
九
九

出
版
統
制
と
遊
女
評
判
記

―
―
貞
享
・
元
禄
以
降
の
販
売
差
止
例
と
記
述
内
容
の
変
化
を
め
ぐ
っ
て

髙　

木　

ま
ど
か

は
じ
め
に

　

本
稿
で
主
題
と
す
る
遊
女
評
判
記
と
は
、
主
に
遊
廓
に
お
け
る
遊
女
の
容
色
・
気
質
・
才
芸
等
の
批
評
を
目

的
と
し
た
仮
名
草
子
を
指
し
、
そ
の
始
ま
り
は
寛
永
初
年
頃
と
さ
れ
る
。
そ
の
終
わ
り
を
い
つ
に
据
え
る
か
は

後
に
述
べ
る
よ
う
に
諸
説
あ
る
が
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
頃
を
区
切
り
と
し
、
そ
の
後
は
浮
世
草
紙
や
洒

落
本
、
あ
る
い
は
細
見
に
姿
を
変
え
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
先
行
研
究
に
お
け
る
お
よ
そ
一
致
し
た
見
解
で
あ

る
。
宝
暦
五
年
と
い
う
の
は
、
仮
名
草
子
形
態
の
遊
女
評
判
記
が
、
確
認
で
き
る
限
り
に
お
い
て
み
ら
れ
る
最

後
の
年
で
あ
る
。
但
し
先
に
も
「
姿
を
変
え
て
い
っ
た
」
と
述
べ
た
と
お
り
、
遊
女
評
判
記
が
こ
こ
で
全
く
途

絶
え
た
訳
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
は
部
分
的
な
が
ら
洒
落
本
等
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
宝
暦
五
年

（
一
七
五
五
）
を
区
切
り
と
す
る
考
え
は
、
内
容
面
で
は
な
く
、
遊
女
評
判
記
が
仮
名
草
子
で
あ
る
と
い
う
文
学



一
〇
〇

史
上
の
形
態
に
重
き
を
置
い
た
線
引
き
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
後
に
も
詳
述
す
る
よ
う
に
、
内
容
面
に
注
目
し
遊
女
評
判
記
を
括
ろ
う
と
す
る
立
場
も
あ
る
。
す

な
わ
ち
浮
世
草
子
や
洒
落
本
と
い
う
小
説
形
態
を
と
っ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
遊
女
評
判
記
と
し
て
の
内
容
が
含

ま
れ
て
い
れ
ば
、
遊
女
評
判
記
と
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
見
解
を
取
る
べ
き
か
に
つ

い
て
こ
こ
で
は
述
べ
な
い
が
、
し
か
し
遊
女
評
判
記
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
紐
解
い
て
い
く
と
、
元
禄
頃
ま
で
の
遊

女
評
判
記
と
そ
れ
以
降
の
遊
女
評
判
記
に
は
質
的
な
相
違
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
の
相
違
と
は
、

遊
女
評
判
記
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
遊
女
に
関
す
る
批
評
が
、
元
禄
以
降
、
そ
の
具
体
的
記
述
を
失
っ
て
い
く

と
い
う
点
で
あ
る
。
も
の
に
よ
っ
て
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
遊
女
評
判
記
は
遊
女
の
欠
点
や
客
に
ま
つ
わ
る
ゴ

シ
ッ
プ
、
作
者
の
体
験
談
等
、
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
て
多
角
的
に
人
物
評
を
試
み
る
類
の
書
で
あ
っ

た
。
し
か
し
元
禄
以
降
は
そ
う
し
た
記
述
が
影
を
潜
め
、
ど
こ
か
焦
点
を
ぼ
か
す
よ
う
な
批
評
が
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
仮
名
草
子
と
し
て
の
終
わ
り
を
迎
え
る
宝
暦
五
年
以
前
か
ら
、
遊
女
評
判
記
は

あ
る
種
の
「
ら
し
さ
」
を
削
ぎ
取
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
変
化
は
何
故
起
き
た
の
か
。
そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
に
、
宮
本
由
紀
子
の
「『
遊

女
評
判
記
』
に
つ
い
て
」（
一
九
九
一
）
に
お
け
る
出
版
統
制
と
遊
女
評
判
記
に
関
す
る
指
摘
が
あ
る
。
次
の
引

用
は
、
延
宝
期
（
一
六
七
三-

一
六
八
一
）
に
遊
女
評
判
記
の
作
者
が
遊
女
屋
か
ら
恐
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
し

か
し
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
に
至
っ
て
遊
女
屋
が
遊
女
評
判
記
『
吉
原
出
世
鑑
』
の
刊
行
を
巡
っ
て
訴
訟
を



一
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出版統制と遊女評判記

起
こ
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
記
述
で
あ
る
。

遊
女
屋
が
「
評
判
記
」
に
対
し
て
自
分
の
立
場
を
保
守
し
だ
し
た
の
は
、
さ
き
に
紹
介
し
た
通
り
約
六
十
年

後
の
こ
と
〔
引
用
者
註
―
右
に
述
べ
た
宝
暦
四
年
『
吉
原
出
世
鑑
』
を
巡
る
訴
訟
の
こ
と
〕
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
こ
の
間
に
評
判
記
の
作
者
が
遊
女
屋
に
恐
れ
ら
れ
て
い
た
立
場
か
ら
後
退
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
幕
府
の
施
行
し
た
出
版
統
制
の
政
策
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。（

1
）

　

遊
女
評
判
記
の
中
で
も
特
に
延
宝
期
前
後
の
遊
女
評
判
記
は
、
先
述
の
よ
う
な
ゴ
シ
ッ
プ
的
な
記
述
を
多
く

含
み
、
ま
た
遊
女
の
批
評
も
辛
口
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
宮
本
が
述
べ
る
よ
う
に
、
遊
女
屋
や
遊
女
は
そ
の
よ

う
な
評
判
を
記
す
作
者
を
恐
れ
た
し
、
時
に
作
者
に
迎
合
し
て
遊
女
の
批
評
を
頼
む
よ
う
な
場
合
も
あ
っ
た（

2
）。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
り
な
が
ら
も
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
に
は
『
吉
原
出
世
鑑
』
と
い
う
評
判

記
の
刊
行
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
が
起
き
た
。
宮
本
は
こ
れ
に
注
目
し
、
訴
訟
が
起
こ
っ
た
背
景
に
遊
女
評
判
記
の

作
者
の
地
位
が
低
下
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
幕
府
の
出
版
統
制
が
関
わ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
正
確
に
は
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）『
吉
原
出
世
鑑
』
以
前
に
も
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）『
吉
原
草

摺
引
』
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
が
起
き
て
お
り
、
宮
本
の
指
摘
は
年
代
に
つ
い
て
は
錯
誤
が
あ
る
。
し
か
し
「
出
版

統
制
の
政
策
と
無
縁
で
な
か
っ
た
」
と
の
指
摘
は
、
遊
女
評
判
記
の
記
述
の
変
化
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要



一
〇
二

な
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
宮
本
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
別
稿
で
改
め
て
問
題
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る（

3
）」

と
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の
扱
い
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
宮
本
の
議
論
を
引
継

ぎ
、
遊
女
評
判
記
の
販
売
差
止
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
出
版
統
制
が
い
か
に
遊
女
評
判
記
の
変
化
に
関
わ
っ
た

か
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
販
売
差
止
の
事
例
が
残
る
の
は
吉
原
を
対
象
と
し
た
遊
女
評
判
記
の
み
で
あ
り
、
本
稿
で
は
議
論
の
対

象
を
吉
原
を
対
象
と
し
た
も
の
に
限
る
。
ま
た
遊
女
評
判
記
に
は
後
述
す
る
通
り
、
遊
女
の
批
評
を
主
と
す
る

も
の
、
遊
び
の
手
管
を
伝
授
す
る
も
の
、
細
見
な
ど
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
や
は
り
事
例
と
の
関
係
か
ら
、
主

に
遊
女
の
批
評
を
主
と
す
る
書
（
以
下
こ
れ
を
「
評
判
物
」
と
表
記
）
に
焦
点
を
置
く
。

　

以
上
の
議
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
第
一
章
で
は
、
そ
も
そ
も
遊
女
評
判
記
と
は
何
を
指
す
の
か
、
何

故
遊
女
評
判
記
の
終
わ
り
が
宝
暦
期
と
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
議
論
を
整
理
・
考
察
す
る
。

第
二
章
で
は
販
売
差
止
の
事
例
を
比
較
検
討
し
、
第
三
章
で
は
訴
訟
以
後
の
吉
原
を
対
象
と
す
る
評
判
物
の
記

述
方
法
の
変
化
を
み
る
こ
と
で
、
評
判
物
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
何
故
起
き
、
そ
れ
が
い
か
に
評
判
物
の
変
化
に
関

わ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

史
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
常
用
漢
字
へ
改
め
る
、
平
仮
名
に
相
当
す
る
漢
字
を

〔　

〕
で
括
り
ル
ビ
と
し
て
付
す
な
ど
し
た
。〔　

〕
の
な
い
ル
ビ
は
マ
マ
で
あ
る
。
ま
た
引
用
中
の
〔　

〕
内

及
び
傍
線
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。
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出版統制と遊女評判記

第
一
章
　
遊
所
評
判
記
と
は
―
そ
の
定
義
と
範
囲

　

は
じ
め
に
、
そ
も
そ
も
遊
女
評
判
記
と
は
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
知
見
を
参
照
し
確
認
す

る
。遊

女
評
判
記
と
い
う
言
葉

　

遊
女
評
判
記
と
の
分
類
・
呼
称
は
、
明
治
以
降
、
こ
れ
ら
が
文
学
史
上
で
の
研
究
対
象
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
る
中
で
、
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
評
判
記
」
や
「
遊
女
の
評
判
」
と
い
っ

た
語
は
近
世
に
お
い
て
も
多
く
み
え
る
。
し
か
し
遊
廓
案
内
で
あ
る
細
見
類
が
書
名
に
「
細
見
」
を
冠
す
場
合

が
多
い
の
と
は
対
照
的
に
、「
遊
女
評
判
記
」
と
い
う
語
を
冠
す
る
書
は
近
世
に
お
い
て
存
在
し
な
い
。
柳
亭
種

彦
が
宝
永
元
年
ま
で
の
書
籍
を
対
象
と
し
て
編
纂
し
た
『
吉
原
書
籍
目
録
』（
天
保
年
間
作
成
）

（
4
）に

は
現
在
遊
女

評
判
記
と
し
て
扱
わ
れ
る
書
が
多
く
含
ま
れ
る
も
の
の
、『
吉
原
書
籍
目
録
』
と
い
う
名
称
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
遊
女
評
判
記
は
あ
く
ま
で
吉
原
関
連
書
籍
と
し
て
括
ら
れ
て
い
る
。
寛
文
年
間
の
書
籍
目
録
に
お
い
て
も

遊
女
評
判
記
は
「
和
書
並
仮
名
草
子
類
」
や
「
舞
並
草
紙
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る（

5
）。

後
に
も
述
べ
る
と
お
り
、

評
判
記
は
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
「
伝
記
」
や
「
批
書
」、「
教
書
」
と
い
っ
た
呼
び
分
け
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
も

み
え
、
近
世
に
お
い
て
遊
女
評
判
記
と
い
う
分
類
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

近
代
に
お
い
て
は
、
遊
女
評
判
記
は
国
文
学
の
分
野
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
浮
世
草
子
、
す
な
わ
ち
井
原
西
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鶴
以
降
の
文
学
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
、
研
究
対
象
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
早
く
は
饗
庭
篁
村
が
『
小
説
史
稿
』

（
明
治
二
十
三
年
）
の
著
者
関
根
正
直
に
投
じ
た
書
簡
（「
饗
庭
篁
村
君
の
手
翰
」）

（
6
）で

西
鶴
の
小
説
と
遊
女
評
判

記
の
関
係
を
指
摘
し
、
そ
の
後
主
に
鈴
木
敏
也（

7
）、

藤
井
乙
男（

8
）、

阿
部
次
郎（

9
）、

頴
原
退
蔵（

10
）、

野
間
光
辰（

11
）、

小
野
晋（

12
）、

中
野
三
敏（

13
）等

の
論
者
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
各
遊
女
評
判
記
に
注

目
し
つ
つ
も
、
西
鶴
以
後
の
作
品
（
浮
世
草
子
）
と
の
関
連
を
見
出
す
た
め
に
遊
女
評
判
記
全
体
を
俯
瞰
す
る

傾
向
が
あ
る
。
加
え
て
、
西
鶴
と
の
関
連
か
ら
離
れ
て
文
学
史
上
に
お
け
る
遊
女
評
判
記
の
重
要
さ
を
論
じ
よ

う
と
す
る
暉
峻
康
隆
の
論
考
や（

14
）、

遊
女
評
判
記
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
内
容
や
作
者
に
注
目
し
た
研
究（

15
）、

歴
史
学
の

立
場
か
ら
遊
女
評
判
記
の
作
者
の
推
移
に
つ
い
て
議
論
し
た
宮
本
由
紀
子
の
論
考（

16
）等

も
あ
る
。

　

し
か
し
こ
れ
ら
の
研
究
の
中
で
は
必
ず
し
も
遊
女
評
判
記
が
何
を
指
し
、
ど
の
書
を
そ
の
範
囲
に
含
む
か
は

明
言
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
明
言
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
論
者
に
よ
っ
て
説
明
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
遊

女
評
判
記
の
研
究
が
は
じ
め
ら
れ
た
当
初
、
そ
の
範
囲
が
明
言
さ
れ
な
か
っ
た
要
因
の
一
つ
に
は
、
頴
原
が
述

べ
る
と
お
り
、
残
存
す
る
遊
女
評
判
記
が
少
な
く
、
ま
た
残
っ
て
い
て
も
「
好
事
家
」
が
私
蔵
し
、
全
体
像
を

把
握
す
る
の
が
難
し
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

17
）。

た
と
え
ば
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）
刊
『
元

禄
世
相
志
』
に
は
「
遊
女
の
容
貌
風
俗
心
情
な
ど
を
品
隲
し
て
、
嫖
客
の
意
向
に
投
ぜ
る
後
世
の
謂
ゆ
る
細
見

記
は
、
已
に
寛
永
廿
年
の
あ
づ
ま
物
語
に
濫
觴
し
、
明
暦
に
は
吉
原
袖
鏡〔
鑑
〕あ
り
、
寛
文
に
は
吉
原
根
元
記
・
吉

原
大
全
・
吉
原
三
嘲
記
な
ど
あ
り
」
等
と
み
え（

18
）、

遊
女
評
判
記
が
遊
女
評
判
記
と
呼
称
さ
れ
ず
「
細
見
記
」
の



一
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五

出版統制と遊女評判記

延
長
線
上
で
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
把
握
も
断
片
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
遊
女
評
判
記
の
範
囲
0

0

を
は
じ
め
て
明
示
し
た
の
は
野
間
光
辰
で
あ
る
。
野
間
は
出
版
も
し

く
は
出
版
を
予
告
さ
れ
た
遊
女
評
判
記
を
網
羅
す
る
「
近
世
遊
女
評
判
記
年
表
」
を
昭
和
十
三
年
に
発
表
し
、

幾
度
か
の
増
補
改
訂
を
経
、
昭
和
五
十
九
年
に
書
籍
の
形
で
刊
行
し
た（

19
）。

そ
こ
で
は
遊
女
評
判
記
が
何
を
意
味

す
る
か
と
い
う
明
確
な
定
義
こ
そ
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
遊
女
評
判
記
が
寛
永
初
年
の
『
わ
ら
ひ
草
の
さ

う
し
』
か
ら
宝
暦
五
年
『
吉
原
評
判
都
登
里
』（
宝
暦
四
年
『
交
代
繁
栄
記
』
改
題
）
ま
で
を
含
む
、
約

二
百
十
一
種
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
遊
女
評
判
記
」
の
項
で
は
「
寛
永

（
一
六
二
四
〜
四
四
）
初
年
刊
の
「
露
殿
物
語
」
な
ど
に
そ
の
古
形
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
、
宝
暦
年
間

（
一
七
五
一
〜
六
四
）
ま
で
の
間
に
約
二
〇
〇
種
ほ
ど
刊
行
」
さ
れ
た
と
あ
り
、
最
古
の
遊
女
評
判
記
に
つ
い
て

は
相
違
す
る
も
の
の
、
数
や
区
切
り
に
つ
い
て
は
野
間
の
提
示
し
た
枠
組
み
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
今

述
べ
た
と
お
り
、
野
間
は
遊
女
評
判
記
の
年
代
的
な
範
囲
は
示
し
た
も
の
の
、
遊
女
評
判
記
が
何
を
指
す
の
か

と
い
う
具
体
的
な
定
義
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
次
で
は
先
行
研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
遊
女
評
判
記

が
い
か
な
る
書
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
か
、
ま
た
そ
の
説
明
を
め
ぐ
っ
て
論
者
間
に
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ

る
か
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。



一
〇
六

遊
女
評
判
記
の
定
義

　

は
じ
め
て
「
遊
女
評
判
記
」
の
語
を
論
題
に
用
い
た
頴
原
は
、「
京
阪
の
遊
女
評
判
記
」（
一
九
二
九
）
に
お

い
て
、「
遊
女
や
若
衆
の
評
判
記
が
浮
世
草
子
の
発
生
と
極
め
て
密
接
な
関
係
を
も
つ
て
ゐ
る
事
は
、
今
あ
ら
た

め
て
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
但
し
こ
ゝ
に
評
判
記
と
い
ふ
の
は
、
必
し
も
容
貌
・
芸
能
な
ど
の
批
評
に
限
ら
ず
、

汎
く
遊
廓
・
歌
舞
伎
の
案
内
記
的
の
も
の
を
も
指
し
、
又
遊
女
の
所
謂
手
管
を
か
い
た
や
う
な
も
の
ま
で
を
含

め
て
見
た
い
と
思
ふ
」
と
し
、「
評
判
記
」
を
容
貌
・
芸
能
な
ど
の
批
評
、
遊
廓
・
歌
舞
伎
の
案
内
、
遊
女
の
手

管
を
記
し
た
も
の
と
す
る（

20
）。

確
か
に
「
評
判
記
」
と
し
て
定
義
す
れ
ば
役
者
・
歌
舞
伎
関
係
も
含
ま
れ
よ
う
が
、

遊
女
評
判
記
と
し
て
定
義
す
る
場
合
、
そ
こ
に
歌
舞
伎
関
係
ま
で
を
も
含
め
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際

頴
原
も
こ
の
よ
う
な
定
義
を
掲
げ
つ
つ
、
同
論
考
に
お
い
て
役
者
・
歌
舞
伎
関
係
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
む
し

ろ
こ
こ
で
重
要
な
の
は
①
容
貌
・
芸
能
な
ど
の
批
評
、
②
遊
廓
の
案
内
、
③
遊
女
の
手
管
と
い
う
内
容
の
分
類

で
あ
り
、
こ
れ
は
遊
女
評
判
記
研
究
で
概
ね
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
頴
原
は
こ
う
し
た
分
類
を
行
い
つ
つ
「
容
貌
・

芸
能
な
ど
の
批
評
」
に
関
わ
る
も
の
を
「
純
粋
の
評
判
記
」
と
し（

21
）、

案
内
記
・
手
管
の
書
を
含
め
た
場
合
は
「
広

義
の
評
判
記
」
と
述
べ
て
い
る（

22
）。

ま
た
手
管
の
書
に
つ
い
て
は
「
手
管
物
」
と
呼
ん
で
い
る（

23
）。

　

次
に
、
遊
女
評
判
記
の
内
容
を
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
小
野
の
見
解
を
、
頴
原
と
比
較
し
な
が
ら
み
て
い

く
。
小
野
は
「
西
鶴
と
遊
女
評
判
記
」（
一
九
六
九（

24
））

に
お
い
て
、
遊
女
評
判
記
の
内
容
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。
ま
ず
⑴
も
っ
と
も
狭
義
の
遊
女
評
判
記
は
、
文
字
通
り
遊
女
の
容
姿
・
性
情
・
才
芸
・
全
盛
・
心



一
〇
七

出版統制と遊女評判記

中
の
よ
し
あ
し
な
ど
の
品
評
を
主
眼
と
す
る
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
遊
興
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
た
ら
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
、
当
時
は
「
伝
記
」（『
難
波
物
語
』『
増
り
草
』）
や
「
批
書
」

（『
長
崎
土
産
』）
と
も
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
は
頴
原
の
言
う
「
純
粋
の
評
判
記
」
で
あ
る
。
次
に
、
⑵
諸
分
秘
伝
物

が
あ
る
。
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
（「
諸
分
」）
を
伝
授
す
る
指

南
書
で
あ
る
。
こ
の
種
の
も
の
は
「
教
書
」（『
増
り
草
』）
と
も
呼
ば
れ
、
遊
客
の
み
な
ら
ず
遊
女
に
対
し
て
も

遊
興
の
諸
分
秘
伝
を
教
え
る
と
い
う
、
こ
れ
も
ま
た
指
南
書
と
し
て
の
啓
蒙
実
用
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
。
頴
原
が
「
手
管
物
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
頴
原
は
こ
れ
ら
に
加
え
案
内
記
の
み
を
挙
げ
て
い
た
が
、

小
野
は
⑶
花
街
関
係
書
全
般
を
扱
う
立
場
か
ら
、
遊
里
遊
女
を
題
材
と
し
た
案
内
記
（
含
細
見
）・
見
聞
記
・
物

語
・
説
話
・
実
録
逸
話
集
の
他
、
艶
書
文
範
集
・
小
唄
集
・
細
見
図
・
双
六
類
と
い
っ
た
も
の
を
含
め
る
と
す

る
。
こ
れ
ら
は
本
来
遊
女
評
判
記
以
外
の
項
目
に
入
れ
る
べ
き
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
小
野
は
、
厳
密
な
意

味
で
⑴
に
も
⑵
に
も
分
類
し
難
い
『
色
道
大
鏡
』
等
を
扱
う
立
場
か
ら（

25
）、

広
義
に
従
う
と
述
べ
る
。
先
述
の
通

り
野
間
は
遊
女
評
判
記
の
定
義
を
行
っ
て
い
な
い
が
、「
便
宜
上
」
と
し
な
が
ら
も
年
表
に
名
所
案
内
記
・
絵

図
・
細
見
・
艶
書
文
範
集
等
の
類
を
含
め
て
い
る
。
最
古
の
評
判
記
に
つ
い
て
は
違
い
が
あ
る
も
の
の（

26
）、

小
野

は
基
本
的
に
野
間
の
括
り
に
則
り
、
具
体
的
な
定
義
を
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
中
野
は
「
遊
女
評
判
記
研
究
―
西
鶴
文
学
の
一
基
礎
」（
一
九
六
二
）、「
遊
女
評
判
記
と
遊
里
案
内
」

（
一
九
六
四
）
に
お
い
て
、
遊
女
評
判
記
を
遊
女
名
寄
品
評
（
遊
女
評
判
物
と
も
記
述
）
と
諸
分
手
管
秘
伝
（
諸



一
〇
八

分
物
と
も
記
述
）
の
二
系
列
（
小
野
の
分
類
で
は
⑴
と
⑵
）
を
根
本
と
す
る
と
記
す
が（

27
）、

そ
の
後
の
『
江
戸
名

物
評
判
記
案
内
』（
一
九
八
〇
）
や
『
江
戸
文
化
評
判
記
』（
一
九
九
二
）
に
お
い
て
は
、
遊
女
評
判
記
の
内
容

は
（
一
）
遊
里
の
沿
革
や
地
理
の
案
内
、（
二
）
諸
分
秘
伝
、（
三
）
遊
女
評
判
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る（

28
）。

小
野

の
分
類
に
照
ら
せ
ば
、
⑴
遊
女
評
判
、
⑵
諸
分
秘
伝
物
に
つ
い
て
は
共
通
で
あ
る
。
し
か
し
小
野
の
⑶
花
街
関

係
書
全
般
を
含
む
と
い
う
立
場
と
は
異
な
り
、
中
野
は
他
に
遊
里
沿
革
や
案
内
記
・
細
見
の
み
を
加
え
る
と
し

て
い
る
。
こ
れ
は
批
評
の
書
と
手
管
物
に
加
え
案
内
記
の
み
を
挙
げ
て
い
た
頴
原
の
見
解
に
近
い
で
あ
ろ
う
。

但
し
中
野
や
頴
原
は
野
間
の
よ
う
に
年
表
を
作
成
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
こ
の
文
言
の
違
い
に
よ
っ
て
遊
女

評
判
記
と
括
ら
れ
る
も
の
が
ど
の
程
度
異
な
る
か
は
明
確
で
な
い
。

　

以
上
の
と
お
り
論
者
間
の
定
義
の
違
い
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が
残
る
が
、
最
も
狭
義
で
あ
る
遊
女
評
判

の
書
に
加
え
、
諸
分
秘
伝
物
と
案
内
記
（
細
見
等
）
を
遊
女
評
判
記
と
定
義
す
る
こ
と
は
、
国
文
学
史
上
の
共

通
認
識
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

遊
女
評
判
記
の
区
切
り

　

こ
の
と
お
り
遊
女
評
判
記
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
共
通
認
識
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
通

り
、
そ
の
年
代
の
区
切
り
に
つ
い
て
は
異
な
る
立
場
が
存
在
す
る
。
野
間
は
遊
女
評
判
記
の
区
切
り
を
宝
暦
五

年
（
一
七
五
五
）
と
す
る
が
、
そ
れ
は
先
に
も
触
れ
た
通
り
、
恐
ら
く
遊
女
評
判
記
が
仮
名
草
子
で
あ
る
と
い



一
〇
九

出版統制と遊女評判記

う
形
態
を
重
視
す
る
が
故
で
あ
る
。

　

仮
名
草
子
と
は
、
室
町
時
代
の
御
伽
草
紙
に
つ
ぎ
、
井
原
西
鶴
以
後
の
浮
世
草
子
に
先
立
つ
物
語
・
小
説
・

随
筆
等
の
文
学
作
品
を
指
す
。
漢
文
で
著
さ
れ
た
難
解
な
古
典
や
学
問
的
著
述
に
対
し
、
仮
名
交
じ
り
で
平
易

に
わ
か
り
易
い
著
述
で
あ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
た（

29
）。

頴
原
に
よ
る
と
、
当
時
仮
名
草
子
や
仮
名
書
等
と
呼
ぶ

場
合
に
は
『
徒
然
草
』
等
の
古
典
を
指
し
た
場
合
も
あ
る
が
、
一
般
に
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
盛
ん
に
現

わ
れ
た
「
通
俗
卑
近
」
を
主
と
し
た
各
種
の
書
物
、
例
え
ば
歴
史
・
地
理
・
儒
教
・
仏
教
等
に
つ
い
て
わ
か
り

や
す
く
説
い
た
も
の
を
指
し
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
大
部
分
は
実
用
的
な
意
味
を
も
っ
た
が
、「
草
子
」

と
冠
さ
れ
る
よ
う
に
、
第
二
義
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
文
芸
的
要
素
を
併
せ
も
つ
も
の
で
あ
っ
た（

30
）。

指
南
書
と

し
て
も
意
味
を
も
っ
た
遊
女
評
判
記
が
、
こ
う
し
た
仮
名
草
子
と
い
う
形
態
か
ら
生
じ
た
の
は
至
極
自
然
な
こ

と
に
思
わ
れ
る
。
遊
女
評
判
記
は
文
芸
的
要
素
の
希
薄
な
も
の
が
多
く
を
占
め
る
が
、
井
原
西
鶴
が
こ
れ
ら
を

昇
華
し
、
浮
世
草
子
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
。
但
し
浮
世
草
子
の
登
場
後
、
す
な
わ
ち

井
原
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』（
天
和
二
年
〔
一
六
八
二
〕）
以
降
に
、
す
ぐ
さ
ま
遊
女
評
判
記
の
形
態
が
変
化
し

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
形
を
引
き
継
ぐ
遊
女
評
判
記
は
、
浮
世
草
子
の
登
場
後
も
出
版
さ
れ
続
け
た
。

明
確
な
変
化
の
転
機
は
洒
落
本
の
登
場
で
あ
る
。
洒
落
本
は
浮
世
草
子
の
後
を
つ
い
で
遊
里
に
取
材
し
た
文
芸

で
あ
り
、
享
保
の
中
頃
に
は
じ
ま
っ
た
。
以
降
、
遊
女
評
判
記
は
こ
の
洒
落
本
と
い
う
形
態
に
組
み
込
ま
れ
る

形
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
恐
ら
く
野
間
は
こ
の
洒
落
本
の
形
態
と
本
来
の
遊
女
評
判
記
の
形
態
を
区
別



一
一
〇

す
る
意
図
で
も
、
宝
暦
五
年
を
区
切
り
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

31
）。

　

但
し
遊
女
評
判
記
を
仮
名
草
子
と
捉
え
て
宝
暦
五
年
で
区
切
っ
た
場
合
、
問
題
に
な
る
の
が
遊
女
評
判
記
に

含
む
と
さ
れ
て
き
た
細
見
類
の
存
在
で
あ
る
。
中
野
が
「〔
遊
女
評
判
記
は
〕
大
き
く
い
っ
て
寛
永
か
ら
享
保
迄

の
遊
女
評
判
記
自
体
と
、
享
保
か
ら
幕
末
・
明
治
迄
の
細
見
の
時
代
と
に
分
け
ら
れ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に（

32
）、

細
見
は
は
じ
め
遊
女
評
判
記
に
組
み
込
ま
れ
る
形
で
登
場
し
、
後
に
独
立
し
て
明
治
頃
ま
で
刊
行
さ
れ
た
。
そ

の
た
め
中
野
は
当
初
の
「
遊
女
評
判
記
と
遊
里
案
内
」（
一
九
六
四
）
に
お
い
て
は
、「
評
判
記
の
時
代
か
ら
細

見
図
が
行
な
わ
れ
、
又
細
見
の
時
代
に
も
評
判
記
は
洒
落
本
等
の
中
に
含
み
こ
ま
れ
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る

事
故
、
本
来
こ
の
両
者
は
全
く
違
っ
た
性
質
の
物
と
言
え
な
く
も
な
い
」
と
、
遊
女
評
判
記
に
細
見
を
含
む
こ

と
に
つ
い
て
懸
念
を
示
し
つ
つ
も
、「
一
応
」
明
治
ま
で
の
細
見
を
含
め
て
遊
女
評
判
記
と
す
る
と
い
う
立
場
を

示
し
て
い
る（

33
）。

し
か
し
後
の
『
江
戸
名
物
評
判
記
案
内
』（
一
九
八
〇
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
細
見
の
問
題
を
ひ

と
ま
ず
置
き
、
野
間
と
同
様
に
宝
暦
頃
を
そ
の
区
切
り
と
み
な
す
に
至
っ
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

西
鶴
の
『
好
色
一
代
男
』
な
ど
も
、
明
ら
か
に
こ
の
遊
女
評
判
記
の
流
れ
に
沿
っ
て
出
現
し
た
こ
と
は
疑
い

よ
う
の
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
宝
暦
頃
に
な
っ
て
随
一
の
大
廊
吉
原
に
太
夫
の
存
在
が
消
滅
す
る
と
共
に
、

遊
女
評
判
記
の
命
脈
は
絶
え
、
代
っ
て
純
然
た
る
名
鑑
形
式
で
「
細
見
」
と
称
す
る
小
冊
が
春
秋
二
期
に
わ

た
っ
て
定
期
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
か
つ
て
の
評
判
記
が
保
持
し
た
遊
興
の
相
に
お
け
る
人
間
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性
の
剔
抉
と
い
っ
た
主
題
は
、
こ
れ
以
後
は
「
酒
落
本
」
と
称
す
る
戯
作
が
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。（

34
）

　

遊
女
評
判
記
の
主
題
が
洒
落
本
や
細
見
に
受
け
継
が
れ
た
と
し
な
が
ら
も
、「
遊
女
評
判
記
の
命
脈
は
絶
え

た
」
と
の
見
解
は
、
そ
の
内
容
面
の
み
で
な
く
、
文
学
史
上
の
形
態
で
遊
女
評
判
記
を
分
類
す
る
姿
勢
を
あ
ら

わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
中
野
は
、
昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）『
洒
落
本
大
成
』
第
二
巻
に
お
け
る
『
吉

原
出
世
鑑
』（
宝
暦
四
年
〔
一
七
五
四
〕）
の
「
解
題
」
に
お
い
て
、『
吉
原
出
世
鑑
』
に
つ
い
て
「
評
判
記
と
細

見
の
合
体
し
た
も
の
を
本
文
と
し
て
、
そ
れ
に
役
者
評
判
記
の
発
端
め
い
た
合
評
部
分
を
付
し
た
作
」
で
あ
る

と
の
見
解
を
述
べ
た
上
で
、「〔『
洒
落
本
大
成
』〕
第
一
巻
に
収
め
た
『
吉
原
源
氏
六
十
帖
』
あ
た
り
で
、
前
代

の
遊
女
評
判
記
の
命
脈
は
絶
た
れ
た
」
と
の
見
解
も
示
し
て
い
る（

35
）。

し
た
が
っ
て
厳
密
に
い
え
ば
、
宝
暦
に
至

る
前
の
『
吉
原
源
氏
六
十
帖
』（
元
文
二
年
〔
一
七
三
七
〕）
あ
た
り
を
区
切
り
と
目
し
て
い
た
よ
う
に
も
見
受

け
ら
れ
る
。

　

以
上
の
通
り
野
間
・
小
野
・
中
野
は
、
そ
れ
ぞ
れ
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
そ
の
小
説
形
態
か
ら

遊
女
評
判
記
の
範
囲
を
括
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

一
方
で
こ
う
し
た
括
り
で
は
な
く
、「
遊
女
を
批
評
す
る
」
と
い
う
内
容
自
体
に
注
目
し
、
遊
女
評
判
記
を
定

義
す
る
見
解
も
あ
る
。
た
と
え
ば
次
は
八
木
敬
一
に
よ
る
「
宝
暦
期
・
吉
原
遊
女
評
判
記
・
細
見
四
種 

解
見
」



一
一
二

（
一
九
七
五
）
の
記
述
で
あ
る
。

遊
女
評
判
記
（
以
後
新
吉
原
に
つ
い
て
の
そ
れ
を
指
す
）
は
む
し
ろ
初
期
に
多
く
出
版
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
吉
原
丸
鑑
』（
享
保
五
年
）、『
吉
原
評
林
』〔『
吉
原
源
氏
六
十
帖
評
判
』
別
書
名
〕（
元
文
二
年
）
あ
た
り
を

最
後
の
評
判
記
と
す
る
説
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
も
っ
と
下
っ
て
、
本
集
の
二
点
〔『
吉
原
出
世
鑑
』『
吉
原

評
判
交
代
盤
栄
記
』〕、
さ
ら
に
、『
美
人
品
定
並
紋
尽
』（
明
和
九
年
）、『
傾
城
評
判
記
』（
安
永
七
年
）
と
い

う
本
も
あ
り
、
下
限
は
も
っ
と
下
る
べ
き
あ
ろ
う
。『
娼
妃
地
理
記
』（
安
永
六
年
）、『
滸
都
酒
美
選
』（
天
明

三
年
）、『
傾
城
觿
』（
天
明
八
年
）
な
ど
は
普
通
酒
落
本
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
詳
し
く
は
評
判
記
に
属
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。（
こ
の
項
『
書
物
往
来
』
十
二
、
忍
頂
寺
氏
に
よ
る
）（

36
）

　

前
半
部
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
本
集
の
二
点
」、
す
な
わ
ち
『
吉
原
出
世
鑑
』
及
び
『
吉
原
評
判
交
代
盤
栄

記
』
は
野
間
の
年
表
に
も
含
ま
れ
お
り
見
解
の
相
違
は
な
い
が
、
傍
線
部
以
下
の
見
解
は
、
野
間
等
と
は
立
場

を
異
に
す
る
。
末
尾
に
「（
こ
の
項
『
書
物
往
来
』
十
二
、
忍
頂
寺
氏
に
よ
る
）」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
忍
頂
寺

務
「
花
街
本
に
就
て
」（
一
九
二
五
年（

37
））

の
こ
と
で
あ
る
。
忍
頂
寺
は
「
評
判
記
は
享
保
五
年
の
「
吉
原
丸
鑑
」

及
び
元
文
二
年
の
「
吉
原
評
林
」
を
最
後
に
し
て
、
明
和
安
永
以
降
は
江
戸
特
産
の
洒
落
本
に
姿
を
替
へ
た
と

い
ふ
説
が
有
る
が
、
姿
の
替
ら
ぬ
侭
に
て
左
の
如
き
も
の
〔『
吉
原
大
黒
舞
』〕
が
存
在
し
て
居
る
」

（
38
）、「

安
永
の
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「
娼
妃
地
理
記
」
と
「
滸
都
酒
美
選
」、
天
明
の
「
傾
城
觿
」
な
ど
は
、
詳
し
く
は
評
判
記
に
属
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
洒
落
本
の
方
へ
普
通
は
入
れ
ら
れ
る
。
兎
に
角
評
判
記
は
安
永
度
に
な
っ
て
酒
落
本
と
混
同
し
た
と
見

れ
ば
よ
い
」（

39
）と

述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
宝
暦
以
降
の
洒
落
本
等
も
含
め
る
べ
き
と
の
見
解
が
示
さ

れ
て
お
り
、
仮
名
草
子
と
い
う
形
態
を
重
視
す
る
立
場
と
は
異
な
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
同
様
に
内
容
面
か
ら
遊
女
評
判
記
を
定
義
し
た
と
思
し
き
例
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
一
二
年
に
か

け
て
刊
行
さ
れ
た
翻
刻
集
『
江
戸
吉
原
叢
刊
』（
全
七
巻
、
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編
、
八
木
書
店
）
が
挙
げ
ら

れ
る
。
当
該
翻
刻
集
は
一
〜
六
巻
を
「
遊
女
評
判
記
（
１
〜
６
）」
と
冠
し
（
七
巻
は
細
見
：
宝
永-

明
治
）、

元
和
か
ら
慶
応
に
至
る
ま
で
の
吉
原
関
連
資
料
を
所
収
し
て
い
る
。「
遊
女
評
判
記
」
と
し
て
括
ら
れ
て
い
る
五

巻
（
正
徳-

安
永
）・
六
巻
（
安
永-

慶
応
）
は
年
代
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
洒
落
本
等
と
し
て
扱
わ
れ
て

き
た
資
料
を
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
同
翻
刻
集
は
、
遊
女
評
判
記
を
内
容
面
か
ら
括
っ
た
よ
う
に
み
え
る

が
、
但
し
第
五
巻
「
解
題
」
で
は
最
後
の
遊
女
評
判
記
と
さ
れ
て
き
た
『
交
代
盤
栄
記
』（
宝
暦
四
年
）
に
つ
い

て
「
最
後
期
に
位
置
す
る
も
の
」
と
し
て
お
り（

40
）、

野
間
を
は
じ
め
と
し
た
評
判
記
の
括
り
を
採
用
し
て
い
る
よ

う
に
も
う
か
が
え
る
。
同
叢
刊
は
遊
女
評
判
記
に
つ
い
て
定
義
を
し
て
い
な
い
た
め
括
り
の
意
図
は
不
明
で
あ

る
が
、
書
名
か
ら
の
み
み
れ
ば
、
同
叢
刊
は
従
来
の
枠
組
み
を
超
え
、
そ
の
内
容
面
か
ら
遊
女
評
判
記
を
扱
っ

た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
明
治
以
降
に
も
芸
妓
及
び
娼
妓
を
対
象
と
し
た
評
判
記
の
類
は
数
多
く
出
版
さ

れ
て
お
り
、
向
井
信
夫
は
「
新
吉
原
の
終
焉
と
最
後
の
遊
女
評
判
記
」
に
お
い
て
「
吉
原
遊
女
評
判
記
の
殿
」



一
一
四

に
明
治
三
年
刊
の
『
新
吉
原
全
盛
競　

娼お
い

妓ら
ん

評
判

記
』
を
挙
げ
て
い
る（

41
）。

ま
た
第
二
章
で
み
る
通

り
、
宝
暦
十
年
の
頃
に
も
遊
女
の
評
判
記
ら
し
い

も
の
は
刊
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
伝
存
し
な
い

上
、
従
来
の
評
判
記
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
て

い
た
か
不
明
の
た
め
こ
こ
で
は
置
く
が
、
内
容
面

か
ら
捉
え
れ
ば
、
宝
暦
五
年
以
降
は
勿
論
、
近
世

以
降
も
、
遊
女
評
判
記
の
系
譜
は
継
続
し
て
い
た

と
言
え
る
。

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
の
区
切
り
の
妥
当
性

　

以
上
、
遊
女
評
判
記
が
い
か
に
先
行
研
究
に
お

い
て
定
義
さ
れ
、
い
つ
を
区
切
り
と
さ
れ
て
き
た

か
を
俯
瞰
し
て
き
た
（
図
１
「
文
学
の
形
態
と

遊
女
評
判
記
の
変
遷
」）。
野
間
が
提
唱
し
た
枠

組
、
す
な
わ
ち
遊
女
評
判
記
＝
寛
文
〜
宝
暦
五
年

図 1 　文学の形態と遊女評判記の変遷（概略）
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迄
の
仮
名
草
子
の
一
種
と
い
う
定
義
は
、
そ
の
後
も
続
く
遊
女
評
判
記
の
連
続
性
を
疎
か
に
す
る
と
い
う
意
味

で
は
、
適
切
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
こ
に
細
見
を
含
み
な
が
ら
も
宝
暦
で
区
切
る
と
す
れ
ば
、

明
治
頃
ま
で
続
く
細
見
の
連
続
性
を
お
ざ
な
り
に
す
る
と
い
う
問
題
が
あ
る（

42
）。

し
か
し
細
見
の
中
に
は
印
を
も
っ

て
遊
女
の
容
貌
や
性
格
の
善
悪
を
表
す
も
の
や
（
元
禄
六
年
『
新
吉
原
細
見
圖
』）、
細
見
に
短
評
を
書
き
込
ん

だ
も
の
な
ど
、
細
見
と
も
遊
女
評
判
記
と
も
分
か
ち
難
い
形
式
の
も
の
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ひ
と
ま
ず
細
見

を
も
遊
女
評
判
記
に
含
め
る
と
い
う
野
間
や
小
野
の
姿
勢
は
、
遊
女
評
判
記
の
総
体
を
捉
え
る
と
い
う
視
点
に

立
て
ば
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

但
し
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
と
り
わ
け
遊
女
の
批
評
を
記
す
評
判
物
に
目
を
向
け
れ
ば
、
宝
暦
以
前
の
元

禄
頃
か
ら
既
に
、
そ
の
内
容
に
は
質
的
な
転
換
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
更
に
言
え
ば
、
ほ
ぼ
時
を
同

じ
く
し
て
評
判
物
の
出
版
は
大
き
く
そ
の
数
を
減
ら
し
て
い
る
。
小
野
は
、
遊
女
評
判
記
を
寛
永
か
ら
宝
暦
ま
で

の
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
前
半
の
天
和
・
貞
享
頃
、
す
な
わ
ち
井
原
西
鶴
が
登
場
し
た
頃
（
天
和
二
年

〔
一
六
八
二
〕）
ま
で
に
そ
の
殆
ど
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

43
）。

中
野
も
西
鶴
の
登
場
を
画
期
と
し
、
西

鶴
以
前
の
遊
女
評
判
記
を
限
っ
て
「
初
期
評
判
記
」、
以
降
を
「
後
期
評
判
記
」
と
区
別
す
る（

44
）。

こ
う
し
た
分
析
は

遊
女
評
判
記
の
減
少
と
浮
世
草
子
の
登
場
を
関
連
付
け
る
視
点
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
既
に
述
べ
て

き
た
通
り
、
評
判
物
の
画
期
に
は
今
一
つ
の
要
因
、
出
版
統
制
と
い
う
背
景
も
あ
っ
た
。
次
章
で
は
出
版
統
制
に

影
響
を
受
け
た
と
思
し
き
販
売
停
止
の
事
例
を
検
討
し
、
評
判
物
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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第
二
章
　
吉
原
を
対
象
と
す
る
評
判
物
の
販
売
差
止

　

遊
女
評
判
記
は
多
く
の
場
合
刊
本
と
し
て
発
行
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
写
本
の
み
で
伝
わ
る
も
の
は
割
合
少
な
い（

45
）。

刊
本
に
つ
い
て
は
柏
崎
順
子
の
詳
細
な
論
考
が
あ
り
、
鱗
形
屋
が
江
戸
に
お
け
る
遊
女
評
判
記
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

を
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

46
）。

そ
の
後
様
々
な
版
元
に
よ
っ
て
遊
女
評
判
記
は
刊
行
さ
れ

て
い
く
が
、
販
売
差
止
の
事
例
が
残
る
の
は
、
吉
原
を
対
象
と
し
た
評
判
物
の
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
議
論
は
吉

原
に
偏
っ
た
も
の
に
な
る
が
、
評
判
物
の
殆
ど
は
吉
原
を
対
象
と
し
て
お
り（

47
）、

こ
こ
で
の
議
論
は
評
判
物
の
主
流

の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
な
お
出
版
統
制
前
後
の
吉
原
を
対
象
と
す
る
評
判
物
に
つ
い
て
は
、
表

「
吉
原
を
対
象
と
し
た
天
和
〜
宝
暦
期
の
評
判
物
一
覧
」
に
ま
と
め
末
尾
に
掲
げ
た
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

⑴
吉
原
草
摺
引
（
元
禄
七
年
〔
一
六
九
四
〕・
板
元
名
な
し
）

　

先
述
の
と
お
り
宮
本
は
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）『
吉
原
出
世
鑑
』
に
至
っ
て
遊
女
評
判
記
を
巡
る
訴
訟
が
起

き
た
と
す
る
が
、
し
か
し
初
め
て
遊
女
評
判
記
の
刊
行
が
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
吉
原
を
対
象
と
す
る
評
判
物

の
量
的
減
退
が
始
ま
っ
た
頃
に
出
版
さ
れ
た
『
吉
原
草
摺
引
』（
元
禄
七
年
〔
一
六
九
四
〕・
板
元
名
な
し
）
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
『
吉
原
草
摺
引
』
の
事
例
を
み
て
い
く
。

　
『
吉
原
草
摺
引
』
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
「
御
仕
置
裁
許
帳
七
」
に
判
例
が
み
え
る
他
、
柳
亭
種
彦
『
吉
原
書
籍

目
録
』
や
宮
武
外
骨
「
筆
禍
史
」（

48
）、『

江
戸
吉
原
叢
刊
』
第
四
巻
「
解
題
」
等
で
指
摘
が
あ
り
、
こ
こ
で
ま
ず



一
一
七
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「
御
仕
置
裁
許
帳
七
」
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

平
三
郎　

是
ハ
本
町
壹
丁
目
太
右
衛
門
店
之
者
、

甚
九
郎　

是
ハ
通
油
町
吉
兵
衛
店
之
者
、

三
左
衛
門　

是
ハ
通
旅
籠
町
善
右
衛
門
店
之
者
、

仁
兵
衛　

是
ハ
神
田
鍋
町
伊
兵
衛
店
之
者
、

右
之
平
三
郎
儀
、
草
摺
引
と
申
物
の
本
を
編
立
、
致
板
行
候
、
人
の
噂
を
書
候
由
、
新
吉
原
貳
丁
目
香
伯
訴

訟
申
に
付
、
今
日
召
出
シ
、
遂
僉
議
候
處
、
本
を
平
三
郎
編
立
、
甚
九
郎
儀
板
木
を
彫
、
三
左
衛
門
方
ニ
て

賣
候
由
申
候
、
新
作
の
書
物
兼
て
御
法
度
ニ
被
仰
付
候
處
、
相
背
候
段
不
届
に
候
、
仁
兵
衛
儀
ハ
右
之
板
木

を
平
三
郎
方
よ
り
金
六
兩
貳
分
に
買
取
候
由
申
段
、
此
者
儀
も
仕
形
不
屆
ニ
付
、
平
三
郎
儀
ハ
外
之
出
入
ニ

付
、
摂
津
守
〔
川
口
宗
恒
〕
方
ニ
て
手
鎖
申
付
候
故
、
相
届
ケ
、
手
鎖
を
外
シ
、
四
人
共
ニ
牢
舎
、

右
四
人
之
者
、
同
戌
五
月
八
日
赦
免
、
平
三
郎
儀
ハ
前
方
の
懸
リ
有
之
候
に
付
、
出
牢
以
後
、
摂
津
守
方
ニ

て
手
鎖
申
付
ル
、〔「
御
仕
置
裁
許
帳 

七
」
五
七
九
：
元
禄
七
年
戌
二
月
廿
二
日（

49
）〕

　
『
吉
原
草
摺
引
』
の
作
者
は
「
鈴
木
武
平
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が（

50
）、

こ
こ
で
編
者
は
〔
日
本
橋
〕
本
町
一
丁
目

太
右
衛
門
店
平
三
郎
と
あ
る
。
ま
た
評
判
記
を
訴
え
た
の
は
「
新
吉
原
〔
江
戸
町
〕
二
丁
目
香
伯
」
で
あ
る
と



一
一
八

い
う
。
香
伯
と
い
う
人
物
の
店
は
評
判
記
や
細
見
を
み
て
も
江
戸
町
二
丁
目
に
は
み
え
ず
、
一
時
的
に
出
さ
れ

た
店
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）『
吉
原
大
黒
舞
』
に
は
伏
見
町
「
亀
や
香
伯
」
が
み
え

る
（
う
め
茶
見
世
）（

51
）。

町
名
が
異
な
る
た
め
同
一
人
物
か
は
明
確
で
な
い
が
、
伏
見
町
は
二
丁
目
に
隣
接
し
て

お
り
、『
吉
原
ゑ
に
し
染
』
な
ど
で
は
「
二
丁
目
伏
見
町
」
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る（

52
）。

仮
に
亀
屋
香
伯
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
年
頃
に
伏
見
町
に
店
を
設
け
た
よ
う
で
あ
る
が（

53
）、

本
書
以
外
の
評

判
物
で
は
『
吉
原
大
黒
舞
』（
宝
永
六
年
〔
一
七
〇
九
〕）
で
し
か
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
正
徳
二
年

（
一
七
一
二
）
の
『
吉
原
ゑ
に
し
染
』
で
は
も
う
違
う
店
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
亀
屋
香
伯
は
、
辛
口
の
評
判

物
が
隆
盛
し
た
延
宝
期
前
後
に
は
ま
だ
店
を
設
け
て
お
ら
ず
、
従
来
評
判
物
の
恩
恵
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
も

な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
香
伯
が
亀
屋
香
伯
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
他
に
香
伯
な
る
人
物
の
店

は
み
え
な
い
か
ら
、
こ
の
『
吉
原
草
摺
引
』
以
前
、
同
店
は
評
判
物
で
全
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
こ

と
に
な
る
。

　

宮
武
は
、
香
伯
が
盾
に
と
り
訴
訟
を
起
こ
し
た
箇
条
は
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
四
月
に
出
さ
れ
た
御
触

の
「
諸
人
迷
惑
可
致
儀
其
外
可
相
障
儀
開
板
一
切
無
用
に
可
仕
致
候
」
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る（

54
）。

ま
た
罪
の

根
拠
と
さ
れ
て
い
る
「
新
作
の
書
物
兼
て
御
法
度
に
被
仰
付
候
處
相
背
」
に
つ
い
て
、
宮
武
は
寛
文
十
三
年

（
一
六
七
三
）
五
月
の
町
触
と
推
測
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
次
の
町
触
で
あ
る
。



一
一
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出版統制と遊女評判記

一
此
以
前
も
板
木
屋
共
ニ
如
被
仰
付
御
公
儀
之
儀
ハ
不
及
申
諸
人
迷
惑
仕
候
儀
、
其
外
何
ニ
而
も
珍
敷
事
を
新

板
に
開
候
ハ
ヽ
、
両
御
番
所
江
其
趣
申
上
、
御
差
図
を
請
、
御
意
次
第
可
仕
候
、
若
隠
候
而
新
板
開
候
も
の
於

有
之
は
、
御
穿
鑿
之
上
、
急
度
可
被
仰
付
候
間
、
此
旨
板
木
屋
共
并
町
中
の
者
共
、
少
も
違
背
仕
間
敷
候
事（

55
）

　

こ
の
触
と
同
趣
旨
の
も
の
は
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
の
高
札
に
「
新
作
の
慥
な
ら
ざ
る
書
物
商
売
い
た

す
べ
か
ら
ざ
る
事
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
後
も
再
度
掲
げ
ら
れ
た（

56
）。

　

江
戸
で
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
は
じ
め
て
板
木
屋
を
対
象
に
含
ん
だ
法
令
が
出
さ
れ（

57
）、

寛
文
年
間
に

は
筆
禍
事
件
も
起
き
て
い
た
が
、
町
触
れ
と
し
て
出
版
統
制
の
触
が
出
さ
れ
た
の
は
先
述
の
寛
文
の
も
の
が
初

め
て
で
あ
る（

58
）。

今
田
洋
三
『
江
戸
の
本
屋
』
に
よ
る
と
、
更
に
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
綱
吉
が
五
代
将
軍

に
就
任
し
て
以
降
、
幕
政
批
判
を
抑
え
る
意
図
も
あ
っ
て
出
版
統
制
が
強
ま
っ
た
。
香
伯
が
訴
訟
の
根
拠
と
し

た
と
さ
れ
る
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
四
月
の
触
は
、
綱
吉
就
任
後
は
じ
め
て
出
さ
れ
た
出
版
統
制
令
で
あ
る
。

こ
れ
は
瓦
版
と
時
事
に
取
材
し
た
書
物
の
板
行
を
禁
止
す
る
意
図
か
ら
触
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
元
禄
十
一

年
（
一
六
九
八
）、
同
十
六
年
（
一
七
〇
三
）、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
と
く
り
返
し
発
令
さ
れ
た（

59
）。

ま
た
貞

享
元
年
十
一
月
に
は
「
は
や
り
事
」
や
「
替
り
た
る
事
」
の
版
行
禁
止
に
つ
い
て
の
町
触
も
出
さ
れ
て
い
る（

60
）。

今
田
は
貞
享
・
元
禄
期
の
筆
禍
事
件
を
挙
げ
、
こ
の
時
期
の
言
論
統
制
が
厳
し
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

61
）。

残
念
な
が
ら
『
吉
原
草
摺
引
』
は
六
冊
の
内
一
冊
の
写
本
が
伝
わ
る
の
み
で
香
伯
の
店
に
関
す
る
評
判
は
残
さ



一
二
〇

れ
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
香
伯
は
評
判
の
内
容
を
不
服
に
思
い
、
こ
う
し
た
統
制
の
流
れ
に
の
っ
て
訴
訟
を
起

こ
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
柳
亭
種
彦
は
こ
の
訴
訟
に
つ
い
て
、『
吉
原
書
籍
目
録
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
な

見
解
を
述
べ
て
い
る
。

按
ず
る
に
、
是
よ
り
遊
女
を
白
地
に
譏
る
冊
子
は
作
者
も
な
く
、
刻
す
る
者
も
な
く
、
且
つ
評
判
に
係
は
ら

ざ
る
冊
子
に
て
も
、
遠
慮
し
た
り
と
お
ぼ
し
く
、
古
き
寛
文
、
延
宝
の
冊
子
は
多
く
今
に
伝
は
れ
ど
も
、
却

て
此
元
禄
七
年
よ
り
宝
永
の
初
め
ま
で
、
十
余
年
の
間
の
年
号
あ
る
本
を
見
ず
、
絶
て
無
き
と
云
ふ
に
は
あ

ら
ね
ど
、
昔
よ
り
は
少
き
故
予
が
目
に
触
れ
ざ
る
も
の
な
る
べ
し（

62
）

　

傍
線
部
で
種
彦
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
確
か
に
こ
の
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
の
訴
訟
以
降
、
吉
原
を
対
象

と
し
た
評
判
物
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
ま
で
み
ら
れ
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
訴
訟
は
種
彦
が
言
う

と
お
り
、
評
判
記
の
刊
行
に
相
当
の
打
撃
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
吉
原
を
対
象
と
す
る
評
判

物
の
刊
行
が
そ
も
そ
も
貞
享
・
元
禄
以
降
大
き
く
減
退
し
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
（
表
「
吉
原

を
対
象
と
し
た
天
和
〜
宝
暦
期
の
評
判
物
一
覧
」
参
照
）。
す
な
わ
ち
こ
の
『
吉
原
草
摺
引
』
が
第
一
の
打
撃
と

な
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
評
判
物
の
刊
行
は
失
速
し
、『
吉
原
草
摺
引
』
の
訴
訟
に
至
っ
て
ま
た

大
き
く
そ
の
数
を
減
ら
す
結
果
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
に
伝
わ
ら
な
い
評
判
物
も
あ
ろ
う
か
ら



一
二
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容
易
に
断
定
は
で
き
な
い
が
、
江
戸
に
お
い
て
貞
享
以
降
評
判
物
の
刊
行
が
失
速
し
て
い
た
理
由
は
、
い
か
に

も
綱
吉
政
権
に
至
っ
て
強
化
さ
れ
た
出
版
統
制
と
関
連
を
持
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
評
判
物
は
直

接
的
に
取
締
を
受
け
た
訳
で
は
な
い
も
の
の
、
貞
享
に
お
け
る
統
制
の
強
化
に
萎
縮
し
漸
減
し
、
更
に
『
吉
原

草
摺
引
』
の
訴
訟
が
起
き
た
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
評
判
物
の
刊
行
が
控
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
解
釈
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

更
に
『
吉
原
草
摺
引
』
の
訴
訟
か
ら
約
五
十
四
年
後
、
江
戸
町
一
丁
目
の
楼
主
天
満
屋
竹
嶋
仁
左
衛
門
に
よ
っ

て
著
さ
れ
た
『
洞
房
古
鑑
』
に
も
、
評
判
物
の
出
版
統
制
及
び
販
売
差
止
に
つ
い
て
の
記
録
が
み
え
る
。『
洞
房

古
鑑
』
と
は
、
新
吉
原
江
戸
町
一
丁
目
天
満
屋
竹
嶋
仁
左
衛
門
が
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
閏
十
月
名
主
役
に

就
任
し
た
に
あ
た
っ
て
先
例
を
書
き
集
め
た
書
で
あ
る
。
全
八
冊
中
内
六
冊
ま
で
各
巻
目
録
の
末
に
「
宝
暦
四

年
甲
戌
春
三
月　

名
主
竹
嶋
仁
左
衛
門
春
延
誌
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
名
主
就
任
後
間
も
な
く
起
筆
し
、

約
五
十
六
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
一
旦
成
稿
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
後
の
明
和
・
安
永
・
天
明
頃
の

記
事
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、
春
延
の
退
役
後
も
書
き
続
け
ら
れ
、
更
に
名
主
を
相
続
し
た
養
子
春
英
に
ま
で
引

き
継
が
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う（

63
）。

同
書
巻
之
四
の
「
遊
女
評
判
」
と
題
さ
れ
た
項
目
に
は
販
売
差
止
に
な
っ

た
評
判
記
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
え
る
。
次
の
引
用
は
、
そ
の
冒
頭
部
で
あ
る
。



一
二
二

遊
女
評
判

一　

元
禄
、
寛
永
之
頃
ヨ
リ
、
遊
女
評
判
折
々
出
候
得
共
、
悪
評
無
レ
之
、
所
ヨ
リ
咎
候
儀
茂
無
レ
之
、
元
文

年
間
、
源
氏
評
判
ト
號
〔
元
文
二
年
『
吉
原
源
氏
六
十
帖
評
判
』〕、
遊
女
六
拾
人
致
二
評
判
一
出
板
致
候
得
共
、

無
レ
障
売
止
候
。
元
禄
ヨ
リ
宝
暦
迄
、
評
判
六
通
リ
斗
出
候
由（

64
）。

　

ま
ず
こ
こ
で
は
「
元
禄
」「
寛
永
」
の
頃
か
ら
「
遊
女
評
判
」
が
時
々
刊
行
さ
れ
た
が
、「
悪
評
」
は
な
く
、

「
咎
」
を
受
け
た
例
も
な
か
っ
た
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
右
の
引
用
及
び
こ
れ
に
続
く
記
述
を
見
る
限

り
、
こ
こ
で
言
う
「
遊
女
評
判
」
は
特
に
評
判
物
及
び
細
見
を
指
す
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
、

元
禄
七
年
『
吉
原
草
摺
引
』
の
訴
訟
は
も
ち
ろ
ん
、
元
禄
以
前
に
こ
そ
多
く
発
行
さ
れ
て
い
た
筈
の
評
判
物
の

存
在
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

⑵
吉
原
花
筏
（
寛
延
二
年
〔
一
七
四
九
〕・
鱗
形
屋
孫
兵
衛
板
）

　

同
項
目
に
は
続
い
て
細
見
『
吉
原
花
筏
』（
寛
延
二
年
〔
一
七
四
九
〕／
鱗
形
屋
孫
兵
衛
板
）、
評
判
物
『
吉
原
出

世
鑑
』（
宝
暦
四
年
〔
一
七
五
四
〕／
江
戸
本
屋
吉
十
郎
板
）、
名
称
不
明
の
評
判
物
（
宝
暦
十
年
〔
一
七
六
〇
〕／

板
元
不
明
）
の
刊
行
及
び
販
売
差
止
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
記
述
が
み
え
る
。
こ
の
三
種
の
例
を
み
る
と
、

『
吉
原
花
筏
』
お
よ
び
『
吉
原
出
世
鑑
』
は
『
吉
原
草
摺
引
』
と
同
じ
く
何
ら
か
の
法
に
触
れ
た
ら
し
い
が
、
名
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称
不
明
の
評
判
物
は
吉
原
内
に
お
け
る
取
り
決
め
に
違
反
し
た
ら
し
い
。
は
じ
め
の
『
吉
原
花
筏
』
は
評
判
物

で
な
く
細
見
で
あ
る
が
、
販
売
差
止
の
全
貌
を
つ
か
む
た
め
、
ま
ず
こ
れ
に
つ
い
て
み
る
。

一　

寛
延
二
年
巳
三
月
、
新
吉
原
中
之
町
江
致
二
鉢
植
一
候
処
、
右
之
趣
板
行
ニ
致
、
吉
原
花
筏
ト
号
、
売
歩
行

候
処
、
廻
リ
方
〔
町
奉
行
の
廻
り
方
同
心
〕
之
被
二
召
捕
一
候
ニ
哉
、
能
勢
肥
後
守
様
〔
北
町
奉
行
能
勢
頼
一
〕

御
懸
リ
ニ
テ
御
預
ニ
罷
成
、
落
着
之
節
過
料
三
貫
文
被
二
仰
付
一
候
。
其
節
御
番
所
江
罷
出
居
候
テ
、
右
之
趣
及
レ

見
候
ニ
付
、
留
置
候
。（

65
）

　

右
の
通
り
取
締
を
受
け
た
要
因
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
吉
原
花
筏
』（
鱗
形
屋
刊
行
）
は
遊
女

の
名
寄
に
歌
が
付
さ
れ
る
形
式
で
あ
り
、
内
容
が
反
感
を
買
っ
て
訴
え
ら
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
奉
行
が
判
断

を
下
し
て
い
る
た
め
幕
府
法
に
抵
触
し
た
こ
と
は
わ
か
る
が
、
年
代
的
に
享
保
七
年
に
触
ら
れ
て
以
降
基
本
方

針
と
さ
れ
た
出
版
条
目
に
抵
触
し
た
の
で
あ
ろ
う
か（

66
）。

あ
る
い
は
先
に
挙
げ
た
貞
享
元
年
十
一
月
（
元
禄
十
一

年
二
月
に
も
再
触
）
の
触
は
読
売
や
小
冊
子
類
の
流
行
に
つ
い
て
の
禁
令
と
解
さ
れ
て
い
る
が（

67
）、

こ
こ
で
は
「
は

や
り
事
」
等
の
板
行
禁
止
の
他
、
辻
や
橋
で
の
板
行
売
も
禁
止
さ
れ
て
お
り（

68
）、

販
売
場
所
の
規
定
が
抵
触
し
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
但
し
吉
原
細
見
の
類
は
こ
れ
以
前
も
以
後
も
継
続
的
に
毎
年
販
売
さ
れ
て
い
る
。
吉
原
細

見
『
か
ぶ
ろ
松
』（
寛
延
二
年
〔
一
七
五
〇
〕）
は
同
書
の
改
題
再
版
と
目
さ
れ
て
お
り
、
改
題
と
こ
の
取
締
り
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が
関
わ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が（

69
）、『

吉
原
草
摺
引
』
の
よ
う
に
、
こ
の
事
件
が
後
続
の
刊
行
に
影
響

を
与
え
た
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

⑶
吉
原
出
世
鑑
（
宝
暦
四
年
〔
一
七
五
四
〕・
江
戸
本
屋
吉
十
郎
板
）

　

一
方
で
こ
の
後
に
問
題
と
な
っ
た
ら
し
い
評
判
物
『
吉
原
出
世
鑑
』
は
、『
吉
原
草
摺
引
』
と
同
じ
く
、
評
判

の
内
容
自
体
が
遊
女
屋
の
不
興
を
買
っ
て
訴
訟
と
な
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
判
例
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
吉
原

花
筏
』
と
同
じ
く
何
の
法
に
触
れ
た
か
は
定
か
で
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
莫
安
柄
の
「
随
筆
吉
原
細
見
」

（
一
九
三
一
『
今
昔
』
二-
九
・
一
一
）
や
先
述
の
と
お
り
宮
本
に
よ
っ
て
概
要
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
原
文

の
引
用
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一　

宝
暦
四
年
戌
正
月
、
五
町
遊
女
を
壱
軒
ニ
テ
三
四
人
或
者
七
八
人
ヅ
ゝ
評
判
を
記
し
、
吉
原
出
世
鑑
ト
号

し
、
浅
草
寺
地
中
木
屋
吉
十
郎
板
元
ニ
テ
、
通
油
町
双
紙
屋
小
兵
衛
并
新
吉
原
町
壱
丁
目
又
兵
術
店
彌
七
売
所
ニ

罷
成
売
弘
候
処
、
弐
丁
目
家
田
屋
太
右
衛
門
抱
伊
澤
ト
申
遊
女
、
情
薄
く
借
た
る
も
の
返
す
茂
嫌
之
由
、
評

判
ニ
書
記
候
ニ
付
、
右
太
右
衛
門
方
ヨ
リ
正
月
廿
二
日
、
依
田
和
泉
守
様
江
御
願
申
上
候
得
者
、
右
吉
十
郎
、
小

兵
衛
、
彌
七
、
明
廿
三
日
可
二
縄
罷
出
一
御
差
紙
被
二
下
置
一
、
翌
廿
三
日
双
方
罷
出
候
処
、
彌
七
義
去
ル
夜
、

太
右
衛
門
方
ヨ
リ
書
役
半
兵
衛
口
上
ニ
テ
呼
ニ
遣
候
ニ
付
参
候
得
者
、
大
勢
ニ
テ
致
二
打
榔
一
候
旨
返
答
書
出
し
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候
ニ
付
、
三
人
共
ニ
仰
預
ニ
罷
成
、
翌
廿
四
日
松
浦
彌
次
右
衛
門
殿
御
懸
リ
ニ
テ
御
吟
味
有
レ
之
、
同
廿
五
日
太

右
衛
門
召
仕
男
共
并
ニ
遊
女
伊
澤
、
其
外
一
件
被
二
召
出
一
御
吟
味
之
上
、
口
論
之
儀
者
遊
女
共
打
寄
致
二
打
擲
一

候
ニ
相
決
し
、
口
書
相
済
申
候
。
尤
彌
七
、
伊
澤
江
紙
代
金
三
分
余
借
し
有
レ
之
候
処
相
払
不
レ
申
、
其
上
心
外

成
致
方
等
仕
候
ニ
付
、
右
之
通
書
記
候
由
申
上
候
、
同
月
廿
八
日
、
一
件
被
二
召
出
一
、
板
元
壽
命
院
地
借
リ

吉
十
郎
并
通
油
町
小
兵
衛
、
板
木
彫
本
庄
松
坂
町
清
八
、
右
三
人
之
者
共
銘
々
過
料
三
貫
文
宛
被
二
仰
付
一
、
彌

七
者
手
鎖
被
二
仰
付
一
候
。
同
壬
二
月
朔
日
被
二
召
出
一
、
手
鎖
御
免
被
レ
遊
相
済
申
候
。
尤
右
出
世
鑑
板
行
売

残
リ
、
百
余
冊
御
取
上
ニ
罷
成
候
。（

70
）

　

要
点
を
絞
っ
て
訳
せ
ば
、『
吉
原
出
世
鑑
』
は
宝
暦
四
年
正
月
に
浅
草
寺
地
中
木
屋
吉
十
郎
を
板
元
と
し
、
通

油
町
双
紙
屋
小
兵
衞
と
新
吉
原
江
戸
町
一
丁
目
又
兵
衞
店
彌
七
を
売
所
と
し
て
売
り
広
め
ら
れ
た
。
し
か
し
新

吉
原
（
江
戸
町
）
二
丁
目
家
田
屋
太
右
衞
門
抱
の
遊
女
「
伊
澤
」
に
つ
い
て
「
情
薄
く
、
貸
し
た
も
の
を
返
す

の
も
嫌
が
る
」

（
71
）と

評
判
に
書
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
家
田
屋
太
右
衞
門
よ
り
正
月
二
十
二
日
に
依
田
和
泉
守
（
北

町
奉
行
依
田
政
次
）
へ
訴
え
が
あ
っ
た
。
彌
七
は
伊
澤
へ
紙
代
金
三
分
余
り
を
貸
し
て
い
た
が
返
さ
れ
ず
、
そ

の
上
「
心
外
成
致
方
」
等
を
さ
れ
た
た
め
に
伊
澤
を
悪
く
書
い
た
と
上
申
し
、
結
果
二
十
八
日
に
は
板
元
寿
命

院
地
借
リ
吉
十
郎
と
通
油
町
小
兵
衛
、
板
木
彫
本
庄
松
坂
町
清
八
の
三
人
は
過
料
三
貫
文
、
彌
七
は
手
鎖
と
な
っ

た
が
、
結
局
手
鎖
は
「
御
免
」
と
さ
れ
た
。
こ
の
『
吉
原
出
世
鑑
』
は
売
り
残
っ
た
百
余
冊
が
御
取
上
げ
に
な
っ
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た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
『
吉
原
草
摺
引
』
の
ケ
ー
ス
と
同
様
に
、
評
判
の
内
容
に
つ
い
て
遊
女
屋
の
訴
え
が
あ
り
、
訴

訟
に
発
展
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
お
訴
訟
を
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
江
戸
町
二
丁
目
家
田
屋
太
右
衞
門
は

享
保
の
は
じ
め
頃（

72
）に

店
を
設
け
た
よ
う
だ
が
、
評
判
物
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
『
志
家
位
名
見
』（
遊
女
二

人
）
お
よ
び
『
開
産
記
』（
遊
女
四
人
）
と
、
本
書
『
吉
原
出
世
鑑
』
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

　

こ
の
『
吉
原
出
世
鑑
』
の
後
に
は
最
後
の
遊
女
評
判
記
と
さ
れ
る
『
吉
原
評
判
都
登
里
』（
宝
暦
四
年
『
交
代

盤
栄
記
』
改
題
）
が
宝
暦
五
年
に
出
さ
れ
一
応
の
区
切
り
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
も
そ
も
末
尾
に
掲
げ

た
表
「
吉
原
を
対
象
と
し
た
天
和
〜
宝
暦
期
の
評
判
物
一
覧
」
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
既
に
刊
行
は
切
れ
切

れ
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
数
量
か
ら
み
る
限
り
で
は
、
こ
の
『
吉
原
出
世
鑑
』
の
訴
訟
が
い
か
に
後
続
の
評

判
物
に
影
響
し
た
か
を
推
し
量
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

⑷
名
称
不
明
の
評
判
物
（
宝
暦
十
年
〔
一
七
六
〇
〕・
板
元
不
明
）

　

以
上
み
て
き
た
三
種
、
す
な
わ
ち
『
吉
原
草
摺
引
』『
吉
原
花
筏
』『
吉
原
出
世
鑑
』
は
幕
府
法
に
よ
っ
て
問

題
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
『
洞
房
古
鑑
』
に
み
え
る
最
後
の
例
、
名
称
不
明
の
評
判
物

の
販
売
差
止
は
、
次
の
と
お
り
吉
原
内
で
対
処
さ
れ
て
い
る
。
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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一　

宝
暦
十
年
辰
二
月
下
旬
、
江
戸
町
弐
丁
目
丁
子
屋
長
十
郎
、
抱
遊
女
み
つ
さ
と
取
立
出
し
候
節
、
板
本
ニ

起
し
ほ
め
言
葉
之
評
判
記
、
五
町
町
を
売
歩
行
候
も
の
を
呼
寄
、
遊
女
屋
仲
間
之
儀
者
相
互
に
可
二
申
合
一
処
、

壱
人
ニ
テ
遊
女
之
評
判
を
板
本
ニ
起
し
売
弘
メ
候
段
不
埒
之
由
を
申
候
処
、
売
歩
行
候
も
の
ハ
委
敷
わ
か
ち
茂

不
レ
存
由
を
申
ニ
付
、
右
之
評
判
記
百
五
拾
冊
之
余
不
レ
残
仁
左
衛
門
方
江
買
上
、
代
銭
相
払
、
右
之
板
本
を

以
、
弐
丁
目
丁
子
屋
長
十
郎
を
其
分
致
問
敷
段
申
、
同
町
名
主
佐
兵
衛
方
江
相
届
候
処
、

五
町
同
役
并
弐
丁
目
年
寄
相
懸
リ
、
達
テ
相
詫
侯
ニ
付
、
長
十
郎
方
よ
り
大
門
会
所
江
証
文
取
置
、
相
済
遺
ス
。

其
後
長
十
郎
方
江
五
町
名
主
不
レ
残
、
弐
丁
目
年
寄
相
招
。（

73
）

　

こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
宝
暦
十
年
辰
二
月
下
旬
、
江
戸
町
二
丁
目
丁
子
屋
長
十
郎
の
抱
遊
女
「
み
つ
さ
」
を

取
立
（
新
造
出
し
を
し
な
い
、
禿
上
が
り
で
な
い
遊
女
の
称
）
と
し
て
出
し
た
際
、
長
十
郎
が
「
ほ
め
言
葉
之

評
判
記
」（
遊
女
み
つ
さ
を
褒
め
る
評
判
物
カ
）
を
板
本
に
起
し
、
こ
れ
を
吉
原
内
で
売
り
歩
か
せ
た
。
そ
れ
を

『
洞
房
語
園
』
作
者
で
あ
る
天
満
屋
竹
嶋
仁
左
衛
門
が
見
咎
め
、
遊
女
屋
仲
間
で
は
相
互
に
申
合
わ
せ
を
す
る
べ

き
と
こ
ろ
、
一
人
で
遊
女
の
評
判
を
板
本
に
起
し
売
り
広
め
る
の
は
「
不
埒
」
で
あ
る
と
注
意
し
た
が
、
売
り

歩
き
の
者
は
詳
し
い
こ
と
は
「
わ
か
ち
茂
不
レ
存
」
と
言
う
の
で
、
こ
の
評
判
記
百
五
十
冊
余
り
残
ら
ず
仁
左
衛

門
が
買
上
げ
て
代
銭
を
払
い
、
二
丁
目
丁
子
屋
長
十
郎
へ
禁
止
の
こ
と
を
通
達
し
、
且
つ
二
丁
目
名
主
佐
兵
衞

方
へ
も
届
け
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
五
町
の
名
主
と
二
丁
目
年
寄
が
詫
び
て
き
た
の
で
、
長
十
郎
に
大
門
会
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所
へ
証
文
を
出
さ
せ
て
済
ま
せ
た
。
そ
の
後
長
十
郎
方
へ
、
五
町
の
名
主
と
二
丁
目
年
寄
を
招
い
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
差
止
め
ら
れ
た
評
判
記
の
名
称
は
不
明
で
あ
る
が
、
第
一
章
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
こ
の
評
判
記
は
遊

女
を
批
評
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
は
じ
め
か
ら
遊
女
「
み
つ
さ
」
を
褒
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
宣
伝
を
目

的
と
し
発
行
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
従
来
の
遊
女
の
批
評
を
目
的
と
す
る
遊
女
評
判
記
と
は

性
格
を
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
時
に
お
い
て
、
吉
原
内
で
は
評
判
記
を
板
木
に

起
こ
す
際
、
遊
女
屋
仲
間
を
通
す
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
ど
の
程
度
内
容
に
踏
み
込
ん
だ
申

合
わ
せ
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
い
つ
か
ら
こ
う
し
た
取
決
め
が
で
き
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も

宝
暦
十
年
に
お
い
て
は
、
評
判
物
の
刊
行
は
遊
女
屋
仲
間
が
干
渉
す
る
べ
き
出
来
事
で
あ
る
と
、
名
主
レ
ベ
ル

が
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

出
版
統
制
と
評
判
物
の
減
退
を
め
ぐ
っ
て

　

以
上
、『
吉
原
草
摺
引
』（
元
禄
七
年
〔
一
六
九
四
〕／
板
元
名
な
し
）、『
吉
原
花
筏
』（
寛
延
二
年

〔
一
七
四
九
〕／
鱗
形
屋
孫
兵
衛
板
）、
評
判
物
『
吉
原
出
世
鑑
』（
宝
暦
四
年
〔
一
七
五
四
〕・
江
戸
本
屋
吉
十
郎

板
）、
名
称
不
明
の
評
判
物
（
宝
暦
十
年
〔
一
七
六
〇
〕／
板
元
不
明
）
の
四
種
の
出
版
及
び
販
売
差
止
に
つ
い

て
述
べ
て
き
た
。
表
「
吉
原
を
対
象
と
し
た
天
和
〜
宝
暦
期
の
評
判
物
一
覧
」
で
示
し
た
と
お
り
、
訴
訟
が
起
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き
る
以
前
の
貞
享
年
間
か
ら
評
判
物
の
刊
行
は
漸
減
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
評
判
物
『
吉
原
草
摺
引
』（
元

禄
七
年
〔
一
六
九
四
〕／
板
元
名
な
し
）
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
起
き
る
に
至
り
、
そ
の
後
約
十
年
、
評
判
物
の
刊
行

が
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
貞
享
頃
か
ら
起
き
た
こ
の
よ
う
な
評
判
物
の
減
少
が
、
綱
吉
政
権
に
お
い
て
強
化
さ

れ
た
出
版
統
制
と
い
う
背
景
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。『
吉
原
草
摺
引
』
の
訴
訟
も
、
そ
う
し
た
経

緯
の
中
で
こ
そ
起
き
た
も
の
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
一
方
『
吉
原
出
世
鑑
』
の
事
例
は
評
判
物
の
刊
行
が
稀
に
な
っ

て
い
た
中
で
の
訴
訟
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
細
見
『
吉
原
花
筏
』
は
他
の
細
見
が
そ
れ
ま
で
通
り
に
発
行
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
両
書
を
め
ぐ
る
問
題
が
刊
行
に
与
え
た
影
響
は
明
ら
か
で
な
い
。

　

以
上
で
は
出
版
統
制
及
び
そ
れ
を
利
用
し
て
起
き
た
訴
訟
が
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
刊
行

数
の
推
移
と
の
関
係
に
注
目
し
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
数
量
的
な
面
で
は
な
く
、
出
版
統
制
及
び
訴
訟
は
、

評
判
物
の
内
容
0

0

に
対
し
て
は
ど
う
い
っ
た
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
認
し
て
き
た
と
お
り
、
評
判
物

は
人
の
噂
を
書
き
連
ね
る
と
い
う
点
に
お
い
て
常
に
訴
訟
の
対
象
と
な
り
得
た
。
し
た
が
っ
て
板
元
や
作
者
は
、

訴
訟
を
起
こ
さ
れ
な
い
よ
う
に
留
意
し
て
批
評
を
書
く
必
要
が
生
じ
た
筈
で
あ
る
。
尤
も
『
洞
房
古
鑑
』
に
は

『
吉
原
草
摺
引
』（
元
禄
七
年
）
の
訴
訟
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
仮
に
批
評
の
内
容
が
薄
く
な
っ
た
と
し

て
、
そ
れ
が
訴
訟
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
断
言
し
難
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
『
吉
原
草
摺
引
』
と
そ

れ
以
降
の
評
判
物
を
比
較
検
討
し
た
上
で
、『
吉
原
草
摺
引
』
以
降
の
評
判
物
の
内
容
面
に
お
け
る
変
化
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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第
三
章
　『
吉
原
草
摺
引
』（
元
禄
七
年
）
以
降
の
評
判
物

　

こ
こ
で
は
元
禄
七
年
か
ら
宝
暦
五
年
ま
で
の
評
判
物
を
全
て
取
り
上
げ
る
が
、
各
評
判
物
の
す
べ
て
の
評
判

を
引
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
い
く
つ
か
の
例
を
抽
出
し
比
較
を
行
う
。
比
較
す
る
の
は
表
「
吉
原
を

対
象
と
し
た
天
和
〜
宝
暦
期
の
評
判
物
一
覧
」
の
太
字
の
評
判
物
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
あ
く

ま
で
評
判
物
の
内
容
で
あ
り
、
書
物
の
外
形
や
記
述
上
の
形
式
に
は
言
及
し
な
い
。
記
述
の
形
式
に
つ
い
て
は

既
に
『
吉
原
源
氏
六
十
帖
評
判
』（
元
文
二
年
〔
一
七
三
七
〕）
が
旧
来
の
形
式
に
よ
る
遊
女
評
判
記
の
下
限
で

あ
る
こ
と
や（

74
）、

そ
の
推
移（

75
）、

形
式
の
変
化
に
出
版
業
者
の
意
図
が
関
わ
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る（

76
）。

　

そ
れ
で
は
、
は
じ
め
に
『
吉
原
草
摺
引
』（
元
禄
七
年
刊
）
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
同
書
に
つ
い
て
伝
存
す
る

の
は
巻
一
の
写
し
『
吉
原
水
鏡
』（
写
年
不
明
）
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
翻
刻
し
た
『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第

四
巻
』〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編 
二
〇
一
一
ａ
〕
に
依
拠
す
る
。

『
吉
原
草
摺
引
』（
元
禄
七
）
表
：
№
15
・
16

　

こ
の
『
吉
原
草
摺
引
』
の
内
う
ち
唯
一
伝
存
す
る
巻
一
は
、
当
時
の
吉
原
に
お
い
て
最
高
の
妓
楼
と
し
て
勢

力
を
も
っ
た
遊
女
屋
で
あ
る
京
町
三
浦
屋
四
郎
左
右
衛
門
の
遊
女
の
み
を
対
象
と
す
る
。
ま
た
本
書
の
特
色
と

し
て
は
、
冒
頭
に
「
身
請
の
大
夫
格
子
い
き
ぢ
あ
ら
そ
ひ
」
と
の
趣
向
で
、
既
に
退
廓
し
た
三
浦
屋
の
遊
女
九
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人
に
つ
い
て
か
つ
て
の
客
と
の
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
内
容
は
か
つ
て
の
延
宝
期
の
評
判

物
で
し
ば
し
ば
記
さ
れ
た
よ
う
な
多
分
に
ゴ
シ
ッ
プ
的
な
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
第
二
番
に
記
さ
れ
た
格
子

女
郎
（
こ
の
頃
の
吉
原
に
お
い
て
第
一
位
の
太
夫
に
次
ぐ
位
の
遊
女
）「
小
紫
」
に
つ
い
て
、「
ま〔

真

〕

こ
と
の
と〔

床
〕こ

入
」
を
し
な
い
で
七
度
を
迎
え
た
客
「
三
井
勘
八
」
が
床
入
り
に
持
ち
込
ん
だ
際
の
顛
末
を
、
当
の
三
井
勘
八

が
語
っ
た
と
い
う
話
や
、「
小
紫
」
が
「〔
新
吉
原
〕
中
の
町
四
良
」
と
深
い
仲
に
あ
り
、「
三
も
ん
じ
や
与
す

け
」
と
い
う
客
に
身
請
け
さ
せ
た
後
に
「
与
す
け
」
の
も
と
を
抜
け
、
再
び
「
中
の
町
四
良
」
と
「
手
く
た
」

（
手
管
。
情
交
を
も
つ
こ
と
）
し
た
と
い
っ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る（

77
）。

こ
う
し
た
逸
話
は
、
買
手
の
た
め
に
遊

女
を
批
評
す
る
と
い
う
評
判
物
の
趣
旨
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
作
者
の
意
図
と
し
て
は
か
つ
て

の
女
郎
の
「
手
く
た
」（
手
管
）
を
今
の
買
手
に
教
え
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
い（

78
）。

馴
染
み
客
の
名
や
客

と
遊
女
が
ど
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
か
等
、
か
つ
て
の
客
を
情
報
源
と
す
る
話
が
事
細
か
に
記
さ
れ
て

お
り
、
こ
こ
か
ら
は
作
者
が
廓
内
で
種
々
の
客
と
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
冒
頭
の
評
判
に
つ
い
て
は
先
の
「
小
紫
」
の
よ
う
に
悪
評
に
近
い
伝
聞
が
あ
る
程
度
で
辛
口
の
批
評
は

み
ら
れ
な
い
が
、
在
廓
中
の
遊
女
（
一
七
人
）
に
つ
い
て
は
暴
露
に
加
え
、
俄
然
辛
口
の
も
の
も
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
た
と
え
ば
次
は
こ
の
当
時
、
名
を
継
い
で
在
廓
中
の
「
小
紫
」
に
つ
い
て
の
批
評
で
あ
る
。
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格
子
　
い
ま

小
む
ら
さ
き 

京
町
三
浦
四
郎
左
衛
門

此
き
み
お〔
御
無
垢
〕

む
く
に
し
て
よ
し
と
よ〔

喜

〕

ろ
こ
ふ
人
あ
り
。
ま
た
な
に
や
ら
お
ゆ〔

譲
〕つ

り
の
た〔

足
〕ら

ぬ（
79
）と

い
ふ
も
の
あ
り
。

す〔
過
ぎ
〕き
し
こ
ろ
、
彦
や〔

約

束

〕

く
そ
く
し
て
次
の
う
ち
に
ゆ
か
ぬ
を
よ
く
し
り
て
、
た〔

誰
〕れ
や
ら
に
お〔

御
会
〕

ん
あ
い
の
よ
し
。

た
し
な
み
た
ま
へ
。
ち
か
き
こ
ろ
小
む
ら
さ
き
こ
そ
わ〔

分

け

思

う

〕

け
お
も
ふ（

80
）と

う〔
詠
〕た

い
し
は
、
か〔

斯
様
〕

や
う
の
し〔

性

悪

〕

や
う
わ
る

人
な
れ
は
、
い〔
一
座
〕

ち
さ
の
う
ち
を
わ〔

分
〕け

の〔
退
〕け

る
心
に
や
。（

81
）

　

傍
線
部
の
「
彦
」
と
い
う
の
は
本
書
で
こ
こ
に
し
か
登
場
せ
ず
誰
を
指
す
か
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
こ

で
は
遊
女
「
小
む
ら
さ
き
」
が
、「
彦
」
と
い
う
客
が
来
な
い
の
を
知
り
な
が
ら
揚
屋
（
太
夫
・
格
子
等
の
遊
女

を
呼
ん
で
遊
ぶ
店
）
に
出
向
き
、
他
の
男
に
会
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
件
に
つ
い
て
作
者
は

「
小
む
ら
さ
き
」
を
「
し
や
う
わ
る
人
」
と
辛
辣
に
非
難
し
て
い
る
が
、
他
に
も
本
書
に
は
こ
う
し
た
辛
口
の
批

判
や
、
遊
女
を
巡
る
悪
い
噂
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
部
分
的
に
抜
粋
す
る
と
、
た
と
え
ば
「
此
君
、
道
中

ま〔

前

掛

か

り

〕

へ
か
ゝ
り
に
て
、
あ
し
き
と
の
ひ〔

評

判

〕

や
う
は
ん
あ
り
」（
格
子
・
わ
か
な（

82
））、「

と〔
床
〕こ
の
う
ち
大
き
に
お
も
し
ろ
か

ら
ず
と
い
ふ
人
お
ふ
し
」（
格
子
・
う
こ
ん（

83
））、「

い
つ
そ
や
、
ふ
ち
や
〔
ふ
じ
や
。
揚
屋
〕
に
て
あ
ま
り

な〔

長

文

〕

か
ふ
み
を
か
き
す
こ
し
、
き〔

客

〕

や
く
に
ふ
ら
る
ゝ
事
は
め〔

珍

〕

つ
ら
し
き
は〔

恥
〕ち
な
れ
」（
格
子
・
か
わ
ら
さ
き（

84
））、「

す〔
過
ぎ
〕き

に
し
こ
ろ
、
た
ゝ
な
ら
ぬ
お
ん
身
〔
妊
娠
し
た
身
〕
と
は〔
囃
〕や

し
け
る
は
、
ま
こ
と
の
こ
と
を
い
ふ
に
や
」（
格

子
・
い
づ
み（

85
））

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
中
に
は
絶
賛
さ
れ
て
い
る
遊
女
も
お
り
（
格
子
・
と
き
わ
、
格
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子
・
こ
わ
た
、
格
子
・
わ
か
む
ら
さ
き
他
）、
辛
口
の
批
評
は
作
者
の
偏
っ
た
視
点
、
た
と
え
ば
巻
一
の
主
題
で

あ
る
三
浦
屋
の
楼
主
と
不
仲
で
あ
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
事
情
に
因
る
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
本
書
の
「
初
」

（
序
に
あ
た
る
部
分
）
に
は
「
さ
れ
は
ふ
る
め
か
し
き
を
の
け
、
今
の
わ
か
手
の
女
郎
を
ひ〔

評

判

〕

や
う
ば
ん
せ
ん
と
す

る
に
、
そ
の
き〔

器

量

〕

り
や
う
す
く
な
し
」（

86
）と

も
あ
り
、
恐
ら
く
作
者
に
は
懐
古
的
な
思
い
が
あ
り
、
今
の
遊
女
に
物

足
り
な
さ
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
の
「
小
む
ら
さ
き
」
の
批
判
に
は
「
た
し
な
み
た
ま
へ
」
と
遊
女

へ
語
り
か
け
る
よ
う
な
記
述
が
み
え
た
が
、
同
書
を
み
る
か
ぎ
り
作
者
の
批
評
に
は
説
教
の
意
味
も
込
め
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
、
中
に
は
「
い
ま
よ
り
も
な〔
名
〕あ
る
と〔

取

坊

〕

り
ん
ほ
う
を（

87
）、

こ〔
恋
〕ひ
の
い〔

糸

口

〕

と
く
ち
に
て
つ〔

繋
ぎ
〕

な
き
給
へ
」（
太

夫
・
い
ま
う
す
く
も（

88
））、「

と〔

土

佐

節

〕

さ
ふ
し
に（

89
）身

を
よ
せ
、
お
と
こ
め
き
た
つ
お〔

御

曲

〕

ん
き
よ
く
き
ゝ
よ
し
。
さ
り
な
が
ら
、

上〔
浄
瑠
璃
〕

る
り
に
も〔

文

盲

〕

ん
も
う
を
か〔

語
〕た
ら
る
ゝ
と
こ
ろ
あ
り
。
し〔

師

匠

殿

〕

し
や
う
と
の
に
つ
か
せ
た
し
」（
格
子
・
ゑ
も
ん（

90
））、「

い〔
粋
〕き

を
見
わ
け
ぬ
う
ち
に
は
お〔

覚

束

〕

ほ
つ
か
な
し
。
み
よ
し
〔
格
子
女
郎
・
三
好
〕
と〔

殿
〕の
ゝ
ゆ〔

譲
〕す
り
の
て〔

手

管

文

〕

く
た
ふ
み
に
て
、

よ
く
き〔

客

〕

や
く
を
か〔

考

え

〕

ん
か
へ
て
ほ〔

絆
〕た

し
給
へ
」（
格
子
・
こ
よ
し（

91
））

と
い
っ
た
、
欠
点
を
記
し
た
上
で
激
励
す
る
か

の
よ
う
な
記
述
も
し
ば
し
ば
み
え
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
本
書
の
性
格
と
し
て
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
①
遊
女
に
ま
つ
わ
る
噂
や
内
情

（
裏
話
の
よ
う
な
も
の
）
の
暴
露
を
交
え
た
批
評
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
、
②
美
点
の
み
な
ら
ず
遊
女
の
欠
点
に
も

言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
こ
の
①
ま
た
は
②
の
姿
勢
が
、
同
書
を
め
ぐ
る

訴
訟
に
繋
が
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
内
容
を
含
む
評
判
物
は
早
く
は
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上
方
を
対
象
と
し
た
『
嶋
原
集
』（
明
暦
元
年
〔
一
六
五
五
〕）
や
『
満
散
利
久
佐
』（
明
暦
二
年
〔
一
六
五
六
〕）

の
頃
か
ら
み
え
、
欠
点
や
裏
話
の
記
述
が
あ
る
評
判
物
は
決
し
て
珍
し
く
は
な
い
。
評
判
物
に
よ
っ
て
そ
の
辛

辣
さ
や
比
重
は
異
な
る
が
、
①
②
は
多
く
の
評
判
物
に
通
底
す
る
一
つ
の
性
格
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
記
述
は
当
然
な
が
ら
遊
女
に
嫌
が
ら
れ
、
と
り
わ
け
辛
辣
に
遊
女
を
批
評
し
た
延
宝
期
の
作
者
の

中
に
は
、
遊
女
と
の
間
に
確
執
が
生
じ
た
者
も
い
た
。
し
か
し
冒
頭
に
も
簡
単
に
触
れ
た
通
り
、
こ
の
『
吉
原

草
摺
引
』
以
前
、
遊
女
屋
や
遊
女
は
そ
の
よ
う
な
作
者
を
疎
み
な
が
ら
も
訴
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
中
に
は
作
者
に
近
づ
き
贔
屓
の
筆
を
頼
ん
だ
遊
女
屋
や
遊
女
も
お
り
、
そ
の
結
果
、
吉
原
内
に
お

い
て
あ
る
種
の
権
威
を
も
っ
た
と
思
し
き
作
者
も
い
る
。
こ
う
し
た
権
威
は
作
者
と
板
元
・
遊
女
屋
が
結
び
付

い
て
い
た
こ
と
、
及
び
作
者
が
巨
額
を
費
や
す
「
大
尽
客
」
の
取
巻
き
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い（

92
）。

本
書
の
作
者
は
「
鈴
木
武
平
」
と
い
う
名
の
み
知
れ
、
ど
う
い
っ
た
立
場
に
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ

の
当
時
最
も
大
き
な
妓
楼
で
あ
る
三
浦
屋
に
精
通
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
や
は
り
大
尽
客
の
取
巻
き
に
な
る
等

し
て
店
に
入
り
浸
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
昔
の
遊
女
に
つ
い
て
情
報
提
供
を
し
た
客
も
三
浦
屋
の
高
級
遊
女
と
遊

べ
る
程
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
客
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、
作
者
「
鈴
木
武
平
」
は
単
な
る
一
人

の
客
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
吉
原
内
で
の
人
脈
が
あ
り
な
が
ら
も
、
本
書
『
吉
原
草
摺

引
』
は
訴
訟
を
受
け
、
販
売
差
止
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
先
述
の
と
お
り
訴
訟
人
の
亀
屋
香
伯
が
評
判
物
の
恩
恵
を

受
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
検
討
す
る
。
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『
吉
原
大
黒
舞
』（
宝
永
六
）・『
吉
原
七
福
神
』（
正
徳
二
・
三
）
表
：
№
17
・
19
・
21

　

次
に
『
吉
原
草
摺
引
』
の
訴
訟
か
ら
約
十
年
程
中
断
が
あ
っ
た
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
吉
原
大
黒
舞
』（
宝
永
六

年
〔
一
七
〇
九
〕）
の
検
討
に
移
っ
て
い
く
が
、
以
後
、
先
の
『
吉
原
草
摺
引
』
に
み
え
た
特
色
、
す
な
わ
ち
①

遊
女
に
ま
つ
わ
る
噂
や
内
情
の
暴
露
を
交
え
た
批
評
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
②
美
点
の
み
な
ら
ず
遊
女

の
欠
点
に
も
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
注
意
し
つ
つ
、
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

従
来
評
判
物
の
主
眼
は
、
第
一
の
位
の
遊
女
で
あ
る
太
夫
や
そ
れ
に
次
ぐ
格
子
と
い
っ
た
高
位
の
遊
女
か
、

あ
る
い
は
散
茶（

93
）と

い
っ
た
比
較
的
な
安
価
な
遊
女
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
評
判
物
は
焦
点
と
す
る
遊
女

を
絞
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
み
る
『
吉
原
大
黒
舞
』（
流
宣
作
、
松
野
宇
右
衛
門
・
秩
父

屋
吉
兵
衛
・
相
模
屋
太
兵
衛
板
）
以
降
、
全
て
の
書
で
は
な
い
に
せ
よ
、
悉
皆
的
な
評
判
を
目
指
す
評
判
物
が

多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（

94
）。

こ
う
し
た
傾
向
は
、
恐
ら
く
遊
女
の
名
を
網
羅
的
に
記
載
す
る
吉
原
細
見
の
隆

盛
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
す
べ
て
の
遊
女
に
つ
い
て
批
評
が
記
さ
れ
た
評
判
物
は
存
在

し
な
い
。
本
書
『
吉
原
大
黒
舞
』
の
場
合
、
詳
し
い
評
判
を
記
さ
な
い
遊
女
（
恐
ら
く
作
者
が
重
視
し
な
い
遊

女
）
に
つ
い
て
は
、「
上
々
吉
」
や
「
上
々
」「
中
上
」
と
い
っ
た
評
価
を
付
す
に
留
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
評

価
の
仕
方
は
、
本
来
役
者
評
判
記
の
手
法
で
あ
る
。
ま
た
記
述
も
仮
名
を
中
心
と
し
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
て

お
り
、
こ
れ
ま
で
の
評
判
物
と
は
や
や
異
な
る
性
格
を
も
っ
た
書
で
あ
る
と
い
え
る
。
更
に
批
評
の
傾
向
も
、

先
に
み
た
『
吉
原
草
摺
引
』
と
は
う
っ
て
変
わ
る
。
次
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。



一
三
六

 

西に
し

尾を

　
か
う
し 

同
し
内
〔
京
町
三
浦
屋
四
良
左
衛
門
内
〕

柳や
な
き

の
枝ゑ

た

に
桜さ

く
ら

の
花は

な

を
さ
か
せ
、
梅む

め

の
香か

を
も
た
せ
て
な〔

眺
〕か

め
た
き
と
ね〔

願
〕か

ひ
し
人
に
此
君
を
見
せ
た
し
。

性せ
い

す
ら
り
と
、
柳や

な
き

こ
し
の
ほ
つ
と
り
も
の
。
桜さ

く
ら

色い
ろ

の
か〔

顔
〕ほ

は
せ
、
栴せ

ん
た
ん檀

の
香に

ほ

ひ
御お

ん

身み

に
く
ん
じ
、
道
中

珍
重
〳
〵
。
江
戸
大
は
や
り
。（

95
）

　

こ
こ
で
は
『
吉
原
草
摺
引
』
に
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
遊
女
の
内
情
の
暴
露
や
、
遊
女
の
欠
点
を
批
判
す
る

よ
う
な
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
他
の
批
評
も
こ
の
遊
女
「
西
尾
」
と
概
ね
同
様
で
、
遊
女
を
褒
め
称
え
る
美
辞

が
並
ん
で
い
る
。
次
の
と
お
り
客
と
の
噂
を
絡
め
て
批
評
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
具
体
性
が
殆
ど
失
わ

れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、『
吉
原
草
摺
引
』
と
は
趣
を
異
に
す
る
。

 

若わ
か

紫
む
ら
さ
き

　
格
子
太
夫（

96
） 

新
町
〔
京
町
二
丁
目
〕
菱ひ

し

屋や

久き

右う

衛へ

門も
ん

内

あ
る
大た
い

臣じ
ん

、
こ
の
君き

み

の
揚あ

け

屋や

へ
ゆ
き
た
ま
ふ
を
見み

て
、
あ
ら
さ
ら
む
此
世
の
ほ
か
の
思お

も

ひ
て
に
今い

ま

ひ
と
た
び

の
あ
ふ
こ
と
も
か
な
、
と
古こ

哥か

を
つ
ぶ
や
き
て
通と

を

り
け
る
。
此
人
は
此
君
に
た
ひ
〳
〵
ふ
ら
れ
遠と

ふ

ざ
か
り
け

れ
と
も
、
い
ま
ひ
と
た
ひ
あ
ひ
た
し
と
、
お
も
ひ
ほ
か
に
あ
ら
は
れ
た
る
か
。
物も
の

こ
し
や
さ
し
く
、
言こ

と

葉ば

ず

く
な
に
声こ
ゑ

た
か
か
ら
す
。
色い

ろ

し
ろ
く
、
目め

の
う
ち
に
位ゐ

あ
り
て
姝
し
け
れ
は
、
五
丁
町
に
最さ

い

第た
い

一
と
い
へ
る

も
倫
こ
と
は
り

な
り
。
此
君
は
女
郎
の
中
の
福ふ

く

神じ
ん

。
綾り

う

羅ら

錦き
ん

繍じ
う

を
た
し
な
み
て
、
黄わ

う

金ご
ん

珠し
ゆ

玉ぎ
よ
く

を
も
て
あ
そ
ひ
た
も
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ふ
と
な
り
。（

97
）

　

こ
う
し
た
称
賛
一
辺
倒
の
批
評
は
太
夫
や
格
子
と
い
っ
た
高
級
遊
女
の
み
で
は
な
く
、
詳
し
い
評
判
が
記
さ

れ
て
い
る
中
で
は
尤
も
下
位（

98
）の

「
う
め
」（
梅
茶
・
埋
茶
）
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

 

松ま
つ

岡お
か

　
う
め 

〔
角
町
〕
吉
原
大
黒
舞
市
兵
衛
内

柳や
な
き

か
ほ
、
う
る
は
し
き
か
ほ
ば
せ
。
性せ

い

大お
ほ

き
か
ら
て
、
位ゐ

あ
り
。
心
は
へ
と
つ
と
よ
し
。
う
た
、
さ
み
す
く

れ
た
り
。（

99
）

 

早さ

衣こ
ろ
も

　
う
め 
同
し
内
〔
角
町
堺
屋
市
兵
衛
内
〕

中
せ
い
に
し
て
丸
か
ほ
、
道た
う

中ち
う

風ふ

情せ
い

よ
く
、
あ
い
き
や
う
あ
り
。（

100
）

　

こ
の
よ
う
に
遊
女
に
対
す
る
悪
評
は
記
さ
な
い
の
が
本
書
の
基
本
的
姿
勢
で
あ
る
と
み
え
る
。
中
に
は
僅
か

に
遊
女
に
対
す
る
批
判
も
み
え
る
が
、
次
の
程
度
の
記
述
で
あ
る
。



一
三
八

 

通か
よ

ひ
路ち

　
か
う
し 

同
し
内
〔
新
町
［
京
町
二
丁
目
］
菱
屋
久
右
衛
門
内
〕

道た
う

中ち
う

し
つ
ほ
り
と
し
て
、
格か

う

子し

女し
よ

郎ら
う

と
も
い
わ
る
へ
し
。
物
こ
し
や
さ
し
け
れ
と
も
、
言こ

と

葉は

に
け
ん
あ
り
て

短た
ん

慮り
よ

に
見
え
ま
す
る
か
ど
う
か
し
ら
ぬ
。
あ
と
か
ら
。（

101
）

　

褒
め
た
後
に
「
言
葉
に
険
が
あ
っ
て
短
慮
に
見
え
る
」
と
批
判
を
挟
み
つ
つ
も
、「
ど
う
か
知
ら
ぬ
」
と
ご
ま

か
す
と
い
う
歯
に
布
を
着
せ
た
物
言
い
で
あ
る
。
最
後
の
「
あ
と
か
ら
」
と
い
う
の
は
評
判
物
に
よ
く
み
え
る

常
套
句
で
、
後
続
の
評
判
物
に
詳
し
く
記
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。『
吉
原
大
黒
舞
』
の
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
吉

原
七
福
神
』〔
早
印
本
：
正
徳
二
年
〔
一
七
一
二
〕／
後
印
本
：
同
三
年
〔
一
七
一
三
〕〕
は
本
書
と
同
作
者
石
川

流
宣
〔
躍
鴬
軒
〕
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
こ
の
評
判
物
に
書
く
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
『
吉
原
七
福
神
』
も
本
書
と
同
様
、
辛
辣
な
批
判
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。『
吉
原
大
黒
舞
』
と
ほ
ぼ
同
様

の
執
筆
姿
勢
で
あ
る
か
ら
こ
こ
で
は
簡
潔
に
み
る
。
次
が
遊
女
「
通
ひ
路
」
の
評
で
あ
る（

102
）。

 

通か
よ
い

路ぢ

　
か
う
し 

お
な
し
う
ち
〔
新
町
［
京
町
二
丁
目
］
菱
屋
久
右
衛
門
内
〕

過す
ぐ

れ
て
う
つ
く
し
き
事
、
御
家
の
名め

い

花く
わ

な
り
。
尾お

の

上へ

、
通か

よ
い

路ぢ

の
両り

や
う

君く
ん

は
、
八
重ゑ

ひ
と
へ
の
色い

ろ

あ
ら
そ
ふ
に
、

い
づ
れ
を
そ
れ
と
わ
け
か
た
し
。
藤ふ
ち

原は
ら

氏う
ち

の
大た

い

尽じ
ん

、

　

清す
む

月つ
き

の
家い

へ

に
よ
る
雲く

も

夜よ

る
さ
へ
て
夢ゆ

め

の
か
よ
ひ
ぢ
ひ
と
め
よ
く
見
ん（

103
）
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こ
の
通
り
絶
賛
さ
れ
る
の
み
で
、
先
の
評
判
に
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
難
点
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
若
干
の

欠
点
に
つ
い
て
の
記
載
を
含
む
も
の
の
、
全
体
を
通
し
て
み
れ
ば
、『
吉
原
大
黒
舞
』
及
び
『
吉
原
七
福
神
』
は

美
辞
に
尽
く
し
た
評
判
物
で
あ
る
。

『
吉
原
大
評
判
ゑ
に
し
染
』（
正
徳
二
）
表
：
№
20

　

続
く
『
吉
原
大
評
判
ゑ
に
し
染
』
は
遊
女
の
位
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
家
々
の
「
全
盛
」
の
遊
女
を
記
し
た
書
で

あ
り（

104
）、

歌
や
漢
詩
を
交
え
批
評
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
特
に
そ
の
は
じ
め
の
方
に
載
せ
ら
れ
た
三
浦
四
郎

左
衛
門
・
山
口
七
郎
右
衛
門
・
菱
屋
久
右
衛
門
・
と
も
へ
や
三
郎
左
衛
門
等
と
い
っ
た
太
夫
・
格
子
を
抱
え
る

大
店
に
つ
い
て
は
、
左
の
と
お
り
歌
の
み
で
批
評
が
済
ま
さ
れ
て
い
る
。

〔
紋
〕　

山
口
七
良
右
衛
門
内

あ
や
め 
禿　

か
ゞ
く

　
　

か
き
つ
ば
た
い
つ
れ
あ
や
め
と
見
も
あ
か
ず

　
　
　

君
に
ま
よ
は
ぬ
人
は
あ
ら
し
な
〔
江
戸
町
一
丁
目
・
格
子
女
郎
〕（

105
）

　

こ
う
し
た
歌
は
、
概
ね
遊
女
の
称
賛
か
恋
の
歌
で
あ
る
。
先
に
見
た
『
吉
原
草
摺
引
』
の
よ
う
に
従
来
の
評



一
四
〇

判
物
が
冒
頭
に
載
る
高
級
遊
女
に
つ
い
て
記
述
が
厚
か
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
太
夫
・
格
子
に
つ
い
て
こ
の
よ

う
に
歌
で
済
ま
せ
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
た
だ
作
者
は
同
書
に
お
い
て
「
そ
の
位
有
ル
君
は
言
す
し
て
明
せ
、

予
が
筆
口
に
不
及
」（

106
）と

し
て
お
り
、
著
名
な
遊
女
に
つ
い
て
は
記
す
必
要
が
な
い
と
の
認
識
を
も
っ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
同
じ
よ
う
に
高
位
の
遊
女
を
省
略
す
る
手
法
は
、
後
の
評
判
物
に
も
み
え
る
。
但
し
こ
の

頃
は
従
来
最
高
位
で
あ
っ
た
太
夫
と
そ
れ
に
次
ぐ
格
子
が
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
、
そ
の
下
の
位
で
あ
っ
た
散
茶

や
梅
茶
と
い
う
位
の
遊
女
が
台
頭
す
る
に
至
る
過
渡
期
で
あ
っ
た
か
ら
、「
位
有
ル
君
は
言
す
し
て
明
せ
、
予
が

筆
口
に
不
及
」
と
い
う
の
は
建
前
で
、
散
茶
・
梅
茶
系
の
批
評
に
力
を
入
れ
た
い
と
い
う
背
景
も
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

歌
の
み
で
は
な
く
具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
遊
女
屋
「
東
や
三
の
丞
」
内
の
遊
女
「
ゆ
ふ
な
ぎ
」
以

下
、
散
茶
や
梅
茶
、
及
び
そ
れ
よ
り
下
の
局
女
郎（

107
）等

で
あ
る
。
中
に
は
名
前
だ
け
で
あ
っ
た
り
、
歌
に
よ
っ
て

の
み
紹
介
さ
れ
て
い
る
遊
女
も
い
る
が
、
い
ず
れ
の
遊
女
に
も
概
ね
左
の
と
お
り
「
上
上
吉
」
や
「
上
上
」
と

い
っ
た
位
付
が
記
さ
れ
て
い
る
。

〔
紋
〕　

上
上
吉太
夫
さ
し
き
も
ち

　
　
せ
き
野（

108
） 

禿
さ
ん
や

▲
関
守
か
有
て
も
、
と
ま
る
ま
い
は
此
君
。
し
や
か
う
の
玉
わ
、
初
心
の
く
ら
き
を
て
ら
し
、
ほ
ん
に
し
や

と
成
ま
す
。
御
き
り
や
う
は
、
大
坂
の
関
よ
り
こ
ち
に
な
い
お
子
〳
〵
。
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せ
き
守
も
い
か
て
と
ゝ
め
ん
恋
い
の
山

　

野
く
れ
春
け
き
君
し
た
ふ
み
は
〔
角
町
大
万
字
屋
庄
三
郎
内
・
散
茶（

109
）〕

　

ま
た
次
は
伏
見
町
の
ひ
し
や
吉
左
衛
門（

110
）の

局
女
郎
の
店
（
揚
代
三
寸
の
局
）
の
評
判
で
あ
る
。
局
女
郎
は
位

の
低
い
遊
女
で
あ
る
。

〔
紋
〕　

上
上
さ
し
き
も
ちみ
ち
の
く 

禿
小
は
る

△
御
き
り
や
う
よ
し
。
し
の
ぶ
も
ち
ず
り
、
み
な
人
こ
か
る
ゝ
君
な
り
。

み
ち
の
く
の
そ
の
宮
城
の
ゝ
萩
の
花

　

見
あ
く
る
こ
と
も
あ
ら
し
と
そ
お
も
ふ
〔
伏
見
町
ひ
し
や
吉
左
衛
門
・
局（

111
）〕

　

こ
の
よ
う
に
位
の
低
い
遊
女
で
あ
っ
て
も
こ
う
し
た
称
賛
の
批
評
で
あ
り
、
本
書
に
お
い
て
遊
女
の
欠
点
は

記
さ
れ
て
い
な
い
。

『
吉
原
丸
鑑
』（
享
保
五
）
表
：
№
22

　
『
吉
原
草
摺
引
』
以
降
、
伝
存
す
る
三
つ
の
評
判
物
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
基
本
的
に
称
賛
を
旨
と



一
四
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し
、
且
つ
『
吉
原
草
摺
引
』
の
よ
う
に
、
作
者
が
知
る
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
遊
女
に
ま
つ
わ
る
噂
を
批
評

に
交
え
る
と
い
う
方
法
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
次
の
評
判
物
『
吉
原
丸
鑑
』（
享
保
五
年
〔
一
七
二
〇
〕
年
）
も

同
様
に
辛
辣
な
批
評
は
み
ら
れ
な
い
が
、
自
ら
が
見
知
っ
た
遊
女
に
つ
い
て
は
体
験
を
交
え
て
詳
細
に
記
し
て

い
る
と
い
う
意
味
で
、
同
書
は
先
の
三
つ
よ
り
は
か
つ
て
の
評
判
物
の
趣
を
残
し
て
い
る
。

　

太
夫 
同
し
内
〔
江
戸
町
山
口
七
良
右
衛
門
内
〕

無む

類る
い

上
々
吉
　
白
糸 

定
紋
三
つ
ひ
あ
ふ
き

な
い
ぞ
〳
〵
古こ

今こ
ん

の
ま
れ
も
の
。
類る

い

を
は
な
れ
て
く
ら
ぶ
る
に
物
な
し
。
美び

人じ
ん

の
た
ね
も
あ
れ
ば
あ
る
も
の
。

〔
略
〕
お
よ
そ
太
夫
と
申
は
此
き
み
に
か
ぎ
ら
す
、
く
る
わ
数
千
の
女
郎
の
内
に
し
て
色
の
張て

う

本ぼ
ん

な
る
が
ゆ
へ

に
、
く
つ
わ
は
云
に
及
ば
ず
茶
屋
あ
げ
や
や
り
手
ま
で
、
目
だ
か
ど
も
の
寄
合
に
す
い
ぶ
ん
ぎ
ん
み
し
て
、

智ち

恵ゑ

と
き
り
ゃ
う
と
も
っ
た
い
と
、
す
ぐ
れ
た
る
を
ゑ
ら
ん
で
そ
の
く
ら
ゐ
を
さ
だ
む
。
さ
れ
ば
面め

ん

て
い
の

内
、
卯う

の
毛け

ほ
ど
も
き
ず
あ
れ
ば
太
夫
さ
ま
と
あ
が
む
る
事
な
し
。
此
ま
へ
の
う〔

薄

雲

〕

す
ぐ
も
と
云
し
太
夫
、
か

た
の
ご
と
く
能
キ
女
郎
な
り
し
に
、
は
か
ら
ず
も
眶ま

ぶ
た

に
物
も
ら
い
と
云
も
の
出
来
て
な
を
り
し
あ
と
少
シ
ば

か
り
跡
付
け
れ
ば
、
此
ひ
と
つ
き
ず
に
成
り
て
終つ

い

に
太
夫
の
く
ら
ゐ
を
す
べ
り
給
ひ
ぬ
。
し
か
る
に
此

し〔

白

糸

〕

ら
い
と
の
き
み
は
、
能
〳
〵
せ
ん
さ
く
し
て
見
れ
ば
御
顔か

を

の
内
に
薄う

す

疱い
も

の
跡
ひ
と
つ
二
つ
三
つ
あ
り
。
な

み
〳
〵
の
き
り
や
う
な
ら
は
是
に
て
も
太
夫
の
き
ず
と
申
べ
け
れ
ど
、
た
れ
人
も
是
を
い
ふ
も
の
な
し
。
た
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と
へ
ば
つ
も
れ
る
雪
の
上
に
梅は

い

花く
わ

の
一
よ
う
ち
り
た
る
が
ご
と
く
。
い
さ
ゝ
か
も
目
に
立
所
な
し
。
度た

び

々〳
〵

逢あ
い

た
る
人
も
そ
れ
と
し
り
て
気
を
付
ざ
れ
ば
、
大
か
た
は
見
付
た
ま
は
ず
。
た
ま
〳
〵
見
つ
け
給
ふ
時
は
雪せ

つ

中ち
う

に
梅ば

い

花く
わ

を
見
出
せ
し
心
地
。
な
を
う
つ
く
し
き
は
な
の
か
ほ
ば
せ
、
い
と
ゞ
色
ま
す
お
も
ひ
し
て
、
一
し
ほ

た
へ
な
る
お
も
か
げ
は
、
織し
よ
く

女ち
よ

の
星ほ

し

を
留と

ゝ
め

て
去
り
、
雲う

ん

母ぼ

の
玉
を
残の

こ

せ
る
か
と
あ
や
し
む
ば
か
り
。
是
し

か
し
な
が
ら
美
人
の
徳
そ
な
は
り
た
る
ゆ
へ
と
し
る
べ
し
。〔
以
下
略
〕（

112
）

　

こ
こ
で
は
当
時
吉
原
に
お
い
て
最
高
級
で
あ
っ
た
太
夫
の
位
に
つ
い
て
、
そ
の
位
が
遊
女
を
抱
え
る
轡
（
楼

主
）
は
勿
論
茶
屋
・
揚
屋
・
遣
手
（
遊
女
の
目
付
役
）
に
至
る
ま
で
が
相
談
し
て
決
め
る
こ
と
、
遊
女
「
う
す

ぐ
も
」（
薄
雲
）
が
物
も
ら
い
の
跡
た
め
に
太
夫
の
位
を
降
り
た
と
い
う
吉
原
の
事
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
更
に
こ
の
中
に
は
太
夫
白
糸
の
顔
に
「
薄う
す

疱い
も

の
跡
ひ
と
つ
二
つ
三
つ
あ
り
」
と
悪
評
と
み
な
さ
れ
か
ね
な

い
情
報
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
作
者
は
「〔
そ
の
跡
を
〕
見
つ
け
給
ふ
時
は
雪せ
つ

中ち
う

に
梅ば

い

花く
わ

を
見
出
せ
し
心
地
」
と

綺
麗
に
お
さ
め
て
い
る
。
ま
た
こ
の
他
に
も
同
書
に
は
太
夫
の
位
を
降
り
る
際
の
経
緯
や（

113
）、

遊
女
屋
の
移
転（

114
）に

つ
い
て
記
さ
れ
る
等
、
吉
原
の
事
情
に
精
通
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
詳
細
な
体

験
や
知
識
を
交
え
つ
つ
吉
原
通
ぶ
り
を
披
露
す
る
あ
り
方
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
評
判
物
よ
り
は
か
つ
て
の

評
判
物
を
偲
ば
せ
る
。
ま
た
同
書
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
廓
内
の
遊
女
全
て
の
評
判
を
目
指
す
こ
と

を
序
に
示
し
て
は
い
る
が（

115
）、

実
際
の
と
こ
ろ
下
位
の
遊
女
（
局
・
河
岸
女
郎
）
は
名
寄
の
み
で
、
批
評
は
省
略
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す
る
と
い
う
方
針
を
と
っ
て
い
る（

116
）。

同
書
の
巻
六
で
は
三
浦
や
山
口
と
い
っ
た
妓
楼
の
太
夫
の
名
を
散
茶
や
梅

茶
が
名
乗
る
こ
と
を
難
じ
、
そ
れ
ら
の
遊
女
は
採
録
し
な
い
と
い
う
方
針
も
宣
言
し
て
お
り（

117
）、

こ
こ
か
ら
は
苦

言
を
呈
し
た
い
遊
女
に
つ
い
て
は
採
録
し
な
い
と
い
う
作
者
の
姿
勢
が
垣
間
見
え
る
。
本
書
は
遊
女
の
欠
点
に

関
す
る
記
述
が
殆
ど
な
い
が
、
こ
れ
は
そ
も
そ
も
作
者
が
苦
言
を
呈
し
た
い
遊
女
を
載
せ
て
い
な
い
か
、
名
前

の
採
録
で
済
ま
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
批
評
の
あ
る
中
で
は
最
も
低
い
等
級
の
「
む

め
茶
」（
梅
茶
）
で
も
、
次
の
様
に
噂
も
悪
評
も
全
く
記
さ
な
い
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。

　

上
々
　
琴
浦

　

容
色
つ
や
ゝ
か
に
、
し
こ
な
し
を
と
な
し
く
、
さ
す
が
此
家
の
一
の
筆
、
い
や
と
い
わ
れ
ず
。〔
江
戸
町
巴

屋
源
右
衛
門
内
・
む
め
茶（

118
）〕

　

上
々
　
花
月

花
と
月
と
は
世
の
人
の
な
か
め
に
あ
か
ぬ
た
め
し
。
い
か
さ
ま
此
君
の
花
月
と
名な

乗の
り

給
ふ
も
に
く
か
ら
ず
。

い
つ
見
て
も
う
る
わ
し
き
す
が
た
。
見
る
に
見
あ
か
ず
と
皆
人
の
ひ
よ
う
は
ん
よ
し
。〔
新
町
［
京
町
二
丁

目
］
巴
屋
三
良
左
衛
門
内
・
む
め
茶（

119
）〕
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以
上
の
と
お
り
『
吉
原
丸
鑑
』
は
先
に
見
た
『
吉
原
大
黒
舞
』
や
『
吉
原
七
福
神
』
等
と
異
な
り
具
体
的
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
基
く
批
評
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
悪
評
を
記
さ
な
い
と
い
う
点
に
お
い

て
は
、『
吉
原
大
黒
舞
』
等
と
同
様
の
姿
勢
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

『
吉
原
遊
女
評
判
志
家
位
名
見
』（
享
保
二
十
）・
改
題
『
吉
原
評
判
開
産
記
』（
享
保
二
十
一
）
表
：
№
24
・
25

　

こ
う
し
た
流
れ
の
中
、
辛
口
の
批
評
を
も
含
ん
だ
評
判
物
『
吉
原
遊
女
評
判
志
家
位
名
見
』（
享
保
二
十
年

〔
一
七
三
五
〕）
が
登
場
す
る
。
同
書
は
浮
世
絵
師
鳥
居
清
信
の
門
人
と
さ
れ
る
近
藤
清
春
に
よ
る
書
で
あ
る
。

批
評
は
第
一
番
に
記
さ
れ
た
遊
女
「
高
尾
」
以
外
は
短
評
で
あ
り
、「
高
尾
」
に
つ
い
て
も
そ
の
人
本
人
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
く
、
三
浦
屋
に
代
々
続
く
高
尾
と
い
う
遊
女
の
存
在
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
他

の
評
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
同
様
に
称
賛
が
多
く
を
占
め
る
も
の
の
、
辛
口
の
評
も
頻
繁
に
み
え
る
。
例
え
ば
、

「
御
は〔

発

明

〕

つ
め
い
過
て
気
が
た〔

短

慮

〕

ん
り
よ
ニ
て
り〔

理
屈
〕

く
つ
を
の
給
ふ
て
ハ
い
か
な
〳
〵
た
ま
り
ま
せ
ぬ
ハ
あ
ん
ま
り
正
し

き
ゆ
へ
な
り
」（
京
丁
三
う
ら
四
郎
左
衛
門
内
き
よ
う
ら
・
格
子（

120
））、「

此
者
も
つ
た
い
過
て
す〔

子
細
〕

さ
い
ら
し
、
御

き〔

器

量

自

慢

〕

り
や
う
じ
ま
ん
と
ミ
へ
ま
し
た
、
今
。
日
の
出
の
わ
け
し
り
い〔

意
気
地
〕

き
ぢ
か
過
て
、
大
分
去
ル
客
衆
に
は
あ
ら
ん

し
た
」（
新
丁
大
ひ
し
や
久
右
衛
門
内
ふ
ぢ
な
ミ
・
座
敷
持（

121
））、「

か
と
う
ふ
し
の
御
名
人
別
か
た
り
ハ
外
に
な

し
、
お
ち〔
茶
〕や（
122
）の

あ〔

塩

梅

〕

ん
は
い
わ
御
き〔

器

量

〕

り
や
う
ほ
と
ニ
て
ハ
な
し
」（〔
江
戸
丁
〕
二
丁
め
つ
る
つ
た
や
庄
二
郎
内

し
ら
梅
・
座
敷
持（

123
））、「

見
か
け
申
に
ち
が
ひ
て
い〔

意
気
地
〕

き
ぢ
の
か
い
な
き
君
、
女
郎
の
お
役
め
一
通
り
と
ハ
申
せ
共
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う
つ
く
し
さ
ハ
」（
角
丁
竹
万
字
や
庄
七
郎
内
わ
か
浦
・
座
敷
持（

124
））、「

御
し
ま
つ
ハ
し〔

所

帯

〕

よ
た
い
め
き
て
よ
し
、
然

シ
女
郎
の
身
ニ
て
ハ
あ
ん
ま
り
わ
ろ
し
、
ち
と
き
ら
し
給
へ
」（
新
丁
山
も
と
介
右
衛
門
内
か
つ
山
・
座
敷
持（

125
））、

「
御
さ
か
ん
故
御
も
つ
た
い
が
ミ
へ
過
ま
す
る
、
あ
ん
ま
り
た
い
が
付
ま
し
た
ら
バ
ひ
れ
が
お
ち
ま
せ
ふ
の
」

（〔
江
戸
町
〕
二
丁
メ
太
た
や
喜
右
衛
門
内
さ
き
ち
・
座
敷
持（

126
））

と
い
っ
た
具
合
に
、
や
わ
ら
か
い
論
調
で
は
あ

る
も
の
の
、
欠
点
を
織
り
ま
ぜ
、
時
に
遊
女
に
語
り
か
け
な
が
ら
批
評
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

短
評
で
あ
る
た
め
か
、
詳
細
な
遊
女
の
噂
や
内
情
の
暴
露
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
遊
女
を
欠
点
も
含
め
て

批
評
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
本
書
は
『
吉
原
草
摺
引
』（
元
禄
七
年
）
以
来
の
評
判
物
と
い
え
る
。
次
の

評
判
物
で
あ
る
享
保
二
十
一
年
（
一
七
三
六
）
頃
刊
行
の（

127
）『

吉
原
評
判
開
産
記
』
は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
な

い
が
、『
志
家
位
名
見
』
の
改
題
本
と
考
え
ら
れ
る
。「
序
」
や
一
部
記
述
が
大
き
く
異
な
る
部
分
が
あ
り
、
ま

た
『
吉
原
開
産
記
』
で
は
挿
絵
が
す
べ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
他
は
多
少
の
遊
女
名
の
異
同
が
あ
る
の
み
で
、

修
正
を
加
え
て
再
板
し
た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
遊
女
の
批
評
も
基
本
的
に
は
か
わ
り
な
い
が
、

『
志
家
位
名
見
』
と
の
異
同
部
分
で
「
御
き〔

器

量

〕

り
や
う
故
い
つ
と
て
お
隙
な
し
は〔

流
行
〕や
り
給
ふ
ハ
御
き〔

器

量

〕

り
や
う
よ
き
故

成
共
一
座
に
成
て
無
芸
ニ
て
き
の
ど
く
御
顔
な
が
め
て
い
る
斗
ほ
ん
に
せ〔
笑
止
〕

う
し
」（
角
丁
中
ま
ん
じ
や
勘
兵
衛
内

れ
ん
さ
ん
・
座
敷
持（

128
））、「

も〔

勿

体

〕

つ
た
い
す
ぎ
て（

129
）客

も
気
つ
ま
り
無
芸
成
ハ
座
付
わ
る
し
、
相
立
と
床
ば
か
り
そ
れ

共
た
つ
ふ
り
と
ハ
成
ま
せ
ぬ
ぞ
し
つ
こ
く
成
と
む
し
が
か〔
齧
〕ぶ
り（

130
）ま

す
」（
角
丁
か
ど
山
口
介
右
衛
門
内
庄
太
夫
・

部
屋
持（

131
））

と
い
っ
た
辛
口
の
批
評
も
加
わ
っ
て
い
る
。
妓
楼
の
様
子
を
描
い
た
挿
絵
が
何
故
削
除
さ
れ
た
か
は
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定
か
で
な
い
が
、
再
板
に
あ
た
っ
て
表
現
を
柔
ら
か
に
す
る
と
い
っ
た
改
訂
は
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、『
志
家

位
名
見
』
は
辛
辣
な
批
評
を
加
え
な
が
ら
も
、
特
に
訴
え
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
な
く
、
再
板
に
至
っ
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。

『
吉
原
源
氏
六
十
帖
評
判
』（
元
文
二
）
表
：
№
26

　
『
吉
原
草
摺
引
』
以
来
美
辞
に
徹
し
て
い
た
評
判
物
が
こ
こ
で
わ
ず
か
に
『
吉
原
草
摺
引
』
の
明
け
透
け
さ
を

取
り
戻
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
次
に
登
場
す
る
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）『
吉
原
源
氏
六
十
帖
評
判
』
は
、

こ
れ
ま
で
の
傾
向
か
ら
う
っ
て
変
わ
り
、
太
夫
・
格
子
の
「
名
高
き
君
」（

132
）の

み
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
且
つ

短
評
で
は
な
く
各
遊
女
に
つ
い
て
詳
細
な
批
評
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
遊
女

の
欠
点
を
符
牒
で
記
す
と
い
う
手
段
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
は
本
書
の
冒
頭
の
記
述
で
あ
る
。

吉
原
評
林
合
言
葉

十
七
以
下
ヲ
つ
ほ
み
の
花
ト
ス
。
十
八
、
十
九
ヲ
咲
初
花
ト
ス
。
廿
ヨ
リ
廿
二
マ
テ
ヲ
盛
花
ト
ス
。
廿
三
ヨ
リ
廿
五
マ
テ
ヲ
う
つ

ろ
ふ
花
ト
ス
。

　

ふ
か
き
客
有
ヲ 

わ
か
紫
ト
印
。

　

う
は
き
ヲ 

う
き
ふ
ね
ト
印
。
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か
た
き
女
郎
ヲ 

う
つ
せ
み
ト
印
。（

133
）

　

す
な
わ
ち
、
遊
女
の
年
齢
層
毎
に
「
つ
ほ
み
の
花
」「
初
花
」「
盛
花
」「
う
つ
ろ
ふ
花
」
等
と
区
別
す
る
と
し

た
上
で
、「
ふ
か
き
客
」
す
な
わ
ち
深
く
想
い
合
っ
て
い
る
客
（
し
ば
し
ば
「
間
夫
」
と
呼
ば
れ
る
遊
女
の
情

夫
）
が
い
る
場
合
は
「
わ
か
紫
」
と
、「
う
は
き
」
す
な
わ
ち
気
ま
ぐ
れ
に
異
性
か
ら
異
性
へ
と
心
を
移
す
よ
う

な
性
質
で
あ
る
場
合
は
「
う
き
ふ
ね
」
と
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
か
た
き
女
郎
」
と
は
、
態
度
が
厳
し
い
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
は
「
う
つ
せ
み
」
と
記
す
と
い
う
。
こ
う
し
た
符
牒
の
使
用
例
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

　
太
夫
　
京
町
　
三
浦
源
左
衛
門
内
　
三
う
ら

此
君
は
家
名
を
も
つ
て
御
名
と
し
給
ふ
か
ら
は
、
く
よ
〳
〵
い
ふ
ま
て
に
あ
ら
す
。
お
さ
な
名
を
み
ほ
の
と

云
、
は
つ
き
く
と
い
ゝ
し
君
の
な
か
れ
を
つ
ぎ
、
三
つ
き
く
を
紋
所
と
し
給
ふ
。
吉
原
に
太
夫
の
た
へ
ん
と

せ
し
時
、
此
君
一
人
其
位
を
ま
も
り
給
ふ
事
、
お
ろ
そ
か
な
る
事
に
あ
ら
す
。
御
か
ほ
の
美う
つ

く
し
さ
は
、
さ

か
り
の
花
に
た
と
へ
、
酒
の
つ
よ
さ
は
玉
の
盃
の
そ
こ
も
し
れ
す
。
今
は
、
わ
か
む
ら
さ
き
の
一
巻
を
枕
と

し
給
ふ
か
ら
は
、
歌
の
道
を
心
か
け
給
ふ
か
と
、
其
と
り
さ
た
。

春
は
は
な
秋
は
も
み
ち
の
さ
ま
〳
〵
に
そ
む
る
こ
ゝ
ろ
の
色
そ
つ
き
せ
ぬ（

134
）
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お
な
し
う
ち
〔
江
戸
町
二
丁
目
て
う
し
屋
内
〕　

か
さ
を
り

此
君
は
、
は
し
め
し
ら
糸
と
い
ゝ
し
か
と
も
、
わ
け
あ
り
て
名
を
あ
ら
た
め
給
ふ
。
酒
つ
よ
く
し
て
、
う
き

ふ
ね
の
心
も
あ
れ
は
、
お
も
し
ろ
さ
〳
〵
。

ふ
く
風
の
を
り
〳
〵
こ
と
に
思
ひ
出
よ
人
の
こ
ゝ
ろ
に
秋
は
た
つ
と
も
〔
座
敷
持（

135
）〕

　

批
評
は
こ
の
と
お
り
一
見
す
る
と
称
賛
一
辺
倒
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
遊
女
の
欠
点
は
符
牒
に
よ
っ
て
隠
さ

れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
全
く
欠
点
を
記
さ
な
い
類
の
評
判
物
で
は
な
い
。
符
牒
で
遊
女
の
批
評
を
表
す
方

法
は
早
く
は
元
禄
六
年
（
一
七
〇
三
）「〔
新
吉
原
細
見
圖
〕」
に
み
え
、
同
細
見
で
は
遊
女
の
名
に
六
種
の
印
を

付
し
、
た
と
え
ば
「

」
の
印
は
「
こ
の
ほ
し
に
あ
た
る
よ
ね
ハ
ふ
う
ぞ
く
は
で
に
は
し
た
な
く
人
あ
い
わ
ろ

し
た
し
な
み
給
へ
か
し
」
を
指
し
、「
○
」
の
印
は
「
こ
の
ほ
し
に
あ
た
る
女
郎
ハ
よ
う
は
う
う
る
ハ
し
き
の
み

な
ら
す
こ
ゝ
ろ
さ
し
す
な
を
に
情
け
ふ
か
く
（
下
略
）」
を
指
す
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
但
し
こ
の
元
禄
六
年

「〔
新
吉
原
細
見
圖
〕」
の
場
合
、
符
牒
は
限
ら
れ
た
紙
面
に
お
け
る
工
夫
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
批
評
を
充
分
に

記
す
余
裕
の
あ
る
本
書
『
吉
原
源
氏
六
十
帖
評
判
』
に
お
け
る
符
牒
と
は
意
味
合
い
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
「〔
新
吉
原
細
見
圖
〕」
は
記
号
に
よ
り
一
瞥
し
て
遊
女
の
性
格
が
わ
か
る
の
に
対
し
、
本
書
に
お
い
て
は
よ

く
読
み
込
ま
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
仕
様
に
な
っ
て
い
る
。
尤
も
辛
辣
な
批
判
が
隠
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、

ま
た
符
牒
の
意
味
も
読
者
の
誰
も
が
わ
か
る
よ
う
に
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
読
者
に
符
牒
を
探
さ
せ
る
と
い



一
五
〇

う
遊
び
心
を
も
含
ん
だ
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
褒
め
る
符
牒
も
あ
る
「〔
新
吉
原
細
見
圖
〕」
と

異
な
り
、
遊
女
の
集
客
に
影
響
の
出
そ
う
な
年
齢
や
、
欠
点
に
つ
い
て
の
み
符
牒
を
用
い
た
と
い
う
点
は
重
要

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
一
見
し
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
も
、
遊
女
の
欠
点
を
記
し
た

い
と
い
う
作
者
の
姿
勢
が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
あ
る
。

『
吉
原
出
世
鑑
』（
宝
暦
四
年
）
表
：
№
28

　

こ
の
よ
う
に
遊
女
の
欠
点
や
暴
露
を
符
牒

で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
は
定
か
で
な
い

が
、
こ
の
次
に
出
た
『
吉
原
出
世
鑑
』（
宝

暦
四
年
〔
一
七
五
四
〕
初
春
）
も
同
じ
く
符

牒
を
評
判
に
付
し
て
い
る
。
但
し
こ
ち
ら
は

図
２（136
）の

凡
例
を
み
て
も
明
ら
か
な
と
お
り
、

符
牒
が
何
を
指
す
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の

は
、
凡
例
左
部
分
の
「
合
印
シ
」
で
あ
る
。

凡
例
を
み
る
限
り
、「
合
印
シ
」
は
す
な
わ
ち

図 2 　『吉原出世鑑』凡例部分
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源
氏
印
（「
原〔

マ
マ
〕氏
印
」）
で
あ
り
、
こ
の
源
氏
印
は
揚
代
三
分
の
散
茶
に
つ
い
て
用
い
る
と
あ
る
。
ま
た
本
書
の

「
口
上
」
と
題
さ
れ
た
部
分
を
見
る
と
、
三
分
の
散
茶
の
中
で
も
丁
子
屋
か
ら
菱
屋
に
所
属
す
る
遊
女
の
み
こ
の

合
印
を
用
い
る
と
あ
り（

137
）、

そ
れ
以
外
の
店
の
三
分
の
散
茶
に
つ
い
て
は
、
凡
例
右
部
分
に
み
え
る

が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
三
分
の
散
茶
に
つ
い
て
は
、

及
び
合
印
（
源
氏
印
）
と
い
う
実
に
十
一
種
も
の
印
を

使
い
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
源
氏
印
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
は
左
の
と
お
り
、
印
そ
の
も
の
で
な
く
遊

女
名
の
横
に
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
次
は
江
戸
町
二
丁
目
丁
子
屋
長
兵
衛
内
の
遊
女
の
批
評
の
一
部
で
あ
る
。

 

は
ゝ
き
ゝ 
も
み
ぢ 

ほ
つ
と
り
と
し
て

〔
紋
〕　

て
う
山 
は
り
つ
よ
し
。
ち
や
の
ゆ

 

せ
き
や 
を
よ
く
な
さ
る
ゝ
。

 

う
つ
せ
み 

わ
か
は 

ち
や
の
ゆ
よ
し
、
俳
諧

〔
紋
〕　

ひ
な
鶴 

よ
し
、
き
だ
て
に
う
わ

 

し
け
り 

に
て
よ
し
。

 

若
む
ら
さ
き 

は
る
の 

酒
を
よ
く
あ
か
る
故
、

〔
紋
〕　

し
げ
浦 

坐
し
き
お
も
し
ろ
く
、

 

小
て
う 

あ
ゐ
そ
う
よ
し
。（

138
）



一
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二

　

遊
女
名
の
右
の
傍
線
部
が
、
合
印
で
あ
る
。
散
茶
よ
り
上
の
位
で
あ
る
太
夫
・
格
子
は
既
に
江
戸
町
一
丁
目

玉
屋
山
三
郎
に
し
か
お
ら
ず
、
こ
の
玉
屋
に
つ
い
て
は
五
人
の
遊
女
に
つ
い
て
「
恵
方
に
向
て
よ〔

万

〕

ろ
つ
よ
し
」

（
太
夫
：
花
紫
）、「
此
方
に
向
て
坐
鋪
遊
ひ
吉
」（
格
子
：
陸
奥
）
と
い
っ
た
短
評
が
付
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
本
の
題
簽
に
は
「
新
板
さ
ん
ち
や
大
評
判
吉
原
出
世
鑑
」
と
あ
る
か
ら
、

本
書
の
主
眼
は
散
茶
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
中
で
も
高
位
の
三
分
の
散
茶
に
つ
い
て
特
別
な
合
印
を
用
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

吉
原
細
見
の
場
合
、
印
は
大
抵
値
段
か
遊
女
の
等
級
を
示
す
が
、
本
書
の
三
分
の
散
茶
に
つ
い
て
は
値
段
や

階
級
を
表
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
合
印
は
一
体
何
の
区
別
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
意
図
に
つ
い
て
、
作
者
は
「
口
上
」
と
題
さ
れ
た
部
分
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

源
氏
印
も
い
ろ
〳
〵
か
御
ざ
り
ま
す
る
。
何
や
の
君
と
何
屋
の
た
れ
と
、
た
い
よ
う
〳
〵
が
し
れ
ま
す
れ
は
、

随
分
丁
子
屋
よ
り
ひ
し
や
迄
、
御
き
を
付
ら
れ
御
見
合
被
成
る
よ
う
に
願
ま
せ
ふ
。（

139
）

　

こ
こ
で
言
う
「
た
い
よ
う
〳
〵
」
と
言
う
の
が
「
体
容
」
や
「
大
要
」
で
あ
れ
ば
、
こ
の
印
を
も
っ
て
遊
女

の
有
り
様
や
、
概
要
を
表
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
残
念
な
が
ら
、
先
の
凡
例
を
み
て
も
わ
か
る
と
お

り
、
合
印
が
具
体
的
に
何
を
示
す
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
右
に
引
用
し
た
「
御
き
を
付
ら
れ
御
見
合
被
成
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る
よ
う
に
願
ま
せ
ふ
」
に
は
、
続
い
て
「
此
よ
う
に
く
ど
う
申
上
ま
す
る
は
、
く
る
わ
の
御
身
は
さ
て
お
き
、

江
戸
の
御
か
た
は
知
れ
た
事
ぢ
や
と
思
召
ま
せ
ふ
が
、
私
が
身
に
と
り
ま
し
て
は
遠
国
な
ど
へ
参
リ
ま
し
た
時
、

く
ど
い
口
上
が
田
舎
大
臣
様
の
御
む
ね
に
入
ま
す
る
た
め
で
御
ざ
り
ま
す
」
と
あ
り
、
気
を
付
け
て
見
る
こ
と

が
念
押
し
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
合
印
に
何
か
の
言
葉
遊
び
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
は
先
に
見
た
『
吉
原
源
氏
六
十
帖
評
判
』
や
元
禄
六
年
「〔
新
吉
原
細
見
圖
〕」
等
の
符
牒
や

印
と
同
じ
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
印
を
も
っ
て
遊
女
の
批
評
を
表
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
宝
暦
七
年

（
一
七
五
七
）『
当
世
武
野
俗
談
』
新
吉
原
松
葉
屋
瀬
川
の
項
に
は
「
松
葉
や
に
て
は
、
聊
い
や
し
き
ふ〔
符
牒
〕

て
う
の

言
葉
を
遣
は
ず
し
て
、
此
瀬
川
が
作
に
て
、
松
葉
や
の
ふ〔
符
牒
〕

て
う
言
葉
は
、
源
氏
六
十
帖
と
い
ふ
風
雅
の
も
の
な

り
、
今
も
最
中
不
レ
替
其
通
り
な
り
」
と
、
松
葉
屋
で
は
遊
女
瀬
川
が
つ
く
っ
た
「
ふ
て
う
」（
符
牒
）
が
用
い

ら
れ
て
る
と
し
、
例
と
し
て
「
は
は
き
ぎ
〔
帚
木
〕
と
は
間
夫
と
云
ふ
て
う
な
り
」
と
あ
る（

140
）。

こ
の
「
は
ゝ

木
々
」（
帚
木
）
は
本
書
で
も
合
印
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
廓
内
の
隠
語
を
表
し
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
次
に
見
る
『
吉
原
評
判
交
代
盤
栄
記
』
は
「
高
砂
」
を
「
極
上
上
吉
」、「
松
風
」
を
「
上
上
吉
」

と
い
っ
た
風
に
評
価
を
「
う
た
ひ
番
組
合
印
」
と
し
て
記
し
て
お
り
、
単
に
位
付
の
意
味
を
も
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。

　

但
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
符
牒
が
遊
女
の
「
た
い
よ
う
」
を
示
す
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
手
法
は
短
評

で
済
ま
し
読
み
や
く
す
る
工
夫
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
指
す
と
こ
ろ
を
明
記
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
は
、
直
接
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的
に
記
す
の
が
憚
ら
れ
る
何
か
を
符
牒
で
表
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
尤
も
本

書
は
先
述
の
と
お
り
訴
訟
を
受
け
て
お
り
、
仮
に
後
者
の
意
図
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
は
成
功
し
た
と
は
言

い
難
い
。
た
だ
、
本
書
は
時
折
辛
辣
な
批
評
が
み
え
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
称
賛
が
多
く
を
占
め
る
。
批
判

と
い
っ
て
も
た
と
え
ば
「
む
つ
ち
り
と
し
た
人
。
だ
ま
り
も
の
」（
京
町
一
丁
目
か
し
わ
や
治
右
衛
門
内
あ
き
し

の
・
散
茶
二
分（

141
））、「

所
帯
じ
み
た
や
う
な
、
じ
み
な
ひ
と
」（
同
前
あ
げ
巻
〔
散
茶
二
分
〕（

142
））、「

三
味
線
よ
し
。

こ
ふ
ま
ん
な
る
と
こ
ろ
あ
り
」（
角
丁
菱
屋
お
そ
よ
内
花
さ
と
・
散
茶
二
分（

143
））

と
い
っ
た
程
度
で
、
そ
も
そ
も
短

評
が
故
に
そ
こ
ま
で
暴
露
・
批
判
を
行
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
源
氏
印
を
用
い
て
い
る
遊
女
、

つ
ま
り
は
三
分
の
散
茶
に
つ
い
て
は
酷
評
が
み
え
ず
、
唯
一
松
葉
屋
半
右
衛
門
内
の
遊
女
「
初
浦
」
に
つ
い
て

「
は
つ
め
い
な
る
君
ゆ
へ
、
か
ゑ
つ
て
人
に
よ
り
き
に
あ
ゐ
か
た
し
」（
江
戸
町
一
町
目
）
と
い
っ
た
難
点
が
記

さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
高
級
遊
女
で
あ
る
三
分
の
散
茶
に
つ
い
て
は
欠
点
の
記
述
を
合
印
に
譲
っ

た
よ
う
に
も
み
え
る
。
遊
女
「
い
さ
わ
」
に
対
す
る
よ
う
な
ご
く
短
い
悪
評
で
も
訴
訟
に
至
る
の
で
あ
る
か
ら
、

『
吉
原
出
世
鑑
』
の
作
者
が
合
印
の
表
す
と
こ
ろ
を
明
記
し
な
か
っ
た
理
由
も
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
背
景
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
吉
原
評
判
交
代
盤
栄
記
（
宝
暦
四
）』・
改
題
『
吉
原
評
判
都
登
里
』（
宝
暦
五
年
）
表
：
№
29
・
30

　

短
評
で
且
つ
合
印
を
用
い
た
評
判
物
に
続
き
、
同
年
（
宝
暦
四
年
弥
生
）
に
は
最
後
の
評
判
記
と
さ
れ
る
『
吉
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原
評
判
交
代
盤
栄
記
』（
次
年
に
『
吉
原
評
判
都
登
里
』
と
し
て
再
板
）
が
刊
行
さ
れ
る
。
作
者
は
江
戸
町
一
丁

目
の
妓
楼
で
あ
る
玉
屋
の
関
係
者
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が（

144
）、

評
判
の
内
容
は
玉
屋
の
遊
女
が
絶
賛
さ
れ
て
い

る
の
は
勿
論
、
他
の
遊
女
に
つ
い
て
も
同
様
に
褒
め
称
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
本
書
に
載
る
遊
女
は
高
位
の
遊

女
（
太
夫
・
格
子
・
散
茶
等
）
の
み
で
、
各
遊
女
屋
の
流
行
り
の
遊
女
を
取
り
上
げ
る
形
式
と
思
わ
れ
る
。

　
　

江
戸
町
壱
丁
目
左
側
玉
屋
山
三
郎
内

夫太
花
紫　

常
磐
な
る
松
に
契
り
て
咲
ふ
し
の
花
む
ら
さ
き
や
よ
に
に
ほ
ふ
ら
ん（

145
）

錦
木 

〔
角
町
右
側
〕
山
口
屋
内　

菊
そ
の

此
御
か
た
、
し
つ
ほ
り
と
し
て
、
あ
ど
け
な
き
所
あ
り
て
娘
か
た
ぎ
な
れ
と
も
、
発
明
な
る
御
か
た
故
、
客

衆
の
取
廻
し
能
、
遊
ひ
に
う
ま
み
有
て
よ
し
。〔
座
敷
持（

146
）〕

西
行
桜 

京
町
壱
丁
目
右
側
い
せ
屋
内　

清
む
ら

此
御
か
た
生
れ
付
す
こ
や
か
に
し
て
、
気
し
つ
か
た
く
る
し
き
や
う
に
見
へ
給
へ
と
も
、
心
は
へ
至
極
座
敷

に
興
を
催
し
琴
を
よ
く
な
さ
れ
遊
ひ
も
面
白
し
。
一
体
は
つ
め
い
な
れ
と
も
神
信
心
う
す
し
。〔
座
敷
持（

147
）〕
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遊
女
名
の
上
に
付
せ
ら
れ
た
「
錦
木
」
や
「
西
行
桜
」
は
、
先
に
も
触
れ
た
が
「
上
上
吉
」
や
「
上
吉
」
と

い
っ
た
評
価
の
記
号
で
あ
る
。
遊
女
「
清
む
ら
」
の
傍
線
部
の
よ
う
に
若
干
の
欠
点
は
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

本
書
を
通
し
て
欠
点
を
明
け
透
け
に
批
判
し
た
り
、
噂
話
を
差
し
挟
む
評
判
は
み
ら
れ
な
い
。

　

以
上
、『
吉
原
草
摺
引
』
以
降
、
遊
女
評
判
記
の
区
切
り
と
さ
れ
る
『
吉
原
評
判
交
代
盤
栄
記
』（『
吉
原
評
判

都
登
里
』）
ま
で
を
、
①
噂
や
遊
女
の
内
情
の
暴
露
を
交
え
批
評
し
て
い
る
か
、
②
遊
女
の
欠
点
を
記
し
て
い
る

か
と
い
う
点
に
注
目
し
、
論
じ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
①
に
つ
い
て
は
、『
吉
原
草
摺
引
』
以
降
の
評
判
物
で
は

『
吉
原
丸
鑑
』
以
外
殆
ど
扱
っ
て
い
な
い
こ
と
、
②
に
つ
い
て
は
、
明
け
透
け
に
辛
口
の
批
評
を
行
な
っ
て
い
る

の
は
『
吉
原
遊
女
評
判
志
家
位
名
見
』（
享
保
二
十
年
〔
一
七
三
五
〕）
及
び
そ
の
改
題
の
『
吉
原
評
判
開
産
記
』

の
み
で
あ
り
、
こ
の
次
の
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）『
吉
原
源
氏
六
十
帖
評
判
』
は
欠
点
の
記
述
を
符
牒
に
譲
っ

た
こ
と
、
ま
た
訴
訟
に
至
っ
た
『
吉
原
出
世
鑑
』
は
僅
か
な
が
ら
辛
口
の
批
評
を
含
み
つ
つ
も
、
遊
女
の
「
た

い
よ
う
」
を
具
体
的
に
記
さ
ず
符
牒
で
表
す
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
『
吉
原
草

摺
引
』
以
降
は
全
て
で
は
な
い
も
の
の
、
多
く
の
遊
女
を
扱
う
傾
向
が
あ
り
、
一
人
ひ
と
り
の
批
評
の
文
量
が

薄
く
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
吉
原
草
摺
引
』
以
降
の
評
判
物
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
以
前
の
評
判
物
の
性
格
、
す
な
わ

ち
明
け
透
け
な
暴
露
や
辛
辣
な
批
判
を
削
ぎ
落
と
す
と
い
う
傾
向
が
み
て
と
れ
る
。
尤
も
こ
の
変
化
の
要
因
が
、
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『
吉
原
草
摺
引
』
の
訴
訟
や
、
幕
府
の
出
版
統
制
の
み
に
求
め
ら
れ
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。
遊
女
を
全
体
的
に

扱
い
短
評
で
済
ま
す
方
法
や
、
符
牒
で
評
判
を
表
す
や
り
方
は
、
吉
原
細
見
や
役
者
評
判
記
等
の
影
響
を
受
け

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
こ
こ
で
明
ら
か
な
の
は
、『
吉
原
草
摺
引
』
以
降
と
そ
れ
以
前
で
は
評
判
物
の
あ
り
方

に
明
確
な
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
来
評
判
物
に
お
い
て
紙
幅
を
割
か
れ
て
き
た
遊
女
を
め
ぐ
る

暴
露
や
欠
点
は
、『
吉
原
草
摺
引
』
以
後
、
あ
か
ら
さ
ま
な
形
で
は
記
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
本
稿
で
は
遊
女
評
判
記
の
区
切
り
に
つ
い
て
、
出
版
統
制
と
の
関
わ
り
が
あ
る
と
指
摘
す
る
宮
本
の
見

解
に
注
目
し
、
評
判
物
の
出
版
差
止
・
販
売
停
止
お
よ
び
評
判
物
の
内
容
の
変
化
に
つ
き
考
察
を
行
っ
て
き
た
。

　

宮
本
は
『
吉
原
出
世
鑑
』（
宝
暦
四
年
）
の
訴
訟
の
例
を
挙
げ
、
遊
女
評
判
記
の
衰
退
と
出
版
統
制
に
関
わ
り

が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
遊
女
評
判
記
の
衰
退
と
出
版
統
制
の
関
わ
り
は
、
早
く
は
貞
享

頃
か
ら
起
き
た
評
判
物
の
数
的
減
退
か
ら
見
え
始
め
、
更
に
元
禄
七
年
に
起
き
た
『
吉
原
草
摺
引
』
の
訴
訟
に

お
い
て
よ
り
色
濃
く
み
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
出
版
統
制
と
は
、
綱
吉
政
権
に

お
い
て
強
化
さ
れ
た
貞
享
の
出
版
統
制
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
の
噂
を
記
す
書
が
罪
に
問
わ
れ
た
の
で
あ
り
、

評
判
物
は
公
儀
か
ら
直
接
的
な
取
締
こ
そ
受
け
な
か
っ
た
も
の
の
、
統
制
に
対
す
る
萎
縮
が
貞
享
に
お
け
る
評
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判
物
の
減
少
に
繋
が
り
、
ま
た
評
判
物
に
対
す
る
遊
女
屋
の
不
満
が
、
統
制
の
利
用
、
す
な
わ
ち
訴
訟
と
い
う

形
で
元
禄
に
お
い
て
現
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
第
三
章
で
詳
し
く
み
て
き
た
と
お
り
、
従
来
の
評

判
物
で
普
通
に
み
ら
れ
た
①
遊
女
に
つ
い
て
の
噂
や
内
情
の
暴
露
、
②
遊
女
の
欠
点
の
批
判
と
い
っ
た
ゴ
シ
ッ

プ
的
記
述
は
、
元
禄
の
訴
訟
以
降
、
避
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
第
二
章
で
み
た
と
お
り
、
宝
暦
十
年

頃
に
は
評
判
物
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
吉
原
町
内
で
確
認
を
取
る
体
制
を
と
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
こ
う
し
た
体

制
を
備
え
た
こ
と
も
ま
た
、
出
版
統
制
や
訴
訟
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
取
決
め
が
早

く
か
ら
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
二
つ
の
訴
訟
は
訴
訟
に
至
る
前
に
吉
原
内
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

但
し
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
出
版
統
制
と
い
う
背
景
が
あ
り
な
が
ら
も
、
評
判
物
を
め
ぐ
る
訴

訟
は
、
あ
く
ま
で
遊
女
屋
が
主
体
と
な
っ
て
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
幕
府
が
出
版
統
制
を

強
め
、
結
果
評
判
物
の
取
締
り
に
至
っ
た
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ま
で
起
き
な
か
っ
た
評
判
物
を
め

ぐ
る
訴
訟
が
、
何
故
『
吉
原
草
摺
引
』（
元
禄
七
年
）
に
至
っ
て
起
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

遊
女
の
内
情
を
暴
露
し
、
そ
の
欠
点
を
批
判
す
る
評
判
物
は
最
初
期
か
ら
存
在
し
た
。
更
に
延
宝
期
前
後
か

ら
は
声
高
に
遊
女
を
批
判
す
る
評
判
物
が
盛
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
『
吉
原
草
摺
引
』
以
前
、
遊
女
屋
は
評
判

物
に
つ
い
て
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。『
吉
原
草
摺
引
』
の
訴
訟
に
お
い
て
幕
府
は
寛
文
十
三
年

（
一
六
七
三
）
に
は
じ
め
て
出
さ
れ
た
町
触
を
罪
の
根
拠
と
し
て
お
り
、
遊
女
屋
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
評
判
物
の
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訴
訟
は
も
っ
と
早
く
可
能
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
の
背
景
の
一
つ
に
は
、
第
三
章
で
述

べ
た
と
お
り
、
評
判
物
が
従
来
、
作
者
・
板
元
や
そ
の
パ
ト
ロ
ン
と
な
る
遊
客
、
遊
女
屋
と
の
結
び
付
き
の
中

で
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
吉
原
草
摺
引
』
及
び
『
吉
原
出
世
鑑
』
を
め
ぐ
る
訴
訟
は
、

遊
女
屋
側
に
そ
う
い
っ
た
結
び
付
き
を
断
絶
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
既
に
断
絶
の
状
態
に
な
け
れ

ば
起
き
得
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
遊
女
屋
を
み
れ
ば
、
両
者
は
そ
れ
ま
で
評
判

物
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
な
店
で
は
な
か
っ
た
。
細
見
の
影
響
を
受
け
て
俯
瞰
的
に
遊
女
を
扱
う
評
判
物
が
登

場
す
る
よ
う
に
な
り
、
は
じ
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
店
で
あ
る
。
つ
ま
り
訴
訟
を
起
こ
し
た
遊
女
屋
は
、
評
判

物
に
恩
恵
を
受
け
て
来
ず
、
評
判
物
板
行
を
め
ぐ
る
結
び
付
き
の
中
に
も
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
誰
を
憚
る
こ
と
も
な
く
、
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
評
判
物
を
め
ぐ
る
従
来
の
了
解
は
、
こ
こ
で
一
変
し

た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

第
一
章
で
も
確
認
し
た
と
お
り
、
遊
女
評
判
記
を
め
ぐ
っ
て
は
宝
暦
五
年
頃
を
区
切
り
と
す
る
の
が
お
よ
そ

一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
仮
名
草
子
か
ら
浮
世
草
子
や
洒
落
本
等
へ
の
移
行
と
い
う
、
文
学
史

上
の
形
態
の
変
化
と
結
び
つ
け
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
宮
本
が
指
摘
し
、
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
と
お
り
、

貞
享
・
元
禄
以
降
、
評
判
物
は
出
版
統
制
と
い
う
背
景
と
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
訴
訟
を
直

接
的
な
き
っ
か
け
と
し
、
遊
女
屋
と
評
判
物
作
者
を
め
ぐ
る
結
び
付
き
や
、
欠
点
等
を
含
め
て
個
別
具
体
的
に

遊
女
を
批
評
す
る
と
い
う
従
来
の
あ
り
方
は
、
形
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
美
辞
を
尽
く
し
た
評
判
物
を



一
六
〇

評
価
す
る
立
場
も
あ
る
か
ら（

148
）、

一
概
に
こ
の
よ
う
な
変
化
を
遊
女
評
判
記
の
衰
退
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
出
版
統
制
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
遊
女
評
判
記
の
変
化
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
勿
論
、
当

時
の
吉
原
遊
廓
の
状
況
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
も
目
を
向
け
ら
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

註※
論
考
・
著
作
に
つ
い
て
は
著
者
と
年
、
影
印
集
・
翻
刻
集
に
つ
い
て
は
煩
雑
を
避
け
る
た
め
書
名
を
記
し
た
。

1 

宮
本 

一
九
九
一
、
六
八-

六
九
頁

2 

詳
細
は
拙
稿 

二
〇
一
九
を
参
照
の
こ
と

3 

宮
本 

一
九
九
一
、
六
九
頁

4 

『
新
群
書
類
従　

第
七
』
所
収

5 

頴
原 

一
九
三
三
［
一
九
八
〇
、
四
〇-
四
二
頁
］

6 

関
根 

一
八
九
〇
所
収

7 

鈴
木 

一
九
二
〇

8 

藤
井 

一
九
二
一
・
一
九
三
一

9 

阿
部 

一
九
二
七

10 

頴
原 

一
九
二
九
［
一
九
八
〇
］

11 

野
間 

一
九
四
〇
［
一
九
四
八
］

12 

小
野 

一
九
五
二
・
一
九
六
五
ａ
・
一
九
六
五
ｂ
・
一
九
六
九
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13 

中
野 

一
九
六
二
・
一
九
六
四

14 

暉
峻 

一
九
五
三
、
一
二
一
頁

15 

野
間 

一
九
八
五
、
倉
島 

一
九
九
五
、
若
田 

一
九
九
九
、
松
浦 

二
〇
〇
〇
、
渡
辺 

二
〇
一
三
、
他
。
ま
た
各
史
料
の
影

印
や
翻
刻
に
付
さ
れ
る
解
説
・
研
究
も
重
要
な
先
行
研
究
で
あ
り
、
特
に
小
野 

一
九
六
五
ａ
が
厚
い
。

16 
宮
本 

一
九
九
一

17 

頴
原 
一
九
二
九
［
一
九
八
〇
、
一
〇
四
頁
］

18 

斎
藤 
一
九
〇
五
、
二
一
〇-

二
一
一
頁

19 

は
じ
め
「
初
期
遊
女
評
判
記
年
表
附
綿
屋
文
庫
蔵
吉
原
本
紹
介
」
を
発
表
（
一
九
三
八
『
日
本
文
化
』
二
四
）、
ま
た
こ

れ
を
増
補
改
訂
し
た
「
近
世
遊
女
評
判
記
年
表
」
を
集
古
会
誌
『
集
古
』（
一
九
四
〇
『
庚
辰
』
二-

一
七
二
）
に
掲
載

し
、
こ
れ
が
『
西
鶴
新
攷
』（
一
九
四
八
、
筑
摩
書
房
）
に
収
録
さ
れ
た
。
更
に
こ
れ
に
増
補
改
訂
を
行
っ
た
「
近
世
遊

女
評
判
記
年
表
」
が
、
昭
和
五
十
九
年
に
上
梓
さ
れ
〔
野
間 

一
九
八
四
〕、
年
表
の
完
成
を
み
る
。

20 

頴
原 

一
九
二
九
［
一
九
八
〇
、
一
〇
四
頁
］

21 

頴
原 

一
九
二
九
［
一
九
八
〇
、
一
〇
九
頁
］

22 

頴
原 

一
九
二
九
［
一
九
八
〇
、
一
〇
四
頁
］

23 

頴
原 

一
九
二
九
［
一
九
八
〇
、
一
〇
四
・
一
〇
八
頁
］

24 

小
野 

一
九
六
九
、
三
六-

三
七
頁

25 

『
色
道
大
鏡
』
は
遊
女
評
判
記
と
説
明
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
遊
郭
の
慣
習
・
用
語
・
行
事
、
遊
女
な
ど
を
系
統
的
に

解
説
し
た
遊
廓
に
つ
い
て
の
百
科
事
典
的
な
書
で
あ
る
。
遊
興
の
手
管
や
遊
女
の
評
判
も
そ
の
内
容
に
は
含
ま
れ
る
が
、

そ
の
時
々
の
遊
女
の
評
判
や
諸
分
の
伝
授
に
特
化
し
た
他
の
遊
女
評
判
記
に
比
べ
る
と
異
質
で
あ
る
。

26 

小
野
晋
は
寛
永
初
年
頃
刊
『
露
殿
物
語
』
を
「
初
期
遊
女
評
判
記
年
表
」
の
最
初
に
記
し
て
い
る
〔
小
野 

一
九
六
五
ａ
〕。



一
六
二

27 

中
野 

一
九
六
二
、
二
二
頁
／
一
九
六
四
、
六
〇
頁

28 

中
野 

一
九
八
〇
、
二
三
頁
／
一
九
九
二
、
七
三
頁

29 

頴
原 

一
九
四
二
［
一
九
八
〇
、
八
頁
］／
な
お
著
作
と
し
て
の
初
出
は
一
九
四
二
だ
が
、
同
論
考
は
一
九
四
〇
年
に
京
都

放
送
局
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
に
お
い
て
国
文
講
座
と
し
て
放
送
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

30 
同
右
、
八
・
四
〇-

四
二
頁

31 

な
お
小
野
は
野
間
が
遊
女
評
判
記
の
第
一
番
目
と
し
て
挙
げ
る
寛
永
初
年
の
『
わ
ら
ひ
草
の
さ
う
し
』
に
つ
い
て
は
遊
女

評
判
記
と
し
て
採
用
し
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
区
切
り
に
つ
い
て
は
宝
暦
ま
で
と
す
る
野
間
の
年
表
に
則
っ
て
い
る

が
、
小
野
は
「
西
鶴
浮
世
草
子
の
成
立
と
評
判
記
と
の
関
係
を
重
視
す
る
意
味
」
か
ら
そ
の
分
析
を
天
和
年
間
ま
で
の
遊

女
評
判
記
に
留
め
て
い
る
〔
小
野 

一
九
六
五
ａ
、
三
五
八
頁
〕。

32 

小
野 

一
九
六
五
ａ
、
六
〇
頁

33 

正
確
に
は
「
こ
こ
で
は
初
め
の
区
分
に
一
応
従
っ
て
説
明
を
進
め
る
」
と
あ
る
。「
初
め
の
区
分
」
と
は
「〔
遊
女
評
判
記

は
〕
大
き
く
い
っ
て
寛
永
か
ら
享
保
迄
の
遊
女
評
判
記
自
体
と
、
享
保
か
ら
幕
末
・
明
治
迄
の
細
見
の
時
代
と
に
分
け
ら

れ
る
」
と
い
う
定
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
中
野
は
「
一
応
」
遊
女
評
判
記
を
明
治
ま
で
の
細
見
を
含
め
て
考
え

て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
〔
中
野 

一
九
六
四
、
六
〇
頁
〕。

34 

中
野 

一
九
八
〇
、
二
六
頁

35 

中
野
三
敏
「
解
題
」〔『
洒
落
本
大
成　

第
二
巻
』、
三
八
一
頁
〕

36 

八
木
敬
一
「
宝
暦
期
・
吉
原
遊
女
評
判
記
・
細
見
四
種 
解
見
」〔『
吉
原
遊
女
評
判
記
細
見
』、
三
頁
〕

37 

忍
頂
寺 

一
九
二
五

38 

忍
頂
寺 

一
九
二
五
、
一
五
一
頁

39 

忍
頂
寺 

一
九
二
五
、
一
五
二
頁
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40 

坂
口
香
惠
・
伴
野
英
一
「
解
題
」（
交
代
盤
栄
記
）〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
五
二
二
頁
〕

41 

向
井
信
夫 

「
新
吉
原
の
終
焉
と
最
後
の
遊
女
評
判
記
〔『
洒
落
本
大
成　

第
二
一
巻
』
付
録
二
一
、
一-

三
頁
〕

42 

更
に
言
え
ば
、
野
間
や
小
野
は
細
見
を
含
む
姿
勢
を
み
せ
な
が
ら
も
、
自
ら
が
作
成
し
た
遊
女
評
判
記
年
表
に
は
十
種
程

度
し
か
細
見
を
含
ん
で
い
な
い
。
今
『
吉
原
細
見
年
表
』〔
八
木
・
丹
羽
編 

一
九
九
六
〕
か
ら
野
間
も
小
野
も
年
表
に
含

め
て
い
な
い
宝
暦
五
年
ま
で
の
細
見
を
数
え
る
と
、
お
よ
そ
百
種
程
に
な
る
。
遊
女
評
判
記
は
野
間
ら
の
研
究
を
踏
ま
え

二
百
種
程
度
と
説
明
さ
れ
て
き
た
か
ら
、
こ
の
数
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
細
見
を
加
え
る
と
、
大
幅
に
そ
の
数
を
増
や
す

こ
と
と
な
る
。
特
に
江
戸
を
対
象
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
遊
女
評
判
記
と
言
っ
た
場
合
に
そ
の
半
数
以
上
が
細
見
を

占
め
る
こ
と
に
も
な
る
。
多
く
の
細
見
が
数
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
野
間
や
小
野
に
意
図
が
あ
っ
た
の

か
、
あ
る
い
は
年
表
作
成
当
時
に
細
見
の
把
握
が
困
難
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
細
見
を
厳
密
に
含
め
る
と
こ
れ
ま

で
認
識
さ
れ
て
き
た
遊
女
評
判
記
の
内
実
が
変
わ
る
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

43 

小
野 

一
九
六
五
ａ
、
三
五
八
頁

44 

中
野 

一
九
六
四

45 

『
わ
ら
ひ
草
の
さ
う
し
』『
四
十
二
の
み
め
あ
ら
そ
ひ
』『
色
道
大
鏡
』『
吉
原
水
鏡
』『
吉
原
草
摺
引
』、
伝
存
し
な
い
『
き

の
ふ
の
夢
』
等

46 

柏
崎 

二
〇
一
〇
、
六
三
頁

47 

筆
者
が
数
え
た
限
り
、
江
戸
吉
原
（
含
元
吉
原
）
を
対
象
に
含
む
評
判
物
は
四
三
種
、
京
都
島
原
（
含
六
条
三
筋
町
）
を

対
象
に
含
む
評
判
物
は
一
〇
種
、
大
坂
新
町
を
対
象
に
含
む
評
判
物
は
五
種
、
長
崎
丸
山
遊
廓
へ
の
言
及
を
含
む
も
の
は

一
種
で
あ
る
（
対
象
地
・
内
容
が
重
複
す
る
場
合
は
重
ね
て
カ
ウ
ン
ト
）。

48 

宮
武 

一
九
二
六
〔
谷
沢
・
吉
野
編 

一
九
八
五
、
三
四
頁
〕

49 

『
近
世
法
制
史
料
叢
書　

第
一
』、
二
四
〇
頁
（
五
九
七　

元
禄
七
年
戌
二
月
廿
二
日
）



一
六
四

50 

野
間 

一
九
八
四
で
は
「
作
筆
鈴
木
武
平
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
確
認
で
き
る
写
本
に
は
作
者
名
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。

51 

石
川
流
宣
「
吉
原
大
黒
舞
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
二
七
六
頁
〕

52 
長
養
軒
・
通
遊
軒
・
如
柳
堂
「
吉
原
ゑ
に
し
染
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
七
七
頁
〕

53 
元
禄
二
年
『
繪
入
大
畫
圖
』
に
は
み
え
な
い
が
、
元
禄
三
年
『
新
改
さ
い
け
ん
名
寄
評
判
』
に
伏
見
町
亀
屋
利
兵
衛
が
み

え
る
。
名
前
は
異
な
る
が
『
吉
原
大
黒
舞
』
に
載
る
亀
屋
香
伯
と
同
じ
場
所
で
あ
り
、
こ
の
時
に
亀
屋
が
は
じ
ま
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

54 

『
江
戸
町
触
集
成　

第
二
巻
』、
七
七-

七
八
頁
（
二
二
一
四
〔
六
八
二
〕）

55 

『
江
戸
町
触
集
成　

第
一
巻
』、
三
四
四
頁
（
一
一
一
五
〔
五
二
一
〕）

56 

今
田 

一
九
七
七
［
二
〇
〇
九
、
八
六
頁
］

57 

同
業
者
仲
間
申
合
禁
止
令
。
新
規
商
売
開
始
を
仲
間
が
阻
害
し
た
こ
と
に
よ
る
〔
山
本 

二
〇
一
〇
、
二
五
八
頁
〕。

58 

享
保
以
前
の
出
版
統
制
に
つ
い
て
は
〔
鎌
田 

二
〇
一
五
〕
が
詳
し
い
。

59 

今
田 

一
九
七
七
［
二
〇
〇
九
、
八
六
頁
］

60 

『
御
触
書
寛
保
集
成
』、
九
九
〇-

九
九
一
頁
（
二
〇
一
四
番
）／
内
容
に
つ
い
て
は
〔
今
田 

二
〇
〇
七
、
六
七-

六
八
頁
〕

が
詳
し
い
。

61 

今
田 

一
九
八
一
［
二
〇
〇
七
］、
七
九
頁

62 

『
新
群
書
類
従　

第
七
』、
一
七
九
頁

63 

野
間
光
辰
「
解
題
」（
洞
房
古
鑑
）〔『
随
筆
百
花
苑　

第
十
二
巻
』、
三
四
三-

三
四
四
頁
〕

64 

竹
嶋
仁
左
衛
門
「
洞
房
古
鑑
」〔『
随
筆
百
花
苑　

第
十
二
巻
』、
九
〇
頁
〕／
な
お
元
禄
〜
宝
暦
の
間
に
確
実
に
刊
行
さ
れ

た
と
思
し
き
吉
原
の
評
判
物
（
除
細
見
・
諸
分
・
名
寄
等
）
は
少
な
く
と
も
十
種
は
有
る
。
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65 

竹
嶋
仁
左
衛
門
「
洞
房
古
鑑
」〔『
随
筆
百
花
苑　

第
十
二
巻
』、
九
〇
頁
〕

66 

一
条
目
に
は
「
自
今
新
板
書
物
之
儀
、
儒
書
、
仏
書
、
神
書
、
医
書
、
歌
書
、
都
而
書
物
類
之〔
其
〕筋

一
通
り
之
事
ハ
格
別
、

猥
り
成
儀
、
異
説
等
を
取
交
・〔
江
〕、
作
り
出
シ
候
儀
、
堅
可
為
無
用
事
」
と
あ
る
〔『
撰
要
類
集　

第
三
』、
五
八
頁
〕。
ま
た

こ
の
前
年
に
は
江
戸
の
書
物
屋
に
対
し
「
時
之
雑
説
或
は
人
之
噂
を
致
板
行
」
の
禁
止
が
達
せ
ら
れ
て
お
り
〔
同
前
、

四
九
頁
〕、
遊
女
評
判
記
は
そ
の
批
評
部
分
に
問
題
に
成
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
享
保
か
ら
は
検
閲
が
は
じ
ま
る
が
、

そ
の
対
象
は
本
屋
仲
間
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
た
「
物
の
本
」
の
み
で
、
戯
作
類
を
代
表
と
す
る
卑
近
通
俗
的
な
「
草
紙
」
類

は
そ
の
対
象
で
な
か
っ
た
。
今
に
残
る
割
印
（
出
版
許
可
）
帳
な
ど
を
見
て
も
、
遊
女
評
判
記
の
類
は
み
ら
れ
な
い
。

67 

今
田 

一
九
八
一
［
二
〇
〇
七
、
六
八
頁
］

68 

貞
享
元
年
十
一
月
の
触
に
は
「
一
町
中
ニ
て
む
さ
と
仕
た
る
小
哥
・
は
や
り
事
勿
論
、
当
座
之
替
り
た
る
事
致
板
行
、
売

候
も
の
有
之
候
、
家
主
致
吟
味
、
何
方
ニ
て
も
左
様
之
者
一
切
板
行
仕
間
敷
候
、
尤
辻
橋
ニ
て
売
候
も
の
有
之
候
ハ
ヽ
、

其
町
に
て
相
改
、
捕
候
て
番
所
え
可
申
来
候
、
穿
鑿
之
上
、
売
候
も
の
ハ
不
及
申
、
致
板
行
候
も
の
ま
て
急
度
可
申
付

候
」
と
あ
る
。
元
禄
十
一
年
の
触
も
趣
旨
は
同
じ
〔『
御
触
書
寛
保
集
成
』、
九
九
〇-

九
九
一
頁
／
二
〇
一
四
・
二
〇
一
五

番
〕。

69 

忍
頂
寺 

一
九
三
四-

一
九
三
五

70 

竹
嶋
仁
左
衛
門
「
洞
房
古
鑑
」〔『
随
筆
百
花
苑　

第
十
二
巻
』、
九
〇-

九
一
頁
〕

71 

原
文
は
「
に
ん
そ
う
よ
く
し
て
、
少
情
う
す
し
。
な
さ
け
う
す
け
れ
は
、
か
つ
た
も
の
は
ら
う
こ
そ
き
ら
い
な
る
」（
い

さ
わ
評
）〔
五
橋
庵
編
「
吉
原
出
世
鑑
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
三
二
八
頁
〕）

72 

享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
の
『
吉
原
丸
鑑
』
に
お
け
る
細
見
図
に
は
み
え
な
い
が
、
享
保
八
年
（
一
七
二
三
年
）
頃
刊
と

推
測
さ
れ
て
い
る
「〔
新
吉
原
細
見
之
図
〕」（『
遊
女
評
判
記
集
』
付
録
「
吉
原
細
見
絵
図
四
種
」
所
収
）
に
は
み
え
る
。

73 

竹
嶋
仁
左
衛
門
「
洞
房
古
鑑
」〔『
随
筆
百
花
苑　

第
十
二
巻
』、
九
一
頁
〕
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74 

中
野
三
敏
「
解
題
」〔『
洒
落
本
大
成　

第
二
巻
』、
三
八
一
頁
〕／
中
野
は
『
吉
原
出
世
鑑
』（
宝
暦
四
年
）
が
「
評
判
記

と
細
見
の
合
体
し
た
も
の
を
本
文
と
し
て
、
そ
れ
に
役
者
評
判
記
の
発
端
め
い
た
合
評
部
分
を
付
し
た
作
」
で
あ
る
こ
と

か
ら
、「
第
一
巻
に
収
め
た
「
吉
原
源
氏
六
十
帖
」
あ
た
り
で
、
前
代
の
遊
女
評
判
記
の
命
脈
は
絶
た
れ
た
」
と
述
べ
る
。

75 
中
野 

一
九
六
三

76 
坂
口
香
惠
・
伴
野
英
一
「
解
題
」（
吉
原
源
氏
六
十
帖
評
判
）〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
五
一
九
頁
〕

77 

鈴
木
武
平
「
吉
原
草
摺
引
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
一
七
四-

一
七
五
頁
〕

78 

鈴
木
武
平
「
吉
原
草
摺
引
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
一
六
五
頁
〕

79 

謙
虚
さ
が
足
り
な
い
と
の
意
か
。

80 

色
の
道
に
通
じ
て
い
る
と
の
意
か
。

81 

鈴
木
武
平
「
吉
原
草
摺
引
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
一
八
三
頁
〕

82 

鈴
木
武
平
「
吉
原
草
摺
引
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
一
八
四
頁
〕

83 

鈴
木
武
平
「
吉
原
草
摺
引
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
一
八
五
頁
〕

84 

鈴
木
武
平
「
吉
原
草
摺
引
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
一
八
五
頁
〕

85 

鈴
木
武
平
「
吉
原
草
摺
引
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
一
八
五
頁
〕

86 

鈴
木
武
平
「
吉
原
草
摺
引
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 
第
四
巻
』、
一
六
六
頁
〕

87 

遊
女
を
騙
し
て
そ
の
金
品
を
ま
き
あ
げ
る
客
、
ま
た
は
冷
や
か
し
。

88 

鈴
木
武
平
「
吉
原
草
摺
引
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
一
八
三
頁
〕

89 

江
戸
浄
瑠
璃
の
一
流
派
。

90 

鈴
木
武
平
「
吉
原
草
摺
引
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
一
八
四
頁
〕

91 

鈴
木
武
平
「
吉
原
草
摺
引
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
一
九
二
頁
〕
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92 

詳
細
は
拙
稿 

二
〇
一
九
を
参
照
の
こ
と
。

93 

寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
の
江
戸
市
中
の
非
公
許
遊
里
の
摘
発
に
伴
い
、
隠
売
女
が
吉
原
に
流
れ
込
み
作
り
出
さ
れ
た
遊

女
の
等
級
。
従
来
の
吉
原
遊
女
に
比
し
て
手
軽
に
遊
べ
た
。

94 
『
吉
原
草
摺
引
』
は
巻
一
の
み
し
か
残
ら
な
い
た
め
ど
の
遊
女
を
対
象
に
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
、『
吉
原
草
摺
引
』
の
前

に
出
た
評
判
物
『
吉
原
不
残
記
』（
元
禄
三
年
）
は
河
岸
の
遊
女
な
ど
下
級
の
遊
女
は
扱
っ
て
い
な
い
と
推
測
さ
れ
る
（
同

書
の
伝
存
は
下
巻
の
み
だ
が
、
下
位
の
遊
女
は
通
常
下
巻
に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
）。
同
じ
く
元
禄
三
年
の
評
判
物
『
新

改
さ
い
け
ん
名
寄
評
判
』
は
細
見
に
遊
女
の
短
評
を
書
き
込
む
と
い
う
形
式
で
あ
る
が
、
評
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
京
町

一
丁
目
・
二
丁
目
の
高
級
遊
女
の
み
で
、
他
は
名
寄
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
時
代
を
遡
っ
た
評
判
物
は
、
ほ
ぼ
太

夫
・
格
子
中
心
に
な
る
。
つ
ま
り
下
位
の
遊
女
を
含
め
て
で
き
る
だ
け
多
く
の
遊
女
を
批
評
し
よ
う
と
す
る
評
判
物
は
、

こ
の
『
吉
原
大
黒
舞
』（
あ
る
い
は
確
認
の
と
れ
な
い
『
吉
原
草
摺
引
』）
あ
た
り
を
端
緒
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

95 

石
川
流
宣
「
吉
原
大
黒
舞
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
二
二
五
頁
〕

96 

『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
格
子
太
夫
」
の
項
に
は
格
子
の
異
称
と
あ
る
が
、
本
書
で
は
「
か
う
し
」（
格
子
）
と
「
格
子
太

夫
」
と
い
う
名
称
が
共
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
二
つ
の
名
称
の
間
に
何
ら
か
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
本
書

で
は
概
ね
挙
げ
た
店
に
お
け
る
一
番
目
の
格
子
が
「
格
子
太
夫
」
と
さ
れ
て
お
り
（
三
浦
屋
の
場
合
は
最
初
に
挙
げ
ら
れ

た
三
人
の
格
子
が
「
格
子
太
夫
」
と
さ
れ
、
そ
の
後
の
四
人
は
単
に
「
か
う
し
」）、
あ
る
い
は
第
一
番
と
さ
れ
る
格
子
に

「
太
夫
」
を
付
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
宝
永
五
年
の
細
見
『
武
江
新
吉
原
町
図
』
で
は
、
本
書
で
「
格
子
太
夫
」

と
さ
れ
て
い
る
遊
女
も
単
に
「
か
う
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

97 

石
川
流
宣
「
吉
原
大
黒
舞
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
二
二
六
頁
〕

98 

最
下
級
の
河
岸
女
郎
な
ど
も
載
る
が
、「
吉
々
」「
吉
」「
上
々
き
り
や
う
」
等
の
記
号
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
う
め

茶
や
散
茶
、
局
は
詳
し
く
批
評
さ
れ
て
い
る
も
の
も
い
れ
ば
、
こ
う
し
た
記
号
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
者
も
い
る
。
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99 

石
川
流
宣
「
吉
原
大
黒
舞
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
二
七
〇
頁
〕

100 

石
川
流
宣
「
吉
原
大
黒
舞
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
二
七
〇
頁
〕

101 

石
川
流
宣
「
吉
原
大
黒
舞
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
二
二
七
頁
〕

102 
『
吉
原
七
福
神
』
に
は
正
徳
二
年
版
と
三
年
版
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
正
徳
三
年
版
を
翻
刻
し
た
『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四

巻
』
を
参
照
す
る
。
な
お
こ
の
菱
屋
久
右
衛
門
内
「
通
ひ
路
」
に
つ
い
て
正
徳
二
年
版
と
三
年
版
に
異
同
は
な
い
。

103 

武
州
豊
嶋
郡
真
土
山
住
鶯
躍
軒
〔
石
川
流
宣
〕「
吉
原
七
福
神
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』、
四
二
〇
頁
〕。

104 

跋
に
あ
た
る
部
分
に
「
吉
原
細
見
、
又
は
品
々
に
書
分
有
之
と
い
へ
ど
も
、
女
郎
の
名
さ
へ
相
違
す
れ
ば
、
其
位イ

勢セ
イ

、
そ

の
心
を
し
る
事
な
し
。
依
之
、
今
其
あ
や
ま
り
を
改
、
家
〳
〵
の
増
減
を
印
。
太
夫
、
格
子
、
山
茶
、
堙
茶
、
五
寸
、
三

寸
に
至
迄
、
年
増
な
ら
ず
と
も
其
家
の
全
盛
を
ゑ
ら
ぴ
、
先
と
し
て
紋
所
、
座
敷
持
、
禿
等
迄
、
く
わ
し
く
是
を
知
ら
せ

ん
た
め
に
爰
に
印
す
者
也
」
と
あ
る
〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
一
五
六
頁
〕。

105 

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

第
五
巻
』、
十
二
頁
〕

106 

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

第
五
巻
』、
十
五
頁
〕

107 

『
日
本
史
小
百
科　

遊
女
』〔
西
山
編 
一
九
七
九
〕
に
よ
る
と
、
局
女
郎
は
梅
茶
の
出
現
に
よ
っ
て
一
部
は
散
茶
あ
る
い

は
梅
茶
に
零
落
し
た
と
さ
れ
て
い
る
〔
一
一
六
頁
〕。
お
そ
ら
く
こ
の
記
述
は
『
吉
原
大
評
判
ゑ
に
し
染
』
巻
六
の
「
貞

享
の
末
、
元
禄
の
初
比
よ
り
、
五
寸
の
局
を
破
り
て
さ
ん
茶
に
な
ぞ
ら
へ
て
一
所
の
見
世
に
あ
つ
め
、
さ
ん
茶
に
な
ぞ
ら

へ
て
埋
茶
と
云
も
の
お
こ
れ
り
。
二
寸
三
寸
の
局
は
宝
永
の
中
こ
ろ
よ
り
絶
て
今
は
な
し
」
と
い
っ
た
記
述
に
依
る
も
の

と
推
察
さ
れ
る
。
但
し
こ
の
よ
う
に
記
し
な
が
ら
も
同
書
の
細
見
部
分
に
は
「
五
寸
」
や
「
三
寸
」
と
記
さ
れ
た
妓
楼
が

あ
る
。
ま
た
正
徳
六
年
の
『
新
改
吉
原
細
見
花
車
』
で
は
、
遊
女
の
等
級
が
「
太
夫
」「
か
う
し
」「
さ
ん
ち
や
」「
う
め

ち
や
」「
つ
ぼ
ね
」「
な
ミ
」「
茶
つ
ゝ
」
と
な
っ
て
お
り
、
梅
茶
・
散
茶
と
局
女
郎
は
並
存
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
局

女
郎
は
一
部
梅
茶
や
散
茶
に
変
わ
り
な
が
ら
も
、
残
存
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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108 

遊
女
の
名
の
右
に
付
さ
れ
た
「
太
夫
さ
し
き
も
ち
」（
太
夫
座
敷
持
）
や
「
さ
し
き
も
ち
」（
座
敷
持
）
と
い
っ
た
言
葉
に

つ
い
て
、『
日
本
史
小
百
科　

遊
女
』〔
西
山
編 

一
九
七
九
〕
に
よ
る
と
、「
座
敷
持
」
と
は
梅
茶
か
ら
派
生
し
た
遊
女
の

一
階
級
で
あ
る
。
し
か
し
『
吉
原
大
評
判
ゑ
に
し
染
』
で
は
太
夫
・
格
子
以
外
の
遊
女
の
名
に
太
夫
座
敷
持
・
座
敷
持
・

座
敷
の
い
ず
れ
か
が
付
せ
ら
れ
る
か
、
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
、
遊
女
の
一
階
級
を
示
す
言
葉
と
し
て
は
用

い
ら
れ
て
い
な
い
様
子
が
う
か
が
え
る
。
同
書
巻
六
に
は
散
茶
と
梅
茶
の
中
で
「
き
り
や
う
す
ぐ
れ
し
女
郎
を
ば
別
に
座

敷
を
も
ふ
け
て
そ
の
部
屋
と
さ
た
め
て
、
そ
の
客
を
も
て
な
す
。
是
を
座
敷
持
部
屋
も
ち
女
郎
と
云
」
と
あ
り
、
遊
女
の

一
等
級
と
し
て
で
は
な
く
、
文
字
通
り
座
敷
を
持
つ
遊
女
に
座
敷
持
と
記
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
座
敷
持
の
中
で
も

更
に
序
列
を
示
す
た
め
、
太
夫
座
敷
持
・
座
敷
持
・
座
敷
の
別
を
設
け
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
殆
ど
同
年
に
刊
行

さ
れ
た
『
吉
原
七
福
神
』
に
は
座
敷
持
と
い
っ
た
記
述
は
み
え
な
い
。

109 

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

第
五
巻
』、
七
八-

七
九
頁
〕／
遊
女
の
位
は

同
書
細
見
で
大
文
字
屋
が
散
茶
見
世
で
あ
る
こ
と
か
ら
。

110 

同
書
冒
頭
に
付
せ
ら
れ
た
細
見
図
で
は
「
ひ
し
や
長
左
衛
門
」
と
あ
る
が
、
正
徳
三
年
刊
の
『
吉
原
七
福
神
』
に
は
「
菱

屋
吉
左（

マ
マ
）門

」（
ま
た
は
吉
左
衛
門
）
と
あ
る
の
で
、
吉
左
（
衛
）
門
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

111 

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

第
五
巻
』、
七
五
頁
〕／
遊
女
の
位
は
同
書

細
見
（
お
よ
び
『
吉
原
七
福
神
』）
で
ひ
し
や
が
三
寸
（
局
女
郎
）
の
見
世
で
あ
る
こ
と
か
ら
。

112 

武
州
真
土
山
隠
士
蝶
郎
「
吉
原
丸
鑑
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
一
八
一-

一
八
三
頁
〕

113 

武
州
真
土
山
隠
士
蝶
郎
「
吉
原
丸
鑑
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
一
八
三
頁
〕

114 

武
州
真
土
山
隠
士
蝶
郎
「
吉
原
丸
鑑
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 
第
五
巻
』、
二
五
一
頁
〕

115 

「
太
夫
、
格
子
よ
り
、
さ
ん
茶
、
む
め
茶
、
局
、
河
岸
女
郎
に
い
た
る
ま
で
、
一
人
も
の
こ
ら
ず
吟
味
を
と
げ
、
と
り
〴
〵

ひ
よ
う
ば
ん
の
品
を
あ
つ
め
て
、
そ
の
お
も
か
け
を
う
つ
す
か
ゆ
へ
に
名
付
て
吉
原
丸
鑑
と
云
か
け
奉
る
」〔『
江
戸
吉
原



一
七
〇

叢
刊 

第
五
巻
』、
一
七
五
頁
〕

116 

同
書
巻
六
に
「
五
寸
局
よ
り
以
下
、
東
西
の
河
岸
次
女
郎
の
う
わ
さ
は
、
別
に
地
ま
は
り
の
末
社
日
記
と
云
書
あ
り
。
故

に
此
書
に
是
を
略
す
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
二
七
五
頁
〕
と
あ
る
。

117 
武
州
真
土
山
隠
士
蝶
郎
「
吉
原
丸
鑑
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
二
七
七
頁
〕

118 
武
州
真
土
山
隠
士
蝶
郎
「
吉
原
丸
鑑
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
二
〇
五
頁
〕

119 

武
州
真
土
山
隠
士
蝶
郎
「
吉
原
丸
鑑
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
二
七
四
頁
〕

120 

近
藤
清
春
「
吉
原
遊
女
評
判
志
家
位
名
見
」〔『
遊
女
評
判
記
集
（
下
）』、
六
一
三
頁
〕／
遊
女
の
位
は
享
保
二
十
年
「〔
新

吉
原
細
見
〕」
廿
二
オ
（『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
七
巻
』、
三
九
頁
〕
よ
り

121 

近
藤
清
春
「
吉
原
遊
女
評
判
志
家
位
名
見
」〔『
遊
女
評
判
記
集
（
下
）』、
六
一
六
頁
〕／
遊
女
の
位
は
享
保
二
十
年
「〔
新

吉
原
細
見
〕」
廿
八
オ
（『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
七
巻
』、
四
〇
頁
〕
よ
り

122 

御
茶
は
遊
女
と
の
交
合
や
女
陰
の
意
。

123 

近
藤
清
春
「
吉
原
遊
女
評
判
志
家
位
名
見
」〔『
遊
女
評
判
記
集
（
下
）』、
六
一
七
頁
〕／
遊
女
の
位
は
享
保
二
十
年
「〔
新

吉
原
細
見
〕」
十
四
オ
〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
七
巻
』、
三
六
頁
〕
よ
り

124 

近
藤
清
春
「
吉
原
遊
女
評
判
志
家
位
名
見
」〔『
遊
女
評
判
記
集
（
下
）』、
六
一
八
頁
〕／
遊
女
の
位
は
享
保
二
十
年
「〔
新

吉
原
細
見
〕」
十
八
オ
〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 
第
七
巻
』、
三
八
頁
〕
よ
り

125 

近
藤
清
春
「
吉
原
遊
女
評
判
志
家
位
名
見
」〔『
遊
女
評
判
記
集
（
下
）』、
六
二
〇
頁
〕／
遊
女
の
位
は
享
保
二
十
一
年
春

「
所
縁
桜
」
十
七
オ
〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
七
巻
』、
五
一
頁
〕
よ
り
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近
藤
清
春
「
吉
原
遊
女
評
判
志
家
位
名
見
」〔『
遊
女
評
判
記
集
（
下
）』、
六
二
〇
頁
〕／
遊
女
の
位
は
享
保
二
十
一
年
春

「
所
縁
桜
」
七
ウ
〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
七
巻
』、
四
八
頁
〕
よ
り

127 

花
咲
一
男
「
享
保
末
期　

吉
原
細
見
集　

解
題
」〔『
享
保
末
期　

吉
原
細
見
集
』〕
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128 

近
藤
清
春
カ
「
吉
原
評
判
開
産
記
」〔『
享
保
末
期　

吉
原
細
見
集
』〕、
九
ウ
・
オ
／
遊
女
の
位
は
享
保
二
十
一
年
春
「
所

縁
桜
」
十
二
オ
〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
七
巻
』、
四
九
頁
〕
よ
り

129 

有
様
、
態
度
が
い
か
に
も
も
の
も
の
し
過
ぎ
る
と
の
意
。

130 
「
虫
が
齧
る
」
は
腹
痛
が
起
こ
る
と
の
意
。

131 
近
藤
清
春
カ
「
吉
原
評
判
開
産
記
」〔『
享
保
末
期　

吉
原
細
見
集
』〕、
二
三
ウ
〔
但
し
実
質
二
四
ウ
〕／
遊
女
の
位
は
享

保
二
十
一
年
春
「
所
縁
桜
」
十
オ
〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
七
巻
』、
四
八
頁
〕
よ
り

132 

原
雀
「
吉
原
源
氏
六
十
帖
評
判
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
三
〇
九
頁
〕

133 

原
雀
「
吉
原
源
氏
六
十
帖
評
判
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
二
八
九
頁
〕

134 

原
雀
「
吉
原
源
氏
六
十
帖
評
判
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
二
九
〇-

二
九
一
頁
〕

135 

原
雀
「
吉
原
源
氏
六
十
帖
評
判
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
三
〇
八
頁
〕／
遊
女
の
位
は
享
保
二
十
一
年
春
「
所
縁

桜
」
六
ウ
〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 
第
七
巻
』、
四
七
頁
〕
よ
り

136 

五
橋
菴
北
花
置
鶴
「
吉
原
出
世
鑑
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
三
一
八
頁
〕

137 

五
橋
菴
北
花
置
鶴
「
吉
原
出
世
鑑
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
三
三
三
頁
〕

138 

五
橋
菴
北
花
置
鶴
「
吉
原
出
世
鑑
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
三
一
八
頁
〕／
な
お
丁
子
屋
の
遊
女
は
他
の
評
判
物

や
細
見
を
み
て
も
散
茶
で
間
違
い
な
い
。

139 

五
橋
菴
北
花
置
鶴
「
吉
原
出
世
鑑
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
三
三
三
頁
〕

140 

馬
場
文
耕
「
当
世
武
野
俗
談
」〔『
燕
石
十
種　

第
四
巻
』、
一
一
三
頁
〕

141 

五
橋
菴
北
花
置
鶴
「
吉
原
出
世
鑑
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 
第
五
巻
』、
三
二
四
頁
〕

142 

五
橋
菴
北
花
置
鶴
「
吉
原
出
世
鑑
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
三
二
四
頁
〕

143 

五
橋
菴
北
花
置
鶴
「
吉
原
出
世
鑑
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
三
二
三
頁
〕
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144 

巻
頭
に
玉
屋
内
の
太
夫
、
格
子
を
置
き
、
そ
の
名
の
横
に
色
刷
り
（
原
本
で
は
紅
、
浅
黄
の
二
色
刷
）
の
草
花
を
配
す
る

な
ど
、
玉
屋
を
別
格
に
遇
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
。

145 

楽
水
「
吉
原
評
判
交
代
盤
栄
記
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
三
三
八
頁
〕

146 
楽
水
「
吉
原
評
判
交
代
盤
栄
記
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
三
五
〇
頁
〕

147 
楽
水
「
吉
原
評
判
交
代
盤
栄
記
」〔『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』、
三
五
二
頁
〕

148 

『
奇
書
珍
籍　

第
三
号　

吉
原
号
』
に
お
い
て
は
『
吉
原
大
黒
舞
』『
吉
原
七
福
神
』『
吉
原
丸
鑑
』
が
元
禄
以
後
の
遊
女

評
判
記
と
し
て
「
最
も
備
は
れ
る
も
の
な
ら
ん
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
筆
者
不
明 

一
九
二
〇
「
細
見
と
評
判
記
」〔
従

吾
所
好
社
編　

一
九
八
七
所
収
〕）。
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―
改
訂
増
補
」（
谷
沢
永
一
・
吉
野
孝
雄
編 

一
九
八
五
『
宮
武
外
骨
著
作
集　

第
四
巻
』
河

出
書
房
新
社
所
収
、
引
用
・
頁
数
は
著
作
集
よ
り
／
な
お
増
補
改
訂
前
の
「
筆
禍
史
」
初
出
は

一
九
一
一
）

宮
本
由
紀
子 

一
九
九
一
「『
遊
女
評
判
記
』
に
つ
い
て
」（『
地
方
史
研
究
』
四
一-

六
）

山
本
秀
樹 

二
〇
一
〇
『
江
戸
時
代
三
都
出
版
法
大
概
』
岡
山
大
学
文
学
部

若
田
太
一 

一
九
九
九
「
遊
女
評
判
記
の
世
界
―
『
色
道
大
鏡
』
と
延
宝
版
『
長
崎
土
産
』」（『
語
文
研
究
』
八
六
・
八
七
号
）

渡
辺
憲
司 

二
〇
一
三
「
第
一
章　
『
色
道
大
鏡
』
の
周
辺
」（『
江
戸
遊
女
紀
聞
―
売
女
と
は
呼
ば
せ
な
い
』
ゆ
ま
に
書
房
）

◇
影
印
集
・
翻
刻
集

『
江
戸
町
触
集
成　

第
一
巻
』
近
世
史
料
研
究
会
編 

一
九
九
四
、
塙
書
房

『
江
戸
町
触
集
成　

第
二
巻
』
近
世
史
料
研
究
会
編 

一
九
九
四
、
塙
書
房



一
七
五

出版統制と遊女評判記

『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
四
巻
』
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編 

二
〇
一
一
、
八
木
書
店

『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
五
巻
』
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編 

二
〇
一
一
、
八
木
書
店

『
江
戸
吉
原
叢
刊 

第
七
巻
』
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編 

二
〇
一
一
、
八
木
書
店

『
燕
石
十
種　

第
四
巻
』
森
銑
三
・
野
間
光
辰
・
朝
倉
治
彦
監
修 

一
九
七
九
、
中
央
公
論
社

『
御
触
書
寛
保
集
成
』
高
柳
眞
三
・
石
井
良
助
編 

一
九
五
八
、
岩
波
書
店

『
享
保
末
期　

吉
原
細
見
集
』
花
咲
一
男
編 

一
九
七
六
、
近
世
風
俗
研
究
会

『
近
世
法
制
史
料
叢
書　

第
一
』
石
井
良
助
編 

一
九
五
九
、
創
文
社

『
洒
落
本
大
成　

第
二
巻
』
洒
落
本
大
成
編
集
委
員
会
編 

一
九
七
八
、
中
央
公
論
新
社

『
洒
落
本
大
成　

第
二
一
巻
』
洒
落
本
大
成
編
集
委
員
会
編 

一
九
八
四
、
中
央
公
論
新
社

『
新
群
書
類
従　

第
七
』
国
書
刊
行
会
編 

一
九
〇
六
、
国
書
刊
行
会

『
随
筆
百
花
苑　

第
十
二
巻
』
森
銑
三
・
野
間
光
辰
・
中
村
幸
彦
・
朝
倉
治
編 

一
九
八
四
、
中
央
公
論
社

『
撰
要
類
集　

第
三
』
辻
達
也 
一
九
七
九
、
続
群
書
類
従
完
成
会

『
遊
女
評
判
記
集
』（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部 

第
11
巻
）
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
編
集
委
員
会
編 

一
九
七
三
、
八
木
書
店

『
遊
女
評
判
記
集
（
下
）』（
近
世
文
学
資
料
類
従　

仮
名
草
子
編
36
）
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編 

一
九
七
九
、
勉
誠
社

『
吉
原
遊
女
評
判
記
細
見
』
八
木
敬
一
編 

一
九
七
五
、
近
世
風
俗
研
究
会

謝
辞
：
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
１
７
Ｊ
０
５
６
３
０
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。



一
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六

【
表
】
吉
原
を
対
象
と
し
た
天
和
～
宝
暦
期
の
評
判
物
一
覧

N
o.

和
暦

西
暦

分
類

形
態

冊
史

料
名

作
者

板
元

詳
細

1
天

和
3

年
1683

初
夏

評
判

中
本

1
吉

原
大

豆
俵

評
判

不
申

共
御

推
氏

（
都

鳥
）

写
本

の
み

で
伝

存

2
天

和
3

年
1683

評
判

中
本

1
吉

原
鑑

ヶ
池

（
3

）
天

和
3

年
頃

1683
不

明
つ

ぼ
ね

開
山

記
『

吉
原

人
た

ば
ね

』
等

に
予

告

（
4

）
天

和
3

年
頃

1683
不

明
さ

ん
茶

た
い

な
い

さ
が

し
『

吉
原

あ
く

た
川

』
等

に
予

告

（
5

）
天

和
3

年
頃

1683
不

明
局

総
ま

く
り

『
吉

原
大

豆
俵

評
判

』
に

予
告

（
6

）
天

和
3

年
頃

1683
不

明
吉

原
ふ

せ
石

『
吉

原
大

豆
俵

評
判

』
に

予
告

（
7

）
天

和
3

年
頃

1683
不

明
都

鳥
昔

語
『

吉
原

大
豆

俵
評

判
』

に
予

告

8
〔

貞
享

3
年

〕
〔

1686〕
〔

4月
〕

評
判

小
本

2
吉

原
酒

て
ん

ど
う

じ
作

者
未

詳
、

浅
草

住
不

長
徳

序
、

石
川

流
宣

画
カ

9
貞

享
4

年
1687

評
判

大
本

1
吉

原
源

氏
五

十
四

君
四

国
太

郎
（

宝
井

其
角

）
作

、
菱

川
師

宣
画

写
本

の
み

で
伝

存

（
10）

貞
享

4
年

1687
不

明
山

茶
東

雲
伝

存
不

明

11
元

禄
3

年
1690

6
月

中
旬

評
判

・
細

見
小

本
1

新
改

さ
い

け
ん

名
寄

評
判

冨
長

可
栄

軒
通

油
町

佐
藤

四
郎

右
衛

門
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（

12）
元

禄
3

年
1690

不
明

小
本

5
金

剛
砂

（
 吉

ハ
ら

こ
ん

か
う

せ
う

）

『
新

改
さ

い
け

ん
名

名
寄

評
判

』
に

予
告

13
元

禄
3

年
1690

評
判

小
本

5
吉

原
不

残
記

〔
石

川
流

宣
カ

〕
下

巻
の

写
本

の
み

伝
存

（
14）

元
禄

4
年

1691
評

判
新

吉
原

幕
揃

延
宝

9
年

『
吉

原
あ

く
た

川
』

の
改

題

（
15）

元
禄

7
年

1694
評

判
半

紙本
6

吉
原

草
摺

引
〔

鈴
木

武
平

〕
〔

本
町

一
丁

目
太

右
衛

門
店

平
三

郎
編

、
通

油
町

吉
兵

衛
店

甚
九

郎
彫

〕

16
〔

元
禄

7
年

〕
〔

1694〕
評

判
大

本
1

吉
原

水
鏡

〔
鈴

木
武

平
〕

『
吉

原
草

摺
引

』
巻

一
の

写
本

17
宝

永
6

年
1709

春
評

判
横

本
5

吉
原

大
黒

舞
〔

石
川

〕
流

宣
江

都
普

林
、

松
野

宇
右

衛
門

、
秩

父
屋

吉
兵

術
、

相
模

屋
太

兵
衛

写
本

の
み

で
伝

存

（
18）

宝
永

6
年

1709
不

明
吉

原
鳥

追
『

吉
原

大
黒

舞
』

に
予

告

19
正

徳
2

年
1712

評
判

小
本

5
吉

原
七

福
神

武
州

豊
嶋

郡
真

土
山

住
鶯

躍
軒

 
〔

石
川

流
宣

〕

早
印

本

20
正

徳
2

年
1712

5
月

中
夏

評
判

横
本

5
吉

原
大

評
判

ゑ
に

し
染

長
養

軒
、

通
遊

軒
、

如
柳

堂
野

田
太

兵
衛



一
七
八

21
正

徳
3

年
1713

春
評

判
小

本
5

吉
原

七
福

神
武

州
豊

嶋
郡

真
土

山
住

鶯
躍

軒
 

〔
石

川
流

宣
〕

後
印

本

22
享

保
5

年
1720

正
月

評
判

横
本

6
吉

原
丸

鑑
武

州
真

土
山

隠
士

蝶
郎

江
戸

日
本

橋
南

三
町

目
戸

蔵
屋

喜
兵

衛

（
23）

享
保

5
年

1720
不

明
地

ま
は

り
末

者
日

記

24
享

保
20年

1735
正

月
評

判
横

本
1

吉
原

遊
女

評
判

志
家

位
名

見
画

工
近

藤
助

五
郎

清
春

筆

25
〔

享
保

21年
〕

〔
1736〕

評
判

横
本

1
吉

原
評

判
開

産
記

〔
画

工
近

藤
助

五
郎

清
春

筆
〕

26
元

文
2

年
1737

評
判

小
本

2
吉

原
源

氏
六

十
帖

評
判

原
雀

人
形

町
平

野
小

八
、

浅
草

御
堂

前
辻

村
五

兵
衛

合
刻

（
27）

元
文

2
年

頃
1737

不
明

5
吉

原
三

千
と

せ
桃

28
宝

暦
4

年
1754

初
春

評
判

小
本

1
〔

さ
ん

ち
や

大
評

判
〕

吉
原

出
世

鑑
五

橋
菴

北
花

置
鶴

浅
艸

観
音

御
地

内
本

屋
吉

重
郎

29
宝

暦
4

年
1754

弥
生日

評
判

小
本

3
吉

原
評

判
交

代
盤

栄
記

〔
廓

靏
堂

〕
楽

水
カ

小
伝

馬
町

二
丁

目
大

和
屋

長
兵

衛

30
宝

暦
5

年
1755

正
月

評
判

小
本

2
吉

原
評

判
都

登
里

〔
廓

靏
堂

楽
水

カ
〕

『
交

代
繁

栄
記

』
改

題

・
N

o.に
（

　
）

が
付

さ
れ

て
い

る
も

の
（

網
掛

の
行

）
は

現
在

伝
存

せ
ず

、
評

判
物

で
あ

る
か

否
か

明
確

で
な

い
も

の
・〔

　
〕

内
は

推
測

及
び

作
成

者
補

足
・

太
字

の
も

の
は

論
文

内
で

言
及

し
た

も
の


