て
い
ま
す
の
は
、
第
四
扇
に
描
か
れ
た
立
髪
の
丹
前
で
す
。

頭
が
立
髪
で
白
地
の
着
付
に
着
流
し
で
浅
黄
の
羽
織
と
い
う
闇
達
か
つ
爽
快
な

出
で
立
ち
で
、
懐
手
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
左
に
は
、
傘
を
さ
し
か
け
て
お
り

ま
す
道
化
方
の
奴
丹
前
が
見
え
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
左
の
第
五
扇
に
は
、
若
衆

の
丹
前
と
荒
事
奴
が
ま
た
傘
を
さ
し
か
け
て
い
ま
す
。
こ
の
二
人
の
前
、
い
わ

ゆ
る
脇
正
面
の
権
側
で
す
が
、
垣
根
に
菊
の
花
が
二
つ
三
つ
出
て
い
る
作
り
物

が
見
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
能
舞
台
で
申
し
ま
す
後
座
の
方
に
は
、
小
歌
方

や
三
味
線
方
が
毛
溌
の
上
に
控
え
て
お
り
ま
し
て
、
丹
前
の
地
を
勤
め
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
第
六
扇
に
か
け
ま
し
て
は
、
橋
懸
り
に
搾
姿
の
男
が
四
人
ほ

ど
控
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
舞
台
の
脇
座
の
あ
た
り
に
台
を
敷
い
て
座
っ
て

お
り
ま
す
役
者
た
ち
と
、
そ
の
後
ろ
に
侍
烏
帽
子
に
素
襖
の
出
で
立
ち
の
男
た

ち
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、
左
隻
の
方
を
簡
単
に
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
大
名
庭
園
内
の

広
々
と
し
た
池
と
、
そ
の
水
上
に
浮
か
ぶ
離
れ
座
敷
を
中
心
に
繰
り
広
げ
ら
れ

ま
す
、
様
々
な
遊
楽
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
第
一
扇
か
ら
第
二
扇

に
か
け
て
浮
か
ん
で
お
り
ま
す
舟
の
中
を
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
黒
紋
付
の

男
が
後
ろ
向
き
に
座
っ
て
三
味
線
を
弾
い
て
い
ま
す
。
そ
の
左
隣
で
は
、
扇
拍

子
を
打
っ
て
い
る
男
が
見
え
ま
し
て
、
小
歌
で
も
口
ず
さ
ん
で
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

次
に
第
二
扇
か
ら
第
三
扇
に
か
け
て
が
、
左
隻
の
中
心
と
な
り
ま
す
池
の
中

の
離
れ
座
敷
で
、
宴
た
け
な
わ
で
あ
り
、
座
敷
の
中
央
で
は
白
地
に
役
者
の
紋

を
散
ら
し
た
浴
衣
を
着
た
若
衆
が
踊
り
を
披
露
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し

て
、
そ
の
地
を
勤
め
て
お
り
ま
す
三
味
線
を
持
っ
た
若
衆
で
す
と
か
、
鼓
を
打

っ
て
い
る
若
衆
の
姿
も
ご
ざ
い
ま
す
。
座
敷
の
手
前
側
に
は
網
引
、
魚
篭
の
中
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昨
年
の
春
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
「
古
山
師
政
の
研
究
ｌ
今
治
市
河
野
美
術

館
『
歌
舞
伎
遊
楽
図
屏
風
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
人
文
科
学
年
報
』
第
三
○
号

二
○
○
○
年
三
月
専
修
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
と
い
う
御
論
考
で
す
。

内
田
先
生
は
、
論
文
の
表
題
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
屏
風
の
筆
者
を

菱
川
派
の
絵
師
、
古
山
師
政
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
師
政
は
師
宣
の
弟
子

で
あ
る
古
山
師
重
の
子
で
あ
り
ま
す
の
で
、
つ
ま
り
は
師
宣
の
孫
弟
子
に
あ
た

る
人
で
あ
り
ま
す
。
師
政
は
『
浮
世
絵
類
考
』
に
、
「
此
人
に
至
り
て
菱
川
の

画
風
を
失
ふ
」
と
記
さ
れ
、
菱
川
派
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
画
風
か
ら
離

脱
し
た
絵
師
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
内
田
先
生
は
、
現
在
報
告

さ
れ
て
い
ま
す
師
政
作
品
を
全
て
調
査
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
結
果
、
師
政
の
初

期
作
品
と
、
こ
の
「
歌
舞
伎
遊
楽
図
屏
風
」
と
の
人
物
の
描
線
の
一
致
に
着
目

さ
れ
、
こ
の
屏
風
を
古
山
師
政
の
筆
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ

学
の
日
本
近
世
美
術
が
御
専
門
の
内
田
欽
三
先
生
の
御
論
文
が
ご
ざ
い
ま
す
。

に
は
泥
鎗
の
よ
う
な
も
の
も
見
え
ま
す
が
、
魚
釣
り
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
な

舟
の
様
子
が
見
え
ま
す
。

第
四
扇
は
、
離
れ
座
敷
と
母
屋
と
が
太
鼓
橋
風
の
渡
り
廊
下
で
結
ば
れ
て
い

ま
す
と
こ
ろ
に
、
座
頭
を
酒
宴
の
席
に
引
っ
張
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な

様
子
が
見
ら
れ
ま
す
。
第
五
扇
に
な
り
ま
す
と
、
今
度
は
母
屋
の
様
子
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
縁
先
で
の
煙
草
で
す
と
か
、
肩
を
撰
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
男
で

す
と
か
、
あ
る
い
は
庭
で
毛
鮭
を
敷
い
て
、
庭
の
中
で
の
酒
宴
を
楽
し
ん
で
い

る
様
子
な
ど
も
描
か
れ
ま
す
。

以
上
が
、
右
隻
と
左
隻
そ
れ
ぞ
れ
の
邸
内
の
座
敷
や
庭
園
で
の
内
容
に
な
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
踊
り
や
三
味
線
や
鼓
な
ど
、
遊
芸
に
関
す
る
要
素
が
多
く

見
ら
れ
る
資
料
で
す
。

⑳
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
ち
ら
の
資
料
は
落
款
や
印
章
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
の
で
、
筆
者
は
不
明
な
の
で
す
が
、
こ
の
屏
風
に
関
し
ま
し
て
は
、
専
修
大

こ
の
屏
風
に
描
か
れ
た
歌
舞
伎
上
演
の
舞
台
は
、
大
名
邸
の
能
舞
台
を
使
用

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
た
だ
し
こ
こ
で
問
題

が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
、
舞
台
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
す
が
、
元
禄
期
ま
で
は

常
設
の
歌
舞
伎
芝
居
の
舞
台
も
、
御
承
知
の
よ
う
に
能
舞
台
の
構
造
を
色
濃
く

残
し
て
お
り
ま
し
て
、
ま
た
一
方
で
能
舞
台
そ
の
も
の
も
、
現
在
の
規
格
が
完

成
す
る
の
は
元
禄
期
の
こ
と
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
岩
波
講
座
『
能
・
狂

言
』
で
表
章
先
生
が
執
筆
さ
れ
て
い
ま
す
「
能
楽
の
歴
史
」
と
い
う
と
こ
ろ
に

「
脇
座
・
地
謡
座
の
部
分
が
右
側
に
付
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
寛
永
末
頃
か
ら

だ
っ
た
。
切
戸
口
が
付
い
た
の
は
も
っ
と
遅
れ
、
現
今
の
ご
と
き
能
舞
台
の
様

式
が
完
成
し
て
定
型
化
し
た
の
は
元
禄
以
降
の
よ
う
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い

ら
に
、
内
田
先
生
は
、
『
浮
世
絵
類
考
』
が
師
政
の
活
躍
時
期
を
宝
永
か
ら
延

享
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
疑
問
を
示
さ
れ
、
現
在
師
重
筆
と
認
定
さ
れ
て
い

ま
す
作
品
と
、
師
政
初
期
作
品
と
の
画
風
が
大
変
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど

を
指
摘
さ
れ
ま
し
て
、
師
政
が
早
く
元
禄
年
代
か
ら
父
の
代
筆
を
行
っ
て
い
た

と
の
説
を
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
歌
舞
伎
遊
楽
図
屏
風
」
の

よ
う
な
大
作
の
製
作
は
、
師
宣
が
没
し
て
数
年
の
間
、
ま
だ
工
房
が
活
発
に
活

動
し
、
代
筆
の
需
要
が
あ
っ
た
時
期
に
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
元
禄
十
年
前

後
で
あ
ろ
う
と
推
考
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
屏
風
に
つ
い
て
は
、
師
政
作
品
で
あ
る
と
の
内
田
先
生

の
説
し
か
、
美
術
の
面
か
ら
の
報
告
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
私
は
美
術
の
方
に
は

疎
く
、
ま
ず
は
元
禄
時
代
の
師
政
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
上

で
、
歌
舞
伎
芸
能
資
料
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
か
を
考

え
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

３
、
舞
台
（
右
隻
）
Ｉ
能
舞
台
か
ら
歌
舞
伎
舞
台
へ
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ま
し
て
、
能
舞
台
と
歌
舞
伎
舞
台
と
の
差
が
は
っ
き
り
し
な
い
時
代
で
あ
り
、

ど
れ
が
能
舞
台
で
ど
れ
が
歌
舞
伎
舞
台
か
を
断
定
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ

り
ま
す
。
た
だ
し
、
鏡
板
の
松
や
竹
で
す
と
か
、
橋
懸
り
の
と
こ
ろ
の
一
の
松

と
思
わ
れ
る
小
松
な
ど
、
元
禄
期
の
歌
舞
伎
舞
台
に
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
菱
川

派
の
元
禄
歌
舞
伎
図
の
画
証
資
料
に
は
見
ら
れ
な
い
要
素
が
、
こ
ち
ら
の
屏
風

に
は
見
ら
れ
ま
す
。

江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
幕
府
の
式
楽
と
し
て
能
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い

ま
し
た
の
で
、
初
期
の
大
名
屋
敷
に
は
能
舞
台
は
必
ず
設
け
ら
れ
て
い
た
も
の

と
言
え
ま
す
。
こ
こ
で
、
そ
の
大
名
庭
園
の
絵
図
を
少
し
見
て
み
た
い
の
で
す

が
、
図
版
を
ま
と
め
ま
し
た
レ
ジ
ュ
メ
の
一
枚
目
を
御
覧
下
さ
い
。
こ
ち
ら
に

『
大
名
庭
園
Ｉ
江
戸
の
饗
宴
』
と
い
う
本
か
ら
コ
ピ
ー
し
た
図
版
を
載
せ
て
お

り
ま
す
。
図
２
が
本
郷
の
育
徳
園
で
加
賀
藩
の
本
郷
上
屋
敷
に
な
り
ま
す
。
図

の
真
ん
中
に
回
遊
式
の
庭
園
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
左
側
に
御
殿
の
平
面
図
が

あ
り
ま
し
て
、
そ
の
中
心
あ
た
り
と
、
さ
ら
に
そ
の
上
あ
た
り
に
能
舞
台
が
見

て
取
れ
ま
す
。
二
ヶ
所
ご
ざ
い
ま
す
。

加
賀
・
・
表
の
能
舞
台
と
中
奥
の
能
舞
台
で
す
か
。

金
子
：
そ
う
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

図
３
は
小
石
川
後
楽
園
で
す
・
こ
ち
ら
は
北
東
の
端
に
能
舞
台
が
あ
り
ま
す
。

図
の
４
、
こ
れ
は
江
戸
藩
邸
で
は
な
い
の
で
す
が
、
熊
本
城
下
の
御
花
畠
と
い

う
細
川
家
の
大
名
屋
敷
に
な
り
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
広
い
中
庭
の
中
央
に
能
舞

台
が
あ
る
の
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
図
５
は
岡
山
の
後
楽
園

で
、
図
の
左
の
真
ん
中
あ
た
り
が
御
殿
の
平
面
図
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ

の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
が
中
庭
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
て
能
舞
台
が
ご
ざ
い
ま

レ
ジ
ュ
メ
の
方
に
戻
り
ま
し
て
、
少
し
余
談
な
の
で
す
が
、
幕
末
か
ら
明
治

に
な
っ
て
も
大
名
邸
の
舞
台
は
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ

の
例
と
し
ま
し
て
は
、
明
治
維
新
の
時
代
に
、
旧
大
名
家
の
本
格
的
舞
台
を
入

手
し
て
、
梅
若
六
郎
が
明
治
五
年
か
ら
日
数
能
を
興
行
し
た
と
い
う
記
録
が
岩

波
講
座
『
能
・
狂
言
』
に
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
少
し
調
べ
て
み
ま
し
た
。
『
梅

若
実
日
記
』
に
、
青
山
下
野
守
邸
の
舞
台
を
買
い
受
け
る
相
談
が
明
治
四
年
に

始
ま
り
、
そ
の
秋
に
舞
台
開
き
を
し
て
い
る
と
い
う
記
録
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

大
名
藩
邸
の
舞
台
は
壊
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
よ
う
に

譲
り
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

少
し
下
り
ま
し
て
、
明
治
八
年
に
東
京
根
岸
の
旧
加
賀
藩
主
前
田
斉
泰
邸
に

舞
台
が
新
築
さ
れ
、
こ
れ
が
し
ば
ら
く
し
ま
す
と
駒
込
に
移
り
ま
し
て
松
平
頼

寿
邸
に
な
っ
て
染
井
能
楽
堂
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
の
が
、
現
在
の
横
浜

能
楽
堂
の
舞
台
で
す
。

こ
の
よ
う
に
大
名
邸
内
に
能
舞
台
が
あ
る
こ
と
は
事
実
な
の
で
す
が
、
ご
紹

介
し
ま
し
た
絵
図
面
な
ど
は
、
た
と
え
ば
文
久
年
間
で
す
と
か
、
時
代
が
下
が

っ
て
の
資
料
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
舞
台
が
い
つ
か
ら
あ

る
の
か
は
判
然
と
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
元
禄
期
は
綱
吉
の
能
楽
愛
好
が
知
ら

れ
ま
す
の
で
、
そ
の
頃
か
ら
大
名
邸
内
に
能
舞
台
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
「
元
禄
期
に
な
る
と
、
城
内
で
の
能
の
催

し
が
頻
繁
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
寵
臣
邸
や
寺
社
へ
の
御
成
が
漸
増
し
、
そ
こ

で
『
大
学
』
や
『
易
経
』
の
講
釈
に
続
い
て
能
や
舞
離
子
を
舞
う
こ
と
を
恒
例

と
し
た
。
（
中
略
）
権
力
を
持
つ
将
軍
が
能
楽
を
愛
好
・
奨
励
す
れ
ば
、
諸
国

の
大
名
が
そ
の
意
を
迎
え
て
自
藩
の
能
楽
の
充
実
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
る
の

す
。
図
６
は
彦
根
城
博
物
館
に
復
元
さ
れ
ま
し
た
井
伊
藩
邸
の
航
空
写
真
で
す

が
、
こ
ち
ら
も
真
ん
中
に
能
舞
台
の
屋
根
と
橋
懸
り
が
御
覧
い
た
だ
け
る
と
思

い
ま
す
。
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は
当
然
の
結
果
で
、
天
和
・
貞
享
・
元
禄
・
宝
永
・
正
徳
の
頃
は
、
能
楽
が
全

国
的
に
江
戸
期
を
通
じ
て
も
っ
と
も
盛
ん
だ
っ
た
時
期
と
認
め
ら
れ
る
」
（
岩

波
講
座
『
能
・
狂
言
』
）
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
元
禄
の
絵
図
面
は
調
べ
切
れ

て
い
ま
せ
ん
が
、
大
名
邸
に
は
能
舞
台
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
す
。

但
し
、
大
名
邸
内
に
能
舞
台
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
、
そ
こ
で
の
歌
舞

伎
上
演
の
記
録
と
い
う
の
は
、
文
献
・
絵
画
資
料
と
も
現
在
の
と
こ
ろ
は
見
ら

れ
ま
せ
ん
。
寛
永
頃
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
若
衆
歌
舞
伎
の
図
で
、
京
都
の
個
人

蔵
の
図
が
、
『
近
世
風
俗
図
譜
歌
舞
伎
』
に
載
っ
て
お
り
ま
し
て
、
小
林
忠

先
生
が
こ
れ
は
武
家
屋
敷
で
の
若
衆
歌
舞
伎
の
上
演
を
描
い
て
い
る
と
解
説
さ

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
屋
敷
の
方
で
は
上
流
階
級
ら
し
い
人
々
の
見
物
が
描

か
れ
ま
す
が
、
下
方
で
は
一
般
庶
民
と
思
わ
れ
る
人
々
の
見
物
が
見
ら
れ
、
こ

れ
が
武
家
屋
敷
の
上
演
を
描
い
た
も
の
と
一
口
に
言
え
る
か
ど
う
か
は
、
少
し

疑
問
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

能
の
舞
台
で
、
能
以
外
の
芸
能
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
文
献
は
ご

ざ
い
ま
す
。
『
徳
川
実
紀
』
の
寛
永
年
間
に
、
家
光
の
庖
瘡
快
癒
の
祝
い
の
記

事
が
あ
り
ま
す
。
「
天
守
の
下
に
仮
閣
を
設
け
、
猿
楽
十
二
番
、
そ
の
中
五
番

過
て
大
奥
へ
い
ら
せ
給
ひ
、
御
饗
宴
あ
り
、
（
中
略
）
ふ
た
皇
び
天
守
下
の
仮

閣
に
い
た
ら
せ
給
ひ
、
踊
御
覧
あ
り
」
と
い
う
こ
と
で
、
能
を
舞
わ
せ
た
同
じ

所
で
、
風
流
踊
を
踊
ら
せ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
能
舞
台
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
書
い
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
臨
時
の
仮
閣
で
あ
り
ま
す
。

『
旧
記
拾
要
集
』
に
は
、
享
保
四
年
に
二
の
丸
に
て
の
辰
松
八
郎
兵
衛
の
所

作
を
記
録
し
た
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。
「
出
雲
守
殿
・
御
目
付
鈴
木
伊
兵
衛

殿
御
指
図
二
而
、
固
場
、
御
楽
屋
之
内
御
舞
台
江
出
口
際
二
壱
ヶ
所
。
わ
す
れ

口
之
方
入
口
際
二
壱
ヶ
所
、
御
徒
目
付
壱
人
・
与
力
双
方
弐
人
立
合
相
固
」
、

ま
た
「
御
舞
台
江
張
候
殿
子
の
水
引
」
、
「
鏡
之
間
脇
、
橋
懸
り
出
候
右
之
方

小
座
敷
二
、
御
小
納
戸
衆
壱
人
シ
、
被
相
詰
候
事
」
と
あ
り
ま
し
て
、
辰
松
八

そ
れ
で
は
、
仮
に
こ
の
図
に
描
か
れ
て
お
り
ま
す
の
が
、
仮
に
能
舞
台
を
歌

舞
伎
上
演
に
使
用
し
て
い
る
も
の
と
致
し
ま
す
と
、
次
に
絵
の
中
の
ど
の
よ
う

な
部
分
が
歌
舞
伎
風
と
言
え
る
の
か
と
い
う
点
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

ま
ず
、
一
つ
に
暖
簾
口
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
ち
ら
は
能
舞
台
で
は
切
戸
の

方
に
位
置
す
る
も
の
で
す
。
有
名
な
国
立
博
物
館
の
「
歌
舞
伎
図
屏
風
」
に
は
、

舞
台
の
右
後
方
の
端
の
所
に
暖
簾
口
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
小
林
忠
先
生
の
解

説
に
よ
り
ま
す
と
、
現
在
菱
川
派
の
歌
舞
伎
図
屏
風
と
い
う
の
は
、
こ
の
東
博

の
も
の
と
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
の
と
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
「
吉
原
歌
舞
伎
図
屏

風
」
、
ビ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
の
「
歌
舞
伎
図
屏
風
」
の
四
例
が

郎
兵
衛
が
操
を
し
た
と
こ
ろ
と
い
う
の
が
、
少
し
改
築
は
し
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
能
舞
台
を
使
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
記
事
が
ご
ざ
い
ま

す
。
歌
舞
伎
の
記
録
と
い
う
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
し
、
能
舞
台
を
使
っ
て
、
操

が
行
わ
れ
た
と
明
記
さ
れ
た
記
事
は
な
い
の
で
す
が
、
可
能
性
と
し
て
は
、
少

し
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
舞
台
そ
の
も
の
に
関
す
る
追
加
と
し
て
は
、
大
名
邸
で
は
本
舞
台
だ

け
で
は
な
く
て
、
常
設
の
室
内
の
敷
舞
台
が
あ
っ
た
こ
と
も
付
け
加
え
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
こ
ち
ら
は
広
間
の
畳
を
上
げ
る
と
能
舞
台
に
な
る
形
で
す
。

寛
文
十
年
頃
の
建
築
と
さ
れ
る
京
都
の
二
条
陣
屋
で
は
、
畳
を
上
げ
れ
ば
能
舞

台
に
な
る
敷
舞
台
の
一
間
が
ご
ざ
い
ま
す
し
、
柳
川
藩
立
花
家
の
御
花
と
い
う

別
邸
で
も
畳
を
上
げ
る
と
能
舞
台
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
西
本
願
寺
は
大
名
建

築
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
鴻
の
間
も
畳
を
上
げ
る
と
下
が
舞
台
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。

４
、
舞
台
に
見
ら
れ
る
歌
舞
伎
と
し
て
の
要
素
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能
舞
台
で
は
切
戸
で
あ
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
歌
舞
伎
上
演
に
あ
た
っ
て
、
鏡

板
の
一
部
を
切
っ
て
改
造
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
歌
舞
伎
に
お
け
る
暖
簾
口
に
関
し
ま
し
て
、
例
え
ば
少
し
時
代
が
下
が

り
ま
し
て
、
清
忠
の
「
浮
絵
劇
場
図
」
で
寛
保
三
年
十
一
月
の
市
村
座
の
芝
居

を
描
い
た
も
の
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
頃
に
は
、
歌
舞
伎
劇
場
と
し
て
の
形
が

つ
い
て
き
ま
す
が
、
こ
ち
ら
で
も
舞
台
の
上
手
側
の
出
入
り
口
の
方
に
暖
簾
口

が
あ
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
暖
簾
口
は
切
戸
か
ら
派
生
し
て
、
歌
舞
伎
舞
台
の

特
徴
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
行
く
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
他
に
舞
台
の
特
徴
と
し
ま
し
て
は
、
能
の
一
畳
台
の
よ
う
な
作
り
物

が
脇
座
の
方
に
出
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
ち
ら
の
側
面
、
蹴
込
み
の
デ
ザ

イ
ン
が
能
舞
台
と
は
一
味
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
点
も
挙
げ
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
・
参
考
と
し
ま
し
て
、
「
傾
城
王
昭
君
」
の
狂
言
本
や
『
野
郎
虫
』
の

挿
絵
で
も
、
能
の
一
畳
台
で
は
使
わ
れ
な
い
意
匠
が
見
て
取
れ
ま
す
。
こ
の
場

合
、
能
舞
台
の
一
畳
台
を
利
用
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
と
言
い

ま
す
か
、
美
意
識
が
近
世
的
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と

思
い
ま
す
。

ま
た
、
「
歌
舞
伎
遊
楽
図
屏
風
」
で
は
、
脇
正
面
の
所
に
垣
根
に
菊
の
花
が

ぽ
ん
ぽ
ん
と
挿
し
て
あ
る
作
り
物
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
ち
ら
も
能
の
方
で
も
あ

る
作
り
物
で
す
が
、
菊
の
花
が
挿
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
大
変
珍
し
い
と
思
い

ま
す
。
能
に
垣
根
の
作
り
物
は
あ
る
の
で
す
が
、
花
を
挿
し
た
り
す
る
と
い
う

こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
能
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
歌
舞
伎
と
し
て
の
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
舞
台
の
作
り
物
か
ら
も
窺
え
る
よ
う

な
気
が
致
し
ま
す
。

報
告
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
全
て
に
暖
簾
口
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
本
来
、

５
、
演
技
ｌ
勝
山
又
五
郎
の
丹
前
を
中
心
に

演
じ
ら
れ
て
お
り
ま
す
丹
前
を
中
心
に
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
図
１

を
御
覧
下
さ
い
。
役
者
に
算
用
数
字
を
付
け
て
お
り
ま
す
が
、
役
者
に
そ
れ
ぞ

れ
定
紋
が
描
き
込
ま
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
紋
所
と
役
柄
か
ら
、
役
者
が
誰

で
あ
る
の
か
推
定
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
紋
所
は
一
族
一
門
で
共
有
す
る
も
の

で
す
の
で
、
絶
対
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
す
が
、
私
見
を
申
し
上
げ
ま
す

と
、
①
は
初
代
の
中
村
伝
九
郎
に
よ
る
荒
事
風
の
奴
丹
前
で
、
②
が
若
衆
の
丹

前
で
す
。
こ
ち
ら
は
紋
が
剥
落
し
て
い
ま
す
の
で
、
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

は
言
え
ま
せ
ん
。
③
は
西
国
兵
五
郎
、
初
代
、
あ
る
い
は
二
代
目
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
こ
の
道
化
方
の
奴
丹
前
に
な
り
ま
す
。
④
は
勝
山
又
五
郎
に
よ
る
立

髪
丹
前
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
お
り
ま
す
。

舞
台
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
勝
山
又
五
郎
の
立
髪
丹
前
に
つ
い

て
、
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
「
風
流
四
方
屏
風
」
に
あ
り
ま
す
、
勝
山

又
五
郎
の
丹
前
の
図
で
は
又
五
郎
の
右
肩
の
上
の
と
こ
ろ
に
添
え
ら
れ
て
い
る

の
が
、
香
の
図
と
い
う
又
五
郎
の
定
紋
で
す
。
香
の
図
は
元
来
、
彼
の
師
匠
大

和
屋
甚
兵
衛
の
紋
で
す
が
、
又
五
郎
が
譲
り
受
け
て
使
用
し
て
お
り
ま
す
。
大

和
屋
甚
兵
衛
は
上
方
で
活
躍
し
た
舞
踊
の
名
手
で
、
拍
子
に
の
っ
た
リ
ズ
ミ
カ

ル
な
魅
力
を
持
っ
た
立
髪
丹
前
を
得
意
と
し
て
お
り
ま
し
た
。
又
五
郎
は
大
坂

に
い
る
間
は
若
衆
方
で
、
甚
兵
衛
の
と
こ
ろ
に
お
り
ま
し
た
の
で
す
が
、
元
禄

二
年
に
師
匠
を
離
れ
、
勝
山
み
な
と
と
い
う
女
方
と
し
て
江
戸
に
下
っ
て
お
り

ま
す
。評

判
記
を
中
心
に
又
五
郎
の
略
年
譜
を
作
っ
て
み
た
の
で
す
が
、
元
禄
九
年

の
顔
見
世
か
ら
立
役
に
転
向
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
師
匠
譲
り
の
立
髪
丹
前

を
演
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

で
は
、
お
お
む
ね
好
評
を
博
し
て
い
る
の
で
す
が
、

当
時
の
評
判
記
に
見
ら
れ
る
評
価
は
、
た
と
え
ば
『
役
者
口
三
味
線
』
な
ど

は
、
お
お
む
ね
好
評
を
博
し
て
い
る
の
で
す
が
、
あ
え
て
立
役
に
な
っ
て
の
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難
を
言
え
ば
、
「
ち
と
す
す
ど
い
」
と
い
う
評
価
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
少
し
す

ば
し
こ
い
と
言
い
ま
す
か
、
敏
捷
さ
が
勝
っ
て
、
潤
い
に
欠
け
る
と
い
う
評
価

で
す
Ｑ
芸
が
で
き
る
に
し
た
が
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
色
気
を
含
ん
だ
芸
に
な
っ
て

ほ
し
い
と
い
う
期
待
を
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
当
時
の
江
戸
で
は
初

代
の
中
村
七
三
郎
に
よ
り
ま
す
、
し
っ
と
り
と
し
た
色
気
を
た
た
え
た
二
枚
目

の
立
髪
丹
前
が
人
気
を
得
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
同
じ
立
髪
丹
前
で

も
、
甚
兵
衛
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
流
れ
と
、
七
三
郎
の
し
っ
と
り
と
し
た
二
枚
目

の
丹
前
と
い
う
違
う
芸
風
の
丹
前
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
又
五
郎
は
師
匠
譲
り

の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
丹
前
が
本
領
な
の
で
す
が
、
七
三
郎
風
の
色
気
の
あ
る
丹
前

を
期
待
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
自
身
も
七
三
郎
の
芸
風
に
近
付
く
べ

く
努
力
を
し
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
思
う
よ
う
に
芸
が
伸
び
ず
に
、
次
第
に
花

形
役
者
の
座
を
失
っ
て
行
き
、
享
保
に
な
り
ま
す
と
親
仁
方
の
役
者
と
な
り
ま

す
。
そ
し
て
、
寛
保
元
年
の
『
役
者
二
追
玉
』
に
出
て
き
た
の
を
最
後
に
評
判

記
に
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
結
果
的
に
言
い
ま
す
と
、
七
三
郎
の
芸
風
を
引

き
継
い
で
花
開
い
て
行
き
ま
す
の
は
、
絵
島
事
件
で
有
名
な
生
嶋
新
五
郎
に
な

り
ま
す
。
又
五
郎
は
新
五
郎
の
人
気
に
拮
抗
す
る
こ
と
な
く
、
大
成
で
き
な
か

っ
た
と
い
う
結
論
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
「
歌
舞
伎
遊
楽
図
屏
風
」
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
勝
山
又
五
郎

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
ど
の
年
代
の
姿
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
推
測
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
又
五
郎
が
香
の
図
の
紋
を
使
用
し
て
い
る
時
期
は
、

女
方
か
ら
立
役
に
転
向
し
た
元
禄
九
年
か
ら
で
、
宝
永
八
年
の
『
役
者
大
福
帳
』

か
ら
は
、
釘
抜
き
と
い
う
紋
を
香
の
図
と
セ
ッ
ト
に
し
た
新
し
い
紋
を
使
う
よ

う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
間
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
宝
永
四
年
三
月
の
『
役
者
友
吟
味
』
を
見
ま
す
と
、
「
評
判
山
坂
と

成
。
上
れ
は
下
り
平
地
と
居
す
は
り
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
、
既
に
人
気
が

停
滞
し
て
き
て
い
る
と
い
う
記
述
が
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
以
前

の
花
形
役
者
の
姿
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ま
す
と
、
元
禄
九
年
か
ら
宝
永
三
、

四
年
ま
で
の
又
五
郎
の
姿
で
あ
ろ
う
か
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
る

と
、
結
果
的
に
は
じ
め
に
申
し
ま
し
た
美
術
史
の
方
の
内
田
先
生
の
年
代
推
定
、

元
禄
十
年
前
後
と
い
う
と
こ
ろ
と
、
お
お
よ
そ
か
ぶ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
美
術
史
だ
け
で
な
く
、
芸
能
史
の
視
点
か
ら
見
ま
し
て

も
、
元
禄
十
年
か
ら
宝
永
の
は
じ
め
に
か
け
て
の
資
料
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
。最

後
に
丹
前
に
つ
い
て
付
け
加
え
ま
す
と
、
複
数
の
丹
前
が
同
時
に
描
か
れ

て
お
り
ま
し
て
、
連
れ
丹
前
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
ま
す
。
描
か
れ
て
い
る

丹
前
は
、
ま
ず
「
若
衆
と
荒
事
奴
」
で
一
組
、
「
立
髪
と
道
化
奴
」
で
一
組
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
見
方
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
供
の
奴
を
引
き
連
れ

た
「
立
髪
丹
前
と
若
衆
丹
前
」
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
構
造
で
あ
る
と
見
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
丹
前
の
組
み
合
わ
せ
は
、
評
判
記
の
挿
絵
や
記

述
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
宝
永
三
年
十
一

月
の
中
村
座
の
「
宇
治
源
氏
弓
張
月
」
と
い
う
芝
居
の
中
で
の
吉
岡
求
女
と
中

村
伝
九
郎
と
の
連
れ
丹
前
で
す
。
同
じ
月
に
山
村
座
で
上
演
さ
れ
た
「
泰
平
出

世
景
清
」
と
い
う
芝
居
に
つ
い
て
は
、
山
中
平
九
郎
の
立
髪
丹
前
と
西
国
兵
助

の
道
化
奴
と
の
連
れ
丹
前
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
元
禄
十
五
年
十
一

月
の
市
村
座
の
「
頼
政
蓬
莱
山
」
に
つ
い
て
は
、
生
嶋
新
五
郎
の
立
髪
丹
前
と

生
嶋
大
吉
の
若
衆
と
の
兄
弟
に
よ
る
連
れ
丹
前
と
い
う
記
述
が
ご
ざ
い
ま
す
。

た
だ
し
、
「
歌
舞
伎
遊
楽
図
屏
風
」
そ
の
ま
ま
に
、
若
衆
・
立
髪
・
荒
事
奴

・
道
化
奴
と
い
う
四
つ
の
役
柄
が
一
遍
に
丹
前
を
振
っ
て
い
る
、
し
か
も
大
き

な
花
傘
を
さ
し
か
け
て
の
華
や
か
な
丹
前
と
い
う
も
の
は
、
文
献
に
は
見
ら
れ

ま
せ
ん
。
一
度
に
舞
台
で
振
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
描
法
を

使
い
ま
し
て
、
違
う
時
間
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
一
緒
に
描
い
て
い
る
と
い
う
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。
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舞
台
で
演
じ
ら
れ
て
い
ま
す
音
曲
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
菱
川
派
の
手
に
よ
る
歌
舞
伎
図
や
古
山
師
重
が
挿
絵
を
描

い
た
と
さ
れ
る
『
役
者
絵
尽
し
』
で
も
、
小
歌
や
三
味
線
と
一
緒
に
、
鼓
や
太

鼓
と
い
う
唯
子
方
の
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
「
歌
舞
伎
遊
楽
図
屏

風
」
で
は
、
小
歌
や
三
味
線
方
の
他
は
姿
が
見
え
ま
せ
ん
。
『
落
葉
集
』
な
ど

に
元
禄
の
丹
前
の
出
端
の
歌
が
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
丹
前
が
唯
子
の
器
楽
演

奏
に
よ
っ
て
の
芸
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
小
歌
や
三
味
線
に
の
っ
て
の
芸

で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
画
証
資
料
の
中
で
は
、

絵
画
と
し
て
の
デ
フ
ォ
ル
メ
と
い
う
か
、
実
際
の
舞
台
を
写
し
て
い
る
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
別
問
題
と
し
ま
し

て
、
小
歌
三
味
線
の
伴
奏
だ
け
で
も
丹
前
と
い
う
の
は
振
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
舞
台
の
中
で
気
に
な
り
ま
す
の
が
、
一
畳
台
の
後
ろ
に
侍
烏
帽
子

に
素
襖
の
出
で
立
ち
の
男
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
点
で
す
。
こ
の
出
で
立
ち
は

歌
舞
伎
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
能
の
方
の
資
料
で
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で

す
。
座
っ
て
い
る
位
置
か
ら
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
物
は
後
見
で
も
ご
ざ
い
ま
せ

ん
し
、
あ
る
い
は
、
楽
器
を
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
難
子
方
と
も
思
え
ま
せ

ん
。
地
謡
で
あ
ろ
う
か
と
推
測
し
て
お
り
ま
す
。
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
イ
ー
テ
イ

ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
あ
り
ま
す
「
万
歳
の
つ
つ
み
絵
巻
」
で
は
舞
台
の
上
で

三
番
里
を
舞
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
ち
ら
で
も
舞
台
の
脇
座
の
と
こ
ろ
に
侍
烏

帽
子
に
素
襖
姿
の
男
た
ち
が
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
能
の
舞
台
で
見
ら
れ
る

形
な
の
で
す
が
、
歌
舞
伎
の
画
証
資
料
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

元
禄
歌
舞
伎
で
は
、
謡
や
能
ガ
カ
リ
の
所
作
が
数
多
く
演
じ
ら
れ
た
こ
と
が

６
、
音
曲
ｌ
謡
と
小
歌

庭
園
内
で
の
遊
び
を
描
い
た
左
隻
の
方
に
つ
き
ま
し
て
、
簡
単
に
述
べ
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
庭
園
を
研
究
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
白
幡
洋
三
郎
先
生
の
御
説
を

引
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
一
○
三
『
大
名
庭
園
ｌ
江
戸

の
饗
宴
』
一
九
九
七
年
四
月
講
談
社
）
。
庭
園
史
の
方
か
ら
見
ま
す
と
、
江
戸

で
は
明
暦
の
大
火
以
降
、
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
が
複
数
の
屋
敷
を
持
つ
傾
向
が
強
ま

っ
て
、
元
禄
期
に
な
っ
て
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
藩
が
上
屋
敷
・
中
屋
敷
・
下
屋

敷
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
で
大
小
様
々
な
庭
園
が
設
け
ら
れ
た
と
言
い
ま

す
。
日
本
の
庭
園
史
は
、
積
極
的
に
庭
園
に
入
り
込
ん
で
こ
れ
を
使
い
こ
な
し

た
時
代
、
こ
れ
を
白
幡
先
生
は
「
遊
興
の
庭
園
」
と
名
付
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
が
、
こ
れ
と
、
一
方
で
庭
園
を
遠
ざ
け
、
庭
園
を
眺
め
た
時
代
、
「
観
照

の
庭
園
」
と
に
大
別
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
の
回
遊
式
庭
園
は
、
御
成
や
宴
会
の

「
遊
興
の
庭
園
」
で
あ
る
。
大
名
庭
園
で
の
饗
宴
は
、
将
軍
が
家
臣
の
屋
敷
を

訪
れ
る
「
御
成
」
の
ほ
か
に
、
大
名
家
の
関
係
者
に
よ
る
く
だ
け
た
野
外
宴
会

と
い
っ
て
よ
い
も
の
も
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
白
幡
先
生
が
一
貫
し
て

取
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
態
度
と
い
う
の
が
、
回
遊
式
庭
園
と
い
え
ど
も
見
る
だ

け
で
は
だ
め
で
、
飲
食
や
遊
芸
、
芸
能
も
含
め
て
遊
興
や
饗
応
の
設
備
と
し
て

記
録
で
わ
か
り
ま
す
し
、
一
畳
台
の
上
に
お
り
ま
す
大
臣
風
の
二
人
の
役
者
が

片
膝
を
立
て
て
、
能
の
下
居
と
い
う
座
り
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
ま
す

の
で
、
能
ガ
カ
リ
の
所
作
を
行
う
場
面
で
、
こ
ち
ら
の
男
た
ち
が
地
謡
を
勤
め

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
丹
前
を
振
る
場
面
で
は

小
歌
三
味
線
が
、
そ
し
て
、
能
ガ
カ
リ
の
所
作
を
行
う
場
面
で
は
地
謡
が
地
を

勤
め
た
と
い
う
推
測
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

７
、
左
隻
に
つ
い
て
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芸
能
の
分
野
に
話
を
戻
し
ま
す
と
、
左
隻
の
方
の
中
心
は
離
れ
座
敷
で
の
若

衆
の
踊
り
で
す
。
白
地
に
坂
東
又
太
郎
と
団
十
郎
の
紋
を
散
ら
し
た
浴
衣
を
着

て
踊
っ
て
い
る
若
衆
が
見
え
ま
す
。
こ
の
片
足
を
上
げ
て
扇
を
か
ざ
し
て
踊
る

ポ
ー
ズ
が
、
有
名
な
「
右
近
源
左
衛
門
図
」
（
東
博
蔵
）
と
少
し
似
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
大
和
守
日
記
」
や
「
弘
前
藩
庁
日
記
」
を
読
み

ま
し
て
も
、
元
禄
の
頃
の
座
敷
で
の
芝
居
で
は
、
放
れ
狂
言
と
い
い
ま
す
か
、

短
い
単
独
の
演
目
が
数
々
上
演
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

右
隻
の
方
の
舞
台
に
お
け
る
上
演
は
、
い
か
に
も
常
設
の
芝
居
小
屋
で
の
芝

居
を
写
し
て
い
る
と
い
う
か
、
大
が
か
り
な
芝
居
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
に
対

し
、
こ
ち
ら
の
座
敷
で
の
踊
り
は
へ
酒
宴
の
余
興
と
し
て
、
ひ
と
差
し
軽
く
踊

る
と
い
う
感
じ
が
致
し
ま
す
。
元
禄
に
な
っ
て
も
、
座
敷
の
余
興
と
し
て
演
じ

ら
れ
る
芸
と
し
て
は
、
一
時
代
前
の
若
衆
歌
舞
伎
か
ら
野
郎
歌
舞
伎
に
か
け
て

の
時
代
の
、
狂
言
小
舞
の
系
譜
に
属
す
る
短
い
踊
り
が
好
ま
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
感
じ
が
、
こ
の
絵
か
ら
伝
わ
っ
て
参
り
ま
す
。

後
は
、
追
加
な
の
で
す
が
、
宮
川
長
春
筆
「
歌
舞
伎
風
俗
図
巻
」
（
東
博
蔵
）

も
、
座
敷
で
の
若
衆
の
踊
り
を
描
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
長
春
も
座

敷
で
の
芝
居
を
い
く
つ
か
描
き
残
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
致
し

て
お
り
ま
す
。

「
歌
舞
伎
遊
楽
図
屏
風
」
は
、
右
隻
の
方
で
、
歌
舞
伎
の
常
設
に
近
い
そ
の

ま
ま
の
舞
台
で
の
演
出
を
見
せ
て
く
れ
て
い
て
、
左
隻
の
方
で
は
、
お
座
敷
で

の
踊
り
と
い
う
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
の
を
知
る
手
が

か
り
に
な
っ
て
い
る
、
そ
の
両
方
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

使
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
し
ず
め
、
「
歌
舞
伎
遊
楽

図
屏
風
」
の
内
容
な
ど
は
、
大
名
庭
園
が
最
も
生
き
生
き
と
し
て
い
る
時
を
写

し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

林
：
も
と
は
繋
が
っ
た
一
枚
の
絵
と
し
て
表
装
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
後
に
六

大
名
庭
園
で
の
歌
舞
伎
が
能
舞
台
を
使
用
し
た
記
録
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ

ど
も
、
こ
の
図
は
、
座
敷
以
外
の
形
態
を
採
っ
た
可
能
性
と
、
そ
の
場
で
行
わ

れ
た
で
あ
ろ
う
演
出
と
を
示
唆
し
て
く
れ
て
い
る
資
料
だ
と
思
い
ま
す
。

但
し
、
林
公
子
先
生
の
御
研
究
（
岩
波
講
座
『
歌
舞
伎
・
文
楽
』
）
に
も
ご

ざ
い
ま
す
よ
う
に
、
元
禄
期
に
は
座
敷
芝
居
専
門
の
役
者
と
い
う
の
が
多
く
参

入
し
、
芝
居
町
か
ら
の
出
張
と
い
う
の
は
少
な
く
、
ま
し
て
や
人
気
役
者
の
参

入
と
い
う
の
は
極
く
稀
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ど
こ
ま
で
こ
の
屏

風
が
真
実
を
描
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
も

し
か
し
た
ら
、
憧
れ
で
す
と
か
、
夢
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
ま
と
め
た
も
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
舞
台
の
内
容
と
い
う
の
も
、
先
行
作
品
の
部
分

を
あ
ち
こ
ち
か
ら
取
り
集
め
た
も
の
を
再
構
成
し
た
嵌
め
絵
的
な
趣
向
で
す
と

か
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
手
法
を
用
い
て
い
る
可
能
性
も
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、

大
名
邸
内
の
能
舞
台
を
用
い
て
の
元
禄
歌
舞
伎
を
描
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
貴

重
な
資
料
で
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
え
て
本
日
は
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

金
子
・
・
は
い
。
糊
代
は
除
い
た
絵
の
本
体
だ
け
で
す
。

【
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
】

加
賀
・
・
基
本
的
な
こ
と
で
す
が
、
屏
風
の
法
量
と
い
う
の
は
、
絵
の
部
分
だ
け

の
寸
法
で
す
か
。

８
、
お
わ
り
に
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武
井
．
．
一
番
気
に
な
る
の
は
、
有
名
な
紋
ば
か
り
出
て
く
る
と
い
う
と
こ
ろ
で

す
ね
。
元
禄
十
年
頃
の
実
景
を
写
し
た
と
見
て
よ
い
か
、
少
し
ま
だ
用
心
し

加
賀
：
と
て
も
保
存
状
態
が
い
い
で
す
ね
。

金
子
・
・
河
野
氏
が
私
家
版
で
ま
と
め
ら
れ
た
『
私
の
今
治
市
へ
寄
附
し
た
る
文

化
財
総
覧
』
（
昭
和
四
十
六
年
恒
春
閣
）
と
い
う
の
が
、
い
わ
ば
目
録
の
よ

う
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
東
京
で
調
べ
て
か
ら
調
査
に
伺
っ
た
の

で
す
が
、
こ
の
屏
風
も
「
浮
世
絵
屏
風
」
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
ど
の
よ
う

な
も
の
か
わ
か
ら
ず
、
一
応
申
請
し
て
見
せ
て
い
た
だ
い
た
ら
歌
舞
伎
の
も

の
で
し
た
。
本
当
に
偶
然
で
し
た
。

美
術
の
方
面
か
ら
の
報
告
も
昨
年
の
春
に
初
め
て
な
さ
れ
た
も
の
で
す
か

武
井
・
・
現
物
が
見
た
い
で
す
ね
。

金
子
・
・
河
野
信
一
さ
ん
が
い
つ
ど
こ
か
ら
買
わ
れ
た
の
か
、
出
所
も
わ
か
ら
な

い
の
が
残
念
で
す
。

武
井
：
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
は
全
部
絵
が
切
れ
て
ま
す
も
ん
ね
。
普
通
は
繋
が

っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

金
子
：
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ら
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
ま
だ
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
資
料
で
す
。

枚
に
分
け
て
、
屏
風
に
仕
立
て
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。

林
・
・
香
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
横
に
あ
る
の
が
香
炉
み
た
い
に
見
え
ま

す
。

武
井
・
・
同
席
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
大
き
な
問
題
で
す
ね
。
「
弘
前
藩
庁
日
記
」

で
も
役
者
と
家
臣
た
ち
が
ド
ッ
キ
ン
グ
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
の
を
随
分
気

を
遣
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
左
側
の
黒
い
着
物
を
着
て
い
る
女
の
人
の

前
に
あ
る
紙
は
何
で
し
ょ
う
か
。
お
菓
子
か
な
。

加
賀
・
・
女
性
客
の
前
に
座
っ
て
い
る
人
は
役
者
で
す
か
。

金
子
・
・
袖
く
く
り
と
言
い
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

林
・
・
こ
れ
は
白
地
で
す
が
、
浴
衣
で
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
袖
が

金
子
・
・
特
に
こ
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
人
が
一
番
気
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
女

方
と
い
う
か
。

金
子
・
・
三
升
と
、
も
う
一
つ
の
紋
は
坂
東
又
太
郎
が
代
表
的
で
す
。

括
ら
れ
て
い
る
形
は
、
舞
台
の
方
の
、
立
涌
の
よ
う
な
模
様
の
着
物
を
着
て

い
る
若
衆
の
羽
織
の
袖
の
形
と
同
じ
み
た
い
で
す
。
開
い
て
い
て
、
括
ら
れ

て
い
る
。
座
敷
の
方
は
女
方
で
す
よ
ね
。
で
も
、
袖
の
形
は
同
じ
だ
か
ら
、

何
か
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
座
敷
で
若
衆
が
踊
っ
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
紋
を
付

け
て
い
る
の
で
す
ね
。
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加
賀
・
・
脇
息
の
向
き
か
ら
も
、
ま
る
で
家
臣
の
方
を
向
い
て
い
る
よ
う
に
見
え

林
：
背
中
を
向
け
て
い
る
家
臣
た
ち
は
、
顔
は
明
ら
か
に
舞
台
の
方
に
向
い
て

い
る
の
に
。

ｆ

武
井
，
．
こ
れ
は
構
図
で
は
な
い
か
な
。
も
っ
と
も
、
必
ず
し
も
正
面
を
向
く
必

要
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
ね
。
ま
わ
り
の
小
姓
た
ち
と
何
か
し
て
い
る

林
・
・
殿
様
は
舞
台
の
真
正
面
に
向
い
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。

加
賀
・
・
そ
う
で
す
ね
。
阪
口
弘
之
先
生
に
見
せ
て
い
た
だ
い
た
番
付
の
写
真
と

林
・
・
で
も
、
こ
の
点
点
の
書
き
方
は
番
付
の
書
き
方
で
す
よ
ね
。

青
木
・
・
香
で
す
ね
。
紙
に
包
ん
で
あ
る
の
を
開
い
た
状
態
だ
と
思
い
ま
す
。

金
子
：
字
は
読
め
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
現
物
を
見
て
も
、
点
々
と
し
か
書
い
て
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

加
賀
・
・
殿
様
の
髪
型
が
町
人
の
よ
う
に
見
え
ま
す
ね
。

武
井
・
・
家
臣
も
み
ん
な
そ
う
い
う
髪
型
で
す
ね
。
そ
の
殿
様
の
前
の
、
プ
ロ
グ

ラ
ム
か
番
付
を
見
て
い
る
よ
う
な
の
が
気
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
字
は

よ
う
な
。

読
め
ま
せ
ん
か
。

そ
っ
く
り
で
す
。

金
子
・
・
長
春
の
「
風
俗
図
巻
」
の
中
の
も
、
御
簾
の
中
の
方
か
ら
の
絵
で
す
が
、

加
賀
：
役
者
が
御
前
に
伺
候
し
て
来
て
る
の
で
し
ょ
う
か
。

金
子
：
ち
ょ
っ
と
女
性
っ
ぽ
く
な
い
よ
う
な
感
じ
が
し
て
し
ま
い
ま
す
。

武
井
・
・
顔
も
ち
ょ
っ
と
違
う
み
た
い
な
感
じ
で
す
ね
。

武
井
・
・
御
簾
の
中
だ
っ
た
ら
大
問
題
だ
け
ど
、
外
だ
っ
た
ら
ま
あ
い
い
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
一
般
の
人
と
い
う
か
、
屋
敷
方
の
奥
女
中
が

こ
う
い
う
帽
子
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
な
。

武
井
・
・
顔
が
全
体
に
大
き
い
よ
ね
。

林
：
御
簾
の
外
に
い
る
女
性
た
ち
の
髪
型
を
見
て
み
る
と
、

：
御
簾
の
外
に
い
る
女
性
た
ち
の
髪
型
を
見
て
み
る
と
、

金
子
・
・
芸
能
の
上
演
と
い
う
の
が
、

子
・
・
芸
能
の
上
演
と
い
う
の
が
、

御
簾
の
内
に
い
る

女
性
の
髪
型
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
し
、
御
簾
の
内
と
外
と
で
は
、
職
掌
の
違
い

は
あ
る
に
し
て
も
、
御
簾
の
外
に
い
る
女
性
も
奥
仕
え
と
見
て
よ
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
垂
れ
髪
に
し
て
、
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
人
は
、

着
物
も
違
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
ど
う
い
う
人
か
気
に
な
り
ま
す
ね
。

い
わ
ゆ
る
接
待
と
い
う
か
、
饗
応
の
場
と
、

そ
れ
か
ら
家
中
で
楽
し
む
場
合
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
お
客
様
の
よ

う
な
人
が
見
え
な
い
よ
う
で
す
。
奥
様
方
へ
の
慰
め
な
の
か
、
家
臣
た
ち
へ

の
一
日
の
お
遊
び
な
の
か
と
い
う
感
じ
で
す
。

ま
す
ね
。
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金
子
：
先
程
、
小
林
忠
先
生
の
説
を
引
い
て
、
屏
風
は
四
つ
と
申
し
ま
し
た
が
、

も
ち
ろ
ん
そ
の
他
に
絵
巻
物
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
の
方
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
内
田
欽
三
先
生
の
御
論
文
に
も
こ
の
部
分
で
似
た
構
図
を

指
摘
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

加
賀
・
・
遊
楽
図
屏
風
に
は
こ
の
手
の
構
図
は
結
構
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う

加
賀
・
・
大
友
さ
ん
が
、
奥
女
中
た
ち
が
情
報
を
取
り
入
れ
て
真
似
を
す
る
と
い

う
こ
と
が
あ
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

金
子
・
・
女
方
の
帽
子
が
は
や
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
は
ど
う

い
う
状
態
を
は
や
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
普
通
の
女
性
た
ち
の
間
で
実

用
的
に
使
わ
れ
た
こ
と
を
指
し
て
、
沢
之
丞
帽
子
と
か
が
は
や
っ
た
と
言
う

の
で
し
ょ
う
か
。
普
通
の
人
が
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い

加
賀
：
身
分
の
高
い
人
が
下
げ
髪
に
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
帽
子
を
か
ぶ
る

と
い
う
の
は
な
か
な
か
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

武
井
・
・
で
も
、
全
体
に
遅
れ
る
み
た
い
で
す
よ
。
奥
は
町
中
の
は
や
り
か
ら
は

遅
れ
る
と
い
う
こ
と
が
何
か
の
随
筆
に
書
い
て
あ
り
ま
し
た
ね
。

橋
の
と
こ
ろ
で
座
頭
が
手
を
引
か
れ
て
い
る
図
は
ど
こ
か
で
見
た
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。

中
に
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

下
げ
髪
か
何
か
だ
っ
た
気
が
し
ま
す
。

の
で
す
が
。

林
：
そ
の
横
の
、
柳
に
雪
の
絵
は
続
い
て
い
な
い
み
た
い
で
す
ね
。

武
井
・
・
紋
で
他
に
わ
か
る
人
は
い
ま
せ
ん
か
。
座
敷
の
方
の
左
端
に
描
か
れ
て

金
子
・
・
お
世
話
に
な
っ
た
今
治
河
野
美
術
館
の
学
芸
員
の
羽
藤
公
二
さ
ん
と
い

う
方
は
、
こ
の
床
の
間
に
非
常
に
注
目
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
床
の
間
の

掛
け
軸
の
絵
に
、
屏
風
の
作
者
の
隠
し
文
字
で
も
あ
れ
ば
い
い
ん
だ
け
ど
ね

と
い
う
こ
と
は
、
ず
っ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

加
賀
・
・
床
の
間
も
気
に
な
り
ま
す
ね
・
鼓
を
飾
っ
て
い
る
の
も
珍
し
い
で
す
ね
。

武
井
・
・
な
る
ほ
ど
ね
。

金
子
・
・
そ
う
で
す
ね
。
母
屋
で
鼓
を
打
っ
て
い
る
男
は
大
和
屋
甚
兵
衛
系
の
香

の
図
を
付
け
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
渡
り
廊
下
の
上
の
座
頭
の
手

を
引
っ
張
っ
て
い
る
女
性
も
、
役
者
の
紋
散
ら
し
を
着
て
い
る
よ
う
で
す
。

金
子
：
な
か
っ
た
で
す
。
写
真
で
御
覧
い
た
だ
く
よ
り
、
実
物
を
見
て
い
た
だ

け
る
と
、
目
の
前
に
広
が
る
感
じ
で
壮
観
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

武
井
・
・
で
も
、
ト
リ
ミ
ン
グ
の
痕
跡
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。

武
井
：
僕
も
内
田
さ
ん
の
論
文
を
読
ん
で
み
た
の
で
す
が
、

井
：
僕
も
内
田
さ
ん
の
論
文
を
読
ん
で
み
た
の
で
す
が
、

い
る
人
の
紋
は
、
四
角
の
中
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
す
が
。

帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
か
ら
役
者
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

大
変
詳
細
な
力
作

で
、
ち
ょ
っ
と
反
論
の
出
し
ょ
う
が
な
い
と
い
う
印
象
で
し
た
。
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林
：
毛
醗
の
上
は
、
一
番
前
は
袴
に
大
小
の
人
で
、
袴
だ
け
の
人
が
二
人
い
て
、

子
供
が
い
て
、
ま
た
袴
だ
け
の
人
が
い
て
、
そ
の
後
ろ
二
人
が
羽
織
で
す
ね
。

金
子
・
・
一
腰
差
し
て
ま
す
よ
ね
。
こ
の
頃
の
役
者
は
大
名
屋
敷
に
入
る
と
き
に

帯
刀
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

加
賀
・
・
舞
台
の
前
の
、
地
面
に
敷
い
て
い
る
毛
匪
の
上
に
い
る
の
は
見
物
で
す

金
子
・
・
同
じ
デ
ザ
イ
ン
を
狙
っ
た
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

武
井
・
・
家
臣
で
し
ょ
う
ね
。
一
応
、
は
っ
き
り
わ
か
れ
て
い
る
み
た
い
で
す
ね
。

林
・
・
舞
台
の
方
の
傘
に
も
紋
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
は
わ
か
り
ま
す
か
。
慢

幕
の
紋
と
似
て
い
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

金
子
．
．
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
役
者
と
い
う
よ
り
、
大
名
家
の
方
を
調

べ
た
方
が
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

金
子
・
・
母
屋
の
縁
側
で
手
拭
い
を
く
わ
え
て
い
る
よ
う
な
女
性
の
着
物
も
、
柏

の
葉
が
交
叉
し
て
い
て
、
こ
れ
も
役
者
の
紋
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
で
す

武
井
・
・
慢
幕
の
紋
は
何
か
わ
か
り
ま
す
か
。

毛
醗
に
座
っ
て
い
る
の
が
男
で
、
縁
側
に
座
っ
て
い
る
の
が
女
性
で
、
御
簾

の
内
に
い
る
の
は
も
う
少
し
身
分
の
高
い
女
性
と
い
う
感
じ
で
す
。

か
◎

ね
。

金
子
：
屏
風
の
豪
華
な
仕
上
が
り
を
考
え
る
と
、

子
：
屏
風
の
豪
華
な
仕
上
が
り
を
考
え
る
と
、

加
賀
・
・
描
い
た
絵
師
は
大
名
邸
の
様
子
を
ど
の
程
度
知
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

林
・
・
そ
の
へ
ん
が
絵
の
嘘
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

加
賀
：
で
も
、
係
の
人
が
刀
を
脇
に
置
い
て
い
る
の
は
。

武
井
・
・
そ
う
す
る
と
、
「
弘
前
藩
庁
日
記
」
な
ん
か
の
文
献
と
も
合
っ
て
き
ま

町
人
の
注
文
と
い
う
の
は
考

え
に
く
い
よ
う
に
も
思
う
の
で
す
が
。
他
に
類
例
が
な
い
の
で
す
ね
。
こ
こ

ま
で
御
屋
敷
の
中
で
や
っ
て
い
ま
す
と
い
う
よ
う
な
絵
は
な
か
な
か
な
い
の

で
。
『
近
世
風
俗
図
譜
』
収
載
の
「
若
衆
歌
舞
伎
図
」
に
つ
い
て
も
、
小
林

先
生
は
ど
う
し
て
こ
れ
が
大
名
屋
敷
の
絵
と
推
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由

違
え
て
渡
さ
な
い
よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
も

ま
し
た
。
、

か
。
想
像
で
補
う
部
分
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
注
文
主
に
も
よ
り
ま
す

か
ね
。
富
豪
の
町
人
だ
っ
た
ら
、
い
い
か
げ
ん
で
も
い
い
け
れ
ど
も
、
大
名

家
が
注
文
し
た
場
合
は
し
っ
か
り
描
か
な
い
と
い
け
な
い
と
か
。

す
ね
。

座
敷
の
上
は
だ
い
た
い
棒
で
す
よ
ね
。
そ
う
で
は
な
い
人
は
お
医
者
さ
ん
か

絵
師
み
た
い
な
感
じ
で
。
後
、
お
坊
さ
ん
と
か
。

ね
。
毛
溌
の
上
の
人
た
ち
は
、
そ
う
い
う
町
人
身
分
で
あ
っ
て
も
不
思
議
は

な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
お
座
敷
に
は
上
が
っ
て
な
い
の
か
な
と

思
い
ま
す
。
一
番
前
の
人
は
係
の
侍
で
し
ょ
う
ね
。
祥
を
着
て
い
ま
す
ね
。

た
と
え
ば
、
弘
前
藩
の
場
合
に
、
奈
良
屋
が
呼
ば
れ
て
た
り
し
ま
し
た
よ

刀
お
預
か
り
係
が
い
て
、
間

「
弘
前
藩
庁
日
記
」
に
あ
り
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、

武
井
・
・
婦
女
遊
楽
図
の
伝
統
と
い
う
の
が
、
大
名
屋
敷
の
芝
居
を
描
く
絵
画
資

料
を
見
る
時
に
、
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
お
客
さ

ん
の
中
心
が
奥
様
で
あ
る
と
い
う
絵
が
ほ
と
ん
ど
な
ん
で
す
よ
。
あ
る
美
術

史
家
は
、
あ
れ
は
女
子
供
し
か
見
て
な
い
の
だ
と
言
わ
れ
た
ぐ
ら
い
で
す
。

文
献
資
料
か
ら
見
る
と
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
て
、
殿
様
も
見
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
能
登
守
の
奥
様
と
か
、
そ
う
い
う
非
常
に
芝
居
好
き

の
女
性
が
い
て
、
そ
の
人
の
た
め
に
上
演
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
け
ど
ね
。

金
子
：
そ
う
で
す
ね
。
構
図
と
し
て
は
あ
り
ふ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

に
能
舞
台
で
の
歌
舞
伎
と
い
う
新
し
い
要
素
を
入
れ
て
い
る
点
で
、

的
に
一
つ
の
画
面
の
中
に
う
ま
く
お
さ
め
た
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

林
・
・
「
若
衆
歌
舞
伎
図
」
は
、
建
物
の
設
え
は
内
部
の
様
子
で
す
が
、
右
の
方

は
明
ら
か
に
外
の
通
行
し
て
い
る
様
子
で
す
よ
ね
。
絵
と
し
て
は
つ
な
が
っ

て
い
て
、
こ
う
い
う
構
図
は
阿
国
歌
舞
伎
図
な
ど
に
も
よ
く
見
ら
れ
ま
す
ね
。

歌
舞
伎
図
に
伝
統
的
に
あ
る
絵
柄
で
す
が
、
見
物
と
外
の
様
子
が
と
て
も
う

ま
く
つ
な
が
っ
て
い
る
絵
だ
と
思
い
ま
す
。

桃
山
初
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
の
、
遊
楽
図
の
系
統
が
あ
り
ま
す
よ

ね
。
「
歌
舞
伎
遊
楽
図
屏
風
」
は
、
そ
れ
を
思
い
出
さ
せ
ま
す
。
近
世
化
さ

せ
て
い
る
感
じ
で
す
。

明
治
に
至
る
ま
で
、
絵
画
で
は
奥
様
な
ど
の
女
性
が
中
心
的
な
観
客
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
主
客
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
た
の
は
女
性
の
方
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
際
に
は
男
女
共
に
見
て
い
る
の
に
、
絵
は
女
性
の
観

は
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
ん
で
す
。
所
蔵
先
も
個
人
で
、
京
都
の
Ｆ
家

と
な
っ
て
い
る
の
で
詳
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。

そ
の
中

嵌
め
絵

林
．
．
「
大
和
守
日
記
」
や
「
弘
前
藩
庁
日
記
」
に
も
、
服
装
の
こ
と
は
出
て
き

ま
し
た
よ
ね
。
一
番
き
ち
ん
と
し
た
の
が
上
下
揃
い
の
麻
搾
で
、
次
が
上
下

ば
ら
ば
ら
で
。

鈴
木
・
・
家
臣
の
見
物
の
し
か
た
に
つ
い
て
な
の
で
す
が
、

木
・
・
家
臣
の
見
物
の
し
か
た
に
つ
い
て
な
の
で
す
が
、

武
井
：
爪
先
を
少
し
上
げ
た
と
こ
ろ
は
特
徴
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
他
に
も
見
た

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
た
だ
、
何
か
そ
う
い
う
絵
を
ぽ
ん
と
嵌
め
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
え
ま
す
ね
。
反
転
さ
せ
て
は
め
込
む
と
い
う
の
は
結
構
あ

り
ま
す
よ
ね
。

加
賀
：
座
敷
で
若
衆
の
踊
る
姿
が
右
近
源
左
衛
門
と
似
て
い
る
と
い
う
お
話
が

あ
り
ま
し
た
が
、
右
近
の
こ
の
腰
つ
き
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
は
な
い
の

だ
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

ま
だ
き
ち
ん
と
読
み

込
め
て
い
な
い
の
で
す
が
、
加
賀
藩
前
田
家
の
元
禄
十
二
年
頃
の
記
事
で
、

上
は
頭
分
か
ら
下
は
足
軽
小
者
ま
で
見
て
い
た
り
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
時

に
士
分
の
子
供
に
も
見
物
を
さ
せ
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
何
を
着

て
く
る
か
と
い
う
こ
と
も
一
々
決
ま
っ
て
い
た
み
た
い
で
す
。
こ
こ
ま
で
は

袴
を
着
用
し
な
く
て
は
い
け
な
く
て
、
・
こ
こ
ま
で
は
常
服
で
、
こ
こ
ま
で
は

袴
で
い
い
と
か
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
見
物
す
る
場
所
も
決
め
ら
れ
て
い
て
、

一
番
下
は
白
州
で
見
て
い
る
よ
う
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
記
述
を
読
ん
で
イ

メ
ー
ジ
し
て
い
た
情
景
が
、
す
ご
く
よ
く
合
う
な
と
い
う
印
象
を
持
ち
ま
し

た
。 客

中
心
と
い
う
の
は
、
婦
女
遊
楽
図
と
い
う
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
考
え
な

い
と
い
け
な
い
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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武
井
・
・
橋
懸
り
の
上
に
幕
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

金
子
：
野
郎
歌
舞
伎
の
時
代
ま
で
の
絵
画
資
料
に
は
松
が
あ
っ
た
り
す
る
ん
で

す
が
、
元
禄
に
入
る
と
松
が
描
か
れ
た
も
の
が
な
い
の
で
す
ね
。
須
田
敦
夫

先
生
の
『
日
本
劇
場
史
の
研
究
』
で
は
、
元
禄
に
な
る
と
、
橋
懸
り
の
小
松

は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
た
だ
し
そ
れ
は
全
て
画
証
資
料
か
ら
の
考
察
な
の
で
、
文
献
資
料
か
ら

た
ど
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

加
賀
・
・
橋
懸
り
の
松
で
す
が
、
こ
の
形
で
出
て
く
る
の
は
と
て
も
珍
し
い
の
で

す
か
。

武
井
・
・
毛
醗
の
上
に
い
る
人
に
つ
い
て
は
、
子
供
が
い
る
こ
と
が
特
色
で
す
ね
。

林
．
．
「
大
和
守
日
記
」
で
は
、
家
臣
の
慰
み
の
た
め
に
催
し
て
、
気
を
遣
う
と

悪
い
か
ら
自
分
は
見
な
か
っ
た
と
書
い
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
本
当

は
見
た
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
。

鈴
木
・
・
能
の
時
と
違
っ
て
、
操
の
時
は
勝
手
に
退
出
し
て
も
い
い
み
た
い
な
こ

と
も
見
え
ま
し
た
。

武
井
・
・
生
御
魂
の
時
に
は
こ
れ
ぐ
ら
い
の
フ
ォ
ー
マ
ル
さ
み
た
い
な
こ
と
が
あ

る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

だ
か
ら
、
鈴
木
さ
ん
が
見
つ
け
ら
れ
た
子
供
を
連
れ
て
来
て
も
い
い
と
い
う

記
録
は
貴
重
で
す
よ
ね
。
絵
空
事
で
は
な
い
と
言
え
そ
う
で
す
。

金
子
・
・
柴
垣
踊
と
い
う
と
奴
か
何
か
の
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
ね
。
狂
言

武
井
・
・
舞
台
の
二
組
の
登
場
人
物
と
い
う
の
は
、
モ
ン
タ
ー
ジ

井
・
・
舞
台
の
二
組
の
登
場
人
物
と
い
う
の
は
、
モ
ン
タ
ー
ジ

金
子
。
：
左
右
で
春
秋
の
対
比
を
し
て
い
る
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
舞
台
の
垣
根
に
菊

を
挿
し
て
い
る
の
も
気
に
な
り
ま
す
。
何
か
、
具
体
的
に
演
目
を
特
定
で
き

を
挿
し
て
い
る
の
も
気
に
な
り
ま
す
。
何
か
、

武
井
・
・
舞
台
へ
張
る
水
引
と
い
う
と
、
橋
懸
り
と
は
限
り
ま
せ
ん
ね
。
正
面
が

金
子
：
幕
と
言
え
ば
、

子
：
幕
と
言
え
ば
、

ュ
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
こ
の
趣
向
は
思
い
つ
き
そ
う
な
気
も
し
ま
す
ね
。
奴
と
若
衆
の
男

色
模
様
を
展
開
し
て
い
て
、
そ
れ
を
二
組
に
し
た
ら
お
も
し
ろ
い
と
い
う
こ

と
で
、
だ
か
ら
、
実
景
と
し
て
こ
う
い
う
舞
台
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。

金
子
く
ん
が
垣
根
を
柴
垣
だ
と
最
初
言
っ
て
い
て
、
そ
れ
で
思
い
つ
い
た

の
で
す
が
、
柴
垣
と
い
う
演
目
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
ど
う
い
う
演
目

な
の
か
解
け
な
い
で
す
よ
ね
。
上
半
身
裸
に
な
っ
て
身
を
震
わ
し
て
瘡
が
つ

い
た
よ
う
に
踊
る
と
か
、
そ
う
い
う
資
料
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
も
の

が
お
も
し
ろ
い
と
は
思
え
な
い
。
こ
う
い
う
ち
ょ
っ
と
酒
落
た
色
っ
ぽ
い
シ

チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
柴
垣
の
実
態
だ
と
い
う
方
が
、
元
禄
期
の
柴
垣
と
し
て

は
似
つ
か
わ
し
い
か
な
と
、
こ
れ
は
金
子
く
ん
の
言
葉
か
ら
思
い
つ
い
た
こ

と
な
の
で
す
が
。

る
の
か
な
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。

『
旧
記
拾
要
集
』
の
辰
松
八
郎
兵
衛
の
記
事
で
は
、
「
御

舞
台
江
張
候
殿
子
の
水
引
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
こ
の
後
に
辰
松
八
郎

兵
衛
が
舞
台
で
拝
領
し
て
い
る
と
い
う
記
事
が
続
き
ま
す
。

一
番
あ
り
そ
う
で
す
。
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林
・
・
丹
前
に
対
し
て
、
待
ち
受
け
て
い
る
人
が
い
ま
す
よ
ね
。
一
畳
台
に
乗
っ

て
い
る
二
人
と
、
若
衆
と
荒
若
衆
が
い
ま
す
ね
。
荒
事
の
方
は
肩
が
後
ろ
に

な
っ
て
い
て
、
若
衆
の
方
も
明
ら
か
に
鯉
口
を
切
っ
て
る
感
じ
で
す
よ
ね
。

だ
か
ら
、
敵
の
館
に
丹
前
を
振
っ
て
行
っ
て
い
る
シ
ー
ン
の
よ
う
な
、
わ
り

と
緊
張
感
の
あ
る
場
面
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
人
、
目
立
ち
ま
せ

ん
が
緑
の
着
物
を
着
た
若
衆
も
丹
前
を
振
っ
て
ま
す
ね
。
一
畳
台
に
は
お
公

家
さ
ん
風
の
人
が
い
て
、
こ
れ
も
鍔
元
に
手
を
掛
け
て
い
ま
す
し
、
こ
れ
か

ら
何
か
劇
的
な
展
開
が
感
じ
ら
れ
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
言
う
と
、

嚥
子
が
な
く
て
小
歌
だ
け
だ
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
唯
子
が
出
て

く
る
と
総
踊
り
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
芝
居
の
一
シ
ー
ン
的
な
感
じ
が
し
て
、

そ
れ
な
ら
小
歌
だ
け
で
も
い
い
し
、
も
し
、
私
の
想
像
の
通
り
、
緊
張
感
の

あ
る
シ
ー
ン
な
の
だ
と
し
た
ら
、
む
し
ろ
嚥
子
は
な
い
方
が
い
い
か
な
と
い

う
気
が
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
元
禄
期
は
有
名
な
役
者
が
来
な
く
な
っ
て
は
い
る
の
で
す
が
、

「
弘
前
藩
庁
日
記
」
で
明
ら
か
に
な
っ
た
荻
野
沢
之
丞
の
例
も
あ
り
ま
す
し
、

二
番
続
、
三
番
続
の
も
の
も
元
禄
か
ら
宝
永
に
か
け
て
、
だ
い
ぶ
増
え
て
く

る
よ
う
な
の
で
す
ね
。
劇
場
と
や
っ
て
い
る
も
の
と
は
名
前
も
違
う
の
で
、

内
容
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
シ
ー
ン
が
展
開
し
て
い
く
よ
う
な
内
容
の

も
の
と
い
う
の
は
、
こ
れ
が
仮
に
元
禄
後
半
の
も
の
と
す
れ
ば
、
あ
っ
て
も

全
然
お
か
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
二
組
の
丹
前
は
嵌
め
絵
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
ま
っ
た
く
現
実
か
ら
遊
離
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

方
が
近
い
か
な
と
い
う
感
じ
で
す
。

小
舞
に
も
「
柴
垣
」
が
あ
り
ま
す
ね
。
『
落
葉
集
』
で
は
柴
垣
で
、
恋
の
垣

根
の
よ
う
な
の
を
歌
っ
た
も
の
が
随
分
出
て
き
ま
す
。
む
し
ろ
、
そ
ち
ら
の

林
・
・
一
つ
の
可
能
性
は
、
屋
敷
の
表
に
あ
る
、
畳
を
上
げ
た
ら
舞
台
に
な
る
と

い
う
感
じ
の
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
弘
前
に
行
っ
た
時
に
、
た
く
さ
ん
絵

図
が
出
て
き
た
の
で
す
が
、
江
戸
屋
敷
と
思
わ
れ
る
絵
図
に
や
っ
ぱ
り
舞
台

林
・
・
菊
の
名
所
だ
っ
た
り
し
て
。

林
・
・
役
者
も
若
女
方
、
若
衆
方
、
丹
前
、
立
役
、
敵
役
…
と
全
部
揃
っ
て
い
ま

す
ね
。
や
は
り
こ
れ
だ
け
の
中
身
の
も
の
が
上
演
さ
れ
て
た
ん
で
す
ね
。

金
子
．
．
赤
い
振
り
袖
の
よ
う
な
若
衆
の
紋
は
剥
げ
て
い
る
の
で
す
が
、
少
し
水

木
辰
之
助
の
紋
に
似
て
い
る
か
な
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。
本
人
で
な
く

て
も
、
水
木
辰
之
助
系
と
い
う
か
。

金
子
：
刀
に
手
を
掛
け
て
い
る
と
い
う
の
は
気
が
付
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
畳

台
の
二
人
は
敵
役
の
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
ね
。

鈴
木
・
・
上
演
記
録
で
「
表
御
舞
台
」
と
い
う
の
が
出
て
く
る
の
は
、
ど
う
い
う

イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

鈴
木
・
・
前
田
家
の
記
録
で
、
宝
永
三
年
の
記
事
に
「
雁
金
文
七
四
番
続
」
「
さ

く
ら
姫
二
番
続
」
、
そ
の
他
に
御
所
望
と
し
て
、
「
花
見
や
つ
こ
」
「
名
所
芝

垣
」
「
女
丹
前
」
と
か
が
出
て
き
ま
す
。

武
井
・
・
こ
れ
が
「
名
所
芝
垣
」
だ
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
か
な
。

武
井
・
・
荒
若
衆
と
赤
い
若
衆
は
一
応
敵
方
と
い
う
こ
と
な
の
か
な
。
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金
子
・
・
例
に
な
る
か
ど
う
か
、
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
城
の
能
舞
台
は
表
舞

台
と
い
う
よ
う
に
呼
び
慣
わ
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

鈴
木
・
・
能
舞
台
を
そ
う
い
う
よ
う
に
言
う
例
が
あ
る
の
で
す
か
。

金
子
：
表
御
舞
台
と
い
う
と
能
舞
台
の
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
ね
。

鈴
木
：
加
賀
藩
の
享
保
十
二
年
の
記
事
で
も
「
表
御
舞
台
」
と
出
て
い
て
、
大

が
か
り
な
歌
舞
伎
を
上
演
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

金
子
・
・
堂
本
正
樹
先
生
が
、
元
禄
頃
に
例
の
忠
臣
蔵
の
浅
野
家
の
江
戸
表
の
舞

台
が
立
派
な
も
の
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
拝
読
し
た
の
で
す
が
。
何

か
、
絵
図
面
を
御
覧
に
な
っ
た
よ
う
な
ん
で
す
ね
。

林
：
屋
外
の
能
舞
台
を
持
つ
に
は
、
格
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

武
井
・
・
江
戸
屋
敷
に
関
し
て
は
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
国
元
の
お
城
の
作
事

●

に
関
し
て
は
、
幕
府
は
も
の
す
ご
く
う
る
さ
い
で
す
ね
。
歌
舞
伎
や
人
形
浄

武
井
・
・
そ
う
で
す
ね
。
弘
前
藩
ぐ
ら
い
で
は
、
な
か
な
か
持
て
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

武
井
・
・
な
い
と
思
い
ま
す
。

が
描
か
れ
て
い
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
弘
前
藩
の
江
戸
屋
敷
は
ど
う
も
外

の
能
舞
台
と
い
う
の
は
な
か
っ
た
み
た
い
で
す
ね
。

加
賀
・
・
能
舞
台
を
歌
舞
伎
役
者
が
使
う
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

金
子
・
・
こ
の
時
期
は
能
舞
台
で
も
充
分
に
歌
舞
伎
は
上
演
で
き
ま
す
よ
ね
。

金
子
：
そ
れ
が
問
題
な
ん
で
す
よ
ね
。

林
：
米
翁
は
作
っ
て
ま
す
け
ど
、

：
米
翁
は
作
っ
て
ま
す
け
ど
、

武
井
・
・
そ
れ
は
二
つ
の
方
向
か
ら
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
ね
。
一

井
・
．
そ
れ
は
二
つ
の
方
向
か
ら
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
ね
。
一

つ
は
役
者
は

卑
し
い
存
在
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
我
々
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
菊
五
郎
が
の
っ

た
歌
舞
伎
座
の
桧
を
削
ら
し
た
と
い
う
よ
う
な
近
代
の
話
か
ら
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
点
で
す
。
だ
か
ら
、
時
代
に
そ
っ
て
考
え
直
さ
な
い
と
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
が
一
つ
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
時
代
に
即
し
て
考
え
る
と
、

藩
邸
の
上
演
記
録
を
見
る
と
、
能
の
鼓
打
ち
や
何
か
は
見
物
人
と
し
て
出
て

来
る
よ
ね
。
能
を
上
演
し
て
、
歌
舞
伎
役
者
が
客
と
し
て
来
る
と
い
う
こ
と

瑠
璃
を
や
る
と
い
う
舞
台
を
常
設
で
邸
内
に
作
る
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と

考
え
に
く
い
で
し
ょ
う
ね
。

も
っ
と
時
代
が
下
が
っ
て
ま
す
ね
。
そ
れ
は

も
の
す
ご
く
特
殊
な
こ
と
と
し
て
、
「
江
戸
百
化
物
」
に
も
出
て
く
る
ぐ
ら

い
な
ん
で
す
ね
。
松
平
出
羽
守
は
舞
台
を
作
っ
た
上
に
役
者
を
呼
ん
で
や
ら

せ
た
と
出
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
も
本
当
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

後
期
の
方
が
か
え
っ
て
そ
う
い
う
例
が
出
て
く
る
み
た
い
で
す
ね
。
劇
場
が

確
立
し
て
し
ま
っ
て
、
能
舞
台
で
は
歌
舞
伎
を
上
演
す
る
こ
と
が
無
理
に
な

っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
元
禄
期
は
ま
だ
そ
れ
は
考
え

に
く
い
で
す
ね
。
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林
：
こ
の
屏
風
が
実
際
の
能
舞
台
を
歌
舞
伎
に
使
っ
た
画
証
と
し
て
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
遊
楽
図
の
一
つ
の
架
空
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
見

な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
邸
内
の
敷
舞
台
と
か
だ
っ

た
ら
、
実
際
を
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
け
れ
ど
も
、
今
の

加
賀
・
・
で
も
、
殿
様
と
い
え
ど
も
、
格
式
一

制
止
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

格
式
を

武
井
．
．
い
ず
れ
に
し
て
も
、
殿
様
が
「
い
い
だ
ろ
う
」
と
言
え
ば
、
終
わ
り
な

金
子
・
・
ふ
っ
と
思
い
浮
か
べ
た
の
は
、
大
蔵
虎
明
の
「
わ
ら
ん
べ
草
」
な
の
で

す
が
、
あ
れ
も
よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
同
じ
舞
台
を
踏
ま
れ
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
苦
々
し
く
思
っ
た
と
い
う
考
え
方
も

で
き
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
ね
。
画
然
と
分
か
れ
て
い
れ
ば
、
そ
う
・
い

う
不
平
不
満
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
し
ま
す
。

加
賀
・
・
能
役
者
の
方
が
、
自
分
た
ち
の
舞
台
に
そ
う
い
う
人
を
の
せ
て
ほ
し
く

な
い
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
か
。

ん
だ
ろ
う
け
ど
ね
。

役
者
と
し
て
は
能
の
方
が
上
で
、
歌
舞
伎
役
者
は
卑
、

あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
使
用
す
る
舞
必

う
点
に
ま
で
及
ぶ
の
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
ね
。

、
歌
舞
伎
役
者
は
卑
し

は
あ
り
え
な
い
（
こ
の
見
解
は
、
岡
山
藩
池
田
家
記
録
「
日
次
記
」
宝
永
Ｌ

年
十
二
月
十
二
日
の
条
で
否
定
さ
れ
た
。
次
節
鈴
木
博
子
氏
発
表
参
照
）
・

だ
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
身
分
と
し
て
は
違
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

宝
永
七

き
者
と
い
う
感
覚
は

そ
れ
が
使
用
す
る
舞
台
を
併
用
し
な
い
と
い

外
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
言
え
ば
、

金
子
・
・
河
野
美
術
館
で
も
、
東
京
や
関
西
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
来
る
方
が
少
な
い
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
資
料
が
マ
イ
ク
ロ
に
な
っ
て
、
こ
ち
ら
に
来
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
。

武
井
・
・
こ
れ
は
で
き
る
だ
け
実
物
を
見
に
行
き
ま
し
ょ
う
。

金
子
・
・
資
料
と
し
て
、
使
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
な
と
思
う
の
で
す

が
。

加
賀
・
・
で
も
、
こ
の
屏
風
は
絵
と
し
て
お
も
し
ろ
い
で
す
よ
ね
。

林
：
そ
う
で
す
ね
。

鈴
木
：
お
能
の
記
事
は
飛
ば
し
て
読
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
。

鈴
木
：
は
っ
き
り
覚
え
て
い
な
い
の
で
す
が
、

木
：
は
っ
き
り
覚
え
て
い
な
い
の
で
す
が
、

金
子
・
・
先
程
、
鈴
木
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
っ
た
前
田
家
の
舞
台
と
い
う

の
が
何
な
の
か
が
わ
か
る
と
、
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
。

前
田
家
江
戸
屋
敷
で
は
、
宝
生

太
夫
を
呼
ん
で
大
が
か
り
な
能
舞
台
を
作
ら
せ
た
と
い
う
記
事
も
出
て
き
た

と
思
い
ま
す
。
で
も
そ
れ
と
同
じ
舞
台
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。

お
能
の
方
で
も
表
御
舞
台
と
い
う
言
い
方
が
出
て
き
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
は
可

能
性
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
、
明
ら
か
に
能
舞
台
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
文
献
は
ま
だ
な
い
で
す

よ
ね
。
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
状
態
で
す
ね
。
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林
・
・
記
録
に
出
て
く
る
の
は
、
だ
い
た
い
偉
い
人
の
子
供
で
す
よ
ね
。
そ
う
い

武
井
．
．
も
う
少
し
、
た
と
え
ば
子
供
を
連
れ
て
来
て
い
る
例
が
あ
る
と
か
、

の
手
の
も
の
が
後
い
く
つ
か
出
て
く
る
と
、
こ
れ
は
絵
空
事
じ
ゃ
な
い
，

現
実
に
あ
っ
た
こ
と
な
ん
だ
と
、
ぐ
っ
と
信
感
性
が
出
て
き
ま
す
ね
。

ぐ
っ
と
信
懸
性
が
出
て
き
ま
す
ね
。

来
て
い
る
例
が
あ
る
と
か
、

林
・
・
作
り
物
と
か
。
一
畳
台
の
侍
烏
帽
子
を
着
た
人
が
気
に
な
り
ま
す
ね
。
地

謡
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
登
場
人
物
か
も
し
れ
な
い
し
。
そ
れ
が
何
か
わ

か
る
と
使
え
そ
う
で
す
け
ど
。

武
井
：
こ
れ
を
元
禄
十
年
の
資
料
と
し
て
使
う
と
す
れ
ば
ど
う
で
す
か
。
使
え

る
か
な
。

金
子
・
・
裏
打
ち
は
さ
れ
て
る
ん
で
す
が
、
剥
が
れ
て
し
ま
っ
て
る
ん
で
す
。
表

は
全
然
傷
ん
で
は
い
な
い
よ
う
な
の
で
す
が
。

加
賀
・
・
で
も
外
に
は
出
せ
な
い
ぐ
ら
い
、
裏
が
傷
ん
で
る
ん
で
す
ね
。

金
子
・
・
そ
う
な
ん
で
ェ

し
て
下
さ
い
ま
す
。

・
・
そ
う
な
ん
で
す

加
賀
・
・
申
請
す
る
と
広
げ
て
見
せ
て
下
さ
る
ん
で
す
か
。

金
子
・
・
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

加
賀
：
歌
舞
伎
や
操
に
関
す
る
絵
画
資
料
は
他
に
も
あ
る
の
で
す
か
。

よ
。
わ
ざ
わ
ざ
出
し
て
下
さ
る
ん
で
す
。
本
当
に
よ
くそ

こ
れ
は
絵
空
事
じ
ゃ
な
い
と
、

青
木
・
・
そ
う
で
す
ね
。

林
・
・
重
箱
の
横
に
載
っ
て
い
る
の
は
、
台
子
の
お
茶
碗
で
し
ょ
う
か
。

青
木
・
・
そ
こ
が
お
か
し
い
な
と
思
う
の
で
す
が
、
で
も
、
銚
子
が
な
い
の
で
、

盃
を
持
っ
て
い
る
二
人
は
ど
こ
か
か
ら
歩
い
て
来
た
の
か
な
と
思
っ
た
り
し

ま
す
。
こ
の
場
は
菓
子
の
場
な
ん
だ
け
ど
、
盃
を
持
っ
て
来
た
の
か
と
思
い

ま
す
。

武
井
：
金
平
糖
を
酒
の
肴
に
す
る
ん
で
す
か
。

青
木
・
・
記
録
で
は
膨
大
な
量
の
お
菓
子
が
出
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

木
・
・
託
録
で
は
脇
大
な
量
の
お
菓
子
が
出
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

加
賀
：
確
か
に
こ
の
絵
の
子
供
も
刀
を
差
し
て
ま
す
よ
ね
。

鈴
木
・
・
士
分
の
子
供
が
見
物
に
来
て
い
る
み
た
い
で
す
。

武
井
・
・
で
も
、
加
賀
藩
の
資
料
で
は
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。

絵
に
描
か

れ
て
い
る
の
は
少
な
い
な
と
い
う
印
象
で
す
ね
。
気
に
な
る
の
は
、
秋
の
方

の
慢
幕
を
張
っ
た
中
で
、
酒
を
飲
ん
で
る
ん
で
す
が
、
重
箱
に
入
っ
て
い
る

の
は
お
菓
子
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
色
が
付
い
て
ま
す
よ
ね
。
こ
う
い
っ
た

菓
子
と
い
う
の
は
金
平
糖
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
金
平
糖
は
五
色
で
作

る
ん
で
す
ね
。

う
子
供
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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青
木
：
こ
れ
は
風
呂
で
す
ね
。
遊
興
の
場
と
し
て
は
、
こ
こ
は
菓
子
の
場
な
ど

と
い
う
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

林
：
床
の
間
の
横
に
風
呂
が
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

加
賀
・
・
橋
の
上
で
座
頭
を
引
っ
張
っ
て
い
る
の
は
女
性
で
す
か
。

加
賀
：
男
女
が
同
席
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
不
思
議
だ
な
と
思
っ
た
の
で
す

が
。
も
て
な
す
側
の
奥
女
中
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

金
子
：
女
性
だ
と
思
い
ま
す
。

加
賀
：
や
は
り
茶
屋
と
か
で
は
な
く
て
、
屋
敷
内
の
様
子
を
描
い
て
い
る
と
い

金
子
：
も
て
な
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
一
緒
に
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
感

じ
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
の
で
す
が
。

金
子
・
・
そ
う
で
す
ね
。

加
賀
：
そ
れ
は
ど
う
し
て
大
名
屋
敷
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

武
井
・
・
や
は
り
遊
楽
図
の
伝
統
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

金
子
・
・
絵
の
伝
統
の
構
図
の
中
に
、
大
名
屋
敷
で
の
遊
び
と
い
う
要
素
を
入
れ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
ね
。

う
こ
と
で
す
か
。

金
子
．
．
お
そ
ら
く
は
絵
の
注
文
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

青
木
・
・
注
文
し
た
人
は
絵
の
中
に
描
か
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
舞
台
を
見
物
し

て
い
る
殿
艤
と
、
・
座
敷
で
肩
を
操
ま
れ
て
い
る
人
物
は
、
見
比
べ
る
と
同
じ

て
い
る
殿
様
と
、
・
座
敷
で
肩
を
操
ま
れ
て
い
る
人
物
は
、

加
賀
：
窓
か
ら
覗
い
て
い
る
人
に
つ
い
て
も
お
聞
き
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
。

武
井
・
・
で
き
れ
ば
一
度
実
物
を
見
に
行
き
た
い
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
、
い
る
ん

金
子
：
男
女
の
性
差
を
判
別
す
る
の
は
難
し
い
で
す
ね
。

鈴
木
・
・
大
名
屋
敷
で
の
芝
居
に
関
し
て
、
随
分
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な
り
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

か
。
菱
川
派
の
歌
舞
伎
図
だ
と
す
る
と
、
そ
の
中
で
は
大
変
特
異
な
作
品
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
小
林
先
生
の
言
う
他
の
四

つ
の
屏
風
絵
と
い
う
の
は
、
舞
台
自
体
に
は
さ
し
て
差
が
認
め
ら
れ
な
い
ん

で
す
ね
。
そ
れ
と
吉
原
が
組
み
合
わ
せ
て
あ
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
歌
舞

伎
を
上
演
し
て
い
る
舞
台
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
型
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。
そ
の
中
で
、
こ
の
屏
風
絵
は
、
部
分
部
分
は
嵌
め
絵
の
よ
う
に
な
っ
て

い
て
も
、
全
体
と
し
て
は
類
型
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

な
資
料
を
読
ん
で
行
く
と
き
に
、
こ
こ
は
あ
の
絵
の
あ
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
と
い
う
の
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
ね
。

か
な
と
も
思
え
る
の
で
す
が
。
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