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【
研
究
ノ
ー
ト
】『

奇
驚

滑
稽

浮
世
廼
迷
惑
』
書
キ
付
ケ

池　

田　

一　

彦

明
治
初
年
、
反
文
明
開
化
主
義
を
標
榜
し
て
数
多
の
世
相
諷
刺
戯

作

―
例
え
ば
明
治
六
、
七
年
刊
の
『
当
世
利
口
女
』『
近
世
あ
き

れ
蟇
』
等

―
に
気
を
吐
い
た
万
亭
応
賀
の
戯
作
本
は
、
そ
の
多
く

が
半
紙
本
サ
イ
ズ
、
和
装
・
木
版
の
仮
綴
じ
本
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

数
年
後
、
明
治
十
年
代
半
ば
か
ら
は
菊
亭
静
（
高
瀬
真
卿
）
辺
り
が

や
は
り
世
相
を
鋭
く
穿
っ
た
滑
稽
諷
刺
の
戯
作
本
を
い
ろ
い
ろ
と
手

が
け
て
い
て
、
こ
れ
は
中
本
サ
イ
ズ
、
洋
装
・
活
版
の
仮
製
本
の
も

の
と
ボ
ー
ル
表
紙
本
と
あ
っ
た
。
菊
亭
静
の
著
作
は
、
明
治
十
六
年

に
最
も
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
例
え
ば
『
新
奇

妙
談
閻
魔
大
王

判
決
録
』
や
『
滑
稽

新
話
明
治
流
行
噓う

そ

八
百
』（
そ
れ
ぞ
れ
二
冊
物
）
等
は

仮
製
本
だ
っ
た
し
（
そ
れ
ぞ
れ
後
に
ボ
ー
ル
表
紙
本
化
さ
れ
て
い

る
）、『
滑
稽

新
話
書
生
肝
粒
誌
』
や
『
明
治

新
話
抱
腹
奇
談
』
等
は
ボ
ー
ル
表
紙

本
で
あ
っ
た
（
こ
ち
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
後
に
小
ぶ
り
で
極
薄
の
冊
子
体

裁
で
仮
製
本
化
さ
れ
て
い
る
）。
こ
の
時
期
、
正
確
に
は
明
治
十
五

年
だ
が
、
滑
稽
戯
作
で
ボ
ー
ル
表
紙
の
も
の
に
は
、
他
に
大
久
保
夢

遊
の
『
文
明

開
化
地
獄
極
楽
一
周
記
』
が
あ
っ
て
、
た
だ
し
、
こ
れ
に
は

仮
製
本
の
も
の
も
同
時
に
行
わ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る

に
、
こ
と
菊
亭
静
や
大
久
保
夢
遊
に
寄
っ
て
見
れ
ば
、
明
治
十
五
、

六
年
頃
の
滑
稽
諷
刺
の
戯
作
本
に
は
、
仮
製
本
仕
立
て
の
も
の
と

ボ
ー
ル
表
紙
本
仕
立
て
の
も
の
と
混
在
し
て
い
る
趣
だ
が
、
知
ら
れ

る
よ
う
に
文
学
書
類
・
小
説
関
係
の
ボ
ー
ル
表
紙
本
と
い
う
の
は
、

明
治
二
十
年
前
後
に
圧
倒
的
な
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
の
で
、
明
治
十

七
、
八
年
頃
に
は
小
説
類
な
ど
和
本
と
ボ
ー
ル
表
紙
本
と
が
並
行
し

て
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
が
、
明
治
十
五
、
六
年
の
菊

亭
静
等
の
「
滑
稽
」
を
旨
と
し
た
戯
作
の
ボ
ー
ル
表
紙
本
（
ち
な
み

に
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
文
字
表
紙
で
あ
っ
た
）
は
少
々
時
代
に
先
駆
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け
た
感
が
あ
る
。
明
治
の
一
年
は
、
想
像
以
上
に
濃
密
で
あ
る
。
而

し
て
、
明
治
十
年
代
か
ら
の
世
相
を
諷
刺
し
た
も
の
に
は
総
じ
て
仮

製
本
仕
立
て
の
も
の
が
多
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。そ

の
よ
う
な
趨
勢
の
中
で
、
今
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
前
田
時
三
の

『
奇
驚

滑
稽
浮
世
廼
迷
惑
』
は
や
や
異
色
で
あ
る
。
明
治
十
二
年
十
月
の

「
序
」
を
有
す
る
明
治
十
三
年
三
月
発
行
の
世
相
諷
刺
も
の
で
あ
る

に
も
拘
わ
ら
ず
歴
と
し
た
（
文
字
表
紙
で
は
な
い
）
絵
表
紙
の
ボ
ー

ル
表
紙
本
と
し
て
出
て
い
て
、
書
名
中
に
「
滑
稽
」
を
謳
い
な
が
ら

極
め
て
実
用
書
的
性
格
の
強
い
、
と
言
っ
て
首
尾
結
構
そ
の
他
に
緩

み
の
窺
え
る
、
過
渡
期
的
と
言
え
ば
過
渡
期
的
な
作
物
で
、
或
る
意

味
奇
天
烈
の
書
だ
。
明
治
十
二
、
三
年
す
な
わ
ち
明
治
十
年
代
初
頭

の
出
版
物
と
し
て
珍
し
い
も
の
か
と
思
う
の
で
、
以
下
こ
れ
に
つ
い

て
少
し
く
書
き
付
け
て
み
る
と
し
よ
う
。

先
ず
は
簡
単
な
書
誌
的
事
項
を
記
す
。
ボ
ー
ル
表
紙
本
。
縦
十
八

cm
×
横
十
三
・
三
cm
。
薄
い
青
灰
色
地
の
表
紙
は
枠
付
き
、
木
版
の

戯
画
上
部
二
段
に
書
名
「
奇
驚

滑
稽
浮
世
廼
迷
惑
」
と
だ
け
あ
っ
て
、
著

者
名
・
出
版
社
名
等
は
掲
げ
な
い
。
扉
は
表
紙
の
枠
内
を
そ
の
ま

ま
、
目
次
無
し
。
四
号
活
字
で
一
頁
縦
に
十
九
字
（
二
十
字
の
箇
所

も
有
り
）
が
九
行
。
本
文
の
み
多
目
の
パ
ラ
ル
ビ
。
句
点
を
用
い

ず
、
読
点
は
一
マ
ス
分
取
ら
な
い
組
み
で
あ
る
。「
緒
言
」
二
頁
、

本
文
（
第
一
章
「
迷
惑
總
論
」、
第
二
章
「
交
際
の
迷
惑
」、
第
三
章

「
商
法
の
迷
惑
」
か
ら
成
る
）
三
十
四
頁
、
奥
付
一
頁
、
挿
絵
は
本

文
中
に
見
開
き
の
も
の
を
含
め
て
八
頁
。
広
告
頁
等
は
無
い
。
本
文

は
ル
ビ
を
主
と
し
て
誤
字
脱
字
す
こ
ぶ
る
多
い
。

奥
付
を
摘
記
す
る
と
、「
明
治
十
二
年
十
月
廿
九
日
御
届　

仝
十

三
年
三
月
発
行　
（
定
価
金
卅
五
銭
）」
と
あ
り
、「
著
述
人
」
は
「
大

坂
府
平
民　

前
田
時
三　

西
区
阿
波
堀
通
七
番
地
」、「
出
版
人
」
が

「
大
坂
府
平
民　

前
川
源
七
郎　
東
区
北
久
宝
寺
町
四
丁
目
十
八
番
地
」、

「
弘
通
」
と
し
て
「
東
京
通
三
丁
目　

小
林
鉄
治
郎　
大
坂
堂
島
中
通　

静
雲
堂
」
と
見
え
る
。
出
版
社
は
「
軍
談
小
説
稗
史
類
板
元　
前
川
文

栄
閣
」
で
あ
る
。

な
お
、
本
書
名
に
つ
い
て
だ
が
、「
奇
驚
滑
稽
」
の
四
字
は
、
表

紙
に
横
書
き
で
「
浮
世
廼
迷
惑
」
の
上
に
小
さ
く
冠
さ
れ
て
い
る
の

み
で
、
内
題
・
尾
題
共
に
「
浮
世
廼
迷
惑
」
と
あ
る
ば
か
り
だ
が
、

角
書
と
判
断
し
、
本
稿
で
は
『
奇
驚

滑
稽
浮
世
廼
迷
惑
』
と
表
記
し
た
。

国
立
国
会
図
書
館
に
は
「
浮
世
の
迷
惑
」
と
登
録
さ
れ
て
お
り
、
天

理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
と
早
稲
田
大
学
図
書
館
が
一
本
を
所
蔵
す

る
。「

緒
言
」
が
よ
く
本
書
の
性
格
を
表
し
て
い
る
の
で
こ
れ
を
引
く
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図 1　表紙図 2　奥付

図 3　迷惑参集の図
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（
原
文
ル
ビ
無
し
）。

凡
学
問
に
死
活
の
別
あ
り
古
の
書
を
萬
巻
読
む
と
も
今
日
の
便

と
な
ら
さ
れ
は
是
則
死
学
問
と
云
ふ
又
今
の
書
を
一
葉
読
と
も

日
用
に
益
す
る
こ
と
有
れ
ハ
是
則
活
学
問
と
称
へ
さ
る
を
得
ん

然
り
而
し
て
各
人
に
賢
愚
あ
り
其
位
に
尊
卑
あ
り
学
た
る
に
浅

博マ
マ

あ
り
此
書
は
愚
な
る
卑
し
き
浅
学
者
の
為
に
編
た
る
な
れ
は

滑
稽
を
主
と
す
然
れ
と
も
其
実
有
益
な
る
こ
と
少
な
か
ら
さ
れ

は
看
者
世
の
洒
落
本
の
如
く
通
読
せ
す
深
く
其
意
を
考
へ
死
学

問
と
為
さ
す
益
す
る
こ
と
の
あ
れ
は
著
者
の
老
婆
心
も
全
く
贅

瘤
に
は
あ
ら
さ
ら
ん
と
爾
云

明
治
十
二
年

十
月
念
三
日　
　
　
　
　
　
　

著　

者　

識

福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
す
め
』（
全
十
七
編　

明
治
五
年
二
月

～
明
治
九
年
十
一
月
）
の
強
い
影
響
下
に
あ
る
も
の
で
、「
今
日
の

便
」
と
な
り
「
日
用
に
益
す
る
」、
専
ら
〈
実
用
の
学
（
問
）〉
を
志

向
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
す
ぐ
後
の
本
文
に
「
前
田
時
三
戯ヽ

著
」（
傍
点
筆
者
）
と
記
さ
れ
た
戯
作
本
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、

本
書
、
内
容
的
に
は
実
用
の
書
だ
。
書
名
に
「
奇
驚
滑
稽
」
と
付

く
、
そ
の
「
滑
稽
」
に
関
し
て
「
愚
な
る
卑
し
き
浅
学
者
の
為
に

編
」
ん
だ
か
ら
「
滑
稽
を
主
と
す
」
る
と
い
う
の
も
、
面
白
い
。
手

段
と
し
て
の
滑
稽
。
そ
れ
を
初
め
か
ら
明
言
し
て
い
る
訳
で
、
実
用

的
な
教
訓
を
旨
と
す
る
滑
稽
仕
立
て
の
著
作
物
、
と
先
ず
は
捉
え
て

よ
い
ら
し
い
。「
世
の
洒
落
本
」
と
は
別
格
だ
と
、
若
干
高
飛
車
な

（
？
）
戯
作
な
の
で
あ
る
。

第
一
章
の
「
迷
惑
總
論
」
か
ら
見
て
行
こ
う
。
本
文
十
二
頁
、
挿

絵
が
二
頁
。

「
凡
そ
人
の
浮う

き

世よ

に
住す

ま

居ゐ

せ
は
、
是ぜ

非ひ

迷め
い

惑わ
く

と
申
事こ

と

ハ
あ
る
も
の

に
て
、」
と
の
書
き
出
し
で
、
身
近
な
「
火く

わ

災じ

」
な
ど
「
近き

ん

処じ
よ

の
迷め

い

惑わ
く

」
や
「
門か

ど

違ち
が
ひ」

の
迷
惑
、「
風ふ

う

雨う

雷ら
い

等と
う

の
迷
惑
」
か
ら
説
き
出
だ

す
。
も
っ
と
も
「
火く

わ

災じ

、
洪お

ヽ

水み
づ

、
飢き

饉き
ん

、
夭

（
わ
）か

死じ
に

、
疾や

病ま（
い
）等

」（
ル
ビ

の
（　

）
内
「
わ
」
や
「
い
」
は
消
え
て
い
る
の
を
筆
者
が
補
っ

た
。
以
下
同
じ
）
の
迷
惑
は
「
造か

化み

主
」
の
然
ら
し
む
る
も
の
、

「
時じ

世せ
い

の
変な

ら
い遷

」
で
迷
惑
と
は
称と

な

え
難
い
、
と
言
う
。「
總
て
迷
惑
は

他た

よ
り
受う

く

る
者
多お

ヽ

く
」
し
て
「
上か

み

は
人じ

ん

民み
ん

の
頑

ぐ
わ
ん

固こ

」
な
の
に
迷
惑

し
、
と
し
て
「
下し

も

」
は
「
毛け

唐と
う

人じ
ん

の
桀け

つ

紂ち
う

」「
仏ふ

つ

国こ
く

路ろ

易い
す

」
を
例
に

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
ル
ビ
の
不
統
一
・
誤
記
等
は
原
文
の
ま

ま
、
以
下
同
じ
）。
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残さ
ん

忍に
ん

無む

道と
う

の
政せ

い

事じ

を
行お

こ
なひ

、
人じ

ん

民み
ん

の
膏こ

う

血け
つ

を
絞し

ほ

る
こ
と
、
榨さ

木ほ
く

を
以
て
種し

ゆ

油ゆ

を
絞し

ほ

る
か
如
く
、
且か

つ

人じ
ん

民み
ん

の
権け

ん

利り

を
抑よ

く

圧あ
つ

す
る
こ

と
、
鎮ち

ん

石せ
き

を
以も

つ

て
沢た

く

庵あ
ん

を
圧あ

つ

す
る
か
如
く
〔
オ
ツ
ト
〕
斯こ

う
六む

つ

箇か

敷し
く

陳ち
ん

文ぶ
ん

漢か
ん

語ご

混ま
じ

り
て
説と

き

だ
し
て
ハ
残わ

か

学ら
ぬ

者も
の

か
見
て
迷
惑
依そ

こ

而で

是こ
れ

を
俗か

語な
で

云ゐ
ふ

と
夏か

の

桀け
つ

王は
う

、
殷

ゐ
ん
の

紂ち
う

王は
う

、
又
ハ
仏ふ

蘭ら
ん

斯す

の
路ろ

易い
す

と
云い

へ

る
王

は
う
さ
んが

、
日に

ち

々〳
〵

酒さ
け

と
色い

ろ

と
に
淫お

ほ

れ
、
政

ま
つ
り

事ご
と

は
心こ

ヽ

意ろ

に
も
か
け

ず
、
唯た

ヾ

人し
ん

民み
ん

の
汗あ

せ

水み
づ

滴た
ら

し
て
働は

た
ら

き
出だ

し
た
る
金か

ね

を
取と

り

上あ

げ
、

（
中
略
）
苛む

こ

酷ゐ

王は
う

の
世よ

に
住す

み

し
人し

も

民〳
〵

の
迷
惑
ハ
古こ

今こ
ん

無む

双さ
う

の
飛と

び

切き
り

に
し
て
難な

ん

儀ぎ

の
親お

や

玉た
ま

な
り
然し

か

し
我わ

か

邦く
に

に
於
て
は
如

か
く
の

此ご
と
く

例
た
め
し

少す
く
なし

殊こ
と

に
方ほ

う

今こ
ん

ハ
人じ

ん

民み
ん

を
愛あ

ゐ

育と
く

し
学か

く

校か
ふ

を
設も

う

け
て
児こ

ど
も童

を
教け

う

導ど
う

し
警け

ゐ

察さ
つ

局き
よ
くを

設も
う

け
て
人し

ん

民み
ん

を
保ほ

護こ

し
或あ

る
ひは

司し

法ほ
う

或あ
る
ひハ

地ち

方ほ
う

宦
く
わ
ん

等と
う

を
設も

う

け
ら
れ
し
も
皆み

な
人じ

ん

民み
ん

に
迷
惑
な
か
ら
し
め
ん
が
為た（

め
）な

り
そ
し
て
、「
其そ

の

深ふ
か

き
五こ

主し
ゆ

意い

を
知し

ら
ず
」、
学
校
、
税
の
取
り
立

て
、「
紙べ

幣ら

」
の
増
刷
、「
土ど

木ほ
く

の
営

し（
ゆ
う
）繕ふ
く

」、「
警け

い

察さ
つ

宦く
わ
ん」「

地ち

方ほ
う

宦く
わ
ん」

を
迷
惑
が
っ
て
文
句
を
言
う
輩
は
「
人ひ

と

民〳
〵

の
我わ

が

身み

勝か
つ

手て

」
で
、
こ
れ

ら
は
「
真し

ん

の
迷
惑
」
と
言
う
も
の
で
は
な
い
、
と
論
ず
る
。
で
は
、

著
者
の
言
う
「
真し

ん

の
迷
惑
」
と
は
何
か
。

真し
ん

の
迷
惑
た
る
者
は
〔
オ
ツ
ト
〕
是
ハ
能よ

く
調し

ら

へ
て
述の

べ

ん
と
、

間ま

違ち
が（
つ
）て

ハ
於お

叱し
か
りを

蒙か
ふ
むり

、
著ち

よ

者し
や

も
書ほ

ん
や林

も
迷
惑
故
、
遅ほ

ち

々〳
〵

後あ
と

よ
り
申
上
舛ま

す

、
先ま

つ
此こ

の

場ば

所し
よ
うハ

總そ
う

論ろ
ん

の
こ
と
ゆ
へ
、
其そ

の

理わ
け

由
た

け
、
右み

ぎ

の
如ご

と

く
迷
惑
の
種し

ゆ

類る
い

多お
ほ

く
し
て
、
交つ

き

際あ
い

の
迷
惑
、
商

し
よ
う

法ほ
う

の
迷
惑
、
有あ

り

難が
た

迷
惑
、
我わ

が

儘ま
ヽ

迷
惑
、
不ふ

勝か
つ

手て

な
る
迷
惑
、
内な

い

情じ
よ
うの

迷
惑
等と

う
下
巻
に
委
し
く

解
分
く
る
な
り
の
類る

い

は
皆み

な
我わ

が

身み

勝か
つ

手て

の
悪あ

し
き
よ
り

称と
の

ふ
る
迷
惑
に
し
て
、
言い

ふ
に
は
言
へ
す
、
陰か

げ

に
て
仏ぶ

つ

然〳
〵

と
膨ほ

頬や

く
小こ

言ゞ
と

の
意い

に
通つ

う

す
、

先
に
政
府
寄
り
の
姿
勢
を
示
し
、
そ
の
「
深ふ

か

き
五こ

主し
ゆ

意い

」
を
讃
え

「
人ひ

と

民〳
〵

の
我わ

が

身み

勝か
つ

手て

」
を
諭
し
て
い
た
の
で
、「
真し

ん

の
迷
惑
」
論
で
何

が
出
る
の
か
と
思
い
き
や
「〔
オ
ツ
ト
〕
是
ハ
能よ

く
調し

ら

へ
て
述の

べ

ん
と
」

云
々
と
官
憲
や
出
版
条
例
を
気
に
か
け
た
よ
う
な
文
言
で
躱
さ
れ

る
。
高
飛
車
、
一
転
し
て
、
弱
腰
と
な
る
。
愛
矯
と
言
え
ば
愛
矯

だ
。「
迷
惑
總
論
」
と
て
予
告
さ
れ
る
本
書
の
内
容
は
、
と
見
れ
ば
、

「
交つ

き

際あ
い

の
迷
惑
、
商

し
よ
う

法ほ
う

の
迷
惑
」
ま
で
は
具
体
的
な
感
じ
も
有
っ
て
、

実
際
こ
の
先
そ
れ
ぞ
れ
章
を
成
し
も
す
る
の
だ
が
、「
有あ

り

難が
た

迷
惑
」

以
下
四
つ
の
迷
惑
は
余
り
に
茫
漠
と
し
て
、
少
し
厳
し
目
に
言
っ
て

し
ま
え
ば
〈
言
葉
遊
び
〉
の
域
を
出
な
い
。
具
体
性
に
欠
け
て
い
る

の
で
予
想
も
つ
か
ず
、
す
ぐ
続
く
「
下
巻
に
委
し
く

解
分
く
る
な
り
」
の
信
憑
性
た
る
や

マ
マ

そ
た
て

お
し
へ
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…
…
甚
だ
低
い
。
本
書
が
「
上
巻
」
と
の
断
り
も
全
く
無
い
ま
ま
、

こ
こ
の
「
下
巻
」
云
々
は
そ
の
は
じ
め
か
ら
怪
し
い
の
で
あ
る
（
実

際
出
て
い
な
い
）。

続
い
て
、
人
に
「
邪じ

や

推す
い

さ
れ
」
た
り
、「
妬ね

た

ま
れ
」
た
り
、
人
の

「
誤あ

や

察ま
り

」
に
よ
っ
て
受
け
る
「
一い

ち

時じ

我
身
の
災さ

い

難な
ん

」
と
い
う
迷
惑
も

あ
る
が
、
こ
れ
は
「
常つ

ね

々〳
〵

の
品み

行も
ち

正た
ヾ

し
く
」
す
る
の
が
大
事
と
す

る
。「
自み

づ
から

迷ま
よ

ふ
て
惑ま

と
ふも

の
」
と
「
迷ま

よ
わさ

れ
て
惑ま

と
ふも

の
」
い
ず
れ
も

そ
の
「
多た

寡か

」
に
よ
っ
て
は
「
国こ

く

家か

の
存そ

ん

亡ぼ
う

人
民
の
安あ

ん

危き

」
に
関
わ�

る
の
で
、「
君く

ん

臣し
ん

、
父ふ

子し

、
夫ふ

う

婦ふ

、
兄け

う

弟だ
い

、
姉し

妹ま
い

、
親し

ん

類る
い

、
朋ほ

う

友ゆ
う

、

権ご
ん

兵べ

衛い

、
太た

郎ろ

兵べ

衛い

、
熊く

ま

公こ
う

、
八は

ち

公こ
う

、
阿お

三さ
ん

、
権ご

ん

助す
け

」
み
な
「
互た

が
いに

迷
惑
の
寡す

く
な

く
な
る
こ
と
に
工
夫
」
し
て
人
に
迷
惑
を
か
け
な
け
れ

ば
、
人
か
ら
迷
惑
を
蒙
る
こ
と
も
又
無
い
だ
ろ
う
、
日
本
国
中
三
千

五
百
万
人
み
ん
な
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
本
書
を
読
ん
だ
人
々
に

は
有
益
、「
決け

つ

し
て
損そ

ん

害が
い

に
な
る
こ
と
無な

き

は
印い

ん

紙し

貼
ち
よ（
う
）用よ
う

し
て
保ほ

證
し
よ
う

す
べ
し
」
と
「
迷
惑
總
論
」
は
閉
じ
ら
れ
る
。

正
論
、
の
よ
う
で
あ
る
。
人
み
な
が
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う

工
夫
す
れ
ば
、
人
か
ら
迷
惑
を
蒙
る
こ
と
も
無
か
ろ
う

―
著
者

は
、
本
章
末
尾
で
「
諺

こ
と
わ
ざ

云に
い
ふ

人
の
患う

れ
ひを

察さ
つ

す
れ
ば
、
人
又
己お

の
れの

憂う
れ
ひを

助た
す

け
、
同ど

う

気き

相あ
い

求も
と

め
、
同ど

う

病び
よ
う

相あ
い

憐あ
わ
れむ

、
睾き

ん

丸た
ま

の
平つ

り

均あ
い

も
相あ

い

持も
ち

と
か

の
如こ

と

く
」
と
諺
を
立
て
連
ね
、
持
説
を
補
強
も
し
て
い
る

―
、
心

情
的
に
は
理
解
で
き
な
く
も
な
い
言
い
様
な
が
ら
、
や
や
お
目
出
た

い
考
え
だ
。「
迷
惑
」
の
一
番
厄
介
な
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
が
一
方
に

非
が
無
く
と
も
唐
突
に
災
難
然
と
し
て
一
方
（
向
）
的
に
降
り
か

か
っ
て
来
る
こ
と
が
応
々
に
し
て
有
る
と
い
う
現
実
的
な
一
点
だ
。

し
か
し
、
そ
の
点
に
は
「
迷
惑
總
論
」、
惜
し
い
哉
一
切
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
。「
我わ

が

身み

勝か
つ

手て

」
の
迷
惑
、
と
何
も
か
も
自
分
の
責
め
に

収
め
な
く
と
も
良
さ
そ
う
な
気
が
す
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
責
任
逃
れ

の
「
身
勝
手
」
な
言
い
分
か
。

第
二
章
「
交
際
の
迷
惑
」
に
移
る
。
本
文
十
一
頁
。

世
間
一
般
の
「
交
際
」
す
な
わ
ち
付
き
合
い
上
の
迷
惑
を
羅
列
、

取
り
沙
汰
し
て
い
る
。

「
交こ

う

際さ
い

上じ
や
うに

於お
い

て
迷め

い

惑わ
く

の
隊た

い

長ち
よ
うは

、
俗そ

く

に
蛇

く
ち
な
わの

生な
ま

殺こ
ろ
しと

称と
な
ふる

人じ
ん

物ぶ
つ

に
し
て
、
飯め

し

前ま
へ

よ
り
来き

た

り
て
早は

や

正ひ

午る

の
砲ど

声ん

も
過す

ぎ

た
る
に
帰か

へ

ら
さ
る

故ゆ
へ

、」
云
々
と
語
り
出
さ
れ
る
、
世
に
言
う
長
っ
尻
が
先
ず
は
挙
げ

ら
れ
る
。

壁か
べ

に
耳み

ヽ

あ
る
譬た

と
へを

弁わ
き
まへ

す
彼あ

の

蕩の

郎ら

は
先さ

き

で
徴

ち
や
う

役ゑ
き

に
で
も
な
る
で

有あ
ろ

ふ
の
彼か

の

淫
い
た
づ
ら

娘む
す
めは

地じ

獄ご
く

に
で
も
な
る
の
隣と

な
りの

硝ち
や

燈び

頭ん

親お

爺や
じ

は

悋し
わ

稟い

の
向む

か
ひの

撓し
や

舌べ
り

婆ば

々ヽ
ハ
囂や

か
まし

ゐ
の
彼あ

の

寡ご

婦け

ハ
密

か
く
し

夫お
と
こか

あ
る
の

彼あ
の

鰥や

夫も
め

は
身し

ん

代た
い

限か
ぎ
りを

す
る
の
、
何な

ん

の
彼か

の

と
無
か
り
も
せ
ん
、
人ひ

と

す
く
な
い

お
ほ
ひ

お
と
ろ
へ
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の
讒そ

し
り謗

を
な
し
、
大お

ほ

声こ
へ

に
て
上か

み

の
小こ

言ヽ
と

を
云い

ひ
列な

ら

へ
ら
る
ヽ

ハ
、
実
に
傍

そ
ば
の

人も
の

の
迷
惑
な
り

い
わ
ゆ
る
〈
傍は

た

迷
惑
〉
と
い
う
や
つ
。

続
け
て
、
飲
食
も
一
段
落
か
と
い
う
時
分
に
図
ら
ず
「
汁し

る

粉こ

餅も
ち

」

を
「
一ひ

と

碗わ
ん

」
で
終
わ
ら
ず
「
強し

い

て
二に

碗せ
ん

を
勧す

ヽ

め
ら
る
ヽ
」
迷
惑
、

「
仏ぶ

つ

事じ

又ま
た

ハ
祝い

賀わ
い

に
て
、
客き

や
くを

招ま
ね

き
、
廻

く
わ
い

章し
や
うの

時じ

刻こ
く

よ
り
漸や

ヽ

後お
く

れ
て

来き

ら
る
ヽ
」
迷
惑
（
こ
れ
は
「
尤
も
断こ

と
わり

な
く
約や

く

に
背そ

む

く
は
、
尚な

を

更さ
ら

迷
惑
」
と
追
記
ア
リ
）、
さ
ら
に
「
生な

ま

意ゐ
き

な
る
書し

よ

生せ
い

が
欧よ

う

語ご

を
知し

つ

た

顔か
を

し
て
、
話は

な

し
の
内う

ち

に
混ま

せ
、
又ま

た
生な

ま

開か
い

化く
わ

め
か
し
て
、
偏か

た

言こ
と

漢か
ん

語ご

を
遣や

ら

る
ヽ
」
迷
惑
、「
細

お
か
み

君さ
ん

の
於
追つ

い

従し
や
うと

、
阿お

世せ

辞じ

の
過す

ぐ

る
」
迷
惑
、

元
「
士
族
」
が
同
じ
「
裏う

ら

店た
な

」
の
住
人
を
「
素す

平へ
い

民み
ん

」
と
侮
っ
た
よ

う
な
長
屋
で
の
迷
惑
、
早
朝
外
出
時
に
「
来ら

い

客き
や
く」

の
迷
惑
、「
止や

む

を
得ゑ

す
友と

も

人だ
ち

に
登と

う

楼ろ
う

を
誘さ

そ
われ

る
」
迷
惑
…
…
等
々
「
皆み

な

交つ
き

際あ
い

上
の
迷

惑
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

面
白
い
（
？
）
の
は
、
右
に
続
く
こ
の
章
の
終
盤
、
以
下
の
よ
う

に
あ
る
。

其そ
の

他た

酒さ
け

臭く
さ

き
又ま

た

ハ
生な

魚ま

臭ぐ
さ

き
茶ち

や

碗わ
ん

に
て
茶ち

や

を
出い

だ

さ
る
等と

う

も
、
実し

つ

に
迷
惑
な
り
爰こ

ヽ

に
余わ

か

輩は
い

か
、
迷め

い

惑わ
く

せ
し
実し

つ

地ち

の
こ
と
を
述の

へ

ん
、
当と

う

夏な
つ

或あ
る

宅た
く

を
訪と

む

ら
ひ
し
か
折を

り

良よ

く
主し

ゆ

人し
ん

在ざ
い

宿し
ゆ
くに

て
一ひ

間と
ま

へ

通と
ふ

し
、
暫し

ば

時し

す
る
と
、
下け

婢し
よ

は
、
敬

う
や
〳
〵し

く
茶ち

や

卓た
く

に
茶ち

や

を
載の

せ

て
来き

た

り
「
余わ

が

輩は
い

の
前ま

へ

と
」「
主
人
の
前ま

へ

と
」
に
置を

き

て
次つ

ぎ

の
間ま

へ
去さ

れ

り

ヌ
、
偖さ

て

余
輩
ハ
茶ち

や

碗わ
ん

を
、
押お

し
載い

た
ヽき

既す
で

に
喰の

ま

ん
と
せ
し
が
、
こ

は
如ゐ

何か

に
番ば

ん

附づ
け

の
香に

ほ
ひに

腐く

敗さ

れ
た
る
塵ち

埃り

の
香か

を
混こ

ん

し
た
る
と

言い

ふ
か
、
肥こ

へ

物も
の

屋や

の
香に

ほ
ひ

に
火や

葬き

場ば

の
煙に

香ほ
ひ

を
雑ま

せ
た
と
云い

ふ

か
、
何な

に

と
も
如か

と
も
鼻は

な

柱ば
し
らを

削そ
き

去と

ら
る
ヽ
心と

こ

待ち

な
れ
と
、

要
す
る
に
「
茶ち

や

銚だ
し

」
が
「
夜や

前ぜ
ん

の
儘ま

ヽ

」
で
暑
中
の
こ
と
と
て
「
蒸む

せ

た
」
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
爰こ

ヽ

に
余わ

か

輩は
い

か
、
迷め

い

惑わ
く

せ
し
実し

つ

地ち

の
こ
と
」
を
延
々
四
頁
割
い
て
書
き
連
ね
て
い
る
の
が
面
白
い
。

本
書
中
、
こ
こ
だ
け
自
己
の
体
験
談
な
の
も
、
妙
な
鍵
括
弧
が
突
如

出
て
く
る
の
も
、
浮
い
た
感
じ
は
否
め
な
い
。
言
わ
ば
変
調
だ
。
た

だ
、
結
び
は
「
依よ

つ

て
夏な

日つ

に
は
決け

つ

し
て
前ぜ

ん

夜や

に
出い

だ

し
た
る
茶ち

や

を
再ふ

た
ヽび

於お

出た

し
な
さ
ら
ぬ
様よ

う

若も
し

し
御お

疑う
た
がひ

の
方か

た

々〳
〵

あ
れ
ハ
一い

ち

応を
う

お
試た

め
し験

あ
る

へ
し
随ず

い

分ぶ
ん

臭く
さ

き
も
の
な
り
」
と
明
治
十
年
代
当
時
の
小
新
聞
の
投
書

め
い
た
書
き
様
に
な
っ
て
い
て
、
本
書
の
実
用
（
書
）
的
性
格
を
よ

く
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
南
新
二
を
は
じ
め
と
し
て
、
明
治

十
年
代
の
小
新
聞
へ
の
投
書
に
は
、
よ
く
こ
う
し
た
生
活
に
根
差
し

た
、
言
わ
ば
〈
生
活
の
知
恵
〉
と
で
も
い
っ
た
趣
の
提
言
が
掲
げ
ら

マ
マ

マ
マ

マ
マ
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れ
た
も
の
だ
。
文
章
の
滑
稽
味
と
実
用
性
を
兼
ね
備
え
た
、
そ
れ
ら

小
新
聞
の
投
書
的
な
話
柄
に
単
行
本
の
一
章
の
結
末
が
落
ち
着
く
の

が
興
味
深
い
。「
交
際
の
迷
惑
」
を
あ
れ
こ
れ
論
じ
て
、
急
転
直
下
、

著
者
の
一
体
験
と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
一
件
の
教
訓
…
…
、
意
想
外

の
展
開
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
単
行
本
と
新
聞
・
雑
誌

と
い
う
媒
体
の
差
異
が
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
。
単
行
本
と
い

う
形
態
の
有
す
る
独
特
の
〈
時
事
的
話
題
か
ら
の
独
立
性
〉
と
い
う

観
点
か
ら
も
、
本
書
第
二
章
の
仕
舞
い
方
は
か
な
り
異
色
な
の
で
あ

る
。
而
し
て
、
そ
れ
が
本
章
最
大
の
特
徴
で
も
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
。第

三
章
は
、「
商
法
の
迷
惑
」。
本
文
十
一
頁
、
挿
絵
が
六
頁
で
あ

る
。「

夫そ

れ
商せ

う

法ほ
う

ハ
品し

な

を
以も

つ

て
物も

の

に
易か

へ
、
貨か

幣ね

を
以も

つ

て
品し

な

を
買か

ひ
、

貨
幣
を
取と

つ

て
物も

の

を
売う

り
其そ

れ
の
算さ

ん

段だ
ん

を
以
て
其そ

の

の
目も

く

論ろ

見み

を
為な

し
、」

云
々
と
の
書
き
出
し
で
、
そ
の
「
世せ

間け
ん

の
融ゆ

う

通つ
う

国く

家に

の
繁は

ん

栄ゑ
い

」
上
の

有
益
さ
を
説
き
、「
迷め

い

惑わ
く

の
寡す

く
な

き
」
も
の
と
評
し
つ
つ
、
一
方
で
、

「
時と

き

々〳
〵

損そ
ん

失し
つ

を
見み

込こ

み
て
法ほ

う

外が
い

の
安や

す

売う
り

を
し
て
他た

の
業
を
奪

う
ば
ひ

取と

ら
ん
」

と
し
た
り
、「
似に

類る
い

の
名な

を
附つ

け
て
固こ

有ゆ
う

の
名め

い

誉よ

を
害が

い

し
、
人ひ

と

の
繁は

ん

昌じ
よ
うを

妨さ
ま
たけ

ん
」
と
し
た
り
す
る
も
の
等
を
「
商せ

う

法ほ
う

上じ
よ
うの

迷
惑
」
と
す

る
。

甚は
な
は
だし

き
ハ
、
宦

く
わ
ん

吏り

を
抱

い
だ
き

込こ
み

て
私ひ

そ
かに

言い
ひ

込こ

み
、
或あ

る
ひは

鼻は
な

薬く
す
りを

播ま
き

散ち
ら
し〔

現
今
は
オ
受う

け

の
宦
吏
も
無
け
れ
と
〕
市し

権け
ん

を
握に

ぎ
るる

の
奸か

ん

計け
い

を
行お

こ
のふ

等と
う

は
、
皆み

な
人ひ

と

の
迷
惑
に
し
て
営ゑ

い

業ぎ
よ
うの

宼あ
だ

敵か
た
きな

り
斯か

様や
う

な
る
者も

の

は
、
面つ

ら

皮の
か
ハを

剝は

き
膽き

も

珠た
ま

を
叩

た
ヽ
き

潰つ
ぶ

し
て
、
厳き

び

し
く
其そ

の

戒
い
ま
し
め

を
な
し
て
も
よ
き
者も

の

な
り

相
変
わ
ら
ず
「
宦
吏
」
に
は
優
し
い
著
者
だ
が
、
こ
の
と
こ
ろ
威

勢
が
い
い
。

さ
て
、
以
上
を
「
商
賈
一
般
の
迷
惑
」
と
し
て
、
個
々
別
々
の

「
商し

よ
う」

と
「
業ぎ

や
う」

と
に
つ
い
て
悉
く
そ
の
「
迷
惑
」
を
述
べ
立
て
る

の
は
甚
だ
難
し
い
と
言
う
。
昔
と
今
と
で
、
そ
の
在
り
様
が
大
い
に

変
わ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
昔
の
話
に
入
る
。
士
農
工
商
の
時

代
は
、
商
う
者
は
「
商

か
ど
あ
き
う
ど」

と
「
賈

う
ち
あ
き
う
ど」

の
区
別
が
あ
っ
た
の
み
で

あ
る
と
す
る
。
そ
の
他
は
…
…
、
著
者
は
職
業
別
に
八
つ
の
「
民
」

に
分
け
て
い
る
。

野や

郎ろ
う

傾け
い

城せ
い

河か

原は
ら

者も
の

女じ
よ

衒け
ん

三さ

味み

線せ
ん

弾ひ
き

歌か

舞ぶ

妓き

浄じ
よ
う

瑠る

璃り

語か
た
りの

類る
い

是こ
れ

を
淫い

ん

戯き

の
民
と
し
、
能の

う

役や
く

者し
や

、
茶ち

や

湯の
ゆ

者し
や

立た
て

花は
な

師し

、
琴き

ん

弾た
ん

蹴し（
う
）鞠き
く

尺し
や
く

八は
ち

碁ご

抄し
や
う、

将
し
や
う

棊ぎ

差さ
し

、
誹は

い

徊か
い

師し

、
軍ぐ

ん

書し
よ

読ゝ
み

、
角す

も
う力

の
類る

い

、
是こ

れ

⃝
⃝

⃝
⃝

マ
マ
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を
優ゆ

う

游〳
〵

玩く
わ
ん

弄ら
ふ

の
民
と
し
、
巫み

女こ

人に
ん

相そ
う

見み

、
修や

ま

験ふ
し

者
の
類る

い

、
是こ

れ

を
呪（

？
）術し
ゆ
つの

民
と
し
、
穢ゑ

多た

烟お
ん

凶ほ
う

、
乞こ

つ

食じ
き

の
類る

ゐ

、
是こ

れ

を
窮き

う

醜し
う

の
民

と
し
、
座さ

頭と
う

、
瞽ご

者せ

の
類る

い

、
是こ

れ

を
痼こ

疾し
つ

の
哀あ

い

民
と
し
、
髪か

み

結ゆ
ひ

雲く
も

介す
け

馬ば

喰く
ろ

、
日ひ

傭や
と
い

船せ
ん

頭と
う

、
馬む

ま

卒か
た

、
の
類る

い

、
是こ

れ

を
賤せ

ん

役や
く

の
民
と
し
、

入い
れ

目め

、
入い

れ

歯ば

師し

、
骨ほ

ね

接つ
ぎ

、
按あ

ん

摩ま

、
針は

り

外ぐ
わ
い

料り
よ
う、

女
お
ん
な

男お
と
こ、

医い

者し
や

の

類る
い

、
是こ

れ

を
技き

術し
ゆ
つの

民
と
し
、
諸し

よ

寺じ

社し
や

家け

の
類る

ゐ

、
是こ

れ

を
宗そ

う

広こ
う

祠し

堂ど
う

守し
ゆ

衛ゑ
い

の
民
と
し
、
右こ

れ

等ら

昔
時
は
人ひ

と

よ
り
恵め

ぐ
まれ

、
或あ

る
ひは

謝し
や

礼れ
い

を
受う

く

る
者も

の

に
し
て
商

し
よ
う

賈こ

の
外ほ

か

物も
の

な
り
し
か

明
治
の
今
た
る
や
、
芸
妓
、
娼
妓
、
俳
優
等
み
な
「
商

し
よ（
う
）業ぎ
よ
う」

な

ら
ざ
る
は
無
く
、「
昔

む
か
し

有あ
つ

て
今い

ま

無な

き
も
の
有あ

り
、
昔

む
か
し

無な

き
者も

の

の
今い

ま

新
あ
ら
た

に
有あ

り
、
或あ

る
ひ

は
同お

な

し
者も

の

に
し
て
昔む

か
し

と
今い

ま

と
名と

な

称へ

の
異ち

が

ふ
者も

の

あ
り
」、

だ
が
、
み
な
「
商せ

う

法ほ
う

」
と
な
っ
て
い
る
、
と
す
る
。「
穢
多
」
も

「
新し

ん

平へ
い

民み
ん

」
と
な
り
、「
烟お

ん

凶ほ
う

」
が
「
八は

つ

弘こ
う

社し
や

」、「
乞こ

つ

食じ
き

」
の
「
簓

さ
ゝ
ら

附い
を

木ん

売う
り

の
賈
」
と
な
っ
た
よ
う
に
「
方ほ

う

今こ
ん

に
於お

い

て
萬ば

ん

民み
ん

商
あ
き
な（
い
）な

ら
ざ
る

は
な
し
〔
奉
職
の
人
を
除
の
他
〕」
と
い
う
訳
だ
。

で
、「
耕

た
が
や
す

者も
の

」「
千せ

ん

金き
ん

丹た
ん

」「
金き

ん

時と
き
お

豆ま
め

」「
紙か

み

屑く
づ

無な
い

カ
子
―
」（
原

文
「
紙か

み

屑く
づ

無な
い

カ
子
―
ハ
屑く

づ

を
売う

り
〔
オ
ツ
イ
〕
買か

ひ
、
或あ

る
ひハ

硝ら
ん

燈ぷ

火ほ

屋や

の
破わ

壊れ

を
買
ひ
」
と
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
屑
屋
の
こ
と
だ
け
れ
ど

も
〔
オ
ツ
イ
〕
は
〔
オ
ツ
ト
〕
の
誤
植
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
本

書
、
冒
頭
に
も
触
れ
た
通
り
誤
字
脱
字
の
類
は
滅
茶
苦
茶
多
い
）
ど

こ
に
も
「
売う

り

買か
い

」
の
行
わ
れ
る
中
で
、「
迷
惑
」
は
生
ず
る
も
の
、

「
多た

寡く
わ

の
別べ（

つ
）」

あ
る
の
み
だ
と
断
じ
て
言
う
。

依よ
つ

而
先ま

づ

つ
多お

ほ
いな

る
も
の
よ
り
説と

か
ん
〔
然
し
余
輩
の
知
り
し
者

な
る
故
其
よ
り
多
き
者
あ
れ
ハ
後
よ
り
探た

ん

偵て
い

の
上
〕

娼し
よ
う

妓き

抑そ
も
〳
〵

娟マ
マ

妓
ハ
何い

づ

れ
両お

親や

の
迷め

い

惑わ
く

を
救す

く
わん

為た

め
身み

を
苦く

界か
い

に
沈し

づ

め

る
者も

の

か
或あ

る
ひ

ハ
我わ

が

儘ま
ヽ

な
る
迷
惑
の
重か

さ
な

り
て
浮う

き

川か
わ

竹た
け

に
身み

を
入い

る

る

か
、
何い

づ
れ

か
迷
惑
よ
り
出い

ず

る
者も

の

な
り
、
鳥ち

よ
い

渡と

中ち
う

言げ
ん

な
か
ら
申
上

舛
、
此こ

の

娼
し
よ（
う
）

妓き

な
る
者
ハ
甚は

な
は

た
称と

な

へ
の
多お

ほ

く
あ
る
も
の
に
し

て
、
時と

き

々〳
〵

他た

国こ
く

に
於お

い

て
其
解げ

せ
さ
る
の
迷
惑
な
る
こ
と
あ
れ
は

一
二
葉
の
紙か

み

を
無な

き
者も

の

に
し
て
記き

す

以
下
、
三
頁
と
三
行
に
亘
っ
て
「
娼

し
よ
う

妓き

」
の
異
名
の
考
証
な
ら
び

に
日
本
全
国
土
地
別
の
異
名
一
覧
と
な
っ
て
、
突
然
「
浮
世
の
迷
惑

初
篇
終
」
と
来
る
の
で
あ
る
。
前
半
を
書
き
付
け
て
置
く
。

○
遊ゆ

う

君く
ん

○
傾け

い

城せ
い

○
戯た

わ

女れ
め

○
一い

ち

夜や

妻つ
ま

○
朝あ

さ

妻つ
ま

○
う
か
れ
女め

○
く
ヾ

つ
女
○
辻つ

じ

君き
み

○
女じ

よ

郎ろ
う

○
湯ゆ

女な

○
比ひ

丘く

尼に

○
飯め

し

盛も
り

○
踊お

ど
り

子こ

等
ハ

⃝
⃝

⃝
⃝

⃝
⃝

⃝
⃝

⃝
⃝⃝

⃝
⃝

⃝
⃝

⃝
⃝

⃝

⃝
⃝

⃝
⃝

⃝
⃝

⃝
⃝

⃝
⃝

⃝
⃝

⃝
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図 4　娼妓の図⑴図 5　娼妓の図⑵

図 6　式亭三馬『辰巳婦言』挿絵（宮﨑修多氏蔵）
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よ
く
書し

よ

に
も
あ
り
て
、
各か

つ

国こ
く

普ふ

通つ
う

の
語ご

に
し
て
何い

づ
れの

国く
に

に
て
も

通つ
う

語ご

す
れ
と
、
大お

ほ

坂さ
か

に
云い

ふ
、
天て

ん

神し
ん

、
ま
ん
た
、
そ
う
か
、
ひ

ん
し
よ
、
ひ
め
抔な

ど

と
、
上

じ
よ（
う
）

中ち
う

下げ

に
語ご

を
分わ

け
大
坂
に
限か

ぎ

る
言こ

と

葉は

な
れ
ハ
他た

国こ
く

に
て
通と

う
らぬ

こ
と
あ
り
又ま

た

太た

夫ゆ
う

、
白し

ろ

裾い
も
じ

幻げ
ん

妻さ
い

の

言
葉
、
大
坂
に
て
称と

の

ふ
れ
と
も
他た

国こ
く

に
も
此こ

の

言こ
と

葉は

あ
り
太
夫
は

西さ
い

京き
う

島し
ま

原は
ら

の
通つ

う

語ご

に
し
て
、
白
裾
は
福ふ

く

岡お
か

に
称
へ
、
幻
妻
を
紀き

州し
う

に
言い

ふ
か
如こ

と

く
、
彼か

の

国く
に

と
此こ

の

国く
に

の
同

お
な
じ

称と
な
へあ

れ
と
其そ

の

主お
も

な
る
所

と
こ
ろ

の
国く

に

名な

を
記し

る

す

ち
な
み
に
「
娼
妓
」
の
異
名
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
三
府
が

七
、
東
海
道
が
十
一
、
東
山
道
が
九
、
北
陸
道
が
六
、
山
陰
道
が

二
、
山
陽
道
も
二
、
南
海
道
も
二
、
西
海
道
が
五
、
北
海
道
が
十
二

の
語
で
あ
っ
た
。

か
く
て
、
第
三
章
「
商
法
の
迷
惑
」
は
、
商
法
・
商
業
の
意
義
に

始
ま
り
、「
商せ

う

賈か

一い
つ

般は
ん

」
の
迷
惑
を
説
き
、
各
種
商
業
の
迷
惑
に
及

ば
ん
と
し
つ
つ
も
、
今
昔
の
職
業
名
の
列
挙
と
そ
の
何
の
「
民
」
た

る
か
の
分
類
に
流
れ
、
流
れ
た
挙
句
が
「
娼
妓
」
に
辿
り
着
き
、
そ

の
異
名
の
紹
介
・
一
覧
で
幕
を
閉
じ
る
、
と
い
う
書
名
に
恥
じ
な
い

「
奇
驚
」
な
構
成
を
呈
し
て
い
る
。
首
尾
の
照
応
だ
の
、
確
固
と
し

た
構
成
意
識
と
い
っ
た
今
の
世
に
あ
り
ふ
れ
た
軌
範
に
一
切
囚
わ
れ

な
い
、
正
に
闊
達
自
在
な
筆
遣
い
の
妙
境
に
達
し
て
い
る
と
評
す
る

こ
と
が
出
来
そ
う
だ
。
先
に
「
下
巻
ヽ
ヽ

」
と
称
し
て
い
た
も
の
が
、
突

如
「
初
篇
ヽ
ヽ

」
で
「
終
」
と
来
る
の
も
意
表
を
つ
い
て
面
白
い
。
そ
ん

な
第
三
章
な
の
で
あ
っ
た
。

『
奇
驚

滑
稽
浮
世
廼
迷
惑
』
の
内
容
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
ざ
っ

と
以
上
の
如
し
。

著
作
者
・
前
田
時
三
に
つ
い
て
も
、
挿
絵
画
工
に
つ
い
て
も
、
残

念
な
が
ら
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、
奥
付
の
「
著
述

人
」「
出
版
人
」
共
に
「
大
坂
府
平
民
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

明
治
初
期
の
大
阪
発
信
の
著
作
物
と
い
う
こ
と
が
知
れ
る
。
極
め
て

細
か
い
点
で
、
第
三
章
の
「
乞こ

つ

食じ
き

」
転
じ
て
「
簓さ

ゝ

附ら
い
を

木ん

売う
り

の
賈
」

と
な
っ
た
と
あ
る
と
こ
ろ
、「
附
木
」
の
ル
ビ
に
「
い
を
ん
」
と
振

る
の
な
ど
は
、
や
は
り
上
方
風
で
あ
る
（
昭
和
十
三
年
五
月
発
行
の

柳
田
國
男
『
木
綿
以
前
の
事
』
中
「
火
吹
竹
の
こ
と
な
ど
」
に
「
今

あ
る
附
木
は
上
方
で
は
一
般
に
イ
ヲ
ン
と
謂い

つ
て
居
る
」
と
見
え

る
）。「
娼
妓
」
に
つ
い
て
の
異
名
紹
介
で
も
、
大
阪
中
心
に
述
べ
て

い
た
。
な
の
で
、
本
稿
冒
頭
に
「
奇
天
烈
の
書
」
と
言
っ
た
は
、
よ

り
的
確
に
は
こ
れ
も
大
阪
風
に
「
け
っ
た
い
な
書
」
と
言
い
直
し
て

可
で
あ
ろ
う
。

同
じ
く
冒
頭
に
、
明
治
初
年
に
万
亭
応
賀
を
、
明
治
十
年
代
半
ば
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に
菊
亭
静
を
仮
に
世
相
諷
刺
の
戯
作
本
の
代
表
と
し
て
置
い
た
が
、

明
治
十
年
代
前
半
は
、
こ
の
書
の
他
に
も
、
例
え
ば
香
雪
居
士
戯
著

『
人
の
了
簡
違
』（「
著
者
兼
出
版
人　
大
阪
府
平
民　

天
野
皎
」　

明

治
十
二
年
四
月
一
日
、
次
篇
は
六
月
十
一
日
出
版
御
届　

砂
目
石
版

絵
表
紙
の
ボ
ー
ル
表
紙
本
）
や
石
井
俊
郎
編
『
滑
稽
開
花
の
寐
言
』

（「
編
輯
人　
京
都
府
士
族　

石
井
俊
郎
」「
出
版
人　
大
阪
東
区
平
野

町
五
丁
目
八
番
地　

石
井
和
助
」「
発
兌
人　
京
都
寺
町
松
原
下　

今
井

喜
兵
衛
」
明
治
十
三
年
一
月
十
六
日
出
板
御
届　

同
年
二
月
刻
成　

木
版
和
本
）、
加
藤
富
三
郎
編
輯
『
気
に

喰
ぬ
当
時
悪
口　

一
名
心
得
違
者

説
諭
』（「
編
輯
出
版
兼　
大
坂
府
平
民　

加
藤
富
三
郎
」　

明
治
十
三

年
一
月
廿
日
御
届　

同
年
四
月
草
稿
検
査
済　

金
随
堂　

仮
製
本
）、

南
風
道
人
閲
・
酒
吞
堂
誌
口
述
『
滑
稽

演
舌
不
思
議
の
世
の
中
』（「
編�

者　

京
都
府
平
民　

池
部
活
三
」
明
治
十
四
年
五
月
十
日
出
版
御�

届　

興
文
社　

仮
製
本
）
等
の
世
相
諷
刺
も
の
が
有
っ
て
（
期
せ
ず

し
て
ど
れ
も
関
西
圏
の
著
者
・
編
者
に
よ
る
出
版
物
だ
）、
そ
れ
ぞ

れ
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
が
、〈
け
っ
た
い
さ
〉
に
お
い
て
本

書
は
突
出
し
て
い
る
。
見
て
来
た
よ
う
に
全
体
と
し
て
、
内
容
・
表

記
面
で
の
未
成
熟
さ
は
覆
う
べ
く
も
な
い
が
、
明
治
十
二
、
三
年
当

時
の
世
相
を
〈
迷
惑
〉
の
視
点
で
捉
え
た
、
否
、
捉
え
よ
う
と
し

た
、
こ
れ
も
一
箇
の
意
欲
作
と
私
は
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
図
版
に
つ
い
て
一
言
添
え
て
お
こ
う
。
表
紙
・
奥
付
・
挿

絵
を
載
せ
た
が
、
寝
そ
べ
っ
た
象
の
上
に
遊
女
、
手
紙
が
だ
ら
り
と

垂
れ
下
が
っ
て
い
る
絵
柄

―
〈
象
に
乗
っ
た
遊
女
〉
の
題
材
で
は

勝
川
春
章
の
肉
筆
画
「
見
立
江
口
の
君
図
」（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
）

等
数
多
く
の
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
、
類
似
し
た

構
成
を
有
す
る
式
亭
三
馬
の
洒
落
本
『
石
場

妓
談
辰
巳
婦
言
』（
寛
政
十
年
）

の
喜
多
川
歌
麿
の
も
の
を
併
せ
載
せ
て
み
た
。
象
の
鼻
先
の
提
灯
こ

そ
無
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、『
奇
驚

滑
稽
浮
世
廼
迷
惑
』
の
方
、
こ
ち
ら

は
こ
ち
ら
で
可
愛
ら
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
瀟
洒
な
本
書
に
う
っ
て

つ
け
で
あ
る
。「
緒
言
」
に
「
世
の
洒
落
本
の
如
く
通
読
せ
す
」

云
々
と
あ
っ
た
に
拘
わ
ら
ず
、
初
篇
と
は
言
い
条
、
本
書
の
終
わ
り

が
「
娼
妓
」
で
挿
絵
が
ま
た
洒
落
本
に
通
ず
る
風
な
の
も
、
何
か
愛

矯
が
感
ぜ
ら
れ
て
素
敵
に
楽
し
い
も
の
と
言
え
ま
い
か
。

『
奇
驚

滑
稽
浮
世
廼
迷
惑
』、
な
か
な
か
に
味
わ
い
深
い
一
冊
な
の
で
あ

る
。

〔
付
記
〕
本
稿
末
尾
に
触
れ
た
『
石
場

妓
談
辰
巳
婦
言
』
に
つ
い
て
は
、
宮

﨑
修
多
氏
の
ご
教
示
と
原
本
の
貸
与
を
得
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を

表
し
ま
す
。



13

な
お
、
文
中
に
今
日
の
人
権
意
識
に
照
ら
し
て
不
適
切
の
語
が
有

る
が
、
資
料
の
歴
史
性
を
考
慮
し
て
敢
え
て
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

（
本
稿
は
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。）

�

（
完
）




