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遊女評判記の書き手と読み手
――延宝期前後の吉原物を主として

Authors and Readers of Yujo hyoban-ki （prostitute reputation books）:  
Yujo hyoban-ki for Yoshiwara （red-light district in Edo）  

around the 1660s to 1680s

髙木まどか
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〈Abstract〉
　Yujo hyoban-ki （prostitute reputation books） generally refer to books 
written in the Edo period, which have an introduction to Yukaku （red-light 
district） and mainly assess the appearance, temperament and entertainment 
skill of the courtesans. The Yujo hyoban-ki are guidebooks for male patrons 
who enjoy Yukaku. These guidebooks could be considered the predeces-
sors of “Yoshiwara Saiken” known as guidebooks on Yoshiwara （red-light 
district in Edo）. However, the role of a guidebook is only one aspect of 
Yujo hyoban-ki. In fact, Yujo hyoban-ki contain many miscellaneous items 
including not only guidance for readers but also descriptions written for 
the authors’ enjoyment, prostitutes, and the authors’ friends, among other 
possible audiences. From the contents, we can infer that the male patrons 
and the prostitutes around the authors were probably involved when the 
authors wrote Yujo hyoban-ki. That is, Yujo hyoban-ki were interactive 
books in which the readers participated and not just books unilaterally 
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created by the writers. Although at first glance, Yujo hyoban-ki appear 
to contain numerous insignificant anecdotes, those anecdotes are valuable 
records that convey the actual situation of the authors, male patrons and 
prostitutes in the Yukaku during the Edo period.
　However, Yujo hyoban-ki were often underestimated as “vulgar material 
without historical value” and have not been evaluated in previous research 
from the perspective of their contributions. In this paper, I evaluate the 
usefulness of the Yujo hyoban-ki as historical materials by clarifying the 
relationships among the authors, prostitutes and male patrons in the 
Yukaku based on the descriptions in Yujo hyoban-ki. For this purpose, I 
will use Yujo hyoban-ki for Yoshiwara around the 1660s to the 1680s, 
which contain numerous miscellaneous descriptions, as the primary his-
torical materials.
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遊
女
評
判
記
と
は
一
般
的
に
、
遊
里
の
案
内
、
及
び
主
と
し

て
高
級
遊
女
の
容
色
・
気
質
・
才
芸
な
ど
の
評
を
記
し
た
江
戸

時
代
に
お
け
る
書
を
指
す（
一
）。
す
な
わ
ち
遊
廓
で
遊
ぶ
客
の
た

め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
り
、
吉
原
案
内
と
し
て
知
ら
れ
る

「
吉
原
細
見
」
の
前
身
と
も
言
え
る
。
客
が
遊
女
評
判
記
を
携
え

廓
に
足
を
運
ん
だ
様
子
は
史
料
に
も
み
え（
二
）、
ま
た
こ
う
し
た

案
内
は
宣
伝
と
し
て
の
意
味
も
兼
ね
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る（
三
）。

　

し
か
し
こ
う
し
た
遊
女
評
判
記
に
関
す
る
一
般
的
な
説
明
は
、

あ
く
ま
で
遊
女
評
判
記
の
一
側
面
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
事
実

遊
女
評
判
記
に
は
、
案
内
記
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
雑
多
な
内

容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
頃

の
遊
女
評
判
記
『
吉
原
讃
嘲
記
時
之
太
鼓
』
の
作
者
「
吹
上
氏

か
わ
ず
の
す
け
安
方
」
は
、
同
書
を
客
の
案
内
を
す
る
「
太
鼓

も
ち
」
の
代
わ
り
に
な
る
草
子
と
し
て
刊
行
し
た
と
述
べ
る

が（
四
）、
そ
こ
に
は
案
内
の
助
け
に
な
る
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い

よ
う
な
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
最
た
る
例
は
、
吉
原
角
丁

権
左
衛
門
内
の
遊
女
「
み
は
る
」
評
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
話

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
み
は
る
」
は
ま
だ
若
い
な
が
ら
気
高
く

美
し
い
遊
女
で
あ
っ
た
が
、
作
者
吹
上
氏
は
あ
る
時
こ
の
「
み

は
る
」
の
道
中
姿
に
一
目
惚
れ
し
、
す
ぐ
さ
ま
遊
女
の
目
付
役

で
あ
る
遣
手
に
「
み
は
る
」
の
暇
を
尋
ね
た
。
今
月
中
に
は
会

え
な
い
と
言
わ
れ
た
が
、
作
者
は
「
今
夜
も
し
客
が
早
く
帰
れ

ば
言
葉
が
交
わ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
諦
め
き
れ
ず
に
夜
を

更
か
し
、
待
ち
く
た
び
れ
て
見
世
の
格
子
の
際
で
伏
せ
て
い
た
。

す
る
と
そ
れ
を
辻
番
に
盗
人
と
間
違
わ
れ
、
鉄
棒
で
散
々
に
叩

か
れ
て
「
ち
め
だ
ま
」（
血
目
玉
）
を
回
し
た
と
い
う（
五
）。
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も
し
同
書
が
真
に
案
内
を
目
的
と
し
て
著
さ
れ
た
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
話
中
で
必
要
な
情
報
は
「
み
は
る
」
が
予
約
で
埋

ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
後
半
は
「
案

内
記
」
と
し
て
は
蛇
足
で
あ
ろ
う
が
、
小
野
晋
に
よ
る
と
、
こ

う
し
た
記
述
は
「
自
分
が
如
何
に
通
り
者
で
あ
る
か
を
む
し
ろ

ほ
こ
っ
て
い
る
」、
つ
ま
り
作
者
の
「
通
り
者
」
自
慢
で
あ
る
と

い
う
。
す
な
わ
ち
如
何
に
作
者
が
廓
に
精
通
し
て
い
る
か
を
得

意
が
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
者
が
嘲
笑
を
買

う
こ
と
な
ど
別
段
意
に
介
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う（
六
）。
ま

た
「
通
り
者
」
を
自
認
す
る
作
者
た
ち
の
関
心
は
他
の
客
に
も

向
か
っ
て
い
た
と
み
え
、
遊
女
を
批
評
す
る
記
述
中
に
は
多
々

作
者
以
外
の
客
の
行
状
も
、
事
細
か
に
挙
げ
つ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
記
述
は
一
見
取
る
に
足
ら
な
い
小
話
の
よ
う
で
も
あ

る
が
、
遊
廓
に
お
け
る
作
者
や
客
の
実
態
を
知
る
た
め
に
は
貴

重
な
記
録
で
あ
る
。

　

遊
女
評
判
記
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
場
合
、
井
原
西
鶴
以
降
の

文
学
の
発
生
と
ど
う
関
わ
っ
た
か
と
い
う
文
脈
の
中
で
検
討
が

重
ね
ら
れ
て
き
た（
七
）。
し
た
が
っ
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て
遊

女
評
判
記
そ
の
も
の
を
積
極
的
に
評
価
す
る
視
点
は
乏
し
い
。

肯
定
的
に
述
べ
ら
れ
る
点
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
時

の
現
実
に
照
準
を
向
け
た
史
料
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
次
は
小
野
が
遊
女
評
判
記
の
性
格
を
批
評
し
た
一

文
で
あ
る
。

そ
れ
は
正
し
い
意
味
に
お
け
る
伝
記
文
学
で
も
な
け
れ
ば
、

人
物
批
評
と
も
称
し
難
い
低
俗
専
一
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
当
代
人
に
と
っ
て
最
も
興
味
の
対
象
で
あ
り
、
憧
憬

渇
仰
の
的
で
あ
っ
た
遊
女
の
内
情
の
報
告
は
、
人
々
を
喜
ば

せ
た
に
相
違
な
く
、
作
者
も
読
者
も
そ
れ
に
満
足
し
、
決
し

て
文
芸
的
な
高
い
も
の
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

従
っ
て
述
作
の
目
的
は
、
迎
合
的
煽
情
的
な
興
味
本
位
の
も

の
が
多
く
、
こ
れ
が
こ
の
種（

マ
マ
）評
判
記
の
救
い
難
い
性
格
を
形

作
っ
て
い
た
。
か
く
て
評
判
記
は
、
対
象
を
現
実
に
と
り
そ

れ
を
写
実
的
に
描
い
て
、
そ
こ
に
批
判
的
精
神
を
働
か
せ
得

る
新
し
い
分
野
を
開
き
な
が
ら
も
、
作
そ
の
も
の
の
目
的
や

作
家
精
神
の
低
劣
さ
か
ら
、
遂
に
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
止
ま

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
評
判
記
は
、
多

く
当
時
に
あ
っ
て
も
第
三
流
の
低
俗
な
雑
書
と
言
っ
て
よ

か
っ
た
。（
傍
線
引
用
者（
八
））



－84（5）－

　

遊
女
評
判
記
に
は
遊
女
の
批
評
を
主
と
す
る
遊
女
評
判
記

（
以
下
「
評
判
物
」）
と
客
や
遊
女
に
対
し
遊
興
の
手
管
を
伝
授

す
る
諸
分
秘
伝
物
（
以
下
「
秘
伝
物
」）
や
案
内
記
が
あ
っ
た

が
、
こ
こ
で
小
野
が
述
べ
て
い
る
の
は
遊
女
の
批
評
を
主
と
し

た
評
判
物
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
結
論
と
し
て
は
「
低
俗
な
雑

書
」
で
あ
る
も
の
の
、
小
野
は
評
判
物
の
文
芸
性
が
希
薄
な
理

由
を
、
あ
く
ま
で
そ
の
時
の
遊
女
を
著
し
、
今
ま
さ
に
遊
女
を

買
わ
ん
と
す
る
「
当
代
人
」
を
喜
ば
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
に
見
出
し
て
い
る
。
中
野
三
敏
は
こ
う
し
た
特
徴
を

「
当
代
性
」
と
呼
び
、
評
判
物
が
当
時
の
現
実
に
照
準
を
向
け
た

史
料
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
九
）。

　
「
当
代
性
」
と
い
う
性
質
は
、
そ
の
時
々
の
遊
女
を
対
象
と
す

る
評
判
物
に
と
っ
て
は
非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
同
じ
く

遊
女
評
判
記
に
括
ら
れ
る
秘
伝
物
も
「
当
代
性
」
は
持
と
う
が
、

秘
伝
物
の
中
に
は
過
去
あ
る
い
は
他
地
域
で
発
行
さ
れ
た
書
を

改
題
再
板
す
る
よ
う
な
も
の
が
少
な
く
な
い
。
す
な
わ
ち
秘
伝

物
は
そ
の
時
々
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
汎
用
性
の
高
い
書
で
あ
っ

た
こ
と
が
指
摘
で
き
る（
一
〇
）。
対
し
て
評
判
物
は
、
時
間
が

た
っ
て
し
ま
え
ば
本
来
の
意
味
を
失
う
、
足
の
早
い
類
の
書
で

あ
る
。
本
稿
の
目
的
の
一
つ
は
、
こ
の
評
判
物
の
「
当
代
性
」

と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
時
し
か
意
味
を
も
た
な
い
性
格
を
、
遊

廓
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　

筆
者
は
既
に
中
野
の
言
う
「
当
代
性
」
に
注
目
し
、「
正
確
に

言
え
ば
そ
れ
は
男
性
に
と
っ
て
の
遊
郭
の
現
実
を
語
る
史
料
」

で
あ
り
、「
遊
女
評
判
記
は
あ
く
ま
で
も
男
性
に
よ
っ
て
書
か

れ
、
か
つ
基
本
的
に
は
読
者
で
あ
る
男
性
に
向
け
て
書
か
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
「
当
代
」
の
男
性

た
ち
か
ら
み
た
、「
当
代
」
の
男
性
た
ち
が
納
得
の
で
き
る
遊
郭

の
作
法
や
遊
女
の
姿
で
あ
る
と
言
え
る
」
と
の
見
解
を
述
べ

た（
一
一
）。
し
か
し
今
一
度
遊
女
評
判
記
の
テ
キ
ス
ト
に
立
ち
返

れ
ば
、
そ
こ
に
は
単
に
読
者
に
向
け
る
の
み
な
ら
ず
、
先
に
挙

げ
た
よ
う
な
作
者
自
身
が
楽
し
む
た
め
の
記
述
は
勿
論
、
遊
女

へ
の
語
り
か
け
や
、
作
者
の
仲
間
内
に
向
け
た
と
思
し
き
記
述

も
散
見
さ
れ
る
。
更
に
言
え
ば
、
そ
こ
か
ら
は
、
評
判
記
の
作

成
に
周
囲
の
客
や
遊
女
も
口
を
出
し
た
様
子
が
垣
間
見
え
る
。

す
な
わ
ち
評
判
記
は
一
方
的
に
書
き
手
が
提
供
す
る
書
物
で
は

な
く
、
い
わ
ば
読
み
手
も
参
加
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
改
め
て
遊
女
評
判
記
が
ど
の
よ

う
な
経
緯
で
書
か
れ
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
の
か
、
す
な
わ
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ち
遊
女
評
判
記
は
誰
に
と
っ
て
「
当
代
性
」
を
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
れ
に
当
た

り
、
本
稿
で
は
遊
女
評
判
記
を
め
ぐ
り
、
作
者
・
周
囲
の
客
・

遊
女
が
ど
う
関
わ
っ
た
か
に
注
目
す
る
。
ま
た
遊
女
評
判
記
に

は
先
述
の
と
お
り
遊
女
の
批
評
を
主
と
す
る
評
判
物
や
手
管
を

記
す
秘
伝
物
そ
の
他
が
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
作
者
自
身
や
そ

の
周
囲
に
つ
い
て
の
言
及
を
多
く
含
む
吉
原
を
対
象
と
し
た
延

宝
期
前
後
の
評
判
物
を
主
な
史
料
に
据
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
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
当
た
る
漢
字
を
〔　

〕
で
括

り
ル
ビ
と
し
て
付
す
等
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
。

第
一
章
　
遊
女
評
判
記
の
変
遷
と
延
宝
期
の
特
色

第
一
節
　
遊
女
評
判
記
の
変
遷

　

延
宝
記
前
後
の
遊
女
評
判
記
を
論
じ
る
前
に
、
小
野
の
論
考

「
近
世
遊
女
評
判
記
の
性
格
」（
一
二
）お
よ
び
中
野
の
論
考
「
遊
女

評
判
記
と
遊
里
案
内
」（
一
三
）に
依
拠
し
つ
つ
、
他
の
論
考
も
参
照

し
な
が
ら
近
世
に
お
け
る
遊
女
評
判
記
及
び
そ
の
作
者
の
変
遷

に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

　

遊
女
評
判
記
は
仮
名
草
子
の
一
種
で
あ
る
と
分
類
さ
れ
て
い

る
が
、
小
野
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
「
草
子
」
の
作
者
の
多
く

は
名
を
現
わ
さ
ず
、
署
名
し
て
い
て
も
戯
号
に
過
ぎ
な
い
こ
と

が
多
い
と
い
う
。
こ
れ
は
遊
女
評
判
記
の
作
者
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
が
、
稀
に
み
え
る
本
名
の
記
述
や
作
者
自
身
の
独
白

お
よ
び
そ
の
戯
号
の
意
味
合
い
等
か
ら
、
遊
女
評
判
記
の
作
者

は
概
ね
遊
廓
内
に
住
む
関
係
者
（
楼
主
や
下
男
等
）、
ま
た
は
遊

廓
に
精
通
し
た
客
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
一
四
）。

　

但
し
一
口
に
客
と
い
っ
て
も
、
そ
の
身
分
は
幅
広
く
、
ま
た

推
移
も
あ
る
。
寛
永
年
間
ま
で
は
市
井
の
人
か
ら
遊
女
評
判
記

の
作
者
を
出
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、『
露
殿
物
語
』

（
元
和
末

－

寛
永
初
年
頃
／
元
吉
原（
一
五
））
や
『
四
十
二
の
み
め

あ
ら
そ
ひ
』（
元
和
四

－

寛
永
三
年
頃（
一
六
）／
元
吉
原
）
な
ど
、

初
期
に
は
貴
族
趣
味
の
横
溢
し
た
も
の
が
多
く
み
え
る
。
ま
た

遊
女
評
判
記
の
出
版
に
つ
い
て
論
じ
た
柏
崎
順
子
は
、『
高
屛
風

く
だ
も
の
が
た
り
』
の
著
者
に
つ
い
て
、
大
名
ク
ラ
ス
の
人
間

や
分
限
者
等
の
上
層
の
人
間
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い

る（
一
七
）。
寛
永
以
降
に
な
る
と
、
京
都
島
原
遊
廓
に
お
け
る
有
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力
な
楼
主
で
あ
っ
た
奥
村
三
四
郎
の
作
と
言
わ
れ
る
『
秘
伝
書
』

（
明
暦
以
前
成
立
／
島
原
）
や
『
こ
そ
ぐ
り
草
』（
承
応
二
年
／

島
原
）
な
ど
、
上
方
を
中
心
と
し
て
、
楼
主
が
遊
女
に
対
し
て

客
の
扱
い
、
す
な
わ
ち
「
諸
分
」
を
説
く
諸
分
物
も
登
場
す
る
。

ま
た
遊
女
評
判
記
の
作
者
に
は
全
体
を
通
し
て
遊
興
の
果
て
に

破
産
・
勘
当
さ
れ
た
身
で
あ
る
と
自
称
す
る
作
者
が
し
ば
し
ば

み
え
る
が
、
初
期
に
は
富
裕
な
町
人
の
家
督
に
生
ま
れ
な
が
ら

遊
興
に
よ
っ
て
破
産
し
て
も
な
お
「
色
道
の
開
祖
」
を
志
し
た

藤
本
箕
山（
一
八
）等
、
生
ま
れ
も
よ
く
教
養
も
あ
り
な
が
ら
身
を

崩
し
た
と
思
し
き
作
者
が
み
え
る（
一
九
）。

　

し
か
し
そ
の
後
、
新
興
町
人
等
の
台
頭
と
安
価
な
遊
女
の
登

場
に
よ
っ
て
主
要
な
客
が
大
名
等
か
ら
町
人
へ
と
推
移
し
、
遊

女
評
判
記
の
作
者
も
、
町
人
、
板
元
や
絵
師
、
浪
人
・
坊
主
等

の
手
に
移
っ
て
い
く
。
ま
た
明
暦
頃
ま
で
は
上
方
を
対
象
と
す

る
も
の
が
多
く
を
占
め
た
が
、
万
治
（
一
六
五
八-

六
一
）
以

降
、
寛
文
（
一
六
六
一-

七
三
）
頃
か
ら
吉
原
を
対
象
と
す
る

吉
原
物
の
出
版
が
本
格
化
す
る
。
そ
れ
で
も
遊
興
の
手
管
を
説

く
諸
分
物
に
つ
い
て
は
以
降
も
多
く
が
上
方
の
作
者
の
手
に

依
っ
た
が
、
遊
女
の
評
判
を
主
と
す
る
評
判
物
や
そ
の
他
に
つ

い
て
は
、
吉
原
物
が
そ
の
殆
ど
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の

吉
原
物
の
隆
盛
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
暉
峻
康
隆
は
吉
原
に
お

け
る
安
価
な
散
茶
女
郎
の
登
場
を
挙
げ
て
い
る（
二
〇
）。
そ
し
て

寛
文
期
以
降
の
評
判
記
の
盛
行
は
「
職
業
的
作
者
」（
二
一
）、
す
な

わ
ち
評
判
記
で
糊
口
を
凌
ご
う
と
す
る
作
者
の
発
生
を
促
し
た

と
み
え
、
延
宝
期
（
一
六
七
三-

八
一
）
に
は
、
客
寄
せ
の
意

図
を
も
っ
て
特
定
の
店
の
遊
女
を
贔
屓
す
る
よ
う
な
評
判
物
が

み
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
延
宝
の
作
風
は
天
和
・
貞

享
（
一
六
八
一-

八
八
）
に
も
引
き
続
き
み
ら
れ
る
も
の
の
、
元

禄
（
一
六
八
八-

一
七
〇
四
）
以
後
の
評
判
物
は
内
容
的
に
も
量

的
に
も
次
第
に
痩
せ
細
っ
て
い
き
、
具
体
的
な
記
述
は
浮
世
草

子
・
洒
落
本
に
譲
ら
れ
て
い
く
。
管
見
の
限
り
で
も
、
特
に
宝

永
・
正
徳
（
一
七
〇
四-

一
六
）
以
降
の
評
判
物（
二
二
）は
遊
女
を

批
評
す
る
も
の
の
画
一
的
な
賞
賛
が
多
く
を
占
め
て
お
り
、
内

情
の
暴
露
や
批
判
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
評

判
物
は
宝
暦
五
年
（
一
七
五
六
）『
吉
原
評
判
都
登
里
』（『
交
代

繁
栄
記
』
改
題
）
を
区
切
り
と
し
、
以
後
遊
女
評
判
記
は
、
洒

落
本
・
細
見
・
名
寄
せ
に
形
を
変
え
た
。

　

野
間
光
辰
は
、
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
』
ま
で
を
含
む
、

約
二
百
十
一
種
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が（
二
三
）、
小
野
は
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井
原
西
鶴
が
登
場
し
た
天
和
・
貞
享
の
頃
ま
で
に
全
約
二
〇
〇

種
中
約
一
五
〇
種
が
現
れ
て
お
り
、
遊
女
評
判
記
を
寛
永
～
宝

暦
の
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
前
半
の
期
間
に
殆
ど
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
二
四
）。
中
野
も
西
鶴
の
登
場
を

画
期
と
し
、
西
鶴
以
前
の
遊
女
評
判
記
を
「
初
期
評
判
記
」、
以

降
を
「
後
期
評
判
記
」
と
区
別
し
て
い
る（
二
五
）。

　

ま
た
吉
原
物
の
出
版
が
寛
文
の
頃
か
ら
本
格
化
し
た
こ
と
、

そ
れ
に
散
茶
女
郎
の
登
場
が
関
係
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に

は
既
に
触
れ
た
が
、
更
に
言
え
ば
、
吉
原
で
は
高
級
遊
女
で
あ

る
太
夫
、
そ
れ
に
次
ぐ
格
子
女
郎
の
遊
び
場
で
あ
る
揚
屋
が
、

寛
文
の
後
、
延
宝
か
ら
天
和
の
頃
に
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
加

え
て
、
遊
女
評
判
記
が
衰
退
し
た
宝
暦
頃
に
は
、
太
夫
も
揚
屋

も
消
滅
し
た（
二
六
）。
つ
ま
り
評
判
記
の
隆
盛
は
、
吉
原
の
隆
盛

と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し

た
吉
原
の
盛
衰
や
浮
世
草
子
・
洒
落
本
の
登
場
の
他
、
出
版
統

制
も
遊
女
評
判
記
の
衰
退
に
関
わ
っ
た
こ
と
は
宮
本
由
紀
子
が

指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る（
二
七
）。

第
二
節
　
延
宝
期
評
判
物
の
特
色
と
評
価

　

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
の
主
眼
と
な
る
延
宝
期
前
後
の
評
判

物
の
作
者
と
性
格
、
及
び
そ
れ
ら
に
対
す
る
先
行
研
究
の
見
解

に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

　

次
に
引
用
す
る
の
は
、
延
宝
期
の
作
者
の
性
格
を
示
す
も
の

と
し
て
著
名
な
『
長
崎
土
産
』（
延
宝
九
年
〔
一
六
八
一
〕）
の

一
節
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
頃
の
評
判
物
が
単
に
筆
の
す
さ

び
と
し
て
著
さ
れ
た
書
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
も

の
で
あ
る
。

我
も
人
も
似に

た
る
事
に
て
。
は
ぎ
と
ら
れ
た
る
も
の
。
上
方

に
も
多お

ほ

し
。
然
ど
も
今
に
こ
り
た
る
い
ろ
な
く
。
此
道
の
批ひ

書し
よ

な
ど
云
て
板は
ん

行か
う

し
つ
ゝ
。
自じ

力り
き

な
け
れ
ば
。
物
持
の
若
人

共
を
そ
こ
の
か
し
。
太た

い

鼓こ

と
も
買か
い

手て

共
わ
か
ち
な
く
。
さ
ま

よ
ひ
あ
り
く
も
の
多お

ほ

し
。
女
郎
屋
も
揚あ
げ

屋や

も
。
曲く
る

輪わ

の
内
に

の
ぞ
く
事
も
。
い
や
に
お
も
ひ
侍
る
を
。
つ
よ
く
あ
た
り
て

ハ
、
何
ぞ
。
そ〔

然
無
〕

て
な
き
わ
る
口
を
板は
ん

行か
う

さ
れ
ん
も
お
そ
ろ
し
。

且か
つ

ハ
そ
め
き
〔
ぞ
め
き
。
遊
郭
を
ひ
や
か
し
て
浮
か
れ
歩
く

人
〕
の
。
若わ

か

い
衆し
ゆ

と
も
な
ふ
人
な
れ
ハ
ゆ
る
す
べ
し
と
て
皆
。

様
々
と
云
て
。
し
ら
ず
か
ほ
に
て
や
ミ
ぬ
。（
二
八
）

　

こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。『
長
崎
土
産
』
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を
書
く
自
分
も
そ
う
で
あ
る
が
、
遊
廓
で
遊
び
金
銭
を
剥
ぎ
取

ら
れ
た
者
が
上
方
に
も
多
い
。
し
か
し
懲
り
ず
に
評
判
物
（「
批

書
」）
を
板
行
し
、
自
ら
遊
女
を
買
う
金
は
な
い
か
ら
物
持
ち
の

若
人
を
そ
そ
の
か
し
て
取
巻
き
と
な
り
、
太
鼓
持
と
も
客
と
も

わ
か
ら
ず
遊
廓
内
を
彷
徨
い
歩
く
。
遊
女
屋
も
揚
屋
も
内
情
を

覗
か
れ
る
の
は
嫌
だ
が
、
強
く
あ
た
っ
て
遊
女
評
判
記
に
悪
口

を
書
か
れ
て
も
困
る
か
ら
、
或
い
は
ぞ
め
き
（
ひ
や
か
し
）
で

来
た
よ
う
な
若
い
人
を
伴
っ
て
登
楼
し
て
く
れ
る
人
と
で
あ
る

か
ら
許
そ
う
等
と
い
っ
て
、
皆
し
ら
な
い
顔
を
す
る
と
い
う
。

延
宝
以
前
に
こ
の
よ
う
な
作
者
が
全
く
い
な
か
っ
た
訳
で
は
な
か

ろ
う
が
、
延
宝
期
の
評
判
物
に
は
こ
う
い
っ
た
作
者
の
性
格
が
露

骨
に
顕
れ
て
い
る
こ
と
を
、
小
野
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

こ
う
し
た
〔
前
掲
『
長
崎
土
産
』
に
み
え
る
よ
う
な
〕
作
者

は
、
次
第
に
売
文
者
流
に
堕
し
て
、『
吉
原
人
た
ば
ね
』（
延

宝
八
年
刊
）
の
作
者
今
宮
烏
や
『
吉
原
あ
く
た
川
名
寄
』
の

都
鳥
の
如
き
は
、
作
中
に
た
び
た
び
名
を
表
わ
し
、
書
肆
は

ま
た
近
刊
予
告
を
し
ば
し
ば
掲
げ
て
売
ら
ん
か
な
の
気
勢
を

示
し
た
。
そ
の
執
筆
態
度
は
、
油
虫
朝
臣
濡
高
氏
勘
太
郎
・

頓
敵
朝
臣
ふ
く
べ
氏
十
太
郎
（『
吉
原
失
墜
』）
や
玉
門
寺
隠

居
（
天
和
元
年
刊
『
吉
原
三
茶
三
幅
一
対
』）
な
ど
の
戯
号
に

徴
し
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ふ
ざ
け
た
も
の
が
多
く
、
中

に
は
自
分
の
温
情
を
蒙
っ
た
轡
や
遊
女
や
或
い
は
知
人
の
た

め
に
筆
を
曲
げ
る
よ
う
な
不
純
な
態
度
も
あ
っ
て
、
本
来
客

観
的
に
月
旦
品
評
す
べ
き
評
判
記
が
著
し
く
恣
意
的
に
な
り
、

露
骨
な
主
観
の
好
悪
に
よ
っ
て
無
責
任
な
評
語
を
下
し
、
内

証
を
あ
ば
き
悪
罵
を
放
ち
、
お
茶

0

0

〔
遊
里
で
男
女
の
交
合
や

女
陰
を
い
う
〕
の
よ
し
あ
し
に
ま
で
筆
が
及
ぶ
よ
う
な
こ
と

が
少
く
な
か
っ
た
。〔
傍
点
マ
マ（
二
九
）〕

　

こ
こ
で
『
吉
原
人
た
ば
ね
』
の
著
者
と
し
て
名
の
挙
げ
ら
れ

て
い
る
今
宮
烏
は
、
か
つ
て
遊
女
の
心
中
の
介
錯
人
な
ど
を
経

験
し
た
妓
夫
で
あ
っ
た
ら
し
い（
三
〇
）。
そ
の
著
作
を
み
る
限
り
、

今
宮
烏
は
『
吉
原
あ
く
た
川
名
寄
』
の
作
者
都
鳥
と
師
弟
的
な

関
係
に
あ
っ
た
。
都
鳥
は
後
に
み
る
通
り
浪
人
で
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
が
、
数
多
く
の
評
判
物
を
残
し
た
著
名
な
職
業
的
作

者
で
あ
る
。
今
宮
烏
は
吉
原
で
働
く
内
に
都
鳥
と
懇
意
に
な
り
、

遊
女
を
買
っ
て
批
評
す
る
立
場
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か（
三
一
）。

ま
た
都
鳥
自
身
も
、『
長
崎
土
産
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う

に
、
物
持
ち
の
若
人
、
い
わ
ゆ
る
大
尽
客
（
遊
里
で
大
金
を
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使
っ
て
豪
遊
す
る
客
）
の
取
巻
き
か
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で

頻
出
す
る
こ
の
都
鳥
は
、
吉
原
新
町
（
京
町
二
丁
目
）
の
山
本

家
等
と
何
ら
か
の
縁
故
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
山
本
家
の
遊
女
を

贔
屓
す
る
偏
っ
た
批
評
を
な
し
て
い
る（
三
二
）。
ま
た
、
板
木
屋

と
の
関
係
で
筆
を
曲
げ
る
場
合
も
あ
っ
た（
三
三
）。
加
え
て
都
鳥

が
い
く
つ
も
の
変
名
を
用
い
て
お
り
、
別
人
の
作
で
あ
る
か
の

よ
う
に
評
判
物
を
作
成
し
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い

る（
三
四
）。
こ
う
し
た
作
者
ら
の
執
筆
態
度
に
対
す
る
批
判
に
加

え
、
小
野
は
延
宝
期
に
お
け
る
評
判
物
、
中
で
も
吉
原
物
に

「
作
者
の
楽
屋
落
ち
内
証
話
」（
三
五
）が
多
い
と
し
、
延
宝
期
の
評

判
物
を
肯
定
的
に
捉
え
て
は
い
な
い
。

　

野
間
も
延
宝
期
の
評
判
物
に
対
す
る
評
価
は
辛
く
、
職
業
的

作
者
の
多
く
が
「『
帥

〔
す
い
〕が
身
を
喰
ふ
』
摺
り
切
者
」、
す
な
わ
ち

粋
人
と
も
て
は
や
さ
れ
遊
興
に
深
入
り
し
、
身
持
ち
を
崩
し
た

者
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

従
っ
て
評
判
記
は
商
品
と
し
て
売
ら
れ
る
た
め
に
、
又
作
者

の
衣
食
の
資
を
稼
ぐ
た
め
に
、
或
い
は
作
者
の
通
を
ひ
け
ら

か
し
、
馴
染
の
遊
女
・
揚
屋
へ
の
義
理
立
て
の
た
め
に
、
自

然
そ
の
使
命
た
る
批
判
の
公
正
を
期
す
る
と
い
ふ
や
う
な
こ

と
は
、
到
底
望
ま
る
べ
く
も
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
殊
に

延
宝
年
間
に
は
、
論
難
・
返
答
の
評
判
記
が
続
出
し
て
、
そ

の
数
に
乏
し
い
遊
女
評
判
記
年
表
の
空
白
を
埋
め
て
ゐ
る
が
、

そ
れ
ら
は
殊
更
に
論
難
・
攻
撃
を
繰
返
し
て
、
以
て
読
者
を

釣
ら
う
と
す
る
単
な
る
趣
向
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
思
は
れ

る
。（
三
六
）

　

更
に
野
間
は
、
こ
う
し
た
状
況
は
上
方
の
評
判
記
に
も
あ
り
、

西
鶴
が
島
原
の
評
判
記
に
つ
い
て
「
す
い
り
や
う
の
沙
汰
多
く
」

と
批
判
し
た
こ
と
も
指
摘
す
る（
三
七
）。

　

小
野
・
野
間
の
以
上
の
見
解
に
加
え
、
中
野
も
延
宝
期
の
評

判
物
は
「
何
や
ら
版
元
の
お
も
わ
く
迄
が
重
な
り
、
不
純
な
物

が
感
じ
ら
れ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
遊
女
評
判
記
が
先
書
を
批

判
す
る
の
は
常
法
で
あ
る
が
、
寛
文
期
の
評
判
記
が
先
の
評
判

記
に
対
し
賛
辞
ま
た
は
中
正
な
態
度
を
取
る
の
に
対
し
、
延
宝

期
は
先
書
の
批
判
に
終
止
し
て
い
る
こ
と
、
遊
女
評
の
内
容
も
、

寛
文
期
は
遊
女
を
褒
め
る
の
に
対
し
、
延
宝
期
は
遊
女
や
店
の

あ
け
す
け
な
批
判
と
非
難
・
暴
露
に
陥
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い

る（
三
八
）。

　

こ
う
し
た
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
延
宝
期
前
後
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の
評
判
物
は
、
そ
れ
ま
で
の
評
判
物
と
は
隔
た
り
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
遊
女
に
つ
い
て
の
非
難
や
暴
露
が
多
い
こ
と
に
加
え
、

第
二
章
で
も
詳
し
く
み
る
と
お
り
、
懇
意
に
す
る
遊
女
屋
や
遊

女
の
た
め
に
曲
筆
し
た
こ
と
が
明
け
透
け
に
記
さ
れ
て
い
る
故

で
あ
る
。
加
え
て
先
述
の
都
鳥
お
よ
び
そ
の
弟
子
ら
し
い
今
宮

烏
が
著
し
た
評
判
物
に
つ
い
て
言
え
ば
、
小
野
が
「
楽
屋
落
ち

内
証
話
」
と
揶
揄
す
る
よ
う
に
、
仲
間
同
士
の
会
話
と
い
っ
た

内
輪
話
が
そ
の
多
く
を
占
め
て
い
る
。
従
来
の
評
判
物
が
雑
多

な
内
容
を
含
み
つ
つ
も
、
案
内
記
や
遊
女
の
広
告
の
意
味
を

も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
都
鳥
一
派
の
評
判
物
が
そ
の

役
割
を
果
た
し
得
た
か
は
甚
だ
疑
わ
し
い
。

　

し
か
し
こ
れ
ら
の
評
判
物
に
対
す
る
批
判
の
種
の
一
つ
で
あ

る
、「
不
純
」
さ
、
す
な
わ
ち
公
正
・
不
公
正
と
い
う
点
に
つ
い

て
言
え
ば
、
既
に
小
野
が
「
人
物
評
に
は
、
と
か
く
主
観
的
な

好
悪
感
が
伴
い
が
ち
で
あ
り
、〔
略
〕
評
判
記
作
者
の
抱
く
評
価

に
、
客
観
性
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
通

り（
三
九
）、
延
宝
期
に
限
ら
ず
と
も
ま
っ
た
く
客
観
的
な
批
評
な

ど
存
在
し
な
い
。
そ
も
そ
も
一
人
の
作
者
が
す
べ
て
の
遊
女
を

知
る
べ
く
も
な
い
こ
と
は
、
初
期
の
評
判
物
に
お
い
て
も
指
摘

が
あ
る（
四
〇
）。
延
宝
期
前
後
の
評
判
物
は
確
か
に
偏
り
が
際

立
っ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
以
前
の
評
判
物
に
不

公
平
さ
が
な
か
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

偏
り
を
明
け
透
け
に
記
す
延
宝
期
前
後
の
評
判
物
と
、
偏
り
が

あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
を
思
わ
せ
る
記
述
の
な
い
時
期
の
評
判

物
を
比
較
す
れ
ば
、
前
者
の
粗
が
目
に
つ
く
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

更
に
言
え
ば
、
遊
女
評
判
記
の
作
者
・
周
囲
の
客
・
遊
女
が

ど
う
関
わ
っ
た
か
を
探
る
史
料
と
し
て
み
た
場
合
、
む
し
ろ
重

要
な
の
は
延
宝
期
に
お
け
る
明
け
透
け
さ
で
あ
る
。『
美
夜
古
物

語
』
の
よ
う
な
批
判
を
避
け
る
た
め
か
、
寛
文
～
延
宝
期
以
後

の
作
者
は
、
は
じ
め
か
ら
何
人
か
の
客
で
寄
り
合
っ
て
評
価
し

た
と
か
、
評
価
の
情
報
源
が
ど
の
客
か
と
い
っ
た
こ
と
を
逐
一

明
記
す
る
手
段
を
取
る
も
の
が
多
く
み
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

も
っ
と
も
伝
聞
で
あ
る
こ
と
の
明
記
は
延
宝
記
以
前
の
評
判
記

か
ら
あ
り
、
た
と
え
ば
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
の
『
嶋
原
集
』

な
ど
に
も
「
あ
る
人
曰
く
」
と
い
っ
た
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。

し
か
し
延
宝
記
前
後
の
評
判
物
の
特
徴
は
、
全
て
で
は
な
い
に

せ
よ
、
そ
の
「
あ
る
人
」
の
替
名
（
遊
里
で
客
が
用
い
る
名
）

や
住
居
等
を
ほ
の
め
か
す
、
ま
た
は
詳
し
く
明
記
す
る
点
に
あ

る
。
更
に
「
誰
に
温
情
を
受
け
た
か
」
や
遊
女
に
温
情
を
受
け

た
際
の
体
験
談
さ
え
も
、
こ
の
頃
に
は
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
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あ
る
。
こ
う
し
た
記
述
が
先
行
研
究
に
お
い
て
不
公
平
さ
を
示

す
も
の
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
う

し
た
明
け
透
け
な
記
述
こ
そ
、
客
で
あ
る
作
者
と
他
の
客
・
遊

女
が
い
か
に
関
わ
っ
た
か
の
検
証
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
い
く
ら
延
宝
期
の
評
判
物
が
暴
露
に
徹
し
て
い
る
か
ら
と

い
え
、
す
べ
て
の
意
図
が
あ
か
ら
さ
ま
に
示
さ
れ
て
い
る
訳
で

は
な
い
し
、
虚
偽
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
作
者
同
士
で
行

わ
れ
た
暴
露
の
応
酬
を
紐
解
け
ば
、
作
者
の
偏
り
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と
お
り
、
延
宝
期
前
後
の
評
判
物
は
積

極
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く

ま
で
文
学
性
の
希
薄
さ
や
、
不
誠
実
な
執
筆
態
度
を
め
ぐ
る
評

価
で
あ
る
。
本
稿
で
注
目
す
る
、
評
判
物
が
ど
の
よ
う
な
経
緯

で
作
成
さ
れ
た
の
か
詳
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
に
あ
た
っ
て

は
、
延
宝
期
前
後
の
評
判
記
は
こ
れ
以
上
な
い
貴
重
な
も
の
で

あ
る
。
次
章
で
は
こ
う
し
た
視
座
の
も
と
、
延
宝
期
お
よ
び
そ

の
前
後
（
寛
文
～
貞
享
頃
）
の
吉
原
を
対
象
と
す
る
評
判
物
を

主
な
史
料
と
し
、
遊
女
評
判
記
の
作
者
・
周
囲
の
客
・
遊
女
の

関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
く
。

第
二
章
　
評
判
物
の
書
き
手
・
読
み
手
・
遊
女

　

こ
こ
で
は
、
延
宝
期
お
よ
び
そ
の
前
後
（
寛
文
～
貞
享
頃
）

の
吉
原
を
対
象
と
す
る
評
判
物
が
ど
の
よ
う
に
作
成
・
受
容
さ

れ
た
の
か
を
、
作
者
と
そ
の
周
囲
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
作

者
・
客
・
遊
女
の
関
係
に
注
目
し
、
考
察
を
行
う
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
既
に
小
野
が
指
摘
す
る
部
分
も
多
い
が
、
こ
こ
で
は
指

摘
に
含
ま
れ
て
い
な
い
記
述
も
加
え
包
括
的
に
検
討
す
る
。
な

お
伝
存
す
る
寛
文
～
貞
享
の
吉
原
を
対
象
と
す
る
評
判
物
に
つ

い
て
は
表
「
延
宝
期
前
後
（
寛
文
～
天
和
）
吉
原
評
判
物
」
に

ま
と
め
た
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

第
一
節
　
複
数
人
の
書
き
手
と
客
か
ら
の
情
報
提
供

　

先
述
の
通
り
、
寛
文
～
延
宝
頃
か
ら
作
者
が
複
数
で
作
成

す
る
評
判
物
、
ま
た
は
情
報
の
出
典
を
明
記
す
る
ス
タ
イ
ル

の
評
判
物
が
見
え
は
じ
め
る
。
複
数
人
で
作
成
し
た
こ
と
が

明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
早
く
は
『
吉
原
失
墜
』（
延

宝
二
年
〔
一
六
七
四
〕
表
№
5
）、『
吉
原
局
惣
鑑
』（
延
宝
三

年
〔
一
六
七
五
〕
表
№
6
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
以
前
の
『
吉
原
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よ
ぶ
こ
鳥
』（
寛
文
八
年
〔
一
六
六
八
〕
表
№
2
）
に
も
助
言

者
ら
し
い
「
伝
三
」
な
る
人
物
の
記
述
が
頻
出
し
、
複
数
人
で

評
判
記
を
作
成
す
る
や
り
方
は
寛
文
頃
に
は
既
に
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。『
吉
原
よ
ぶ
こ
鳥
』
の
よ
う
に
、
作
者
と
し
て
明

記
さ
れ
て
い
る
の
は
一
人
で
も
、
内
容
か
ら
複
数
人
が
関
わ
っ

た
様
子
が
う
か
が
え
る
評
判
物
も
多
く
、
複
数
で
作
成
し
た
こ

と
を
示
す
挿
絵
が
付
さ
れ
た
評
判
物（
四
一
）も
あ
る
。
延
宝
三
年

（
一
六
七
五
）『
山
茶
や
ぶ
れ
笠
』（
表
№
8
）
の
跋
に
は
、
同
書

を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
客
を
招
き
寄
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

お
て〔

敵

達

〕

き
た
ち
〔
客
達
〕
を
ま〔
招
〕ね
き
寄〔
よ
〕せ
、
ひ
と
り
〳
〵
の
心

ね〔
根
〕お〔

思

惑

〕

も
わ
く
の
よ〔
良
〕し
あ〔
悪
〕し
、
こ
と
こ〔
細
〕ま
や
か
に
か〔
語
〕た
ら
せ
、

ふ〔
深
〕か
き
な〔
流
〕が
れ
の
道
す〔
筋
〕し
に
、
つ〔
冷
〕め
た
き
水
の
そ〔
底
意
〕

こ
ゐ
な
く
、

そ
れ
〳
〵
に
か〔

語
〕た
ら
せ
て
、
あ〔
怪
〕や
し
き
所
は
さ〔
察
度
〕

つ
と
〔
咎
め
〕

を
入
、
く〔

詳
〕わ
し
く
た〔
但
〕ゞ
し
書
し〔
記
〕る
す
。
さ
る
程
に
め
い
〳
〵

の
お
て〔

敵
〕き
の
い〔

異

名

〕

み
や
う
こ
と
〳
〵
く
書
く〔
加
〕わ
へ
あ〔

著

〕

ら
は
せ
ば
、

な〔
何
〕と
か
し〔

証

拠

〕

や
う
こ
に
な
ら
さ
ら
ん
や
。
よ
ろ
し
き
君
は

い〔
弥
増
〕

や
ま
し
に
、
あ〔
悪
〕し
き
は
た
し
な
み
た〔
給
〕ま
ふ
へ
し
。（
四
二
）

　

こ
こ
か
ら
は
、『
山
茶
や
ぶ
れ
笠
』
の
作
者
が
評
判
物
の
作
成

に
あ
た
っ
て
遊
廓
に
通
う
客
を
招
き
寄
せ
た
こ
と
、
そ
の
一
人

一
人
か
ら
遊
女
に
つ
い
て
聞
き
取
り
、
怪
し
い
と
こ
ろ
は
精
査

し
て
但
書
を
す
る
な
ど
記
述
に
気
を
配
っ
た
こ
と
、
ま
た
客
の

替
名
を
証
拠
（「
し
や
う
こ
」）
と
し
て
記
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

た
し
か
に
同
書
に
は
、
情
報
提
供
者
ら
し
い
客
の
住
居
と
替
名

の
記
述
が
頻
出
す
る（
四
三
）。
証
拠
を
記
す
理
由
は
他
の
作
者
や

読
者
に
対
し
自
ら
の
正
当
性
を
強
調
す
る
意
味
も
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
最
後
に
「
よ
ろ
し
き
君
は
弥
増
し
に
、
悪

し
き
は
た
し
な
み
給
ふ
べ
し
」（
よ
く
書
か
れ
た
遊
女
は
一
層
よ

く
し
、
悪
く
書
か
れ
た
遊
女
は
つ
つ
し
ん
で
く
だ
さ
い
）
と
あ

り
、
遊
女
か
ら
の
苦
情
も
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

　

こ
の
他
、
吉
原
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、『
大
坂
新

町
古
今
若
女
郎
衆
』（
延
宝
九
年
〔
一
六
八
一
〕）
な
ど
に
は
、

「
挙
屋
」（
揚
屋
。
遊
女
を
呼
び
遊
興
す
る
店
。）
の
裏
の
座
敷
を

借
り
、
作
者
と
協
力
者
（
太
鼓
持
）
が
評
判
記
を
作
成
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る（
四
四
）。
評
判
記
の
作
成
場
所
が
揚
屋
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
、
小
野
は
「
依
怙
贔
屓
の
生
ず
る
因
を
な
す

も
の
と
見
て
よ
い
」（
四
五
）と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
『
吉
原
あ
く
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た
川
名
寄
』（
延
宝
九
年
〔
一
六
八
一
〕
表
№
12
）
も
、
先
に
も

触
れ
た
職
業
的
作
者
の
都
鳥
を
中
心
に
、
十
人
程
で
評
を
成
し

て
い
る
。
本
書
は
遊
女
の
批
評
を
め
ぐ
っ
て
作
者
た
ち
が
議
論

を
戦
わ
せ
、
そ
れ
を
詳
述
す
る
の
が
一
つ
の
趣
向
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
こ
う
し
た
議
論
は
実
際
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
、

「
仲
間
謗
り
」「
仲
間
褒
め
」
の
類
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る（
四
六
）。
す
な
わ
ち
、
真
に
迫
っ
た
議
論
と
い
う
よ
り
は
、

仲
間
同
士
の
馴
れ
合
い
・
じ
ゃ
れ
合
い
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
一
方
で
都
鳥
た
ち
と
対
立
す
る
評
判
物
作
者
「
四

ノ
宮
」（
四
七
）に
つ
い
て
は
一
様
に
厳
し
い
批
判
が
な
さ
れ
て
お

り
、
公
平
さ
を
装
っ
て
は
い
る
が
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
仲
間
内

で
作
成
さ
れ
た
評
判
物
と
言
え
る
。
執
筆
協
力
者
の
中
に
は
前

述
の
今
宮
烏
（『
人
た
ば
ね
』
作
者
・
都
鳥
弟
子
）
も
お
り
、
職

業
的
作
者
都
鳥
の
周
辺
に
あ
る
種
の
派
閥
、
い
わ
ば
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
生
じ
て
い
た
こ
と
、
同
時
に
、
そ
れ
に
与
し
な
い
者
や

敵
対
す
る
者
た
ち
も
存
在
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

普
段
か
ら
そ
う
し
た
作
者
を
め
ぐ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
わ

り
を
持
た
ず
と
も
、
評
判
物
の
作
成
を
聞
き
つ
け
批
評
を
頼
ん

で
来
る
客
も
い
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
『
吉
原
大
雑
書
』（
延

宝
三
年
〔
一
六
七
五
〕）
に
は
新
町
〔
京
町
二
丁
目
〕
た
て
さ

し
伊
左
衛
門
内
の
遊
女（
四
八
）「
初
瀬
」
の
評
に
「
此
君
に
ひ〔
非
難
〕

な
ん

を
、
か
き
ま
い
ら
せ
よ
と
た〔

頼
〕の
む
人
お〔
多
〕ほ
け
れ
と
も
、
ひ
と
つ

又
か
く
べ
き
い〔

糸

筋

〕

と
す
し
も
な
け
れ
は
ひ〔
控
〕か
へ
侍
る
也
」（
四
九
）と
い

う
記
述
が
み
え
る
。「
初
瀬
」
は
客
ら
か
ら
何
か
し
ら
の
恨
み
を

買
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
『
吉
原
歌
仙
』（
延
宝
八

年
〔
一
六
八
〇
〕
表
№
9
）
に
は
、『
さ
ん
茶
評
判
胡
椒
頭
巾
』

（
延
宝
八
年
〔
一
六
八
〇
〕、
現
在
散
逸
）
と
い
う
評
判
物
が
作

成
さ
れ
る
際
、「
せ
い
し
ゆ
」
と
い
う
遊
女
と
深
い
付
き
合
い
の

客
が
、
む
し
ろ
そ
の
思
い
入
れ
の
深
さ
故
に
悪
く
書
く
こ
と
を

依
頼
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
み
え
る
。

●
お
も
だ
か
や
の
せ
い
し
ゆ
〔
江
戸
町
二
丁
目
・
散
茶
〕

〔
略
〕

こ
の
比
い〔

出
〕で
た
る
こ〔

胡

椒

頭

巾

〕

せ
う
つ
き
ん
と
い〔
言
〕ふ
そ〔
草
子
〕

う
し
、
あ
る
人

か〔
書
〕
き
す〔
摺
〕
る
お〔

折

節

〕

り
ふ
し
、
こ
の
せ
い
し
ゆ
に
ふ〔
深
〕か
く
あ
ふ

き〔

客

〕

ゃ
く
、
さ〔

酒

肴

〕

け
さ
か
な
を
と〔

整

〕

ゝ
の
へ
き〔
来
〕た
り
て
、
た〔
頼
〕の
み
た

き
事
有
と
い〔

言
〕
ふ
。
い
か
な
る
御
む〔

無

心

〕

し
ん
ぞ
と
い〔
言
〕
へ
ば
、

う〔

承

〕

け
た
ま
は
り
候
へ
は
、
さ〔

散

茶

〕

ん
ち
や
の
書
物
を
御
出
し
候
よ

し
、
風
の
つ〔

伝
手
〕て
に
き〔
聞
〕く
。
さ〔

定

〕

だ
め
て
、
お
も
だ
か
や
せ
い
し

ゆ
か
事
も
御
か〔

書
〕き
あ
る
べ
く
候
。
た〔
頼
〕の
み
申
た
き
と
い〔
言
〕ふ
は
、
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わ〔
我
〕れ
ら
事
、
せ
い
し
ゆ
に
あ
ひ
候
。
そ
れ
に
つ
き
、
せ
い
し

ゆ
が
事
を
な
る
ほ
ど
〳
〵
あ〔

あ
〕
し
う
か〔
書
〕
き
て
給
は
り
候
へ
と

た〔
頼
〕の
ま
る
ゝ
よ〔
由
〕し
、
こ〔

胡

椒

頭

巾

〕

せ
う
づ
き
ん
の
さ〔

作

者

〕

く
し
や
の
も〔

物

語

〕

の
か
た

り
な
り
。
ふ〔

深
〕か
き
こ〔

心

入

〕

ゝ
ろ
い
れ
も
あ
る
に
や
。（
五
〇
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
遊
女
「
せ
い
し
ゆ
」
の
馴
染
み
客
は
評
判

物
作
成
を
「
風
の
つ
て
に
」
知
り
、
酒
肴
を
持
参
し
て
悪
評
の

執
筆
を
頼
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
作
者
の
仲
間
以
外
も
批
評
に

関
わ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
記

述
が
事
実
で
あ
る
か
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
が
、
他
の
評
判
物

に
も
客
に
頼
ま
れ
た
た
め
、
良
く
・
悪
く
書
く
、
あ
る
い
は
書

か
な
い
と
い
っ
た
記
述
は
散
見
さ
れ
る
。
次
は
い
ず
れ
も
『
吉

原
あ
く
た
川
名
寄
』（
表
№
11
）
の
記
述
で
あ
る
。

三
浦
う
ち
　
篠
崎
〔
京
町
〕

〔
略
〕

か
の
事
、
あ
と
よ
り
大ま

豆め

だ
は
ら
〔『
吉
原
大
豆
俵
評
判
』〕

に
は
か
り
い
れ
ん
。
こ
の
た
び
は
本
町
筋
よ
り
ふ〔

深
〕か
く
た〔
頼
〕の

む
も
の
あ
れ
ば
、
石
火
矢
は
の〔

逃
〕が
れ
た
ま
ひ
き
。（
五
一
）

三
浦
内
　
野
沢
〔
京
町
〕

〔
略
〕

さ〔

作

者

〕

く
し
や
も
ち〔
近
〕か
づ
き
な
ら
ね
ど
も
、
ざ〔

材

木

〕

い
も
く
町
よ
り

ふ〔

深

〕

か
く
頼た
の
む

人
お〔
御
座
〕は
せ
ば
、
ひ〔
贔
屓
〕

い
き
の
筆
に
ま〔
任
〕か
せ
た
と
人
は

い〔
言
〕
へ
、
か〔
重
〕さ
ね
て
は
ま〔

豆

俵

〕

め
た
は
ら
に
き
つ
と
申
し
ら
せ

ん
。（
五
二
）

　

こ
こ
で
は
「
本
町
筋
」
や
「
ざ
い
も
く
町
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ら
の
依
頼
主
が
廓
外
に
住
む
客
で
あ
っ
た
こ
と
が
推

察
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
単
に
「
頼
む
人
あ
り
て
」
や
、「
ゆ
か

り
の
人
、
深
く
頼
む
に
よ
り
」
と
い
っ
た
、
依
頼
主
が
客
な
の

か
店
関
係
者
な
の
か
、
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
記
述
も
頻
出
す

る（
五
三
）。『
長
崎
土
産
』
に
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
遊
女
を
批
評
す

る
こ
と
に
対
し
「
も
し
ハ
縁
有
て
の
引
に
て
ハ
な
き
か
」
と
の

問
い
が
み
ら
れ（
五
四
）、
伝
聞
で
あ
る
こ
と
の
明
示
は
公
平
性
を

示
す
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
う
し
た
客

か
ら
の
依
頼
や
情
報
を
、
妥
当
で
あ
る
か
判
断
し
た
と
い
う
記

述
も
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
都
鳥
は
『
吉
原
大
豆
俵
評
判
』

（
天
和
三
年
〔
一
六
八
三
〕
表
№
15
）
に
お
い
て
、
自
ら
の
評
判

の
姿
勢
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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作
者
は
十
人
の
つ〔
伝
〕た
へ
き〔
聞
き
〕ゝ
、
五
つ
ま〔
迄
〕て
は
ゆ〔
許
〕る
し
、
七
つ

に
及
、
是
を
ゆ〔

許
〕る
さ
す
か〔
書
〕き
出
す
也
。
み〔
皆
〕な
あ
い
給
ふ
て〔
敵
〕き

よ
り
つ〔

伝
〕た
ゆ
る
を
、
作
者
の
と〔
咎
〕か
の
こ〔
如
〕と
く
う〔
恨
〕ら
み
給
ふ
。

作
者
わ
近
付
な
ら
ね
は
き
や
う
さ（
五
五
）〔
た
ぶ
ら
か
す
こ
と
〕

は
し〔

知
〕ら
す
つ〔
伝
〕た
へ
、
以
爰
に
あ〔

著

〕

ら
は
す
。
世
の
さ〔
沙
汰
〕た
と
な
し
、

と
か
く
御
た
し
な
み
候
へ
。（
五
六
）

　

す
な
わ
ち
、
都
鳥
は
客
か
ら
遊
女
に
つ
い
て
の
評
判
を
聞
い

た
場
合
、
十
人
中
五
人
が
言
っ
て
も
取
り
上
げ
な
い
が
、
七
人

が
言
っ
て
い
れ
ば
評
判
に
取
り
上
げ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ

に
つ
い
て
遊
女
か
ら
恨
み
を
買
う
が
、
自
分
は
伝
え
聞
い
た
こ

と
を
書
い
た
の
だ
か
ら
、
世
間
の
評
判
と
し
、
遊
女
は
た
し
な

む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
客
か
ら
聞
い
た
情
報
に

は
慎
重
な
よ
う
で
あ
る
が
、
都
鳥
は
同
書
に
お
い
て
「
ぼ〔

凡
夫
〕

ん
ぶ

千
人
の
み〔

見
〕る
め〔
目
〕よ
り
、
都
鳥
ひ
と
り
の
み〔
見
〕る
め〔
目
〕は
る
か
う〔
上
〕へ
な

ら
ん
」（
五
七
）と
も
述
べ
て
お
り
、
自
ら
の
主
観
の
偏
り
に
は
意
識

的
で
な
か
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

　

以
上
か
ら
は
、
作
者
が
自
ら
の
主
観
の
み
な
ら
ず
、
接
触
し

て
く
る
客
か
ら
も
情
報
を
取
り
入
れ
な
が
ら
評
判
物
を
作
成
し

た
様
子
が
う
か
が
え
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
評
判
物
作
者
が

廓
内
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
そ
の
名
や
顔
が
知
ら
れ
る
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
評
判
物
は
、
作
者
の
み

な
ら
ず
、
作
者
を
軸
と
し
た
客
と
の
関
係
性
の
な
か
で
作
成
さ

れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ

の
関
係
性
の
中
に
は
遊
女
も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
『
吉
原
大
豆
俵
評
判
』
の
最
後
の
語
り
か
け
（「
と

か
く
御
た
し
な
み
候
へ
」）
な
ど
の
よ
う
に
、
評
判
物
に
は
遊
女

に
向
け
た
言
葉
が
散
見
さ
れ
る
。
次
節
で
は
こ
の
遊
女
と
評
判

物
の
関
わ
り
と
い
う
点
に
注
目
し
、
評
判
物
の
記
述
を
み
て
い

く
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
節
　
遊
女
と
作
者
の
関
わ
り

　

評
判
物
の
作
者
が
店
か
ら
嫌
厭
さ
れ
た
ら
し
い
上
、
遊
女
に

も
恨
ま
れ
た
ら
し
い
こ
と
は
先
に
『
吉
原
大
豆
俵
評
判
』
に
お

け
る
都
鳥
の
記
述
か
ら
み
た
。
今
宮
烏
も
、
都
鳥
が
悪
言
を
放

つ
故
に
遊
女
に
恨
ま
れ
た
と
述
べ
て
お
り（
五
八
）、
都
鳥
に
批
判
的

な
大
ぬ
れ
や
茂
助
（『
吉
原
下
職
原
』
作
者
：
表
№
13
）
も
、
都

鳥
が
遊
女
小
紫
に
罵
倒
さ
れ
た
こ
と
を
暴
露
し
て
い
る（
五
九
）。
こ

の
暴
露
に
は
「
こ〔

小

紫

〕

む
ら
さ
き
し〔
叱
〕か
る
と
こ
ろ
」
と
「
ら〔

浪

人

〕

う
に
ん
」

の
図
も
付
さ
れ
て
お
り
〔
図
1（
六
〇
）〕。
都
鳥
の
身
分
は
不
明
だ
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が
、
あ
る
い
は
こ
の
叱
ら
れ
る
浪
人
が
都
鳥
を
指
す
の
で
あ
ろ

う
か
。
諸
分
物
に
遊
女
を
対
象
と
し
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は

先
に
も
述
べ
た
が
、
評
判
物
も
遊
女
が
読
む
も
の
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
を
意
識
し
た
と
思
し
き
記
述
も
多
く
み
え
る
。

遊
女
評
判
記
の
販
売

　

遊
女
が
評
判
物
を
手
に
取
れ
た
の
は
、
評
判
物
が
吉
原
内
で

売
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
簡
単
に
、
遊
女
評
判
記

の
販
売
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
評
判
物
『
吉
原
草
摺
引
』

や
『
吉
原
出
世
鑑
』
の
訴
訟
関
係
史
料
か
ら
み
る
限
り（
六
一
）、

遊
女
評
判
記
は
大
伝
馬
町
通
旅
籠
町
の
本
屋
や
通
油
町
の
双
紙

屋
な
ど
日
本
橋
周
辺
で
販
売
さ
れ
て
い
た
他
、
吉
原
内
で
売
ら

れ
て
い
た
。『
吉
原
出
世
鑑
』
の
売
り
所
と
し
て
は
「
新
吉
原
江

戸
町
一
丁
目
又
兵
衞
店
彌
七
」
が
み
え
、
こ
れ
は
吉
原
細
見

『
細
見
多
知
姿
』（
宝
暦
四
年
春
）
や
『
丸
山
土
産
』（
延
享
五
年

春
）
な
ど
を
み
る
限
り
、
妓
楼
で
は
な
く
、
薬
商
人
の
大
坂
屋

又
兵
衛
で
あ
る
。
他
に
吉
原
内
で
の
販
売
に
つ
い
て
は
評
判
物

『
山
茶
や
ぶ
れ
笠
』（
延
宝
三
年
〔
一
六
七
五
〕）
の
挿
絵
に
も

「
ほ〔

本

売

〕

ん
う
り
喜
之
助
」
が
み
え
〔
図
2（
六
二
）〕、
小
野
は
遊
女
評

判
記
が
廊
中
で
売
り
歩
か
れ
、
訪
れ
た
客
は
も
ち
ろ
ん
、
店
の

関
係
者
や
遊
女
な
ど
の
手
に
も
渡
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る（
六
三
）。
ま
た
長
友
千
代
治
は
、
寛
永
の
は
じ
め
頃
か

ら
行
商
本
屋
は
貸
本
屋
を
兼
ね
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と

し（
六
四
）、
こ
の
「
ほ〔

本

売

〕

ん
う
り
喜
之
助
」
も
貸
本
業
を
兼
ね
て
い

た
で
あ
ろ
う
こ
と
や
、
遊
廓
に
貸
本
業
が
出
入
り
し
た
こ
と
、

図
1
　『
吉
原
下
職
原
』（
延
宝
九
年
）

「
こ
む
ら
さ
き
し
か
る
と
こ
ろ
」「
ら
う
に
ん
」



－71（18）－

遊
女
が
読
書
し
た
こ
と
等
に
つ
い
て
各
書
の
挿
画
か
ら
詳
細
に

論
じ
て
い
る（
六
五
）。
す
な
わ
ち
遊
女
も
当
然
評
判
物
の
読
者
た

り
得
た
の
で
あ
り
、
遊
女
が
時
に
評
判
物
の
作
者
を
罵
倒
し
た

の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

遊
女
と
評
判
記
作
者

　

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
か
、
先
述
の
都
鳥
以
外
に
も
避
け
ら

れ
た
作
者
は
い
る
。
次
は
作
者
未
詳
『
吉
原
歌
仙
』（
表
№
9
）

の
引
用
で
あ
る
。

大
こ〔

黒

屋

〕

く
や
む〔

梅

が

枝

〕

め
が
え
〔
江
戸
町
二
丁
目
・
散
茶
〕

〔
略
〕

つ〔
伝
手
〕て
を
以
て
き〔
聞
〕け
ば
、
此
い〔
家
〕ゑ
の
う〔
内
〕ち
の
わ〔
若
〕か
き
も〔
者
〕の
に
御

こ
ゝ
ろ
ざ
し
か〔

通

う

者

〕

よ
ふ
も
の
あ
り
と
そ
。
も
し
、
か
の
又
兵
へ〔
衛
〕

に
て
は
な
き
か
。
た〔
互
い
〕

が
ひ
に
た
し
な
め
〳
〵
。
な
ん
た
る
事

に
や
、
こ
の
比〔

頃
〕は
、
み〔
道
〕ち
に
あ〔
会
い
〕ひ
ま
し
て
も
、
わ〔
我
〕れ
ら
を
御

ら〔
覧
〕ん
ず
る
と
そ〔

早

々

〕

う
〳
〵
か〔
駆
〕け
こ
み
、
ま〔

籬

〕

か
き
〔
遊
郭
の
見
世

の
格
子
戸
〕
に
て
は
、
か〔

顔
〕ほ
を
よ〔
横
〕こ
に
さ
せ
ら
る
ゝ
。
ふ
か

草
の
少
将
か
露
と
き〔

消
〕ゑ
に
し
そ
の
お〔

怨

念

〕

ん
ね
ん
、
お〔
思
〕ぼ
し
め〔
召
〕し

い〔
出
〕だ
せ
。（
六
六
）

　

こ
こ
で
は
遊
女
「
む〔
梅
が
枝
〕

め
が
え
」
が
同
じ
家
の
「
わ
か
き
も
の
」

（
妓
夫
カ
）
と
恋
仲
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
難
じ
ら
れ
、
加
え
て

遊
女
が
作
者
を
避
け
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
吉
原
歌
仙
』

の
作
者
は
教
養
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が（
六
七
）、
そ

の
身
分
や
生
業
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
『
吉
原
歌
仙
』
の
時

に
既
に
遊
女
に
避
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
前
に
も

評
判
物
を
執
筆
し
た
か
、
あ
る
い
は
日
頃
か
ら
遊
女
に
う
る
さ

図
2
　『
山
茶
や
ぶ
れ
笠
』（
延
宝
三
年
）

「
ほ
ん
う
り
喜
之
助
」
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く
言
い
、
恨
み
を
買
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遊
女
が
真
情

を
捧
げ
る
男
は
「
間
夫
」（
ま
ぶ
。
間
男
と
も
）
と
呼
ば
れ
る

が
、
こ
こ
で
「
む〔

梅

が

枝

〕

め
が
え
」
が
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
遊

女
と
間
夫
の
関
係
を
批
判
す
る
評
判
は
非
常
に
多
い
。
間
夫
の

名
が
一
々
暴
露
さ
れ
る
場
合
も
多
い
が
、
と
り
わ
け
厳
し
い
目

を
向
け
ら
れ
る
の
は
間
夫
が
廓
関
係
者
で
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
。

た
と
え
ば
『
吉
原
大
雑
書
』（
表
№
7
）
に
は
「
お
丁
」（
吉
原

の
こ
と
）
の
間
夫
を
も
っ
て
い
た
遊
女
「
薄
雲
」（
太
夫
）
な
ど

が
三
浦
屋
の
楼
主
に
折
檻
さ
れ
た
こ
と
が
暴
露
さ
れ
て
い

る（
六
八
）。
間
夫
が
嫌
わ
れ
る
の
は
揚
代
を
払
わ
ず
に
遊
女
と
密
会

す
る
場
合
が
あ
る
等
、
種
々
の
要
因
が
あ
る
。
し
か
し
歌
舞
伎

「
助
六
」
に
お
け
る
「
間
夫
が
無
け
れ
ば
女
郎
は
闇
」
と
の
台
詞

を
引
く
ま
で
も
な
く
、
間
夫
は
辛
い
客
勤
め
の
中
で
励
み
と
も

な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
間
夫
を
告
発
す
る
評
判
物
の
作
者
や
そ

の
周
囲
は
、
遊
女
に
と
っ
て
煩
わ
し
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。

　

こ
の
他
、
上
方
の
例
に
な
る
が
、『
色
道
大
鑑
』
の
著
者
で

知
ら
れ
る
藤
本
其
山
も
、
新
町
の
遊
女
か
ら
評
判
に
つ
い
て
咎

め
ら
れ
た
こ
と
が
『
美
夜
古
物
語
』（
明
暦
二
年
〔
一
六
五
六
〕

頃
）（
六
九
）で
暴
露
さ
れ
て
い
る
。
其
山
が
新
町
の
評
判
物
『
満
散

利
久
佐
』
を
著
し
た
の
は
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
で
あ
る
か

ら
、
遊
女
か
ら
の
苦
情
は
評
判
物
が
う
ま
れ
た
当
初
か
ら
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
で
作
者
を
避
け
る
の
で
は
な
く
、
評
判
の
申
し
開
き
の

た
め
、
作
者
に
会
い
た
が
る
遊
女
も
い
た
。
次
は
『
吉
原
大
豆

俵
評
判
』（
表
№
15
）
の
第
一
番
に
載
せ
ら
れ
、
絶
賛
さ
れ
て
い

る
遊
女
「
小
泉
」
の
評
で
あ
る
。

新
町
三
浦

小
　
泉
〔
太
夫
〕 

隠
居
内

〔
略
〕

此
君
都
鳥
に
何
や
ら
ん
御
あ
い
被
成
度
よ
し
承
り
、
其
節

ま〔

籬

〕

か
き
も
二
三
と〔
度
〕四
五
と〔
度
〕ま〔
参
〕い
り
、
善
悪
の
二
つ
う
け
給
は

ら
ん
と
思
ふ
所
に
、
を〔

自
ず
〕

の
つ
か
ら
雲
井
の
月
あ
く
う
ん
は〔
晴
〕れ

て
も
と
の
せ
い
け
つ（
七
〇
）と
な
り
給
ふ
事
御
て〔

手

柄

〕

か
ら
と

を〔
思
う
〕

も
ふ
に
よ
。（
七
一
）

　

都
鳥
が
『
吉
原
大
豆
俵
評
判
』
の
前
に
書
い
た
『
吉
原
あ
く

た
川
名
寄
』（
表
№
11
）
で
は
、
遊
女
「
小
泉
」（『
吉
原
あ
く
た

川
名
寄
』
で
は
「
小
和
泉
」）
は
「
う〔

浮
気
〕

は
き
」
で
あ
る
こ
と
等
を
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批
判
さ
れ
、
酷
評
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
右
の
記
述
か
ら
は

「
小
泉
」
が
都
鳥
に
申
し
開
き
を
求
め
、
都
鳥
も
そ
れ
を
受
け
入

れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
評
判
物
の
批
評
が
い
か
に
恣
意
的

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
例
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の

頃
の
評
判
物
が
作
者
（
お
よ
び
そ
の
周
囲
）
と
遊
女
と
の
関
係

性
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
他
に

も
『
吉
原
あ
く
た
川
名
寄
』
に
は
、
作
者
と
遊
女
が
不
和
で

あ
っ
た
と
い
う
記
述
は
散
見
さ
れ
る（
七
二
）。

　

特
定
の
作
者
と
遊
女
が
不
和
に
な
っ
た
場
合
、
他
の
遊
女
や

作
者
が
仲
介
に
入
る
場
合
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
吉
原
人
た

ば
ね
』（
表
№
10
）
の
兵
庫
屋
の
遊
女
「
り
し
や
う
」
評
に
は
、

や
は
り
遊
女
の
「
せ
ん
し
ゆ
の
君
」（
七
三
）に
深
く
頼
ま
れ
た
た

め
、
今
回
は
思
う
所
あ
る
が
書
か
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る（
七
四
）。
ま
た
『
吉
原
あ
く
た
川
名
寄
』（
表
№
11
）
に

は
、
都
鳥
と
不
和
で
悪
い
批
評
を
う
け
て
い
た
三
浦
屋
の
太
夫

「
小
紫
」
に
つ
い
て
、「
三
う
ら
の
う
ち
い
で
た
る
は〔

初
音
〕

つ
ね
」、
す

な
わ
ち
既
に
三
浦
屋
か
ら
出
た
遊
女
「
初
音
」（
七
五
）か
ら
手
紙
で

申
し
開
き
が
あ
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る（
七
六
）。
遊
女
「
小

紫
」
と
都
鳥
の
仲
は
随
分
こ
じ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
都
鳥
の
弟

子
今
宮
烏
は
そ
の
関
係
性
を
「
筆
が〔

敵

〕

た
き
」
と
称
し
て
い
る
。

し
か
し
今
宮
烏
は
都
鳥
の
立
場
は
踏
襲
し
て
い
な
い
。
そ
の
理

由
と
し
て
、『
吉
原
人
た
ば
ね
』
を
執
筆
す
る
際
に
「
小
紫
」
か

ら
「
ち〔

近
付
〕

か
つ
き
な
ら
ね
と
一
書
を
さ〔
差
〕し
つ〔
遣
わ
〕

か
は
し
」
て
来
た
こ

と
、
ま
た
遊
女
「
唐
崎
」
が
亡
く
な
っ
た
後
、「
小
紫
」
が
「
唐

崎
」
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
遊
女
「
か
せ
ん
の
君
」
を

「
つ〔

追

善

〕

い
せ
ん
」
と
し
て
太
夫
「
薄
雲
」
に
冠
し
た
こ
と
を
絶
賛

し
、「
小
紫
」
を
悪
く
書
い
た
都
鳥
に
つ
い
て
「
め〔

目
〕に
ご
み
入
た

り
と
見
え
し
」
と
断
じ
て
い
る
。
当
時
吉
原
で
第
一
の
位
と
さ

れ
た
太
夫
で
あ
る
「
小
紫
」
が
、
一
作
者
で
あ
る
今
宮
烏
に
わ

ざ
わ
ざ
一
書
を
遣
わ
し
た
と
い
う
点
は
興
味
深
い
。
恐
ら
く
都

鳥
と
の
不
和
も
あ
っ
て
他
の
作
者
と
の
交
流
を
図
っ
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
先
述
の
通
り
今
宮
烏
は
か
つ
て
廓
で
下
働
き
を
し
て

い
た
よ
う
な
者
で
あ
る
。『
吉
原
あ
く
た
川
名
寄
』
の
三
浦
屋
の

太
夫
「
高
尾
」
の
評
に
も
「
御
身
世
俗
の
ゑ
ん
ま
〔
今
宮
烏
〕

と
し
て
、
太
夫
か〔

格
子
〕

う
し
を
し
ら
ず
」（
七
七
）と
あ
る
こ
と
か
ら
、
今

宮
烏
は
実
際
に
太
夫
を
買
え
る
よ
う
な
立
場
に
は
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
評
判
物
の
作
者
と
い
う
存
在
が
廓
内
で
あ
る
種
の

権
威
を
持
た
な
け
れ
ば
、「
小
紫
」
が
今
宮
烏
に
手
紙
を
送
る
こ

と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
同
書
「
高
尾
」
評
に
は
、

「
小〔

小
紫
〕

む
ら
よ
り
、
た〔
高
尾
〕

か
を
に
に〔
憎
〕く
き
と
こ
ろ
あ
り
、
し〔
仔
細
〕

さ
い
は
、
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た〔
高
尾
〕

か
を
と
い
へ
る
名
を
つ〔
継
〕ぎ
て
、
も
と
の
さ
く
し
や
〔
都
鳥
〕

を
う
し
ろ
に
た
て
、
人
し〔

知
ら
じ
〕

ら
し
と
思
ふ
ふ〔
不
義
〕ぎ
、
す〔
数
多
〕た
な
り
」
と

遊
女
「
高
尾
」
が
都
鳥
の
勢
い
を
利
用
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と

も
み
え（
七
八
）、
作
者
が
い
か
に
遊
女
に
影
響
力
を
持
つ
存
在
で

あ
っ
た
か
が
垣
間
見
え
る
。

　

こ
う
し
た
記
述
か
ら
は
評
判
物
の
批
評
を
め
ぐ
る
遊
女
・
作

者
の
様
々
な
思
惑
の
交
錯
が
う
か
が
え
る
が
、
更
に
評
判
物
は

遊
女
が
他
の
遊
女
を
貶
め
る
た
め
の
手
段
に
も
な
り
得
た
。
た

と
え
ば
『
吉
原
大
雑
書
』（
表
№
7
）
に
は
、
京
町
三
浦
屋
の
遊

女
「
さ
ん
し
ゆ
」（
七
九
）に
盗
癖
が
あ
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
ま
さ
し
く
御
ほ〔

傍

輩

〕

う
ば
い
中
の
御

は〔

話

〕

な
し
に
て
、
な〔

七

草

〕

ゝ
く
さ
み
た
れ（
八
〇
）の
じ〔
時
分
〕

ふ
ん
た〔
頼
〕の
み
給
ふ

に
よ
つ
て
」
と
あ
り
、
遊
女
仲
間
（「
ほ
う
ば
い
」）
か
ら
頼
ま

れ
て
盗
癖
を
記
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る（
八
一
）。
ま
た
『
吉
原

あ
く
た
川
名
寄
』（
表
№
11
）
に
は
、
遊
女
が
手
紙
に
よ
っ
て
悪

評
を
依
頼
し
た
ら
し
い
こ
と
が
み
え
る
。

山
本
内
　
小
主
水
〔
新
町
山
本
内
小
主
水
・
格
子
〕

〔
略
〕

あ
の
山
本
に
居
て
、
し〔

舌

切

雀

〕

た
き
れ
す
ゞ
め
の
む〔

昔

語

〕

か
し
か
た
り
か

と
い
ふ
人
有
て
、
あ〔

露
わ
〕

ら
は
に
に〔

憎
〕く

ら
し
く
か〔

書
〕け

よ
と
一
書
を

さ〔

捧

げ

る

〕

ゝ
く
る
人
あ
れ
共
、
そ
こ
は
か
す
か
の
里
に
ゆ〔

縁

〕

か
り
の

な〔
流
〕か
れ
を
し〔
慕
う
〕

と
ふ
さ〔

作

者

〕

く
し
や
た
れ
は
、
ひ〔
贔
屓
〕

い
き
と
筆
を
と〔
留
〕ゝ

め
ぬ
。（
八
二
）

　

遊
女
「
小
主
水
」
に
つ
い
て
「
に〔
憎
〕く
ら
し
く
か〔
書
〕
け
よ
」
と

「
一
書
」
を
遣
わ
し
た
人
物
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
あ
の

山
本
に
居
て
」
と
あ
り
、
ま
た
老
婆
が
悪
役
と
な
る
舌
切
雀
を

引
合
い
に
出
す
あ
た
り
、「
小
主
水
」
と
同
じ
遊
女
屋
山
本
内
の

年
増
の
遊
女
、
あ
る
い
は
遣
手
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
に
も

同
書
に
は
か
つ
て
『
吉
原
人
た
ば
ね
』（
表
№
10
）
作
成
の
際

に
、
遊
女
「
八
橋
」
の
悪
評
を
手
紙
で
「
ざ
ん
げ
ん
」（
讒
言
）

し
て
き
た
ら
し
い
遊
女
の
こ
と
が
暴
露
さ
れ
て
い
る
。

太
夫
の
三
　
八
橋
　　
〔
新
町
〕
理
右
衛
門
内

〔
略
〕

さ
る
も〔

者
〕の
ゝ
ざ〔

讒

言

〕

ん
げ
ん
に
よ
つ
て
、
か
く
う〔
浮
〕き
名
に
し〔
沈
〕づ
み

給
ふ
。
是
を
さ〔

察
〕つ
し
見
る
に
、
も
と
ゑ
ん
州
〔『
吉
原
人
た
ば

ね
』
作
者
今
宮
烏
〕
に
文
を
も
つ
て
八
は〔

橋
〕し
の
つ〔
罪
〕み
を

い〔

偽

〕

つ
は
り
、
お
の
れ
が
ぶ〔

不

差

配

〕

ざ
は
い
の
と
も
に
な
さ
ん
と
は
か
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る
。〔
略
〕
八
は〔
橋
〕し
の
身
の
う〔
上
〕へ
を
い〔

偽

〕

つ
は
り
そ〔
訴
人
〕

に
ん
し
た
る

女
郎
の
名
、
か
ら
こ
ろ
も
き
つ
ゝ
と
い
へ
る
七
も〔

文
字
〕じ
の
う
ち

に
こ
も
れ
り
。
此
七
も〔

文
字
〕じ
に
て
な〔
名
〕
を
つ
く
り
て
見
よ
か

し
。（
八
三
）

　

か
つ
て
今
宮
烏
は
『
吉
原
人
た
ば
ね
』
で
遊
女
「
八
橋
」
に

つ
い
て
悪
く
書
い
た
が
、
そ
れ
は
手
紙
で
讒
言
が
あ
っ
た
た
め

で
、
そ
の
讒
言
を
し
て
き
た
遊
女
の
名
は
「
か
ら
こ
ろ
も
き

つ
ゝ
」
と
い
う
七
文
字
の
中
に
含
め
た
と
い
う
。
こ
の
七
文
字

が
余
分
な
文
字
を
含
む
ア
ナ
グ
ラ
ム
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

遊
女
の
名
前
は
「
か
つ
ら
ぎ
」
で
あ
ろ
う
か
。
同
時
代
の
「
か

つ
ら
ぎ
」
に
は
新
町
山
本
内
の
格
子
が
お
り
、『
吉
原
あ
く
た
川

名
寄
』
に
は
み
え
な
い
が
、『
吉
原
人
た
ば
ね
』
で
好
評
さ
れ
て

い
る（
八
四
）。
遊
女
が
手
紙
を
も
っ
て
依
頼
す
る
例
は
こ
れ
ま
で

も
見
え
た
が
、
悪
評
の
依
頼
で
あ
っ
て
も
差
出
人
が
判
明
し
て

い
る
の
は
妙
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
遊
女
が
手
紙
を
も
っ

て
他
の
遊
女
の
悪
評
を
依
頼
し
た
こ
と
は
遊
女
同
士
の
関
係
を

み
る
上
で
も
興
味
深
い
。
遊
女
同
士
の
傍
輩
付
き
合
い
が
悪
い

と
余
計
に
噂
が
立
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
初
期
の
評
判
物
『
難

波
物
語
』（
明
暦
元
年
〔
一
六
五
五
〕／
島
原
／
諸
分
物
／
作
者

未
詳
）
に
お
い
て
も
指
摘
が
あ
る
。
次
は
遊
女
「
薫
」
の
批
評

の
一
部
で
あ
る
。

判
云
、
あ〔

或
い
〕

る
ひ
は
だ〔
旦
那
〕

ん
な
、
あ〔
或
い
〕

る
ひ
は
あ〔
揚
屋
〕

げ
や
と
、
手
く〔
管
〕だ

す
る
人
も
あ〔

数
多
〕

ま
た
な
る
に
、
こ
の
人
、
と
り
わ
き
て
名
の
た

つ
事
は
、
は〔

傍
〕う
輩
づ
き
の
わ〔
悪
〕ろ
き
ゆ〔
故
〕へ
な
り（
八
五
）

　

右
の
引
用
の
前
段
に
お
い
て
、
作
者
は
遊
女
「
薫
」
が
「
若

だ〔
旦
那
〕

ん
な
と
あ〔
味
〕ぢ
〔
色
め
い
て
い
る
こ
と
〕
あ
る
よ
し
」
と
、
恐

ら
く
遊
女
屋
の
若
旦
那
と
関
係
が
あ
る
こ
と
を
難
じ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
右
の
引
用
は
、「
薫
」
と
同
じ
よ
う
に
廓
内
の
男
女

が
情
交
を
も
つ
こ
と
は
ま
ま
あ
る
の
に
、
と
り
わ
け
「
薫
」
の

噂
が
立
つ
の
は
、「
薫
」
が
遊
女
同
士
（
傍
輩
）
の
付
き
合
い
が

悪
い
た
め
で
あ
る
、
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
評
判
物
に
お
け
る
悪

評
を
恐
れ
れ
ば
、
遊
女
は
客
に
も
傍
輩
の
遊
女
に
も
気
を
遣
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
島
原
を
対
象
と
し
た
評
判
物
、
特
に

『
朱
雀
遠
目
鏡
』（
延
宝
九
年
）
や
『
朱
雀
信
夫
摺
』（
貞
享
四

年
）、『
朱
雀
遠
目
鑑
跡
追
』（
天
和
元
年
頃
）
等
で
は
ほ
と
ん
ど

の
遊
女
の
評
判
に
「
傍
輩
付
」（
仲
間
付
き
合
い
）
の
善
し
悪
し

に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
り
、
あ
る
い
は
上
方
で
は
傍
輩
付
き
合
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い
が
遊
女
の
資
質
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
た
め
、
先
の
『
難

波
物
語
』
の
よ
う
な
記
述
に
繋
が
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
と
お
り
評
判
物
の
記
述
か
ら
は
、
遊
女
た
ち
が
評
判

物
に
お
け
る
自
ら
の
悪
評
に
腹
を
立
て
、
と
き
に
は
傍
輩
の
評

判
を
気
遣
い
、
あ
る
い
は
傍
輩
を
貶
め
る
手
段
と
し
て
用
い
る

な
ど
、
様
々
な
形
で
そ
の
作
成
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
つ
ま
り
遊
女
は
単
に
記
述
さ
れ
る
対
象
や
読
み
手
に
留
ま

る
こ
と
な
く
、
時
に
作
者
に
情
報
を
提
供
す
る
形
で
、
書
き
手

の
側
に
も
加
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
遊
女
評
判
記
の
中
で
も
延
宝
期
前
後
の
吉
原
を
対
象
と

し
た
評
判
物
に
着
目
し
、
こ
れ
ら
の
遊
女
評
判
記
が
誰
に
と
っ

て
「
当
代
性
」
を
持
つ
も
の
な
の
か
、
す
な
わ
ち
誰
に
と
っ
て

意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
。

　

延
宝
期
の
作
者
の
多
く
は
先
に
『
長
崎
土
産
』
か
ら
も
み
た

と
お
り
、
大
尽
客
の
取
巻
き
、
い
わ
ば
太
鼓
持
で
あ
る
場
合
が

多
か
っ
た
。
し
か
し
太
鼓
持
に
留
ま
ら
ず
、
遊
女
と
遊
ぶ
買
い

手
に
も
な
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
冒
頭
に
み
た
よ
う
な
「
通
り

者
」
自
慢
に
加
え
、
評
判
中
に
み
え
る
遊
女
に
宛
て
た
個
人
的

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
た
と
え
ば
温
情
を
被
っ
た
御
礼
な
ど
か
ら
う

か
が
え
る（
八
六
）。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
作
者
が
買
い
手
、
す

な
わ
ち
客
と
し
て
の
一
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い（
八
七
）。

　

し
か
し
第
二
章
で
み
た
よ
う
に
、
評
判
物
の
作
者
は
単
な
る

買
手
や
太
鼓
持
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
地
位
を
高
め
、
廓
内
に
お

い
て
あ
る
種
の
権
威
を
も
つ
存
在
に
至
っ
た
。
遊
女
が
評
判
物

の
作
成
に
関
わ
る
姿
を
み
て
も
、
作
者
を
た
だ
の
客
と
し
て
は

扱
え
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
作
者
ら
の
背
後
に
、

寛
文
～
天
和
頃
の
揚
屋
の
最
盛
期
に
遊
ぶ
大
尽
客
の
存
在
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
宮
本
が
指
摘
す
る
通
り
、
こ
う
し
た

作
者
の
勢
い
は
そ
の
板
元
の
勢
い
と
も
不
可
分
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う（
八
八
）。
す
な
わ
ち
作
者
ら
は
、
客
あ
る
い
は
板
元
の
力
を

背
景
に
、
評
判
物
作
成
と
い
う
権
威
を
軸
に
し
て
、
周
囲
の
客

や
遊
女
を
巻
き
込
ん
だ
「
当
代
性
」
を
共
有
す
る
関
係
性
を
形

作
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
延
宝
期
前
後
の
評
判
物
は
、
見
も
知

ら
ぬ
客
に
対
す
る
案
内
や
広
告
を
意
識
し
た
も
の
と
い
う
よ
り

は
、
作
者
が
見
知
っ
た
遊
女
、
と
り
わ
け
太
夫
等
の
高
級
遊
女
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に
加
え
、
周
囲
の
客
、
あ
る
い
は
自
分
と
敵
対
す
る
評
判
物
の

作
者
等
を
よ
り
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
ら

の
人
々
に
と
っ
て
「
当
代
性
」
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え

よ
う
。
更
に
言
え
ば
、
読
み
手
と
し
て
意
識
さ
れ
た
そ
れ
ら
の

人
々
は
、
常
に
単
な
る
読
み
手
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
読
み

手
は
書
き
手
に
大
い
に
口
を
出
し
た
の
で
あ
り
、
評
判
物
は
い

わ
ば
読
み
手
と
書
き
手
の
双
方
向
的
な
関
わ
り
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
る
書
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
延
宝
期
評
判
物
の
特
色
は
ま
さ
に
小
野
が
言
う
と

お
り
「
楽
屋
落
ち
内
証
話
」
で
あ
り
、
仲
間
内
の
同
人
誌
の
域

を
出
な
い
。
し
か
し
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
い
く
ら
評
判

物
が
内
輪
向
け
の
記
述
を
ふ
ん
だ
ん
に
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の
多
く
は
刊
本
と
し
て
発
行
さ
れ
、
吉
原
を
訪
れ

る
人
々
の
目
に
触
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
非
常
に

ミ
ク
ロ
な
世
界
を
記
述
の
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
読
み
手

は
多
分
に
広
が
り
を
も
っ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
評

判
物
の
作
者
は
、
当
時
最
高
級
の
遊
女
ら
に
特
別
扱
い
さ
れ
る

な
ど
、
あ
る
種
の
権
威
を
も
つ
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
評
判
物
は
、
内
向
き
と
外
向
き
の
要
素
を
併
せ
も
つ
書

で
あ
っ
た
。

　

更
に
、
重
要
な
の
は
内
向
き
の
要
素
で
あ
る
「
楽
屋
落
ち
内

証
話
」
こ
そ
、
当
時
の
遊
廓
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
貴

重
な
記
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
遊
女
評
判

記
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
延
宝
期
の
評
判
物
は
、
先
行
研
究

に
お
い
て
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し

延
宝
期
の
評
判
物
は
ま
さ
に
そ
の
時

0

0

0

の
吉
原
の
一
情
景
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
精
細
に
遊
里
を
描
写
し

な
が
ら
も
、
物
語
に
仮
託
し
文
芸
性
を
高
め
た
洒
落
本
や
浮
世

草
子
と
は
ま
る
で
相
違
す
る
。
遊
女
・
客
・
作
者
ら
の
「
当
代

性
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
延
宝
期
の
評

判
物
は
、
文
芸
性
と
は
全
く
異
な
る
位
相
の
価
値
を
有
す
る
の

で
あ
る
。

注（
一
） 

『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
遊
女
評
判
記
」
の
項
。

（
二
） 

「
爰
に
あ
る
人
、
よ
し
は
ら
袖
か
ゝ
み
、
よ
し
は
ら
根
元
記
を
な
し
て
大

全
と
い
ふ
さ
う
し
を
た
ず
さ
へ
き
た
り
て
、
此
さ
う
し
の
う
ち
に
は
な
の

あ
と
の
枝
と
な
り
て
を
ら
ぬ
や
つ
も
あ
り
、
新
樹
の
わ
か
ば
へ
の
出
来
た

も
お
ほ
し
、
所
〳
〵
に
す
み
つ
け
く
れ
よ
と
い
ふ
」
等
と
あ
る
（
吹
上
氏

か
わ
ず
の
す
け
安
方
「
吉
原
讃
嘲
記
時
之
太
鼓
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
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会
編　

二
〇
一
〇
ａ
、
二
五
二
頁
〕。

（
三
） 

宮
本　

一
九
九
一
、
六
六
頁

（
四
） 
吹
上
氏
か
わ
ず
の
す
け
安
方
「
吉
原
讃
嘲
記
時
之
太
鼓
」〔
江
戸
吉
原
叢

刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ａ
、
二
七
一
頁
〕（
ゑ
と
町
助
左
衛
門
内
い
つ

み
、
後
段
）

（
五
） 

同
右
、
二
八
二
一-
一
二
八
三
頁
（
す
み
丁
権
左
衛
門
内
み
は
る
）

（
六
） 

小
野　

一
九
六
五
ｂ
、
一
八
一-

一
八
二
頁

（
七
） 

詳
細
は
拙
稿　

二
〇
一
九
を
参
照
の
こ
と
。

（
八
） 

小
野　

一
九
六
五
ｂ
、
三
六
五-
三
六
六
頁

（
九
） 

中
野　

一
九
八
五
、
七-

八
・
二
二
頁

（
一
〇
） 

延
宝
八
年
『
色
道
諸
分
難
波
鉦
』
は
初
期
の
島
原
の
評
判
記
『
こ
そ
く

り
草
』『
秘
伝
書
』
な
ど
を
基
礎
と
し
た
こ
と
は
〔
野
間　

一
九
五
七
〕
で

指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
色
道
諸
分
難
波
鉦
』
は
『
諸
分
店
颪
』（
年
未
詳
）

や
『
好
色
罌
粟
鹿
子
』（
元
禄
七
年
）
に
も
改
題
再
板
さ
れ
た
。
ま
た
島

原
の
遊
女
の
名
寄
せ
を
付
し
た
秘
伝
物
『
ね
物
が
た
り
』（
明
暦
二
年
）

は
、
遊
女
の
名
を
吉
原
の
遊
女
に
変
更
し
て
『
吉
原
鑑
』（
万
治
二
年
）
と

し
て
再
板
さ
れ
た
。

（
一
一
） 

拙
稿　

二
〇
一
六

（
一
二
） 

小
野　

一
九
六
五
ｂ

（
一
三
） 

中
野　

一
九
六
四

（
一
四
） 

た
と
え
ば
小
野
は
、『
吉
原
人
た
ば
ね
』
の
著
者
今
宮
烏
が
遊
女
の
心

中
の
介
錯
人
で
あ
っ
た
こ
と
、『
吉
原
讃
嘲
記
時
之
太
鼓
』
の
著
者
吹
上

氏
か
わ
ず
の
す
け
安
方
が
吉
原
の
揚
屋
町
で
二
・
三
年
奉
公
し
て
い
た
ら

し
い
こ
と
、『
大
坂
新
町
古
今
若
女
郎
衆
序
』
の
協
力
者
に
太
鼓
持
が
い

た
こ
と
等
を
指
摘
し
、
作
者
は
遊
女
を
買
う
立
場
に
あ
り
な
が
ら
も
、
し

ば
し
ば
廓
内
に
出
入
り
し
、
遊
女
の
生
活
行
動
に
関
わ
り
合
い
を
も
つ
存

在
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
〔
小
野　

一
九
六
五
ｂ
、
二
七
八

頁
〕。
但
し
作
者
の
素
性
の
記
述
に
つ
い
て
は
「
あ
る
種
の
擬
態
の
あ
る

こ
と
は
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」〔
同
、
三
六
七
頁
〕
と
も
注

意
を
う
な
が
し
て
い
る
。

（
一
五
） 

遊
女
評
判
記
が
対
象
と
す
る
遊
廓
。
以
下
同
じ
。

（
一
六
） 

安
原
眞
琴
「
解
題
」（
四
十
二
の
み
め
諍
ひ
）（
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会

編　

二
〇
一
〇
ａ
、
四
八
七
頁
）

（
一
七
） 

柏
崎　

二
〇
一
〇
、
七
一
頁
／
作
者
が
元
吉
原
と
新
吉
原
の
仮
宅
の
双
方

の
様
子
を
伝
え
、
さ
ら
に
二
度
上
方
に
上
っ
た
際
に
京
の
島
原
と
大
坂
の
新

町
へ
行
き
、
両
地
の
評
判
も
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
て
い
る
。

（
一
八
） 

『
満
散
利
久
佐
』（
明
暦
二
年
／
大
坂
新
町
）
お
よ
び
『
色
道
大
鏡
』（
延

室
六
年
序
／
島
原
中
心
諸
国
）
の
作
者
。

（
一
九
） 

他
に
小
野
は
『
嶋
原
集
』（『
桃
源
集
』
と
も
／
明
暦
元
年
／
島
原
）
の

作
者
が
「
学
書
生
の
成
れ
の
果
て
」
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
は
文
辞
や

序
跋
の
署
名
（
小
藤
原
定
家
序
・
躻
田
鈍
太
郎
末
孫
白
面
書
生
跋
）
等
に

よ
る
推
測
で
あ
る
〔
小
野　

一
九
六
五
ｂ
、
三
六
四
頁
〕。
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（
二
〇
） 

暉
峻　

一
九
五
三
、
一
三
六
頁
／
寛
文
八
年
、
江
戸
市
中
の
非
公
許
遊

里
の
摘
発
に
伴
い
大
量
の
隠
売
女
が
吉
原
に
流
れ
込
み
「
散
茶
女
郎
」
と

い
う
新
し
い
遊
女
の
等
級
を
つ
く
り
だ
し
た
。
従
来
の
吉
原
遊
女
と
異
な

り
手
軽
く
遊
べ
た
た
め
人
気
を
博
し
、
吉
原
の
大
衆
化
が
進
ん
だ
。

（
二
一
） 

野
間　

一
九
四
〇
［
一
九
四
八
、
一
三
頁
］

（
二
二
） 

宝
永
六
年
『
吉
原
大
黒
舞
』、
正
徳
二
年
『
吉
原
七
福
神
』、
同
年
『
吉

原
大
評
判
ゑ
に
し
染
』
等
。

（
二
三
） 

但
し
最
初
の
遊
女
評
判
記
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
り
、
寛
永
初
年
頃
刊

の
『
露
殿
物
語
』
が
最
古
の
遊
女
評
判
記
と
す
る
見
解
が
多
い
（
小
野　

一
九
六
五
ｂ
や
『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
遊
女
評
判
記
」
等
）。

（
二
四
） 

小
野　

一
九
六
五
ｂ
、
三
五
八
頁

（
二
五
） 

中
野　

一
九
六
四

（
二
六
） 

宮
川　

一
九
二
七
、
七
六
頁

（
二
七
） 

宮
本　

一
九
九
一
、
六
九
頁

（
二
八
） 

前
悪
性
悪
大
臣
嶋
原
金
捨
「
長
崎
土
産
」〔
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編

一
九
七
九
、
三
二
五-

三
二
六
頁
〕

（
二
九
） 

小
野　

一
九
六
五
ｂ
、
三
六
五
頁

（
三
〇
） 

今
宮
烏
「
吉
原
人
た
ば
ね
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇

ｃ
、
一
〇
六
頁
〕（
第
六　

小
い
つ
み
評
）

（
三
一
） 

今
宮
烏
に
つ
い
て
は
小
野
〔
一
九
六
五
ｂ
、
二
七
七-

二
七
八
頁
〕
が

詳
し
い
。

（
三
二
） 

都
鳥
に
よ
る
『
吉
原
あ
く
た
川
名
寄
』
は
山
本
家
の
遊
女
に
好
意
的
な

一
方
三
浦
屋
の
遊
女
に
は
批
判
的
で
あ
る
が
、『
吉
原
下
職
原
』
の
作
者

か
ら
は
『
吉
原
あ
く
た
川
名
寄
』
で
は
山
本
家
と
三
浦
屋
と
い
っ
た
「
大

ぐ
つ
わ
（
轡
）」
の
遊
女
ば
か
り
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
批
判
さ
れ

て
お
り
（
米
河
岸
之
住
人
ほ
ん
ほ
ち
氏
大
ぬ
れ
や
茂
助
作
・
若
信
序
「
吉

原
下
職
原
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
二
二
三
頁
〕）、

京
町
の
三
浦
屋
と
も
何
ら
か
の
縁
故
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
三
三
） 

今
宮
烏
「
吉
原
人
た
ば
ね
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇

ｃ
、
八
九
頁
〕（
山
本
内
ふ
ぢ
え
評
の
後
段
）

（
三
四
） 

小
野　

一
九
六
五
ｂ
、
二
七
三
頁
／
評
判
物
は
先
書
の
論
難
を
行
い
自

己
の
正
当
性
を
強
調
す
る
と
い
う
応
酬
が
初
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、

都
鳥
は
こ
う
し
た
論
難
を
、
真
実
味
を
も
た
せ
る
た
め
に
自
ら
行
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。

（
三
五
） 

小
野　

一
九
六
五
ｂ
、
一
八
三
頁

（
三
六
） 

野
間　

一
九
四
〇
、
一
三-

一
四
頁

（
三
七
） 

野
間　

一
九
四
〇
、
一
五
頁

（
三
八
） 

中
野　

一
九
六
二
、
二
九
頁

（
三
九
） 

小
野　

一
九
六
五
ｂ
、
六
四-

六
五
頁

（
四
〇
） 

諸
分
秘
伝
物
『
美
夜
古
物
語
』（
明
暦
二
年
刊
／
作
者
未
詳
／
島
原
）
の

記
述
で
あ
る
。
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そ
の
う〔上
〕へ
。
お〔多
〕ほ
き
女
ど
も
の
事
を
の
み
。
ひ
と
り
し
て
、
其

あ〔味
わ
い
〕

ぢ
は
ひ
し
〔
知
〕ら
る
ゝ
物
に
あ
ら
ず
。
お〔多
〕ほ
く
は
す〔
推

量

〕

い
り
や
う
、
又
は
、

人
に
た〔尋
〕づ
ね
て
か〔書
〕ゝ
ん
ず
ら
め
。
其
た〔尋
〕づ
ね
ら
れ
し
男
。
は
な
す
内

〔
遊
女
と
付
き
合
い
の
あ
る
内
〕
な
ら
ば
よ
〔
良
〕く
い〔言
う
〕ふべ
し
、
か
れ
た
る

〔
振
ら
れ
た
、
付
き
合
い
の
切
れ
た
の
意
か
〕
お〔
男

〕
と
こ
に
た〔尋
〕づ
ね
ば
。
よ

く
て
か
る
ゝ
は
ま〔稀
〕れ
な
れ
ば
。
な
き
事
も
つ
け
て
。
あ
〔
悪
〕し
く
ぞ
は
い
〔
言
〕

は
ん
ず
ら
め
。
人
だ〔頼
み
〕

の
め
に
か
〔
書
〕く
は
。
ま
こ
と
成
こ
と
。
す〔
少

〕
く
な
か
る

べ
し
。〔
小
野　

一
九
六
五
ａ
、
二
五
三
頁
〕

 

　

こ
こ
で
は
推
量
で
書
か
れ
る
評
判
物
の
存
在
や
、
人
に
尋
ね
て
評
判
を

記
す
場
合
の
主
観
の
問
題
が
難
じ
ら
れ
て
お
り
、
評
判
物
の
危
う
さ
が
初

期
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
四
一
） 

『
吉
原
局
惣
鑑
』、
ま
た
大
坂
新
町
が
対
象
で
あ
る
が
『
難
波
鉦
返
答
』

（『
古
銀
買
』
と
も
。
延
宝
八
年
〕）
等
。

（
四
二
） 

小
石
河
住
山
水
氏
頓
滴
林
「
山
茶
や
ぶ
れ
笠
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行

会
編　

二
〇
一
〇
ｂ
、
四
一
四
頁
〕

（
四
三
） 

「
山
茶
や
ぶ
れ
笠
」〔
引
用
・
頁
数
は
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇

一
〇
ｂ
〕
か
ら
抜
粋
す
る
と
、「
す
ま
と
い
ふ
も
の
」（
二
丁
目
松
屋
内
田

宮
：
三
七
八
頁
）、「
は
ん
町
六
か
た
る
」（
弐
丁
目
ま
つ
や
内
正
木
：
三

八
二
頁
）、「
下
や
に
す
む
や
ま
と
い
ふ
人
に
き
く
」（
弐
丁
目
藤
や
内
利

生
：
三
八
四
頁
）、「
い
ち
と
い
ふ
も
の
に
く
わ
し
く
き
く
」（
弐
丁
目
し

や
う
〳
〵
屋
内
和
泉
：
三
八
七
頁
）、「
町
人
源
に
き
く
」（
さ
か
い
町
と

も
へ
や
内
友
江
：
四
〇
四
頁
）、「
予
か
つ
れ
、
六
と
い
ふ
も
の
」（
さ
か

い
町
く
し
や
く
や
内
初
山
：
四
一
一
頁
）
等
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
。

（
四
四
） 

作
者
未
詳
「
大
坂
新
町
古
今
若
女
郎
衆
」〔
小
野　

一
九
六
五
ａ
、
五

八
一
頁
〕

（
四
五
） 

小
野　

一
九
六
五
ｂ
、
三
〇
六
頁
／
小
野
は
こ
の
理
由
に
つ
い
て
詳
述

し
て
い
な
い
が
、
揚
屋
は
基
本
的
に
太
夫
・
格
子
と
い
っ
た
高
級
遊
女
の

み
が
呼
ば
れ
る
場
所
で
あ
り
、
太
夫
や
格
子
の
中
に
は
特
定
の
揚
屋
を

「
定
宿
」
と
し
、
揚
屋
を
指
定
し
て
客
と
会
う
者
も
い
た
。
し
た
が
っ
て

作
者
と
揚
屋
の
結
び
つ
き
は
、
特
定
の
遊
女
や
置
屋
（
遊
女
を
抱
え
置
く

店
）
と
の
結
び
つ
き
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

（
四
六
） 

水
谷
隆
之
「
解
題
」（
吉
原
あ
く
た
川
名
寄
）〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会

編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
四
三
一
頁
〕

（
四
七
） 

延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
頃
に
『
万
年
暦
』
を
著
し
た
と
さ
れ
る
江
州

浪
人
。『
万
年
暦
』
は
伝
存
し
な
い
が
、『
山
茶
や
ぶ
れ
笠
』『
吉
原
人
た

ば
ね
』『
吉
原
あ
く
た
川
名
寄
』
等
に
引
か
れ
て
い
る
。

（
四
八
） 

『
吉
原
大
雑
書
』
冒
頭
の
「
た
ゆ
ふ
か
う
し
」
の
名
寄
に
名
が
み
え
、
太

夫
ま
た
は
格
子
と
考
え
ら
れ
る
〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇

ｂ
、
三
〇
九
頁
〕。

（
四
九
） 
頓
滴
林
カ
「
吉
原
大
雑
書
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇

ｂ
、
三
五
三
・
三
五
六
頁
〕
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（
五
〇
） 

作
者
未
詳
「
吉
原
歌
仙
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、

一
三
二
頁
〕／
遊
女
の
位
お
よ
び
町
名
は
『
吉
原
三
茶
三
幅
一
対
』（
延
宝

九
年
）
を
参
照
し
た
。

（
五
一
） 
と
う
ら
く
し
と
ん
せ
い
坊
（
都
鳥
）「
吉
原
あ
く
た
川
名
寄
」〔
江
戸
吉

原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
一
九
五
頁
〕／
篠
崎
の
位
は
不
明
だ

が
、
同
書
は
太
夫
の
場
合
は
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
格
子
か
と
思
わ
れ

る
。

（
五
二
） 

同
右
、
一
九
九
頁
／
位
は
不
明
だ
が
、
右
の
篠
崎
と
同
じ
く
格
子
か
。

（
五
三
） 

と
う
ら
く
し
と
ん
せ
い
坊
「
吉
原
あ
く
た
川
名
寄
」「
此
君
の
事
ぜ
ひ

よ
ろ
し
く
と
頼
む
人
有
に
よ
り
」（
山
本
内
わ
か
む
ら
さ
き
：
江
戸
吉
原

叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
一
八
五
頁
）、「
小
む
ら
さ
き
の
ゆ
か
り

の
人
、
ふ
か
く
頼
む
に
よ
り
、
せ
ひ
な
く
筆
は
ひ
か
へ
ぬ
」（
三
浦
内
左

京
評
：
同
前
、
一
九
五
頁
）、「
去
人
、
此
事
を
ふ
か
く
た
の
む
に
よ
り
、

書
た
き
事
あ
た
か
も
ふ
じ
は
い
そ
な
り
、
さ
れ
共
此
た
ひ
は
ゆ
る
し
は
ん

べ
る
」（
三
浦
内
小
好
：
同
前
、
一
九
六
頁
）、「
ぜ
ひ
と
も
頼
む
と
い
ふ

人
有
て
、
作
者
が
た
も
と
に
す
か
る
」（
三
浦
内
香
久
山
：
同
前
、
一
九

六-

一
九
七
頁
）／
作
者
未
詳
「
吉
原
よ
ぶ
こ
鳥
」「
此
君
ば
か
り
は
、
ぜ

ひ
〳
〵
か
き
の
せ
く
れ
よ
と
わ
り
な
き
所
望
な
れ
ば
。
ま
こ
と
に
そ
の
心

の
う
り
も
あ
わ
れ
に
お
ぼ
え
て
書
付
侍
り
ぬ
」（
遊
女
名
欠
、
花
月
評
カ
：

江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ａ
、
三
〇
四
頁
）／
作
者
未
詳
「
吉

原
袖
鑑
」「
此
書
に
い
る
べ
き
女
郎
に
あ
ら
ず
。
然
ど
も
さ
る
か
た
に
よ

り
た
の
ま
れ
し
ゆ
へ
あ
ら
〳
〵
書
入
事
」（
京
町
孫
左
衛
門
内
ま
さ
つ
ね
：

江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｂ
、
二
〇
八
頁
）／
今
宮
烏
「
吉

原
人
た
ば
ね
」「
わ
れ
〳
〵
も
、
か
す
か
の
ゆ
か
り
、
せ
ひ
た
の
む
と
い

ふ
人
有
け
れ
は
、
あ
し
か
れ
と
は
思
は
す
」（
三
浦
内
か
せ
山
：
江
戸
吉

原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
九
二
頁
）

（
五
四
） 

渡
邊
新
左
衛
門
内
出
雲
の
批
評
中
〔
近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編
一
九
七

九
、
四
一
九
頁
〕

（
五
五
） 

「
き
よ
う
さ
」
は
「
教
唆
」、
あ
る
い
は
「
誑
詐
」「
巧
詐
」
か
。

（
五
六
） 

不
申
共
御
推
氏
（
都
鳥
）「
吉
原
大
豆
俵
評
判
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行

会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
三
五
六
頁
〕（
新
町
〔
京
町
二
丁
目
〕
九
兵
衛
内

八
重
桐
〔
太
夫
〕
評
）

（
五
七
） 

同
右
、
三
五
七
頁

（
五
八
） 

今
宮
烏
「
吉
原
人
た
ば
ね
」（
山
本
内
小
な
が
と
）〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊

行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
九
〇-

九
一
頁
〕

（
五
九
） 

「
あ
く
た
が
わ
の
み
や
こ
ど
り
が
、
此
き
み
と
い
せ
や
に
て
、
人
の
た

い
こ
の
一
座
の
と
き
、
三
浦
の
上
ら
う
弐
三
人
に
あ
つ
か
う
せ
ら
れ
、
し

か
ら
れ
し
は
、
あ
さ
ま
し
か
り
け
る
こ
と
ど
も
な
り
」（
左
大
臣
従
一
威

太
夫
〔
三
浦
屋
内
〕
こ
む
ら
さ
き
）（
ほ
ん
ほ
ち
氏
大
ぬ
れ
や
茂
助
作
・

若
信
序
「
吉
原
下
職
原
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
二

二
九
頁
〕）

（
六
〇
） 
大
ぬ
れ
や
茂
助　

一
九
三
七
『
吉
原
下
職
原
』
米
山
堂
、
国
立
国
会
図
書
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（
六
一
） 
評
判
物
を
め
ぐ
る
訴
訟
や
販
売
差
止
に
つ
い
て
は
拙
稿　

二
〇
一
九
に

詳
し
く
記
し
た
が
、『
洞
房
古
鑑
』
巻
之
四
の
「
遊
女
評
判
」
と
題
す
る

項
目
に
は
『
吉
原
草
摺
引
』（
元
禄
七
年
）、『
吉
原
出
世
鑑
』（
宝
暦
四

年
）、『
吉
原
花
筏
』（
寛
延
二
年
）
及
び
名
称
不
明
の
評
判
物
（
宝
暦
十

年
）
の
販
売
が
差
止
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
記
述
が
み
え
る
。
ま
た

『
吉
原
草
摺
引
』
は
「
御
仕
置
裁
許
帳　

七
」
に
判
例
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
遊
女
評
判
記
の
販
売
方
法
が
垣
間
み
え
る
。
こ
れ
ら
を
み
る

と
、『
吉
原
草
摺
引
』
の
売
所
は
「
三
左
衛
門　

是
ハ
通
旅
籠
町
善
右
衛

門
店
之
者
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
恐
ら
く
大
伝
馬
町
通
旅
籠
町
（
三
丁
目
・

現
中
央
区
日
本
橋
）
の
鱗
形
屋
三
左
衛
門
の
本
屋
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

『
吉
原
出
世
鑑
』
は
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
た
と
あ
る
が
、
前
者
は
恐
ら
く
丸
屋
小
兵
衛

（
豊
仙
堂
）
と
思
わ
れ
る
。
鱗
形
屋
も
双
紙
屋
も
著
名
な
本
屋
で
あ
り
、
吉

原
と
の
関
係
も
深
い
。
ま
た
『
吉
原
出
世
鑑
』
の
今
ひ
と
つ
の
売
り
所
と

さ
れ
る
新
吉
原
江
戸
町
一
丁
目
又
兵
衞
店
彌
七
は
、
本
文
で
も
述
べ
た
と

お
り
薬
商
人
の
大
坂
屋
又
兵
衛
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
他
、
細
見
『
吉
原

花
筏
』
及
び
名
称
不
明
の
評
判
物
は
、
吉
原
内
で
売
り
歩
か
れ
て
い
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
評
判
物
は
訪
れ
た
種
々
の
客
が
手
に
取
っ

た
ら
し
く
、『
吉
原
下
職
原
』（
延
宝
九
年
）
に
は
「
た〔
貴

〕
つ
と
き
も
い〔卑
〕や
し

き
も
み
〔
見
〕る
も
の
な
れ
ば
、
も〔物
知
〕

の
し
り
た
る
も〔者
〕の
に
と
い
て
さ〔作
〕く
し
た
ま

へ
」
と
い
う
記
述
が
み
え
る
〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、

二
三
〇
頁
〕。

（
六
二
） 

頓
滴
林
他　

一
九
三
六
『
山
茶
や
ぶ
れ
笠
』
米
山
堂
、
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
請
求
記
号152-90

、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開

（
保
護
期
間
満
了
）
よ
りhttp: //dl.ndl.go.jp

/info:ndljp
/pid

/1185744

（2018. 09. 29

）／
な
お
こ
の
挿
絵
は
後
の
『
吉
原
は
や
り
小
寄
そ
う
ま
く

り
』〔
延
宝
末

－

天
和
初
年
頃
〕
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
六
三
） 

小
野　

一
九
六
五
ｂ
、
二
〇
八
頁

（
六
四
） 

長
友　

一
九
八
三
、
二
一
頁

（
六
五
） 

同
右
、
二
六-

三
二
頁
／
遊
女
の
位
お
よ
び
町
名
は
『
吉
原
三
茶
三
幅

一
対
』（
延
宝
九
年
）
を
参
照
し
た
。

（
六
六
） 

作
者
未
詳
「
吉
原
歌
仙
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、

一
一
四-

一
一
五
頁
〕

（
六
七
） 

水
谷
隆
之
「
解
説
」（
吉
原
歌
仙
）〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇

一
〇
ｃ
、
四
二
八
頁
〕

（
六
八
） 

頓
滴
林
カ
「
吉
原
大
雑
書
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇

ｂ
、
三
一
七
・
三
三
二
頁

（
六
九
） 
作
者
未
詳
「
美
夜
古
物
語
」〔
小
野　

一
九
六
五
ａ
、
二
五
三
頁
〕

（
七
〇
） 
清
潔
ま
た
は
正
潔
か
。
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（
七
一
） 

不
申
共
御
推
氏
（
都
鳥
）「
吉
原
大
豆
俵
評
判
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行

会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
三
五
一-

三
五
二
頁
〕

（
七
二
） 
と
う
ら
く
し
と
ん
せ
い
坊
（
都
鳥
）「
吉
原
あ
く
た
川
名
寄
」〔
江
戸
吉

原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
一
八
七
頁
（
山
本
内
舟
橋
）、
一
八

八
頁
（
山
本
内
藤
浪
）
他
。

（
七
三
） 

今
宮
烏
「
吉
原
人
た
ば
ね
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇

ｃ
、
八
四
頁
〕
に
よ
る
と
、
同
じ
兵
庫
屋
の
遊
女
で
位
は
散
茶
。

（
七
四
） 

同
右
、
八
五
頁

（
七
五
） 

「
吉
原
人
た
ば
ね
」
の
細
見
図
を
み
る
限
り
、
位
は
格
子
〔
江
戸
吉
原

叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
三
五
頁
〕。

（
七
六
） 

と
う
ら
く
し
と
ん
せ
い
坊
（
都
鳥
）「
吉
原
あ
く
た
川
名
寄
」〔
江
戸
吉

原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
一
七
九
頁
〕

（
七
七
） 

同
右
、
一
七
七
頁

（
七
八
） 

同
右
、
一
七
五
頁

（
七
九
） 

「
吉
原
人
た
ば
ね
」
の
細
見
図
を
み
る
限
り
、
位
は
太
夫
〔
江
戸
吉
原

叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
三
五
頁
〕。

（
八
〇
） 

「
な
ゝ
く
さ
み
た
れ
」
は
七
草
が
咲
き
乱
れ
る
、
の
意
か
。

（
八
一
） 

頓
滴
林
カ
「
吉
原
大
雑
書
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇

ｂ
、
三
二
七
頁
〕

（
八
二
） 

と
う
ら
く
し
と
ん
せ
い
坊
（
都
鳥
）「
吉
原
あ
く
た
川
名
寄
」〔
江
戸
吉

原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
一
八
九
頁
〕

（
八
三
） 

同
右
、
一
八
一-

一
八
三
頁

（
八
四
） 

今
宮
烏
「
吉
原
人
た
ば
ね
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇

ｃ
、
九
三
頁
〕

（
八
五
） 

作
者
未
詳
「
難
波
物
語
」〔
小
野　

一
九
六
五
ａ
、
一
四
〇
頁
〕

（
八
六
） 

一
部
抜
粋
す
る
と
、
作
者
未
詳
「
吉
原
天
秤
」（
寛
文
七
年
頃
）「
ま
こ

と
い
ふ
も
の
に
あ
い
給
ふ
と
き
、
わ
か
み
に
つ
ゆ
の
ま
、
は
だ
へ
を
ゆ
る

し
給
ふ
は
う
れ
し
や
」（
新
町
三
浦
隠
居
内
か
し
わ
き
：
江
戸
吉
原
叢
刊

刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ａ
、
三
八
七
頁
）／
作
者
未
詳
「
吉
原
袖
鑑
」「
こ

と
に
夜
ふ
け
て
、
と
こ
よ
り
わ
が
ふ
し
と
に
き
た
り
給
ひ
〔
略
〕
御
手
つ

か
ら
、
よ
る
の
も
の
を
引
き
せ
給
わ
り
し
か
た
し
け
な
さ
、
わ
す
ら
れ
す

候
」（
新
町
久
衛
門
内
巴
：
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｂ
、
一

八
〇
頁
）／
ほ
ん
ほ
ち
氏
大
ぬ
れ
や
茂
助
「
吉
原
下
職
原
」「
こ
の
君
と
露

ば
か
り
の
枕
を
か
わ
せ
し
事
あ
り
…
頃
日
の
御
さ
か
ん
、
か
げ
な
が
ら
う

れ
し
や
」（
角
町
中
那
言
正
三
威
格
子
桂
評
：
江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
二
三
五
頁
）
等
。
他
『
吉
原
総
局
』『
吉
原
三
茶
三
幅
一

対
』『
吉
原
大
雑
書
』『
吉
原
讃
嘲
記
時
之
太
鼓
』『
吉
原
人
た
ば
ね
』
等

ほ
と
ん
ど
の
評
判
物
に
こ
の
手
の
記
述
は
み
え
る
。

（
八
七
） 

但
し
都
鳥
な
ど
は
籬
で
遊
女
を
見
繕
う
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
く

な
っ
て
い
た
ら
し
く
（
今
宮
烏
「
吉
原
人
た
ば
ね
」〔
江
戸
吉
原
叢
刊
刊

行
会
編　

二
〇
一
〇
ｃ
、
一
〇
二
頁
〕、
あ
る
程
度
遊
廓
に
精
通
し
た
後

は
、
周
囲
の
噂
等
で
評
判
物
を
記
す
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
八
八
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
宮
本　

一
九
九
一
、
六
七
頁
の
指
摘
に
よ
る
。
宮

本
は
「
そ
う
し
た
意
味
で
は
評
判
記
の
作
者
、
ひ
い
て
は
版
元
が
遊
廓
関

係
者
に
対
し
て
繁
昌
を
左
右
す
る
功
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

参
考
文
献

江
戸
吉
原
叢
刊
刊
行
会
編　

二
〇
一
〇
ａ
『
江
戸
吉
原
叢
刊　

第
一
巻
』
八
木
書
店

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―　

二
〇
一
〇
ｂ
『
江
戸
吉
原
叢
刊　

第
二
巻
』
八
木
書
店

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―　

二
〇
一
〇
ｃ
『
江
戸
吉
原
叢
刊　

第
三
巻
』
八
木
書
店

小
野
晋 

一
九
六
五
ａ
『
近
世
初
期
遊
女
評
判
記
集
（
本
文
篇
）』
古
典
文
庫

―
―
― 

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

柏
崎
順
子 

二
〇
一
〇
「
鱗
形
屋
」（『
言
語
文
化
』
四
七
）

近
世
文
学
書
誌
研
究
会
編　

一
九
七
九
『
近
世
文
学
資
料
類
従　

仮
名
草
子
編
三

六　

遊
女
評
判
記
集
（
下
）』

髙
木
ま
ど
か 

二
〇
一
六
「
遊
郭
に
連
れ
立
つ
男
た
ち
」（『
女
性
学
年
報
』
三
七
）

―
―
―
―
― 

二
〇
一
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
」（『
日
本
常
民
文
化

紀
要
』
三
四
）

暉
峻
康
隆 

一
九
五
三
「
初
期
遊
女
評
判
記
研
究
」（『
西
鶴
研
究
ノ
ー
ト
』
中

央
公
論
社
）

長
友
千
代
治 

一
九
八
三
［
初
版
一
九
八
二
］『
近
世
貸
本
屋
の
研
究
』
東
京
堂

出
版

中
野
三
敏 

一
九
六
二
「
遊
女
評
判
記
研
究
―
西
鶴
文
学
の
一
基
盤
―
」（『
近

世
文
芸
』
八
）

―
―
―
― 

一
九
六
四
「
遊
女
評
判
記
と
遊
里
案
内
」（『
国
文
学
』
九-

二
）

―
―
―
― 

一
九
八
五
『
江
戸
名
物
評
判
記
案
内
』
岩
波
書
店

野
間
光
辰 

一
九
四
〇
「
浮
世
草
子
の
成
立
」
上
・
下
（『
国
語
国
文
』
一
〇-

一
一
・
一
二
、
後
に
一
九
四
八
『
西
鶴
新
攷
』
筑
摩
書
房
所
収
、

引
用
・
頁
数
は
『
西
鶴
新
攷
』
に
依
る
）

野
間
光
辰
解
説　

一
九
五
七
『
難
波
鉦
附
返
答
古
銀
買
』
古
典
文
庫

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
）

宮
川
曼
魚 

一
九
二
七
『
江
戸
売
笑
記
』
批
評
社

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
。
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【
表
】　
延
宝
期
前
後
（
寛
文
～
天
和
）
吉
原
評
判
物

№
作
成
年

月
表
題

作
者

作
者
詳
細

板
元

備
考

1
寛

文
7

1667
3

月
頃

吉
原

讃
嘲

記
時

之
大

鞁
（

再
刻

）
吹

上
氏

か
わ

ず
の

す
け

安
方

「
た

ま
た

ま
れ

き
れ

き
衆

の
末

座
に

つ
ら

な
つ

て
（

略
）

や
ぶ

れ
ら

い
こ

の
身

な
れ

ば
1」、

「
あ

げ
や

町
に

二
三

年
ほ

う
か

う
し

て
（

略
）

も
と

よ
り

な
に

も
し

ら
ぬ

あ
お

も
の

や
の

身
身

す
ぎ

な
れ

ば
」

2

江
戸

う
ろ

こ
か

た
や

加
兵

衛
初

版
寛

文
4

頃
、『

吉
原

根
元

記
』（

寛
文

6・
伝

存
未

詳
）

へ
の

返
答

2
寛

文
8

1668
5

月
中

旬
吉

原
よ

ぶ
こ

鳥
不

明
（「

坊
主

」
と

呼
ば

れ
る

大
尽

客
の

取
巻

き
）

『
吉

原
袖

鑑
』

の
作

者
と

同
一

カ
。

協
力

者
：

伝
三

江
戸

う
ろ

こ
か

た
や

加
兵

衛

3
寛

文
7

頃
1667

吉
原

天
秤

不
明

「
い

な
か

の
や

で
ん

よ
り

も
、

は
る

ば
る

と
は

じ
め

て
こ

の
花

の
お

江
戸

へ
上

り
つ

つ
」

3、
松

前
か

ら
百

里
の

地
に

住
む

不
明

4
寛

文
10－

延
宝

初
頃

1670－
1673

吉
原

袖
か

ゝ
み

（
再

刻
）

不
明

（『
吉

原
よ

ぶ
こ

鳥
』

の
作

者
と

同
一

カ
）

4
未

詳
不

明
『

吉
原

丸
裸

』（
寛

文
12）『

吉
原

く
ら

べ
も

の
』（

寛
文

末
延

宝
初

頃
）

へ
の

返
答

5
延

宝
2

1674
2

月
中

句
吉

原
失

墜
富

士
屋

吉
連

、
油

虫
朝

臣
濡

高
氏

勘
太

郎
、

頓
敵

朝
臣

ふ
く

べ
氏

十
太

郎
富

士
屋

吉
連

…
油

虫
大

伝
馬

三
町

目
山

本
九

左
衛

門

『
徒

然
草

』
注

釈
本

に
模

し
た

も
の

。
用

語
等

の
諸

分
の

説
明

が
中

心
で

、
遊

女
の

評
判

は
僅

か
。

6
延

宝
3

1675
孟

春
吉

原
局

惣
鑑

家
満

、
信

正
、

庚
実

堺
町

板
木

や
七

郎
兵

衛
開

7
延

宝
3

1675
4

月
中

旬
吉

原
大

雑
書

頓
滴

林
（『

山
茶

や
ぶ

れ
笠

』
と

同
一

）
作

カ
、

菱
川

師
宣

画
カ

堺
町

菊
屋

七
郎

兵
衛

カ

8
延

宝
3

1675
夏

至
山

茶
や

ぶ
れ

笠
小

石
河

住
山

水
氏

頓
滴

林
作

、
菱

川
師

宣
画

カ
そ

れ
な

り
の

教
養

あ
り

堺
町

菊
屋

七
郎

兵
衛

9
延

宝
8

1680
秋

以
後

山
茶

評
判

吉
原

歌
仙

（
仮

題
）

不
明

不
明

10
延

宝
8

1680
秋

頃
吉

原
人

た
ば

ね
新

作
者

今
宮

か
ら

す
（

二
番

町
乃

住
人

新
作

者
お

も
わ

れ
ぶ

り
氏

い
や

い
や

与
作

・
霞

ケ
関

住
人

そ
こ

ら
で

主
馬

蔵
）

「
わ

れ
わ

れ
も

其
む

か
し

、
け

い
せ

い
を

こ
か

し
、

つ
め

を
取

、
お

よ
そ

ゆ
ひ

を
き

ら
せ

し
太

刀
と

り
に

も
な

り
て

」
5、「

御
身

世
俗

の
ゑ

ん
ま

と
し

て
、

太
夫

か
う

し
を

し
ら

ず
」

6

不
明
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11
延

宝
9

1681
正

月
頃

吉
原

あ
く

た
川

名
寄

あ
さ

ち
が

原
か

う
け

つ
む

あ
ん

　
せ

ん
し

や
う

山
と

う
ら

く
し

と
ん

せ
い

坊
（

あ
さ

ぢ
が

原
角

田
川

の
住

人
都

鳥
）

協
力

者
多

数
江

戸
通

油
町

か
め

や
彦

右
衛

門
『

吉
原

人
た

ば
ね

』
へ

の
返

答

12
延

宝
9

1681
孟

春
吉

原
三

茶
三

幅
一

対
玉

門
寺

隠
居

江
戸

升
屋

13
延

宝
9

1681
3

月
上

旬
吉

原
下

職
原

米
河

岸
之

住
人

ほ
ん

ほ
ち

氏
大

ぬ
れ

や
茂

助
作

、
若

信
序

江
戸

さ
う

し
や

権
左

衛
門

14
天

和
2

1682
正

月
吉

原
買

も
の

調
四

万
六

千
人

不
明

15
天

和
3

1683
初

夏
吉

原
大

豆
俵

評
判

不
申

共
御

推
氏

（
都

鳥
）

不
明

16
貞

享
3

1686
4

月
頃

吉
原

酒
て

ん
ど

う
じ

浅
草

住
不

長
徳

序
不

明

17
貞

享
4

1687
9

月
吉

原
源

氏
五

十
四

君
四

国
太

郎
（

宝
井

〔
榎

本
〕

其
角

）
作

、
菱

川
師

宣
画

其
角

（
1661-1707）

は
江

戸
時

代
中

期
の

俳
人

、
吉

原
で

豪
遊

し
た

紀
伊

国
屋

文
左

衛
門

に
俳

諧
を

教
え

た
（

写
本

の
み

伝
存

）

※
繰

り
返

し
記

号
は

仮
名

に
な

お
す

、
常

用
漢

字
に

す
る

等
の

変
更

を
行

っ
た

1吹
上

氏
か

わ
ず

の
す

け
安

方
作

「
吉

原
讃

嘲
記

時
之

大
鞁

」〔
江

戸
吉

原
叢

刊
刊

行
会

編
 二

〇
一

〇
ａ

、
二

五
一

頁
〕

2同
上

、
二

五
二

頁
3作

者
未

詳
「

吉
原

天
秤

」〔
江

戸
吉

原
叢

刊
刊

行
会

編
　

二
〇

一
〇

ａ
、

三
九

〇
頁

〕
4稲

葉
有

祐
「

解
題

」（
吉

原
よ

ぶ
こ

鳥
）〔

江
戸

吉
原

叢
刊

刊
行

会
編

　
二

〇
一

〇
ａ

、
四

九
六

頁
〕

5今
宮

烏
「

吉
原

人
た

ば
ね

」〔
江

戸
吉

原
叢

刊
刊

行
会

編
　

二
〇

一
〇

ｃ
、

一
〇

六
頁

〕
6と

う
ら

く
し

と
ん

せ
い

坊
（

都
鳥

）「
吉

原
あ

く
た

川
名

寄
」〔

江
戸

吉
原

叢
刊

刊
行

会
編

　
二

〇
一

〇
ｃ

、
一

七
七

頁
〕


