
〈abstract〉

This paper investigates how farmers and peasants bought the services of

prostitutes in the Edo period. Many studies discuss customers in Yukaku

(licensed brothels) of the Edo period, but give minimal attention to farmers

and peasants as customers. The Yukaku customers were urban tradesmen,

artisans and samurai. Their lavish spending at brothels has attracted

attention, but historical materials also show that farmers and peasants also

occasionally visited Yukaku. These materials generally do not describe the

behavior of farmers and peasants at the brothels. These farmers and

peasants are often termed " countrymen" in the historical materials on

Yukaku. Countrymen, however, may indicate farmers and peasants and

samurai who came from the countryside to Edo because of the sankin kotai

(alternate attendance) system. That is, although it is necessary to focus on

the description for countrymen to target farmers and peasants, the problem

in that the term countrymen does not indicate only farmers and peasants. If

the description for countrymen is excluded, descriptions about farmers and

peasants are completely ignored. Therefore, in this paper on farmers and

peasants, I target all customers termed countrymen and consider how these
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遊郭・飯盛旅籠の客

――田舎衆と百姓――

Customers in Yukaku (licensed brothels) and Meshimori-hatago

(accommodations where women offer sexual services)

in the Edo Era: Countrymen and Farmers/Peasants

髙木まどか



men bought the services of prostitutes.

The sites of prostitution in the Edo period were the Yukaku (licensed

brothels), Okabasho (non-licensed brothels), and Meshimori-hatago

(accommodations where women offer sexual services). This paper focuses

primarily on Yukaku and Meshimori-hatago, for which many historical

materials about farmers and countrymen remain. The first chapter

summarizes my prior research, the second discusses countrymen in Yukaku,

and the third is about farmers and peasants in the Meshimori-hatago. I

would like to consider how these customers were treated in the Yukaku and

Meshimori-hatago, why they went to brothels and how those around them

perceived these farmers and countrymen.
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は
じ
め
に

江
戸
時
代
の
遊
郭
に
お
け
る
客
を
論
じ
る
研
究
は
多
い
が
︑

あ
ま
り
注
目
を
浴
び
な
い
客
と
し
て
︑
百
姓
が
い
る
︒
遊
郭
の

客
と
い
え
ば
派
手
に
遊
ん
だ
町
人
や
武
士
に
焦
点
が
当
て
ら
れ

が
ち
で
あ
る
が
︑
次
の
よ
う
に
百
姓
が
遊
郭
に
足
を
運
ん
だ
ら

し
い
こ
と
を
示
す
史
料
も
み
え
る
︒

︻
享
保
五
年
︹
一
七
二
〇
︺﹃
洞
房
語
園
﹄︵
庄
司
道
恕
斎
勝
富

著
︶︼師

走
の
十
七
日
︑
十
八
日
は
︑
浅
草
の
市
に
て
︑
江
戸
十
里

四
方
の
百
姓
︑
昼
夜
引
も
き
ら
ず
市
立
し
て
︵
引
用
者
註
︱

市
に
出
か
け
て
︶︑
序
に
吉
原
を
見
ん
と
て
︑
か
け
寄
っ
て

局
々
の
唄
す
が
ゝ
き
に
う
か
れ
︑
イ
ザ
一
代
一
度
の
思
ひ
出

に
︑
女
郎
買
ふ
て
み
ん
と
て
︑
仕
舞
︵
引
用
者
註
︱
遊
女
を

一
日
買
い
切
り
に
す
る
こ
と
︶
と
い
ふ
は
何
程
だ
と
問
ひ
︑

同
じ
見
世
の
遊
女
な
れ
ば
︑
仕
舞
は
二
朱
と
答
ふ
れ
ば
︑
彼

田
舎
も
の
︑
三
百
に
ま
け
ろ
と
い
へ
ど
︑
女
郎
挨
拶
も
せ
ね

ば
︑
全
体
市
の
気
に
成
り
て
︑
五
六
間
も
行
過
て
ま
た
取
て

返
し
︑
三
百
五
十
や
ら
う
が
︑
ま
け
ぬ
か
と
︑
大
声
あ
ぐ
る

も
を
か
し

︵
傍
線
引
用
者
︶︹
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部

一
九
七
六
：
三
二
九
-三
三
〇
︺

こ
こ
で
は
浅
草
の
市
の
つ
い
で
に
︑﹁
一
代
一
度
の
思
ひ
出

に
︑
女
郎
買
ふ
て
み
ん
﹂
と
し
た
百
姓
が
︑
ま
る
で
市
の
気
に

な
っ
て
女
郎
の
揚
代
を
値
切
っ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒
西

山
松
之
助
は
遊
里
の
客
層
を
論
じ
る
中
で
﹁
在
郷
の
客
﹂
に
注

目
し
︑
右
の
史
料
に
つ
い
て
﹁
い
か
に
も
田
舎
の
人
た
ち
ら
し

い
情
景
が
︑
こ
こ
に
は
よ
く
活
写
さ
れ
て
い
る
︒
庄
屋
と
か
名

主
の
よ
う
な
金
持
で
な
い
か
ぎ
り
︑
村
の
人
た
ち
は
恒
常
的
な

あ
そ
び
の
客
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
が
︑
と
き
に
は
独
り

で
︑
ま
た
と
き
に
は
大
勢
で
︑
都
市
の
祭
礼
と
か
盛
大
な
年
中

行
事
な
ど
に
か
こ
つ
け
て
︑
紅
灯
の
巷
を
さ
ま
よ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
の
で
あ
る
﹂︹
西
山

一
九
八
五
：
一
七
一
︺
と
の
見
解

を
述
べ
て
い
る
︒﹃
色
道
大
鏡
﹄︵
延
宝
六
年
︹
一
六
七
八
︺
序
・

畠
山
其
山
著
︶
に
も
︑﹁
鄙
の
住
居
の
土
民
･百
性
と
て
も
︑
参

宮
の
︑
六
條
参
り
の
な
ど
い
ひ
て
の
ぼ
れ
る
次
手
に
︑
心
な
ら

ず
遊
郭
︵
引
用
者
註
︱
こ
こ
で
は
島
原
遊
郭
︶
を
拝
す
る
者
お

ほ
か
り
﹂︹
新
版
色
道
大
鏡
刊
行
会

二
〇
〇
六
：
五
〇
五
︺
と
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あ
り
︑
名
主
や
庄
屋
の
よ
う
に
役
目
の
上
で
町
に
行
く
機
会
が

な
い
百
姓
で
も
︑
何
か
に
か
こ
つ
け
て
遊
び
に
い
っ
た
様
子
が

う
か
が
え
る
(一
)
︒

遊
郭
に
お
け
る
百
姓
の
議
論
が
少
な
い
要
因
と
し
て
は
︑
そ

も
そ
も
百
姓
に
関
す
る
史
料
の
少
な
さ
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
︑

同
時
に
百
姓
の
呼
称
に
も
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
先

の
史
料
に
も
み
え
る
と
お
り
︑
百
姓
は
し
ば
し
ば
﹁
田
舎
も
の
﹂

と
も
記
述
さ
れ
る
︒
但
し
当
然
な
が
ら
︑﹁
田
舎
も
の
﹂
は
百
姓

の
み
を
指
す
言
葉
で
は
な
い
︒
更
に
︑﹁
田
舎
も
の
﹂
を
指
す
呼

称
に
も
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
遊
女
の
評
判
を

主
な
内
容
と
す
る
遊
女
評
判
記
に
は
︑﹁
田
舎
大
臣
様
﹂(二
)
︑

﹁
い
な
か
衆
﹂(三
)
︑﹁
片
田
舎
の
人
﹂(四
)
︑﹁
田
舎
者
﹂(五
)
︑﹁
田

舎
侍
﹂(六
)
︑﹁
ざ
い
が
う
ふ
か
き
や
ぼ
て
ん
の
輩
﹂(七
)
と
い
っ

た
呼
称
が
み
え
る
︒
ま
た
﹃
傾
城
三
略
巻
﹄︵
慶
応
元
年
︹
一
八

六
五
︺︶
に
は
﹁
吉
原
言
葉
﹂
と
し
て
﹁
田
舎
の
人
﹂
を
﹁
旅
人

衆
﹂
と
呼
ぶ
と
い
っ
た
記
述
も
あ
る
(八
)
︒﹁
百
姓
﹂(九
)
と
記
述

さ
れ
た
場
合
︑
百
姓
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
︑﹁
田
舎

衆
﹂﹁
田
舎
者
﹂
と
い
っ
た
記
述
の
場
合
︑
文
脈
で
明
ら
か
に
な

る
場
合
を
除
い
て
そ
の
身
分
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
︒
ま
た

﹁
田
舎
侍
﹂
と
い
う
言
葉
や
︑﹁
田
舎
の
人
﹂
を
﹁
旅
人
衆
﹂
と

呼
ぶ
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑﹁
田
舎
も
の
﹂
は
参

勤
交
代
の
侍
を
指
す
場
合
も
多
い
︒
つ
ま
り
百
姓
を
射
程
す
る

た
め
に
は
﹁
田
舎
も
の
﹂
に
関
す
る
記
述
に
目
を
向
け
る
必
要

が
あ
る
も
の
の
︑﹁
田
舎
も
の
﹂
は
百
姓
の
み
を
指
す
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
難
し
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
︒

と
は
い
え
︑﹁
田
舎
も
の
﹂
に
関
わ
る
記
述
を
除
外
す
れ
ば
︑

百
姓
に
関
わ
る
記
述
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
に
も
な
る
︒
し
た

が
っ
て
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
百
姓
を
主
眼
に
据
え
つ
つ
も
︑

﹁
田
舎
も
の
﹂
と
さ
れ
て
い
る
客
を
ひ
っ
く
る
め
て
対
象
と
し
︑

こ
れ
ら
の
人
が
い
か
に
遊
女
を
買
い
遊
ん
だ
か
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
と
し
た
い
︒
な
お
近
世
の
売
買
春
の
場
と
し
て
は
︑

大
き
く
分
け
て
遊
郭
︑
岡
場
所
︑
飯
盛
旅
籠
を
置
く
宿
が
あ
っ

た
が
︑
本
稿
で
は
百
姓
及
び
﹁
田
舎
も
の
﹂
に
つ
い
て
の
史
料

が
多
く
残
る
遊
郭
及
び
飯
盛
旅
籠
を
主
な
対
象
と
す
る
︒
ま

た
︑
こ
れ
ま
で
先
の
史
料
に
基
づ
き
﹁
田
舎
も
の
﹂
と
表
記
し

て
き
た
が
︑
以
下
本
稿
で
は
︑
基
本
的
に
は
史
料
の
用
語
に
依

拠
し
つ
つ
︑
一
般
的
に
﹁
田
舎
も
の
﹂
を
指
す
場
合
は
﹁
田
舎

衆
﹂
と
表
記
す
る
︒

以
下
︑
史
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
︑
常
用
漢
字
に
改
め
る

等
の
変
更
を
行
っ
た
︒
ま
た
史
料
引
用
中
の
︵

︶
内
お
よ
び
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傍
線
は
︑
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
︒

第
一
章

先
行
研
究
の
課
題
と
本
稿
の
射
程

遊
郭
・
岡
場
所
・
飯
盛
旅
籠
に
つ
い
て
は
研
究
が
蓄
積
さ
れ

て
い
る
が
︑
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
中
で
︑
百
姓
及
び
田
舎
衆
に

注
目
す
る
先
行
研
究
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う

か
︒ま

ず
百
姓
が
対
象
と
い
う
意
味
で
真
っ
先
に
挙
げ
ら
れ
る
の

は
︑
飯
盛
旅
籠
を
置
く
宿
場
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
︒
飯
盛
旅

籠
と
は
飯
盛
女
を
置
く
こ
と
を
許
さ
れ
た
旅
籠
で
あ
り
︑
飯
盛

女
と
は
旅
籠
で
給
仕
や
雑
用
に
従
事
し
︑
遊
女
奉
公
を
も
勤
め

て
い
た
女
性
で
あ
る
(一
〇
)
︒
幕
府
は
公
許
の
遊
郭
以
外
に
遊

女
を
置
く
こ
と
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
て
い
た
が
︑
享
保
三
年

︵
一
七
一
八
︶
宿
場
助
成
の
一
環
と
し
て
︑
原
則
と
し
て
江
戸
十

里
四
方
の
宿
屋
一
軒
に
つ
き
二
名
の
飯
盛
女
を
抱
え
置
く
こ
と

を
許
可
し
︑
他
も
こ
れ
に
準
ず
る
こ
と
と
し
た
︒
こ
の
よ
う
に

幕
府
は
飯
盛
女
を
置
く
こ
と
を
許
可
し
た
も
の
の
︑
幕
府
の
認

識
と
し
て
は
︑
飯
盛
女
は
あ
く
ま
で
﹁
飯
焚
き
女
﹂
で
あ
り
︑

売
春
を
行
う
遊
女
と
し
て
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
︒
ま
た
人
数

の
制
限
は
往
々
に
し
て
守
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
︑
先
行
研

究
に
お
い
て
飯
盛
旅
籠
を
置
く
宿
は
﹁
半
公
許
﹂︹
石
井

二
〇

一
三
：
一
二
七
︺︑﹁
準
公
許
﹂︹
平
田

一
九
九
七
：
一
〇
九
︺

等
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

飯
盛
旅
籠
の
研
究
の
中
で
も
特
に
客
に
つ
い
て
の
記
述
が
厚

い
も
の
と
し
て
は
︑
岩
井
伝
重
﹃
食
売
女
﹄︵
一
九
六
八
︶︑
戸

羽
山
瀚
﹁
宿
場
女
郎
と
飯
盛
旅
籠
﹂︵
一
九
六
八
︶︑
五
十
嵐
富

夫
﹃
飯
盛
女
﹄︵
一
九
八
一
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
こ
れ
ら
の

他
︑
客
に
つ
い
て
の
文
書
が
残
る
自
治
体
史
で
詳
細
な
検
討
が

な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
︑
管
見
の
限
り
で
は
︑
特
に
蕨
市

編
纂
委
員
会
編
﹃
蕨
市
の
歴
史

二
巻
﹄︵
一
九
六
七
︶
な
ど
が

厚
い
︒
こ
れ
ら
の
成
果
で
は
︑
客
に
つ
い
て
①
飯
盛
旅
籠
の
客

と
し
て
名
主
や
︑
宿
内
・
近
郷
の
若
者
が
多
か
っ
た
こ
と
︑
②

宿
内
・
近
郷
の
百
姓
の
風
紀
の
乱
れ
が
問
題
に
な
り
︑
飯
盛
旅

籠
の
設
置
を
め
ぐ
り
度
々
出
入
が
起
き
た
こ
と
︑
等
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
(一
一
)
︒

飯
盛
旅
籠
の
研
究
以
外
で
百
姓
や
田
舎
衆
に
言
及
が
あ
る
も

の
と
し
て
は
︑
遊
郭
や
岡
場
所
の
客
層
に
注
目
す
る
研
究
が
あ

る
︒
中
で
も
詳
細
な
記
述
を
し
て
い
る
の
は
︑
先
に
も
引
用
し

た
西
山
松
之
助
で
あ
る
︒
西
山
は
﹃
く
る
わ
﹄︵
一
九
六
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三
︶(一
二
)
で
遊
郭
等
に
通
う
客
の
身
分
等
を
論
じ
る
中
で
﹁
在

郷
の
客
﹂
に
注
目
し
︑
先
に
挙
げ
た
百
姓
の
例
の
他
︑
役
者
や

名
主
の
遊
女
遊
び
に
言
及
し
て
い
る
︒
西
山
の
他
に
も
客
層
を

扱
う
論
者
は
多
い
が
︑
管
見
の
限
り
百
姓
に
つ
い
て
踏
み
込
ん

だ
考
察
を
行
う
も
の
は
み
ら
れ
な
い
(一
三
)
︒

以
上
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
本
稿
の
射
程
を
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
︒

ま
ず
飯
盛
旅
籠
に
関
す
る
研
究
は
︑
多
く
の
場
合
そ
の
研
究

の
主
眼
は
宿
場
の
機
構
や
飯
盛
女
に
あ
り
︑
そ
も
そ
も
﹁
客
﹂

は
従
属
的
な
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
︒
欠
落
ち
や
身
請
け
の
事
例
で

客
に
焦
点
が
置
か
れ
る
場
合
は
あ
る
も
の
の
︑
そ
う
い
っ
た
議

論
の
場
合
も
飯
盛
女
の
境
遇
や
宿
の
機
構
等
に
主
眼
が
置
か
れ

て
い
る
︒
そ
の
た
め
か
︑
飯
盛
女
を
買
っ
た
百
姓
の
親
族
関
係

や
家
族
構
成
な
ど
の
背
景
に
は
立
ち
入
っ
て
記
述
し
な
い
傾
向

に
あ
る
︒

ま
た
遊
郭
等
の
客
層
を
論
じ
る
中
で
﹁
在
郷
の
客
﹂
に
注
目

し
た
西
山
の
考
察
は
︑
飯
盛
旅
籠
の
研
究
で
は
対
象
と
さ
れ
て

い
な
い
遊
郭
や
岡
場
所
の
百
姓
に
注
目
し
た
と
い
う
意
味
で
︑

重
要
で
あ
る
︒
し
か
し
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
は
先
述
の
一
例

の
み
で
︑
記
述
の
多
く
は
飯
盛
旅
籠
と
百
姓
の
関
わ
り
に
つ
い

て
で
あ
る
(一
四
)
︒
総
じ
て
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
買
春
す
る
百

姓
は
︑
概
ね
飯
盛
旅
籠
と
の
関
係
で
し
か
把
握
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
と
い
え
る
︒

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
ま
ず
第
二
章
で
は
遊
郭
で
遊
ぶ
田

舎
衆
に
︑
第
三
章
で
は
飯
盛
旅
籠
で
遊
ぶ
百
姓
に
注
目
す
る
︒

そ
し
て
田
舎
衆
お
よ
び
百
姓
が
遊
郭
や
飯
盛
旅
籠
で
ど
う
捉
え

ら
れ
︑
扱
わ
れ
て
い
た
か
︑
ま
た
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
遊
ん
だ

の
か
を
考
察
す
る
︒
更
に
百
姓
に
つ
い
て
は
︑
地
域
社
会
に
お

い
て
遊
ぶ
百
姓
が
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
等
に
も
目
を
配
り

つ
つ
︑
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
︒
な
お
用
い
る
史

料
と
し
て
は
︑
第
二
章
に
お
い
て
は
主
に
遊
女
評
判
記
を
用

い
︑
第
三
章
に
お
い
て
は
村
方
文
書
を
扱
う
︒
特
に
説
明
が
必

要
と
な
る
遊
女
評
判
記
に
つ
い
て
詳
細
は
後
述
す
る
が
︑
史
料

の
性
質
上
︑
第
二
章
で
は
田
舎
衆
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
か
を
︑
第
三
章
で
は
村
方
文
書
に
み
え
る
百
姓
の
実
際
の
検

討
と
い
う
︑
変
則
的
な
記
述
に
な
る
こ
と
を
︑
あ
ら
か
じ
め

断
っ
て
お
き
た
い
︒

− 83( 6 )−



第
二
章

遊
郭
に
お
け
る
田
舎
衆

以
下
︑
遊
女
評
判
記
を
主
な
史
料
と
し
︑
遊
郭
に
お
け
る
田

舎
衆
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
︒
は
じ
め
に
︑
遊
女
評
判

記
の
概
要
を
述
べ
る
︒
遊
女
評
判
記
と
は
寛
永
年
間
か
ら
宝
暦

五
年
頃
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
仮
名
草
子
の
一
分
類
で
あ
る
︒
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
等
の
品
評
を
主
と
す
る
も
の
を
指
し
︑
広
義
で
は
諸
分

秘
伝
物
︵
遊
郭
で
の
作
法
や
駆
引
な
ど
遊
び
の
種
々
相
を
伝
授

す
る
指
南
書
︶
や
そ
の
他
の
内
容
を
含
む
が
(一
五
)
︑
本
稿
で
は

広
義
の
意
味
で
遊
女
評
判
記
を
扱
う
︒

遊
女
評
判
記
の
作
者
は
多
く
の
場
合
実
際
に
遊
女
を
買
う
客

で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
(一
六
)
︑
そ
の
立
場
か
ら
実

体
験
や
見
聞
に
基
づ
い
て
実
在
の
遊
女
や
遊
び
の
諸
分
け
に
つ

い
て
批
評
が
な
さ
れ
て
い
る
一
方
︑
架
空
の
物
語
を
掲
げ
遊
郭

で
の
作
法
を
記
す
も
の
も
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
遊
女
評
判
記
の

記
述
が
事
実
な
の
か
物
語
な
の
か
は
史
料
毎
に
検
討
を
要
す
る

が
︑
本
稿
で
は
概
ね
﹁
田
舎
衆
が
ど
う
遊
郭
で
捉
え
ら
れ
︑
描

か
れ
て
い
る
か
﹂
を
探
る
た
め
の
手
段
と
し
て
︑
遊
女
評
判
記

を
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
︒

遊
郭
に
お
け
る
田
舎
衆
の
扱
い

そ
れ
で
は
ま
ず
︑
遊
郭
に
登
楼
し
た
田
舎
衆
が
︑
ど
の
よ
う

な
扱
い
を
受
け
る
存
在
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す

る
︒
近
世
の
遊
郭
は
︑
し
ば
し
ば
﹁
金
銭
を
も
っ
て
客
に
な
り

さ
え
す
れ
ば
︑
客
の
貴
賤
が
問
わ
れ
な
い
場
﹂
な
ど
と
説
明
さ

れ
る
(一
七
)
︒
し
か
し
︑
客
の
身
分
が
全
く
度
外
視
さ
れ
て
い
た

訳
で
は
な
い
︒
遊
女
や
店
が
そ
れ
ぞ
れ
の
客
を
見
分
け
そ
れ
に

そ
ぐ
う
対
応
を
す
る
こ
と
は
︑
客
を
う
ま
く
捌
く
た
め
に
必
要

な
手
管
で
あ
っ
た
︒
そ
の
こ
と
は
︑
次
の
承
応
二
年
︹
一
六
五

三
︺﹃
こ
そ
ぐ
り
草
﹄︵
筆
者
未
詳
︶
と
い
う
諸
分
秘
伝
物
の
記

述
か
ら
も
う
か
が
え
る
︒

い
な
か
衆
あ
し
ら
ひ
の
事

一
す
べ
て
お
い
な
か
衆
と
み
る
時
は
︑
け
た
ゝ
ま
し
く
お
も

ひ
ぶ
り
を
み
す
べ
し
︑
あ
ふ
よ
り
は
や
く
う
ち
も
た
れ
︑

あ
ぶ
ら
お
し
の
ご
と
く
た
る
べ
し
︑
一
儀
お
こ
た
る
と
き

も
︑
つ
ね
に
か
は
り
て
て
く
ら
う
あ
る
べ
し
︑
文
な
ど
も
︑

あ
い
た
や
み
た
や
し
た
や
と
の
心
に
か
く
べ
し
︑
大
か
た
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ゐ
な
か
も
の
は
︑
い
ち
も
つ
に
の
み
心
ひ
か
る
ゝ
か
や
︑

お
も
ひ
い
れ
は
あ
さ
く
と
も
︑
か
く
は
い
へ
ど
も
︑
い
な

か
に
京
あ
り
京
に
い
な
か
あ
る
物
じ
や
︑
す
ね
め
さ
る

な
︑
い
や
そ
れ
は
ふ
る
い
こ
と
︑
京
に
い
な
か
あ
り
い
な

か
に
京
な
し
︑
当
世
は

︹
従
吾
所
好
社

一
九
二
八
：
二
六
五
︺

︻
概
略
︼
客
が
田
舎
衆
と
み
え
る
場
合
は
︑
客
に
会
う
や
否
や
も

た
れ
か
か
る
な
ど
︑
大
げ
さ
に
思
い
ぶ
り
を
見
せ
る
べ
き
で
あ

る
︒﹁
一
儀
﹂︵
性
交
︶
を
し
な
い
場
合
も
︑
他
の
客
と
違
っ
て

﹁
て
く
ろ
う
﹂︵
手
苦
労
︶
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
文
な
ど
も
︑
逢
い

た
い
︑
見
た
い
︑
し
た
い
︑
と
の
心
に
書
く
べ
き
で
あ
る
︒
大

体
に
お
い
て
田
舎
者
は
﹁
い
ち
も
つ
﹂︵
一
物
︶
に
の
み
心
が
惹

か
れ
る
︒
田
舎
者
に
対
し
て
は
思
ひ
入
れ
が
浅
い
か
も
し
れ
な

い
が
︑
そ
う
は
い
っ
て
も
﹁
田
舎
に
京
あ
り
京
に
田
舎
あ

り
﹂(一
八
)
と
い
う
言
葉
も
あ
る
︒
つ
れ
な
く
な
さ
る
な
︒
い
や

そ
れ
は
古
い
こ
と
で
︑﹁
京
に
田
舎
あ
り
田
舎
に
京
な
し
﹂
か
今

の
世
は
︒

ま
ず
﹁
お
い
な
か
衆
と
み
る
時
は
﹂︵
客
が
田
舎
衆
の
よ
う
で

あ
る
場
合
は
︶
と
あ
る
の
は
︑
遊
郭
で
は
登
楼
の
際
に
客
の
素

性
を
問
い
た
だ
さ
な
い
場
合
が
あ
り
︑
遊
女
や
店
は
自
ら
が
客

の
素
性
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
︑
と
考
え
ら
れ

る
(一
九
)
︒
こ
こ
で
は
遊
女
が
客
を
田
舎
衆
と
判
断
し
た
場
合
︑

大
げ
さ
に
︑
且
つ
直
接
的
な
物
言
い
・
行
動
で
応
対
し
た
方
が

効
果
的
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
同
書
の

﹁
公
家
殿
上
人
あ
い
さ
つ
の
事
﹂
で
は
︑﹁
お
も
へ
ど
い
ろ
に
い

だ
さ
ぬ
な
ど
わ
び
ぬ
べ
し
﹂︵
思
え
ど
色
に
出
な
い
な
ど
︑
つ
ら

が
っ
て
嘆
く
の
が
よ
い
︶︹
従
吾
所
好
社

一
九
二
八
：
二
六
六
︺

な
ど
と
あ
り
︑﹁
公
家
殿
上
人
﹂
に
対
す
る
場
合
︑
田
舎
衆
へ
の

態
度
と
は
逆
に
婉
曲
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
良
し
と
さ
れ
て
い

る
︒

嘲
笑
さ
れ
る
田
舎
衆

右
は
あ
く
ま
で
遊
女
が
ど
う
対
応
す
べ
き
か
の
話
で
は
あ
る

が
︑
そ
れ
に
し
て
も
田
舎
衆
は
﹁
一
儀
﹂︵
性
交
︶
が
重
要
で
あ

る
等
︑
田
舎
衆
へ
の
侮
蔑
的
な
記
述
が
目
に
つ
く
︒
実
際
︑
遊

郭
関
係
史
料
に
は
﹁
田
舎
衆
﹂
に
関
す
る
侮
蔑
的
な
記
述
が
多

い
︒
た
と
え
ば
︑﹃
色
道
諸
分
難
波
鉦
﹄︵
酉
水
庵
無
底
居
士

著
・
延
宝
八
年
︹
一
六
八
〇
︺︑
以
下
﹃
難
波
鉦
﹄
と
略
記
︶
の
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﹁
意
気
落
﹂
と
題
さ
れ
た
話
が
あ
る
︒
こ
の
﹃
難
波
鉦
﹄
は
遊
女

と
客
の
や
り
と
り
を
物
語
形
式
で
例
示
し
諸
分
を
記
す
書

で
(二
〇
)
︑﹁
意
気
落
﹂
で
は
他
の
客
の
心
中
立
て
(二
一
)
に
髪
を

切
っ
た
遊
女
が
馴
染
み
客
に
言
い
訳
す
る
手
管
と
し
て
﹁
さ
る

田
舎
衆
﹂
が
﹁
無
性
に
の
ぼ
り
つ
め
て
︑
酒
の
上
で
し
ま
し
た

事
で
ご
ざ
ん
す
﹂︹
中
野

一
九
九
一
：
一
五
一
︺
と
説
明
す
る

姿
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
恐
ら
く
こ
こ
で
﹁
田
舎
衆
﹂
が
引
き
合

い
に
出
さ
れ
た
の
は
︑
髪
を
切
っ
た
相
手
は
馴
染
客
よ
り
も
格

下
で
︑
馴
染
客
が
怒
る
に
足
ら
な
い
者
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と

を
強
調
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
︒
嫉
妬
に
値
し
な
い
客
と
し
て

﹁
田
舎
衆
﹂
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
遊
郭
に
お

け
る
田
舎
衆
の
位
置
付
け
を
み
る
上
で
興
味
深
い
︒

ま
た
も
う
一
例
︑
田
舎
衆
が
嘲
笑
さ
れ
て
い
る
例
を
﹃
色
道

大
鑑
﹄︵
前
掲
︶
か
ら
み
て
お
こ
う
︒
原
文
は
長
く
な
る
た
め
︑

こ
こ
で
は
要
約
を
挙
げ
る
︒

大
坂
に
て
あ
る
太
夫
︵
当
時
の
最
高
級
遊
女
︶
を
度
々
買
っ

た
﹁
田
舎
者
﹂
が
︑
本
国
に
帰
る
に
あ
た
っ
て
金
二
十
両
を

遊
女
に
送
っ
た
︒
次
の
日
の
夕
方
︑
名
残
を
惜
し
み
に
そ
の

遊
女
の
格
子
の
側
ま
で
き
た
と
こ
ろ
︑
太
夫
や
遣
り
手
︵
遊

女
の
目
付
役
︶
が
﹁
あ
の
よ
う
な
田
舎
鳥
を
捕
ら
え
ね
ば
傾

城
の
身
は
立
た
な
い
﹂
と
自
分
を
嘲
笑
す
る
話
を
し
て
い
る

の
を
聞
く
︒﹁
田
舎
者
﹂
は
す
こ
し
間
を
あ
け
て
か
ら
格
子

か
ら
遊
女
に
話
か
け
︑
そ
の
後
遣
り
手
を
呼
び
出
し
︑﹁
昨
日

は
取
り
間
違
っ
て
少
額
を
渡
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
︑
包
み
を

こ
っ
そ
り
取
替
え
て
き
て
欲
し
い
﹂
と
頼
む
︒
客
は
遣
り
手

が
密
か
に
と
っ
て
き
た
包
み
を
懐
に
い
れ
︑
包
み
を
取
替
る

こ
と
な
く
︑
そ
の
ま
ま
立
ち
去
っ
た
︒

︹
新
版
色
道
大
鏡
刊
行
会

二
〇
〇
六
：
五
一
四
-五
一
五
︺

こ
の
話
は
著
者
其
山
の
伝
聞
の
よ
う
だ
が
︑﹁
田
舎
者
﹂
が
当

時
最
高
級
の
遊
女
で
あ
る
太
夫
を
買
っ
た
ら
し
い
こ
と
︑
ま
た

太
夫
や
そ
の
周
囲
は
大
金
を
受
取
り
な
が
ら
も
︑﹁
田
舎
者
﹂
を

嘲
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
︒
こ
の
﹁
田
舎
者
﹂
は
随
分
金
払

い
が
よ
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
高
級
遊
女
を
買
っ
た
田
舎
衆

が
い
た
ら
し
い
こ
と
は
他
の
史
料
に
も
み
え
る
︒
当
時
の
遊
女

の
評
判
を
記
し
た
﹃
吉
原
天
秤
﹄︵
著
者
未
詳

寛
文
七
年
以
降

-末
年
︹
一
六
六
七
-七
二
︺
成
立
︶
に
は
︑﹁
う
す
雲
﹂︵
三
浦

屋
内
：
太
夫
︶
と
い
う
遊
女
の
評
判
を
記
す
中
で
︑
次
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
︒
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ま
た
︑
い
な
か
人
に
六
と
申
人
と
ふ
か
き
よ
し
︒
こ
の
比
は

六
も
ぬ
け
め
の
な
ら
ぬ
お
も
わ
く
あ
る
よ
し
聞
︑
す
こ
し
か

せ
心
に
な
り
ま
い
ら
せ
候
よ
し
︒
た
ヽ
な
ら
ぬ
人
の
お
も
わ

く
ふ
か
け
れ
は
よ
そ
の
な
さ
け
は
う
す
雲
の
き
み

︹
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編
二
〇
一
〇
：
三
五
二
︺

こ
こ
で
は
︑
高
級
遊
女
の
薄
雲
が
﹁
田
舎
人
﹂
の
﹁
六
﹂
と

深
い
仲
で
あ
り
︑
ま
た
そ
の
﹁
六
﹂
が
﹁
抜
け
目
の
な
ら
ぬ
思

惑
﹂
が
あ
る
と
い
う
伝
聞
が
記
さ
れ
て
い
る
︒﹁
抜
け
目
の
な

ら
ぬ
思
惑
﹂
の
意
味
は
定
か
で
な
い
が
︑
身
請
け
の
こ
と
で
あ

ろ
う
か
︒
ま
た
﹁
す
こ
し
か
せ
心
﹂
に
な
る
と
い
う
部
分
も
判

断
が
難
し
い
が
︑﹁
か
せ
﹂
は
ひ
か
ら
び
る
と
い
っ
た
意
味
が
あ

り
︑
ま
た
そ
の
後
に
﹁
よ
そ
の
情
け
は
薄
い
﹂
と
も
あ
る
こ
と

か
ら
︑
こ
の
場
合
﹁
田
舎
の
六
の
抜
け
目
の
な
ら
ぬ
思
惑
を
聞

き
︑︵
作
者
の
︶
薄
雲
へ
の
気
持
ち
が
う
す
れ
た
﹂
と
言
っ
た
意

味
か
と
推
測
さ
れ
る
︒

以
上
の
史
料
の
と
お
り
︑
田
舎
衆
は
高
級
遊
女
を
買
う
こ
と

も
あ
る
客
と
し
て
記
さ
れ
る
一
方
︑
そ
の
存
在
を
見
下
す
よ
う

な
記
述
も
多
く
み
え
る
︒
遊
郭
関
係
史
料
に
は
﹁
田
舎
大
臣
﹂

と
い
う
侮
蔑
の
呼
称
︑
す
な
わ
ち
田
舎
か
ら
出
て
来
て
遊
里
な

ど
で
派
手
に
金
を
使
っ
て
豪
遊
す
る
者
を
軽
ん
じ
て
い
う
語
も

み
え
︑
遊
郭
に
お
い
て
﹁
田
舎
衆
﹂
が
卑
し
め
る
傾
向
に
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

但
し
前
掲
﹃
難
波
鉦
﹄
の
﹁
初
冠
﹂
と
い
う
話
に
は
︑
田
舎

衆
の
中
で
も
﹁
侍
衆
﹂
が
︑
遊
女
に
と
っ
て
内
心
で
は
安
心
で

き
る
相
手
で
あ
っ
た
︑
と
い
っ
た
記
述
が
み
え
る
︒

ま
づ
︑
京
衆
は
︑
大
か
た
一
ど
も
廓
へ
ご
ざ
ら
ぬ
衆
で
も
︑

話
し
て
も
利
き
︑
悪
功
に
御
ざ
ん
す
ゆ
へ
︵
口
も
上
手
で
す

れ
っ
か
ら
し
の
た
め
︶︑
い
な
か
の
粋
だ
て
す
る
も
の
よ
り

は
︑
京
の
月
︵
野
暮
︶
が
い
か
ふ
む
つ
か
し
い
物
で
ご
ざ
ん

す
︒
い
な
か
の
う
ち
で
も
侍
衆
は
心
や
す
く
︑
し
ほ
ら
し
い

物
で
︑
ど
こ
や
ら
︑
馴
染
よ
い
も
の
な
れ
ど
も
︑
す
い
︵
粋
︶

の
大
寄
︵
多
人
数
の
宴
会
︶
に
ま
じ
り
て
い
さ
し
や
ん
す
れ

ば
︑
い
か
う
女
郎
の
ひ
け
て
︵
侍
客
の
相
方
と
な
っ
た
女
郎

が
何
と
な
く
引
け
目
を
感
じ
る
︶︑
い
や
な
も
の
で
ご
ざ
ん

す

︹
中
野

一
九
九
一
：
二
八
︺(二
二
)

こ
こ
で
は
都
会
育
ち
の
﹁
京
衆
﹂
と
﹁
田
舎
衆
﹂
が
対
比
さ
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れ
︑﹁
い
な
か
の
粋
だ
て
﹂︵
田
舎
の
人
で
粋
ら
し
く
振
る
舞
う

人
︶
よ
り
も
︑﹁
京
の
月
﹂︵
京
の
人
で
野
暮
な
人
︶
の
扱
い
が

難
し
い
こ
と
︑
ま
た
﹁
い
な
か
﹂
の
内
で
も
﹁
侍
衆
﹂
は
馴
染

み
や
す
い
が
︑﹁
す
い
の
大
寄
﹂︵
粋
な
人
た
ち
が
多
人
数
で
行

う
宴
会
︶
で
は
︑
田
舎
の
﹁
侍
衆
﹂
を
恋
人
に
す
る
遊
女
は
引

け
目
を
感
じ
て
し
ま
う
︑
と
い
う
遊
女
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い

る
︒
遊
女
は
﹁
侍
衆
﹂
と
二
人
き
り
で
会
う
分
に
は
い
い
が
︑

他
人
も
同
席
す
る
場
で
は
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
た
︑
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
︒
酒
宴
の
座
は
︑
互
い
の
容
姿
や
遊
興
の
態
度

に
つ
い
て
優
劣
が
争
わ
れ
る
場
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
(二
三
)
︒

先
述
の
と
お
り
﹃
難
波
鉦
﹄
は
物
語
で
諸
分
を
例
示
す
る
書
で

あ
り
︑
右
の
見
解
は
遊
女
が
記
し
た
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し

遊
女
自
身
が
﹁
田
舎
﹂
出
身
の
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

を
考
え
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
記
述
は
的
を
射
て
い
た
可
能
性
も

あ
ろ
う
︒

﹁
田
舎
衆
﹂
の
内
に
百
姓
は
ど
れ
程
い
た
か

以
上
の
史
料
に
ど
れ
程
百
姓
を
対
象
と
し
た
記
述
が
あ
る
か

は
判
断
し
難
い
が
︑
侍
で
あ
っ
て
も
都
の
出
身
で
な
け
れ
ば
侮

蔑
的
な
記
述
を
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
遊
郭
に
お
け
る
百

姓
の
位
置
付
け
も
想
像
に
難
く
な
い
︒
つ
ま
り
遊
郭
は
百
姓
に

と
っ
て
遊
び
に
く
い
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
が
︑
百

姓
が
そ
れ
程
特
異
な
客
と
い
う
訳
で
も
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と

は
︑
種
々
の
史
料
に
み
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
﹃
吉
原
こ
ま
ざ
ら

い
﹄︵
作
者
未
詳
・
寛
文
十
一
年
︹
一
六
七
一
︺
以
前
刊
行
︶
は

職
人
尽
く
し
に
倣
い
三
十
六
の
職
種
の
遊
客
を
取
り
上
げ
た
遊

客﹅

評
判
記
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
百
姓
は
侍
・
商

人
・
鍛
冶
屋
・
医
者
等
と
並
ん
で
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た

﹃
娼
家
用
文
章
﹄︵
並
木
新
作
・
菊
屋
蔵
伎
著
︑
享
和
年
間
︶
に

は
﹁
百
姓
の
き
や
く
を
よ
ぶ
ま
じ
な
い
﹂
が
侍
人
・
町
人
を
対

象
と
す
る
呪
い
と
並
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
︹
江
戸
吉
原
叢
刊
刊

行
会
編

二
〇
一
二
：
三
四
七
︺︒
し
か
し
遊
郭
に
関
わ
る
裁
判

記
録
等
を
み
る
と
︑
百
姓
が
遊
郭
で
問
題
を
起
こ
し
た
事
件
は

ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
︒
管
見
の
限
り
で
は
︑
長
崎
奉
行
所
の

判
決
記
録
﹃
犯
科
帳
﹄
に
長
崎
丸
山
遊
郭
に
お
い
て
問
題
を
起

こ
し
た
百
姓
の
事
件
が
数
例
み
え
る
が
(二
四
)
︑
無
宿
や
町
人
な

ど
が
問
題
を
起
こ
し
た
事
例
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
少
な

い
(二
五
)
︒

丸
山
遊
郭
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
客
の
手
が
か
り
と
し
て
︑
他

の
遊
郭
に
つ
い
て
は
残
っ
て
い
な
い
﹁
遊
女
宿
泊
人
帳
﹂(二
六
)
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︵
慶
応
元
～
三
年
の
間
に
作
成
︶
が
あ
る
︵
横
田
冬
彦
二
〇
一
二

﹁
長
崎
丸
山
遊
郭
の
﹁
遊
女
宿
泊
人
帳
﹂
覚
書
﹂︶︒
こ
れ
を
分
析

し
た
横
田
に
よ
る
と
︑
こ
の
記
録
は
七
月
五
･六
･七
日
の
三
日

間
に
お
け
る
寄
合
町
十
八
軒
の
遊
女
屋
の
宿
泊
者
︵
お
よ
び
煮

売
･小
料
理
屋
各
一
軒
の
利
用
者
︶
が
記
さ
れ
た
名
簿
で
︑
連
泊

な
ど
に
よ
る
重
複
を
整
理
す
る
と
︑
客
の
実
人
数
は
四
二
二
人

で
あ
る
︹
横
田

二
〇
一
二
：
六
五
︑
六
九
︺︒
し
か
し
そ
の
内

﹁
百
姓
躰
﹂
と
あ
る
の
は
わ
ず
か
一
例
の
み
で
︑
そ
の
他
長
崎
近

隣
の
郷
に
居
住
す
る
も
の
︵
身
分
不
明
︶
が
十
人
程
確
認
で
き

る
が
︑
横
田
は
こ
れ
に
つ
い
て
﹁
い
ず
れ
も
長
崎
近
郷
で
︑
町

続
き
も
多
く
︑
周
辺
農
村
の
百
姓
を
広
く
と
り
こ
む
よ
う
な
状

況
で
は
全
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
﹂
と
の
見
解
を
述
べ
て
い

る
︹
横
田

二
〇
一
二
：
七
五
︺︒

こ
う
い
っ
た
数
値
を
み
る
限
り
︑
百
姓
は
遊
郭
と
縁
遠
か
っ

た
よ
う
に
み
え
る
︒
し
か
し
百
姓
が
買
春
と
全
く
無
縁
で
な

か
っ
た
こ
と
は
︑
先
述
の
と
お
り
飯
盛
旅
籠
の
事
例
か
ら
う
か

が
え
る
︒
次
に
飯
盛
旅
籠
に
お
け
る
百
姓
に
つ
い
て
検
討
し
︑

百
姓
た
ち
の
生
活
の
中
に
遊
郭
と
飯
盛
旅
籠
は
ど
う
い
っ
た
違

い
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
み
て
い
き
た
い
︒

第
三
章

飯
盛
旅
籠
に
通
っ
た
百
姓

飯
盛
旅
籠
に
お
け
る
客
の
概
要

飯
盛
旅
籠
と
は
︑
先
に
も
簡
単
に
触
れ
た
が
︑
宿
場
に
置
か

れ
た
準
公
許
的
な
売
春
宿
で
あ
る
︒
場
所
に
よ
っ
て
は
︑
旅
人

よ
り
も
近
郷
の
名
主
や
若
者
が
そ
の
客
の
多
く
を
占
め
て
い
た

と
い
う
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
五
十
嵐
が
わ
か
り
や
す
く
概
要

を
述
べ
て
い
る
の
で
︑
以
下
に
そ
の
要
約
を
記
し
た
い
︒

五
十
嵐
が
述
べ
る
に
は
︑
飯
盛
旅
籠
は
本
来
旅
人
を
客
に
す

る
商
売
で
あ
る
が
︑
宿
場
に
よ
っ
て
は
助
郷
村
の
名
主
や
周
辺

の
若
者
を
客
に
す
る
割
合
が
多
か
っ
た
︒
名
主
は
職
務
上
︑
宿

場
に
あ
る
定
助
郷
会
所
に
出
仕
し
て
︑
助
郷
人
馬
の
割
当
や
問

屋
と
の
交
渉
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
︑
た
び

た
び
宿
場
に
滞
在
し
た
︒
名
主
の
中
に
は
旅
籠
屋
の
離
れ
の
部

屋
を
借
り
て
︑
こ
こ
に
世
帯
道
具
を
持
ち
こ
み
飯
盛
女
と
夫
婦

気
ど
り
で
い
た
名
主
も
あ
っ
た
︒
ま
た
若
者
の
中
に
は
︑
助
郷

人
足
で
宿
に
や
っ
て
き
て
︑
仕
事
が
終
っ
て
も
村
に
帰
ら
ず
︑

旅
籠
屋
に
泊
り
続
け
る
者
が
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
行
状
が
問
題

と
な
り
︑
中
山
道
長
窪
宿
で
は
若
者
が
助
郷
人
足
と
し
て
宿
場
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に
泊
っ
て
も
︑
飯
盛
女
を
同
席
さ
せ
な
い
こ
と
を
協
定
し
た
︒

す
な
わ
ち
飯
盛
旅
籠
で
は
旅
人
よ
り
も
︑
ね
ん
ご
ろ
に
な
る
時

間
の
余
裕
が
あ
る
地
元
の
助
郷
村
の
名
主
や
助
郷
人
足
が
客
と

な
っ
た
例
が
多
く
み
ら
れ
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︹
五
十
嵐

一
九
八
一
：
一
五
三
-一
五
四
︺︒
飯
盛
女
を
若
者
に
禁
じ
る
協

定
を
結
ぶ
例
は
︑
五
十
嵐
の
指
摘
す
る
長
窪
宿
以
外
に
も
数
多

く
み
え
(二
七
)
︑
ま
た
そ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
︑
そ
の
よ
う
な
協

定
が
守
ら
れ
ず
︑
頻
繁
に
飯
盛
旅
籠
を
置
く
宿
と
そ
の
近
郷
の

間
に
出
入
が
起
き
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
な
お
遊
興
費
と
い
う
点

で
は
︑
遊
郭
の
下
位
の
遊
女
と
飯
盛
女
は
大
差
な
い
︒
飯
盛
旅

籠
の
揚
代
は
諸
地
域
で
異
な
る
が
︑
一
例
を
挙
げ
る
と
金
古
宿

で
は
文
政
十
一
年
︵
一
八
二
八
)に
昼
二
朱
︑
夜
三
朱
で
飯
盛
女

を
揚
げ
て
い
る
︹
金
古
町
誌
刊
行
会
編

一
九
六
三
：
五
一
︺︒

同
時
期
に
吉
原
で
は
下
位
の
部
屋
持
・
座
敷
持
が
昼
一
分
︑
夜

二
朱
で
あ
っ
た
︒
祝
儀
代
等
も
あ
り
一
概
に
は
い
え
な
い
が
︑

百
姓
の
遊
び
場
が
飯
盛
旅
籠
に
集
中
し
た
理
由
は
︑
五
十
嵐
が

指
摘
す
る
よ
う
に
助
郷
等
と
の
関
連
で
あ
ろ
う
︒
先
に
み
た
と

お
り
遊
郭
に
行
く
に
も
市
や
祭
礼
等
の
き
っ
か
け
が
必
要
で

あ
っ
た
が
︑
飯
盛
旅
籠
は
仕
事
に
か
こ
つ
け
て
行
け
る
と
い
う

意
味
で
︑
百
姓
に
と
っ
て
よ
り
身
近
な
遊
び
場
で
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
︒

名
主
の
遊
興

と
り
わ
け
村
の
名
主
や
庄
屋
が
大
い
に
遊
興
し
た
ら
し
い
こ

と
は
こ
れ
ま
で
も
度
々
指
摘
が
あ
る
が
(二
八
)
︑
こ
れ
も
五
十
嵐

の
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
名
主
・
庄
屋
の
職
務
が
遊
興
に
か
こ
つ

け
や
す
か
っ
た
こ
と
と
関
連
し
た
で
あ
ろ
う
︒
名
主
の
遊
興
の

具
体
例
を
挙
げ
れ
ば
︑
栃
久
保
村
︵
現
東
京
都
西
多
摩
郡
奥
多

摩
町
氷
川
︶
の
田
草
川
家
文
書
に
は
︑
名
主
に
宛
て
た
遊
女
の

誓
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
岡
部
義
重
が
﹃
郷
土
研
究
﹄
二
三
︑

二
五
号
で
計
四
通
紹
介
し
て
い
る
内
一
通
を
次
に
掲
げ
る
︒

き
し
よ
う
も
ん
の
事

一
此
た
び
私
や
し
様
と
︑
ふ
う
ふ
の
け
い
や
く
い
た
し
候
う
へ

は
︑
と
の
よ
ふ
な
事
御
座
候
共
︑
け
し
て
ほ
か
ほ
か
へ
ゑ
ん
づ

き
不
申
︑
ま
ん
か
壱
私
こ
こ
ろ
へ
ち
か
へ
御
座
候
へ
ハ
︑
此
し

よ
う
も
ん
ニ
つ
い
て
何
よ
ふ
な
き(儀

)

も
ふ
さ
れ
候
と
も
︑
い
ち
こ

ん
の
き(儀

)

も
ふ
す
ま
し
く
候
あ
い
た
︑
私
身
の
う
へ
や
し
様
江
ま

か
せ
候
に
つ
き
︑
御
そ
ん
ふ
ん
ニ
な
さ
れ
可
被
下
候
︑
き
し
よ

う
も
ん
如
件
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天
保
十
四
卯
年

二
月
六
日

は
し
村
屋あ

や
き
ぬ

や
し
様

︹
岡
部

二
〇
一
四
：
二
三
-二
四
︺(二
九
)

宛
先
に
な
っ
て
い
る
﹁
や
し
様
﹂
は
︑
岡
部
に
よ
る
と
栃
久

保
村
の
名
主
弥
次
右
衛
門
で
あ
る
︹
岡
部

二
〇
一
二
：
二
七
︺︒

こ
こ
で
は
﹁
あ
や
き
ぬ
﹂
と
﹁
や
し
様
﹂
は
夫
婦
の
契
約
を
し

た
の
で
︑
決
し
て
他
へ
は
縁
付
き
ま
せ
ん
︑
と
い
う
こ
と
が
誓

わ
れ
て
い
る
︒
実
際
に
弥
次
右
衛
門
が
こ
の
﹁
あ
や
き
ぬ
﹂
を

身
請
け
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
(三
〇
)
︑
実
際
に
身
請
け
し
た

と
す
れ
ば
︑
弥
次
右
衛
門
に
は
妻
が
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
︑

﹁
妾
﹂
と
し
て
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
岡
部
は
﹁
弥
次
右
衛
門
の
代

は
︑
材
木
家
業
の
隆
盛
の
頃
で
あ
っ
た
︒
名
主
の
立
場
の
村
政

と
生
業
と
し
て
の
家
業
の
関
係
で
︑
し
ば
し
ば
出
府
し
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
は
︑
遊
女
と
の
邂
逅
の
証
拠
で
あ
る
﹂

と
推
定
し
て
い
る
︹
岡
部

二
〇
一
四
：
二
五
︺︒
出
府
中
で
あ

れ
ば
︑
こ
の
﹁
あ
や
き
ぬ
﹂
は
吉
原
の
遊
女
で
あ
る
可
能
性
も

あ
る
が
︑
同
時
代
の
﹁
吉
原
細
見
﹂︵
天
保
十
三
︑
十
五
年

分
(三
一
)
︶
を
見
る
限
り
︑﹁
は
し
村
屋
﹂
は
存
在
し
な
い
︒
し
た

が
っ
て
こ
の
誓
紙
は
吉
原
遊
郭
で
は
な
く
︑
飯
盛
旅
籠
︑
あ
る

い
は
岡
場
所
の
遊
女
に
書
か
せ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒
な
お

岡
部
は
他
に
遊
女
﹁
豊
墨
﹂
が
﹁
弥
次
右
衛
門
﹂
に
宛
て
た
誓

紙
も
紹
介
し
て
い
る
︒
但
し
こ
ち
ら
は
年
月
が
欠
け
て
お
り
︑

田
草
川
家
に
弥
次
右
衛
門
は
江
戸
初
期
と
中
期
に
い
た
こ
と
か

ら
︑
ど
ち
ら
の
弥
次
右
衛
門
の
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒
し
か

し
岡
部
は
こ
れ
も
﹁
あ
や
き
ぬ
﹂
の
も
の
と
同
様
に
材
木
業
で

隆
盛
し
た
後
期
の
弥
次
右
衛
門
に
宛
て
た
も
の
と
推
測
し
て
い

る
︹
岡
部

二
〇
一
二
：
二
七
-二
八
︺︒
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
︑

当
時
弥
次
右
衛
門
は
二
人
の
遊
女
に
誓
紙
を
書
か
せ
る
ほ
ど
の

財
力
を
有
し
︑
且
つ
恒
常
的
に
遊
女
通
い
を
し
て
い
た
︑
と
い

う
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
い
っ
た
遊
び
の
仕
方
は
︑
岡
田
が
指
摘

す
る
通
り
弥
次
右
衛
門
の
役
職
・
生
業
と
密
接
な
関
わ
り
を

も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

本
百
姓
の
遊
興

一
方
で
︑
名
主
の
よ
う
な
職
務
も
持
た
ず
︑
ま
た
助
郷
と
も

無
関
係
に
遊
ん
だ
と
思
し
き
百
姓
の
姿
も
み
え
る
︒
こ
こ
で
は
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そ
の
一
例
と
し
て
︑
飯
盛
女
を
身
請
け
し
た
周
智
郡
地
頭
方
村

︵
現
静
岡
県
牧
之
原
市
地
頭
方
︶
の
本
百
姓
七
郎
右
衛
門
を
め

ぐ
る
事
例
に
注
目
し
た
い
︒
次
に
あ
げ
る
史
料
﹁
乍
恐
以
書
付

奉
願
上
候
﹂︵
七
郎
右
衛
門
身
持
悪
に
つ
き
︶
で
は
︑
そ
の
七
右

衛
門
の
行
状
が
不
埒
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
親
類
組
合
が
吟

味
を
願
い
出
て
い
る
︒

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

周
智
郡
地
頭
方
村

百
姓

高
壱
石
七
斗
四
升
九
合

七
郎
右
衛
門

右
之
も
の
家
内
六
人
ニ

而
農
業
渡
世
罷
在
候
処
︑
平
日
夜
歩

行
い
た
し
︑
第
一
農
業
不
情(精

)

而
巳
不
成
︑
村
役
人
親
類
組
合

之
異
見
等
一
円
不
相
用
︑
剰
去
々
寅
十
二
月
見
付
宿
飯
盛
女

受
出
候
事
共
以
之
外
之
義
︑
其
節
も
親
類
組
合
打
寄
情
々
異

見
差
加
へ
候
得
共
決
而
不
相
用
︑
妻
子
ヲ
捨
置
右
之
女
召
連

諸
々
出
歩
行
博
奕
等
い
た
し
趣
ニ

付
︑
去
卯
十
二
月
御
役

所
江

御
訴
可
申
上
積
村
方
出
立
︑
二
又(俣

)

村
ニ

而
伯
父
卯
兵
衛

七
郎
右
衛
門
ニ

出
合
右
之
趣
申
聞
候
處
︑
種
々
相
歎
取
縋
り

相
詫
候
ニ

付
者
︑
郡
中
惣
代
忠
兵
衛
方
迄
召
連
同
人
ゟ
も
厳

敷
利
解
申
聞
候
処
︑
前
悲(非

)

発
明
い
た
し
ヶ
条
書
ヲ
以
相
詫

候
ニ

付
︑
御
訴
之
義
差
延
し
置
候
処
︑
其
場
偽
り
直
処
右
女

ヲ
召
連
又
々
所
々
出
歩
行
博
奕
并
喧
嘩
口
論
い
た
し
候
趣
︑

殊
ニ

以
是
迄
も
親
類
組
合
ニ

お
ゐ
て
も
数
度
之
隙
入
多
ク
農

業
之
差
障
り
ニ

相
成
何
分
当
惑
仕
候
︑
同
人
女
房
さ
と
義
ハ

四
人
之
小
供
ヲ
抱
農
業
出
情
仕
漸
其
日
ヲ
送
り
候
義
︑
殊
更

親
房
右
衛
門
与
申
も
の
先
年
蒙
御
咎
中
追
放
被
仰
付
候
事
共

無
弁
も
︑
右
処
之
始
末
重
々
之
不
埒
難
捨
置
︑
何
卒
同
人
義

早
速
御
召
出
之
上
厳
重
之
御
吟
味
被

仰
付
被
成
下
置
候

処
︑

親
(類
脱
カ
)

卯
兵
衛
一
同
奉
願
上
候
以
上

周
智
郡
領
家
村

天
保
三
辰
年

百
姓

三
月

七
郎
右
衛
門
伯
父

親
類
惣
代

卯
兵
衛

同
郡
地
頭
方
村

三
役
中
(三
二
)

︵
片
桐
光
男
氏
所
蔵

寄
託
先
浜
松
市
水
窪
文
化
会
館

静

岡
県
立
中
央
図
書
館
歴
史
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー
提
供
資
料
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︶

こ
れ
に
よ
る
と
︑
百
姓
七
郎
右
衛
門
は
家
族
六
人
で
農
業
を

し
て
い
た
が
︑
祭
日
な
ど
で
は
な
い
普
通
の
日
の
夜
に
も
出
歩

き
︑
農
業
に
も
励
ま
ず
︑
親
類
組
合
の
い
う
こ
と
も
聞
か
ず
︑

あ
ま
つ
さ
え
一
昨
年
に
飯
盛
女
を
身
請
け
し
た
︒
そ
し
て
妻
子

を
捨
て
︑
そ
の
女
を
連
れ
歩
い
て
博
奕
な
ど
す
る
の
で
︑
役
所

へ
訴
え
出
る
つ
も
り
で
出
立
し
た
と
こ
ろ
︑
二
又
村
︵
二
俣

村
：
現
浜
松
市
天
竜
区
二
俣
町
二
俣
か
︶
で
七
郎
右
衛
門
の
伯

父
卯
兵
衛
に
出
会
っ
た
︒
事
情
を
聞
い
た
卯
兵
衛
は
歎
き
︑
取

縋
っ
て
詫
び
た
の
で
︑
郡
中
惣
代
の
忠
兵
衛
方
ま
で
卯
兵
衛
を

連
れ
て
い
き
︑
七
郎
右
衛
門
に
厳
し
く
言
い
聞
か
せ
た
と
こ

ろ
︑
七
郎
右
衛
門
は
前
の
非
を
理
解
し
詫
び
た
の
で
︑
訴
え
は

延
期
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
場
の
偽
り

で
︑
結
局
七
郎
右
衛
門
は
ま
た
身
請
け
し
た
飯
盛
女
を
連
れ
歩

き
︑
博
奕
や
喧
嘩
口
論
を
し
て
い
る
︒
親
類
組
合
の
方
で
も
︑

七
郎
右
衛
門
の
こ
と
で
手
間
が
か
か
り
農
業
に
差
障
り
当
惑
し

て
い
る
︒
ま
た
七
郎
右
衛
門
の
女
房
の
さ
と
は
︑
四
人
の
子
供

を
抱
え
よ
う
や
く
そ
の
日
を
お
く
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ

る
︒
更
に
︵
七
郎
右
衛
門
の
︶
親
房
右
衛
門
が
先
年
中
追
放
に

な
っ
た
こ
と
も
わ
き
ま
え
ず
不
埒
で
あ
り
︑
七
郎
右
衛
門
を
呼

出
し
︑
厳
重
に
吟
味
し
て
頂
き
た
い
︑
と
の
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
七
郎
右
衛
門
に
関
わ
る
文
書
は
他
に
三
通
み
え
︑
そ
こ

か
ら
は
︑
今
回
の
親
類
の
訴
え
の
結
果
︑
七
郎
右
衛
門
が
入
牢

し
た
こ
と
︑
し
か
し
入
牢
中
に
病
に
か
か
り
︑
薬
用
の
た
め
出

牢
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
(三
三
)
︑
ま
た
親
類
側
も
七
郎
右
衛
門

が
改
心
し
た
と
し
︑
宥
免
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
(三
四
)
︒
し
か
し
宥
免
を
願
い
出
た
二
ヶ
月
後
の
天
保
三
年

七
月
に
は
︑
結
局
七
郎
右
衛
門
の
身
持
ち
の
悪
さ
が
治
ら
な
い

こ
と
を
理
由
に
︑
親
類
が
七
郎
右
衛
門
を
﹁
帳
外
﹂
に
す
る
こ

と
を
願
い
出
で
︑
そ
れ
が
受
理
さ
れ
て
い
る
(三
五
)
︒

こ
の
七
郎
右
衛
門
の
事
例
で
最
も
興
味
深
い
の
は
︑
名
主
の

よ
う
な
富
裕
層
で
な
く
︑
ま
た
妻
子
も
い
る
よ
う
な
百
姓
が
︑

飯
盛
女
を
身
請
け
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
飯
盛
女

を
身
請
け
す
る
代
金
は
︑
残
り
の
年
季
な
ど
も
関
わ
っ
て
一
概

に
言
え
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
何
十
両
と
い
う
単
位
で
は
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
(三
六
)
︒
つ
ま
り
決
し
て
安
価
で
は
な
か
っ
た

し
︑
ま
た
身
請
け
し
た
飯
盛
女
の
面
倒
を
み
る
必
要
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
︒
掲
げ
た
史
料
に
﹁
高
﹂
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
七
郎

右
衛
門
は
本
百
姓
と
思
わ
れ
る
が
︑
身
請
け
金
を
ど
う
工
面
し
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た
か
は
定
か
で
な
い
︒
七
郎
右
衛
門
が
出
牢
を
願
う
文

書
(三
七
)
に
は
自
身
が
﹁
悪
事
﹂
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
お
り
︑
博
奕
や
盗
み
に
よ
っ
て
得
た
金
銭
で
あ
っ
た
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
︒

遊
び
の
背
景

こ
の
七
郎
右
衛
門
の
事
例
は
︑
名
主
と
も
助
郷
の
若
者
と
も

異
な
り
︑
日
常
的
に
遊
び
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
特
異
な

よ
う
に
も
み
え
る
︒
し
か
し
他
の
地
域
に
も
同
様
の
事
例
は
み

え
る
︒
一
例
と
し
て
︑
宇
佐
美
ミ
サ
子
が
無
宿
者
と
飯
盛
女
が

相
対
死
︵
心
中
︶
し
た
と
い
う
や
や
類
似
す
る
点
の
あ
る
事
例

を
分
析
し
て
い
る
の
で
︑
参
照
し
た
い
︹
宇
佐
美

二
〇
一
二
：

一
四
一
-一
六
〇
︺︒

天
明
元
年
︑
板
鼻
宿
旅
籠
屋
伝
右
衛
門
宅
で
上
州
甘
楽
郡
野

上
村
百
姓
磯
右
衛
門
弟
無
宿
源
兵
衛
二
一
歳
と
︑
同
州
板
鼻
宿

旅
籠
屋
要
蔵
召
抱
飯
盛
女
ぬ
い
二
一
歳
が
心
中
し
た
︒
客
の
方

の
源
兵
衛
は
心
中
事
件
の
四
年
前
︵
安
永
七
年
︶
に
野
上
村
を

欠
落
し
︑
行
方
が
知
れ
な
く
な
っ
て
い
た
が
︑
源
兵
衛
の
親
類

と
五
人
組
は
も
と
も
と
身
持
ち
の
悪
い
源
兵
衛
が
ど
ん
な
悪
事

を
起
こ
す
か
わ
か
ら
な
い
た
め
︑
源
兵
衛
を
帳
外
れ
に
し
て
い

た
︒
宇
佐
美
は
︑
名
主
ら
が
源
兵
衛
を
帳
外
れ
に
し
た
背
景
と

し
て
︑
①
こ
の
時
期
に
北
関
東
の
農
村
を
中
心
に
荒
廃
が
続

き
︑
小
農
民
の
間
に
は
村
落
共
同
体
意
識
が
希
薄
に
な
っ
て
い

た
結
果
︑﹁
欠
落
ち
﹂
等
の
現
象
を
名
主
・
宿
役
人
等
の
上
層
農

民
が
強
く
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
︑
②
天
災
・
飢
饉
に

よ
り
生
産
力
が
低
下
し
︑
貧
農
層
は
耕
作
を
放
棄
し
浮
浪
民
と

し
て
浮
遊
す
る
現
象
が
起
き
て
い
た
こ
と
︑
③
宿
内
に
﹁
流
れ

者
﹂﹁
や
く
ざ
﹂﹁
博
徒
﹂
ら
が
﹁
賭
博
場
﹂
を
設
営
し
︑
宿
駅

制
本
来
の
機
能
が
喪
失
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
︑
ま
た
④
﹁
博

徒
﹂
ら
の
奔
放
な
生
活
に
若
者
が
憧
憬
し
た
こ
と
︑
等
を
挙
げ

て
い
る
︒

地
域
に
よ
っ
て
村
況
に
違
い
は
あ
ろ
う
が
︑
博
奕
の
問
題
は

近
世
後
期
の
村
落
社
会
に
共
通
す
る
問
題
で
あ
り
(三
八
)
︑
七
郎

右
衛
門
の
事
例
も
そ
う
い
っ
た
背
景
の
中
で
理
解
さ
れ
る
問
題

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

但
し
こ
う
い
っ
た
百
姓
の
風
儀
の
乱
れ
は
︑
遊
ぶ
側
の
百
姓

の
み
な
ら
ず
︑
飯
盛
旅
籠
側
の
経
営
方
法
に
も
要
因
が
あ
っ
た

こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒
石
井
良
助
が
﹁
飯
盛
旅
籠

に
つ
い
て
﹂
で
紹
介
す
る
史
料
﹁
天
保
十
二
丑
年
中
道
中
筋
飯

売
御
取
締
筋
御
請
﹂(三
九
)
か
ら
は
︑
次
の
通
り
飯
盛
旅
籠
側
が
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悪
辣
な
経
営
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

当
宿
飯
売
旅
籠
屋
共
儀
︑
近
来
不
所
業
之
渡
世
い
た
し
︑
近

在
助
郷
之
者
共
止
宿
為
致
︑
飯
売
女
為
相
雇
無
益
之
酒
肴
相

勧
メ
強
て
逗
留
為
致
︑
過
当
之
代
銭
為
遣
捨
候
由

︹
石
井

一
九
九
五
：
三
四
四
-三
四
五
︺

飯
盛
旅
籠
が
﹁
旅
客
﹂
を
無
理
や
り
泊
ま
ら
せ
る
等
の
経
営
を

行
っ
て
い
た
こ
と
は
宿
の
規
定
書
等
に
み
え
︑
先
行
研
究
で
も

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
(四
〇
)
︑
在
郷
の
者
に
対
し
て
も

同
様
に
︑
強
い
て
逗
留
さ
せ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
︒

も
っ
と
も
︑
石
井
が
紹
介
す
る
他
の
史
料
﹁
文
政
十
二
丑
年

中
道
中
筋
道
筋
旅
籠
屋
共
御
取
締
筋
御
諦
御
請
書
﹂
に
は
︑

在
々
村
々
よ
り
百
姓
又
ハ
若
も
の
共
大
勢
申
合
罷
出
︑
旅
籠

屋
え
止
宿
酒
喰
を
い
た
し
︑
金
銀
無
之
迚
︑
壱
両
人
残
︑
幾

日
も
逗
留
い
た
し
︑
後
ニ
は
口
論
い
た
し
︑
酒
喰
代
も
不
払

も
の
共
有
之

︹
石
井

一
九
九
五
：
三
四
三
︺

と
︑
恐
ら
く
踏
み
倒
し
を
狙
っ
て
幾
日
も
逗
留
す
る
者
が
い
た

こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
一
概
に
飯
盛
旅
籠
側
が

悪
い
と
も
言
え
な
い
が
︑
近
郷
の
者
を
食
い
物
に
す
る
飯
盛
旅

籠
も
あ
っ
た
こ
と
に
は
︑
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
五
十
嵐
は

深
谷
宿
や
鴻
巣
宿
︵
埼
玉
県
：
中
山
道
︶
へ
遊
び
に
行
き
親
が

病
死
し
て
も
帰
ら
な
か
っ
た
若
者
が
い
た
ら
し
い
こ
と
に
言
及

し
て
い
る
が
︹
五
十
嵐

一
九
八
一
：
二
〇
一
(四
一
)
︺︑
こ
の
若

者
も
旅
籠
に
強
い
ら
れ
て
金
銭
が
尽
き
た
と
か
︑
あ
る
い
は
仲

間
に
言
わ
れ
て
逗
留
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
等
(四
二
)
︑
放
逸
と

は
異
な
る
要
因
が
あ
っ
た
と
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
︒

内
藤
新
宿
と
そ
の
近
郷

以
上
︑
不
十
分
な
が
ら
飯
盛
旅
籠
の
客
に
つ
い
て
み
て
き
た

が
︑
最
後
に
﹃
中
野
区
史
﹄︵
一
九
四
三
︶
で
紹
介
さ
れ
て
い
る

内
藤
新
宿
に
関
わ
る
堀
江
家
文
書
か
ら
︑
遊
び
に
走
る
百
姓
た

ち
を
︑
村
役
人
が
ど
う
捉
え
て
い
た
か
を
み
て
い
き
た
い
︒
旅

籠
一
軒
に
つ
き
飯
盛
女
二
人
と
い
う
基
準
の
例
外
と
さ
れ
た
四

宿
の
一
つ
で
あ
る
内
藤
新
宿
は
︑
安
永
元
年
︵
一
七
七
二
︶
に

飯
盛
女
の
総
数
が
百
五
十
人
と
定
め
ら
れ
て
い
る
︹
東
京
都

一
九
八
〇
：
一
五
︑
二
五
︺(四
三
)
︒
こ
こ
で
み
る
文
書
﹁
乍
レ

恐
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以
二

書
付
一

奉
二

願
上
一

候
﹂︵
文
政
十
年
︹
一
八
二
七
︺
九
月
︶
は

幕
府
が
関
東
の
取
締
向
改
革
の
た
め
に
敷
い
た
親
村
の
制
に
関

わ
る
も
の
で
︑
親
村
を
中
野
村
か
ら
内
藤
新
宿
に
変
更
さ
れ
た

二
十
箇
村
(四
四
)
が
︑
も
と
の
通
り
中
野
村
を
親
村
に
す
る
こ
と

を
願
っ
て
い
る
︵
差
出
：
二
十
箇
村
村
役
人
︑
宛
：
取
締
出
役
︶︒

原
文
は
長
く
な
る
た
め
︑
以
下
概
要
を
記
す
︒

こ
の
度
二
十
一
箇
村
は
内
藤
新
宿
を
親
村
に
す
る
よ
う
仰

せ
付
け
ら
れ
た
が
︑
内
藤
新
宿
を
親
村
に
す
る
こ
と
に
つ
い

て
何
と
も
従
い
難
い
者
が
多
い
︒
そ
の
理
由
と
し
て
︑
ま
ず

内
藤
新
宿
は
他
の
宿
と
違
い
︑
御
田
地
等
が
無
く
︑
百
姓
兼

帯
の
宿
場
で
は
な
い
こ
と
が
あ
る
︒
専
ら
旅
籠
屋
渡
世
の
助

成
を
も
っ
て
家
業
を
し
て
い
て
︑
江
戸
町
の
風
俗
と
少
し
も

か
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
︒
吉
原
町
等
の
繁
花
の
場
所
よ
り
引

移
っ
て
渡
世
を
し
て
い
る
者
も
あ
り
︑
衣
類
・
人
物
も
そ
れ

に
倣
っ
て
い
る
︒
特
に
飯
売
女
や
男
女
之
三
味
線
曳
等
は
︑

す
べ
て
旅
人
の
酒
の
相
手
を
し
て
い
る
者
の
風
俗
で
︑
自
然

と
目
立
っ
て
い
る
︒
引
手
茶
屋
を
始
め
︑
酒
食
商
の
店
の
男

女
ま
で
こ
う
で
あ
り
︑
江
戸
町
の
質
素
な
場
所
よ
り
活
気
が

あ
る
よ
う
に
見
え
︑
農
業
を
専
一
と
す
る
百
姓
と
は
雲
泥
の

差
で
あ
る
︒
毎
年
私
共
の
村
々
で
︑
農
業
の
間
︑
江
戸
へ
小

商
に
行
く
者
や
︑
百
姓
稼
ぎ
の
者
の
倅
︑
ま
た
は
壮
年
で
市

村
役
を
勤
る
者
が
内
藤
新
宿
へ
行
き
︑
過
ぎ
た
酒
食
を
し
︑

金
銭
を
遣
捨
て
︑
欠
落
・
勘
当
︑
帳
外
に
な
る
も
の
が
多
く

い
る
︒
と
に
か
く
賑
わ
し
い
場
所
で
あ
り
︑
若
輩
者
共
が
行

き
た
が
り
︑
小
唄
︑
三
味
線
等
聞
覚
え
︑
流
行
の
衣
服
や
よ

ろ
し
く
な
い
妓
藝
等
を
見
習
っ
て
︑
こ
れ
を
宜
い
こ
と
の
よ

う
に
心
得
て
い
る
︒
こ
う
い
っ
た
風
俗
は
村
内
の
女
子
供
に

ま
で
う
つ
っ
て
︑
制
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
ま
た
御
改

革
で
親
村
の
制
に
つ
い
て
仰
せ
付
け
ら
れ
て
か
ら
︑
村
々
の

者
が
用
向
を
か
こ
つ
け
︑
内
藤
新
宿
へ
猥
に
立
入
っ
た
り
︑

帰
宅
が
遅
く
な
る
か
ら
と
い
っ
て
止
宿
等
を
し
て
い
る
︒
こ

れ
ま
で
も
助
郷
人
足
な
ど
に
慎
む
よ
う
言
い
聞
か
せ
て
き
た

が
︑
金
銭
之
多
少
に
よ
ら
ず
︑
酒
食
商
い
が
自
由
な
宿
の
た

め
︑
多
人
数
の
中
に
は
間
々
遊
ん
で
し
ま
う
者
が
い
る
︒
そ

の
よ
う
な
わ
け
で
︑
若
輩
者
は
江
戸
往
返
に
通
行
さ
せ
る
の

さ
え
覚
束
な
い
場
所
で
あ
り
︑
御
用
向
で
足
近
に
な
る
の

は
︑
農
業
出
精
に
誠
実
の
者
は
殊
の
外
︑
親
村
に
す
る
こ
と

を
と
て
も
迷
惑
に
思
っ
て
い
る
︒
且
つ
内
藤
新
宿
は
旅
籠
屋

飯
売
女
が
多
く
︑
万
事
自
由
な
宿
方
に
て
は
︑
た
と
え
厳
し
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く
言
っ
て
も
︑
遊
ん
で
雑
費
が
大
き
く
な
る
こ
と
は
目
に
み

え
て
い
る
︒

ま
た
争
論
出
入
な
ど
に
な
っ
た
場
合
︑
ひ
と
ま
ず
親
村
に

理
解
・
取
計
い
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
内

藤
新
宿
は
百
姓
の
こ
と
に
手
馴
れ
な
い
宿
で
あ
る
し
︑
ま
た

外
の
宿
々
と
は
違
い
︑
宿
役
人
の
家
督
が
江
戸
町
と
同
様
に

持
参
金
次
第
で
︑
他
所
よ
り
来
た
者
な
ど
で
も
養
子
に
し
︑

名
跡
相
続
さ
せ
︑
宿
役
に
勤
め
さ
せ
て
い
る
︒
私
共
が
知
る

限
り
で
も
︑
名
主
両
家
と
宿
役
の
者
が
引
替
っ
て
い
る
︒

村
々
小
前
の
評
判
は
良
く
な
く
︑
親
村
に
定
め
る
こ
と
は
幾

重
に
も
御
免
願
い
た
い
︒

︹
東
京
都
中
野
区
役
所

一
九
四
三
：
五
七
三
-五
七
六
︺

こ
の
願
書
は
結
果
取
締
出
役
に
受
理
さ
れ
︑
奉
行
所
に
お
い

て
も
中
野
村
を
親
村
と
定
め
る
の
は
も
っ
と
も
と
い
う
こ
と
に

な
り
︑
こ
れ
ら
の
村
々
へ
達
せ
ら
れ
た
︒
右
は
中
野
区
が
留
意

し
て
い
る
と
お
り
︑
内
藤
新
宿
を
避
け
る
上
か
ら
そ
の
悪
い
面

を
強
調
し
て
い
る
点
も
あ
ろ
う
が
︹
東
京
都
中
野
区
役
所

一

九
四
三
：
五
七
五
︺︑
村
役
人
が
遊
ぶ
百
姓
を
︑
ひ
い
て
は
内
藤

新
宿
を
ど
う
捉
え
て
い
た
か
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
︒ま

ず
注
視
し
た
い
の
は
︑
二
十
箇
村
の
百
姓
が
何
か
し
ら
の

仕
事
を
理
由
に
遊
ん
で
い
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
で

は
特
に
内
藤
新
宿
が
親
村
に
な
っ
て
か
こ
つ
け
る
理
由
が
増
え

た
こ
と
に
︑
村
役
人
は
難
し
さ
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

先
の
七
郎
右
衛
門
の
よ
う
に
大
っ
ぴ
ら
に
遊
ぶ
者
も
い
た
よ
う

だ
が
︑
や
は
り
遊
興
は
周
囲
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ

た
︒
ま
た
こ
こ
で
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
遊
興
に
よ
っ
て

身
持
ち
を
崩
す
こ
と
︵
欠
落
・
勘
当
・
帳
外
︶
の
み
な
ら
ず
︑

内
藤
新
宿
の
風
俗
が
伝
播
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
内
藤
新
宿
と
の

関
わ
り
を
﹁
農
業
出
精
に
誠
実
の
者
﹂
は
特
に
迷
惑
に
思
っ
た

と
あ
る
が
︑
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
百
姓
の
買
春
そ
の
も

の
と
い
う
よ
り
は
︑
そ
れ
が
周
囲
に
与
え
る
影
響
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒

ま
た
以
上
の
遊
ぶ
百
姓
に
対
す
る
懸
念
か
ら
は
︑
内
藤
新
宿

が
他
の
宿
と
も
差
異
化
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
点
が
興
味
深

い
︒
本
稿
の
は
じ
め
に
︑
近
世
の
売
買
春
の
場
と
し
て
は
遊

郭
︑
岡
場
所
︑
飯
盛
旅
籠
を
抱
え
る
宿
が
あ
る
と
大
別
し
て
記

し
た
︒
し
か
し
右
の
記
述
か
ら
は
︑
飯
盛
旅
籠
を
抱
え
る
宿
で

も
内
藤
新
宿
は
他
の
宿
と
異
質
で
︑
よ
り
遊
郭
や
岡
場
所
に
近
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い
遊
里
的
な
場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ

う
い
っ
た
区
別
の
意
識
は
︑
縷
縷
記
さ
れ
て
い
る
風
俗
面
は
も

ち
ろ
ん
︑
百
姓
兼
帯
の
宿
場
か
否
か
と
い
う
︑
生
業
の
立
て
方

の
違
い
も
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
宇
佐
美
に
よ
る
と
板
鼻

宿
で
は
無
高
な
ど
零
細
農
民
で
あ
っ
て
も
︑
経
営
権
と
な
る
株

が
取
得
さ
え
で
き
れ
ば
︑
旅
籠
を
運
営
す
る
こ
と
は
で
き
た

︹
宇
佐
美

二
〇
一
二
：
一
四
四
︺︒
す
な
わ
ち
百
姓
が
飯
盛
旅

籠
の
経
営
に
携
わ
る
の
は
︑
そ
れ
ほ
ど
敷
居
が
高
い
こ
と
で
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
地
域
に
よ
っ
て
は
飯
盛
旅
籠

を
置
い
て
も
潰
れ
る
よ
う
な
宿
も
あ
っ
た
か
ら
(四
五
)
︑
宿
の
み

で
生
計
の
た
て
ら
れ
る
よ
う
な
宿
と
︑
農
業
を
兼
ね
な
け
れ
ば

成
り
立
た
な
い
宿
で
は
︑
そ
の
在
り
方
に
大
き
な
違
い
が
あ
っ

た
と
想
像
さ
れ
る
︒
ま
た
内
藤
新
宿
が
万
事
自
由
な
宿
方

︵﹁
万
事
自
由
た
り
候
宿
方
﹂︶
で
あ
る
と
い
う
点
も
︑
他
の
宿
と

の
差
異
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
︒﹁
自
由
﹂
が
具
体
的
に
何

を
指
す
か
は
明
確
で
な
い
が
︑
旅
客
も
多
く
規
模
の
大
き
い
内

藤
新
宿
に
お
い
て
は
︑
百
姓
が
身
持
ち
を
崩
す
よ
う
な
遊
び
を

し
て
も
︑
周
囲
が
気
に
か
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
︒

お
わ
り
に

以
上
︑
本
稿
で
は
遊
郭
の
田
舎
衆
お
よ
び
百
姓
に
焦
点
を
当

て
︑
第
二
章
で
は
遊
女
評
判
記
か
ら
田
舎
衆
が
ど
う
捉
え
ら
れ

て
い
た
の
か
︑
ま
た
第
三
章
で
は
村
方
文
書
か
ら
︑
百
姓
の
遊

興
と
そ
の
背
景
︑
お
よ
び
遊
ぶ
百
姓
が
周
囲
に
ど
う
捉
え
ら
れ

て
い
た
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
︒

第
二
章
の
田
舎
衆
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
田
舎
衆
は
高
級
遊
女

と
遊
ぶ
姿
が
ま
ま
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
︑
概
ね
遊
女
や
周
り

の
客
か
ら
卑
し
め
ら
れ
る
存
在
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
今

回
の
検
討
で
は
田
舎
衆
の
中
に
百
姓
が
ど
れ
程
い
た
か
は
明
ら

か
に
で
き
な
い
が
︑
遊
ぶ
百
姓
の
姿
は
む
し
ろ
飯
盛
旅
籠
の
関

係
史
料
に
こ
そ
見
出
せ
る
︒

そ
の
要
因
と
し
て
は
︑
第
三
章
で
概
観
し
た
よ
う
に
︑
飯
盛

旅
籠
が
百
姓
に
と
っ
て
理
由
を
つ
け
て
立
ち
寄
り
や
す
い
場
所

で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
百
姓
ら
は
そ
の
身
分
や
既

婚
・
未
婚
を
問
わ
ず
遊
興
し
て
お
り
︑
そ
の
背
景
と
し
て
場
合

に
よ
っ
て
は
博
奕
や
若
者
組
の
隆
盛
︑
も
し
く
は
強
引
な
飯
盛

旅
籠
の
経
営
方
法
が
あ
っ
た
が
︑
基
本
的
に
は
仕
事
に
か
こ
つ

− 68(21)−



け
て
遊
ぶ
姿
が
多
く
み
ら
れ
る
︒
内
藤
新
宿
に
関
わ
る
文
書
か

ら
は
︑
村
々
の
上
層
部
が
そ
の
よ
う
な
遊
び
や
︑
遊
ん
だ
者
か

ら
生
じ
る
村
の
風
紀
の
乱
れ
を
忌
み
嫌
っ
て
い
た
様
子
が
う
か

が
え
た
︒

但
し
以
上
の
よ
う
な
百
姓
の
遊
興
に
は
︑
各
街
道
の
交
通
量

や
市
場
の
隆
盛
の
変
遷
︑
ま
た
貨
幣
経
済
の
浸
透
が
密
接
に
関

係
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
今
回
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
議

論
が
及
ば
ず
︑
甚
だ
不
十
分
な
検
討
と
な
っ
た
が
︑
今
後
は
各

地
域
に
お
い
て
い
つ
頃
か
ら
飯
盛
旅
籠
に
お
け
る
若
者
の
遊
興

が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
等
の
検
討
も
含
め
︑
更

な
る
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
︒

註
︵
一
︶

何
か
に
か
こ
つ
け
て
客
が
吉
原
へ
足
を
運
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
︹
石
井

一
九
九
五
：
九
九
-一
〇
〇
︺
等
が
詳
し
い
︒

︵
二
︶
﹃
吉
原
出
世
鑑
﹄︹
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編

二
〇
一
一
ｂ
：
三
三
四
︺

︵
三
︶
﹃
吉
原
丸
鑑
﹄︹
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編

二
〇
一
一
ｂ
：
二
五
〇
︺︑﹃
吉

原
鑑
﹄︹
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編

二
〇
一
〇
：
一
〇
八
︺

︵
四
︶
﹃
吉
原
つ
れ
〳
〵
草
﹄︹
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編

二
〇
一
一
ａ
：
三
四

八
︺

︵
五
︶
﹃
四
季
の
花
﹄︹
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編

二
〇
一
二
：
三
六
七
︺

︵
六
︶
﹃
色
道
諸
分
難
波
鉦
﹄︹
新
版
色
道
大
鏡
刊
行
会

二
〇
〇
六
：
一
八
九
︺

︵
七
︶
﹃
ゑ
に
し
染
﹄︹
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編

二
〇
一
一
ｂ
：
九
一
︺

︵
八
︶
﹃
傾
城
三
略
巻
﹄︹
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編

二
〇
一
二
：
五
八
︺

︵
九
︶
﹃
娼
家
用
文
章
﹄︹
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編

二
〇
一
二
：
三
四
七
︺
他

︵
一
〇
︶

飯
盛
女
は
︑
食
売
女
･
飯
売
女
な
ど
と
も
呼
ぶ
︒
五
十
嵐
に
よ
れ
ば
︑

幕
府
が
公
用
語
と
し
て
使
っ
た
の
は
食
売
女
や
食
売
下
女
で
あ
る
が
︑
民

間
で
は
飯
盛
女
や
飯
盛
下
女
︑
茶
汲
み
女
等
と
呼
ば
れ
た
︹
五
十
嵐

一

九
八
一
：
三
七
︺︒

︵
一
一
︶

他
︑
飯
盛
女
と
客
に
つ
い
て
は
誘
引
・
身
請
け
・
欠
落
ち
・
心
中
の
事

例
が
分
析
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
︑
管
見
の
限
り
事
例
の
列
挙
に
終

始
す
る
も
の
が
多
く
を
占
め
て
い
る
︒

︵
一
二
︶

但
し
本
稿
で
の
引
用
は
﹃
近
世
風
俗
と
社
会

西
山
松
之
助
著
作
集

第
五
巻
﹄︵
一
九
八
五
︶
に
よ
る
︒

︵
一
三
︶

客
層
に
つ
い
て
最
も
厚
い
考
察
を
行
っ
て
い
る
の
は
三
田
村
鳶
魚
だ

が
︑
三
田
村
の
主
な
関
心
は
﹁
目
立
っ
た
﹂
客
と
武
士
・
町
人
に
あ
り
︑

そ
れ
以
外
の
客
は
副
次
的
な
主
題
で
あ
る
︵
一
九
七
五
﹁
元
吉
原
の
話
﹂

﹃
三
田
村
鳶
魚
全
集

十
一
﹄
中
央
公
論
社
︹
初
出
：
一
九
六
六
﹃
吉
原
に

就
て
の
話
﹄
青
蛙
房
︺︑
一
九
七
五
﹁
傾
城
買
の
二
大
派
別
﹂﹃
三
田
村
鳶

魚
全
集

十
﹄
中
央
公
論
社
︹
初
出
：
一
九
二
九
﹃
江
戸
時
代
の
さ

ま
〴
〵
﹄
博
文
館
︺︶︒
ま
た
客
の
研
究
と
し
て
は
他
に
﹁
粋
﹂
や
﹁
野
暮
﹂
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と
い
っ
た
客
の
遊
興
理
念
に
関
す
る
蓄
積
も
厚
い
が
︵
麻
生
磯
次

一
九

五
一
﹁
通
・
い
き
﹂︹
杉
森
久
英
編
﹃
日
本
文
学
講
座
七
﹄
河
出
書
房
︺︑

中
野
三
敏

一
九
八
四
﹁
す
い
・
つ
う
・
い
き
：
そ
の
生
成
の
過
程
﹂︹
相

良
亨
他
編
﹃
講
座

日
本
思
想

第
五
巻

美
﹄
東
京
大
学
出
版
︺︑
中
尾
達

郎

一
九
八
四
﹃
す
い
・
つ
う
・
い
き
﹄
三
弥
井
書
店
等
︶︑
こ
れ
ら
の
研

究
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
遊
興
理
念
を
記
す
洒
落
本
等
の

作
者
︵
主
に
町
人
・
武
士
︶
で
あ
る
︒

︵
一
四
︶

西
山
が
﹁
在
郷
の
客
﹂
で
挙
げ
る
事
例
の
多
く
は
飯
盛
旅
籠
と
百
姓

︵
特
に
名
主
・
庄
屋
︶
に
関
す
る
も
の
で
︑
他
に
二
代
目
市
川
團
十
郎
や
石

川
啄
木
の
遊
興
に
言
及
が
有
る
が
︑
明
確
に
遊
郭
に
お
け
る
百
姓
に
つ
い

て
言
及
し
た
も
の
は
本
稿
で
も
引
用
し
た
は
じ
め
の
史
料
に
関
す
る
記

述
の
み
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
越
後
の
国
の
高
田
在
の
庄
屋
﹂
が
﹁
遊
廓
﹂
で

遊
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
﹁
遊
興
通
帳
﹂
が
国
立
史
料
館
に
残
る
と
記
し
て

い
る
が
︹
西
山

一
九
六
三
：
一
六
九
-一
七
〇
︺︑
西
山
が
掲
げ
る
画
像
か

ら
は
﹁
は
な
代
﹂
が
支
出
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
も
の
の
︑
遊

郭
で
の
支
出
か
飯
盛
旅
籠
等
で
の
支
出
か
不
明
で
あ
る
︒
国
文
学
研
究

資
料
館
︵
元
国
立
史
料
館
︶
で
当
該
資
料
を
検
索
し
た
が
︑
西
山
が
情
報

を
明
記
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
︑
該
当
の
史
料
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
︒

︵
一
五
︶

詳
細
は
小
野
晋

一
九
六
五
﹃
近
世
初
期
遊
女
評
判
記
集
︵
研
究
篇
︶﹄

古
典
文
庫
︑
中
野
三
敏

一
九
八
五
﹃
江
戸
名
物
評
判
記
案
内
﹄
岩
波
新

書
︑
宮
本
由
紀
子

一
九
九
一
﹁﹃
遊
女
評
判
記
﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹃
地
方
史

研
究
﹄
第
四
一
巻
六
号
︶
参
照
の
こ
と
︒

︵
一
六
︶

遊
女
評
判
記
の
作
者
に
つ
い
て
は
前
掲
註
一
五
の
小
野
︑
宮
本
が
詳
し

い
︒

︵
一
七
︶

詳
細
は
拙
稿

二
〇
一
五
﹁
吉
原
に
お
け
る
客
の
身
分
﹂﹃
常
民
文
化
﹄

三
八

︵
一
八
︶

本
来
﹁
田
舎
に
京
あ
り
﹂
は
﹁
田
舎
に
も
に
ぎ
や
か
な
所
︑
み
や
び
た

点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
悪
い
土
地
に
も
良
い
所
が
あ
る
﹂
の

意
味
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
京
に
田
舎
あ
り
﹂
は
﹁
に
ぎ
や
か
な
都
に
も
︑
田

舎
め
い
て
不
便
な
所
が
あ
る
︒
転
じ
て
︑
よ
い
土
地
に
も
︑
悪
い
所
が
あ

る
の
意
﹂︵﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄︶
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
土
地
に
つ
い

て
の
言
葉
だ
が
︑
こ
こ
で
は
客
を
対
象
と
し
た
言
葉
と
解
釈
し
た
︒

︵
一
九
︶

詳
細
は
拙
稿
﹁
吉
原
に
お
け
る
客
の
身
分
﹂︵
前
掲
註
一
七
︶
参
照
の
こ

と
︒

︵
二
〇
︶

但
し
実
在
の
遊
女
の
名
前
も
記
さ
れ
て
お
り
︑
遊
女
の
名
寄
的
な
性
格

も
も
つ
︒

︵
二
一
︶

心
中
立
て
と
は
︑
単
に
心
中
と
も
い
い
︑
遊
女
が
客
に
本
気
で
あ
る
こ

と
を
形
に
あ
ら
わ
し
︑
証
拠
と
し
て
相
手
に
示
す
こ
と
︒
方
法
と
し
て
︑

起
請
文
︑
髪
切
り
︑
指
切
り
︑
爪
放
し
︑
入
れ
墨
︑
情
死
な
ど
が
あ
る
︒

︵
二
二
︶

こ
の
引
用
で
の
︵

︶
内
の
註
は
︑︹
中
野

一
九
九
一
：
二
八
-二
九
︺

に
拠
る
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︵
二
三
︶

詳
細
は
拙
稿

二
〇
一
六
﹁
吉
原
遊
郭
に
お
け
る
客
と
客
﹂︵﹃
常
民
文

化
﹄
三
九
︶
参
照
の
こ
と
︒

︵
二
四
︶

森
永
種
夫
編
﹃
犯
科
帳

八
﹄︵
一
九
六
〇
︶：
一
八
一
頁
︵
天
保
七

年
︶︑
同
編
﹃
犯
科
帳

九
﹄︵
一
九
六
〇
︶：
五
八
頁
︵
天
保
十
三
年
︶︑

二
四
五
頁
︵
弘
化
二
年
︶︑
四
〇
三
頁
︵
弘
化
四
年
︶
な
ど
︒

︵
二
五
︶

但
し
︑
歌
舞
伎
﹁
籠
釣
瓶
花
街
酔
醒
﹂
等
で
有
名
な
︑
野
州
佐
野
の
百

姓
次
郎
左
衛
門
が
江
戸
町
二
丁
目
大
兵
庫
屋
の
﹁
八
ツ
橋
﹂
を
切
り
殺
し

た
と
い
う
話
︵﹃
洞
房
語
園
異
本
考
異
﹄
に
原
話
が
み
え
る
︶
な
ど
は
︑
実

際
に
起
き
た
事
件
と
さ
れ
る
も
の
の
︑
現
在
に
残
る
判
例
に
み
え
な
い
︒

残
さ
れ
て
い
な
い
判
例
も
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
判
例
か
ら
百
姓
の
実

態
を
推
測
す
る
に
は
な
お
検
討
を
要
す
る
︒

︵
二
六
︶

こ
れ
は
個
別
遊
女
屋
の
﹁
遊
客
名
簿
﹂
で
は
な
く
︑
長
崎
奉
行
所
に

よ
っ
て
何
ら
か
の
事
件
捜
査
の
た
め
に
調
査
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
︒
但

し
横
田
は
﹁
そ
の
前
提
に
各
遊
女
屋
の
遊
客
名
簿
が
想
定
さ
れ
﹂
る
と
の

見
解
を
述
べ
て
い
る
︒

︵
二
七
︶

こ
う
い
っ
た
協
定
は
他
地
域
で
も
多
く
み
え
る
︒
た
と
え
ば
甲
州
道

中
府
中
宿
︵
北
原
進

一
九
六
六
﹁
近
世
府
中
宿
の
遊
女
に
つ
い
て
﹂︵
府

中
市
史
編
纂
委
員
会
﹃
府
中
市
史
史
料
集
十
三
﹄
他
︶︑
中
山
道
熊
谷
宿

︹
五
十
嵐

一
九
八
一
：
一
八
九
︺︹
宇
佐
美

二
〇
〇
〇
：
七
九
-
八
二
︺︑

三
国
街
道
金
古
宿
︹
五
十
嵐

一
九
八
一
：
二
〇
一
-二
〇
二
︺︑
伊
豆
韮
山

︹
戸
羽
山

一
九
八
六
：
一
五
三
︺
等
︒

︵
二
八
︶

た
と
え
ば
戸
羽
山
は
︑
三
島
宿
︵
静
岡
県
三
島
市
･東
海
道
五
拾
三
次
︶

の
飯
盛
旅
籠
の
常
連
は
助
郷
村
の
名
主
が
八
〇
％
を
占
め
た
と
し
︹
戸
羽

山

一
九
六
八
：
一
五
七
︺︑
ま
た
西
山
は
越
後
国
の
高
田
在
の
庄
屋
が
︑

家
計
全
体
の
三
分
の
一
位
を
遊
興
に
あ
て
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
︹
西
山

一
九
八
五
：
一
七
〇
︺︒

︵
二
九
︶

岡
部
に
よ
る
翻
刻
を
参
照
し
た
が
︑
同
書
掲
載
の
原
本
写
真
を
確
認
し

た
上
で
︑
変
体
仮
名
を
平
仮
名
に
す
る
︑
読
点
を
補
う
等
の
変
更
を
行
っ

た
︒

︵
三
〇
︶

田
草
川
家
文
書
の
翻
刻
は
現
在
︵
二
〇
一
七
年
十
月
︶
ま
で
に
十
冊
刊

行
さ
れ
て
い
る
が
︑
管
見
の
限
り
弥
次
右
衛
門
の
婚
姻
や
家
族
構
成
に
関

わ
る
文
書
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︵
奥
多
摩
町
教
育
委
員
会

﹃
田
草
川
家
文
書
﹄
一
-七
巻
︑﹃
続
田
草
川
家
文
書
﹄
一
-三
巻
︶︒

︵
三
一
︶

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
﹁
吉
原
細
見
﹂
天
保
十
三
年
︵
日
本
橋
岩
倉
町
︑

星
野
源
次
郎
︶
請
求
記
号
：
ヲ
0
6

0
1
5
3
1

0
0
0
5
︑
お
よ
び

﹁
吉
原
細
見
﹂
天
保
十
五
年
︵
日
本
橋
岩
倉
町
︑
星
野
屋
源
次
郎
︶
請
求
記

号
文
庫
3
1

E
1
3
3
8
を
﹁
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
で
確
認
︒

︵
三
二
︶

宛
名
の
位
置
が
低
い
が
原
文
に
従
っ
た

︵
三
三
︶

6
8
0
0
6
-7
-1
2
4
C
﹁
差
出
申
詫
書
付
之
事
﹂︵
見
付
宿
飯
売

女
請
出
一
件
に
つ
き
︶
天
保
三
年
五
月
︶

︵
三
四
︶

6
8
0
0
6
-9
-1
7
7
C
﹁
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
﹂︵
七
郎
右
衛

門
改
心
に
つ
き
宥
免
願
︶
天
保
三
年
五
月
︶
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︵
三
五
︶

6
8
0
0
6
-9
-1
8
9
C
﹁
差
上
申
一
札
之
事
﹂︵
七
郎
右
衛
門
の

素
行
不
良
に
つ
き
︶
天
保
三
年
七
月
︶
な
お
註
三
三
～
三
五
の
史
料
は
い

ず
れ
も
片
桐
光
男
氏
所
蔵
︑
寄
託
先
浜
松
市
水
窪
文
化
会
館
︑
静
岡
県
立

中
央
図
書
館
歴
史
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー
提
供
資
料

︵
三
六
︶
︹
五
十
嵐

一
九
八
一
：
一
八
〇
-一
八
五
︺
や
︹
蕨
市
編
纂
委
員
会
編

一
九
六
七
：
二
七
二
︺
等
を
参
考
︒

︵
三
七
︶

前
掲
註
三
三
﹁
差
出
申
詫
書
付
之
事
﹂︵
見
付
宿
飯
売
女
請
出
一
件
に

つ
き
︶

︵
三
八
︶

博
徒
と
宿
の
関
係
に
つ
い
て
は
児
玉
幸
多
編

一
九
九
九
﹃
日
本
史
百

科

宿
場
﹄
東
京
堂
出
版
等
も
詳
し
い
︒

︵
三
九
︶

石
井
良
助
蔵
﹃
道
中
筋
飯
売
旅
籠
屋
記
録
全
﹄
に
含
ま
れ
る
内
容
で
︑

︹
石
井

一
九
九
五
︺
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
後
述
の
﹁
文
政
十
二

丑
年
中
道
中
筋
道
筋
旅
籠
屋
共
御
取
締
筋
御
諦
御
請
書
﹂
も
同
様
︒

︵
四
〇
︶

飯
盛
旅
籠
の
客
引
き
に
つ
い
て
は
︹
五
十
嵐

一
五
七
-一
六
二
︺
が

詳
細
に
述
べ
て
い
る
︒

︵
四
一
︶

原
典
は
熊
谷
市
史
編
纂
委
員
会
一
九
六
四
﹃
熊
谷
市
史
﹄
後
編

︵
四
二
︶

蕨
市
︹
蕨
市
編
纂
委
員
会
編

一
九
六
七
：
二
八
七
︺
で
は
︑
飯
盛
女
を

買
う
こ
と
を
強
制
さ
れ
断
っ
た
若
者
が
︑
友
人
や
遊
女
屋
側
な
ど
の
大
勢

に
打
擲
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
但
し
蕨
市
は
︑
こ

れ
は
特
異
な
ケ
ー
ス
で
︑
通
常
は
飯
盛
旅
籠
の
方
が
若
者
か
ら
暴
力
を
受

け
た
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
︒

︵
四
三
︶

但
し
﹃
内
藤
新
宿
細
見
﹄︵
天
明
八
年
︶
や
新
宿
細
見
﹃
い
ぬ
い
﹄︵
年

未
詳
︶
を
み
る
と
飯
盛
女
は
三
五
〇
～
三
九
〇
人
程
居
た
よ
う
で
︑
大
幅

に
制
限
を
超
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︹
一
瀬
編

一
九
八
三
：
二
〇
-二

五
︺︒

︵
四
四
︶

高
円
寺
︑
馬
橋
︑
阿
佐
ヶ
谷
︑
天
沼
︑
上
井
草
︑
下
井
草
︑
成
宗
︑
田

端
︑
上
荻
窪
︑
下
荻
窪
︑
本
郷
︑
雑
色
︑
堀
之
内
︑
和
田
︑
和
泉
︑
永
福

寺
︑
柏
木
︑
東
大
久
保
︑
西
大
久
保
︑
諏
訪
谷
︒
二
十
箇
村
は
も
と
も
と

中
野
村
を
親
村
と
す
る
郷
村
組
合
︵
天
領
私
領
の
別
な
く
触
書
等
の
触
次

な
ど
の
た
め
構
成
さ
れ
た
も
の
︶
に
属
し
て
い
た
︹
東
京
都
杉
並
区
役
所

一
九
五
五
：
三
九
六
︺︒
な
お
願
書
の
文
中
に
二
十
一
箇
村
の
訴
え
で
あ

る
と
あ
り
な
が
ら
︑
実
際
に
連
署
し
て
い
る
の
は
右
の
二
十
箇
村
︒﹃
中

野
区
史
﹄
に
は
︑
こ
れ
は
恐
ら
く
地
勢
か
ら
い
っ
て
も
中
野
村
で
あ
ろ
う

が
︑
願
意
の
性
質
か
ら
加
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︑
と
あ
る
︹
東
京

都
中
野
区
役
所

一
九
四
三
：
五
七
三
︺︒

︵
四
五
︶

五
十
嵐
に
よ
る
と
︑
和
田
宿
︵
長
野
：
中
山
道
︶
は
文
化
二
年
頃
迄
は

飯
盛
を
置
い
た
が
︑
そ
れ
以
後
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
︒
ま
た
認
め
ら
れ

た
数
よ
り
も
少
な
い
飯
盛
女
を
お
い
た
長
窪
宿
︵
前
同
︶
の
よ
う
な
例
も

あ
り
︑
五
十
嵐
は
こ
れ
ら
の
理
由
を
︑
宿
の
立
地
等
が
悪
く
経
済
的
に
成

り
立
た
な
か
っ
た
た
め
と
推
測
し
て
い
る
︹
五
十
嵐

一
九
八
一
：
六
六
︑

六
八
︺︒
ま
た
府
中
宿
︵
東
京
：
甲
州
道
中
︶
で
は
飯
盛
旅
籠
が
三
軒
以
上

併
存
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
︑
府
中
か
ら
内
藤
新
宿
へ
引
越
し
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た
旅
籠
の
例
な
ど
も
み
え
る
︹
府
中
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編

一
九
六

八
：
九
二
七
︺︒

引
用
文
献

五
十
嵐
富
夫

一
九
八
一
﹃
飯
盛
女
﹄
新
人
物
往
来
社

石
井
良
助

一
九
九
五
﹃
女
人
差
別
と
近
世
賤
民
﹄
明
石
書
店

石
井
良
助

二
〇
一
三
﹃
江
戸
の
遊
女
﹄
明
石
書
店

宇
佐
美
ミ
サ
子

二
〇
〇
〇
﹃
宿
場
と
飯
盛
女
﹄
同
成
社

江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編
二
〇
一
〇

﹃
江
戸
吉
原
叢
刊
﹄
第
一
巻

八
木
書
店

二
〇
一
一
ａ
﹃
江
戸
吉
原
叢
刊
﹄
第
四
巻

八
木
書
店

二
〇
一
一
ｂ
﹃
江
戸
吉
原
叢
刊
﹄
第
五
巻

八
木
書
店

二
〇
一
二

﹃
江
戸
吉
原
叢
刊
﹄
第
六
巻

八
木
書
店

岡
部
義
重

二
〇
一
二
﹁
為
取
申
一
札
之
事
﹂︵
奥
多
摩
郷
土
研
究
会
﹃
郷
土
研

究
﹄
二
三
︶

二
〇
一
四
﹁
機
志
よ
う
も
ん
の
事
﹂︵
奥
多
摩
郷
土
研
究
会
﹃
郷
土

研
究
﹄
二
五
︶

金
古
町
誌
刊
行
会
編

一
九
六
三
﹃
金
古
町
誌
﹄

従
吾
所
好
社
編

一
九
二
八
﹁
東
京
新
誌
﹂
第
二
巻
三
号
︵
一
九
八
七
﹃
東
京
新

誌
﹄
第
二
巻

ゆ
ま
に
書
房
所
収

表
記
の
頁
数
は
ゆ
ま
に
書
房

の
も
の
︶

一
瀬
幸
三
編

一
九
八
三
﹃
新
宿
遊
郭
史
﹄
新
宿
郷
土
会

新
版
色
道
大
鏡
刊
行
会
編

二
〇
〇
六
﹃
新
版
色
道
大
鏡
﹄
八
木
書
店

東
京
都

一
九
八
〇
﹃
東
京
市
史
稿
﹄
産
業
篇
第
二
十
四

東
京
都
中
野
区
役
所

一
九
四
三
﹃
中
野
区
史
﹄
上
巻

戸
羽
山
瀚
氏

一
九
六
八
﹁
宿
場
女
郎
と
飯
盛
旅
籠
﹂︵﹃
講
座
日
本
風
俗
史
別
巻

六
︱
旅
風
俗
Ⅲ
宿
場
篇
﹄
雄
山
閣
︶

中
野
三
敏
校
注

一
九
九
一
﹃
色
道
諸
分
難
波
鉦
﹄
岩
波
文
庫

西
山
松
之
助

一
九
八
五
﹃
近
世
風
俗
と
社
会

西
山
松
之
助
著
作
集

第
五
巻
﹄

吉
川
弘
文
館

日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編

一
九
七
六
﹃
日
本
随
筆
大
成
第
﹄
第
三
期
第
二
巻
吉

川
弘
文
館

平
田
秀
勝

一
九
九
七
﹁
江
戸
に
お
け
る
岡
場
所
の
変
遷
﹂︵
成
城
大
学
常
民

文
化
研
究
会
﹃
常
民
文
化
﹄
第
二
〇
号
︶

府
中
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編

一
九
六
八
﹃
府
中
市
史
﹄
上
巻

横
田
冬
彦

二
〇
一
二
﹁
長
崎
丸
山
遊
郭
の
﹁
遊
女
宿
泊
人
帳
﹂
覚
書
﹂︵
京
都

橘
女
子
大
学
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
﹃
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
紀

要
﹄
二
〇
︶

蕨
市
編
纂
委
員
会
編

一
九
六
七
﹃
蕨
市
の
歴
史

二
巻
﹄
吉
川
弘
文
館

謝
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た
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す
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