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吉原における客の身分
─遊女評判記を中心に─

Social position of visitors to Yoshiwara
─ Focusing on Yujo hyoban-ki as main historical materials ─

高木まどか

〈abstract〉
This study examines the discourse that visitors’ social position did not 

make sense in Yoshiwara of Edo, using Yujo hyoban-ki, which is one of the 
classifications of a story book Kanazoshi, in this paper.

In the Edo period, there were some districts of licensed brothels, such 
as Shinmachi in Osaka, Shimabara in Kyoto, and Yoshiwara in Edo. 
Previous studies often explained that these brothel districts were places 
beyond the social order that visitors’ social statuses did not make sense. 
Although there were also some positions contrary to such explanation, the 
dispute in a scientific meaning has not arisen between different positions. 
Moreover, each dispute does not show clear basis and is not necessarily an 
empirical discussion. In this paper, I focus on the difference in positions 
and the insufficient demonstration in such previous studies. Then, I’ll 
consider why the opinions about the treatment of a visitor’s status in 
brothel districts are divided, and how the visitor’s status was in fact 
treated in brothels.

In considering these, I use Yujo hyo-banki, which is one of the 
classifications of Kanazoshi, as the primary historical sources. Although 



（　）−　28−179  　　

Yujo hyo-banki is a document which describes the reputation of each 
prostitute, there are some description of visitors’ aspects finely, which 
observe visitors’ actual conditions in brothels. In this paper, I verify how 
visitors’ social positions in brothel districts are treated, by mainly focusing 
on Yoshiwara from the second half of the 17th century to the middle of 
the 18th century, when many description about visitors to the brothels are 
seen in Yujo hyo-banki.
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は
じ
め
に

近
世
に
お
い
て
、
多
く
の
客
は
何
を
求
め
遊
廓
に
通
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
既
に
種
々
の
議
論
が
な

さ
れ
、
あ
る
程
度
一
定
し
た
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。

最
も
一
般
的
な
説
明
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
性
的
欲
求
の

解
消
を
目
的
と
す
る
登
楼
で
あ
る
。
と
り
わ
け
江
戸
に
お
い
て

は
、
男
女
比
の
不
均
衡
が
、
男
性
を
遊
廓
に
向
か
わ
せ
る
大
き

な
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
い
っ
た

遊
廓
本
来
の
機
能
に
即
し
た
目
的
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
非
日

常
を
楽
し
む
娯
楽
の
場
と
し
て
も
、
遊
廓
は
求
め
ら
れ
て
い
た

と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
見
遊
山
や
恋
愛
、
見
知
ら
ぬ
他
者

と
の
交
流
を
楽
し
む
こ
と
も
、
遊
廓
で
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

こ
う
い
っ
た
見
解
に
伴
い
、
遊
廓
は
し
ば
し
ば
世
俗
的
な
身

分
・
階
級
・
貴
賤
と
い
っ
た
近
世
社
会
一
般
の
論
理
が
持
ち
込

め
な
い
、
特
異
な
場
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
廓
に

つ
い
て
包
括
的
な
議
論
を
行
っ
た
西
山
松
之
助
氏
は
、
廓
は
、

大
名
で
も
町
人
で
も
「
公
平
に
通
用
」
す
る
よ
う
な
「
世
の
中

の
生
活
倫
理
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た
」
遊
び
の
世
界
と
し
て
求

め
ら
れ
、
実
際
に
そ
れ
を
叶
え
る
「
現
実
を
遮
断
し
た
特
別
な

社
会
」
と
し
て
存
在
し
た
、
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る（
一
）。

市
街
地
か
ら
隔
離
さ
れ
た
廓
に
お
い
て
独
自
の
秩
序
や
文
化
が

生
じ
た
と
い
う
見
解
は
、
こ
れ
ま
で
の
廓
研
究
に
お
い
て
少
な

か
ら
ず
示
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た

遊
廓
像
を
否
定
す
る
立
場
も
、
ま
た
存
在
す
る
。
国
文
学
の
視

点
か
ら
廓
を
論
じ
た
中
野
三
敏
氏
は
、
廓
は
、
建
て
前
は
ど
う

で
あ
れ
「
日
常
と
一
つ
な
が
り
の
場
所
」
で
あ
り
、
身
分
秩
序

は
も
ち
ろ
ん
「
廓
外
の
倫
理
が
す
べ
て
通
用
す
る
」
場
で
あ
っ

た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る（
二
）。

遊
廓
が
現
実
社
会
に
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
限
り
、
西
山
氏

の
述
べ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
理
想
郷
的
な
遊
廓
像
に
疑
問
を
も

つ
立
場
が
あ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、
廓
に
お
い
て
「
廓

外
の
倫
理
が
す
べ
て
通
用
」
し
た
と
す
る
中
野
氏
の
見
解
も
、

西
山
氏
が
注
視
し
た
よ
う
な
廓
の
性
質
を
捉
え
き
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
西
山
氏
の
説
明
だ
け
で
も
、
中

野
氏
の
説
明
だ
け
で
も
、
廓
に
お
け
る
身
分
を
め
ぐ
る
状
況
は

表
し
き
れ
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
両
氏
の
見
解
が
い
ず
れ
も
廓
の
本
質
を
つ
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い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
両
氏
が
正
反
対
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

で
あ
る
。
現
状
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
っ
た
相
反
す
る
遊
廓
像

に
つ
い
て
の
考
証
や
、
異
な
る
立
場
間
に
よ
る
直
接
的
な
議
論

の
交
流
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
廓
に
お
け
る
身

分
を
考
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
何
を
も
っ
て
主

張
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
同
様
に
廓
の
研
究
を
行

い
な
が
ら
正
反
対
の
見
解
が
生
じ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
更
な
る
検
証
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
不
足
を
出
発
点
と
し

て
、
遊
廓
に
お
け
る
客
の
身
分
に
つ
い
て
の
言
説
を
、
主
に
遊

女
評
判
記
か
ら
問
い
直
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
遊
女
評
判
記

と
は
、
仮
名
草
子
の
分
類
の
一
つ
で
、
遊
女
の
評
判
や
遊
興
論
、

遊
里
案
内
な
ど
を
記
す
類
の
書
で
あ
る
。
こ
の
遊
女
評
判
記
を

主
な
史
料
と
し
て
扱
い
、
廓
に
お
け
る
客
の
身
分
に
つ
い
て
の

記
述
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
先
行
研
究
に
お
け
る
立
場
の
違
い

を
検
証
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

ま
た
、
近
世
に
は
京
都
の
島
原
、
大
坂
の
新
町
、
江
戸
の
吉

原
と
い
っ
た
遊
廓
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
内
本
稿
で
主
な
対
象
と

す
る
の
は
、
十
七
世
紀
後
半
～
十
八
世
紀
中
頃
の
江
戸
吉
原
で

あ
る
。
十
七
世
紀
後
半
の
吉
原
は
、
幕
命
に
よ
る
移
転
（
明
暦

三
年
〔
一
六
五
七
〕）
と
引
き
換
え
に
、
そ
れ
ま
で
許
さ
れ
な

か
っ
た
夜
売
り
が
許
可
さ
れ
、
客
の
大
衆
化
が
進
ん
だ
時
期
で

あ
る
。
従
来
昼
に
遊
ん
で
い
た
大
金
を
落
と
す
武
士
層
に
加
え

て
、
昼
に
は
遊
べ
な
か
っ
た
町
人
の
客
も
徐
々
に
増
大
し
、
吉

原
隆
盛
の
時
で
あ
っ
た
。
扱
う
範
囲
の
区
切
り
と
す
る
十
八
世

紀
中
頃
（
宝
暦
期
）
は
、
後
に
述
べ
る
通
り
遊
女
評
判
記
の
区

切
り
で
も
あ
る
が
、
吉
原
の
衰
微
と
岡
場
所
の
台
頭
が
始
ま
っ

た
頃
で
あ
る
。
以
上
の
と
お
り
、
約
一
世
紀
の
間
の
吉
原
の
移

転
後
の
隆
盛
か
ら
衰
微
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
こ
の
他
の
遊

郭
・
時
代
に
つ
い
て
も
傍
証
と
し
て
参
照
し
つ
つ
、
廓
に
お
け

る
身
分
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
章　

客
の
身
分
を
め
ぐ
る
言
説
と
遊
女
評
判
記

本
章
で
は
、
ま
ず
遊
廓
に
お
け
る
客
の
身
分
に
つ
い
て
の
議

論
を
整
理
・
検
討
し
た
上
で
、
本
稿
で
中
心
的
に
扱
う
遊
女
評

判
記
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
述
べ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
節　

客
の
身
分
を
め
ぐ
る
言
説

ま
ず
、
遊
廓
に
お
い
て
客
の
身
分
が
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
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と
す
る
主
張
を
み
て
い
こ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
議
論

と
し
て
は
、
西
山
松
之
助
著
『
く
る
わ
』（
三
）、
郡
司
正
勝
著
『
歌

舞
伎
と
吉
原
』（
四
）、
小
森
隆
吉
著
「〈
廓
〉
の
世
界
」（
五
）、
高

田
衛
著
「
廓
の
精
神
史
─
公
界
と
悪
所
」（
六
）な
ど
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
郡
司
氏
・
小
森
氏
ら
は
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
詳
細
な
記
述
を
行
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ

で
は
、
客
の
身
分
に
関
す
る
見
解
が
論
の
重
要
な
部
分
を
成
し

て
い
る
、
西
山
氏
・
高
田
氏
の
議
論
に
注
目
し
、
詳
し
く
検
討

し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
西
山
氏
の
議
論
か
ら
み
て
い
こ
う
。
西
山
氏
は
昭
和

三
十
八
年
の
『
く
る
わ
』
に
お
い
て
、
遊
女
の
用
い
た
「
里
言

葉
」
を
考
察
す
る
中
で
、
客
が
廓
に
求
め
た
役
割
に
論
及
し
て

い
る
。
氏
は
ま
ず
、
遊
女
が
里
言
葉
や
名
前
を
新
し
く
備
え
た

理
由
に
つ
い
て
、
遊
女
は
多
く
貧
乏
人
の
子
供
た
ち
で
あ
り
、

そ
の
生
々
し
い
過
去
を
断
ち
切
る
た
め
に
こ
れ
ら
を
用
い
た

が
、
そ
れ
は
経
営
者
・
遊
女
に
と
っ
て
必
要
だ
っ
た
だ
け
で
な

く
、
何
よ
り
も
「
遊
客
に
と
っ
て
そ
こ
に
は
全
く
別
世
界
の
美

女
が
最
も
好
都
合
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。
で
は
、

な
ぜ
客
に
と
っ
て
「
別
世
界
」
が
「
好
都
合
」
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る
。廓

の
あ
そ
び
は
、
単
に
セ
ッ
ク
ス
の
問
題
だ
け
で
は
な

く
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
最
大
の
比
重
を
占
め
て
は
い
た

が
、
江
戸
時
代
と
い
う
封
建
社
会
の
枠
の
中
に
生
き
て
い

た
人
間
の
あ
そ
び
の
場
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、
セ
ッ
ク

ス
を
め
ぐ
る
今
一
つ
の
重
要
な
要
因
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
封
建
社
会
の
枠
を
は
ず
し
て
、
現
実
か
ら
昇
華
し
た

別
世
界
に
あ
そ
ぶ
と
い
う
、
そ
の
あ
そ
び
を
か
な
え
る
場

と
し
て
、
廓
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。（
七
）

つ
ま
り
廓
は
、
単
に
性
欲
を
満
た
す
た
め
だ
け
で
な
く
、「
封

建
社
会
の
枠
を
は
ず
し
」
た
「
現
実
か
ら
昇
華
し
た
別
世
界
」

と
し
て
も
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
「
別
世
界
」
に
つ

い
て
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

大
名
が
大
名
と
し
て
、
僧
正
様
が
聖
僧
と
し
て
、
町
人

が
い
や
し
い
身
分
と
し
て
、
現
実
社
会
の
一
般
通
念
で
遇

さ
れ
た
の
で
は
、
あ
そ
び
の
意
味
は
少
し
も
か
な
え
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
枠
を
完
全
に
と
り
は
ら
っ
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て
、
こ
こ
ば
か
り
は
現
実
世
界
と
は
別
世
界
、
人
間
が
人

間
と
し
て
、
一
両
の
金
が
一
両
と
し
て
、
そ
れ
は
大
名
で

も
町
人
で
も
、
公
平
に
通
用
す
る
世
界
、
徳
川
封
建
社
会

と
い
う
、
世
の
中
の
生
活
倫
理
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た
人

間
の
い
と
な
み
が
で
き
る
世
界
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
廓
は
あ
そ
び
の
世
界
と
し
て

大
き
な
役
割
を
果
た
し
え
た
の
で
あ
る
。

廓
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
封
建
社
会

と
い
う
江
戸
時
代
の
現
実
社
会
の
中
で
は
、
そ
の
現
実
を

遮
断
し
た
特
別
な
社
会
で
あ
っ
た
。（
八
）

す
な
わ
ち
西
山
氏
は
、
廓
あ
そ
び
は
身
分
が
取
り
払
わ
れ
た

「
公
平
に
通
用
す
る
世
界
」
で
叶
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
廓

は
そ
れ
を
叶
え
る
「
現
実
を
遮
断
し
た
特
別
な
社
会
」
と
し
て

役
割
を
果
た
し
た
、
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
西
山
氏
の

こ
の
見
解
は
「
里
言
葉
」
の
考
察
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
実
際
に
遊
廓
が
「
現
実
を
遮
断
し
た
特
別
な
社
会
」
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
註
を
残
し
て

い
な
い
。

西
山
氏
と
同
様
の
見
解
を
示
す
高
田
氏
は
、「
廓
の
精
神
史

─
公
界
と
悪
所
」
に
お
い
て
、
廓
に
は
「
廓
外
と
は
ま
っ
た
く

類
を
異
に
し
た
、
厳
然
た
る
掟
」
が
存
在
し
、
こ
の
掟
が
機
能

す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
客
に
と
っ
て
は
見
せ
か
け
で
あ
る
も

の
の
、
廓
が
世
俗
の
身
分
制
な
ど
を
持
ち
込
め
な
い
「
一
種
の

秩
序
外
」
で
あ
り
、「
解
放
地
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る（
九
）。

論
拠
と
す
る
史
料
は
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
序
の
『
色
道
大

鏡
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
二
章
に
お
い
て
詳
述
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
否
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
遊

廓
に
お
け
る
遊
興
規
範
の
生
成
過
程
を
論
じ
た
中
野
三
敏
氏

は
、
廓
と
い
う
場
や
、
そ
こ
に
生
じ
た
文
化
的
創
造
力
の
特
殊

性
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
見
解
を
批
判

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
以
下
の
記
述
で
あ
る
。

廓
と
い
う
場
所
は
日
常
の
世
界
か
ら
隔
離
さ
れ
た
場
所
で

あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
非
日
常
の
世
界
で
は

あ
り
得
な
い
。
廓
に
関
し
て
非
日
常
的
な
性
格
の
み
が

往
々
に
し
て
強
調
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
建
て
前
は

ど
う
で
あ
れ
、
実
情
は
や
は
り
日
常
と
一
つ
な
が
り
の
場

所
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
当
然
の
こ
と
廓
外
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の
倫
理
が
す
べ
て
通
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
廓
内
の
み

の
倫
理
な
ど
は
あ
り
得
な
い
。
身
分
階
級
に
お
い
て
も
然

り
。
大
名
、
武
士
は
身
分
に
よ
っ
て
尊
敬
さ
れ
、
ま
た
金

持
ち
町
人
は
そ
の
経
済
力
に
よ
っ
て
尊
敬
さ
れ
る
こ
と
、

や
は
り
廓
外
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
一
歩
内
へ
這
入
れ
ば

武
士
も
町
人
も
同
列
と
い
う
い
の
は
、
廓
の
建
て
前
だ
け

の
こ
と
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。（
一
〇
）

中
野
氏
は
こ
の
よ
う
に
、
廓
が
日
常
か
ら
隔
離
さ
れ
た
場
で

あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
し
あ
く
ま
で
日
常
と
つ
な

が
っ
た
「
廓
外
の
倫
理
が
す
べ
て
通
用
す
る
」
場
所
で
あ
る
と

し
、
非
日
常
的
な
性
格
を
強
調
す
る
傾
向
を
批
判
し
て
い
る
。

中
野
氏
は
結
論
と
し
て
、
廓
に
お
け
る
階
級
的
な
「
あ
こ
が
れ
」

こ
そ
が
廓
の
文
化
的
創
造
力
を
保
持
し
、「
す
い
」「
つ
う
」「
い

き
」
と
い
っ
た
遊
興
規
範
を
養
っ
た
と
し
て
お
り（
一
一
）、
そ

う
い
っ
た
意
味
で
氏
は
、
廓
に
お
け
る
身
分
秩
序
の
存
在
に
重

要
な
意
味
を
見
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
但
し
、
中
野
氏
の

こ
の
見
解
は
遊
興
規
範
の
考
察
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
西
山
氏
と
同
様
に
論
拠
と
な
る
史
料
は
示
し
て
い
な
い
。

以
上
、
廓
と
身
分
に
関
す
る
主
要
な
議
論
を
概
観
し
て
き

た
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
廓
で

客
の
身
分
が
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
と
す
る
見
解
が
多
く
み
ら

れ
る
も
の
の
、
そ
の
殆
ど
は
史
料
に
基
づ
い
た
実
証
に
よ
る
見

解
で
は
な
い
。
こ
れ
に
反
す
る
中
野
氏
も
、
具
体
的
な
史
料
を

挙
げ
て
の
反
証
は
行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
高
田
氏
の
よ
う
に

論
拠
を
挙
げ
議
論
を
行
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
反

す
る
見
解
に
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
異
な
る
立
場
の
間
に
学

術
的
な
意
味
で
の
論
争
は
起
き
て
い
な
い
。
加
え
て
、
中
野
氏

の
反
証
は
西
山
氏
・
高
田
氏
の
見
解
を
全
く
否
定
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
両
氏
が
中
野
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
廓
の
状
況
を
、

ま
る
で
な
か
っ
た
と
い
う
風
に
考
え
て
い
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。

た
と
え
ば
西
山
氏
は
『
く
る
わ
』
の
「
遊
客
」
の
項
に
お
い
て
、

吉
原
で
「
武
家
」
が
一
般
に
き
ら
わ
れ
た
た
め
、
武
家
が
町
人

風
に
身
を
や
つ
し
て
登
楼
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る（
一
二
）。

こ
れ
は
廓
内
の
論
理
に
よ
っ
て
廓
外
の
身
分
秩
序
が
一
時
的
に

逆
転
し
た
例
で
あ
り
、
西
山
氏
は
廓
が
「
公
平
に
通
用
す
る
世

界
」
と
は
い
い
難
い
ケ
ー
ス
を
も
認
識
し
て
い
た
と
い
え
よ

う
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
氏
の
主
張
は
矛
盾
を
は
ら
む
も
の

の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
矛
盾
や
論
者
に
よ
る
見
解
の
違
い
は
、
何
に
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よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
依
拠
す
る
史
料
や
そ
の
年

代
の
違
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
高
田
氏
が
論
拠
と
す
る
『
色

道
大
鏡
』（
後
述
）
は
廓
研
究
に
お
い
て
度
々
言
及
さ
れ
る
重

要
な
史
料
で
あ
り
、
中
野
氏
・
西
山
氏
も
扱
っ
て
い
る（
一
三
）。

つ
ま
り
三
者
は
同
じ
史
料
を
扱
い
な
が
ら
も
、
遊
廓
に
お
け
る

身
分
に
つ
い
て
、
異
な
る
認
識
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
研
究
者
の
視
点
の
差
異

に
注
目
す
る
だ
け
で
な
く
、
ま
ず
は
遊
廓
に
お
け
る
客
の
身
分

に
関
す
る
実
態
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
目
的

の
検
証
に
適
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
本
稿
で
中
心
的
に
扱

う
、
遊
女
評
判
記
で
あ
る
。
仮
名
草
子
の
分
類
の
一
つ
で
あ
る

遊
女
評
判
記
は
、
文
字
通
り
遊
女
の
評
判
を
な
す
類
の
書
で
あ

る
が
、
中
に
は
遊
女
の
評
判
の
み
で
な
く
、
登
楼
し
た
客
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
や
、
客
の
身
分
に
つ
い
て
の
記
述
も
み
ら
れ
る
。
先

行
研
究
に
お
い
て
、
こ
う
い
っ
た
評
判
記
に
み
ら
れ
る
客
に
つ

い
て
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
廓
に
お

け
る
客
の
身
分
を
め
ぐ
る
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
有
用

な
史
料
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
遊
女
評
判
記
の
分
析
を
と
お

し
、
廓
に
お
け
る
客
の
身
分
に
つ
い
て
検
証
を
行
な
っ
て
い
き

た
い
。
次
節
で
は
分
析
に
先
立
ち
、
評
判
記
の
あ
り
方
に
つ
い

て
説
明
を
加
え
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
節　

遊
女
評
判
記

本
稿
に
お
い
て
中
心
的
に
扱
う
遊
女
評
判
記
と
は
、
寛
永
か

ら
宝
暦
頃
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
仮
名
草
子
の
分
類
の
一
つ
で
あ

る
。
は
じ
め
て
遊
女
評
判
記
の
分
類
を
明
確
に
な
し
た
の
は
野

間
光
辰
氏
で
あ
り
、
氏
は
寛
永
初
年
か
ら
宝
暦
五
年
に
至
る
間

に
、
出
版
も
し
く
は
出
版
を
予
告
さ
れ
た
遊
女
評
判
記
を
ま
と

め
た
遊
女
評
判
記
年
表
を
作
成
し
た（
一
四
）。
ま
た
小
野
晋
氏

は
こ
の
野
間
氏
の
年
表
を
元
に
、
射
程
を
貞
享
初
年
頃
ま
で
に

区
切
っ
て
増
補
訂
正
を
加
え
た
年
表
を
作
成
し
て
い
る（
一
五
）。

本
稿
で
は
こ
の
野
間
氏
と
小
野
氏
の
年
表
に
依
拠
し
、
遊
女
評

判
記
の
分
類
を
行
な
っ
た
。

遊
女
評
判
記
の
主
な
内
容
は
遊
女
の
評
判
や
遊
興
論
、
遊
里

案
内
な
ど
で
あ
る
が
、
大
き
く
は
狭
義
の
遊
女
評
判
記
と
広
義

の
遊
女
評
判
記
に
わ
け
ら
れ
る（
一
六
）。

狭
義
の
遊
女
評
判
記
は
文
字
通
り
「
遊
女
評
判
」、
す
な
わ

ち
遊
女
の
容
姿
・
才
芸
・
全
盛
・
心
中
の
よ
し
あ
し
な
ど
の
品

評
を
主
眼
と
す
る
も
の
を
指
す
。
遊
興
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
た
ら
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し
め
よ
う
と
す
る
実
用
的
目
的
の
も
と
に
な
さ
れ
た
雑
書
で
あ

り
、
人
別
帳
的
な
吉
原
案
内
で
あ
る
「
吉
原
細
見
」
の
前
身
と

も
言
え
る
。
但
し
娯
楽
的
読
み
物
と
し
て
の
側
面
も
も
ち
、
客

の
噂
や
作
者
自
身
の
告
白
的
記
述
も
多
く
含
ま
れ
る
な
ど
、
実

用
面
に
特
化
し
た
も
の
で
は
な
い
。
文
芸
性
は
希
薄
な
も
の
が

多
く
、
評
判
も
個
人
的
主
観
に
基
づ
く
偏
っ
た
も
の
だ
が
、
当

時
の
遊
女
や
客
の
実
態
が
具
体
的
に
う
か
が
え
る
。

広
義
の
遊
女
評
判
記
は
花
街
関
係
書
全
般
を
扱
う
立
場
か

ら
、
狭
義
の
遊
女
評
判
に
加
え
、
諸
分
秘
伝
物
と
そ
の
他
の
内

容
を
含
む
。
諸
分
秘
伝
物
と
は
、
遊
里
で
の
作
法
や
駆
引
と

い
っ
た
遊
び
の
種
々
相
を
伝
授
す
る
指
南
書
と
し
て
、
啓
蒙
実

用
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
対
象
に
は
客
の
み
な
ら

ず
、
遊
女
を
含
む
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
他
の
も
の
と
し

て
は
、
遊
里
遊
女
を
題
材
と
し
た
案
内
記
・
見
聞
記
・
実
録
逸

話
集
な
ど
の
他
、
艶
書
文
範
集
・
小
唄
集
・
双
六
類
ま
で
種
々

様
々
な
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
仮
名
草
子
の
分
類

の
内
、
評
判
記
以
外
の
項
目
に
入
れ
る
べ
き
も
の
も
多
く
あ

る
。
第
二
章
に
お
い
て
主
な
分
析
対
象
と
す
る
の
は
狭
義
の
評

判
記
で
あ
る
が
、
諸
分
秘
伝
物
等
も
扱
う
た
め
、
本
稿
で
は
広

義
の
意
味
で
遊
女
評
判
記
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
と
し
た

い
。評

判
記
は
寛
永
年
間
～
宝
暦
五
年
（
一
六
二
四
─
一
七
五

五
）
ま
で
に
、
実
際
に
刊
行
し
た
か
不
明
な
も
の
も
含
め
総
数

約
二
一
〇
種
み
え
、
内
約
一
〇
〇
種
が
伝
存
し
て
い
る（
一
七
）。

天
和
頃
（
一
六
八
一
─
八
三
）
ま
で
に
大
半
の
約
一
五
〇
種

（
内
伝
存
約
六
〇
種
）
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
刊
行
の
年
代
に

は
偏
り
が
あ
る
。
な
お
本
稿
で
は
先
述
の
通
り
、
こ
の
評
判
記

の
区
切
り
に
あ
わ
せ
、
十
八
世
紀
中
頃
ま
で
を
議
論
の
対
象
と

す
る
。
伝
存
約
一
〇
〇
種
の
内
容
の
分
類
は
、
遊
女
評
判
が
約

四
五
種
、
諸
分
秘
伝
物
が
約
十
五
種
、
そ
の
他
が
約
四
〇
種
あ

る（
一
八
）。
伝
存
約
一
〇
〇
種
の
地
理
的
内
訳
は
、
吉
原
が
約

六
〇
種
、
島
原
が
約
二
〇
種
、
大
坂
新
町
が
約
一
〇
種
、
そ
の

他
が
約
一
〇
種
で
あ
り
、
吉
原
を
対
象
と
す
る
書
が
圧
倒
的
な

数
を
占
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
評
判
記
に
は
対
象
の
違
い
が
あ
る
が
、
年
代
に

よ
っ
て
そ
の
内
容
の
特
色
も
異
な
る（
一
九
）。
次
章
で
は
、
客

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
多
く
含
む
こ
と
を
特
色
と
し
た
延
宝
期
の
評

判
記
、
ま
た
そ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
を
多
く
扱
う
。
評
判
記
は

は
じ
め
、
個
人
的
な
興
味
関
心
に
基
づ
い
て
著
さ
れ
た
が
、
そ

の
盛
行
に
よ
っ
て
延
宝
期
（
一
六
七
三
─
八
〇
）
に
は
職
業
的
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作
者
が
発
生
し
、
作
者
の
関
心
の
み
で
な
く
、
客
寄
せ
の
意
図

を
も
つ
評
判
記
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
頃
の
作
者
は
大
臣
客
の
取
り
巻
き
が
多
く
、
稼
ぎ
の

手
段
と
し
て
評
を
な
し
、
店
と
の
繋
が
り
で
曲
筆
す
る
者
も
現

れ
た
。
こ
う
い
っ
た
背
景
か
ら
か
、
こ
の
時
期
に
は
先
書
に
対

す
る
盛
ん
な
論
難
と
そ
の
応
酬
が
行
わ
れ
、
遊
女
評
判
も
遊
女

の
内
情
暴
露
を
目
的
と
す
る
よ
う
な
書
も
多
く
う
ま
れ
た
。
こ

の
よ
う
な
延
宝
の
作
風
は
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
く
も
の

の
、
以
降
に
も
そ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
が
み
ら
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
傾
向
の
評
判
記
に
は
、
遊
女
の
評
判
を
め
ぐ
っ

て
、
遊
女
が
と
っ
た
客
や
、
客
に
対
す
る
遊
女
や
周
囲
の
対
応

が
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。
廓
に
お
け
る
客
の
有
様
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
個
々
の
事
例
の
検
証
は
不
可

欠
で
あ
る
。
尤
も
、
暴
露
本
で
あ
る
こ
と
、
職
業
的
作
者
が
存

在
し
曲
筆
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
史
料
の
信
憑
性
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
客

の
事
例
が
虚
偽
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
客
に
対
す
る
周
囲

の
反
応
に
関
す
る
記
述
は
、
当
時
の
価
値
観
を
反
映
し
た
も
の

と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
事
例
に
対
す
る
作
者
（
多
く
の
場
合

は
客
）
の
考
え
が
多
く
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
延
宝
期
に
お

け
る
遊
女
評
判
記
の
史
料
的
特
質
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
延
宝
期
の
評
判
記
と
、
そ
の
流

れ
を
汲
む
評
判
記
の
記
述
を
扱
う
こ
と
は
、
廓
に
お
け
る
客
の

身
分
を
め
ぐ
る
実
態
を
検
証
す
る
に
あ
た
っ
て
有
用
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
遊
女
評
判
記
は
従
来
、
西
鶴
作
品
と
の

関
連
、
あ
る
い
は
言
葉
の
語
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
国
文

学
的
な
視
点
か
ら
多
く
の
場
合
扱
わ
れ
て
き
た
た
め
、
各
遊
女

評
か
ら
廓
の
構
造
や
客
の
実
態
と
い
っ
た
具
体
的
な
事
象
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
少
な
い（
二
〇
）。
評
判
記
は
、

廓
内
は
勿
論
、
先
述
の
通
り
、
当
時
の
価
値
観
を
議
論
す
る
上

で
も
重
要
な
視
座
を
与
え
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た

点
を
鑑
み
る
か
ぎ
り
、
遊
女
評
判
記
は
な
お
豊
か
な
可
能
性
を

胚
胎
し
た
史
料
と
い
え
る
。

以
上
、
本
稿
で
主
な
史
料
と
し
て
扱
う
遊
女
評
判
記
に
つ
い

て
整
理
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
上
で
次
章
に
お

い
て
は
、
遊
女
評
判
記
に
み
ら
れ
る
事
例
の
分
析
を
通
し
、
客

の
身
分
を
め
ぐ
る
実
態
に
つ
い
て
検
証
を
行
っ
て
い
き
た
い
。
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第
二
章　

遊
女
評
判
記
に
み
ら
れ
る
身
分
観

本
章
で
は
、
評
判
記
に
み
ら
れ
る
客
の
身
分
を
め
ぐ
る
記
述

を
抽
出
・
分
析
し
、
廓
に
お
け
る
身
分
の
あ
り
方
に
つ
い
て
具

体
的
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
一
節　

身
分
を
め
ぐ
る
客
の
願
望

ま
ず
は
じ
め
に
、
評
判
記
に
見
ら
れ
る
身
分
を
め
ぐ
る
客
の

願
望
に
注
目
し
た
い
。
先
述
の
西
山
氏
は
客
の
身
分
を
論
じ
る

に
あ
た
っ
て
根
拠
と
な
る
史
料
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
氏
の
考

え
を
裏
付
け
る
よ
う
な
記
述
は
評
判
記
に
散
見
さ
れ
る
。
た
と

え
ば
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
刊
行
、
長
養
軒
・
通
遊
軒
・

如
柳
堂
著
『
吉
原
大
評
判
ゑ
に
し
染
』
に
は
、
角
町
「
み
や
う

が
や
吉
左
衛
門
内
」
の
「
床
夜
」
と
い
う
遊
女
の
評
に
次
の
記

述
が
あ
る
。

ま
こ
と
に
此
か
た
は
高
き
い
や
し
き
の
へ
た
て
な
く
、
情

ふ
か
し
。
去
に
よ
つ
て
、
一
度
逢
ふ
客
衆
は
思
ひ
わ
す

る
ゝ
事
あ
た
わ
す
。（
傍
線
引
用
者 

二
一
）

遊
女
「
床
夜
」
は
客
の
貴
賤
を
隔
て
ず
、
情
け
も
深
い
た
め
、

客
は
一
度
会
っ
た
ら
忘
れ
な
い
と
い
う
。
ま
た
宝
暦
四
年
（
一

七
五
四
）
刊
行
の
廓
鶴
堂
楽
水
著
『
吉
原
評
判
交
代
盤
栄
記
』

に
も
、「
江
戸
町
弐
丁
目
左
側
亀
甲
屋
内
」
の
「
菊
そ
の
」
の

評
に
「
客
衆
の
貴
賤
を
ゑ
ら
ば
ず
大
せ
つ
に
な
さ
る
ゝ
ゆ
へ
、

日
に
ま
し
御
さ
か
ん
に
し
て
」（
二
二
）な
ど
と
あ
り
、
同
様
に
客

の
「
貴
賤
」
を
選
ば
な
い
こ
と
が
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

い
っ
た
記
述
は
評
判
記
に
多
く
み
ら
れ
、
情
を
も
ち
、
貴
賤
に

隔
て
な
く
相
手
を
す
る
遊
女
が
客
に
好
ま
れ
た
様
子
が
う
か
が

え
る
。
ま
た
、
客
を
選
り
好
み
す
る
遊
女
を
非
難
す
る
評
も
み

ら
れ
る
。
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
頃
刊
、
今
宮
か
ら
す
著
『
吉

原
人
た
ば
ね
』、「
す
み
町　

与
右
衛
門
内
」
の
「
正
つ
ね
」
に

つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。

有
人
の
い
わ
く
、
此
君
、
ゑ
り
も
と
を
ね
ら
ひ
、
ふ
さ
は

い
成
人
を
き
ら
へ
り
と
い
ふ
人
有
。
け
に
や
、
つ
と
め
た

ら
ん
女
郎
に
、
ゑ
り
も
と
、
山
水
を
い
ま
さ
る
有
ま
し
。

さ
る
か
中
に
も
な
さ
け
を
し
り
給
は
ゝ
、
ひ
ん
し
よ
く
の

も
の
な
り
共
、
い
か
て
、
あ
た
に
な
ん
云い

わ

ん
、
少
む
こ
き

う
へ
か
と
思
ふ
。（
二
三
）



（　）−　38−169  　　

襟
元
を
み
て
客
を
選
ぶ
行
動
が
非
難
さ
れ
、
情
け
を
も
ち
貧

職
の
者
で
あ
っ
て
も
大
事
に
扱
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

大
坂
の
諸
分
秘
伝
物
『
色
道
諸
分
難
波
鉦
』（
酉
水
庵
無
底
居

士
著
・
延
宝
八
年
〔
一
六
八
〇
〕
序
）
に
も
、
遊
女
が
偉
ぶ
る

侍
を
「
侍
何
と
さ
う
も
あ
る
ま
い
（
引
用
註
、
中
野
三
敏
校
注

『
色
道
諸
分
難
波
鉦
』
に
よ
れ
ば
「
侍
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
何

だ
と
い
う
の
さ
」
の
意
）。
侍
畜
生
奴
よ
」（
二
四
）と
一
喝
す
る

場
面
（
例
話
）
が
描
か
れ
て
お
り
、
遊
女
は
身
分
秩
序
に
従
わ

な
い
存
在
と
し
て
望
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

加
え
て
、
実
際
に
廓
の
座
に
お
い
て
身
分
が
意
味
を
な
さ
な

か
っ
た
様
子
が
、
島
原
を
主
な
対
象
と
し
た
『
色
道
大
鏡
』（
延

宝
六
年
〔
一
六
七
八
〕
序
）「
巻
第
十
八　

無
礼
講
式
」
に
み

ら
れ
る
。
こ
れ
は
先
述
の
高
田
氏
が
、
身
分
の
超
越
を
論
じ
る

際
に
主
な
論
拠
と
し
た
史
料
で
あ
る
。

都ス
べ

て
客
座ザ

に
着ツ

け
ば
、
宿
よ
り
腰_

物
を
預ア

ヅ
カる

。
い
か
な

る
貴キ

人ニ
ン

・
勇ユ
ウ

士シ

た
り
と
て
も
異イ

儀ギ

に
を
よ
ば
す
。
若モ
シ

是
を

渡ワ
タ

さ
ざ
れ
ば
、
其_

所
に
畄ト
メ

ず
。（
略
）
丸マ
ル_

腰ゴ
シ

と
な
り
て

宴エ
ン

ず
る
時
は
、
沙シ
ヤ

門モ
ン
・
女ヂ
ヨ

子シ

に
異コ
ト

な
ら
ず
。
盃
サ
カ
ヅ
キを
出
す
に
、

其_

早
き
事
菓ク
ハ

器キ

・
煙エ
ン

器キ

に
相ア
ヒ_

仝ヲ
ナ

じ
。
酒
を
は
じ
む
る
に

貴キ

賤セ
ン

を
わ
か
た
ず
、
盞
サ
カ
ツ
キを
献ケ
ン

ず
る
に
尊ソ
ン

客キ
ヤ
クな
り
と
て
恐ヲ
ソ

れ

ず
。（
略
）
座ザ

に
法ホ
ツ

躰タ
イ

あ
り
と
て
崇ア
ガ

め
ず
、
老ラ
ウ

年ネ
ン

な
り
と

て
敬ウ

ヤ
マは
ず
。
お
ほ
く
は
金
銀
の
費
ツ
イ
ヘ

数カ
ズ

あ
る
者
、
身
を
重ヲ
モ

く

し
聲コ

ヱ

を
高タ
カ

く
す
。（
二
五
）

客
は
皆
腰
の
物
を
預
け
て
登
楼
す
る
の
が
決
ま
り
で
、
丸
腰

で
酒
宴
が
は
じ
ま
れ
ば
貴
賤
関
係
な
く
皆
打
ち
混
じ
る
こ
と
と

な
り
、
多
く
の
場
合
金
を
持
つ
者
が
勢
い
を
も
っ
て
騒
い
だ
と

い
う
。
確
か
に
登
楼
の
手
順
を
検
証
し
て
み
て
も
、
客
は
身
分

を
は
っ
き
り
と
明
か
す
こ
と
な
く
、
匿
名
の
人
物
と
し
て
遊
興

し
て
い
る
。
そ
の
実
、
客
の
身
分
や
家
業
を
探
る
こ
と
は
遊
女

や
店
の
重
要
な
手
管
の
一
つ
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
前
掲
『
色
道

諸
分
難
波
鉦
』
に
は
客
の
見
分
け
に
つ
い
て
、「
粋
と
不
粋
と
、

阿
房
賢
い
、
田
舎
衆
京
衆
、
さ
ぶ
ら
ひ
衆
、
商
人
の
、
諸
分
（
引

用
註
、
中
野
三
敏
校
注
『
色
道
諸
分
難
波
鉦
』
に
よ
れ
ば
「
そ

れ
ぞ
れ
の
区
別
」
の
意
）
は
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
、
何
と
も

語
ら
れ
ぬ
、
練
磨
の
功
で
御
ざ
ん
す
」
と
あ
り
、
そ
の
判
断
方

法
が
種
々
記
さ
れ
て
い
る（
二
六
）。
同
書
に
は
、「
こ
ゝ
も
と
へ

来
る
程
の
お
と
こ
、
大
鼓
は
し
ら
ず
、
真
の
名
を
、
い
ふ
て
く

る
は
一
人
も
い
な
い
」（
二
七
）と
あ
り
、
客
は
替
名
・
仇
名
を
用
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い
た
た
め
、
遊
女
や
店
側
は
供
の
者
や
連
れ
同
士
の
会
話
の
中

か
ら
そ
れ
と
な
く
実
名
を
聞
き
知
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宝
暦

以
後
の
史
料
と
な
る
が
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
の
「
新
吉

原
規
定
証
文
」（
二
八
）に
も
、「
客
帳
」
と
称
す
る
も
の
は
前
々

か
ら
存
在
し
た
が
「
未
熟
之
分
も
有
之
趣
ニ
候
」
た
め
今
後
は

し
っ
か
り
と
記
す
、
但
し
客
の
名
や
住
所
を
詳
細
に
聞
く
こ
と

は
客
に
も
商
売
に
も
差
支
え
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、「
一
同

客
え
不
響
様
」
取
り
計
ら
っ
て
客
帳
を
と
る
、
と
い
っ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る（
二
九
）。
こ
れ
ら
の
記
述
を
併
せ
み
る
と
、

客
が
身
元
を
隠
し
た
が
り
、
店
も
商
売
の
た
め
に
顕
わ
に
し
よ

う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
廓
の
構
造
が
う
か
が
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
廓
で
は
、
客
の
願
望
に
お
い
て
も
、
実
際
の

登
楼
制
度
・
慣
習
に
お
い
て
も
、
西
山
・
高
田
氏
の
述
べ
る
よ

う
な
、
身
分
秩
序
を
排
し
、
貴
賤
を
隔
て
な
く
す
る
よ
う
な
仕

組
み
が
確
か
に
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
客
の
願
望
の
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、
客
は
す
べ
て
の

客
を
全
く
平
等
に
扱
っ
て
欲
し
い
と
求
め
た
訳
で
も
な
い
よ
う

で
あ
る
。
作
者
未
詳
『
吉
原
歌
仙
』（
延
宝
八
年
〔
一
六
八
〇
〕

頃
刊
）
に
は
、
遊
女
と
客
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。

大
て
ん
ぐ
と
い
う
書
に
、
ゆ
ふ
ぢ
よ
は
人
の
あ
そ
び
も
の

な
れ
と
も
、
あ
し
き
も
の
に
は
あ
ふ
べ
か
ら
ず
。
あ
し
き

も
の
に
あ
へ
ば
そ
の
ふ
う
ぞ
く
に
成
、
こ
ゝ
ろ
も
そ
れ
に

し
た
が
ふ
。
よ
き
人
も
あ
し
き
け
い
せ
い
に
あ
へ
ば
、
ま

た
そ
の
ふ
う
ぞ
く
に
う
つ
る
と
い
ふ
事
を
か
き
た
り
。
も

つ
と
も
な
る
事
な
り
。（
傍
線
引
用
者 

三
〇
）

今
日
伝
存
し
な
い
評
判
記
『
大
て
ん
ぐ
』
の
記
述
を
引
用
し
、

遊
女
は
「
あ
そ
び
も
の
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
風
俗
や
心
が
う

つ
る
か
ら
「
あ
し
き
も
の
」
と
は
会
っ
て
は
な
ら
な
い
、
客
も

ま
た
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
遊
女
が
本
来

は
誰
と
で
も
遊
ぶ
べ
き
「
あ
そ
び
も
の
」
あ
る
い
は
「
あ
そ
び

め
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
他
の
評
判
記
に
も
散
見
で
き
る
。

だ
が
こ
こ
で
は
、
同
時
に
「
あ
し
き
も
の
」
と
は
遊
ん
で
は
な

ら
な
い
と
し
、
客
自
ら
が
快
く
遊
ぶ
た
め
、
あ
る
い
は
遊
女
を

思
い
遣
っ
て
、
遊
女
や
店
に
一
定
の
規
範
を
求
め
て
い
る
。

第
二
節　

客
の
求
め
る
規
範

で
は
、
こ
こ
で
い
う
「
あ
し
き
も
の
」
と
は
、
具
体
的
に
ど

う
い
っ
た
人
物
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。『
吉
原
歌
仙
』
の
傍
線
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部
の
続
き
に
は
、「
あ
し
き
」
客
に
会
え
ば
そ
の
「
ふ
う
ぞ
く
」

が
遊
女
に
「
う
つ
る
」
こ
と
、
ま
た
そ
の
逆
も
有
り
得
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
ず
は
単
に
心
根
や
態
度
の
悪
い
人
物

が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
遊
廓
で
「
あ
し
き
」
人
物
と
い
え
ば
、

「
野
暮
」
も
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
通
り
、
遊
廓
に

お
い
て
は
、「
意
気
」
や
「
通
」
と
い
う
遊
興
規
範
が
客
に
よ
っ

て
追
及
さ
れ
、
そ
れ
に
至
ら
な
い
「
野
暮
」
は
振
ら
れ
て
当
然

の
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
評
判
記
に
お
い
て
も
、「
野
暮
」

の
拒
否
は
多
く
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
作
者
未
詳
『
吉
原
袖

か
ゝ
み
』（
延
宝
初
年
〔
一
六
七
三
〕
頃
刊
）
の
「
京
町　

三

浦
内
」
の
「
薄
雲
」（
太
夫
）
評
に
は
、「
や
ぼ
の
め
か
ら
は
、

左
み
る
も
こ
と
わ
り
と
皆
人
云
り
。
尤
か
う
こ
そ
あ
る
べ
け

れ
。」（
三
一
）と
、
野
暮
を
振
る
こ
と
は
当
然
で
、
む
し
ろ
そ
う

す
る
べ
き
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
あ
し
き
も

の
」
と
は
、
単
に
野
暮
や
心
根
の
悪
い
人
物
だ
け
を
指
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

大
臣
客
の
取
巻
き
で
あ
っ
た
奥
平
市
六
の
著
と
推
定
さ
れ
る

『
吉
原
す
ゞ
め
』（
寛
文
七
年
〔
一
六
六
七
〕
刊
）
に
は
、
遊
女

が
「
知
音
」（
恋
人
）
に
す
べ
き
で
な
い
客
に
つ
い
て
、
次
の

様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

知
音
の
し
な
の
事

心
さ
し
有
と
い
ふ
人
に
な
さ
け
を
か
け
ん
こ
と
、
ゆ
ふ
女

の
道
な
り
と
し
る
へ
し
。
さ
れ
と
も
し
み
て
あ
し
き
は
、

　

膈
人　

役
者　

く
る
わ
の
内
の
者

こ
れ
ら
は
、
お
そ
ろ
し
き
手
く
た
り
を
も
た
く
む
も
の
な

れ
は
、
よ
の
ち
い
ん
つ
た
へ
き
ゝ
て
、
う
る
さ
く
お
も
ふ

も
の
な
り
。（
三
二
）

「
し
み
て
あ
し
き
」「
知
音
」
と
し
て
「
膈
人
」、「
役
者
」、

「
く
る
わ
の
内
の
者
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。「
膈
人
」
は
博
奕

打
ち
、「
役
者
」
は
歌
舞
伎
役
者
や
浄
瑠
璃
役
者
、「
く
る
わ
の

内
の
者
」
は
、
妓
楼
の
亭
主
・
息
子
・
店
の
若
い
者
と
い
っ
た

店
側
の
人
間
を
言
う
。
要
す
る
に
こ
の
『
吉
原
す
ゞ
め
』
に
お

い
て
は
、
野
暮
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
遊
興
規
範
で
は
な
く
、
身

分
に
基
づ
い
て
「
し
み
て
あ
し
き
」
客
が
判
断
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
史
料
を
み
る
か
ぎ
り
、『
吉
原
歌
仙
』

に
み
ら
れ
る
「
あ
し
き
も
の
」
も
、
同
様
に
身
分
観
を
含
ん
だ

言
葉
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
『
吉
原
す
ゞ
め
』
で
は
「
し
み
て
あ
し
き
」
と

緩
や
か
な
表
現
が
さ
れ
て
い
る
が
、
役
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
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そ
も
そ
も
そ
の
登
楼
を
禁
じ
る
史
料
も
み
ら
れ
る
。
遊
女
評
判

記
に
は
分
類
さ
れ
て
い
な
い
が
、
遊
郭
の
事
跡
を
記
し
た
『
吉

原
大
全
』（
明
和
五
年
〔
一
七
六
八
〕
刊
）
に
は
、
揚
屋
で
は

芸
能
民
を
禁
じ
た
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。
揚
屋
と
は
、
客

が
女
郎
屋
か
ら
女
郎
を
呼
ん
で
遊
興
す
る
店
で
あ
る
。
女
郎
屋

と
は
遊
女
を
抱
え
る
店
の
事
で
、
揚
屋
は
客
の
要
望
を
聞
い
て

女
郎
屋
か
ら
遊
女
を
呼
び
出
し
、
客
と
座
敷
で
遊
興
さ
せ
た
。

遊
女
を
呼
ぶ
際
に
は
揚
屋
差
紙
と
い
う
呼
出
し
状
を
、
揚
屋
か

ら
女
郎
屋
に
遣
わ
す
の
が
習
い
で
あ
っ
た
。
揚
屋
遊
び
は
多
額

の
遊
興
費
を
要
す
る
豪
奢
を
極
め
た
も
の
で
、
客
に
は
そ
れ
相

応
の
財
力
が
求
め
ら
れ
た
。
遊
女
も
揚
が
る
こ
と
を
許
さ
れ
た

の
は
最
高
位
の
太
夫
と
、
そ
れ
に
次
ぐ
格
子
の
み
で
あ
っ
た
と

さ
れ
、
太
夫
の
消
滅
し
た
宝
暦
期
に
は
揚
屋
も
消
滅
し
た
。『
吉

原
大
全
』
に
は
こ
の
揚
屋
が
存
在
し
た
頃
の
差
紙
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

あ
げ
や
よ
り
女
良
を
よ
び
に
遣
す
節
、
た
れ
〳
〵
と
い
ふ

女
良
の
名
を
し
る
し
、
す
ゑ
に
申
楽
の
類
、
な
ら
び
に
か

わ
ら
者
、
御
法
度
の
客
に
て
御
ざ
な
く
と
い
ふ
文
言
を
し

た
ゝ
め
、
女
良
や
へ
證
文
を
入
レ
た
り
と
ぞ
。（
傍
線
引

用
者 

三
三
）

「
申
楽
」
を
能
役
者
、「
か
わ
ら
者
」
を
歌
舞
伎
役
者
な
ど

と
捉
え
れ
ば
、
こ
の
差
紙
は
揚
屋
で
芸
能
民
が
禁
じ
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
書
き
写
し
で
は
な

く
聞
き
書
き
で
あ
る
こ
と
、
他
の
廓
関
連
史
料
に
こ
の
文
言
の

差
紙
に
つ
い
て
記
述
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
信
憑
性
に
疑

問
の
余
地
は
あ
る（
三
四
）。
し
か
し
他
の
遊
女
評
判
記
に
も
、

役
者
が
客
と
し
て
忌
避
さ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
え
る
記
述
は
散

見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、『
吉
原
大
雑
書
』（
延
宝
三
年
〔
一
六

七
五
〕
刊
）
の
「
京
町
三
う
ら
内
」「
小
ふ
し
」（
格
子
）
の
評

で
あ
る
。

さ
れ
ば
、
此
君
く
ら
へ
物
に
い
わ
く
、
上
る
り
や
く
し
や
、

此
君
を
よ
ひ
し
に
、
此
て
き
は
い
や
と
て
、
ざ
し
き
を
け

た
て
た
ち
給
ふ
事
、
せ
ん
だ
い
み
も
ん
の
て
か
ら
と
や
い

わ
ん
。（
三
五
）

先
の
評
判
記
「
く
ら
へ
物
」（『
吉
原
く
ら
べ
物
』
現
在
伝
存

不
明 
三
六
）
か
ら
吉
原
京
町
三
浦
屋
内
の
「
小
ふ
し
」
が
浄
瑠
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璃
役
者
を
、
こ
の
客
は
嫌
だ
と
言
っ
て
座
敷
を
蹴
立
て
て
振
っ

た
、
と
い
う
話
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
行
為
が
前
代
未
聞
の
手
柄

と
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
浄
瑠
璃
役
者
が
断
ら

れ
て
も
当
然
の
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の

よ
う
に
み
な
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
拒
否
さ

れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
ら
し
い
様
子
が
う
か
が
え
る
。

本
書
は
延
宝
期
に
お
け
る
暴
露
本
の
一
つ
で
あ
り
、
筆
者
と
推

定
さ
れ
る
「
小
石
河
住
山
水
氏　

頓
滴
林
」
に
つ
い
て
は
未
詳

だ
が
、「
小
石
河
住
」
と
い
う
こ
と
は
廓
内
の
者
で
は
な
い
の

で
あ
ろ
う
。
同
作
者
と
推
定
さ
れ
る
『
山
茶
や
ぶ
れ
笠
』
の

「
跋
」
で
は
、
人
の
話
や
噂
を
無
批
判
に
載
せ
る
評
判
記
を
批

判
し
、「
お
て
き
（
引
用
註
、
客
）
た
ち
を
ま
ね
き
よ
せ
、
ひ

と
り
〳
〵
の
心
ね
お
も
は
く
の
よ
し
あ
し
、
こ
と
こ
ま
や
か
に

か
た
ら
せ
」
た
と
あ
る
か
ら（
三
七
）、
客
の
視
点
に
立
つ
著
者

で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。『
吉
原
大
雑
書
』
で
は
こ
の

他
に
、
京
町
三
浦
屋
内
の
「
あ
つ
ま
」
も
、「
か
わ
ら
や
く
し
や
」

を
客
に
し
た
こ
と
が
評
中
で
取
沙
汰
さ
れ
て
い
る（
三
八
）。

ま
た
、『
吉
原
大
雑
書
』
か
ら
十
年
程
時
代
が
下
る
四
国
太

郎
（
宝
井
其
角
）
著
『
吉
原
源
氏
五
十
四
君
』（
貞
享
四
年
〔
一

六
八
七
〕
成
立
）
に
も
、
役
者
を
客
に
し
た
遊
女
「
鹿
背
山
」

を
批
判
す
る
評
が
み
ら
れ
る
。
著
者
の
其
角
は
著
名
な
俳
人

で
、
豪
商
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
の
取
り
巻
き
と
し
て
吉
原
に
足

を
運
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
。
問
題
の
評
で
は
、
名
高
い
流
行
り

君
で
あ
っ
た
「
鹿
背
山
」（
吉
原
京
町
三
浦
屋
内
格
子
）
は
、「
し

た
ら
く
」（
自
堕
落
）
な
こ
と
に
「
な
こ
や
山
三
」（
名
古
屋
山

三
。
歌
舞
伎
役
者
の
比
喩
、
あ
る
い
は
歌
舞
伎
「
不
破
」
を
演

じ
た
役
者
か 

三
九
）
を
客
に
し
た
た
め
品
が
下
っ
た
、
対
し
て

江
戸
町
の
「
小
太
夫
」
は
客
と
し
て
来
た
「
む
ら
山
の
く
ら
」

（
村
山
内
蔵
之
丞
・
歌
舞
伎
の
た
ち
役
者 

四
〇
）
を
役
者
と
知
っ

て
「
盃
も
け
か
さ
」
な
か
っ
た
（
盃
も
交
わ
さ
ず
振
っ
た
）（
四
一
）

と
し
、「
鹿
背
山
」
の
所
業
を
酷
評
し
て
い
る
。

同
じ
く
『
吉
原
源
氏
五
十
四
君
』
の
巻
末
に
は
、
揚
屋
十
九

軒
が
正
月
晦
日
に
定
め
た
と
い
う
五
箇
条
が
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
内
の
一
箇
条
に
は
「
や
く
者
衆
き
ん
せ
い
。
か
さ
か
き
御

無
用
。
少
々
御
心
易
き
御
方
に
候
共
、
か
ゝ
か
口
御
す
い
あ
る

ま
し
く
候
」（
傍
線
引
用
者 

四
二
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
豪
奢

な
遊
び
場
で
あ
っ
た
揚
屋
で
は
「
や
く
者
衆
」
と
「
か
さ
か
き
」

（
梅
毒
者
）
は
禁
制
で
、
た
と
え
心
易
い
者
で
あ
っ
て
も
、
女

将
が
「
御
す
い
」（
口
利
き
の
意
か
）
し
て
は
な
ら
な
い
と
取

決
め
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。
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但
し
、
こ
の
取
決
め
が
実
際
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た

こ
う
い
っ
た
考
え
が
店
も
客
も
共
有
す
る
吉
原
の
普
遍
的
な
考

え
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
判
然
と
し
な
い
。
評
判
記
の

中
に
は
戯
作
の
定
書
が
そ
れ
ら
し
く
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

り（
四
三
）、
他
の
遊
廓
関
連
史
料
に
こ
の
条
文
が
み
ら
れ
な
い

こ
と
、
同
日
に
定
め
た
と
す
る
条
文
に
施
行
さ
れ
た
と
は
思
え

な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら（
四
四
）、
こ
の
条

文
が
事
実
の
も
の
で
、
実
際
に
施
行
さ
れ
た
と
断
言
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た

史
料
を
併
せ
見
る
限
り
、
役
者
が
慣
習
と
し
て
忌
避
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

役
者
の
他
に
も
『
吉
原
草
摺
引
』（
元
禄
七
年
〔
一
六
九
四
〕

刊
）
に
は
、「
し
ゝ
か
し
ら
の
ふ
へ
の
や
く
」（
獅
子
頭
の
笛
の

役
）
を
と
っ
た
が
た
め
に
「
き
れ
い
つ
き
の
か
た
」（
綺
麗
好

き
の
方
）
と
の
仲
が
絶
え
た
ら
し
い
、
と
の
噂
が
記
さ
れ
た

「
三
好
」（
京
町
三
浦
屋
四
郎
左
衛
門
内
格
子
）
の
評
が
み
ら
れ

る（
四
五
）。
役
者
の
み
な
ら
ず
、
芸
能
民
が
他
の
客
か
ら
敬
遠

さ
れ
、
客
と
し
て
と
れ
ば
非
難
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

以
上
、
遊
女
評
判
記
か
ら
廓
に
お
け
る
客
の
身
分
を
め
ぐ
る

記
述
を
抽
出
し
、
具
体
的
に
検
討
を
加
え
て
き
た
。
廓
に
お
い

て
は
確
か
に
西
山
氏
の
述
べ
る
よ
う
な
客
の
平
等
願
望
や
登
楼

の
慣
習
、
酒
興
に
お
い
て
世
俗
的
な
身
分
を
超
え
る
と
い
っ
た

特
殊
な
状
況
が
み
ら
れ
、
客
を
差
別
す
る
遊
女
も
批
判
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、「
あ
し
き
」
客
を
排
そ
う
と
す

る
客
の
要
求
も
ま
た
存
在
し
た
。
そ
し
て
そ
の
「
あ
し
き
」
客

は
、
野
暮
と
い
っ
た
廓
内
の
価
値
基
準
や
単
純
な
金
銭
の
多
寡

の
み
で
な
く
、
役
者
と
い
っ
た
廓
外
の
身
分
に
よ
っ
て
も
判
断

さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
遊
廓
に
お
い
て
も
、
廓
外
の
秩
序
で
あ
る

身
分
観
や
職
業
観
は
依
然
と
し
て
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
だ
け
で
は
、

な
ぜ
先
行
研
究
や
当
時
の
史
料
に
お
い
て
遊
廓
で
の
貴
賤
の
隔

て
な
さ
が
称
揚
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
次

章
で
は
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
客
の
身
分
を
め
ぐ
る

言
説
の
差
異
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
し
た

い
。

第
三
章　

言
説
の
差
異
と
廓
の
構
造

本
章
で
は
、
第
三
章
で
み
た
よ
う
な
廓
の
実
態
が
あ
っ
た
に
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も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
廓
が
身
分
秩
序
を
排
す
る
場
と
し
て
称
揚

さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
廓
の
構
造
と
あ
わ
せ
て
考
察
を
め
ぐ
ら

せ
て
い
き
た
い
。

第
一
節　

差
異
の
要
因

第
一
章
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
遊
廓
は
し
ば
し
ば
世
俗
的

な
身
分
秩
序
を
超
越
す
る
場
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
客

の
扱
わ
れ
方
に
差
異
が
生
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
身
分
で
は

な
く
、
客
の
金
銭
の
多
寡
、
あ
る
い
は
粋
・
野
暮
と
い
っ
た
廓

内
の
価
値
基
準
に
よ
る
と
捉
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
だ
が

前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
遊
廓
に
お
い
て
も
廓
外
の
身
分
観

は
依
然
と
し
て
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
遊
廓
に
お

け
る
身
分
の
あ
り
方
は
、
西
山
氏
・
高
田
氏
の
見
解
を
否
定
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
両
氏
が
こ
う

い
っ
た
廓
の
状
況
を
ま
る
で
な
か
っ
た
と
い
う
風
に
考
え
て
い

た
よ
う
に
も
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
第
二
章
で
み
た
通
り
、
通
う

客
自
身
も
、
廓
が
身
分
を
超
え
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
。
こ
う
い
っ
た
言
説
と
実
態
の
食
い
違
い
は
、
ど
の
よ
う

に
説
明
が
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
廓
に
お
け
る
身
分
を
語
る
際

に
、
そ
も
そ
も
忌
避
あ
る
い
は
拒
否
さ
れ
た
客
が
想
定
に
含
ま

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
第
二
章
で
み
ら
れ
た

登
楼
が
問
題
と
な
る
客
は
、
野
暮
の
他
は
、
浄
瑠
璃
役
者
・
歌

舞
伎
役
者
・
獅
子
頭
の
笛
の
役
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々

は
廓
外
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
差
別
的
な
扱
い
を
受
け
る
立
場

に
あ
っ
た
。
一
般
的
な
客
で
あ
る
町
人
と
武
家
の
身
分
の
転
倒

の
み
に
言
説
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
、
周
縁
的
身
分
の
排
除
は
あ

く
ま
で
わ
ず
か
な
例
、
あ
る
い
は
当
然
の
こ
と
と
み
な
さ
れ
、

当
時
の
史
料
に
お
い
て
廓
が
貴
賤
の
隔
て
の
な
い
場
と
し
て
記

さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
先
に
取
り
上
げ
た
『
色
道
大
鏡
』
巻
第
十
八
「
無
礼

講
式
」
に
つ
い
て
も
見
解
を
加
え
て
お
き
た
い
。「
無
礼
講
式
」

で
は
廓
に
お
い
て
貴
賤
が
打
ち
混
じ
る
様
子
が
描
か
れ
て
お

り
、
前
章
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
現
実
の
身
分
が
意
味
を
持
つ

よ
う
な
廓
の
実
態
は
み
え
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
『
色
道
大
鏡
』

が
主
な
対
象
と
す
る
島
原
と
吉
原
の
違
い
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、「
無
礼
講
式
」
自
体
の
読
み
方
を
捉
え
直
す
必
要
も
あ
る
。

こ
の
「
無
礼
講
式
」
の
趣
旨
は
遊
客
の
無
礼
な
振
る
舞
い
の
例

を
挙
げ
な
が
ら
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
述
べ
る
こ
と
に
あ
り（
四
六
）、

常
に
こ
の
よ
う
な
座
が
取
り
持
た
れ
て
い
た
の
か
は
検
討
の
余

地
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
分
の
入
り
混
じ
る
座
も
存
在
し
た
が
、
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身
分
秩
序
が
意
識
さ
れ
た
場
合
や
、
特
定
の
身
分
を
排
除
す
る

場
合
も
同
様
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

加
え
て
、
そ
も
そ
も
登
楼
自
体
を
拒
否
さ
れ
る
客
が
い
た
と
す

れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
客
は
「
無
礼
講
式
」
に
登
場
す
ら
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
揚
屋
差
紙
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
芸

能
民
が
登
楼
以
前
に
拒
否
さ
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
先

行
研
究
に
お
い
て
廓
が
身
分
を
超
え
る
場
と
し
て
説
明
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
こ
う
い
っ
た
史
料
に
み
ら
れ
る
当
時
の

感
覚
を
、
批
判
無
く
受
け
入
れ
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節　

身
分
を
め
ぐ
る
廓
の
構
造

ま
た
他
の
可
能
性
と
し
て
、
客
の
忌
避
や
排
除
に
対
す
る
解

釈
の
仕
方
の
違
い
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
種
の
客

の
排
除
を
廓
内
の
取
決
め
と
捉
え
る
か
、
廓
外
の
身
分
秩
序
の

持
ち
込
み
と
捉
え
る
か
の
違
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
推
測
を

考
え
る
上
で
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
作
品
と
し
て
、
井
原
西
鶴

の
『
好
色
一
代
男
』（
天
和
二
年
〔
一
六
八
二
〕
刊
）
の
客
の

拒
否
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
、
こ
の
話
に
対
す
る
染
谷
智
幸

氏
の
解
釈
を
取
り
上
げ
た
い
。『
好
色
一
代
男
』
巻
五
の
一

「
後の

ち

は
様さ
ま

つ
け
て
呼よ
ぶ

」
に
は
、「
前
代
未
聞
の
遊
女
」「
情
第
一

深
し
」
と
い
わ
れ
た
太
夫
「
吉
野
」
と
、
京
七
条
通
に
住
む
小

刀
鍛
冶
の
貧
し
い
弟
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
前
半
部
の
大
略
を
示
せ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

吉
野
を
見
染
め
た
貧
し
い
小
刀
鍛
冶
が
、
な
ん
と
か
太
夫

の
揚
代
五
十
三
匁
を
貯
め
、
鍛
冶
職
人
の
休
日
吹ふ

い

革ご

祭
り

の
日
に
廓
に
忍
ん
だ
。
し
か
し
会
う
こ
と
は
叶
わ
ず
、

「『
及

お
よ
ぶ

事こ
と

の
お
よ
ば
ざ
る
は
』
と
、
身み

の
程ほ
ど

い
と
口く
ち

惜お
し

と

歎な
げ

」
き
帰
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
あ
る
者
が
吉
野
に
伝
え
た

と
こ
ろ
、
吉
野
は
ひ
そ
か
に
そ
の
小
刀
鍛
冶
を
呼
び
入
れ

た
。
感
激
で
涙
を
流
す
が
何
も
で
き
ず
逃
げ
帰
ろ
う
と
す

る
男
に
、
吉
野
は
何
と
か
思
い
を
遂
げ
さ
せ
、
そ
の
上
に

盃
ご
と
ま
で
し
て
帰
さ
せ
た
。
揚
屋
は
「
是
は
あ
ま
り
な

る
御
し
か
た
」
と
吉
野
を
咎
め
た
が
、
吉
野
は
わ
け
知
り

の
世
之
助
様
（『
好
色
一
代
男
』
の
主
人
公
）
で
あ
れ
ば

わ
か
っ
て
く
れ
る
と
い
い
、
や
が
て
や
っ
て
き
た
世
之
助

は
「
そ
れ
こ
そ
女
郎
の
本ほ

ん

意い

な
れ
」
と
言
い
、
そ
の
日
の

内
に
吉
野
を
身
請
け
し
妻
に
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
、
普
通
は
鍛
冶
職
人
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が
太
夫
の
客
に
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
本
文
に
は
小
刀
鍛
冶
が
な
ぜ
拒
否
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た

か
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
記
述
は
な
い
。
こ
の
要
因
に
つ
い
て

推
測
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

一
つ
は
、
小
刀
鍛
冶
の
身
分
に
そ
の
要
因
を
求
め
る
解
釈
で

あ
る
。『
決
定
版
対
訳
西
鶴
全
集　

第
一
巻　

好
色
一
代
男
』

は
、
小
刀
鍛
冶
が
「『
及

お
よ
ぶ

事こ
と

の
お
よ
ば
ざ
る
は
』
と
、
身み

の
程ほ
ど

い
と
口く
ち

惜お
し

と
歎な
げ

」
き
帰
っ
た
の
を
、「『
金
さ
え
あ
れ
ば
自
由
に

で
き
る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
が
で
き
な
い
と
は
』
と
、
自
分
の

身
分
の
低
い
の
を
嘆
い
て
い
る
」
と
訳
し
て
い
る（
四
七
）。
ま

た
、
鍛
冶
を
客
に
し
た
吉
野
を
揚
屋
が
咎
め
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、「
太
夫
は
上
流
人
士
を
客
と
す
る
の
で
、
身
分
の
低
い
者

と
契
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
」
と
註
に
記
し
て
い

る（
四
八
）。
つ
ま
り
、
身
分
を
理
由
に
小
刀
鍛
冶
が
拒
否
さ
れ

た
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
遊
廓
に
限
ら
な
い
、
近

世
社
会
の
身
分
秩
序
が
適
用
さ
れ
た
た
め
の
拒
否
と
す
る
見
方

で
あ
ろ
う
。

い
ま
一
つ
は
、
小
刀
鍛
冶
が
廓
の
取
決
め
に
則
っ
て
い
な

か
っ
た
た
め
、
拒
否
さ
れ
た
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
最
高
位
で

あ
る
太
夫
に
参
会
す
る
た
め
に
は
、
前
々
か
ら
人
を
通
し
て
約

束
を
と
り
つ
け
る
な
ど
、
煩
雑
な
手
続
き
が
必
要
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。
ま
た
、
遊
女
を
買
う
た
め
に
は
揚
代
の
み
で
な
く
、

店
の
者
に
気
を
配
り
、
心
付
け
を
渡
す
こ
と
も
必
要
で
あ
っ

た
。
そ
う
い
っ
た
廓
の
常
識
に
則
れ
な
い
（
だ
ろ
う
）
存
在
と

し
て
、
小
刀
鍛
冶
が
拒
否
さ
れ
た
可
能
性
も
否
め
な
い
。
こ
ち

ら
は
前
者
と
異
な
り
、
廓
内
の
論
理
に
よ
る
拒
否
と
い
う
見
方

で
あ
る
。

こ
の
物
語
は
こ
れ
ま
で
様
々
に
読
み
解
か
れ
て
き
た
が
、
染

谷
氏
の
場
合
、
廓
に
お
け
る
金
銭
の
問
題
を
考
察
す
る
際
に
こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
上
げ
て
い
る（
四
九
）。
染
谷
氏
は
小
刀

鍛
冶
が
五
十
三
匁
持
参
し
た
こ
と
、
そ
し
て
吉
野
が
性
交
渉
と

盃
事
を
行
い
あ
く
ま
で
遊
女
と
し
て
小
刀
鍛
冶
に
接
し
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
、「
遊
女
と
は
本
来
、
買
い
手
の
金
銭
に
対
し

て
我
が
身
を
売
る
の
が
商
売
で
あ
る
。
遊
廓
に
は
様
々
な
格
式

や
文
化
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
そ
う
し
た
金
銭
以
外

の
も
の
が
多
く
入
り
込
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
金
銭

と
我
が
身
を
対
価
交
換
す
る
の
が
本
筋
で
あ
る
」
と
し
、
吉
野

の
行
為
は
遊
女
と
し
て
本
筋
に
則
っ
た
も
の
で
、
世
之
介
（
す

な
わ
ち
、
作
者
で
あ
る
西
鶴
）
が
「
女
郎
の
本
意
」
と
吉
野
を

賞
賛
し
た
の
は
「
情
け
深
い
一
人
の
女
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
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く
ま
で
も
遊
女
と
し
て
接
し
た
」
た
め
で
あ
る
と
推
測
し
て
い

る（
五
〇
）。
す
な
わ
ち
遊
女
は
本
来
金
銭
を
も
っ
て
や
り
取
り

す
る
の
が
本
筋
で
あ
る
が
、
金
銭
以
外
の
「
様
々
な
格
式
や
文

化
」
が
廓
に
生
ま
れ
た
た
め
に
、
こ
の
小
刀
鍛
冶
は
吉
野
を
買

う
こ
と
が
で
き
ず
、
吉
野
も
ま
た
楼
主
に
責
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
、
と
染
谷
氏
は
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
二
通
り
の
解
釈
に
当
て
は
め
れ
ば
、
染
谷
氏
は

拒
否
の
要
因
を
、
身
分
と
い
う
廓
外
の
論
理
で
は
な
く
、
廓
の

「
格
式
や
文
化
」、
つ
ま
り
は
廓
内
の
取
決
め
に
求
め
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
全
く
廓
内
の
も
の
と
み
な
し
て
い
る

訳
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
廓
に
「
金
銭
以
外
の
も
の
が
多
く

入
り
込
」
ん
だ
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
廓
の
「
格
式
や
文
化
」

に
廓
外
の
要
素
が
多
く
入
り
込
ん
で
い
た
、
と
の
想
定
を
染
谷

氏
が
有
し
て
い
た
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
仮
に

小
刀
鍛
冶
が
拒
否
さ
れ
た
理
由
が
廓
外
の
身
分
秩
序
で
は
な

く
、
廓
内
の
決
ま
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
決
ま
り
に
は

廓
外
の
身
分
制
や
賤
視
観
も
反
映
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

廓
内
の
決
ま
り
に
廓
外
の
論
理
が
入
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と

い
う
考
え
は
、
廓
が
現
実
社
会
に
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
限

り
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
廓
の
取
決
め
は
多
く
の
場
合
、

廓
外
と
の
差
異
を
明
示
す
る
特
徴
と
し
て
言
及
さ
れ
て
き
た
。

登
楼
の
際
に
腰
の
物
を
預
か
る
、
太
夫
と
の
参
会
に
お
い
て
客

が
下
座
に
座
る
、
と
い
っ
た
廓
特
有
の
決
ま
り
は
、
確
か
に
廓

外
の
社
会
と
は
大
き
く
異
な
る
。
し
か
し
染
谷
氏
の
示
唆
す
る

通
り
、
廓
内
外
の
秩
序
は
明
確
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
両
者
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
た
可
能
性
は
十
二
分
に
あ

る
だ
ろ
う
。

廓
内
外
の
秩
序
が
複
雑
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示

す
例
に
は
、
西
山
氏
も
指
摘
し
て
い
た
、
廓
に
お
け
る
「
武
家
」

の
位
置
付
け
の
問
題
が
あ
る
。
武
家
、
と
い
っ
て
も
特
に
勤
番

侍
は
、
多
く
の
場
合
野
暮
と
し
て
語
ら
れ
、
勤
番
武
士
を
意
味

す
る
「
浅あ

さ

黄ぎ

裏う
ら

」
は
、
野
暮
の
代
名
詞
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
野
暮
は
必
ず
し
も
武
士
を
意
味
す
る
わ
け
で
な
い
も
の

の
、
武
士
を
想
起
さ
せ
る
言
葉
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
実
態
に
即
し
た
認
識
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、「
浅
黄
裏
」

が
登
場
す
る
作
品
の
担
い
手
が
多
く
は
町
人
で
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
武
士
に
対
す
る
身
分
的
羨
望
も
含
ま
れ
て
い
た
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
廓
内
の
規
範
で
あ
る
は
ず
の
野
暮
は
、
廓
外

を
完
全
に
排
し
た
概
念
で
は
な
く
、
あ
る
一
面
で
既
存
の
身
分
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秩
序
と
密
接
な
繋
が
り
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
廓
で
は
外

の
論
理
を
振
り
か
ざ
す
者
は
笑
わ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
廓
外

の
論
理
は
、
廓
の
掟
を
笠
に
着
て
、
あ
る
い
は
あ
え
て
そ
の
論

理
を
転
倒
さ
せ
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
そ
の
威
力
を
保
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
推
測
を
た
て
る
と
、
先
に
述
べ
た
西
山
氏
の

主
張
の
矛
盾
、
論
者
間
の
食
い
違
い
の
要
因
も
明
ら
か
に
な
っ

て
く
る
。
西
山
氏
は
客
の
身
分
に
よ
る
扱
わ
れ
方
の
差
異
を
知

り
な
が
ら
も
、
そ
の
差
異
を
廓
の
掟
や
単
純
な
金
銭
の
多
寡
に

基
づ
く
順
位
と
み
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
反
し
て
中
野
氏

は
、
そ
の
差
異
の
理
由
を
あ
く
ま
で
廓
外
の
論
理
で
あ
る
身
分

秩
序
に
求
め
、
廓
内
の
掟
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
廓
に
は
、
こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
の
解
釈
も
可
能
で

あ
る
よ
う
な
、
俗
世
の
ル
ー
ル
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
も
、
そ

れ
を
覆
い
隠
す
よ
う
な
あ
り
方
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
う
い
っ
た
廓
の
あ
り
方
を
形
作
っ
た
の
は
、
客
の
要

望
と
、
商
売
の
た
め
に
そ
れ
に
応
え
よ
う
と
し
た
店
、
そ
し
て

概
ね
そ
れ
に
追
随
し
な
が
ら
も
、
必
ず
し
も
店
や
客
に
従
わ
な

い
遊
女
と
い
う
三
者
三
様
の
事
情
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
廓
が
身
分
を
超
越
す
る
と
い
っ
た

西
山
氏
や
高
田
氏
の
見
解
は
自
ら
は
拒
否
さ
れ
な
い
客
の
目
線

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
中
野
氏
の
見
解
は
、
廓
を
内
側
か
ら

み
て
建
て
前
を
理
解
し
た
店
側
、
あ
る
い
は
忌
避
さ
れ
た
客
の

視
点
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
遊
女
評
判
記
に
焦
点
を
当
て
、
客
の
身
分
を
め
ぐ
る

廓
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
き
た
。
廓
に
お
け
る
身

分
に
つ
い
て
言
及
し
た
先
行
研
究
に
は
、
廓
が
身
分
を
超
え
た

場
で
あ
る
と
い
う
見
解
と
、
そ
れ
を
否
定
す
る
見
解
が
み
ら
れ

る
。
こ
の
立
場
の
違
い
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
で
は

主
な
史
料
と
し
て
遊
女
評
判
記
を
設
定
し
、
廓
に
お
け
る
客
の

身
分
を
め
ぐ
る
状
況
を
実
証
的
に
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
廓

は
確
か
に
西
山
氏
が
述
べ
る
よ
う
な
「
現
実
を
遮
断
し
た
」
場

と
し
て
求
め
ら
れ
、
且
つ
実
際
に
そ
の
よ
う
な
場
と
み
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、「
あ
し
き
」
客
と
し

て
忌
避
あ
る
い
は
拒
否
さ
れ
る
客
も
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
忌
避
や
拒
否
の
判
断
は
、
廓
内
の
価
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値
基
準
の
み
で
な
く
、
廓
外
の
身
分
観
に
も
基
づ
い
て
な
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
見
特
異
な
取
決
め
を
も
つ
廓

も
、
そ
の
構
造
を
紐
解
け
ば
、
廓
外
の
社
会
と
の
密
接
な
繋
が

り
が
み
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
実
態
が
あ
り
な
が
ら
も
、
廓
が
し
ば
し
ば
身
分

を
超
越
す
る
場
と
し
て
説
明
さ
れ
た
要
因
に
は
、
こ
の
言
説
が

忌
避
さ
れ
る
人
々
を
含
め
な
い
考
え
の
も
と
に
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
の
他
、
廓
自
体
の
構
造
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
廓

で
は
現
実
の
秩
序
が
強
く
意
識
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
廓
内

の
掟
と
複
雑
に
絡
み
合
い
、
覆
わ
れ
、
一
見
し
て
既
存
秩
序
の

適
用
と
判
断
で
き
な
い
よ
う
な
構
造
が
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
客
の
身
分
を
め
ぐ
る

言
説
の
違
い
は
、
こ
う
い
っ
た
廓
の
構
造
を
ど
の
立
場
か
ら
み

た
か
の
違
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

見
解
の
正
否
を
問
う
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
見
解
を
包
括
的

に
捉
え
、
廓
の
構
造
を
考
え
て
行
く
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
本
稿
の
課
題
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
江

戸
吉
原
の
一
時
期
に
対
象
を
絞
り
議
論
を
行
っ
た
た
め
、
時
代

に
よ
る
推
移
や
地
域
毎
の
差
異
に
つ
い
て
は
検
証
で
き
て
い
な

い
。
ま
た
、
一
部
の
客
を
「
誰
が
」
忌
避
し
た
か
と
い
う
主
体

の
問
題
に
つ
い
て
も
、
充
分
な
議
論
を
し
て
い
な
い
。
今
後
は

こ
れ
ら
の
点
を
課
題
と
し
、
廓
と
い
う
場
に
お
け
る
既
存
秩
序

の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

註※
頻
出
す
る
、
全
七
巻
の
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編
『
江
戸
吉
原
叢
刊
』（
八
木

書
店
、
平
成
二
十
三
年
）
に
つ
い
て
は
、『
江
戸
吉
原
叢
刊　

巻
数
』
と
略
記

す
る
。

（
一
）　

西
山
松
之
助
著
『
く
る
わ
』（
至
文
堂
、
昭
和
三
十
八
年
）
／
引
用
・
頁

数
は
『
近
世
風
俗
と
社
会　

西
山
松
之
助
著
作
集　

第
五
巻
』（
吉
川
弘

文
館
、
昭
和
六
十
三
年
）
に
よ
る
。
七
四
─
七
五
頁
。

（
二
）　

中
野
三
敏
著
「
す
い
・
つ
う
・
い
き
─
そ
の
生
成
の
過
程
」（『
講

座　

日
本
思
想　

第
五
巻
』〔
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
九
年
〕、

一
三
九
─
一
四
〇
頁
）

（
三
）　

西
山
著
『
近
世
風
俗
と
社
会　

西
山
松
之
助
著
作
集　

第
五
巻
』（
前
掲

註
一
）、
七
四
─
七
五
頁

（
四
）　

郡
司
正
勝
著
『
歌
舞
伎
と
吉
原
』（
淡
路
書
房
、
昭
和
三
十
一
年
）、
一

一
二
─
一
一
三
頁

（
五
）　

小
森
隆
吉
著
「〈
廓
〉
の
世
界
」（
学
燈
社
編
『
国
文
学　

解
釈
と
教
材

の
研
究
』
第
二
六
巻
一
四
号
臨
時
増
刊
〔
昭
和
五
十
六
年
十
月
〕、
同
出

版
、
五
九
頁
）
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（
六
）　

高
田
衛
著
「
廓
の
精
神
史
─
公
界
と
悪
所
」（
学
燈
社
編
『
国
文
学　

解

釈
と
教
材
の
研
究
』
第
三
八
巻
九
号
〔
平
成
五
年
八
月
〕、
同
出
版
）
／

他
に
西
山
松
之
助
編
『
日
本
史
小
百
科　

遊
女
』（
東
京
堂
出
版
、
昭
和

五
十
四
年
）
な
ど
に
も
、
こ
う
い
っ
た
見
解
が
散
見
さ
れ
る
。

（
七
）　

西
山
著
『
近
世
風
俗
と
社
会　

西
山
松
之
助
著
作
集　

第
五
巻
』（
前
掲

註
一
）、
七
四
頁

（
八
）　

同
右
、
七
四
─
七
五
頁

（
九
）　

高
田
著
「
廓
の
精
神
史
─
公
界
と
悪
所
」（
前
掲
註
六
）、
四
五
頁

（
一
〇
）　

中
野
著
「
す
い
・
つ
う
・
い
き
─
そ
の
生
成
の
過
程
」（
前
掲
註
二
）、

一
三
九
─
一
四
〇
頁

（
一
一
）　

同
右
、
一
四
〇
─
一
四
一
頁

（
一
二
）　

西
山
著
『
近
世
風
俗
と
社
会　

西
山
松
之
助
著
作
集　

第
五
巻
』（
前

掲
註
一
）、
一
五
三
頁

（
一
三
）　

西
山
氏
は
『
く
る
わ
』（
前
掲
註
一
）
の
「
二　

廓
の
機
能
」「
三　

遊

女
の
生
態
」
に
お
い
て
、
中
野
氏
は
「
す
い
・
つ
う
・
い
き
─
そ
の
生

成
の
過
程
」（
前
掲
註
二
）
全
般
に
お
い
て
引
用
し
て
い
る
。

（
一
四
）　

野
間
光
辰
著
『
日
本
書
誌
学
大
系40　

初
期
浮
世
草
子
年
表
近
世
遊

女
評
判
記
年
表
』（
青
裳
堂
書
店
、
昭
和
五
十
九
年
）

（
一
五
）　

小
野
晋
著
『
近
世
初
期
遊
女
評
判
記
集
（
研
究
篇
）』（
古
典
文
庫
、

昭
和
四
十
年
）

（
一
六
）　

以
下
、
評
判
記
の
内
容
に
つ
い
て
は
小
野
晋
著
「
西
鶴
と
遊
女
評
判

記
」（『
国
文
学
：
解
釈
と
鑑
賞
』
第
三
四
巻
第
一
一
号
〔
昭
和
四
十
四

年
十
月
〕、
至
文
堂
、
三
六
─
三
七
頁
）
を
参
考
に
し
た
。

（
一
七
）　

評
判
記
の
数
は
特
に
野
間
著
「
近
世
遊
女
評
判
記
年
表
」
を
も
と
に

計
算
し
た
。
但
し
野
間
氏
の
年
表
作
成
時
と
現
在
の
伝
存
状
況
に
は
若

干
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
違
い
を
反
映
し
た
。
ま
た
伝
存

状
況
が
不
明
の
も
の
も
あ
る
た
め
、
お
お
よ
そ
の
数
で
記
し
た
。

（
一
八
）　

一
冊
で
様
々
な
内
容
を
扱
う
も
の
も
多
く
、
観
点
の
置
き
方
に
よ
っ

て
は
変
動
す
る
。

（
一
九
）　

内
容
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
中
野
三
敏
著
「
遊
女
評
判
記
研
究
─
西

鶴
文
学
の
一
基
盤
─
」（
日
本
近
世
文
学
会
編
『
近
世
文
芸
』
八
号
〔
昭

和
三
十
七
年
十
一
月
〕、
同
出
版
、
二
九
頁
）
を
参
考
に
し
た
。

（
二
〇
）　

遊
女
評
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
で
本
稿
の
関
心
と
重
な
る
も
の
に

は
、
小
野
著
『
近
世
初
期
遊
女
評
判
記
集
（
研
究
篇
）』（
前
掲
註
一
五
）、

渡
辺
憲
司
著
『
江
戸
遊
女
紀
聞　

─
売
女
と
は
呼
ば
せ
な
い
』（
ゆ
ま
に

書
房
、
平
成
二
十
五
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
遊
女
評
か

ら
客
の
実
態
を
知
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
と
は
異
な
る
も
の
の
、
廓
の

構
造
や
遊
女
の
あ
り
方
に
つ
い
て
遊
女
評
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
り
、

類
似
し
た
視
野
に
立
つ
研
究
と
言
え
る
。

（
二
一
）　

長
養
軒
・
通
遊
軒
・
如
柳
堂
著
「
吉
原
大
評
判
ゑ
に
し
染
」（『
江
戸

吉
原
叢
刊　

第
五
巻
』、
八
三
頁
：
角
町
み
や
う
が
や
吉
左
衛
門
内
太
夫

座
敷
持
ち
床
夜
）
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（
二
二
）　

廓
鶴
堂
楽
水
著
「
吉
原
評
判
交
代
盤
栄
記
」（『
江
戸
吉
原
叢
刊　

第

五
巻
』、
三
四
九
頁
：
江
戸
町
弐
丁
目
左
側
亀
甲
屋
内
菊
そ
の
）

（
二
三
）　

今
宮
か
ら
す
著
「
吉
原
人
た
ば
ね
」（『
江
戸
吉
原
叢
刊　

第
三
巻
』、

五
一
頁
：
角
町
与
右
衛
門
内
正
つ
ね
／
刊
行
年
の
推
定
に
つ
い
て
は
同

書
、
四
二
七
頁
）

（
二
四
）　

酉
水
庵
無
底
居
士
著
「
色
道
諸
分
難
波
鉦
」（
中
野
三
敏
校
注
『
色
道

諸
分
難
波
鉦
』〔
岩
波
文
庫
、
平
成
三
年
〕、
二
〇
六
頁
）

（
二
五
）　

畠
山
箕
山
著
「
色
道
大
鏡　

巻
第
十
八
無
礼
講
式
」（
新
版
色
道
大
鏡

刊
行
会
編
『
新
版
色
道
大
鏡
』〔
八
木
書
店
、
平
成
十
八
年
〕、
六
二
七

─
六
二
八
頁
）

（
二
六
）　

酉
水
庵
無
底
居
士
著
「
色
道
諸
分
難
波
鉦
」（
前
掲
註
二
四
）、
二
八

頁

（
二
七
）　

同
右
、
六
一
頁

（
二
八
）　
「
新
吉
原
規
定
証
文
」
は
吉
原
の
遊
女
屋
・
茶
屋
な
ど
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
た
吉
原
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
規
定
で
、
寛
政
七
年
、
弘
化
二
年
、

嘉
永
六
年
作
成
の
三
種
が
あ
る
。
こ
の
内
、
寛
政
七
年
の
規
定
の
み
が

町
奉
行
の
認
可
を
受
け
、
実
際
に
施
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
（
石
井
良
助
著
「
新
吉
原
規
定
証
文
に
つ
い
て
」〔『
女
人
差
別
と
近

世
賤
民
』、
明
石
書
店
、
平
成
七
年
〕、
一
八
一
頁
）。
寛
政
七
年
の
規
定

は
全
部
で
八
十
一
箇
条
、
作
成
の
理
由
は
近
頃
「
規
定
猥
ニ
成
行
候
」

た
め
で
あ
る
こ
と
が
は
じ
め
に
記
さ
れ
て
い
る
。
本
規
定
は
東
京
都
編

『
東
京
市
史
稿　

市
街
編
五
十
二
』（
同
出
版
、
昭
和
三
十
七
年
）
に
翻

刻
が
あ
る
が
、
異
な
る
底
本
を
用
い
た
石
井
良
助
氏
の
翻
刻
が
よ
り
正

確
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
註
二
九
の
出
典
は
石
井
の
「
新
吉
原
規
定
証

文
に
つ
い
て
」（
前
掲
）
に
よ
る
。

（
二
九
）　

同
右
、
一
八
七
頁
（「
新
吉
原
規
定
証
文
」
五
箇
条
目
）

（
三
〇
）　

作
者
未
詳
「
吉
原
歌
仙
」（『
江
戸
吉
原
叢
刊　

第
三
巻
』、
一
二
二

頁
：
吉
原
江
戸
町
二
丁
目
東
屋
内
最
中
／
刊
行
年
の
推
定
に
つ
い
て
は

同
書
、
四
二
八
頁
）

（
三
一
）　

作
者
未
詳
「
吉
原
袖
か
ゝ
み
」（『
江
戸
吉
原
叢
刊　

第
二
巻
』、
一
七

六
頁
：
吉
原
京
町
三
浦
屋
内
太
夫
薄
雲
／
刊
行
年
の
推
定
に
つ
い
て
は

同
書
、
四
二
二
頁
）

（
三
二
）　

奥
平
市
六
著
（
推
定
）「
吉
原
す
ゞ
め
」（『
江
戸
吉
原
叢
刊　

第
一

巻
』、
二
三
五
頁
）

 

　

奥
平
市
六
に
つ
い
て
は
未
詳
だ
が
、
書
名
の
と
お
り
「
吉
原
雀
」、
す

な
わ
ち
大
臣
客
の
取
り
巻
き
と
し
て
吉
原
に
入
り
浸
り
内
情
に
通
じ
て

い
た
者
と
小
野
氏
は
推
測
し
て
い
る
（『
近
世
初
期
遊
女
評
判
記
集
（
研

究
篇
）』〔
前
掲
註
一
五
〕、
一
四
八
頁
）。

（
三
三
）　

醉
郷
散
人
著
「
吉
原
大
全
」（『
江
戸
吉
原
叢
刊　

第
五
巻
』、
三
九
六

頁
）

（
三
四
）　

揚
屋
差
紙
は
他
に
も
い
く
つ
か
の
形
式
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
（
秀

山
人
著
「
柳
花
通
誌
」〔
国
書
刊
行
会
編
『
近
世
文
芸
叢
書　

第
十
』
同
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出
版
、
明
治
四
十
四
年
〕、
作
者
未
詳
「
吉
原
雑
話
」〔『
燕
石
十
種　

第

五
巻
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
五
年
〕
等
）、
申
楽
・
河
原
者
の
禁
を

記
す
差
紙
は
こ
の
『
吉
原
大
全
』
に
し
か
記
述
が
な
い
。
他
は
全
て
御

法
度
の
客
で
は
な
い
こ
と
を
記
す
の
み
で
あ
る
。

（
三
五
）　

作
者
未
詳
「
吉
原
大
雑
書
」（『
江
戸
吉
原
叢
刊　

第
二
巻
』、
三
二
三

頁
）

 

『
吉
原
大
雑
書
』
の
跋
に
「
山
茶
や
ふ
れ
笠
」
の
発
行
予
告
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
作
者
は
『
山
茶
や
ぶ
れ
笠
』
と
同
一
の
「
小
石
河
住
山
水

氏　

頓
滴
林
」
と
推
測
さ
れ
る
（
同
書
、
三
七
三
頁
）。

（
三
六
）　

稀
書
複
製
会
編
『
稀
書
解
説
第
一
編
』（
米
山
堂
、
大
正
九
年
、
四
五

頁
）
に
よ
れ
ば
寛
文
中
の
印
本
。

（
三
七
）　

小
石
河
住
山
水
氏
頓
滴
林
著
「
山
茶
や
ぶ
れ
笠
」（『
江
戸
吉
原
叢

刊　

第
二
巻
』、
四
一
四
頁
）

（
三
八
）　

作
者
未
詳
「
吉
原
大
雑
書
」（『
江
戸
吉
原
叢
刊　

第
二
巻
』、
三
二
九

頁
）

（
三
九
）　

名
古
屋
山
三
は
、
出
雲
阿
国
と
歌
舞
伎
踊
を
創
始
し
た
と
さ
れ
る
伝

説
的
人
物
。「
不
破
」
は
延
宝
八
年
に
江
戸
市
村
座
で
元
祖
市
川
團
十
郎

が
初
演
し
、
大
当
た
り
を
と
っ
た
と
い
わ
れ
る
歌
舞
伎
。
当
時
の
内
容

は
定
か
で
は
な
い
が
、
現
在
伝
わ
る
も
の
は
遊
女
の
葛
城
を
な
か
に
し

て
恋
を
争
う
不
破
判
左
衛
門
（
豊
臣
秀
次
の
小
姓
不
破
万
作
が
モ
デ
ル

と
さ
れ
る
）
と
名
古
屋
山
三
の
鞘
当
を
趣
向
と
す
る
。

（
四
〇
）　

柳
亭
種
彦
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
頭
注
に
よ
る
（
四
国
太
郎
著
「
吉
原

源
氏
五
十
四
君
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊　

第
四
巻
』、
二
三
頁
〕）。

（
四
一
）　

四
国
太
郎
著
「
吉
原
源
氏
五
十
四
君
」（『
江
戸
吉
原
叢
刊　

第
四

巻
』、
二
二
─
二
三
頁
）

（
四
二
）　

同
右
、
五
五
─
五
六
頁

（
四
三
）　

一
例
と
し
て
、
作
者
未
詳
『
吉
原
歌
仙
』（
延
宝
八
年
頃
刊
）
に
は
、

「
桟
茶
掟
」
と
称
し
て
散
茶
女
郎
へ
の
不
満
が
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
。

（
四
四
）　

一
箇
条
目
に
は
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
か
ら
散
茶
女
郎
が
残
ら

ず
揚
屋
入
り
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
散
茶
女
郎
は

揚
屋
入
り
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
通
説
的
な
見
解
で
あ
り
、
竹
嶋

仁
左
衛
門
著
「
洞
房
古
鑑　

巻
之
三
」（
森
銑
三
・
野
間
光
辰
他
編
『
随

筆
百
花
苑　

第
十
二
巻
』〔
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
九
年
〕、
七
六
頁
）

に
も
、
寛
保
四
年
（
一
七
四
四
）
前
後
に
散
茶
の
揚
屋
入
り
が
な
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
記
述
が
あ
る
。
他
の
評
判
記
も
併
せ
み

る
か
ぎ
り
、
散
茶
の
揚
屋
入
り
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
五
箇
条
に
は
三
田
村
鳶
魚
氏
ら
が
言
及
し
て
い
る
が
（「
恋
の
病
」

（『
鳶
魚
随
筆
』〔
春
陽
堂
、
大
正
十
四
年
〕、
二
八
九
頁
）、
条
文
そ
の
も

の
の
信
憑
性
は
問
わ
れ
て
お
ら
ず
、
全
て
が
実
際
に
施
行
さ
れ
た
定
め

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
更
な
る
検
証
を
要
す
る
。

（
四
五
）　

鈴
木
武
平
著
「
吉
原
草
摺
引
」（『
江
戸
吉
原
叢
刊　

第
四
巻
』、
一
七

九
頁
）
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（
四
六
）　

渡
辺
著
『
江
戸
遊
女
紀
聞　

─
売
女
と
は
呼
ば
せ
な
い
』（
前
掲
註
二

〇
）、
二
八
頁
／
畠
山
箕
山
著
「
色
道
大
鏡　

巻
第
十
八
無
礼
講
式
」（
前

掲
註
二
五
）、
六
三
〇
頁

（
四
七
）　

麻
生
磯
次
・
富
士
昭
雄
訳
注
『
決
定
版
対
訳
西
鶴
全
集
第
一
巻　

好

色
一
代
男
』（
明
治
書
院
、
平
成
四
年
）、
一
五
〇
頁

（
四
八
）　

同
右
、
一
五
三
頁

（
四
九
）　

染
谷
智
幸
著
「
遊
女
・
遊
郭
と
「
自
由
円
満
」
な
る
世
界
─
井
原
西

鶴
の
『
好
色
一
代
男
』
を
中
心
に
」（『
日
本
文
学
』
第
四
九
巻
第
一
〇

号
〔
平
成
十
二
年
十
月
〕）

（
五
〇
）　

同
右
、
二
五
頁
／
但
し
、
廓
が
本
来
、
金
銭
と
遊
女
が
「
対
価
交
換
」

さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
を
要
す
る
。


