
− �47 −

は
じ
め
に

　

江
戸
初
期
の
新
吉
原
に
お
い
て
、
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
や
奈
良
屋

茂
左
衛
門
な
ど
の
伝
説
的
な
大
尽
が
、
華
や
か
な
遊
び
を
繰
広
げ
た

逸
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
彼
ら
に
先
立
ち
、
上
方
に

も
豪
遊
に
よ
っ
て
名
の
通
っ
た
人
物
が
い
た
。
大
坂
の
豪
商
、
椀
屋

久
兵
衛
で
あ
る
。
遊
女
松
山
に
熱
を
あ
げ
、
新
町
の
遊
郭
に
通
い
つ

め
た
あ
げ
く
に
落
魄
し
て
狂
死
し
た
と
い
う
彼
の
生
涯
は
、
早
く
は

井
原
西
鶴
が
「
椀
久
一
世
の
物
語
」
に
描
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
世
に

知
ら
れ
、
以
後
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
で
多
く
の
作
品
を
生
ん
で
き
た
。

　

こ
の
伝
説
的
な
、
そ
し
て
だ
か
ら
こ
そ
定
型
化
さ
れ
た
人
物
像
は
、

明
治
に
な
っ
て
幸
田
露
伴
の
筆
に
よ
り
新
し
い
造
型
を
与
え
ら
れ
た
。

『
文
藝
倶
楽
部
』
の
明
治
三
十
二
年
一
月
号
と
三
十
三
年
一
月
号
に
分

載
さ
れ
た
、「
椀
久
物
語
」
が
そ
れ
で
あ
る（

�
）

。

　
「
椀
久
物
語
」
は
、
明
暦
年
間
の
京
都
に
お
い
て
、
陶
工
の
清
兵
衛

と
そ
の
協
力
者
の
陶
器
商
椀
屋
久
兵
衛
が
、「
錦
襴
手
」（
色
絵
陶
器
）

の
焼
成
に
成
功
す
る
ま
で
の
苦
心
を
題
材
に
し
て
い
る
。
露
伴
が
そ

の
小
説
中
に
好
ん
で
職
人
を
描
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
り
、
大
町
桂

月
は
本
作
の
連
載
中
に
、「
例
の
お
得
意
の
職
人
小
説
」
と
評
し
た（

�
）

。

し
か
し
、
そ
の
題
名
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
作
は
職
人
た
る

清
兵
衛
で
は
な
く
、
協
力
者
で
あ
る
久
兵
衛
を
主
人
公
と
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
実
際
に
制
作
に
た
ず
さ
わ
る
清
兵
衛
の
苦
心
は
さ
し
て

描
か
れ
る
こ
と
が
な
く
、
む
し
ろ
作
品
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

肥
前
藩
の
秘
密
で
あ
る
錦
襴
手
焼
成
の
秘
法
を
久
兵
衛
が
盗
み
出
す

ま
で
の
策
謀
で
あ
る
。

　

先
進
者
の
技
術
を
盗
み
取
る
こ
う
し
た
物
語
は
、
露
伴
の
作
品
と

幸
田
露
伴
「
椀
久
物
語
」
論

出
口　

智
之
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し
て
は
い
さ
さ
か
珍
し
い
。
明
治
二
十
六
年
の
「
蘆
の
一
ふ
し
」
に

類
例
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
友
人
の
鋳
金
家
岡
崎
雪
声
か
ら
聞
い
た
、

彼
の
少
年
時
代
の
実
話
だ
っ
た
ら
し
い（

3
）

。
と
こ
ろ
が
、
椀
久
に
関
す

る
右
の
よ
う
な
物
語
は
、
彼
を
描
い
た
先
行
作
品
の
い
ず
れ
に
も
見

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
露
伴
は
こ
の
「
椀
久
物
語
」
を
い
か
に
し
て
着
想
し
た
の

で
あ
っ
た
か
。
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
物
語
が
執
筆
さ
れ
る
動
機
は
、

は
た
し
て
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
は
、
露
伴
が
執
筆
に
際
し
て

用
い
た
資
料
や
参
照
し
た
先
行
作
品
と
い
う
側
面
か
ら
、「
椀
久
物
語
」

の
成
立
経
緯
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
な
か
に
明
治
三
十
年
代
に
お
け

る
露
伴
の
文
学
活
動
の
特
色
を
探
る
試
み
で
あ
る
。
ま
ず
は
便
宜
上
、

本
作
の
梗
概
を
簡
単
に
示
し
て
お
こ
う
。

　

久
兵
衛
と
清
兵
衛
は
、
当
時
肥
前
で
し
か
作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

錦
襴
手
（
錦
手
）
を
京
都
で
も
製
造
す
る
こ
と
を
計
画
し
、
試
行
錯
誤

を
重
ね
て
い
た
が
、
失
敗
ば
か
り
で
あ
る
。
久
兵
衛
の
援
助
は
あ
る

も
の
の
、
清
兵
衛
は
窮
迫
し
た
生
活
が
続
き
、
弟
子
の
庄
左
衛
門
と

助
左
衛
門
の
心
も
離
れ
か
か
っ
て
い
た
。

　

一
方
、
久
兵
衛
は
近
来
、
島
原
の
松
山
太
夫
に
い
れ
あ
げ
て
い
た
。

母
親
の
妙
順
が
清
兵
衛
の
も
と
へ
来
て
、
卸
し
た
焼
物
の
代
金
を
受

取
り
に
肥
前
か
ら
青
山
幸
右
衛
門
が
上
京
し
て
い
る
が
、
久
兵
衛
が

帰
ら
な
い
の
で
困
っ
て
い
る
と
語
る
。
い
あ
わ
せ
た
久
兵
衛
は
諄
々

と
い
さ
め
る
母
に
反
抗
的
な
態
度
を
と
り
、
つ
い
に
勘
当
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
落
魄
し
た
久
兵
衛
は
、
知
合
い
の
幇
間
長
八
の
世
話

で
、
松
山
に
会
い
に
行
っ
た
。
勘
当
が
解
け
る
ま
で
会
わ
ず
に
い
よ

う
と
い
う
松
山
の
提
案
に
、
久
兵
衛
は
不
興
を
よ
そ
お
い
、
彼
女
が

田
舎
大
尽
か
ら
の
身
請
け
話
を
受
け
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
別
の
客

と
は
い
か
に
も
仔
細
あ
り
げ
に
会
っ
て
い
た
こ
と
を
言
当
て
て
、
こ

れ
を
機
に
自
分
か
ら
離
れ
る
つ
も
り
だ
ろ
う
と
責
め
る
。
こ
れ
に
対

し
松
山
は
、
身
請
け
話
を
隠
し
て
い
た
の
は
無
駄
な
心
配
を
か
け
ま

い
と
し
た
た
め
、
ま
た
先
日
の
客
は
父
親
の
青
山
幸
右
衛
門
で
、
強

引
な
身
請
け
話
に
悩
ん
で
い
る
こ
と
を
打
明
け
た
と
こ
ろ
、
預
っ
た

焼
物
の
代
金
を
流
用
し
て
で
も
先
に
請
出
そ
う
と
言
っ
て
く
れ
た
、

と
明
か
し
た
。
こ
こ
ま
で
聞
い
た
久
兵
衛
は
、
幸
右
衛
門
が
父
親
な

ら
ば
盗
み
の
罪
を
犯
さ
ず
と
も
、
錦
襴
手
焼
成
の
秘
法
を
教
え
て
く

れ
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
費
用
と
い
う
名
目
で
後
援
者
の
金
森
宗
和
か

ら
金
を
借
り
、
自
分
が
身
請
け
で
き
る
と
持
ち
か
け
る
。
心
配
す
る

松
山
を
説
き
ふ
せ
、
久
兵
衛
は
秘
法
を
聞
出
す
約
束
を
取
り
つ
け
た
。

　

こ
う
し
て
知
り
え
た
秘
法
に
よ
っ
て
、
清
兵
衛
は
錦
襴
手
の
制
作

に
成
功
し
た
。
実
は
久
兵
衛
は
、
田
舎
大
尽
か
ら
の
身
請
け
話
も
松

山
と
幸
右
衛
門
と
の
親
子
関
係
も
す
べ
て
知
っ
た
う
え
で
、
わ
ざ
と
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勘
当
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
窮
地
に
あ
っ
た
松
山
に
、

久
兵
衛
自
身
が
身
請
け
す
る
に
は
後
援
者
か
ら
金
を
借
り
る
以
外
に

な
い
と
思
わ
せ
て
、
そ
の
た
め
の
口
実
と
い
う
名
目
で
幸
右
衛
門
か

ら
秘
法
を
聞
出
そ
う
と
い
う
計
略
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
成
功

し
た
久
兵
衛
は
、
約
束
ど
お
り
松
山
を
妻
と
し
、
焼
物
の
代
金
を
持

っ
て
一
度
藩
に
帰
っ
た
幸
右
衛
門
の
上
京
を
待
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
錦
襴
手
が
完
成
し
て
み
な
が
喜
ん
で
い
た
と
こ
ろ
へ
、
彼
が
秘

密
を
漏
し
た
こ
と
が
発
覚
し
て
処
刑
さ
れ
た
と
の
報
せ
が
入
る
。
久

兵
衛
は
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
、
完
成
し
た
錦
襴
手
を
叩
き
こ
わ
し
て

発
狂
し
て
し
ま
っ
た
。
以
上
が
、「
椀
久
物
語
」
の
大
略
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
問
題
を
提
起
し
て
お
け
ば
、
椀
久
を
扱
っ
た

先
行
作
品
に
類
例
が
見
ら
れ
ず
、
露
伴
の
作
品
と
し
て
も
い
さ
さ
か

珍
し
い
こ
う
し
た
物
語
を
、
彼
は
い
か
に
し
て
着
想
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
次
節
で
は
こ
の
問
い
を
出
発
点
に
、
本
作
の
典
拠
と
な
っ
た
資

料
を
探
っ
て
み
た
い
。

一

　

柳
田
泉
は
「
椀
久
物
語
」
に
つ
い
て
、「
作
中
の
椀
久
や
、
清
兵
衛
、

幸
右
衛
門
の
こ
と
が
大
概
実
録
で
あ
る
こ
と
は
、露
伴
が
書
い
た
『
文

明
の
庫
』（
明
治
卅
一
年
一
月
以
後
、
少
年
世
界
連
載
）
の
陶
器
の
巻
に
も

明
白
に
見
え
て
ゐ
る
通
り
だ
」
と
指
摘
し
て
い
る（

4
）

。
こ
の
「
文
明
の

庫
」
と
は
、
露
伴
が
少
年
む
け
に
書
い
た
陶
器
、
紙
、
銃
器
、
假
名

の
発
達
史
で
、
柳
田
が
指
し
て
い
る
の
は
そ
の
第
一
部
「
陶
器
の
巻
」

に
見
え
る
、
次
の
よ
う
な
一
節
で
あ
る
。

　
　

�

仁
清
は
も
と
丹
波
の
人
な
り
し
が
、
年
若
き
頃
土
佐
の
尾
戸
村

に
あ
り
て
、
帰
化
せ
る
朝
鮮
人
仏
阿
彌
と
い
ふ
も
の
に
陶
器
つ

く
る
こ
と
を
学
び
、
元
和
の
頃
京
都
に
出
で
ゝ
宗
伯
に
従
ひ
、

技
を
以
て
仁
和
寺
の
宮
に
仕
へ
し
よ
り
仁
の
字
を
賜
は
る
を
得

て
、
仁
清
と
号
し
た
り
。
こ
ゝ
に
壷
屋
久
兵
衛
と
い
ふ
陶
器
商

ふ
も
の
あ
り
し
が
、
当
時
肥
前
に
は
既
に
陶
器
の
彩
画
の
法
開

け
た
る
に
関
は
ら
ず
、
京
都
に
て
は
猶
錦
手
と
い
ふ
や
う
な
る

美
し
き
も
の
作
る
こ
と
を
能
せ
ざ
る
を
憾
み
と
し
、
肥
前
の
人

に
て
青
山
幸
右
衛
門
と
い
ふ
男
と
心
安
く
交
れ
る
を
幸
と
し
て
、

其
人
の
彩
画
金
焼
付
の
法
を
知
れ
る
を
、
さ
ま

ぐ
に
頼
み
聞

え
て
、
少
し
づ
ゝ
洩
し
貰
ひ
、
仁
清
に
謀
り
て
如
何
に
も
し
て

美
し
き
彩い
ろ

画ゑ

金
焼
付
の
も
の
を
造
り
出
さ
ん
と
思
ひ
込
み
た
り
。

仁
清
も
自お

の己
が
技わ

ざ藝
の
上
の
事
な
れ
ば
、
及
ぶ
ほ
ど
の
力
を
尽

し
て
、
さ
ま

ぐ
に
工
夫
し
け
る
が
、
名
工
の
事
な
れ
ば
、
一

を
聞
て
十
を
も
悟
り
け
ん
、
終
に
其
企
画
成
就
し
て
、
創
め
て

美
し
き
も
の
を
造
り
出
し
ぬ
。
封
建
の
制
度
の
む
づ
か
し
げ
に
、

同
じ
日
本
の
中
な
が
ら
此
国
彼
国
其
主
を
異
に
し
て
、
自
国
の

秘
密
を
洩
す
こ
と
の
堅
く
禁
め
ら
れ
た
る
折
な
れ
ば
、
此
事
聞
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え
て
幸
右
衛
門
は
、
自
国
の
秘
法
を
洩
し
た
る
罪
に
行
は
れ
、

久
兵
衛
は
ま
た
、
幸
右
衛
門
の
罪
せ
ら
れ
た
る
由
を
聞
き
て
、

気
の
毒
な
り
と
お
も
ふ
心
の
堪
へ
が
た
さ
に
発
狂
し
て
遂
に
身

歿
り
た
り
と
い
ふ
。
こ
れ
は
こ
れ
寛
永
よ
り
少
し
後
れ
て
、
明

暦
の
頃
の
事
な
り
と
も
伝
ふ
（
後
略（

5
））

　

こ
れ
は
、
現
在
数
々
の
国
宝
で
知
ら
れ
て
い
る
近
世
初
期
の
陶
工
、

野
々
村
仁
清
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
、「
壷

屋
久
兵
衛
」
な
る
陶
器
商
が
「
青
山
幸
右
衛
門
」
か
ら
「
彩
画
金
焼
付
」

の
法
を
聞
出
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
仁
清
が
錦
手
の
制
作
に
成
功

し
た
と
い
う
逸
話
が
、「
椀
久
物
語
」
の
骨
格
に
な
っ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
作
に
登
場
す
る
清
兵
衛
と
は
ほ
か
な
ら

ぬ
野
々
村
仁
清
が
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
が
、
だ
と
す
れ
ば

露
伴
は
、
仁
清
に
関
す
る
「
文
明
の
庫
」
の
こ
の
箇
所
を
い
か
な
る

文
献
に
よ
っ
て
執
筆
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
文
献
こ
そ
が
、
お
そ

ら
く
「
椀
久
物
語
」
の
出
発
点
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、「
文
明
の
庫
」
以
前
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
陶
磁

器
に
つ
い
て
の
文
献
を
調
査
し
て
み
る
と
、
古
賀
静
脩
『
陶
器
小
志
』

の
次
の
よ
う
な
記
述
が
目
に
と
ま
る
。

　
　

�

仁
清
、
通
称
を
清
兵
衛
と
云
ふ
。
丹
波
の
人
な
り
。
壮
年
の
時

土
佐
国
尾
戸
に
至
り
、
帰
化
の
韓
人
仏
阿
彌
に
就
き
陶
法
を
学

ひ
、
元
和
中
京
師
に
来
り
、
清
閑
寺
の
陶
工
宗
伯
の
門
に
入
り
、

（
中
略
）
其
業
を
以
て
仁
和
寺
の
宮
に
仕
へ
、
名
を
清
左
衛
門
と

改
む
。
宮
賜
ふ
に
仁
の
字
を
以
て
す
。
因
り
て
仁
清
と
号
す
。

（
中
略
）
明
暦
年
間
、
三
條
河
原
町
の
辺
に
陶
器
商
あ
り
。
壷
屋

と
呼
ひ
、
又
茶
碗
屋
久
兵
衛
と
称
す
。
時
に
肥
前
国
有
田
の
人
、

青
山
幸
右
衛
門
と
云
ふ
者
あ
り
。
商
用
の
為
め
数
々
来
り
、
久

兵
衛
と
相
善
し
。
久
兵
衛
、
肥
前
の
錦に
し
き
で様
の
秘
法
を
幸
右
衛
門

に
聞
き
、
之
を
仁
清
に
謀
る
。
仁
清
乃
ち
之
を
試
製
し
、
始マ
マ

め

て
彩
画
の
法
を
得
た
り
。
幸
右
衛
門
は
其
後
、
自
国
産
の
秘
法

を
他
に
伝
へ
た
る
罪
に
よ
り
、
処
刑
の
身
と
な
り
し
か
、
久
兵

衛
之
を
聞
き
発
狂
せ
り
と（

6
）

。

　

こ
こ
に
含
ま
れ
る
情
報
の
内
容
や
提
示
の
順
序
が
、
先
に
引
い
た

「
文
明
の
庫
」
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
、
露
伴
は
こ
の

『
陶
器
小
志
』
に
依
拠
し
て
当
該
箇
所
を
執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、「
椀
久
物
語
」
も
ま
た
、『
陶
器
小
志
』
が
そ
の
原
点

だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、「
椀
久
物
語
」
に
描
き
こ
ま
れ
た
清
兵
衛
お
よ
び
久
兵

衛
に
関
す
る
詳
細
な
設
定
は
、『
陶
器
小
志
』
の
情
報
量
か
ら
ま
か
な

い
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
露
伴
は
こ
の
書
に
加
え
て
、

田
内
梅
軒
『
陶
器
考
』
の
「
附
録
」（
以
下
『
陶
器
考
附
録
』
と
表
記
）

を
も
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る（

7
）

。

　
『
陶
器
考
』
の
本
篇
は
、「
南
蛮
・
安
南
・
呂
宋
・
高
麗
物
な
ど
の
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茶
の
湯
に
お
け
る
請
来
陶
器
の
識
別
法
が
記
さ
れ
」
た
書
物
で
あ

る
が（

8
）

、
そ
れ
と
ほ
ぼ
お
な
じ
分
量
を
持
つ
『
陶
器
考
附
録
』
で
は
、

日
本
産
陶
磁
器
の
概
略
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
仁
清
の
簡
単
な
伝
も

立
て
ら
れ
（
四
オ
～
ウ
）、
た
と
え
ば
「
椀
久
物
語
」
に
後
援
者
と
し

て
登
場
す
る
金
森
宗
和
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、「
金
森
宗
和
ニ
印

ヲ
サ
ツ
カ
リ
茶
器
ヲ
作
ル
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
作
中
で
弟

子
の
庄
左
衛
門
が
「
清
水
の
三
町
目
、
三
年
坂
下
の
西
側
」
と
語
っ

て
い
る
窯
の
場
所
に
つ
い
て
も
、「
清
水
サ
ン
子
坂
西
側
ノ
窯
ニ
テ
ヤ

ク
」
と
あ
っ
て
、
作
中
の
記
述
と
符
合
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
、『
陶
器
考
附
録
』
の
巻
末
に
採
録
さ

れ
て
い
る
「
つ
ほ
や
六
兵
衛
」
な
る
人
物
に
よ
る
文
書
で
あ
る
。「
京

都
焼
物
初
り
書
」
と
題
さ
れ
た
そ
の
文
書
に
は
、「
金
焼
の
初
り
」
と

い
う
項
目
が
存
在
し
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

明
暦
年
中
ニ
ひ
ぜ
ん
皿
山
よ
り
青
山
幸
右
衛
門
と
申
仁
、
登
り

被
申
候
。
先
祖
つ
ほ
や
九
郎
兵
衛
、
此
仁
ニ
右
焼
付
ひ
た
す
ら

ニ
頼
み
、
神
文
画
伝
を
請
被
申
候
。�

（
三
十
五
オ
）

　

こ
こ
に
は
幸
右
衛
門
処
刑
の
記
事
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
壷
屋
の
名

前
も
「
久
兵
衛
」
で
は
な
く
「
九
郎
兵
衛
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
彼
が
肥
前
か
ら
上
京
し
た
青
山
幸
右
衛
門
に
頼
み
込
み
、

「
金
焼
」
の
秘
法
を
聞
出
し
た
と
い
う
こ
の
簡
潔
な
一
段
が
、『
陶
器

小
志
』
に
、
ひ
い
て
は
「
椀
久
物
語
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
は
明

ら
か
で
あ
る
。

　
「
京
都
焼
物
初
り
書
」
と
「
椀
久
物
語
」
と
の
一
致
は
、
こ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
こ
の
文
書
の
冒
頭
に
は
、
執
筆
者
六
兵
衛
の

「
先
祖
」
だ
と
い
う
九
郎
兵
衛
が
、
陶
器
商
と
し
て
店
を
持
つ
ま
で
の

経
緯
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

夫
よ
り
京
都
ニ
て
肥
前
焼
売
出
し
候
蔵
元
、
つ
ほ
屋
市
左
衛
門

と
申
仁
、
其
家
手
代
弥
兵
衛
九
郎
兵
衛
と
申
兄
弟
遣
ひ
被
居
、

此
弥
兵
衛
を
京
三
條
通
河
原
町
東
角
ニ
右
店
出
し
付
致
、
売
出

し
候
。
後
、
此
九
郎
兵
衛
ニ
み
せ
渡
し
被
申
、
其
手
代
、
六
兵

衛
と
申
、
遣
ひ
居
被
申
候
。
是
、
京
都
に
て
焼
物
商
売
之
初
め

な
り
。

　

す
な
わ
ち
、
九
郎
兵
衛
は
兄
の
弥
兵
衛
と
と
も
に
「
つ
ほ
屋
市
左

衛
門
」
の
手
代
と
し
て
働
い
て
お
り
、
弥
兵
衛
が
三
條
河
原
町
に
出

さ
せ
て
も
ら
っ
た
店
を
継
い
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
「
椀
久
物
語
」
で
も
、
久
兵
衛
の
母
妙
順
が
清
兵
衛
に
、
椀

屋
の
店
は「
大
坂
の
大
商
人
、市
左
衛
門
殿
の
助
に
よ
っ
て
仕
出
し
た
」

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
久
兵
衛
が
兄
の
弥
兵
衛
か
ら
受
継
い
だ
と
語

っ
て
い
る
。
ま
た
、
椀
久
の
店
の
場
所
も
作
中
に
「
三
條
の
河
原
町
」

と
あ
る
う
え
、
椀
久
の
手
代
は
「
六
蔵
」
と
な
っ
て
い
て
、「
京
都
焼

物
初
り
書
」
の
伝
え
る
「
六
兵
衛
」
と
似
通
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
文
書
の
「
京
焼
物
初
め
之
事
」
の
項
に
は
、
仁
清
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の
弟
子
が
「
庄
左
衛
門
助
左
衛
門
」
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
も
「
椀
久
物
語
」
と
お
な
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
致
か
ら
、

露
伴
が
本
作
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
『
陶
器
考
附
録
』
を
資
料
と
し
て

用
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

　

一
方
、椀
久
と
松
山
の
物
語
に
つ
い
て
は
、西
鶴
の
作
と
さ
れ
る「
椀

久
一
世
の
物
語
」
を
は
じ
め
、
草
双
紙
か
ら
浄
瑠
璃
や
長
唄
ま
で
多

数
の
先
行
作
品
が
知
ら
れ
て
い
る
。
椀
久
の
勘
当
や
、
ほ
か
の
大
尽

が
松
山
を
身
請
け
す
る
話
も
、
そ
の
い
く
つ
か
に
見
え
て
お
り
、
本

作
が
下
敷
に
し
た
作
品
を
一
作
に
特
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
露
伴
は
周
知
さ
れ
た
物
語
の
骨
組
を
借
り
て
、「
椀
久
物
語
」

に
採
り
入
れ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
作
中
で
は
、
久
兵
衛
を
遊
郭
で
笑
い
も
の
に
し
よ
う
と
い
う

友
人
た
ち
の
計
画
を
妙
順
が
知
り
、
か
ば
っ
て
く
れ
る
よ
う
松
山
に

頼
ん
だ
こ
と
か
ら
、
彼
の
島
原
通
い
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
逸
話
が

語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
逸
話
は
ま
た
、
馬
琴
の
「
蓑
笠
雨
談
」（
の
ち

「
著
作
堂
一
夕
話
」
と
改
題
）
や
西
沢
一
鳳
の
「
伝
奇
作
書
」
な
ど
に
も

録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
や
行
文
は
ど
れ
も
大
差
な
く
、
露
伴

が
い
ず
れ
を
参
観
し
た
か
は
確
定
し
が
た
い
。
こ
こ
で
は
、
彼
が
目

に
し
た
可
能
性
が
高
い
文
献
と
し
て
、
半
顔
居
士
「
椀
久
の
話
」（『
し

が
ら
み
草
紙
』
第
七
号
）
を
示
し
て
お
こ
う
。

　
　

�（
椀
久
は―

注
）
年
長
る
ま
て
青
樓
等
へ
登
り
し
こ
と
有
ら
さ
り

し
に
、
其
の
朋
友
と
も
之
れ
を
あ
ざ
み
て
、
い
か
で
椀
久
を
そ
ゝ

の
か
し
遊
廓
に
伴
ひ
行
き
、
辱
め
を
あ
た
へ
て
笑
は
ん
も
の
と

企
て
け
り
。
椀
久
の
母
、
竊
か
に
之
を
聞
き
知
り
て
深
く
憂
ひ

し
が
、
此
頃
松
山
太
夫
と
て
全
盛
の
遊
君
は
、
情
け
を
知
れ
る

婦
人
な
り
と
聞
き
居
れ
は
、
之
れ
に
頼
み
て
我
子
の
恥
辱
を
免

か
れ
得
さ
せ
ん
と
、
其
よ
し
を
こ
ま

く
と
文
に
し
た
ゝ
め
て
、

松
山
の
も
と
へ
送
り
ぬ
。（
中
略
）（
友
人
が
椀
久
を―

注
）
と
あ

る
揚
屋
に
つ
れ
行
き
、
お
の

く
な
じ
め
る
遊
君
ど
も
を
招
き

け
り
。
椀
久
は
母
の
を
し
へ
を
守
り
て
、
松
山
太
夫
を
ま
ね
き

け
る
に
、
松
山
は
（
中
略
）
椀
久
を
見
る
よ
り
、
最
と
な
れ

く

し
く
寄
り
添
ひ
て
、
年
こ
ろ
馴
染
重
ね
た
る
や
う
睦
ま
し
く
あ

ひマ
マ

し
ら
ひ
け
り
。（
中
略
）
此
夜
を
始
め
と
し
て
、
椀
久
は
松
山

の
情
け
に
感
し
、
深
く
も
ち
き
り
を
結
ひ
け
れ
は
、
遂
に
後
の

世
ま
て
う
き
名
を
流
す
こ
と
ゝ
は
な
り
け
り
。（
三
十
九
～
四
十
頁
）

　

以
上
の
よ
う
な
資
料
か
ら
、「
椀
久
物
語
」
の
構
想
経
緯
は
ひ
と
ま

ず
次
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、露
伴
は
ま
ず『
陶
器
小
志
』

の
壷
屋
久
兵
衛
と
「
京
都
焼
物
初
り
書
」
の
九
郎
兵
衛
と
を
、
青
山

幸
右
衛
門
に
関
す
る
逸
話
を
接
点
に
同
一
人
物
と
假
定
し
た
。
そ
の

う
え
で
、
彼
を
著
名
な
椀
久
と
結
び
つ
け
、
椀
久
に
関
す
る
文
献
を

参
照
し
て
そ
の
設
定
を
補
強
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
壷
屋
久
兵
衛
あ
る
い
は
九
郎
兵
衛
が
、
ど
ち
ら
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も
京
三
條
河
原
町
で
店
を
い
と
な
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

椀
久
を
扱
っ
た
先
行
作
品
や
資
料
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
彼
を
大

坂
の
住
人
と
伝
え
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
松
山
に
関
し
て
も
同
様

で
、「
椀
久
物
語
」
の
よ
う
に
彼
女
を
島
原
の
太
夫
と
し
た
文
献
は
見

当
ら
な
か
っ
た
。
で
は
露
伴
は
、
舞
台
の
異
な
る
こ
の
二
つ
の
逸
話

を
結
び
つ
け
る
と
い
う
発
想
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
、
壷
屋
久
兵
衛
と
椀
久
と
を
同
一
人
物

と
す
る
何
ら
か
の
資
料
を
、
露
伴
が
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
。
た
と
え
ば
、
三
井
高
保
が
著
し
た
『
工
藝
遺
芳
』
を
見
て
み

よ
う（

9
）

。
こ
の
書
物
は
仁
清
に
つ
い
て
、『
陶
器
小
志
』
と
お
お
む
ね
お

な
じ
内
容
を
記
し
て
い
る
が
、
し
か
し
久
兵
衛
の
発
狂
に
つ
い
て
の

記
述
の
あ
と
に
、『
陶
器
小
志
』
に
は
な
い
次
の
よ
う
な
一
文
が
存
在

し
て
い
た
。

　
　

�

所
謂
演
劇
ニ
仕
組
ミ
演
ス
ル
碗マ
マ

久
ハ
、
此
久
兵
衛
カ
コ
ト
ナ
リ

ト
云
フ
。�

（
三
十
九
頁
）

　

も
っ
と
も
『
工
藝
遺
芳
』
に
は
、
た
と
え
ば
清
兵
衛
が
仁
和
寺
の

宮
か
ら
仁
の
字
を
与
え
ら
れ
、
仁
清
と
号
し
た
と
い
う
記
述
が
な
い

の
に
対
し
、「
文
明
の
庫
」
で
は
こ
の
情
報
が
、『
陶
器
小
志
』
と
お

な
じ
順
序
で
記
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
点
を
考
え
れ
ば
、
露
伴
が
こ
の

書
を
参
照
し
て
い
た
と
断
ず
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、

『
陶
器
考
附
録
』
を
含
め
た
い
ず
れ
の
資
料
に
も
、
久
兵
衛
が
松
山
の

恋
心
を
利
用
し
て
策
略
を
め
ぐ
ら
し
た
と
い
う
逸
話
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。
で
は
、
久
兵
衛
の
策
謀
を
中
心
と
し
た
「
椀
久
物
語
」
は
、

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
導
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
露
伴
の
独
創
と
す
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
こ

の
問
題
に
つ
い
て
、「
椀
久
物
語
」
と
き
わ
め
て
近
似
し
た
内
容
を
持

つ
樋
口
一
葉
の
「
う
も
れ
木
」
と
の
関
わ
り
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

二

　

樋
口
一
葉
の
「
う
も
れ
木
」（『
都
の
花
』
明
治
二
十
五
年
十
一
月
～

十
二
月
）
は
、
陶
器
の
絵
つ
け
職
人
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
一
葉
が

男
性
を
主
人
公
に
す
る
こ
と
は
珍
し
い
う
え
、
一
心
に
藝
道
に
打
込

む
職
人
と
い
う
人
物
設
定
や
漢
語
を
多
用
し
た
文
体
を
持
つ
「
う
も

れ
木
」
に
は
、
露
伴
の
作
品
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

�0
）

。

　

一
方
、
露
伴
は
明
ら
か
に
自
分
の
作
風
を
摸
倣
し
た
こ
の
作
品
に

つ
い
て
、表
だ
っ
て
は
何
も
言
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
椀

久
物
語
」の
構
成
や
設
定
に
は「
う
も
れ
木
」と
重
な
る
部
分
が
多
く
、

露
伴
は
本
作
の
執
筆
に
際
し
て
こ
の
作
品
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性

が
高
い
。
こ
こ
で
比
較
の
た
め
、「
う
も
れ
木
」
の
概
略
を
示
し
て
お

こ
う
。

　

こ
の
作
品
は
、
薩
摩
焼
の
絵
つ
け
業
を
い
と
な
む
入
江
籟
三
を
主
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人
公
と
す
る
。
彼
は
粗
製
濫
造
が
横
行
す
る
世
の
中
に
背
を
む
け
、

注
文
も
受
け
ず
、妹
の
お
蝶
と
赤
貧
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
。あ
る
日
、

籟
三
は
か
つ
て
の
弟
弟
子
で
、
今
は
実
業
家
の
篠
原
辰
雄
に
出
会
い
、

親
密
な
交
際
を
は
じ
め
る
。
お
蝶
は
辰
雄
が
、
先
日
高
利
貸
か
ら
老

婆
を
救
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
と
気
づ
き
、
恋
心
を
持
っ
た
。

　

か
ね
て
か
ら
薩
摩
焼
の
衰
頽
を
歎
い
て
い
た
籟
三
は
、
辰
雄
の
資

金
援
助
で
一
対
の
色
絵
花
瓶
の
制
作
に
取
組
む
。
と
こ
ろ
が
、
花
瓶

が
完
成
し
た
夜
、
彼
は
資
金
獲
得
の
た
め
に
お
蝶
を
利
用
し
よ
う
と

す
る
辰
雄
の
策
謀
を
知
り
、
愕
然
と
す
る
。
一
方
、
辰
雄
か
ら
金
満

家
へ
の
貢
ぎ
も
の
と
な
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
お
蝶
は
、
葛
藤
の
す

え
、
遺
書
を
置
い
て
家
を
出
て
い
た
。
絶
望
し
た
籟
三
は
、
完
成
し

た
花
瓶
を
庭
石
に
叩
き
つ
け
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
う
し
た
大
略
を
見
た
だ
け
で
、「
う
も
れ
木
」
と
「
椀
久
物
語
」

と
の
相
似
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
両
作
の
題
材
は
ど
ち
ら
も

色
絵
陶
器
の
制
作
で
あ
る
し
、
高
価
な
釉
薬
を
多
量
に
使
う
た
め
、

職
人
が
経
済
的
に
困
窮
す
る
と
い
う
設
定
も
お
な
じ
で
あ
る
。
ま
た
、

人
物
の
配
置
も
踏
襲
さ
れ
て
い
て
、
錦
襴
手
の
制
作
を
志
し
て
日
用

の
雑
器
を
作
ろ
う
と
し
な
い
職
人
清
兵
衛
が
入
江
籟
三
の
位
置
に
あ

り
、
窮
乏
す
る
清
兵
衛
を
援
助
す
る
商
人
久
兵
衛
は
篠
原
辰
雄
に
相

当
す
る
。
清
兵
衛
の
妹
で
こ
そ
な
い
が
、
久
兵
衛
に
恋
心
を
寄
せ
、

そ
の
思
い
を
利
用
さ
れ
る
松
山
は
お
蝶
の
役
割
を
果
し
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
両
作
の
相
似
は
場
面
構
成
や
細
か
な
設
定
に
ま
で
及
ん

で
い
る
。
た
と
え
ば
、「
う
も
れ
木
」
の
辰
雄
が
は
じ
め
て
登
場
す
る

場
面
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
　

�

お
蝶
の
肩
さ
き
摺
る
ほ
ど
に
し
て
、
猶
豫
も
な
く
ず
つ
と
出
し

男
（
中
略
）
軽
く
ふ
く
む
微
笑
の
色
、
ま
づ
気
を
呑
ま
れ
て
衆
目

の
そ
ゝ
ぐ
身み
な
り姿
は
如
何
に
、
黒
絽
の
羽
織
に
白
地
の
裕ゆ
か
た衣
、
態

と
な
ら
ぬ
金
ぐ
さ
り
角
帯
の
端
か
す
か
に
見
せ
て
、
温
和
の
風

姿
か
優
美
の
相
か
、
言
は
れ
ぬ
処
に
愛
敬
も
あ
る
廿
八
九
の
若

紳
士
。�

（「
う
も
れ
木
」
第
二
回
）

　

こ
う
し
て
姿
を
あ
ら
わ
し
た
辰
雄
は
、
高
利
貸
の
取
立
に
苦
し
む

老
婆
に
金
を
与
え
、
そ
の
窮
状
を
救
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
「
椀
久
物
語
」
の
久
兵
衛
は
、
庄
左
衛
門
と
助
左
衛
門
が
師

の
清
兵
衛
に
対
し
、
窯
の
窮
乏
に
つ
い
て
の
不
満
を
言
立
て
る
場
面

で
登
場
し
て
、
二
人
に
金
を
与
え
て
な
だ
め
る
こ
と
に
よ
り
清
兵
衛

の
困
惑
を
救
う
。

　
　

�

懐
中
よ
り
、
光
る
も
の
二
片
投
げ
出
し
た
る
男
は
水
際
立
つ
た

る
美
男
。
金
拵
へ
の
小
脇
差
、
真
黒
扮で
た
ち装
の
上
品
な
る
拵
へ
な

が
ら
、
何
処
や
ら
に
物
好
見
え
て
野
暮
な
ら
ず
。
癇
癖
知
る
ゝ

眼
尻
の
き
れ
、
色
白
に
し
て
柔
和
な
れ
ど
侮
り
難
き
風
情
あ
る

は
、
今
噂
せ
し
三
條
の
河
原
町
に
て
間
口
も
広
き
茶
碗
屋
の
肆



− �55 −

を
開
き
居
れ
る
久
兵
衛
（
後
略
）�

（「
椀
久
物
語
」
其
二
）

　

と
も
に
登
場
の
場
面
で
金
を
与
え
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
黒
服
に

金
の
小
物
と
い
う
よ
そ
お
い
、
優
美
な
美
男
と
い
う
描
写
に
お
い
て

も
、
二
人
が
似
通
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
衣
装
は
典
型
的
な
粋
人
の
姿
に
す
ぎ
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、「
う
も
れ
木
」
の
籟
三
と
「
椀
久
物
語
」
の

清
兵
衛
と
が
、
と
も
に
辰
雄
な
い
し
は
久
兵
衛
か
ら
の
生
計
の
援
助

を
謝
絶
す
る
、
次
の
よ
う
な
箇
所
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
　

�

籟
三
片
意
地
の
質
、
人
に
受
く
る
恵
み
快
か
ら
ね
ど
、
溺
る
ゝ

藝
に
我
れ
と
負
け
て
、
二
十
金
の
生
地
二
拾
匁
の
金
箔
、
此
処

四
五
月
の
費
用
幾
度
の
窯
代
、
積
も
り
し
恩
の
深
き
が
上
、
猶

心
づ
け
の
数
数
も
う
る
さ
く
、
其
都
度
に
断
わ
る
を
（
後
略
）

�

（「
う
も
れ
木
」
第
七
回
）

　
　

�

気
長
に
工
夫
さ
つ
し
や
れ
、
成で
き

る
そ
れ
迄
遠
慮
は
無
い
こ
と
、

勝
手
の
都
合
は
何
と
で
も
仕
て
進
ぜ
う
に
（
中
略
）
無
躾
ぢ
や
が

些ち
と

ば
か
り
御
預
け
し
て
行
き
ま
せ
う
、
と
懐ふ
と
こ
ろ中
を
探
る
を
清
兵

衛
押
し
止
め
、
い
や
、
そ
れ
に
は
及
ば
ぬ
。（「
椀
久
物
語
」
其
三
）

　

両
者
の
人
物
造
型
が
近
似
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
同
様

の
描
き
か
た
で
示
さ
れ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。

　

次
に
、
お
蝶
や
松
山
の
説
得
を
試
み
る
、
辰
雄
と
久
兵
衛
の
言
葉

を
比
較
し
て
み
よ
う
。

　
　

�

天
下
に
妻
は
（
お
蝶
の
ほ
か―

注
）
又
な
し
と
定
め
て
、
何
の

子
爵
の
娘
、振
り
む
く
処
か
、に
べ
も
な
く
断
り
し
が
蟻
の
一
穴
、

（
中
略
）
其
子
爵
殿
今
ま
で
の
一
擘マ
マ

に
て
、
支
出
の
金
に
事
も
欠

か
ず
、
事
業
は
こ
び
か
け
し
今
日
に
成
り
て
、
俄
か
に
破
約
の

申
込
み
。
此
道
た
え
て
又
こ
と
成
ら
ず
、（
中
略
）
国
家
の
末
を

思
ひ
い
た
れ
ば
、
残
懐
山
の
ご
と
く
此
胸
や
ぶ
る
ゝ
ば
か
り
。

�

（「
う
も
れ
木
」
第
九
回
）

　
「
う
も
れ
木
」
の
辰
雄
は
こ
う
述
べ
て
、
お
蝶
へ
の
思
慕
か
ら
「
子

爵
の
娘
」
と
の
縁
談
を
拒
絶
し
た
た
め
、
資
金
難
に
陥
っ
た
こ
と
を

明
か
し
た
。そ
の
う
え
で
彼
は
、お
蝶
の
身
と
引
替
え
と
い
う
条
件
で
、

別
の
「
貴
顕
」
が
資
金
提
供
を
申
出
て
い
る
こ
と
に
言
及
ぶ
。
こ
こ

に
は
、
現
在
の
窮
状
が
彼
女
へ
の
思
い
に
起
因
す
る
こ
と
を
訴
え
た

う
え
で
、
自
分
は
お
蝶
を
「
国
家
の
為
と
断あ
き
ら
め念
ら
れ
」
な
い
が
、
し

か
し
事
業
の
「
成
否
善
悪
は
お
心
一
つ
」
だ
と
述
べ
て
彼
女
の
自
己

犠
牲
を
引
出
そ
う
と
す
る
、
奸
智
に
長
け
た
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い

る
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
「
椀
久
物
語
」
の
久
兵
衛
は
、
松
山
の
も
と
へ
通

い
つ
め
た
た
め
に
勘
当
さ
れ
、
田
舎
大
尽
か
ら
の
身
請
け
話
に
対
抗

し
よ
う
に
も
、
金
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
か
こ
つ
。
彼
は

巧
妙
な
誘
導
に
よ
っ
て
、
錦
手
の
秘
法
を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
父

で
あ
る
青
山
幸
右
衛
門
を
説
得
す
る
約
束
を
、
松
山
か
ら
取
り
つ
け
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る
の
で
あ
っ
た
。

　
　

�
京き
や
う都
で
美
し
い
色
絵
の
陶も

の器
が
出
来
れ
ば
京き
や
う都
の
利た

め益
御
代
の

利た

め益
、
さ
れ
ば
点
茶
の
道
に
名
高
い
金
森
宗
和
様
も
、
一
ト
方

な
ら
ず
二
人
の
た
め
に
力
を
添
へ
ら
れ
、（
中
略
）
斯
様
い
ふ
仔

細
の
あ
る
な
れ
ば
、
久
兵
衛
宗
和
様
の
処
へ
出
て
、
肥
前
の
人

幸
右
衛
門
と
い
ふ
も
の
よ
り
錦
襴
手
の
法
を
聞
出
す
に
つ
け
、

差さ
し
あ
た
り当
金
子
拝
借
と
願
へ
ば
訳
は
無
い
談は
な
し。�

（「
椀
久
物
語
」
其
六
）

　

逼
迫
し
た
現
状
の
原
因
を
そ
れ
と
な
く
女
に
も
負
わ
せ
、
彼
女
の

行
動
に
よ
っ
て
の
み
事
態
の
解
決
が
可
能
だ
と
し
て
、
所
期
の
目
的

を
達
し
よ
う
と
す
る
両
者
の
論
理
展
開
が
お
な
じ
で
あ
る
の
は
明
ら

か
だ
ろ
う
。
ま
た
、
辰
雄
が
「
国
家
」
を
標
榜
し
、
久
兵
衛
が
「
京

都
の
利
益
御
代
の
利
益
」
と
言
っ
て
、
と
も
に
お
の
れ
一
人
の
利
欲

の
た
め
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
に
も
、
彼
ら
の
言
葉
の

同
質
性
が
見
て
取
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
両
作
の
結
末
に
も
明
白
な
相
似
が
存
在
す
る
。「
う
も
れ

木
」
の
掉
尾
に
は
、
み
ず
か
ら
の
制
作
し
た
花
瓶
の
美
に
陶
酔
し
、

狂
気
に
と
ら
わ
れ
る
籟
三
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
　

�

思
へ
ば
恨
ら
み
は
我
れ
に
あ
り
、
腕
に
あ
り
藝
に
あ
り
此
花
瓶

に
あ
り
。（
中
略
）
眺
め
入
る
心
惚
と
し
て
、
我
れ
画
中
に
入
り

た
る
か
、
画
図
我
が
身
に
添
ひ
た
る
か
。（
中
略
）
吉
野
龍
田
の

紅
葉
に
花
に
、
彼
れ
も
美
な
り
是
れ
も
美
な
り
、
お
蝶
も
美
な

り
辰
雄
も
美
な
り
、中
に
就
て
我
が
筆
美
な
り
。
こ
れ
を
捨
て
ゝ

何
処
に
行
か
ん
、
天
下
万
人
み
な
明
き
め
く
ら
、
見
す
べ
き
人

な
し
見
せ
て
甲
斐
な
し
、
我
が
友
は
汝
よ
、
汝
が
友
は
我
れ
よ
、

い
ざ
共
に
行
か
ん
と
抱
き
あ
げ
て
、
投
げ
出
だ
す
一
対
庭
石
の

上
、
戞
然
の
ひ
ゞ
き
大
笑
の
ひ
ゞ
き
、
夜
半
の
鐘
声
と
ほ
く
引

き
て
、
残
る
も
の
は
片
々
の
金
光
一
輪
の
月
。

�

（「
う
も
れ
木
」
第
十
回
）

　

こ
の
よ
う
に
籟
三
は
、
花
瓶
の
制
作
に
執
着
し
た
自
分
自
身
が
結

果
的
に
お
蝶
の
悲
劇
を
招
い
た
こ
と
を
悔
み
、
美
の
世
界
に
没
入
し

て
い
っ
た
う
え
で
、
最
終
的
に
そ
の
花
瓶
を
破
壊
し
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。

　

そ
し
て
「
椀
久
物
語
」
の
末
尾
に
も
ま
た
、
発
狂
し
た
久
兵
衛
が

錦
手
の
陶
器
を
壊
す
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
　

�

お
葉
ゆ
る
し
て
呉
れ
堪
忍
し
て
呉
れ
、（
中
略
）
金
襴
手
の
陶や
き
も
の器

が
親
に
な
る
か
、
此
壷
が
親
に
な
る
か
、
此
鉢
が
歟
、
ゑ
ゝ
ゑ
ゝ

真
赤
な
贋
せ
も
の
ぢ
や
、
踏
み
破こ
わ

せ
、
あ
れ
鉢
が
飛
ぶ
、
皿
が

舞
ふ
（
中
略
）
椀
久
は
心
か
ら
悪
う
は
無
い
わ
い
、
天
神
様
が

御
存
じ
ぢ
や
、
蝶
々
簪
し
た
小こ
む
す
め女
が
お
ら
が
大
事
の
草
花
摘
む
、

酒
は
雲
か
ら
流
れ
出
す
、黄か

ね金
は
窯
か
ら
湧
い
て
、湧
い
て
、あ
ゝ

り
や
あ
太
夫
様
が
錦
襴
手
、
と
忽
ち
笑
ひ
忽
ち
泣
き
、
壷
皿
鉢

も
踏
み
破こ

は壊
し
、
正
体
も
無
く
な
つ
た
り
け
り
。
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�

（「
椀
久
物
語
」
其
七
）

　

久
兵
衛
は
幸
右
衛
門
が
処
刑
さ
れ
た
こ
と
を
聞
い
て
自
責
の
念
に

駆
ら
れ
、
狂
気
し
て
、
陶
器
の
図
柄
の
幻
覚
に
と
ら
わ
れ
な
が
ら
作

品
を
壊
し
て
し
ま
う
。
か
か
る
結
末
が
、「
う
も
れ
木
」
に
相
即
し
て

い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
こ
の
両
篇
が
多
く
の
共
通
点
を
有
し
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
す
べ
て
偶
然
の
一
致
と
は
考
え
が
た
く
、
露

伴
は
「
椀
久
物
語
」
の
執
筆
に
際
し
て
「
う
も
れ
木
」
を
参
照
し
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
目
的
の
た
め
に
女
の
恋
心
を

利
用
す
る
と
い
う
先
行
作
品
や
資
料
に
は
存
在
し
な
い
筋
書
も
、「
う

も
れ
木
」
か
ら
借
用
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
推
定
で
き
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
相
似
の
一
方
で
、
職
人
で
あ
る
籟
三
を
主

人
公
に
し
た
「
う
も
れ
木
」
に
対
し
、「
椀
久
物
語
」
の
中
心
は
策
謀

を
め
ぐ
ら
す
久
兵
衛
で
あ
る
と
い
う
相
違
は
見
や
す
い
。
ま
た
、
結

末
の
場
面
に
つ
い
て
も
、「
う
も
れ
木
」
で
は
狂
気
し
て
作
品
を
壊
す

の
が
制
作
者
の
籟
三
で
あ
り
、
他
方
「
椀
久
物
語
」
で
は
策
略
を
仕

掛
け
た
久
兵
衛
で
あ
る
と
い
う
違
い
も
看
過
で
き
な
い
。「
う
も
れ
木
」

と
の
密
接
な
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
そ
こ
に
い
さ
さ
か
の
変
形
が
加
え

ら
れ
た
本
作
の
核
心
は
、
ま
さ
に
こ
の
相
違
に
こ
そ
存
在
し
て
い
る
。

三

　

筆
者
は
か
つ
て
、
従
来
の
「
う
も
れ
木
」
解
釈
、
す
な
わ
ち
入
江

籟
三
と
お
蝶
の
兄
妹
が
詐
欺
師
で
あ
る
篠
原
辰
雄
に
あ
ざ
む
か
れ
る

物
語
と
す
る
読
解
に
は
難
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た（

��
）

。
籟
三
は
商
品

流
通
の
経
済
に
組
込
ま
れ
る
こ
と
を
拒
絶
し
、
美
と
名
誉
の
追
求
に

自
己
の
存
在
価
値
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、「
う
も
れ
木
」
と
は

そ
う
し
た
彼
が
最
終
的
に
経
済
の
枠
組
に
か
ら
め
と
ら
れ
、
自
己
を

喪
失
し
て
し
ま
う
物
語
で
あ
っ
た
。
そ
の
悲
劇
は
、
籟
三
が
博
愛
の

士
と
狡
猾
な
実
業
家
と
い
う
辰
雄
の
両
側
面
を
見
極
め
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
に
起
因
し
て
お
り
、
辰
雄
は
慈
善
事
業
に
よ
っ
て
名
望
を
集

め
な
が
ら
、
実
業
家
と
し
て
も
抜
け
目
な
く
活
動
す
る
人
物
に
す
ぎ

な
い
。

　

と
は
い
え
、
辰
雄
が
資
金
集
め
の
た
め
に
お
蝶
を
犠
牲
に
し
よ
う

と
し
た
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
彼
女

の
悲
劇
は
、
彼
が
引
き
起
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
、
辰

雄
は
本
当
に
、
籟
三
の
信
頼
や
お
蝶
の
愛
情
を
裏
切
っ
て
は
ば
か
ら

な
い
冷
血
漢
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
う
も
れ
木
」
の
第
三
回
を
見
て
み
よ
う
。
あ
る
朝
、
ふ
と
亡
師
の

墓
を
詣
で
た
籟
三
は
、
境
内
で
辰
雄
に
呼
び
と
め
ら
れ
た
。
彼
が
師

の
金
を
持
逃
げ
し
た
こ
と
を
詰
責
す
る
籟
三
に
、
辰
雄
は
伏
し
て
詫
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び
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
辰
雄
が
籟
三
よ
り
早
く
寺
に
来
て
い
た

こ
と
、
ま
た
謝
罪
の
た
め
進
ん
で
籟
三
に
声
を
か
け
た
こ
と
が
知
ら

れ
、
悔
恨
か
ら
「
幾
朝
」
も
墓
参
り
に
来
て
い
た
と
い
う
彼
の
言
葉

に
は
信
憑
性
が
あ
ろ
う
。
こ
の
場
面
に
は
、
過
去
の
悪
事
を
悔
む
辰

雄
の
心
情
が
垣
間
見
え
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
お
も
に
籟
三
に
焦
点
化
し
た
「
う
も
れ
木
」
は
、
以

後
辰
雄
の
め
ぐ
ら
す
策
略
の
詳
細
や
彼
の
心
情
を
つ
ま
び
ら
か
に
は

し
な
い
。
辰
雄
が
お
蝶
を
利
用
し
よ
う
と
め
ぐ
ら
し
た
は
か
り
ご
と

は
、
彼
女
の
遺
書
に
お
い
て
間
接
的
に
示
唆
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
し
、

ま
た
そ
う
し
た
策
略
を
仕
掛
け
る
に
い
た
り
、
さ
ら
に
そ
の
結
果
と

し
て
お
蝶
の
死
を
聞
い
た
お
り
の
辰
雄
の
心
中
は
、
ま
っ
た
く
描
か

れ
て
は
い
な
い
。
こ
う
し
た
空
白
は
、
た
し
か
に
「
う
も
れ
木
」
に

緊
張
と
陰
翳
を
も
た
ら
し
て
い
る
が
、
そ
の
反
面
で
辰
雄
の
人
物
像

が
不
明
瞭
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
辰
雄
の
位
置
に
あ
た
る
久
兵
衛
を
主
人
公
に
し
た

「
椀
久
物
語
」
が
扱
う
の
は
、
彼
が
仕
掛
け
る
策
略
の
様
態
と
、
そ
れ

を
め
ぐ
っ
て
の
彼
自
身
や
利
用
さ
れ
る
松
山
の
心
情
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
本
作
は
「
う
も
れ
木
」
が
空
白
と
し
て
い
た
部
分
を
中
心
に

据
え
、
い
わ
ば
物
語
を
裏
側
か
ら
描
き
な
お
し
た
作
品
と
考
え
ら
れ

る
。
以
下
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
具
体
的
に
作
品
を
見
て
ゆ
こ
う
。

　
「
椀
久
物
語
」
の
其
三
に
は
、
遊
蕩
を
や
め
て
く
れ
る
よ
う
懇
願
す

る
母
親
の
妙
順
に
対
し
、
こ
と
ご
と
く
反
抗
し
て
み
せ
る
久
兵
衛
の

姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
　

�

へ
ゝ
へ
ゝ
へ
ゝ
と
冷あ
ざ
わ
ら笑
ひ
、
お
ゝ
気
が
狂
ふ
た
、
気
が
狂
ふ
た
、

気
が
狂
ふ
た
か
ら
意
見
云
は
し
や
る
な
。
兎
角
伽
羅
の
香
が
身

に
浸
み
ぬ
人
等
に
は
恋
の
遣
瀬
無
さ
の
思
ひ
遣
り
が
つ
か
ぬ
と

見
え
る
。
ハ
ヽ
ヽ
、
気
の
通
ら
ぬ
金か
な
ぶ
つ
で
あ
ひ

仏
輩
、
関
り
合
ふ
て
は
涯
は
て
し

が
無
い
、
あ
ゝ
、
あ
ゝ
、
あ
ゝ
、
と
大
欠
伸
す
。�

（
其
三
）

　

か
た
わ
ら
の
清
兵
衛
す
ら
も
唖
然
と
さ
せ
る
そ
の
態
度
は
、
前
述

の
と
お
り
、
わ
ざ
と
勘
当
さ
れ
た
う
え
で
松
山
に
苦
衷
を
訴
え
、
幸

右
衛
門
か
ら
秘
法
を
聞
出
す
と
い
う
計
略
の
布
石
で
あ
っ
た
。
こ
の

時
久
兵
衛
が
、
本
心
か
ら
母
に
逆
ら
っ
て
い
た
の
で
な
い
こ
と
は
、

去
っ
て
ゆ
く
妙
順
に
涙
を
流
し
て
わ
び
る
箇
所
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

妙
順
の
一
町
ば
か
り
も
行
き
た
ら
ん
と
思
ふ
時
、
久
兵
衛
勃む
つ
く然

と
起
き
上
り
、
母
の
去
り
た
る
外
の
方
を
打
伏
し
拝
み
て
、
睜み
は

る
眼
に
涙
を
溢
ら
し
泣
き
出
し
た
り
。�

（
同
）

　

こ
こ
に
は
、
策
謀
を
め
ぐ
ら
す
久
兵
衛
の
胸
中
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
其
六
に
は
、
久
兵
衛
の
勘
当
が
解
け
る
ま
で
会
わ
ず
に
お
り
、

年
季
が
あ
け
る
の
を
待
っ
て
一
緒
に
な
ろ
う
と
提
案
す
る
松
山
が
、

自
分
を
疑
う
久
兵
衛
に
対
し
、
心
中
を
切
々
と
訴
え
る
言
葉
が
記
さ

れ
て
い
る
。

　
　

�

口
惜
や
、
胸
の
丹ま
こ
と誠
を
取
り
出
し
て
視み

す
る
仕
方
も
あ
ら
ざ
れ
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ば
、
疑
は
れ
て
は
釈と

く
も
慵
く
、
真ま
こ
と実
郎こ
な
たの
為
に
な
る
事
と
は

更
に
思
は
ね
ど
、（
中
略
）
死
ん
で
、
退
け
て
仕
舞
ふ
て
、
生い
の
ち命

を
懸
く
る
と
云
ふ
こ
と
を
伊
達
に
は
云
は
で
あ
つ
た
よ
な
と
、

此
世
の
間
の
人
々
に
云
は
せ
た
い
や
う
な
気
に
も
な
る
、
…
…
…
…

な
れ
ど
も
何
の
、
何
の
、
何
の
、
…
…
あ
ゝ

…
…
あ
ゝ
あ
ゝ
頭か
し
ら
が
痛
む
、
気
が

狂
ひ
さ
う
な
、
…
…
何
の
其
様
な
�
い
気
に
な
つ
て
、

…
…
何
の
其
様
な
�
い
気
に
な
つ
て
、

何
の
其
様
な
�
い
気
に
な
つ
て
、
大だ
い
じ切
の

郎
に
み
す

く
死
神
憑
か
す
や
う
な
愚
な
こ
と
仕
て
な
る
も
の

歟
。�

（
其
六
）

　

こ
う
し
た
松
山
の
心
に
つ
け
こ
ん
で
、
久
兵
衛
は
自
暴
自
棄
を
よ

そ
お
い
、
彼
女
が
幸
右
衛
門
の
外
聞
を
は
ば
か
っ
て
隠
し
て
い
た
親

子
関
係
を
語
ら
せ
よ
う
と
す
る
。

　
　

�

落
ぶ
れ
た
男
に
は
来
る
な
と
い
ふ
、
余
所
の
男
へ
身
を
受
け
ら

る
ゝ
相
談
は
近
々
に
逼
り
な
が
ら
知
ら
ぬ
顔
し
て
居
る
と
い

ふ
、
何
や
ら
胡
乱
な
男
と
は
泣
い
て
し
み

ぐ
潜
や
か
に
物
語

る
と
い
ふ
。
こ
れ
と
云
ひ
彼
と
云
ひ
照
ら
し
合
は
せ
て
考
へ
て

見
れ
ば
阿
房
で
も
、
汝そ
な
たが
綺
麗
に
透
き
徹
る
や
う
な
胸
の
も
の

か
其
で
無
い
も
の
か
は
大
概
悟
る
に
手
間
取
ら
ぬ
。
賢
い
人
や
、

傾
城
様
や
、
名
誉
の
女
楠
木
様
や
、
天
晴
分
別
立
でマ
マ

の
利た

め益

不ふ

た

め
利
益
で
、
貧
な
男
に
来
る
な
と
は
、
好
う
出
来
ま
し
た
出
来

ま
し
た
。�

（
同
）

　

久
兵
衛
の
態
度
に
耐
え
か
ね
て
、
彼
女
は
つ
い
に
、
先
日
会
い
に

来
た
「
胡
乱
な
男
」
と
は
父
親
の
幸
右
衛
門
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か

し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
久
兵
衛
は
驚
き
を
よ
そ
お
い
、
彼
が
父
親
だ

っ
た
な
ら
ば
苦
境
を
打
開
す
る
方
法
が
あ
る
と
し
て
、
錦
襴
手
の
秘

法
を
聞
き
だ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　

�

汝そ
な
たの
父と
ゝ
さ
ま様
の
真ま
こ
と実
二
人
を
可い
と
し憐
い
と
思
ふ
て
下
さ
る
な
ら
其
に

及
ば
ず
、
身
を
暗
う
さ
る
ゝ
に
も
及
ば
い
で
、
済
む
分
別
の
無

い
で
は
無
し
。
さ
、
汝
の
怪
む
は
道も
つ
と
も理
な
れ
ど
、
汝
の
父
様
は

肥
前
の
人
、
一
寸
し
た
事
を
汝
に
な
り
又
此
の
久
兵
衛
に
な
り

と
内
々
に
て
教
へ
て
貰
へ
ば
其
で
済
む
こ
と
。�

（
同
）

　

こ
の
よ
う
に
、
全
体
が
ほ
と
ん
ど
二
人
の
対
話
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
、
そ
の
な
か
に
久
兵
衛
の
計
略
や
彼
ら
の
心
情
を
つ
ぶ
さ
に
描
き

出
し
た
其
六
は
、
幸
右
衛
門
と
松
山
の
身
の
上
話
を
ま
じ
え
つ
つ
展

開
し
、
作
品
全
体
の
ほ
ぼ
半
分
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、「
う
も
れ
木
」

の
お
蝶
の
心
情
は
遺
書
の
な
か
で
簡
単
に
示
さ
れ
る
ば
か
り
だ
っ
た

の
に
対
し
、
松
山
は
多
く
の
言
葉
を
費
や
し
て
心
中
を
語
っ
て
い
る

と
い
う
対
比
も
明
瞭
で
あ
り
、
本
作
が
こ
の
対
話
に
よ
っ
て
、「
う
も

れ
木
」
の
物
語
を
裏
側
か
ら
捉
え
な
お
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ

ろ
う
。

　
「
う
も
れ
木
」
の
変
奏
た
る
本
作
の
性
格
は
、
結
末
部
分
に
も
見
て

取
れ
る
。「
椀
久
物
語
」
の
其
七
、
幸
右
衛
門
処
刑
の
報
に
接
し
た
久

兵
衛
が
発
狂
す
る
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
公
共
の
利
益
を
謳
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っ
た
事
業
の
背
後
に
存
在
す
る
、
個
人
の
感
情
を
利
用
し
た
う
え
裏

切
る
こ
と
さ
え
辞
さ
な
い
非
情
さ
と
、
策
略
を
仕
掛
け
る
た
め
に
感

情
を
圧
殺
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
間
の
葛
藤
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
う
も
れ
木
」
の
結
末
が
、
そ
う
し
た
社
会
や
経
済
の
構
造
に
押
し
つ

ぶ
さ
れ
た
人
間
の
悲
劇
を
扱
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
お
な
じ
よ
う
に

掉
尾
に
配
さ
れ
た
陶
酔
と
狂
気
の
一
節
に
よ
っ
て
、
本
作
は
「
う
も

れ
木
」
が
描
か
な
か
っ
た
辰
雄
の
が
わ
の
胸
中
に
焦
点
を
当
て
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
本
作
に
つ
い
て
、
柳
田
泉
は
「
椀
久
が
松
山
を
ぢ
ら
し

て
真
音
を
は
か
せ
る
口
説
の
詰
め
開
き
は
、
実
に
人
情
分
析
の
微
に

入
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
」
と
評
し（

��
）

、
植
村
清
二
も
ま
た
、「
こ
の
作
品

の
中
心
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
巧
緻
を
極
め
た
会
話
に
、
そ
の
心

情
を
さ
な
が
ら
に
写
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。（
中
略
）
や
は
り
何
と
い

つ
て
も
島
原
の
揚
屋
で
の
椀
久
と
松
山
と
の
デ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
作
中

の
圧
巻
で
あ
る
」
と
絶
讃
し
た（

�3
）

。
か
か
る
評
価
を
見
る
か
ぎ
り
、
策

謀
を
め
ぐ
る
久
兵
衛
と
松
山
の
思
い
を
描
く
試
み
と
し
て
、「
椀
久
物

語
」は
一
応
の
成
功
を
収
め
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。し
か
し
な
が
ら
、

「
う
も
れ
木
」
に
よ
っ
て
着
想
さ
れ
、
そ
の
空
白
を
充
塡
す
る
よ
う
に

構
成
さ
れ
て
い
た
本
作
は
、
逆
に
多
く
の
空
隙
を
抱
え
こ
ん
で
し
ま

っ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
「
椀
久
物
語
」
に
は
叙
上
の
ご
と
く
、
出
発
期
の
一
葉
が
露
伴
の
作

風
を
摸
し
て
書
い
た
「
う
も
れ
木
」
を
、
当
の
露
伴
が
さ
ら
に
利
用

し
て
、
そ
の
物
語
を
裏
面
か
ら
描
い
た
と
い
う
関
係
が
見
て
取
れ
る
。

か
か
る
事
実
は
、
両
者
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
も
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
「
椀
久
物
語
」
に
視
座
を
置
く
立
場
か
ら
は
、
そ

の
理
由
を
穿
鑿
す
る
こ
と
が
さ
し
た
る
有
意
性
を
持
つ
と
は
思
え
な

い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
高
い
評
価
を
受
け
る
久
兵
衛
と
母
の
妙

順
と
の
対
話
（
其
三
）
や
松
山
と
の
対
話
（
其
六
）
な
ど
が
、「
う
も
れ

木
」
の
空
白
を
充
塡
す
る
と
い
う
着
想
に
よ
る
部
分
だ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
時
、
逆
に
そ
れ
以
外
の
部
分
に
含
ま
れ
る
空
隙
が

際
立
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
久
兵
衛
は
清
兵
衛

の
錦
襴
手
焼
成
を
扶
け
る
た
め
、
幸
右
衛
門
か
ら
秘
法
を
聞
出
す
目

的
で
松
山
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は

状
況
か
ら
の
推
察
に
す
ぎ
ず
、
彼
の
意
志
は
最
後
ま
で
語
ら
れ
て
い

な
い
。
ま
た
そ
の
策
略
に
し
て
も
、
幸
右
衛
門
が
父
親
で
あ
る
こ
と

や
、
田
舎
大
尽
か
ら
の
身
請
け
話
で
窮
地
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、

松
山
が
隠
し
て
い
た
事
情
を
す
べ
て
事
前
に
知
っ
て
い
る
必
要
が
あ

る
が
、
彼
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
情
報
を
摑
ん
だ
の
か
も
不
明



− �6� −

で
あ
る
。
植
村
清
二
は
ほ
か
に
も
、「「
心
に
奥
の
あ
る
」
椀
久
が
揚

屋
通
ひ
に
大
尽
を
極
め
る
こ
と
や
、
そ
れ
が
義
理
を
立
て
ゝ
母
親
か

ら
勘
当
を
受
け
る
仕
打
な
ど
、
細
か
い
点
で
多
少
難
を
入
れ
る
余
地

も
な
い
こ
と
は
あ
る
ま
い
」
と
指
摘
し
て
い
る（

�4
）

。

　

こ
う
し
た
筋
立
上
の
不
整
合
の
み
な
ら
ず
、
本
作
の
結
末
に
は
、

そ
の
存
在
が
当
然
予
期
さ
れ
る
様
々
な
場
面
が
描
か
れ
て
い
な
い
。

た
と
え
ば
、
久
兵
衛
が
秘
法
を
聞
出
し
た
こ
と
や
清
兵
衛
が
そ
れ
に

よ
り
工
夫
を
重
ね
た
こ
と
な
ど
は
、「
久
兵
衛
が
聞
き
出
し
た
る
端こ
ぐ
ち緒

を
追
ふ
て
清
兵
衛
が
工
夫
や
う
や
く
熟
し
」（
其
七
）
と
記
さ
れ
る
の

み
で
、
前
半
に
描
か
れ
た
苦
難
を
重
ね
る
清
兵
衛
の
姿
は
立
消
え
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
久
兵
衛
が
松
山
を
身
請
け
し
た
顚
末
も
一
切

語
ら
れ
ず
、
其
七
に
「
今
は
茶
碗
屋
の
女
房
な
れ
ど
何
処
や
ら
に
ま

だ
媚
め
け
る
色
の
見
ゆ
る
も
憎
か
ら
ぬ
お
葉（
松
山
の
本
名―

注
）」

（
同
）
と
記
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
場
面
に
は

妙
順
も
登
場
し
て
い
る
が
、
彼
女
が
久
兵
衛
と
い
つ
和
解
し
た
の
か

も
不
明
で
あ
る
。そ
し
て
何
よ
り
も
、久
兵
衛
の
発
狂
を
記
し
た
あ
と
、

本
作
の
大
尾
に
置
か
れ
た
の
は
次
の
よ
う
な
簡
単
な
一
節
で
あ
っ
た
。

　
　

�

お
葉
は
父
を
失
ひ
し
上
、
夫
に
は
狂
気
者
と
な
ら
れ
た
れ
ど
、

身
の
薄
命
を
悲
む
の
み
、
更
に
心
を
外
ら
し
も
せ
ず
、
只ひ
た
す
ら管
夫

を
介
抱
せ
し
が
、
其
真
心
天
に
通
じ
て
や
、
程
経
て
椀
久
正
気

に
な
り
、
睦
じ
く
遂
に
添
ひ
遂
げ
し
と
ぞ
。�

（
同
）

　

全
体
が
き
わ
め
て
短
い
う
え
、
こ
う
し
た
簡
略
な
記
述
に
終
始
す

る
其
七
は
、
久
兵
衛
と
松
山
と
の
対
話
を
描
い
た
長
大
な
其
六
に
く

ら
べ
、
あ
ま
り
に
淡
泊
な
印
象
を
与
え
る
。
柳
田
泉
も
こ
れ
に
つ
い

て
は
、「
も
う
少
し
長
い
入
り
組
ん
だ
物
語
り
と
な
る
べ
き
で
あ
つ
た

ら
し
く
、
結
末
に
や
ゝ
急
い
だ
や
う
な
気
味
が
あ
り
、
そ
こ
は
い
さ
ゝ

か
慊
ら
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
し
て（

�5
）

、
い
さ
さ
か
の
不
満
を
述
べ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
本
作
は
「
う
も
れ
木
」
の
変
奏

と
し
て
そ
の
構
成
に
大
き
く
よ
り
か
か
っ
て
お
り
、「
う
も
れ
木
」
で

缺
落
し
て
い
た
部
分
こ
そ
綿
密
に
綴
ら
れ
て
い
た
が
、
ス
ト
ー
リ
ー

ラ
イ
ン
に
関
わ
る
そ
れ
以
外
の
部
分
で
は
省
筆
が
目
立
つ
こ
と
が
わ

か
る
。

　

一
方
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
本
作
の
設
定
に
は
多
く

の
資
料
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
一
見
、
虚
構
の
物
語
を
さ
も

本
当
ら
し
く
演
出
す
る
小
道
具
に
も
思
え
る
が
、
し
か
し
そ
う
し
た

情
報
の
多
く
は
些
細
な
記
述
に
反
映
さ
れ
る
の
み
で
、
作
品
に
リ
ア

リ
テ
ィ
を
与
え
る
ほ
ど
の
効
果
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、

露
伴
は
文
献
を
参
照
し
た
こ
と
を
ま
っ
た
く
明
か
し
て
い
な
い
た
め
、

た
と
え
ば
庄
左
衛
門
と
助
左
衛
門
の
名
が
史
書
に
依
拠
し
て
い
た
こ

と
な
ど
は
、
読
者
に
知
ら
れ
よ
う
は
ず
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
久
兵
衛
と
松
山
と
の
対
話
を
描
く
其
六
に
は
、
文
献

資
料
が
ま
っ
た
く
援
用
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
幸
右
衛
門
が
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松
山
の
父
で
あ
る
こ
と
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
身
の
上
話
、
あ
る
い
は

久
兵
衛
の
計
略
自
体
、
み
な
假
構
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ

れ
は
さ
し
て
奇
と
す
る
に
は
及
ば
な
い
。だ
が
、だ
と
す
れ
ば
露
伴
は
、

か
な
ら
ず
し
も
資
料
を
参
照
す
る
必
要
な
く
し
て
「
う
も
れ
木
」
を

翻
案
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
本
作
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
な
に

ゆ
え
に
か
く
も
多
く
の
資
料
が
用
い
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
、「
椀
久
物
語
」
が
実
在
の
人
物
を
扱
っ
た
歴
史
小

説
で
あ
っ
た
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　

露
伴
は
こ
の
明
治
三
十
年
代
前
半
、
続
け
ざ
ま
に
何
作
か
の
歴
史

小
説
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
「
二
日
物
語
」（
明

治
三
十
一
年
・
三
十
四
年
）
に
は
、「
椀
久
物
語
」
と
重
な
る
い
く
つ
か

の
特
徴
が
見
て
取
れ
る
。
た
と
え
ば
こ
の
作
品
は
、
旅
路
に
あ
る
西

行
が
崇
徳
院
の
亡
霊
や
か
つ
て
の
妻
と
邂
逅
す
る
物
語
で
あ
る
が
、

仏
道
と
情
念
を
め
ぐ
る
彼
ら
の
対
話
が
作
中
で
大
き
な
比
重
を
占
め

て
お
り
、「
椀
久
物
語
」
と
近
い
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
二

日
物
語
」
に
は
「
雨
月
物
語
」「
西
行
一
生
涯
草
紙
」「
山
家
集
」「
撰

集
抄
」
ほ
か
多
く
の
文
献
が
引
用
さ
れ
て
お
り（

�6
）

、
そ
の
意
味
で
も
両

作
は
似
通
っ
て
い
る
。
露
伴
は
「
二
日
物
語
」
の
こ
う
し
た
手
法
に

つ
い
て
、
記
述
に
「
よ
り
ど
こ
ろ
」
を
求
め
る
厳
格
な
意
識
を
表
明

し
て
お
り（

�7
）

、「
椀
久
物
語
」
に
援
用
さ
れ
た
多
く
の
資
料
も
か
か
る
意

識
の
あ
ら
わ
れ
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

西
行
と
対
話
の
相
手
以
外
の
人
物
が
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
「
二

日
物
語
」
に
対
し
、「
う
も
れ
木
」
の
筋
立
を
椀
久
松
山
や
仁
清
の
物

語
に
応
用
し
、
資
料
に
よ
っ
て
そ
の
設
定
を
補
強
し
た
本
作
に
お
い

て
、
露
伴
は
よ
り
複
雑
な
構
造
を
持
っ
た
歴
史
小
説
を
試
み
た
よ
う

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
二
日
物
語
」
が
そ
の
簡
潔
な
構
造
に
よ
っ
て

高
い
完
成
度
を
示
し
て
い
た
の
に
対
し
、
本
作
が
人
物
の
心
情
を
描

く
発
話
の
部
分
に
こ
そ
多
く
の
筆
を
割
い
て
い
た
も
の
の
、
前
述
し

た
よ
う
な
空
隙
を
抱
え
、
と
り
わ
け
後
半
部
に
お
い
て
は
「
二
日
物

語
」
と
同
様
に
、
対
話
を
核
に
し
た
作
品
に
終
っ
て
い
る
こ
と
は
興

味
深
い
。こ
れ
は
、露
伴
の
小
説
的
構
成
力
の
不
足
と
も
解
し
え
る
が
、

し
か
し
歴
史
小
説
に
関
す
る
そ
れ
ま
で
の
発
言
に
お
い
て
、
実
在
し

た
人
物
を
勝
手
な
想
像
で
動
か
す
こ
と
へ
の
忌
避
が
繰
返
し
述
べ
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば（

�8
）

、
む
し
ろ
歴
史
小
説
に
お
い
て
、
虚
構

世
界
を
指
向
す
る
小
説
言
語
と
彼
の
か
か
え
る
自
己
規
範
と
の
折
合

い
を
い
か
に
つ
け
る
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　

露
伴
は
ま
た
、
同
時
期
の
「
帳
中
書
」（『
新
小
説
』
明
治
三
十
一
年
九

月
～
十
二
月
）
で
は
、
用
い
た
文
献
を
冒
頭
に
引
用
し
、
さ
ら
に
物
語

の
内
容
が
そ
の
資
料
か
ら
切
離
さ
れ
た
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

た
う
え
で
、
は
じ
め
て
物
語
を
語
り
起
す
と
い
う
迂
遠
な
方
法
を
用

い
て
い
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
作
品
は
す
な
わ
ち
、
歴
史
小
説
に
お
い
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て
典
拠
と
な
っ
た
資
料
を
ど
の
よ
う
に
提
示
す
る
か
、
あ
る
い
は
作

品
の
な
か
に
必
然
的
に
混
入
す
る
虚
構
と
の
関
係
を
い
か
に
処
理
す

る
か
と
い
う
問
題
へ
の
、
試
行
錯
誤
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本

作
に
は
、
以
後
多
く
の
作
家
た
ち
が
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
、
歴
史

小
説
に
内
在
す
る
事
実
と
虚
構
の
緊
張
関
係
に
対
す
る
先
駆
的
な
取

組
み
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）�

明
治
三
十
三
年
一
月
の
掲
載
分
は
、
本
作
の
後
半
に
相
当
す
る
が
、
初

出
時
に
は
節
の
番
号
が
其
一
か
ら
其
三
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
本

作
が
『
露
伴
叢
書
』（
博
文
館
、
明
治
三
十
五
年
六
月
）
に
収
め
ら
れ

た
際
に
、
通
し
番
号
の
其
五
～
其
七
に
あ
ら
た
め
ら
れ
て
い
る
。
本
文

引
用
に
は
初
出
を
用
い
た
本
稿
で
も
、
便
宜
上
、
こ
の
通
し
番
号
を
採

用
し
た
。

（
２
）�

大
町
桂
月
「
新
年
の
文
壇
」（『
文
藝
倶
楽
部
』
明
治
三
十
二
年
二
月
）、

二
百
十
二
頁
。

（
３
）�

塩
谷
賛
『
幸
田
露
伴
』
上
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
年
七
月
）

二
百
三
十
三
頁
。

（
４
）�

柳
田
泉
『
幸
田
露
伴
』（
中
央
公
論
社
、昭
和
十
七
年
二
月
）、三
百
三
頁
。

（
５
）�

幸
田
露
伴「
文
明
の
庫
」（『
少
年
世
界
』明
治
三
十
一
年
三
月
号
掲
載
分
）、

四
十
頁
。

（
６
）�

古
賀
静
脩
『
陶
器
小
志
』（
仁
科
衛
、
明
治
二
十
三
年
五
月
）、
十
四
～

十
五
頁
。

（
７
）�

本
稿
で
は
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
本
を
用
い
た
。『
陶
器
考
』
は

明
治
十
六
年
刊
。「
附
録
」
は
別
冊
と
な
っ
て
お
り
、
丁
数
も
あ
ら
た

ま
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、「
附
録
」
の
部
分
を
『
陶
器
考
附
録
』

と
表
記
し
た
。

（
８
）�

岡
佳
子
『
国
宝　

仁
清
の
謎
』（
角
川
書
店
、
平
成
十
三
年
七
月
）、

二
十
二
頁
。

（
９
）�

三
井
高
保
『
工
藝
遺
芳
』（
三
井
高
保
私
家
版
、
明
治
二
十
三
年
四
月
）。

（
�0
）�

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
山
根
賢
吉
「
一
葉
と
露
伴
」（『
大
阪
学
芸
大
学

紀
要
』
昭
和
四
十
一
年
二
月
）・
坂
本
政
親
「
一
葉
と
露
伴
」（『
福
井

大
学
教
育
学
部
紀
要
』
昭
和
四
十
一
年
十
月
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
��
）�

拙
稿
「
樋
口
一
葉
「
う
も
れ
木
」
論
」（『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
十
九

年
七
月
）。

（
��
）�

柳
田
前
掲
書
、
三
百
三
頁
。

（
�3
）�

植
村
清
二「「
二
日
物
語
」「
椀
久
物
語
」「
風
流
魔
」」（『
露
伴
全
集　

月
報
』

第
十
四
号
、
岩
波
書
店
、
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
）、
七
頁
。

（
�4
）�
植
村
前
掲
論
文
、
七
頁
。

（
�5
）�

柳
田
前
掲
書
、
三
百
三
頁
。

（
�6
）�

こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
平
田
由
美
「
評
釈
『
二
日
物
語
』
上
」（『
人
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文
学
報
』
昭
和
六
十
三
年
三
月
）
お
よ
び
拙
稿
「
幸
田
露
伴
『
二
日
物
語
』

論―

歴
史
と
虚
構
の
狭
間
で―

」（『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
十
八

年
四
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
�7
）�

幸
田
露
伴
「
沼
田
平
治
宛
書
翰　

明
治
三
十
九
年
六
月
十
日
付
」（
沼

田
頴
川
『
註
釈
二
日
物
語
』、
東
亜
堂
、
明
治
三
十
九
年
六
月
）。

（
�8
）�

幸
田
露
伴
「
因
明
縁
起
お
こ
と
は
り
」（『
庚
寅
新
誌
』
明
治
二
十
五
年

十
二
月
）・
幸
田
露
伴
『
雪
紛
々
』
引
（
春
陽
堂
、
明
治
三
十
四
年
一
月
）

な
ど
。

＊�

引
用
に
際
し
て
は
、
初
出
を
用
い
た
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
・

人
名
用
漢
字
の
字
体
を
用
い
、
適
宜
句
読
点
を
補
い
、
パ
ラ
ル
ビ
に
あ
ら

た
め
た
。


